
可能性の文学
織田作之助

青空文庫





　
坂
田
三
吉
が
死
ん
だ
。
今
年
の
七
月
、
享
年
七
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
大
阪

に
は
異
色
あ
る
人
物
は
多
い
が
、
も
は
や
坂
田
三
吉
の
よ
う
な
風
変
り
な
人

物
は
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
奇
行
、
珍
癖
の
横
紙
破
り
が
多
い 

将  

棋 

し
ょ
う
ぎ

界
で
も
、

坂
田
は
最
後
の
人
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
坂
田
は
無
学
文
盲
、
棋
譜
も
読
め
ず
、
封
じ
手
の
字
も
書
け
ず
、
師
匠
も

な
く
、
我
流
の
一
流
を
あ
み
出
し
て
、
型
に
捉
え
ら
れ
ぬ
関
西
将
棋
の
中
で

も
最
も
型
破
り
の
「
坂
田
将
棋
」
は
天
衣
無
縫
の
棋
風
と
し
て
一
世
を
風
靡
ふ
う
び

し
、
一
時
は
大
阪
名
人
と
自
称
し
た
が
、
晩
年
は
不
遇
で
あ
っ
た
。
い
や
、

無
学
文
盲
で
将
棋
の
ほ
か
に
は
何
に
も
判
ら
ず
、
世
間
づ
き
あ
い
も
出
来
ず
、

他
人
の
仲
介
が
な
く
て
は
ひ
と
に
会
え
ず
、
住
所
を
秘
し
、
玄
関
の
戸
は
あ
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け
た
こ
と
が
な
く
、
孤
独
な
将
棋
馬
鹿
で
あ
っ
た
坂
田
の
一
生
に
は
、
随
分

横
紙
破
り
の
茶
目
気
も
あ
っ
た
し
、
世
間
の
人
気
も
あ
っ
た
が
、
や
は
り
悲

劇
の
翳かげ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
年
ま
で
は
ひ
ど
く

貧
乏
ぐ
ら
し
で
あ
っ
た
。
昔
は
将
棋
指
し
に
は
一
定
の
収
入
な
ど
な
く
、
高

利
貸
に
は
責
め
ら
れ
、
米
を
買
う
金
も
な
く
、
賭かけ
将
棋
に
は
負
け
て
裸
か
に

な
る
。
細
君
が
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
、
母
子
心
中
の
死
場
所
を
探
し
に
行

っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
細
君
が
後
年
息
を
引
き
取
る
時
、
亭
主
の
坂
田

に
「
あ
ん
た
も
将
棋
指
し
な
ら
、
あ
ん
ま
り
阿あ
呆ほ
な
将
棋
さ
し
な
は
ん
な
や
」

と
言
い
残
し
た
。
「
よ
っ
し
ゃ
、
判
っ
た
」
と
坂
田
は
発
奮
し
て
、
関
根
名

人
を
指
込
む
く
ら
い
の
将
棋
指
し
に
な
り
、
大
阪
名
人
を
自
称
し
た
が
、
こ

の
名
人
自
称
問
題
が
も
つ
れ
て
、
坂
田
は
対
局
を
遠
ざ
か
っ
た
。
が
、
昭
和
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十
二
年
、
当
時
の
花
形
棋
師
木
村
、
花
田
両
八
段
を
相
手
に
、
六
十
八
歳
の

坂
田
は
十
六
年
振
り
に
対
局
を
し
た
。
当
時
木
村
と
花
田
は
関
根
名
人
引
退

後
の
名
人
位
獲
得
戦
の
首
位
と
二
位
を
占
め
て
い
た
か
ら
、
こ
の
二
人
が
坂

田
に
負
け
る
と
、
名
人
位
の
鼎
か
な
えの
軽
重
が
問
わ
れ
る
。
そ
れ
に
東
京
棋
師
の

面
目
も
賭
け
ら
れ
て
い
る
、
負
け
ら
れ
ぬ
対
局
で
あ
っ
た
が
、
坂
田
に
と
っ

て
も
十
六
年
の
沈
黙
の
意
味
と
「
坂
田
将
棋
」
の
真
価
を
世
に
問
う
、
い
わ

ば
坂
田
の
生
涯
を
賭
け
た
一
生
一
代
の
対
局
で
あ
っ
た
。
昭
和
の
大
棋
戦
だ

と
、
主
催
者
の
読
売
新
聞
も
宣
伝
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
坂
田
は
こ
の
対
局
で

「
阿
呆
な
将
棋
を
さ
し
て
」
負
け
た
の
で
あ
る
。
角
と
い
う 

大  

駒 

お
お
ご
ま

一
枚
落

し
て
も
、
大
丈
夫
勝
つ
自
信
を
持
っ
て
い
た
坂
田
が
、
平
手
で
二
局
と
も
惨

敗
し
た
の
で
あ
る
。
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坂
田
の
名
文
句
と
し
て
伝
わ
る
言
葉
に
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
と
い
う
の

が
あ
る
。
悪
手
と
し
て
妙
な
所
へ
打
た
れ
た
銀
と
い
う
駒
銀
が
、
進
む
に
進

め
ず
、
引
く
に
引
か
れ
ず
、
あ
あ
悪
い
所
へ
打
た
れ
た
と
泣
い
て
い
る
。
銀

が
坂
田
の
心
に
な
っ
て
泣
い
て
い
る
。
阿
呆
な
手
を
さ
し
た
と
い
う
心
に
な

っ
て
泣
い
て
い
る
　
　
と
い
う
の
で
あ
る
。
将
棋
盤
を
人
生
と
考
え
、
将
棋

の
駒
を
心
に
し
て
来
た
坂
田
ら
し
い
言
葉
で
あ
り
、
無
学
文
盲
の
坂
田
が
吐

い
た
名
文
句
と
し
て
、
後
世
に
残
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
句
に
は
坂
田
で

な
け
れ
ば
言
え
な
い
と
い
う
個
性
的
な
影
像
が
あ
り
、
そ
し
て
坂
田
と
い
う

人
の
一
生
を
宿
命
的
に
象
徴
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
苦
労
を
掛
け
た
糟そ

   

糠 

う
こ
う
の
妻
は
「
阿
呆
な
将
棋
を
さ
し
な
は
ん
な
や
」
と
い
う
言
葉
を
遺
言
に

し
て
死
に
、
娘
は
男
を
作
っ
て
駈
落
ち
し
、
そ
し
て
、
一
生
一
代
の
対
局
に
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「
阿
呆
な
将
棋
を
さ
し
」
て
し
ま
っ
た
坂
田
三
吉
が
後
世
に
残
し
た
の
は
、

結
局
こ
の
「
銀
が
泣
い
て
る
」
と
い
う
一
句
だ
け
で
あ
っ
た
。
一
時
は
将
棋

盤
の
八
十
一
の
桝
も
坂
田
に
は
狭
す
ぎ
る
、
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
天
衣
無
縫
の

棋
力
を 

喧  
伝 

け
ん
で
ん

さ
れ
て
い
た
坂
田
も
、
現
在
の
棋
界
の
標
準
で
は
、
六
段
か

七
段
ぐ
ら
い
の
棋
力
し
か
な
く
、
天
才
的
棋
師
と
し
て
後
世
に
記
憶
さ
れ
る

人
と
も
思
え
な
い
。
わ
ず
か
に
「
銀
が
泣
い
て
る
坂
田
は
生
き
て
る
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
銀
が
泣
い
た
こ
と
よ
り
も
、
坂

田
が
一
生
一
代
の
対
局
で
さ
し
た
「
阿
呆
な
将
棋
」
を
坂
田
の
傑
作
と
し
て
、

永
く
記
憶
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
い
か
な
る
「
阿
呆
な
将
棋
」
で
あ
っ
た
か
。
坂
田
は
第
一
手
に
、
九
三
の

端
の
歩
を
九
四
へ
突
い
た
の
で
あ
る
。
平
手
将
棋
で
は
第
一
手
に
、
角
道
を
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あ
け
る
か
、
飛
車
の
頭
の
歩
を
突
く
か
の
二
つ
の
手
し
か
な
い
。
こ
れ
が
定じ

     
跡   

ょ
う
せ
き

だ
。
誰
が
さ
し
て
も
こ
う
だ
。
名
人
が
さ
し
て
も
ヘ
ボ
が
さ
し
て
も
、

こ
の
二
手
し
か
な
い
。
端
の
歩
を
突
く
の
は
手
の
な
い
時
か
、
序
盤
の
駒
組

が
一
応
完
成
し
か
け
た
時
か
、
相
手
の
手
を
う
か
が
う
時
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
も
余
程
慎
重
に
突
か
ぬ
と
、
相
手
に
手
抜
き
を
さ
れ
る
惧おそ
れ
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
第
一
手
に
端
の
歩
を
突
く
の
は
、
ま
る
で
滅
茶
苦
茶
で
、
乱
暴
と

い
お
う
か
、
気
が
狂
っ
た
と
い
お
う
か
、
果
し
て
相
手
の
木
村
八
段
（
現
在

の
名
人
）
は
手
抜
き
を
し
た
。
坂
田
は
後
手
だ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
手
抜
き

さ
れ
る
と
、
の
っ
け
か
ら
二
手
損
に
な
る
の
だ
。
攻
撃
の
速
度
を
急
ぐ
相
懸

り
将
棋
の
理
論
を
一
応
完
成
し
て
い
た
東
京
棋
師
の
代
表
で
あ
る
木
村
を
向

う
に
ま
わ
し
て
、
二
手
損
を
以
て
戦
う
の
は
、
何
と
し
て
も
無
理
で
あ
っ
た
。
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果
し
て
こ
の
端
の
歩
突
き
が
た
た
っ
て
、
坂
田
は
惨
敗
し
た
。
が
、
続
く
対

花
田
戦
で
も
、
坂
田
は
や
は
り
第
一
手
に
端
の
歩
を
突
い
た
。
こ
ん
ど
は
対

木
村
戦
と
ち
が
っ
て
右
の
端
の
歩
だ
っ
た
が
端
の
歩
に
は
ち
が
い
は
な
い
。

そ
し
て
、
坂
田
は
ま
た
も
や
惨
敗
し
た
。
そ
の
よ
う
な
「
阿
呆
な
将
棋
」
で

あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
坂
田
の
端
の
歩
突
き
は
、
い
か
に
阿
呆
な
手
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、

常
に
横
紙
破
り
の
将
棋
を
さ
し
て
来
た
坂
田
の
青
春
の
手
で
あ
っ
た
。
一
生

一
代
の
対
局
に
二
度
も
続
け
て
こ
の
よ
う
な
手
を
以
て
戦
っ
た
坂
田
の
自
信

の
ほ
ど
に
は
呆
れ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
し
か
し
、
六
十
八
歳
の
坂
田
が
一
生

一
代
の
対
局
に
こ
の
端
の
歩
突
き
と
い
う
棋
界
未み
曾ぞ
有う
の
新
手
を
試
し
て
み

た
と
い
う
青
春
に
は
、
一
層
驚
か
さ
れ
る
で
は
な
い
か
。
端
の
歩
突
き
を
考
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え
て
い
た
野
心
的
な
棋
師
は
ほ
か
に
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
花
田
八
段
な

ど
も
先
手
の
場
合
に
は
端
の
歩
突
き
も
可
能
か
も
し
れ
ぬ
と
、
漠
然
と
考
え

て
い
た
よ
う
だ
。
が
、
誰
も
そ
れ
を
実
験
し
て
み
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
ま

し
て
、
後
手
で
大
事
な
対
局
に
そ
れ
を
実
験
し
て
み
た
も
の
は
、
あ
と
に
も

先
に
も
坂
田
三
吉
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
手
は
将
棋
の
定
跡
と
い
う
オ

ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
対
す
る
坂
田
の
挑
戦
で
あ
っ
た
。
将
棋
の
盤
面
は
八
十
一

の
桝
と
い
う
限
界
を
持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
一
歩
の
動
か
し
方
の
違
い

は
無
数
の
変
化
を
伴
な
っ
て
、
そ
の
変
化
の
可
能
性
は
、
例
え
ば
一
つ
の
偶

然
が
一
人
の
人
間
の
人
生
を
変
え
て
し
ま
う
可
能
性
の
よ
う
に
、
無
限
大
で

あ
る
。
古
来
、
無
数
の
対
局
が
行
わ
れ
た
が
、
一
つ
と
し
て
同
じ
棋
譜
は
生

れ
な
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
古
来
、
無
数
の
小
説
が
書
か
れ
た
が
、
一
つ
と
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し
て
同
じ
小
説
が
書
か
れ
な
か
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
可

能
性
に
限
界
を
与
え
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
定
跡
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

小
説
の
約
束
と
い
う
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
坂
田
三
吉
は
定
跡
に
挑
戦

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
棋
の
可
能
性
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
相
懸

り
法
は
当
時
東
京
方
棋
師
が
実
戦
的
に
も
理
論
的
に
も
一
応
の
完
成
を
示
し

た
平
手
将
棋
の
定
跡
と
し
て
、
最
高
権
威
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
も

は
や
こ
の
相
懸
り
定
跡
は
流
行
せ
ず
、
若
手
棋
師
は
相
懸
り
以
外
の
戦
法
の

発
見
に
、
絶
え
ず
努
力
し
て
、
対
局
の
た
び
に
新
手
を
応
用
し
て
い
る
。
が
、

六
十
八
歳
の
坂
田
が
実
験
し
た
端
の
歩
突
き
は
、
善
悪
は
べ
つ
と
し
て
、
将

棋
の
可
能
性
の
追
究
と
し
て
は
、
最
も
飛
躍
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
顧
み

て
日
本
の
文
壇
を
考
え
る
と
、
今
な
お
無
気
力
な
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
が
最
高
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権
威
を
持
っ
て
い
て
、
老
大
家
は
旧
式
の
定
跡
か
ら
一
歩
も
出
ず
、
新
人
も

ま
た
こ
そ
こ
そ
と
こ
の
定
跡
に
追
従
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
定
跡
へ
の
ア
ン
チ
テ
エ
ゼ
は
現
在
の
日
本
の
文
壇
で
は
殆
ん
ど
皆
無
に
ひ

と
し
い
。
将
棋
は
日
本
だ
け
の
も
の
だ
が
、
文
学
は
外
国
に
も
あ
る
。
し
か

し
、
日
本
の
文
学
は
日
本
の
伝
統
的
小
説
の
定
跡
を
最
高
の
権
威
と
し
て
、

敢
て
文
学
の
可
能
性
を
追
求
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
外
国
の
近
代
小
説
は

「
可
能
性
の
文
学
」
で
あ
り
、
い
う
な
ら
ば
、
人
間
の
可
能
性
を
描
き
、
同

時
に
小
説
形
式
の
可
能
性
を
追
求
し
て
い
る
点
で
、
明
確
に
日
本
の
伝
統
的

小
説
と
区
別
さ
れ
る
の
だ
。
日
本
の
伝
統
的
小
説
は
可
能
性
を
含
ま
ぬ
と
い

う
点
で
、
狭
義
の
定
跡
で
あ
る
が
、
外
国
の
近
代
小
説
は
無
限
の
可
能
性
を

含
ん
で
い
る
故
、
定
跡
化
し
な
い
。
「
可
能
性
の
文
学
」
は
つ
ね
に
端
の
歩
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が
突
か
れ
る
べ
き
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
私
は
六

年
前
処
女
作
が
文
芸
推
薦
と
な
っ
た
時
、
「
こ
の
小
説
は
端
の
歩
を
突
い
た

よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
感
想
を
書
い
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
時
私
の

突
い
た
端
の
歩
は
、
手
の
な
い
時
に
突
く
端
の
歩
に
過
ぎ
ず
、
日
本
の
伝
統

的
小
説
の
権
威
を
前
に
し
て
、
私
は
施
す
べ
き
手
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

少
し
は
ア
ン
チ
テ
エ
ゼ
を
含
ん
で
い
た
が
、
近
代
小
説
の
可
能
性
を
拡
大
す

る
た
め
の
端
の
歩
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
当
時
、
私
の
感
想
は
「
新
人
ら
し

く
な
く
、
文
壇
ず
れ
が
し
て
い
て
、
顔
を
そ
む
け
た
く
な
っ
た
」
と
い
う
上か

     

林     

暁  

ん
ば
や
し
あ
か
つ
き
の
攻
撃
を
受
け
、
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
し

か
し
、
上
林
暁
の
書
い
て
い
る
身
辺
小
説
が
た
だ
定
跡
を
守
る
ば
か
り
で
、

手
の
な
い
時
に
端
の
歩
を
突
く
な
げ
き
も
な
く
、
ま
し
て
、
近
代
小
説
の
端
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の
歩
を
突
く
新
し
さ
も
な
か
っ
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
不
満
で
あ
っ
た
。

一
刀
三
拝
式
の
私
小
説
家
の
立
場
か
ら
、
岡
本
か
の
子
の
わ
ず
か
に
人
間
の

可
能
性
を
描
こ
う
と
す
る
努
力
の
う
か
が
わ
れ
る
小
説
を
き
ら
い
だ
と
断
言

す
る
上
林
暁
が
、
近
代
小
説
へ
の
道
に
逆
行
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
、
偶

然
を
書
か
ず
虚
構
を
書
か
ず
、
生
活
の
総
決
算
は
書
く
が
生
活
の
可
能
性
は

書
か
ず
、
末
期
の
眼
を
目
標
と
す
る
日
本
の
伝
統
的
小
説
の
限
界
内
に 

蟄  

ち
っ
き

居 ょ
し
て
い
る
彼
こ
そ
、
文
壇
的
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
私
は
年
少
の
頃
か
ら
劇
作
家
を
志
し
、
小
説
に
は
何
の
魅
力
も
感
じ
な
か

っ
た
か
ら
、
殆
ん
ど
小
説
を
読
ま
な
か
っ
た
が
、
二
十
六
歳
の
時
ス
タ
ン
ダ

ー
ル
を
読
ん
で
、
は
じ
め
て
小
説
の
魅
力
に
憑つ
か
れ
た
。
し
か
し
「
ス
タ
ン

ダ
ー
ル
や
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
文
学
は
結
局
こ
し
ら
え
も
の
で
あ
り
、
心
境
小
説

14可能性の文学



と
し
て
の
日
本
の
私
小
説
こ
そ
純
粋
小
説
で
あ
り
、
詩
と
共
に
本
格
小
説
の

上
位
に
立
つ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
定
説
が
権
威
を
持
っ
て
い
る
文
壇
の
偏

見
は
私
を
毒
し
、
そ
れ
に
、
翻
訳
の
文
章
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
日
本
文
に
よ

る
小
説
の
書
き
方
が
判
ら
ぬ
か
ら
、
当
時
絶
讃
を
博
し
て
い
た
身
辺
小
説
、

心
境
小
説
、
私
小
説
の
類
を
読
ん
で
、
こ
う
い
う
小
説
、
こ
う
い
う
文
章
、

こ
う
い
う
態
度
が
最
高
の
も
の
か
と
い
う
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
強
制
さ
れ
た
こ

と
が
、
ま
す
ま
す
私
を
ジ
レ
ン
マ
に
陥
れ
た
の
だ
。
私
は
人
間
の
可
能
性
を

追
究
す
る
前
に
、
末
期
の
眼
を
教
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
純
粋

小
説
と
は
不
純
な
る
べ
き
も
の
だ
と
、
漠
然
と
考
え
て
い
た
。
当
時
純
粋
戯

曲
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
た
私
は
、
戯
曲
は
純
粋
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
形

式
が
単
純
に
な
り
、
簡
素
に
な
り
、
お
能
は
そ
の
極
致
だ
と
い
う
結
論
に
達

15



し
て
い
た
が
、
し
か
し
、
純
粋
小
説
と
は
純
粋
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
形
式
が

不
純
に
な
り
、
複
雑
に
な
り
、
構
成
は
何
重
に
も
織
り
重
っ
て
遠
近
法
は
無

視
さ
れ
、
登
場
人
物
と
作
者
の
距
離
は
、
映
画
の
カ
メ
ラ
ア
ン
グ
ル
の
よ
う

に
動
い
て
、
眼
と
手
は
互
い
に
裏
切
り
、
一
元
描
写
や
造
形
美
術
的
な
秩
序

か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
小
説
に
は
い
か
な

る
オ
フ
リ
ミ
ッ
ト
も
な
い
と
考
え
て
い
た
。
小
説
は
芸
術
で
な
く
て
も
い
い

と
ま
で
考
え
た
の
だ
。
し
か
し
、
日
本
の
文
学
の
考
え
方
は
可
能
性
よ
り
も
、

ま
ず
限
界
の
中
で
の
深
さ
と
い
う
こ
と
を
尊
び
、
権
威
へ
の
服
従
を
誠
実
と

考
え
、
一
行
の
嘘
も
眼
の
中
に
は
い
っ
た
煤
の
よ
う
に
思
い
、
す
べ
て
お
茶

漬
趣
味
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
考
え
方
が
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
の
権
威

を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
、
私
は
ひ
そ
か
に
ア
ン
チ
テ
エ
ゼ
を
試
み
つ
つ
、
や

16可能性の文学



は
り
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
的
な
色
眼
を
使
う
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
私
は
漸
く
こ
の
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
挑
戦
す
る
覚

悟
が
つ
い
た
。
挑
戦
の
た
め
の
挑
戦
で
は
な
い
。
私
に
は
「
可
能
性
の
文
学
」

が
果
し
て
可
能
か
、
そ
の
追
究
を
し
て
行
き
た
い
の
で
あ
る
。
「
可
能
性
の

文
学
」
と
い
う
明
確
な
理
論
が
私
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
た
だ
今
後

書
い
て
行
く
だ
ろ
う
小
説
の
可
能
性
に
関
し
て
は
、
一
行
の
虚
構
も
毛
嫌
い

す
る
日
本
の
伝
統
的
小
説
と
は
っ
き
り
訣
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
だ
。

日
本
の
伝
統
的
小
説
に
も
い
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
新
し
い
外
国
の
文
学
に
も

い
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
二 

者 

撰 
一 

に
し
ゃ
せ
ん
い
つ

と
い
う
背
水
の
陣
は
不
要
だ
と
い
う
考

え
方
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
あ
っ
ち
か
ら
少
し
、
こ
っ
ち
か
ら
少
し
と
い

う
風
に
、
い
い
と
こ
ろ
ば
か
り
そ
ろ
え
て
、
四
捨
五
入
の
結
果
三
十
六
相
そ
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ろ
っ
た
模
範
的
美
人
に
な
る
よ
り
は
、
少
々
歪
ん
で
い
て
も
魅
力
あ
る
と
い

う
美
人
に
な
り
た
い
の
だ
。

　
読
者
や
批
評
家
や
聴
衆
と
い
う
も
の
は
甘
い
も
の
で
あ
っ
て
、
先
日
私
は

あ
る
文
芸
講
演
会
で
ア
ラ
ビ
ヤ
語
に
つ
い
て
話
を
し
、
私
が
い
ま
読
売
新
聞

に
書
い
て
い
る
小
説
に
出
て
来
る
「
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
」
と
い
う
言
葉
は
実
は

ア
ラ
ビ
ヤ
語
で
あ
っ
て
、
一
人
寂
し
く
寝
る
と
い
う
意
味
を
表
現
す
る
言
葉

で
あ
る
、
そ
の
昔
ア
ラ
ビ
ヤ
人
と
い
う
も
の
は
な
か
な
か
の
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア

ン
で
あ
っ
た
か
ら
、
齢
よ
わ
い十
六
歳
を
過
ぎ
て
一
人
寝
を
す
る
よ
う
な
寂
し
い
人

間
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
、
と
こ
ろ
が
あ
る
時
一
人
の
青
年
が
仲
間
と
沙
漠

を
旅
行
し
て
い
る
う
ち
に
仲
間
に
外
れ
て
し
ま
っ
て
、
荒
涼
た
る
沙
漠
の
夜

を
一
人
で
過
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
一
人
寂
し
く
寝
て
、
空
を
仰
い
で
い
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る
と
、
星
が
流
れ
た
。
青
年
は
郷
愁
と
孤
独
に
堪
え
か
ね
て
、
思
わ
ず
一
つ

の
言
葉
を
叫
ん
だ
、
そ
れ
が
「
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
」
と
い
う
の
で
あ
る
、
そ
れ

ま
で
ア
ラ
ビ
ヤ
に
は
人
間
の
言
葉
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
、
だ
か
ら
こ
の

「
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
」
と
い
う
言
葉
は
、
ア
ラ
ビ
ヤ
で
は
じ
め
て
作
ら
れ
た
言

葉
で
あ
り
、
そ
の
後
作
ら
れ
た
ア
ラ
ビ
ヤ
語
は
、
「
ア
ラ
モ
ー
ド
」
即
ち
モ

ー
デ
の
祈
り
を
意
味
す
る
言
葉
を
除
け
ば
す
べ
て
「
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
」
を
基

本
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
、
「
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
」
と
い
う
言
葉
は
実
に
人
間

生
活
の
万
能
語
で
あ
っ
て
、
人
間
が
生
れ
る
時
の
「
オ
ギ
ャ
ア
ッ
」
と
い
う

言
葉
も
人
間
が
断
末
魔
に
発
す
る
「
ギ
ャ
ッ
」
と
い
う
言
葉
も
、
す
べ
て
み

な
「
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
」
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
一
人
寂
し
く
寝
る
と
い

う
気
持
が
砂
を
噛
む
想
い
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
も
、
「
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
」
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と
い
う
言
葉
が
ア
ラ
ビ
ヤ
最
初
の
言
葉
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
時
、
た
ま
た
ま

沙
漠
に
風
が
吹
い
て
そ
の
青
年
の
口
に
砂
が
は
い
っ
た
か
ら
だ
と
、
私
は
解

釈
し
て
い
る
、
更
に
私
を
し
て
敷
衍
ふ
え
ん
せ
し
む
れ
ば
、
私
は
進
化
論
を
信
ず
る

者
で
は
な
い
が
、
「
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
」
と
い
う
音
は
実
は
人
類
の
祖
先
だ
と

信
じ
ら
れ
て
い
る
猿
の
言
葉
か
ら
進
化
し
た
も
の
で
あ
る
　
　
云
々
と
、
私

は
講
演
し
た
の
だ
が
、
聴
衆
は
敬
服
し
て
謹
聴
し
て
い
た
も
の
の
如
く
で
あ

る
。
恐
ら
く
講
師
の
私
を
大
い
に
学
の
あ
る
男
だ
と
思
っ
た
ら
し
か
っ
た
が
、

し
か
し
、
私
は
講
演
し
な
が
ら
、
ア
ラ
ビ
ヤ
に
沙
漠
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、

あ
る
い
は
ま
た
、
ア
ラ
ビ
ヤ
に
猿
が
棲
ん
で
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
甚
だ 

曖  

昧 

あ
い
ま
い

で
、
質
問
と
い
う
声
が
出
な
い
か
と
戦
々     

兢       

せ
ん
せ
ん
き
ょ

   

々     

う
き
ょ
う

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
講
演
を
聴
い
て
い
た
一
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人
の
学
生
が
、
翌
日
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
訳
者
の
生
島
遼
一
氏
を
訪
問
し
て

「
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
」
の
話
を
し
た
。
生
島
氏
は
ア
ラ
ビ
ヤ
語
の
心
得
が
多
少

あ
っ
た
が
、
「
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
」
と
い
う
語
は
い
ま
だ
知
ら
な
い
。
恐
ら
く

古
代
ア
ラ
ビ
ヤ
語
で
あ
ろ
う
、
ア
ラ
ビ
ヤ
語
は
辞
典
が
な
い
の
で
困
る
ん
だ
、

し
か
し
、
織
田
君
は
な
か
な
か
学
が
あ
る
ね
、
見
直
し
た
よ
と
そ
の
学
生
に

語
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
読
者
や
批
評
家
や
聴
衆
と
い
う
も
の
は
甘
い

も
の
で
あ
る
。

　
彼
等
は
小
説
家
と
い
う
も
の
が
宗
教
家
や
教
育
家
や
政
治
家
や
山
師
に
も

劣
ら
ぬ
大
嘘
つ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
や
や
も
す
れ
ば
忘
れ
る
の
で
あ
る
。
い

く
た
び
か
一
杯
く
わ
さ
れ
て
苦
汁
を
な
め
な
が
ら
、
な
お
か
つ
小
説
家
と
い

う
も
の
は
実
際
の
話
し
か
書
か
ぬ
人
間
だ
と
、
思
い
が
ち
な
の
で
あ
る
。
髭
ひ
げ
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を
生
や
し
た
相
当
立
派
な
（
髭
を
生
や
し
た
か
ら
と
て
立
派
と
い
う
こ
と
に

は
な
る
ま
い
が
）
大
学
教
授
す
ら
、
小
説
家
と
い
う
も
の
は
い
つ
も
モ
デ
ル

が
あ
っ
て
実
際
の
話
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
く
も
の
で
あ
り
、
小
説
を
書
く
た

め
に
は
実
地
研
究
を
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
込
ん
で
い
る
ら
し

く
、
小
説
家
と
い
う
商
売
は
何
で
も
実
地
に
当
っ
て
み
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い

し
、
旅
行
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
女
の
勉
強
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
並
大
抵
の
苦
労
じ
ゃ
な
い
で
す
な
と
、
変
な
慰
め
方
を
す
る
の
で
あ

る
。
私
は 

辟  

易 

へ
き
え
き

し
て
、
本
当
の
話
な
ん
か
書
く
も
ん
で
す
か
、
み
な
嘘
で

す
よ
と
言
う
と
、
そ
り
ゃ
そ
う
で
し
ょ
う
ね
、
や
は
り
脚
色
し
な
い
と
小
説

に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
、
し
か
し
、
吉
屋
信
子
な
ん
か
男
の
経
験
が
あ
る

ん
で
し
ょ
う
な
、
な
か
な
か
き
わ
ど
い
所
ま
で
書
い
て
い
ま
す
か
ら
ね
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と
、
こ
れ
が
髭
を
生
や
し
た
大
学
の
文
科
の
教
授
の
言
い
草
で
あ
る
か
ら
、

恐
れ
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
何
が
そ
う
で
し
ょ
う
な
だ
、
何
が
吉
屋
信
子
だ
。

呆
れ
て
い
る
と
、
私
に
阿
部
定

あ
べ
さ
だ

の
公
判
記
録
の
写
し
を
貸
し
て
く
れ
と
い
う

の
で
あ
る
。
「
世
相
」
と
い
う
小
説
で
そ
の
公
判
記
録
の
こ
と
を
書
い
た
の

を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
「
世
相
」
と
い
う
小
説
は
あ
り
ゃ
み
な

嘘
の
話
だ
、
公
判
記
録
な
ん
か
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
、
阿
部
定
を
妾
に
し
て

い
た
天
ぷ
ら
屋
の
主
人
も
、
「
十
銭
芸
者
」
の
原
稿
も
、
復
員
軍
人
の
話
も
、

酒
場
の
マ
ダ
ム
も
、
あ
の
中
に
出
て
来
る
「
私
」
も
み
ん
な
虚
構
だ
と
、
く

ど
く
ど
説
明
し
た
が
、
そ
の
大
学
教
授
は
納
得
し
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
業

を
煮
や
し
て
、
あ
の
小
説
は
嘘
を
書
い
た
だ
け
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
小
説
の

中
で
嘘
が
つ
け
る
か
と
い
う
、
嘘
の
可
能
性
を
試
し
て
み
た
小
説
だ
、
嘘
は
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小
説
の
本
能
な
の
だ
、
人
間
に
は
性
慾
食
慾
そ
の
他
の
本
能
が
あ
る
が
、
小

説
自
体
に
も
も
し
本
能
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
嘘
の
可
能
性
」
と
い

う
本
能
だ
と
、
ち
ょ
っ
と
む
ず
か
し
い
言
葉
を
使
っ
た
。
す
る
と
、
は
じ
め

て
彼
は
納
得
し
た
ら
し
か
っ
た
が
、
公
判
記
録
に
は
未
練
を
残
し
て
い
た
。

　
私
は
目
下
上
京
中
で
、
銀
座
裏
の
宿
舎
で
こ
の
原
稿
を
書
き
は
じ
め
る
数

時
間
前
は
、
銀
座
の
ル
パ
ン
と
い
う
酒
場
で
太
宰
治
、
坂
口
安
吾
の
二
人
と

酒
を
飲
ん
で
い
た
　
　
と
い
う
よ
り
、
太
宰
治
は
ビ
ー
ル
を
飲
み
、
坂
口
安

吾
は
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲
み
、
私
は
今
夜
こ
の
原
稿
の
た
め
に
徹
夜
の
カ
ン
ヅ

メ
に
な
る
の
で
、
珈
琲
を
飲
ん
で
い
た
。
話
が
た
ま
た
ま
某
と
い
う
ハ
イ
カ

ラ
な
小
説
家
の
こ
と
に
及
び
、
彼
は
小
説
を
女
を
口
説
く
た
め
の
道
具
に
し

て
い
る
が
、
あ
い
つ
は
ば
か
だ
よ
と
坂
口
安
吾
が
言
う
と
、
太
宰
治
は
わ
れ
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わ
れ
の
小
説
は
女
を
口
説
く
道
具
に
し
た
く
っ
て
も
出
来
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、

わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
小
説
を
書
い
て
い
る
と
、
女
が
気
味
悪
が
っ
て
、
口
説

い
て
も
シ
ュ
ッ
パ
イ
す
る
の
は
当
り
前
だ
よ
、
と
津
軽
言
葉
で
言
っ
た
。
私

は
こ
と
ご
と
く
同
感
で
、
そ
れ
よ
り
少
し
前
、
雨
の
中
を
ル
パ
ン
へ
急
ぐ
途

中
で
、
織
田
君
、
お
め
え
寂
し
い
だ
ろ
う
、
批
評
家
に
あ
ん
な
に
や
っ
つ
け

ら
れ
通
し
じ
ゃ
か
な
わ
な
い
だ
ろ
う
と
、
太
宰
治
が
言
っ
た
時
、
い
や
太
宰

さ
ん
、
お
言
葉
は
あ
り
が
た
い
が
、
心
配
し
な
い
で
下
さ
い
、
僕
は
美
男
子

だ
か
ら
や
っ
つ
け
ら
れ
る
ん
で
す
、
僕
が
こ
ん
な
に
い
い
男
前
で
な
か
っ
た

ら
、
批
評
家
も
ほ
め
て
く
れ
ま
す
よ
と
答
え
た
く
ら
い
、
容
貌
に
自
信
が
あ

り
、
林
芙
美
子
さ
ん
も
私
の
小
説
か
ら
想
像
し
て
い
た
以
上
の
、
清
潔
な
若

さ
と
近
代
性
を
認
め
て
く
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
女
に
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か
け
て
の
成
功
率
が
殆
ん
ど
ゼ
ロ
に
ひ
と
し
い
の
は
、
実
は
私
の
小
説
の
せ

い
で
あ
る
。
同
じ
商
売
の
林
芙
美
子
さ
ん
で
す
ら
五
尺
八
寸
の
ヒ
ョ
ロ
長
い

私
に
会
う
ま
で
は
、
五
尺
そ
こ
そ
こ
の
チ
ン
チ
ク
リ
ン
の
前
垂
を
掛
け
た
番

頭
姿
を
想
像
し
て
い
た
く
ら
い
だ
か
ら
、
読
者
は
私
の
小
説
を
読
ん
で
、
ど

ん
な
け
が
ら
わ
し
い
私
を
想
像
し
て
い
た
か
、
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
バ

イ
キ
ン
の
よ
う
に
け
が
ら
わ
し
い
男
だ
と
思
わ
れ
て
も
、
所
詮
致
し
方
は
な

い
が
、
し
か
し
、
せ
め
て
あ
ん
ま
り
醜
怪
な
容
貌
だ
と
は
思
わ
れ
た
く
な
い
。

私
は
一
昨
日
「
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
文
学
」
と
い
う
題
で
朝
っ
ぱ
ら
か
ら
放
送

し
た
が
、
そ
の
時
私
を
紹
介
し
た
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
妙
齢
の
乙
女
で
、
「
只

今
よ
り
エ
ロ
チ
…
…
」
と
言
い
か
け
て
私
を
見
る
と
、
耳
の
附
根
ま
で
赧
く

な
っ
た
。
私
は
十
五
分
の
予
定
だ
っ
た
そ
の
放
送
を
十
分
で
終
っ
て
し
ま
っ
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た
が
、
端
折
っ
た
残
り
の
五
分
間
で
、
「
皆
さ
ん
、
僕
は
あ
ん
な
小
説
を
書

い
て
お
り
ま
す
が
、
僕
は
あ
ん
な
男
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
絶
叫
し
て
、
そ

し
て
「
あ
ん
な
」
と
は
一
体
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
と
説
明
し
て
、
も
は

や
「
あ
ん
な
」
の
意
味
が
判
っ
た
以
上
、
「
あ
ん
な
」
男
と
思
わ
れ
て
も
構

わ
な
い
が
、
し
か
し
、
私
は
小
説
の
中
で
嘘
ば
っ
か
し
書
い
て
い
る
か
ら
、

だ
ま
さ
れ
ぬ
用
心
が
肝
腎
で
あ
る
と
、
言
う
つ
も
り
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

れ
を
言
え
ば
、
女
と
い
う
も
の
は
嘘
つ
き
が
大
き
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
ま
す

ま
す
失
敗
で
あ
ろ
う
。

　
だ
か
ら
、
私
は
小
説
家
と
い
う
も
の
が
嘘
つ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

必
要
以
上
に
強
調
し
た
く
な
い
が
、
例
え
ば
私
が
太
宰
治
や
坂
口
安
吾
と
ル

パ
ン
で
別
れ
て
宿
舎
に
帰
り
、
こ
の
雑
誌
の
Ｎ
氏
と
い
う
外
柔
内
剛
の
編
輯
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者
の
「
朝
ま
で
に
書
か
せ
て
み
せ
る
」
と
い
う
眼
に
お
そ
れ
を
成
し
て
、
可

能
性
の
文
学
と
い
う
大
問
題
に
つ
い
て
、
処
女
の
如
く
書
き
出
し
て
い
る
と
、

雲
を
つ
く
よ
う
な
大
男
の
酔
漢
が
こ
の
部
屋
に
乱
入
し
て
、
実
は
い
ま
闇
の

女
に
追
わ
れ
て
進
退
谷きわ
ま
っ
て
い
る
ん
だ
、
あ
の
女
は
ば
か
な
や
つ
だ
よ
、

お
れ
を
つ
か
ま
え
て
離
さ
な
い
ん
だ
、
清
姫
み
た
い
な
女
だ
よ
、
今
夜
は
こ

こ
へ
匿かく
ま
っ
て
く
れ
と
言
う
の
を
見
れ
ば
、
ル
パ
ン
で
別
れ
た
坂
口
安
吾
で

あ
っ
た
。
お
い
、
君
た
ち
こ
の
煙
草
を
や
る
よ
、
女
が
く
れ
た
ん
だ
よ
、
と

彼
は
ハ
イ
カ
ラ
な
煙
草
を
く
れ
た
が
、
私
た
ち
は
彼
が
そ
の
煙
草
を
ル
パ
ン

の
親
爺
か
ら
貰
っ
て
い
た
の
を
目
撃
し
て
い
た
。
坂
口
安
吾
は
か
く
の
如
く

嘘
つ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
彼
が
嘘
つ
き
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
大
い
に
彼
を
見
直
し
た
。
嘘
つ
き
で
な
い
小
説
家
な
ん
て
、
私
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に
と
っ
て
は
凡
そ
意
味
が
な
い
。
私
は
坂
口
安
吾
が
実
生
活
で
は
嘘
を
つ
く

が
、
小
説
を
書
く
時
に
は
、
案
外
真
面
目
な
顔
を
し
て
嘘
を
つ
く
ま
い
と
こ

れ
努
力
し
て
い
る
と
は
、
到
底
思
え
な
い
。
嘘
を
つ
く
快
楽
が
同
時
に
真
実

へ
の
愛
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
大
い
に
自
得
す
べ
き
で
あ
る
。
由
来
、
酒
を

飲
む
日
本
の
小
説
家
が
こ
の
間
の
事
情
に
う
と
い
こ
と
が
、
日
本
の
小
説
を

貧
困
に
さ
せ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
日
本
の
文
壇
と
い
う
も
の
は
、
一
刀
三
拝
式
の
心
境
小
説
的
私
小
説
の
発

達
に
数
十
年
間
の
努
力
を
集
中
し
て
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
形
式
の
退

歩
に
大
い
な
る
貢
献
を
し
、
近
代
小
説
の
思
想
性
か
ら
逆
行
す
る
こ
と
に
於

て
は
、
見
事
な
成
功
を
収
め
た
。

　
人
間
の
努
力
と
い
う
も
の
は
奇
妙
な
も
の
で
、
努
力
す
る
と
い
う
限
り
で
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は
、
こ
こ
数
年
間
の
軍
官
民
は
そ
れ
ぞ
れ
莫
迦
は
莫
迦
な
り
に
努
力
し
て
来

た
の
だ
が
、
そ
の
努
力
が
日
本
を
敗
戦
に
導
く
た
め
の
努
力
で
あ
っ
た
如
く
、

日
本
の
文
壇
の
努
力
は
日
本
の
小
説
を
貧
困
に
導
く
た
め
の
努
力
で
あ
っ
た
。

悪
意
は
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
心
境
的
私
小
説
　
　
例
え
ば
志
賀
直
哉
の
小
説

を
最
高
の
も
の
と
す
る
定
説
の
権
威
が
、
必
要
以
上
に
神
聖
視
さ
れ
る
と
、

も
は
や
志
賀
直
哉
の
文
学
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
は
即
ち
志
賀
直
哉
礼
讃
論

で
あ
る
と
い
う
従
来
の
常
識
に
は
、
悪
意
な
き
罪
が
存
在
し
て
い
た
と
、
言

わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
私
は
こ
と
さ
ら
に 

奇  

矯 

き
き
ょ
う

な
言
を
弄
し
て
、
志
賀
直
哉
の
文
学
を
否
定
し

よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
私
は
志
賀
直
哉
の
新
し
さ
も
、
そ
の 

禀  

質 

ひ
ん
し
つ

も
、

小
説
の
気
品
を
美
術
品
の
如
く
観
賞
し
得
る
高
さ
に
ま
で
引
き
あ
げ
た
努
力
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も
、
口
語
文
で
成
し
得
る
簡
潔
な
文
章
の
一
つ
の
見
本
と
し
て
、
素
人
に
も

文
章
勉
強
の
便
宜
を
与
え
た
文
才
も
、
大
い
に
認
め
る
。
こ
の
点
で
は
志
賀

直
哉
の
功
を
認
め
る
に
吝
や
ぶ
さか
で
は
な
い
。
し
か
し
、
志
賀
直
哉
の
小
説
が
日

本
の
小
説
の
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
な
り
、
主
流
と
な
っ
た
こ
と
に
、
罪
は
あ

る
と
、
断
言
し
て
憚
か
ら
な
い
。
心
境
小
説
的
私
小
説
は
あ
く
ま
で
傍
流
の

小
説
で
あ
り
、
小
説
と
い
う
大
河
の
支
流
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
の
可
能
性
と

い
う
大
き
な
舟
を
泛
べ
る
に
し
て
は
、
余
り
に
小
河
す
ぎ
る
の
だ
。
け
っ
し

て
主
流
で
は
な
い
。
近
代
小
説
と
い
う
大
海
に
注
ぐ
に
は
、
心
境
小
説
的
と

い
う
小
河
は
、
一
度
主
流
の
中
へ
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
必
要
が
あ
る
の
だ
。

例
え
ば
志
賀
直
哉
の
小
説
は
、
小
説
の
要
素
と
し
て
の
完
成
を
示
し
た
か
も

知
れ
な
い
が
、
小
説
の
可
能
性
は
展
開
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
小
説
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と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
こ
と
に
近
代
小
説
の
思
想
性
に
つ
い
て
少
し
で
も

考
え
た
人
な
ら
、
誰
し
も
気
づ
い
て
い
た
筈
だ
が
、
最
高
の
境
地
と
い
う
権

威
が
わ
ざ
わ
い
し
た
の
と
、
日
本
の
作
家
や
批
評
家
の
中
で
多
か
れ
少
か
れ

志
賀
直
哉
の
小
説
と
い
う
よ
り
、
そ
の
眼
や
境
地
や
文
章
か
ら
影
響
を
受
け

た
者
が
多
い
と
い
う
事
情
が
わ
ざ
わ
い
し
て
、
小
説
を
「
即つ
か
ず
離
れ
ず
」

の
芸
術
と
し
て
既
に
形
式
の
完
成
さ
れ
た
も
の
と
見
る
考
え
方
が
、
近
代
小

説
の
可
能
性
の
追
求
の
上
位
を
占
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
事
情
は
終
戦
後
の
文
壇
に
於
て
も
依
然
と
し
て
続
き
、
岩
波
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
は
「
灰
色
の
月
」
に
よ
っ
て
復
活
し
、
文
壇
の
「
新
潮
」
は
志
賀
直
哉
の

亜
流
的
新
人
を
送
迎
す
る
こ
と
に
忙
殺
さ
れ
て
、
日
本
の
文
壇
は
い
ま
も
な

お
小
河
向
き
の
笹
舟
を
う
か
べ
る
の
に
掛
り
切
り
だ
が
、
果
し
て
そ
れ
は
編
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輯
者
の
本
来
の
願
い
だ
ろ
う
か
、
小
河
で
手
を
洗
う
文
壇
の
潔
癖
だ
ろ
う
か
。

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
逞
し
い
あ
ら
く
れ
の
手
を
忘
れ
、
こ
そ
こ
そ
と
小
河
で
手
を

み
そ
い
で
ば
か
り
い
て
皮
膚
の
弱
く
な
る
潔
癖
は
、
立
小
便
す
べ
か
ら
ず
の

立
札
に
も
似
て
、
百
七
十
一
も
変
名
を
持
っ
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
な
ど
が
現
れ

た
ら
、
気
絶
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
弱
い
心
臓
を
持
ち
な
が
ら
、
冷
水
摩
擦
で

赤
く
し
た
貧
血
の
皮
膚
を
健
康
の
色
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
灰
色

の
月
」
は
さ
す
が
に
老
大
家
の
眼
と
腕
が
、
日
本
の
伝
統
的
小
説
の
限
界
の

中
で
は
光
っ
て
お
り
、
作
者
の
体
験
談
が
「
灰
色
の
月
」
に
な
る
ま
で
に
は
、

相
当
話
術
的
工
夫
が
試
み
ら
れ
て
、
仕
上
げ
の
努
力
が
あ
っ
た
も
の
と
想
像

さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
小
説
は
「
灰
色
の
月
」
が
仕
上
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
は

じ
ま
る
べ
き
で
、
体
験
談
を
素
材
に
し
て
「
灰
色
の
月
」
と
い
う
小
品
が
出
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来
上
っ
た
こ
と
は
、
小
説
の
完
成
を
意
味
し
な
い
の
だ
。
い
わ
ば
「
灰
色
の

月
」
と
い
う
小
品
を
素
材
に
し
て
、
小
説
が
作
ら
れ
て
行
く
べ
き
で
、
日
本

の
伝
統
的
小
説
の
約
束
は
、
こ
の
小
説
に
於
け
る
少
年
工
の
描
写
を
過
不
足

な
き
描
写
と
し
て
推
賞
す
る
が
、
過
不
足
な
き
描
写
と
は
一
体
い
か
な
る
も

の
で
あ
る
か
。
わ
れ
わ
れ
が
過
去
の
日
本
の
文
学
か
ら
受
け
た
教
養
は
、
過

不
足
な
き
描
写
と
は
小
林
秀
雄
の
い
わ
ゆ
る
「
見
よ
う
と
し
な
い
で
見
て
い

る
眼
」
の
秩
序
で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
。
「
見
よ
う
と
し
な
い
で

見
て
い
る
眼
」
が
「
即
か
ず
離
れ
ず
」
の
手
で
書
い
た
も
の
が
、
過
不
足
な

き
描
写
だ
と
、
教
え
る
。
こ
れ
が
日
本
の
文
学
の
考
え
方
だ
。
最
高
の
境
地

だ
と
い
う
定
説
だ
。
猫
も 

杓  

子 

し
ゃ
く
し

も
定
説
に
従
う
。
亜
流
は
こ
の
描
写
法
を

小
説
作
法
の
約
束
だ
と
盲
信
し
、
他
流
も
ま
た
こ
れ
を
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と
し
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て
い
る
。
頭
が
上
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
体
人
間
を
過
不
足
な
く
描
く
と
い

う
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
伝
統
が
も
し
日
本
の
文
学
に
あ
る

と
仮
定
し
て
も
、
若
い
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
守
る
べ
き
伝
統
で
あ
ろ
う
か
。

過
不
足
な
き
描
写
と
い
う
約
束
を
、
な
ぜ
疑
わ
ぬ
の
だ
ろ
う
。
い
や
「
過
不

足
な
き
」
と
い
う
が
、
果
し
て
日
本
の
文
学
の
人
間
描
写
に
い
か
な
る
「
過

剰
」
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
「
即
か
ず
離
れ
ず
」
と
い
う
が
、
日
本
の
文
学

は
か
つ
て
人
間
に
即
き
す
ぎ
た
た
め
し
が
あ
ろ
う
か
。
心
境
小
説
的
私
小
説

の
過
不
足
な
き
描
写
を
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
く
ら
い
、
わ

れ
わ
れ
は
日
本
の
伝
統
小
説
を
遠
く
は
な
れ
て
近
代
小
説
の
異
境
に
、
さ
ま

よ
い
す
ぎ
た
と
で
も
い
う
の
か
。
日
記
や
随
筆
と
変
ら
ぬ
新
人
の
作
品
が
、

そ
の
素
直
さ
を
買
わ
れ
て
小
説
と
し
て
文
壇
に
通
用
し
、
豊
田
正
子
、
野
沢
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富
美
子
、
直
井
潔
、
「
新
日
本
文
学
者
」
が
推
薦
す
る
「
町
工
場
」
の
作
者

な
ど
が
出
現
す
る
と
、
そ
の
素
人
の
素
直
さ
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
感
じ
て
、

狼
狽
し
て
こ
れ
を
賞
讃
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
く
ら
い
、
日
本
の
文
学
は
不
逞

な
る
玄
人
の
眼
と
手
を
も
っ
て
、
近
代
小
説
の
可
能
性
を
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
追

い
つ
め
た
と
い
う
の
か
。
「
面
白
い
小
説
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
は
わ
れ

わ
れ
の
間
違
い
で
し
た
」
と
大
衆
文
学
の
作
者
が
あ
る
座
談
会
で
純
文
学
の

作
家
に
告
白
し
た
そ
う
だ
が
、
純
文
学
大
衆
文
学
を
通
じ
て
、
果
し
て
日
本

の
文
学
に
「
ア
ラ
ビ
ヤ
ン
・
ナ
イ
ト
」
や
「
デ
カ
メ
ロ
ン
」
を
以
て
は
じ
ま

る
小
説
本
来
の
面
白
さ
が
あ
っ
た
と
で
も
い
う
の
か
。
脂
っ
こ
い
小
説
に
飽

い
て
お
茶
漬
け
小
説
で
も
書
き
た
く
な
っ
た
と
い
う
ほ
ど
、
日
本
の
文
学
は

栄
養
過
多
で
あ
ろ
う
か
。
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正
倉
院
の
御
物
が
公
開
さ
れ
る
と
、
何
十
万
と
い
う
人
間
が
猫
も
杓
子
も

満
員
の
汽
車
に
乗
り
、
電
車
に
乗
り
、
普
段
は
何
の
某
な
に
が
しと
い
う
独
立
の
人
格

を
持
っ
た
人
間
で
あ
る
が
、
車
掌
に
ど
な
り
つ
け
ら
れ
、
足
を
踏
み
つ
け
ら

れ
、
背
中
を
押
さ
れ
、
蛆
虫
の
よ
う
に
ひ
し
め
き
合
い
、
自
分
が
何
某
と
い

う
独
立
の
人
格
を
持
っ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
く
ら
い
の
目
に
会
っ

て
、
死
に
物
ぐ
る
い
で
奈
良
に
到
着
し
、
息
も
絶
え
絶
え
に
な
っ
て
御
物
を

拝
見
し
て
ま
わ
り
、
あ
あ
い
い
も
の
を
見
た
、
結
構
で
あ
っ
た
と
、
若
い
身

空
で
溜
息
を
つ
い
て
い
る
。
ま
こ
と
に
そ
れ
も
結
構
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

こ
れ
が
日
本
の
文
化
主
義
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
見
れ
ば
、
文
化

主
義
の
猫
に
な
り
、
杓
子
に
な
り
た
が
る
彼
等
の
心
情
や
美
へ
の
憧
れ
と
い
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う
も
の
は
、
ま
こ
と
に
い
じ
ら
し
い
く
ら
い
で
あ
り
、
私
の
よ
う
に
奈
良
の

近
く
に
住
み
な
が
ら
、
正
倉
院
見
学
は
御
免
を
蒙
っ
て
不
貞
寝
の
床
に
「
ラ

イ
フ
」
誌
を
持
ち
込
ん
で
、
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
の
義
眼
め
い
た

顔
の
近
影
を
眺
め
て
い
る
姿
は
、
一
体
い
か
な
る
不
逞
な
ド
ラ
猫
に
見
え
る

で
あ
ろ
う
か
。

　
あ
る
大
衆
作
家
は
「
新
婚
ド
ラ
イ
ブ
競
争
」
と
い
う
よ
う
な
題
の
小
説
を

書
く
ほ
ど
の
神
経
の
逞
し
さ
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
座
談
会
に
出
席
す
る
と
、

こ
の
頃
の
学
生
は
朝
あ
し
たに
哲
学
書
を
読
み
、
夕
ゆ
う
べに
低
俗
な
る
大
衆
小
説
を
読
ん

で
い
る
の
は
、
日
本
の
文
化
の
た
め
に
な
げ
か
わ
し
い
と
い
う
よ
う
な
口
を

利
い
て
、
小
心
翼
々
と
し
て
文
化
の
殉
教
者
を
気
取
る
の
で
あ
る
。
一
体
ど

ち
ら
を
読
め
と
い
う
の
か
。
い
や
、
正
倉
院
を
見
学
し
ろ
と
彼
は
返
答
す
る
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で
あ
ろ
う
。
日
本
の
芸
術
で
は
結
局
美
術
だ
け
が
見
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

小
説
を
美
術
品
の
如
く
観
賞
す
る
と
い
う
態
度
が
生
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
。

奈
良
に
住
む
と
、
小
説
が
書
け
な
く
な
る
と
い
う
の
も
、
造
型
美
術
品
か
ら

受
け
る
何
と
も
い
い
よ
う
の
な
い
単
純
な
感
動
が
、
小
説
の
筆
を
屈
服
さ
せ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
人
間
の
可
能
性
を
描
く
と
い
う
よ
う

な
努
力
を
む
な
し
い
も
の
と
思
い
、
小
説
形
式
の
可
能
性
を
追
究
し
て
、
あ

く
ま
で
不
純
で
あ
る
こ
と
が
純
粋
小
説
だ
と
い
う
意
味
の
純
粋
小
説
を
作
る

の
は
、
低
級
な
芸
術
活
動
だ
と
思
い
、
作
者
自
身
の
身
辺
や
心
境
を
即
か
ず

離
れ
ず
に
過
不
足
な
く
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
を
美
術
品
の
如
く

作
ろ
う
と
し
、
美
術
品
の
如
く
観
賞
さ
れ
る
こ
と
を
、
最
高
の
目
的
と
す
る

の
だ
。
私
は
彼
等
の
素
直
な
る
、
そ
し
て
た
だ
素
直
で
し
か
な
い
、
面
白
く
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な
い
と
い
う
点
で
は
殆
ん
ど
殺
人
的
な
作
品
が
、
わ
れ
わ
れ
に
襟
を
正
し
て

読
む
こ
と
を
強
制
し
て
い
る
と
い
う
日
本
の
文
壇
の
、
昨
日
に
変
ら
ぬ
今
日

の
現
状
に
、
た
だ
辟
易
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
等
の
文
学
は
、
た
だ
俳
句

的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
短
歌
的
な
リ
リ
シ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
、
文
化
主
義
の
知
性

に
彩
ら
れ
て
、
い
ち
は
や
く
造
型
美
術
的
完
成
の
境
地
に
逃
げ
込
も
う
と
す

る
文
学
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
等
は
た
だ
老
境
に
憧
れ
、
年
輪
的
な
人
間
完

成
、
い
や
、
渋
く
さ
び
た
老
枯
を
目
標
に
生
活
し
、
そ
し
て
そ
の
生
活
の
総

勘
定
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
く
こ
と
を
文
学
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
の
総
勘
定
は
そ
の
ま
ま
封
鎖
の
中
に
入
れ
ら
れ
、
も
は
や
新
し
い

生
活
の
可
能
性
に
向
っ
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
彼
等
の
文
学
の
う
ち
、

比
較
的
ま
し
な
文
学
の
中
に
は
彼
等
が
い
か
に
生
き
て
来
た
か
と
い
う
こ
と
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は
書
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
い
か
に
生
く
べ
き
か
と
い
う
可
能
性
は
描
か

れ
て
い
な
い
。
桑
原
武
夫
が
、
日
本
の
文
学
が
つ
ま
ら
ぬ
の
は
、
外
国
の
文

学
に
含
ま
れ
て
い
る
、
人
間
が
い
か
に
生
く
べ
き
か
と
い
う
思
想
が
な
い
か

ら
だ
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
が
、
結
局
そ
れ
は
私
に
解
釈
さ
せ

れ
ば
、
日
本
の
伝
統
的
小
説
に
は
人
間
の
可
能
性
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
伝
統
的
小
説
が
末
期
の
眼
を
最

高
の
境
地
と
し
て
、
近
代
芸
術
た
る
音
楽
よ
り
も
、
既
に
発
展
の
余
地
を
失

っ
た
古
代
造
型
美
術
を
手
本
に
し
て
小
説
を
作
っ
て
い
る
限
り
、
当
然
の
こ

と
で
あ
る
。
志
賀
直
哉
と
そ
の
亜
流
そ
の
他
の
身
辺
小
説
作
家
は
一
時
は

「
離
れ
て
強
く
人
間
に
即
く
」
よ
う
な
作
品
を
作
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
の
後
の
彼
等
の
作
品
が
ま
す
ま
す
人
間
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
の
は
、
も
は
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や
否
定
し
が
た
い
事
実
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
等
は
人
間
を
描
い
て
い
る
と

い
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
結
局
自
分
を
描
い
て
い
る
だ
け
で
、
し
か
も
、
自

分
を
描
い
て
も
自
分
の
可
能
性
は
描
か
ず
、
身
辺
だ
け
を
描
い
て
い
る
だ
け

だ
。
他
人
を
描
い
て
も
、
あ
り
の
ま
ま
自
分
が
眺
め
た
他
人
だ
け
で
、
他
人

の
可
能
性
は
描
か
な
い
。
彼
等
は
自
分
の
身
辺
以
外
の
人
間
に
は
興
味
が
な

く
、
そ
し
て
自
分
の
身
辺
以
外
の
人
間
は
描
け
な
い
。
こ
れ
は
彼
等
の
い
わ

ゆ
る
芸
術
的
誠
実
の
せ
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
人
間
を
愛
し
て
い
な
い

か
ら
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
彼
等
の
才
能
の
不
足
だ
ろ
う
か
。
彼
等
の
技

術
は
最
高
の
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
い
つ
か

は
彼
等
の
技
術
を
拙
劣
だ
と
す
る
時
代
が
来
る
こ
と
を
、
私
は
信
じ
て
い
る
。
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私
は
こ
と
さ
ら
に
奇
矯
な
言
を
弄ろう
し
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、

先
輩
大
家
を
罵
倒
し
よ
う
と
い
う
目
的
で
、
あ
ら
ぬ
こ
と
を
口
走
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
昔
、
あ
る
新
進
作
家
が
先
輩
大
家
を
罵
倒
し
た
論
文
を
書
い

た
た
め
に
、
つ
い
に
彼
自
身
没
落
し
た
と
い
う
話
も
き
い
て
い
る
。
口
は
禍

わ
ざ
わ
い

の
基
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
私
は
悪
評
と
い
う
も
の
が
ど
れ
だ
け
相
手
を
傷
つ

け
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
私
な
ど
ま
だ
六
年
の
文

壇
経
歴
し
か
な
い
が
、
そ
の
六
年
間
、
作
品
を
発
表
す
る
た
び
に
悪
評
の
的

と
な
り
、
現
在
も
そ
の
状
況
は
悪
化
す
る
一
方
で
あ
る
。
私
の
親
戚
の
あ
わ

て
者
は
、
私
の
作
品
が
ど
の
新
聞
、
雑
誌
を
見
て
も
、
げ
す
、
悪
達
者
、
下

品
、
職
人
根
性
、
町
人
魂
、
俗
悪
、
エ
ロ
、
発
疹
チ
ブ
ス
、
害
毒
、
人
間
冒

涜
、
軽
佻
浮
薄
な
ど
と
い
う
忌
ま
わ
し
い
言
葉
で
罵
倒
さ
れ
て
い
る
の
を
見
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て
、
こ
ん
な
に
悪
評
を
蒙
っ
て
い
る
の
で
は
、
と
て
も
原
稿
か
せ
ぎ
は
及
び

も
つ
く
ま
い
、
世
間
も
相
手
に
す
ま
い
、
十
円
の
金
を
貸
し
て
く
れ
る
出
版

屋
も
あ
る
ま
い
、
恐
ら
く
食
う
に
困
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
三
百
円
の
為

替
を
送
っ
て
来
て
く
れ
た
。
ま
た
、
べ
つ
の
親
戚
の
娘
は
、
女
学
校
の
入
学

試
験
に
落
第
し
た
の
は
、
親
戚
に
私
の
よ
う
な
悪
評 

嘖  

々 

さ
く
さ
く

た
る
人
間
が
い

る
か
ら
で
あ
る
と
言
っ
て
、
私
に
責
任
を
問
う
て
来
た
。
あ
る
大
家
が
私
の

作
品
を
人
間
冒
涜
の
文
学
で
あ
り
、
い
や
ら
し
い
と
言
っ
た
と
い
う
噂
が
伝

わ
っ
た
時
、
私
は
宿
屋
に
泊
っ
て
も
変
名
を
使
っ
た
。
悪
評
は
か
く
の
如
く

人
の
心
を
傷
つ
け
る
。
だ
か
ら
、
私
は
私
を
悪
評
し
た
人
の
文
章
を
、
腹
い

せ
的
に
悪
評
し
て
、
そ
の
人
の
心
を
不
愉
快
に
す
る
よ
り
は
、
そ
の
人
の
文

章
を
口
を
極
め
て
ほ
め
る
と
い
う
偽
善
的
態
度
を
と
り
た
い
く
ら
い
で
あ
る
。
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ま
し
て
、
枕
を
高
く
し
て
寝
て
い
る
師
走
の
老
大
家
の
眠
り
を
さ
ま
た
げ
る

よ
う
な
高
声
を
、
そ
の
門
前
で
発
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
。

　
し
か
も
敢あえ
て
こ
の
よ
う
な
文
章
を
書
く
の
は
、
老
大
家
や
そ
の
亜
流
の
作

品
を
罵
倒
す
る
目
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
取
り
巻
く
文

壇
の
輿
論
よ
ろ
ん
、
即
ち
彼
等
の
文
学
を
最
高
の
権
威
と
し
て
い
る
定
説
が
根
強
く

は
び
こ
っ
て
い
る
限
り
、
日
本
の
文
壇
は
い
わ
ゆ
る
襟
を
正
し
て
読
む
素
直

な
作
品
に
は
こ
と
を
欠
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
新
し
い
文
学
は
起
こ

り
得
な
い
、
可
能
性
の
文
学
、
近
代
小
説
は
生
れ
得
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ

る
。
私
は
日
本
文
壇
の
た
め
に
一
人
悲
憤
し
た
り
、
一
人
憂
う
と
い
う
顔
を

し
た
り
、
文
壇
を
指
導
し
た
り
、
文
壇
に
発
言
力
を
持
つ
こ
と
を
誇
っ
た
り
、

毒
舌
を
き
か
せ
て
痛
快
が
っ
た
り
、
他
人
の
棚
下
し
で
め
し
を
食
っ
た
り
、
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す
る
こ
と
は
好
ま
ぬ
し
、
関
西
に
一
人
ぽ
っ
ち
で
住
ん
で
文
壇
と
は
な
れ
て

い
る
方
が
心
底
か
ら
気
楽
だ
と
思
う
男
だ
が
、
し
か
し
、
文
壇
の
現
状
が
い

つ
ま
で
も
続
い
て
、
退
屈
極
ま
る
作
品
を
巻
頭
か
巻
尾
に
の
せ
た
文
学
雑
誌

を
買
っ
た
り
、 
技  

倆 
ぎ
り
ょ
う

拙
劣
読
む
に
堪
え
ぬ
新
人
の
小
説
を
、
あ
れ
は
大
家

の
推
薦
だ
か
ら
い
い
の
だ
ろ
う
と
、
我
慢
し
て
読
ん
で
い
る
読
者
の
こ
と
を

考
え
る
と
、
気
の
毒
に
な
る
し
、
私
自
身
読
者
の
一
人
と
し
て
、
大
い
に
困

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
学
の
神
様
の
も
の
だ
か
ら
襟
を
正
し
て
読
め
、
こ

れ
は
文
学
の
神
様
を
祀
っ
て
い
る
神
主
の 

斎  

戒  

沐  

浴 

さ
い
か
い
も
く
よ
く

小
説
だ
か
ら
せ
め

て
そ
の
真
面
目
さ
を
買
っ
て
読
め
、
と
言
わ
れ
て
も
、
私
は
困
る
の
で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
は
明
治
以
後
ま
だ
百
年
に
も
な
ら
ぬ
の
に
、
明
治
大

正
の
作
家
が
既
に
古
典
扱
い
を
さ
れ
て
、
文
学
の
神
様
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
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ど
う
も
お
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
一
た
び
神
様
と
な
る
や
、

そ
の
権
威
は
絶
対
で
あ
っ
て
、
片
言
隻
句
こ
と
ご
と
く
神
聖
視
さ
れ
て
、
敗

戦
後
各
分
野
で
権
威
や
神
聖
へ
の
疑
義
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
に
、
文
壇
の

権
威
は
少
し
も
疑
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、
何
た
る
怠
慢
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ

ン
ス
の
よ
う
に
多
く
の
古
典
を
伝
統
と
し
て
持
っ
て
い
る
国
で
す
ら
、
つ
ね

に
古
典
へ
の
反
逆
が
行
わ
れ
、
老
大
家
の
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
飽
き
足
ら
ぬ

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
運
動
か
ら
二
百
一
人
目
の
新
人
が
飛
び
出
す
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
バ
ン
ダ
が
フ
ラ
ン
ス
本
国
か
ら
近
著
し
た
雑
誌

で
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
、
ジ
イ
ド
等
の
大
家
を
完
膚
か
ん
ぷ
な
き
ま
で
に
否
定
し
て
い
る

一
方
、
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
が
エ
グ
ジ
ス
タ
ン
シ
ア
リ
ス
ム
（
実

存
主
義
）
を
提
唱
し
、
最
近
巴パ
里リ
で
機
関
誌
「
現
代
」
を
発
行
し
、
巻
頭
に
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実
存
主
義
文
学
論
を
発
表
し
て
い
る
。
エ
グ
ジ
ス
タ
ン
シ
ア
リ
ス
ム
と
い
う

言
葉
は
、
巴
里
で
は
地
下
鉄
の
中
で
も
流
行
語
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
が
、
日
本
で
は
本
屋
の
前
に
行
列
が
作
ら
れ
る
の
は
、
老
大
家
を
か
か
え

た
岩
波
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
機
関
誌
の
発
売
日
だ
け
で
あ
る
。
日
本
も
フ
ラ
ン
ス

も
共
に
病
体
で
あ
り
、
不
安
と
混
乱
の
渦
中
に
あ
り
、
こ
と
に
若
き
ジ
ェ
ネ

レ
ー
シ
ョ
ン
は
も
は
や
伝
統
と
い
う
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
既
成
の
観
念
に
、

疑
義
を
抱
い
て
、
虚
無
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
が
フ
ラ
ン
ス
で

は
エ
グ
ジ
ス
タ
ン
シ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
一
つ
の
思
想
的
必
然
を
う
み
、
人
間

と
い
う
も
の
を
包
ん
で
い
た
「
伝
統
」
的
必
然
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
ひ
き
さ
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
無
に
沈
潜
し
、
人
間
を
醜
怪
と
見
、
必
然
に
代
え
る
に
偶
然

を
以
て
し
、
こ
こ
に
自
由
の
極
限
を
見
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
「
ア
ン
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テ
ィ
ミ
テ
」
（
水
い
ら
ず
）
と
い
う
小
説
を
、
私
は
そ
ん
な
に
感
心
し
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
し
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
の
ケ
ス
ト
ネ
ル
が
書
い
た
「
フ
ァ
ビ

ア
ン
」
の
方
に
デ
フ
ォ
ル
ム
の
新
し
い
魅
力
を
感
ず
る
し
、
日
本
の
実
存
主

義
運
動
な
ど
が
、
二
三
の
反
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
作
家
の
手
に
よ
っ
て
提
唱
さ

れ
た
と
し
た
ら
、
ま
こ
と
に
滑
稽
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
ま
し
て

私
た
ち
が
実
存
主
義
作
家
な
ど
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

む
し
ろ
周
章
狼
狽
す
る
か
、
大
袈
裟
な
こ
と
を
い
う
な
、
日
本
で
は
抒
情
詩

人
の
荷
風
で
も
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
冷
酷
な
作
家
で
通
る
の
だ
か
ら
、
随
分
大
袈

裟
だ
ね
と
苦
笑
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
い
い
ち
、
日
本
に
は
実
存
主
義
哲
学

な
ど
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
来
輸
入
ず
み
み
た
い
な
も
の
だ
が
、

実
存
主
義
文
学
運
動
が
育
つ
よ
う
な
文
学
的
地
盤
が
な
い
。
よ
し
ん
ば
実
存
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主
義
運
動
が
既
成
の
日
本
文
学
の
伝
統
へ
の
ア
ン
チ
テ
エ
ゼ
と
し
て
起
る
と

し
て
も
、
し
か
し
、
伝
統
へ
の
ア
ン
チ
テ
エ
ゼ
が
直
ち
に
「
水
い
ら
ず
」
や

「
壁
」
や
「
反へ
吐ど
」
に
な
り
得
な
い
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ば
日
本
文
学
の
伝
統

の
弱
さ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
自
体
が

既
に
近
代
小
説
と
し
て
確
立
さ
れ
て
お
れ
ば
つ
ま
り
、
地
盤
が
出
来
て
お
れ

ば
、
ア
ン
チ
テ
エ
ゼ
の
作
品
が
堂
々
た
る
フ
ォ
ー
ム
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る

の
だ
が
、
日
本
の
よ
う
に
、
伝
統
そ
の
も
の
が
美
術
工
芸
的
作
品
に
与
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
ア
ン
チ
テ
エ
ゼ
を
や
っ
て
も
、
単
に
酔
い
ど
れ
の
悔

恨
を
、
文
学
青
年
の
デ
カ
ダ
ン
な
感
情
で
告
白
し
た
文
学
青
年
向
き
の
観
念

的
私
小
説
と
な
り
、
た
と
え
ば
肉
体
を
描
こ
う
と
し
な
が
ら
、
観
念
的
に
し

か
肉
体
が
迫
っ
て
来
ぬ
こ
と
に
な
る
。
肉
体
を
描
い
た
小
説
が
肉
体
的
で
な
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い
、
　
　
そ
れ
ほ
ど
日
本
の
伝
統
的
小
説
に
は
新
し
い
も
の
を
う
み
出
す
地

盤
が
な
く
て
、
し
か
も
、
権
威
だ
け
は
神
様
の
よ
う
に
厳
と
し
て
犯
す
べ
か

ら
ざ
る
も
の
だ
か
ら
、
呆
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
が
敢
て
サ
ル
ト
ル
を
持
ち

出
し
た
の
も
、
実
は
こ
の
よ
う
な
日
本
文
学
の
地
盤
の
欠
如
を
言
い
た
い
か

ら
で
あ
る
。

「
水
い
ら
ず
」
は
病
気
の
フ
ラ
ン
ス
が
生
ん
だ
一
見
病
気
の
文
学
で
あ
り
な

が
ら
、
病
気
の
日
本
が
生
ん
だ
一
見
健
康
な
文
学
よ
り
も
、
明
確
に
健
康
で

あ
る
。
こ
の
作
品
の
作
ら
れ
る
一
九
三
八
年
に
は
ま
だ
エ
グ
ジ
ス
タ
ン
シ
ア

リ
ス
ム
の
提
唱
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
人
間
を
醜
怪
、
偶
然
と
見
る
サ

ル
ト
ル
の
思
想
は
既
に
こ
の
作
品
の
背
景
と
な
っ
て
お
り
、
最
も
思
考
す
る

小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
い
か
な
る
思
想
も
背
景
に
持
た
ず
最
も
思
考
し
な
い
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日
本
の
最
近
の
小
説
よ
り
も
、
思
考
の
跡
を
と
ど
め
な
い
。
こ
れ
は
当
然
の

こ
と
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
は
日
本
の
最
近
の
小
説
を
読
み
な
ら
さ
れ
て
い
る

わ
れ
わ
れ
に
は
、
異
様
な
感
さ
え
起
さ
せ
る
の
だ
。
「
水
い
ら
ず
」
は
素
直

で
は
な
い
が
素
朴
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
人
間
の
可
能
性
を
描
く
近

代
小
説
が 

爛 

熟 
期 

ら
ん
じ
ゅ
く
き
に
達
し
て
い
る
国
で
、
サ
ル
ト
ル
が
極
度
に
追
究
さ
れ

た
人
間
の
可
能
性
を
、
一
度
原
始
状
態
に
ひ
き
戻
し
て
、
精
神
や
観
念
の
ヴ

ェ
ー
ル
を
か
ぶ
ら
ぬ
肉
体
を
肉
体
と
し
て
描
く
こ
と
を
、
人
間
の
可
能
性
を

追
究
す
る
新
し
い
出
発
点
と
し
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
や
は
り
新
鮮
な

刺
戟
で
あ
る
。
人
間
の
可
能
性
は
例
え
ば
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ル

自
身
の
可
能
性
即
ち
ジ
ュ
リ
ア
ン
や
フ
ァ
ブ
リ
ス
と
い
う
主
人
公
の
、
個
人

的
情
熱
の
可
能
性
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
い
か
に
生
く
べ
き
か
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と
い
う
一
つ
の
典
型
に
ま
で
高
め
、
ベ
リ
ス
ム
、
ソ
レ
リ
ア
ン
な
ど
と
い
う

言
葉
す
ら
生
れ
た
し
、
ま
た
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
は
「 

贋  

金 

に
せ
が
ね

つ
く
り
」
に

よ
っ
て
、
近
代
劇
的
な
額
縁
の
中
で
書
か
れ
て
い
た
近
代
小
説
に
、
花
道
を

つ
け
、
廻
り
舞
台
を
つ
け
、
し
か
も
そ
れ
を
劇
と
見
せ
か
け
て
、
実
は
カ
メ

ラ
を
移
動
さ
せ
れ
ば
、
観
客
席
も
同
時
に
う
つ
る
劇
中
劇
映
画
で
あ
り
、
お

ま
け
に
カ
メ
ラ
を
動
か
し
て
い
る
作
者
が
舞
台
で
役
者
と
共
に
演
じ
て
い
る

作
者
と
同
時
に
う
つ
っ
て
い
て
、
あ
と
で
「
贋
金
つ
く
り
の
日
記
」
の
ア
フ

レ
コ
を
行
う
と
い
う
や
や
こ
し
い
形
式
を
試
み
て
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
に

ヒ
ン
ト
を
得
た
人
間
の
対
決
の
可
能
性
を
追
究
し
、
同
時
に
、
近
代
小
説
の

形
式
的
可
能
性
を
デ
フ
ォ
ル
ム
し
た
。
が
、
サ
ル
ト
ル
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
や

ジ
イ
ド
の
終
っ
た
所
か
ら
は
じ
め
ず
、
彼
等
が
は
じ
め
な
か
っ
た
所
か
ら
は
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じ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
性
の
追
究
に
新
し
い
窓
を
あ
け
た
の
だ
。
サ

ル
ト
ル
は
絵
描
き
が
裸
体
の
デ
ッ
サ
ン
か
ら
は
い
っ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
を
描
く
こ
と
を
研
究
す
る
よ
う
に
、
裸
か
の
肉
体
を
モ
ラ
ル
や
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
や
観
念
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
着
せ
ず
に
、
描
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、
人

間
が
醜
怪
な
る
実
存
で
あ
る
限
り
、
い
か
な
る
ヴ
ェ
ー
ル
も
虚
偽
で
あ
り
、

偽
善
で
あ
る
と
し
た
の
だ
。
日
本
の
少
数
の
作
家
も
肉
体
を
描
く
。
し
か
し
、

描
か
れ
た
肉
体
は
情
緒
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
ぶ
り
、
観
念
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
ぶ

り
、
あ
る
い
は
文
学
青
年
的
思
考
の
デ
カ
ダ
ン
ス
が
、
描
か
れ
た
肉
体
を
だ

し
に
し
て
い
る
と
い
う
現
状
で
は
、
や
は
り
サ
ル
ト
ル
の
「
水
い
ら
ず
」
は

一
つ
の
課
題
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
新
し
い
文
学
が
起
ろ
う
と
す
る
時
に

は
必
ず
既
成
の
「
人
間
」
と
い
う
観
念
へ
の
挑
戦
が
起
り
、
頑
固
な
る
中
世
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的
な
観
念
の
鎧
を
た
た
き
こ
わ
し
て
、
裸
か
の
人
間
を
描
こ
う
と
し
、
ま
ず

肉
体
の
デ
ッ
サ
ン
が
は
じ
ま
る
。
し
か
し
、
現
在
書
か
れ
て
い
る
肉
体
描
写

の
文
学
は
、
西
鶴
の
好
色
物
が
武
家
、
僧
侶
、
貴
族
階
級
の
中
世
思
想
に
反

抗
し
て
興
っ
た
新
し
い
町
人
階
級
の
人
間
讃
歌
で
あ
っ
た
如
く
、
封
建
思
想

が
道
学
者
的
偏
見
を
有
力
な
味
方
と
し
て
人
間
に
か
ぶ
せ
て
い
た
偽
善
の
ヴ

ェ
ー
ル
を
ひ
き
さ
く
反
抗
の
メ
ス
の
文
学
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
与
謝

野
晶
子
、
斎
藤
茂
吉
の
初
期
の
短
歌
の
如
く
新
感
覚
派
に
も
似
た
新
し
い
官

能
の
文
学
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
頽
廃
派
の
自
虐
と
自
嘲
を
含
ん
だ
肉
体

悲
哀
の
文
学
で
あ
ろ
う
か
、
肉
体
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
底
に
陥
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
救
い
を
求
め
よ
う
と
す
る
ネ
オ
・
デ
カ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
学
で
あ
ろ
う

か
。
サ
ル
ト
ル
は
解
放
す
る
が
、
救
い
を
求
め
な
い
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
然
主
義
以
来
人
間
を
描
こ
う
と
い
う
努
力
が
続
け

ら
れ
な
が
ら
、
つ
い
に
美
術
工
芸
的
心
境
小
説
に
逃
げ
込
ん
で
し
ま
っ
た
日

本
の
文
学
に
は
、
「
人
間
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い

以
上
、
人
間
の
可
能
性
の
追
究
と
い
う
近
代
小
説
は
、
観
念
の
ヴ
ェ
ー
ル
を

ぬ
ぎ
捨
て
た
裸
体
の
デ
ッ
サ
ン
を
一
つ
の
出
発
点
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
発
展

し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
志
賀
直
哉
の
文
学
の
影
響
か
ら
脱
す
べ

く
純
粋
小
説
論
を
も
の
し
て
、
日
本
の
伝
統
小
説
の
日
常
性
に
反
抗
し
て
虚

構
と
偶
然
を
説
き
、
小
説
は
芸
術
に
あ
ら
ず
と
い
う
主
張
を
持
つ
新
し
い
長

編
小
説
に
近
代
小
説
の
思
想
性
を
獲
得
し
よ
う
と
奮
闘
し
た
横
光
利
一
の
野

心
が
、
つ
い
に
「
旅
愁
」
の
後
半
に
至
り
、
人
物
の
思
考
が
美
術
工
芸
の
世

界
へ
精
神
的
拠
り
所
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
肉
体
を
は
な
れ
て
し
ま
う
と
、
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に
わ
か
に
近
代
小
説
へ
の
発
展
性
を
喪
失
し
た
の
も
、
こ
の
野
心
的
作
家
の

出
発
が
志
賀
直
哉
に
は
じ
ま
り
、
志
賀
直
哉
以
前
の
肉
体
の
研
究
が
欠
如
し

て
い
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
か
ら
、
新
感
覚
派
運
動
も
つ
い
に
志
賀

直
哉
の
文
学
の
楷
書
式
フ
ォ
ル
ム
の
前
に
屈
服
し
、
そ
し
て
ま
た
「
紋
章
」

の
茶
会
の
あ
の
饒
慢
な
描
写
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
思
え
ば
横
光
利
一
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
の
野
心
的
な
作
家
や
新
し
い
文

学
運
動
が
、
志
賀
直
哉
を
代
表
と
す
る
美
術
工
芸
小
説
の
前
に
ひ
そ
か
に
畏

敬
を
感
じ
、
あ
る
い
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
抱
き
、
あ
る
い
は
堕
落
の
自
責
を

強
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
小
説
の
実
践
に
脆もろ
く
も
失
敗
し
て
行
っ

た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
才
能
の
不
足
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
虚
構
の
群
像
が

描
き
出
す
ロ
マ
ン
を
人
間
の
可
能
性
の
場
と
し
よ
う
と
い
う
近
代
小
説
へ
の
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手
の
努
力
も
、
兎
や
虫
を
観
察
す
る
眼
に
く
ら
べ
れ
ば
、
つ
い
に
空
し
い
努

力
だ
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
の
芸
術
観
の
狭
さ
が
あ

り
、
近
代
の
否
定
が
あ
っ
た
。
小
林
秀
雄
が
志
賀
直
哉
論
を
書
い
て
、
彼
の

近
代
人
と
し
て
の
感
受
性
の
可
能
性
を
志
賀
直
哉
の
眼
の
中
に
ノ
ス
タ
ル
ジ

ア
し
た
こ
と
は
、
そ
の
限
り
に
於
て
は
正
し
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
志

賀
直
哉
論
を
小
林
秀
雄
の
可
能
性
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
見
ず
に
、
直
ち
に
志

賀
直
哉
文
学
の
絶
対
的
評
価
と
し
て
受
け
と
っ
た
と
こ
ろ
に
、
文
壇
の
早
合

点
が
あ
り
、
小
林
自
身
に
も
責
任
な
し
と
し
な
い
。
小
林
の
近
代
性
が
志
賀

直
哉
の
可
能
性
と
し
て
の
原
始
性
に
憧
れ
た
こ
と
は
、
小
林
秀
雄
個
人
の
問

題
で
あ
り
、
こ
れ
を
文
壇
の
一
般
的
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
文
学
の

原
始
性
に
憧
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
近
代
性
が
な
か
っ
た
以
上
滑
稽
で
あ
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り
、
よ
し
ん
ば
、
小
林
秀
雄
の
驥き
尾び
に
附
し
て
、
志
賀
直
哉
の
原
始
性
を
認

め
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
可
能
性
の
極
限
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
代
以
前
で

あ
り
、
出
発
点
以
前
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
、
近
代
を
持
た
ぬ
現
在
の
わ
れ

わ
れ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
た
り
得
な
い
日
本
的
宿
命
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
可
能
性
の
文
学
」
は
果
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は

「
可
能
性
の
文
学
」
を
日
本
の
文
学
の
可
能
と
し
な
け
れ
ば
、
も
は
や
近
代

の
仲
間
入
り
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
小
説
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
結
局
第

二
の
自
然
と
い
う
可
能
の
世
界
を
作
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
は
こ
こ
で
は
経

験
の 

堆  

積 

た
い
せ
き

と
し
て
は
描
か
れ
ず
、
経
験
か
ら
飛
躍
し
て
行
く
可
能
性
と
し

て
追
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
こ
の
追
究
の
場
と
し
て
の
小
説

形
式
は
、
つ
ね
に
人
間
の
可
能
性
に
限
界
を
与
え
よ
う
と
す
る
定
跡
で
あ
る
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以
上
、
自
由
人
と
し
て
の
人
間
の
可
能
性
を
描
く
た
め
の
近
代
小
説
の
形
式

は
、
つ
ね
に
伝
統
的
形
式
へ
の
ア
ン
チ
テ
エ
ゼ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
に
、

近
代
以
前
の
日
本
の
伝
統
的
小
説
が
敗
戦
後
も
な
お
権
威
を
も
っ
て
い
る
文

壇
の
保
守
性
は
つ
い
に
日
本
文
学
に
近
代
性
を
も
た
ら
す
と
い
う
今
日
の
文

学
的
要
求
へ
の
、
許
す
べ
か
ら
ざ
る
反
動
で
あ
る
。
現
在
少
数
の
作
家
が
肉

体
を
描
く
と
い
う
試
み
に
よ
っ
て
、
こ
の
保
守
性
に
反
抗
し
て
い
る
の
は
、

だ
か
ら
、
け
っ
し
て
マ
イ
ナ
ス
的
試
み
で
は
な
い
。
し
か
し
、
肉
体
を
描
く

と
い
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
終
極
の
目
的
で
は
な
く
て
単
な
る
デ
ッ
サ
ン
に

過
ぎ
ず
、
人
間
の
可
能
性
は
こ
の
デ
ッ
サ
ン
が
成
り
立
っ
て
は
じ
め
て
そ
の

上
に
彩
色
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
色
は
絵
画
的
な
定
着
を

目
的
と
せ
ず
、
音
楽
的
な
拡
大
性
に
漂
う
て
行
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
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不
安
と
混
乱
と
複
雑
の
渦
中
に
あ
る
人
間
を
無
理
に
単
純
化
す
る
た
め
の
既

成
の
モ
ラ
ル
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
額
縁
は
、
か
え
っ
て
人
間 

冒  

涜 

ぼ
う
と
く

で
あ

り
、
こ
の
日
常
性
の
額
縁
を
た
た
き
こ
わ
す
た
め
の
虚
構
性
や
偶
然
性
の
ロ

マ
ネ
ス
ク
を
、
低
俗
な
り
と
す
る
一
刀
三
拝
式
私
小
説
の
芸
術
観
は
、
も
は

や
文
壇
の
片
隅
へ
、
古
き
偶
像
と
共
に
追
放
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
白
紙
に
戻
っ
て
、
は
じ
め
て
虚
無
の
強
さ
よ
り
の
「
可
能
性

の
文
学
」
の
創
造
が
可
能
に
な
り
、
小
説
本
来
の
面
白
さ
と
い
う
も
の
が
近

代
の
息
吹
を
も
っ
て
日
本
の
文
壇
に
生
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
改
造
」
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
号
）
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文
庫
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底
本
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」
講
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社
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文
庫
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社
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）
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発
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田
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社
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2006

年3

月21

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
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ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
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の
皆
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す
。
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