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去
年
お
し
つ
ま
っ
て
か
ら
肉
体
派
小
説
、
中
間
小
説
の
作
者
と
一
部
の
作
家
・
批
評
家
と
の
間
に
、
ち

ょ
っ
と
し
た
や
り
と
り
が
あ
っ
て
注
目
を
ひ
い
た
。

　
そ
の
討
論
に
、
三
好
十
郎
も
出
場
し
て
「
小
豚
派
作
家
論
」
と
い
う
題
を
も
つ
彼
一
流
の
毒
舌
的
な
評

論
を
か
い
た
。
肉
体
派
、
中
間
小
説
派
の
作
者
た
ち
と
そ
の
作
品
の
そ
ま
つ
な
戦
後
的
商
品
性
を
、
へ﹅
ど﹅

的﹅
に﹅
む
き
出
し
て
そ
の
安
価
さ
を
排
撃
し
た
。
け
れ
ど
も
、
「
小
豚
派
作
家
論
」
と
題
し
て
き
り
出
さ
れ

た
勇
ま
し
い
そ
の
評
論
も
、
す
え
は
何
と
な
し
し
ん
み
り
し
て
、
最
後
の
く
だ
り
一
転
は
筆
者
が
ひ
と
し

お
い
と
し
く
思
っ
て
い
る
心
境
小
説
の
作
家
尾
崎
一
雄
を
、
ひ
い
き
し
て
い
る
故
に
た
し
な
め
る
と
い
う

前
お
き
で
き
め
つ
け
る
、
歌
舞
伎
ご
の
み
の
思
い
入
れ
に
お
わ
っ
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
に
一
年
間

も
八
方
に
向
っ
て
文
学
的
へ﹅
ど﹅
を
は
き
つ
づ
け
る
こ
と
の
で
き
た
強
壮
な
三
好
十
郎
が
、
ど
う
し
て
「
小

豚
派
作
家
論
」
の
終
り
は
、
そ
の
よ
う
に
我
か
ら
し
ん
み
り
と
な
っ
て
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
尾
崎
一
雄
に

お
も
て
を
向
け
、
結
局
君
な
ん
か
が
も
う
す
こ
し
、
し
っ
か
り
し
な
い
か
ら
い
け
な
い
の
だ
、
と
半
ば
た

し
な
め
、
半
ば
あ
き
ら
め
て
歎
息
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
三
好
十
郎
は
、
い
わ
ゆ
る
肉
体
派
作
家
、
中
間
小
説
を
主
張
す
る
作
家
の
多
く
の
人
々
の
人
生
態
度
と

作
品
の
安
易
な
商
品
性
を
明
ら
か
に
軽
蔑
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
軽
蔑
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
一
面
で
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は
、
彼
の
名
づ
け
る
小
豚
派
文
学
の
、
発
生
の
社
会
的
起
源
に
つ
い
て
、
否
定
し
き
れ
な
い
も
の
を
も
っ

て
い
る
。
は
げ
し
い
前
線
の
生
活
も
経
験
し
て
来
た
壮
年
の
一
部
の
作
家
た
ち
が
、
戦
後
日
本
の
錯
雑
し

た
現
実
に
面
し
て
、
過
去
の
私
小
説
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
限
界
の
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
に
た
え
な
い
の

は
必
然
で
あ
る
。
日
本
の
社
会
現
実
を
全
面
的
に
す
く
い
上
げ
よ
う
と
し
て
彼
ら
一
部
の
作
家
た
ち
は
新

し
い
投
げ
網
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
少
く
と
も
、
そ
の
必
然
と
大
胆
さ
は
認
め
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
。
過
去
の
私
小
説
や
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
あ
き
た
り
な
い
思
い
は
、
三
好
十
郎
自
身
の
う
ち
に
烈

し
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
共
感
に
ひ
か
さ
れ
て
、
三
好
十
郎
の
毒
舌
も
、
し
ま
い
は
ブ
ツ
ブ
ツ
、
現
在

の
肉
体
派
や
中
間
小
説
が
、
現
代
文
学
の
新
し
い
局
面
を
展
く
た
め
に
は
、
無
益
で
あ
る
ば
か
り
か
有
害

で
さ
え
あ
る
と
い
う
事
実
を
批
判
し
き
れ
な
か
っ
た
。

　
そ
の
討
論
の
時
期
に
、
伊
藤
整
も
東
京
新
聞
の
文
芸
欄
で
発
言
し
た
。
肉
体
小
説
、
中
間
文
学
に
対
す

る
彼
の
も
の
言
い
は
、
非
常
に
機
智
的
で
あ
っ
た
。
否
定
す
る
か
と
み
れ
ば
、
一
部
の
肯
定
も
あ
り
、
さ

り
な
が
ら
単
純
な
肯
定
一
本
で
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
で
も
な
か
っ
た
。
伊
藤
整
を
、
そ
の
よ
う
に

複
雑
な
も
の
云
い
に
さ
せ
た
の
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
に
も
、
過
去
の
リ
ア
リ
ズ
ム
否
定
と
、
狭
い
日

常
性
に
封
じ
こ
ま
れ
て
来
た
、
日
本
の
私
小
説
へ
の
反
逆
が
あ
る
。
彼
の
知
性
が
、
よ
り
ひ
ろ
く
、
強
靭

で
あ
ろ
う
と
欲
し
て
い
る
、
そ
の
角
度
か
ら
少
く
と
も
、
私
小
説
的
な
要
素
を
否
定
し
て
い
る
意
味
で
の
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中
間
小
説
に
対
し
て
、
単
純
な
断
定
を
さ
け
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
昨
年
十
二
月
号
『
群
像
』
の
月
評
座
談
会
で
、
林
房
雄
は
、
宇
野
浩
二
の
書
い
た
「
文
学
者
御
前
会
議
」

（
文
学
者
が
天
皇
に
会
っ
た
と
き
の
記
録
）
に
ふ
れ
、
宇
野
と
い
う
作
家
の
私
小
説
的
作
家
性
を
や
っ
つ

け
た
。
人
も
知
る
天
皇
主
義
者
で
あ
る
林
房
雄
は
、
宇
野
浩
二
と
い
う
そ
の
人
な
り
の
リ
ア
リ
ス
ト
が
、

そ
の
人
な
り
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
天
皇
と
そ
の
周
囲
の
雰
囲
気
を
な﹅
み﹅
の﹅
人﹅
間﹅
の
目
や
す
か
ら
観
察
し
、
描

き
出
し
た
の
を
、
文
学
の
た
め
に
生
活
そ
の
も
の
を
た
ね
に
す
る
私
小
説
作
家
気
質
と
罵
っ
た
。
吉
田
健

一
の
「
英
国
文
学
論
」
を
引
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
よ
う
に
文
学
は
日
常
生
活
の
ふ
ち
飾
り
で
あ
る
べ
き

だ
と
、
林
の
こ
ん
に
ち
的
内
容
を
も
っ
た
「
大
人
の
文
学
」
論
を
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
座
の
中
野

好
夫
に
向
っ
て
、
あ
な
た
も
こ
れ
か
ら
批
評
家
と
し
て
や
っ
て
行
く
た
め
に
は
こ
の
点
だ
け
は
よ
く
心
得

て
お
き
な
さ
い
、
と
い
っ
た
意
味
を
、
き
わ
め
て
高
び
し
ゃ
に
申
し
わ
た
し
て
い
る
。
批
評
家
中
野
好
夫

は
、
林
の
僭
越
さ
に
む
っ
と
し
た
か
ら
こ
そ
沈
黙
を
も
っ
て
答
え
た
の
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
読
者
と

し
て
は
、
中
野
好
夫
が
沈
黙
で
答
え
た
も
う
一
つ
の
理
由
も
感
じ
と
ら
れ
な
く
は
な
か
っ
た
。
中
野
好
夫

の
場
合
に
も
、
前
に
ふ
れ
た
二
人
の
作
家
と
同
じ
よ
う
に
、
私
小
説
と
私
小
説
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
否
定
し

て
い
る
自
分
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
自
覚
に
お
さ
え
ら
れ
て
宇
野
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
別
の
問
題
と
し

て
林
の
こ
ん
に
ち
の
「
大
人
の
文
学
」
論
の
本
質
に
迫
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
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昨
年
は
一
般
に
批
評
の
沈
滞
し
た
年
と
し
て
か
え
り
み
ら
れ
て
い
る
。
民
主
主
義
文
学
運
動
が
沈
滞
し

て
、
批
評
の
沈
滞
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
点
か
ら
だ
け
見
よ
う
と
し
て
い
る
ひ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か

し
、
批
評
が
無
力
で
あ
っ
た
根
本
の
原
因
は
、
あ
る
人
の
い
う
よ
う
に
、
民
主
主
義
文
学
も
「
た
か
が
し

れ
た
」
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
戦
後
、
す
べ
て
の
批
評
家
・
作
家
・
読
者
は
過
去
の
私
小
説
と
そ
の
手
法

で
は
再
現
さ
れ
き
れ
な
い
社
会
の
現
実
と
そ
の
心
理
が
あ
る
こ
と
を
い
ら
立
た
し
く
意
識
し
て
い
る
の
に

　
　
肉
体
派
小
説
、
中
間
小
説
の
商
品
性
に
対
し
て
は
お
の
ず
か
ら
批
判
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
　
　

さ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
爪
先
を
そ
ろ
え
て
颯
爽
と
、
ど
の
よ
う
な
よ
り
社
会
的
な
創
作
の
方
向
に
進
ん
で
ゆ

く
か
と
な
る
と
、
三
好
十
郎
の
と
こ
ろ
で
も
、
伊
藤
整
の
と
こ
ろ
で
も
、
自
身
の
文
学
の
課
題
と
し
て
解

決
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
批
評
家
で
あ
る
中
野
好
夫
の
足
も
、
私
小
説
と
そ
の
方
法
の

否
定
と
い
う
線
で
あ
し
ぶ
み
を
く
り
か
え
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
現
代
文
学
に
お
け
る
各
作
家
の
社
会
認
識
或
は
社
会
感
覚
と
各
自
の
創
作
方
法
と
の
間
に
は
、
お
お
い

が
た
い
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
そ
の
歴
史
的
な
亀
裂
の
間
か
ら
、
肉
体
派
小
説
論
、
中
間
派
小
説
論
が
日
本

小
説
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
主
張
し
て
湧
き
出
た
が
、
そ
の
文
学
の
空
虚
な
実
体
が
あ
き
ら
れ
て
、
記
録

文
学
の
流
行
を
導
き
出
し
、
そ
の
目
新
し
さ
も
忽
ち
古
び
て
現
在
で
は
実
名
小
説
が
は
や
り
は
じ
め
た
。

そ
の
実
名
小
説
も
多
く
は
、
高
見
順
を
し
て
「
こ
れ
は
な
か
な
か
死
ね
な
い
ぞ
」
と
苦
笑
さ
せ
る
ほ
ど
の
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人
生
的
文
学
的
程
度
で
あ
る
。

　
こ
ん
に
ち
、
文
壇
の
作
家
た
ち
が
、
め
い
め
い
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
角
度
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
失
う
ま

い
と
し
な
が
ら
社
会
の
現
実
観
と
自
己
の
創
作
方
法
と
の
間
に
生
じ
て
い
る
悲
劇
的
な
裂
け
め
に
は
さ
ま

っ
て
苦
闘
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
現
代
文
学
の
そ
の
裂
け
め
か
ら
、
お
び
た
だ
し
い
土
砂
崩
壊
が

お
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
よ
り
若
い
文
壇
の
世
代
の
足
を
埋
め
て
い
る
ば
か
り
か
、
不
可
避
的
に
そ
れ
ら

の
文
学
の
読
者
で
あ
る
よ
り
ひ
ろ
い
人
民
層
の
中
か
ら
新
し
く
別
個
の
社
会
的
素
質
を
も
っ
て
の
び
立
っ

て
来
よ
う
と
し
て
い
る
民
主
的
な
文
学
の
芽
生
え
さ
え
も
、
そ
の
成
長
を
歪
め
、
畸
型
に
す
る
作
用
を
及

ぼ
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
か﹅
す﹅
と﹅
り﹅
小
説
の
影
響
が
ど
ん
な
に
ひ
ど
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
ご
ろ
国

立
癩
療
養
所
の
病
者
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
作
品
集
を
よ
ん
で
も
、
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら

の
不
幸
な
人
々
は
、
自
身
の
不
幸
に
つ
い
て
さ
え
ま
と
も
な
人
生
問
題
、
社
会
問
題
と
し
て
正
面
か
ら
と

り
く
む
態
度
を
、
い
わ
ゆ
る
流
行
小
説
の
手
法
に
は
ぐ
ら
か
さ
れ
て
い
る
。
安
価
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
よ

み
も
の
的
な
情
景
の
設
定
で
、
人
間
の
悲
痛
を
猟
奇
に
す
り
か
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
勤
労
者
と
し
て
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
人
々
の
「
文
学
ず
き
」
が
、
同
じ
く
現
代
文
学
に
お
こ
っ
て
い

る
な﹅
だ﹅
れ﹅
の
下
じ
き
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
細
雪
」
は
「
天
然
色
映
画
の
よ
う
に
た
っ
ぷ
り
し
て
、

刺
戟
が
な
く
て
、
た
の
し
め
る
も
の
」
（
東
京
新
聞
）
と
し
て
数
十
万
部
を
う
り
つ
く
し
て
い
る
と
語
ら
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れ
て
い
る
。
あ
る
種
の
人
々
は
、
日
本
の
現
代
文
学
を
植
民
地
化
さ
れ
る
人
民
の
日
常
生
活
の
ふ
ち
飾
り

と
化
し
て
、
現
実
の
生
活
で
は
見
た
こ
と
も
な
い
の
び
や
か
な
生
活
の
語
ら
れ
る
白
昼
夢
の
よ
う
な
も
の

に
し
て
し
ま
う
こ
と
を
い
と
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に

一
つ
、
人
間
の
理
性
と
文
学
の
真
実
に
と
っ
て
、
お
も
し
ろ
い
現
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
ご
ろ
「
細
雪
」

の
世
界
に
随
喜
し
て
、
最
大
限
の
ほ
め
言
葉
を
惜
し
ま
な
い
人
々
で
も
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
、
世
界
平
和
賞
の

た
め
に
日
本
か
ら
送
ら
れ
る
べ
き
候
補
作
品
と
し
て
は
た
だ
一
人
も
「
細
雪
」
を
推
薦
し
な
か
っ
た
事
実

で
あ
る
。
炬
燵
こ
た
つ
の
中
の
雪
見
酒
め
い
た
文
学
の
風
情
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
人
類
が
、
平
和
を
も
と
め
、

生
活
の
安
定
を
も
と
め
て
た
た
か
っ
て
い
る
苦
痛
と
良
心
に
対
し
て
、
さ
す
が
に
あ
つ
か
ま
し
く
押
し
出

す
に
た
え
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
実
例
は
、
あ
る
人
々
の
日
ご
ろ
の
社
会
的
、
文
学
的
態
度
の
安
易
さ
が
ば
く
ろ
さ
れ
た
モ
メ
ン
ト

と
し
て
見
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
現
代
文
学
の
こ
の
崩
壊
に
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
文
学
に
つ
な
が
る
理

性
と
人
間
的
良
心
の
う
ち
に
は
、
く
ら
ま
し
き
れ
な
い
責
任
感
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
角
度
か
ら

観
ら
れ
て
よ
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
一
つ
の
事
実
の
中
に
も
、
現
代
文
学
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の

は
、
社
会
性
で
あ
る
と
い
う
確
実
な
証
拠
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
三
好
十
郎
の
毒
舌
が
呟
き
に
終
り
、
中
野
好
夫
が
沈
黙
す
る
の
も
、
現
在
よ
り
多
く
否
定
的
な
文
学
現
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象
で
し
か
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
な
い
文
学
の
動
き
の
中
に
さ
え
、
明
日
の
文
学
が
よ
り
ひ
ろ
い
社
会
的
実
在

と
し
て
展
開
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
心
が
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
民
主
主
義
文
学
の
運
動
が
、
こ
の
四
年
間
の
活
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
ん
に
ち
、
現
代
文
学
全
般
の

こ
の
危
期
に
、
必
要
な
だ
け
積
極
的
影
響
を
も
ち
得
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
一
九
四
七
年
・
八
年
・
九
年
と
、
新
日
本
文
学
会
の
批
評
活
動
は
、
表
面
か
ら
み
る
と
た
し
か
に
下
り

坂
を
辿
っ
た
。
民
主
的
な
文
学
運
動
と
互
に
か
か
わ
り
あ
う
も
の
と
し
て
現
代
文
学
の
全
野
に
亙
っ
て
作

品
を
評
価
し
、
文
学
現
象
を
し
ら
べ
系
統
的
発
展
の
た
め
に
発
言
す
る
能
力
は
、
す
く
な
か
っ
た
。
け
れ

ど
も
、
こ
れ
は
、
あ
な
が
ち
新
日
本
文
学
会
の
批
評
家
・
評
論
家
が
全
く
無
力
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。

　
一
九
四
六
・
七
年
に
は
日
本
の
民
主
革
命
の
目
標
が
や
や
曖
昧
に
示
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
民

主
的
文
学
の
成
長
を
た
す
け
る
た
め
に
主
導
力
た
る
階
級
の
文
学
を
お
し
出
し
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の

伝
統
を
発
展
的
に
う
け
入
れ
る
こ
と
）
、
同
時
に
そ
の
連
関
を
も
っ
て
具
体
的
に
現
代
文
学
の
全
野
に
ふ

く
ま
れ
て
い
る
よ
り
大
き
い
社
会
性
へ
の
可
能
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
の
上
に
安
心
し
て
花
咲
か
せ
る
た
め

に
協
力
す
る
と
い
う
よ
ろ
こ
ば
し
い
活
力
を
発
揮
し
得
な
か
っ
た
。

　
一
九
四
七
年
以
後
は
、
総
体
と
し
て
日
本
の
民
主
革
命
の
目
標
の
不
明
瞭
さ
は
そ
の
ま
ま
で
、
一
方
か
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ら
民
主
主
義
文
学
は
即
ち
労
働
者
・
勤
労
者
の
経
済
・
政
治
闘
争
に
利
用
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
一
面
に
傾
い
た
見
解
が
つ
よ
く
お
こ
っ
た
。
あ
る
種
の
文
化
・
文
学
活
動
家
た
ち
が
こ
の
見

解
の
支
援
の
た
め
に
う
ご
か
さ
れ
た
こ
と
も
、
職
場
の
文
学
サ
ー
ク
ル
の
分
裂
が
あ
る
意
味
で
は
そ
こ
か

ら
ひ
き
出
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
数
年
間
民
主
主
義
文
学
運
動
に
た
ず
さ
わ
っ
て
来
て
い
た
人
が
公
平
に

か
え
り
み
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
理
解
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
は
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
期
間
の
努
力
で
、
民
主
的
文
学
の
基
本
的

理
解
の
転
覆
は
防
が
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
昨
年
の
新
日
本
文
学
会
第
五
回
大
会
で
行
わ
れ
た
窪
川
鶴
次
郎

の
報
告
「
批
評
の
任
務
」
は
、
少
く
と
も
そ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
を
経
た
上
で
の
報
告
で
あ
っ
た
。
同
時

に
、
こ
の
第
五
回
大
会
は
、
民
主
的
作
品
を
こ
め
る
現
代
文
学
の
創
作
に
関
し
て
の
報
告
を
ぬ
き
に
し
た
。

そ
の
点
で
最
も
つ
よ
く
新
日
本
文
学
会
の
弱
点
の
示
さ
れ
た
大
会
で
も
あ
っ
た
。

　
わ
た
し
た
ち
は
、
率
直
に
、
民
主
主
義
文
学
批
評
の
方
法
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
さ
び
つ
い
た
部
分
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
認
め
て
い
い
と
思
う
。
多
く
の
民
主
的
批
評
家
を
我
な
が
ら
ぎ
ご
ち
な
く
感
じ

さ
せ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
さ﹅
び﹅
つ﹅
き﹅
の
徴
候
は
、
一
九
四
七
年
第
三
回
新
日
本
文
学
会
大
会
に
あ
ら
わ

れ
た
。
こ
の
大
会
で
民
主
的
な
文
学
作
品
に
つ
い
て
報
告
す
る
責
任
を
も
っ
た
佐
多
稲
子
は
、
小
説
部
会

10現代文学の広場



の
評
価
が
各
作
品
に
つ
い
て
全
く
対
立
的
で
あ
る
場
合
が
多
い
、
評
論
部
会
は
、
民
主
的
文
学
の
評
価
の

基
準
に
つ
い
て
検
討
を
す
る
よ
う
に
、
と
要
求
し
た
。
評
論
部
会
は
そ
れ
を
課
題
と
し
た
わ
け
で
あ
っ
た

が
、
様
々
の
理
由
か
ら
そ
れ
は
た
や
す
い
仕
事
で
な
か
っ
た
。
民
主
的
な
評
論
家
た
ち
の
次
の
よ
り
深
い

危
機
は
、
太
宰
治
の
死
に
際
し
て
歴
然
と
し
た
。
太
宰
治
は
、
現
代
の
広
汎
な
読
者
の
心
理
に
影
響
を
も

っ
て
い
る
か
ら
、
簡
単
に
や
っ
つ
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
理
由
で
、
民
主
的
評
論
家
の
発
言
が

ひ
か
え
ら
れ
た
。

　
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
妙
な
こ
と
は
な
い
わ
け
だ
っ
た
。
大
衆
の
心
理
に
　
　
理
性
で
も
な
け
れ

ば
、
歴
史
的
認
識
で
も
な
い
破
壊
さ
れ
た
生
活
気
分
に
　
　
つ
な
が
る
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
民
主
的
な

批
評
家
が
、
多
く
の
人
の
、
そ
の
気
分
と
そ
の
気
分
を
商
品
化
す
る
文
学
の
枠
の
外
か
ら
、
太
宰
治
と
い

う
一
人
の
人
生
と
文
学
の
悲
劇
ら
し
い
も
の
を
客
観
的
に
検
討
し
て
ゆ
く
任
務
が
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
発
言
を
お
さ
え
る
傾
向
が
、
民
主
的
批
評
家
は
や﹅
っ﹅
つ﹅
け﹅
る﹅
だ﹅
け﹅
、
と
い
う
風
な
自
己
評
価
か

ら
出
発
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
批
評
家
は
、
自
分
た
ち
の
批
評
の
方
法
に
つ
い
て
、
重
大
な
省
察
と
再
検

討
を
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
波
は
岩
の
上
を
ザ
ー
と
流
れ
た

だ
け
だ
っ
た
。

　
文
壇
的
な
評
論
家
や
批
評
家
が
、
私
小
説
と
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
否
定
し
た
先
の
創
作
の
方
法
に
つ
い
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て
、
よ
り
社
会
的
な
ひ
ろ
が
り
に
た
つ
た
め
の
具
体
的
前
進
の
道
を
示
し
か
ね
て
い
た
こ
の
年
々
、
文
学

上
の
ひ
ろ
ば
で
あ
る
創
作
方
法
の
研
究
は
、
民
主
的
批
評
家
た
ち
に
よ
っ
て
も
、
決
し
て
十
分
鋤
き
か
え

さ
れ
た
と
は
云
え
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
は
一
九
三
二
年
ご
ろ
ま
で
に
、
一
応
社
会
と
文
学
、

階
級
と
文
学
、
世
界
観
と
文
学
、
文
学
の
客
観
的
評
価
の
基
準
、
文
学
の
課
題
と
創
作
方
法
な
ど
の
関
係

に
つ
い
て
原
則
を
見
出
し
た
。
そ
の
原
則
を
原
則
な
り
に
新
し
い
文
学
の
基
礎
認
識
と
し
て
普
及
し
よ
う

と
し
て
い
た
時
代
の
社
会
科
学
的
批
評
の
方
法
を
、
一
九
四
五
年
以
後
の
民
主
的
文
学
運
動
は
ど
の
よ
う

に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
新
し
い
現
実
に
ふ
さ
わ
し
く
し
な
や
か
で
、
機
能
の
高
い
関
節

を
ど
ん
な
に
ふ
や
す
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
ま
け
お
し
み
ぬ
き
で
、
事
実
を
事
実
と
し
て
見
る
な
ら

ば
、
民
主
的
文
学
運
動
に
お
け
る
こ
の
地
点
に
は
、
思
い
の
ほ
か
の
地
す
べ
り
が
あ
る
。

　
太
宰
治
の
死
に
際
し
て
、
受
動
的
な
形
で
あ
ら
わ
れ
た
民
主
的
批
評
の
実
質
に
つ
い
て
の
危
機
は
、
つ

づ
い
て
一
昨
年
の
初
夏
、
多
く
の
文
学
者
が
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
戦
争
反
対
の
要
求
に
た
っ
て
民
主
的
陣

営
と
の
統
一
的
な
動
き
に
す
す
ん
で
来
て
か
ら
、
今
日
に
ま
で
の
民
主
的
批
評
家
の
活
動
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。

　
こ
ん
に
ち
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
反
対
し
、
世
界
平
和
を
求
め
、
原
子
兵
器
使
用
の
惨
虐
に
抗
議
し
て
い
る
文

学
者
は
、
そ
の
数
に
お
い
て
、
科
学
者
よ
り
も
少
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
学
者
は
、
そ
れ
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ぞ
れ
日
本
と
世
界
平
和
と
す
べ
て
の
民
族
の
独
立
の
た
め
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
に
署
名
し
て
い
る
し
、
ふ
さ
わ

し
い
と
考
え
ら
れ
る
団
体
に
加
わ
っ
て
も
い
る
。
け
れ
ど
も
、
文
学
者
と
し
て
、
創
作
さ
れ
つ
つ
あ
る
文

学
的
成
果
が
、
同
じ
ひ
と
の
社
会
的
行
為
と
し
て
の
平
和
運
動
へ
の
参
加
な
ど
と
、
ま
る
で
か
け
は
な
れ

た
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
彼
の
署
名
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
よ

う
な
客
観
性
を
も
つ
作
品
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
矛
盾
は
何
と
見
ら
れ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
科
学

の
研
究
は
、
そ
の
方
法
に
お
い
て
個
人
の
才
能
の
発
揮
さ
え
も
集
積
的
な
経
過
を
と
る
。
文
学
の
作
品
が

う
ま
れ
る
過
程
は
、
ど
ん
な
に
社
会
的
で
あ
る
に
し
ろ
個
人
的
で
あ
る
。
（
佐
多
稲
子
が
「
わ
た
し
た
ち

の
文
学
」
で
云
っ
て
い
る
と
お
り
創
作
の
過
程
、
手
つ
づ
き
と
し
て
は
そ
う
で
あ
る
）
。
だ
が
、
文
学
は
、

遂
に
は
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
社
会
的
な
も
の
と
し
て
実
在
し
つ
づ
け
る
。
古
典
文
学
が
歴
史
に
耐
え

て
生
き
つ
づ
け
て
い
る
秘
密
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
文
学
は
ど
ん
な
に
社
会
的
で
あ
っ
て
も
個

人
と
し
て
の
過
程
を
通
過
し
て
で
な
く
て
は
生
れ
ず
、
社
会
的
な
も
の
と
し
て
実
在
す
る
こ
と
も
あ
り
得

な
い
本
質
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
現
代
文
学
に
求
め
ら
れ
て
い
る
社
会
性
の
課
題
の
困
難
は
複
雑
な
の
で
あ

る
。

　
こ
れ
は
、
文
壇
的
な
経
歴
の
中
に
あ
る
作
家
ば
か
り
が
感
じ
て
い
る
困
難
で
は
な
い
。
民
主
的
な
文
学

の
領
野
に
も
深
刻
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
民
主
的
な
評
論
活
動
の
任
務
は
、
そ
の
ど
ち
ら
の
困
難
も
具
体
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的
に
と
り
あ
げ
て
、
民
主
的
方
向
の
独
自
性
に
立
ち
な
が
ら
、
現
代
文
学
の
全
般
に
見
ら
れ
る
社
会
認
識
、

あ
る
い
は
社
会
観
と
文
学
の
方
法
と
の
分
裂
か
ら
、
作
家
を
救
い
出
す
こ
と
に
あ
る
。
現
代
史
の
ふ﹅
た﹅
ま﹅

た﹅
に
か
か
っ
て
ひ
き
裂
か
れ
る
に
ま
か
せ
て
お
い
た
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
生
き
よ
う
と
す
る
本
能
と
最

少
抵
抗
線
を
た
ど
り
や
す
い
日
本
の
精
神
の
体
質
に
ま
か
せ
て
、
ど
っ
ち
か
の
木
の
股
に
す
が
り
つ
い
て

し
ま
う
に
ま
か
せ
て
お
く
こ
と
は
歴
史
の
前
に
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
責
任
を
痛
切
に
わ
が
日
々
の
文
学
活

動
に
お
い
て
感
じ
れ
ば
、
民
主
的
批
評
の
方
法
が
、
も
っ
と
も
っ
と
民
主
的
人
民
の
理
性
と
し
て
、
そ
の

感
情
に
ま
で
血
肉
化
さ
れ
た
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
見
出
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
と
思
う
。

民
主
的
批
評
は
、
よ
い
文
学
と
し
て
、
そ
れ
を
よ
む
人
々
の
胸
に
訴
え
、
お
ち
い
っ
て
い
る
矛
盾
か
ら
の

発
展
的
脱
出
を
意
欲
さ
せ
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
批
評
も
、
平
和
の
た
め
に
た
た
か
い
民
族

の
愛
の
た
め
に
た
た
か
い
つ
つ
あ
る
人
民
的
な
人
格
の
力
と
火
と
を
も
た
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
過
去
の
文
学
に
生
い
立
っ
た
作
家
の
も
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
困
難
の
一
つ
は
、
そ
の
文
学
の
根
が
た

だ
一
つ
個
性
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
て
、
よ
り
社
会
的
な
も
の
を
展
望
し
て
も
、
展
望
そ
の
も
の
が
性

格
の
枠
を
脱
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
知
性
さ
え
も
先
ず
個
性
的
な
造
型
で
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
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民
主
的
な
文
学
を
こ
こ
ろ
ざ
し
て
生
れ
よ
う
と
し
て
い
る
作
家
た
ち
に
と
っ
て
の
困
難
は
、
人
民
的
な

立
場
と
し
て
共
通
な
現
実
観
の
客
観
的
な
同
一
性
（
階
級
の
人
と
し
て
だ
れ
も
大
体
同
じ
な
世
界
観
）
の

う
ち
に
、
集
団
的
行
動
と
そ
の
経
験
の
う
ち
に
、
そ
の
人
と
し
て
の
人
間
的
実
感
、
人
生
へ
の
発
言
を
ど

の
よ
う
に
整
理
し
表
現
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
民
主
的
な
文
学
の
き
の
う
、
き
ょ
う
、
そ
し

て
明
日
を
通
じ
て
こ
の
困
難
は
簡
単
で
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
職
場
で
積
極
的
な
労
働
者
は
殆
ど
常

に
組
合
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
自
分
た
ち
の
組
織
で
有
能
な
ひ
と
達
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
指
導
的
な
人
た

ち
で
あ
る
。
す
べ
て
の
組
織
の
活
動
が
そ
の
日
々
の
現
実
に
お
い
て
、
い
つ
も
そ
の
人
に
と
っ
て
歴
史
に

お
け
る
労
働
者
階
級
の
任
務
の
よ
ろ
こ
ば
し
さ
、
勇
気
、
よ
り
ひ
ろ
く
高
い
階
級
の
知
慧
の
感
じ
で
実
感

さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
当
然
矛
盾
が
見
出
さ
れ
、
失
敗
と
よ
ば
れ
成
功
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も

疑
問
が
湧
き
、
自
分
と
周
囲
と
の
見
く
ら
べ
が
お
こ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
階
級
人
と
し
て
の
精
神
　
　
肉
体

あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
長
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
り
に
、
そ
の
人
が
労
働
者
で
あ
り
、

組
合
員
で
あ
り
、
ま
た
他
の
組
織
に
属
し
て
い
る
と
い
う
条
件
か
ら
、
そ
の
多
忙
な
活
動
に
つ
い
て
、
む

ず
か
し
く
考
え
る
こ
と
な
ん
か
い
ら
な
い
ん
だ
、
云
わ
れ
る
こ
と
さ
え
ど
ん
ど
ん
や
れ
ば
い
い
ん
だ
、
と

い
う
風
に
習
慣
づ
け
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
ひ
と
の
階
級
人
と
し
て
の
成
長
と
そ
の
文
学
の
可
能
は
ど

う
な
る
だ
ろ
う
、
こ
こ
に
階
級
的
民
主
的
文
学
の
む
ず
か
し
い
現
実
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
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労
働
運
動
の
波
が
高
ま
っ
た
年
々
の
間
に
、
た
く
さ
ん
の
職
場
か
ら
若
い
作
家
が
生
れ
か
け
た
。
小
説

は
、
勤
労
す
る
人
民
と
し
て
の
個
々
の
日
常
生
活
を
題
材
と
し
主
題
と
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
組
合
活

動
と
は
な
れ
る
職
場
作
家
と
い
う
問
題
は
、
そ
の
根
源
に
、
文
学
の
そ
と
の
複
雑
な
基
本
的
諸
問
題
を
ふ

く
ん
で
い
る
。
民
主
的
な
文
学
の
陣
営
に
属
し
て
い
る
い
く
た
り
か
の
既
成
作
家
の
文
学
活
動
が
そ
の
よ

く
な
い
影
響
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
結
果
を
ひ
き
出
し
て
い
る
と
い
う
強
弁
が
一
時
流
布
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
一
方
に
、
文
学
に
対
す
る
経
済
主
義
の
偏
向
が
あ
ら
わ
れ
た
。
民
主
的
評
論
、
批
評
の
活
動

は
、
あ
や
ま
っ
た
一
方
的
な
見
か
た
を
正
し
い
関
係
に
お
き
直
す
た
め
に
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
い
わ
ば
、
そ
こ
で
息
切
れ
し
た
。
田
中
英
光
の
「
オ
リ
ム
ポ
ス
の
果
実
」
か

ら
は
じ
め
ら
れ
て
「
少
女
」
「
地
下
室
に
て
」
を
通
り
「
野
狐
」
そ
の
他
に
到
っ
た
過
程
の
検
討
を
、
民

主
的
批
評
が
と
り
あ
げ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
た
い
し
て
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。

現
代
文
学
は
い
つ
の
時
代
よ
り
も
創
作
態
度
が
意
識
的
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
識
性
は
、
現
在
大
部
分

が
そ
こ
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
商
品
と
し
て
の
独
自
性
を
形
成
し
て
ゆ
く
意
企
と
し
て
存
在
す
る
ば
か
り

で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
私
小
説
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
否
定
し
た
か
ら
と
云
っ
て
、
い
き
な
り
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
社
会
主

義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
が
対
決
を
も
と
め
ら
れ
る
と
い
う
現
実
も
あ
り
得
ま
い
。
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
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は
、
度
の
く
る
っ
た
近
眼
鏡
の
よ
う
に
一
定
の
距
離
を
も
っ
て
遠
く
に
あ
る
も
の
を
目
ま
い
の
す
る
ほ
ど

近
づ
け
て
見
せ
る
方
法
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
魔
女
の
箒
の
よ
う
に
、
一
定
の
観
念
に
ま
た
が
っ
て
、

歴
史
の
現
実
を
と
び
越
す
す
べ
を
奨
励
す
る
も
の
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
、

別
の
こ
と
ば
で
表
現
す
れ
ば
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
前
進
す
る
人
類
社
会
の
歴
史
の
見
と
お
し
に

た
っ
て
、
い
り
く
ん
で
発
言
さ
れ
て
い
る
階
級
及
び
個
人
の
主
観
的
主
張
の
裏
に
ま
で
か
い
く
ぐ
り
、
現

実
の
諸
過
程
の
様
相
と
本
質
（
表
現
と
主
題
、
題
材
と
主
題
）
と
を
統
一
的
に
把
握
し
再
現
し
て
ゆ
こ
う

と
す
る
客
観
的
な
方
法
で
あ
る
。
民
主
的
文
学
運
動
は
、
靴
の
中
に
一
つ
の
痛
い
魚
の
目
を
も
っ
て
歩
い

て
い
る
。
文
学
に
お
け
る
政
治
の
優
位
性
と
い
う
概
念
規
定
の
非
科
学
的
な
、
し
た
が
っ
て
非
現
実
的
な

解
釈
の
し﹅
こ﹅
り﹅
の
疼
き
で
あ
る
。
民
主
的
な
文
学
の
困
難
さ
は
、
微
妙
な
形
で
中
野
重
治
の
「
五
勺
の
酒
」

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
異
っ
た
角
度
か
ら
い
く
つ
か
の
問
題
を
示
唆
し
て
「
三
度
目
の
世
帯
」
と
島
尾
敏

雄
の
「
ち
っ
ぽ
け
な
ア
ヴ
ァ
ン
チ
ュ
ー
ル
」
と
の
対
照
、
そ
こ
か
ら
ひ
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
批
評
の
性
格

な
ど
が
あ
る
。

　
批
評
の
基
準
の
確
立
と
い
う
こ
と
は
、
一
本
の
棒
で
す
べ
て
の
作
品
を
く
し
ざ
し
に
す
る
意
味
で
な
い

こ
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
い
。
民
主
的
な
文
学
運
動
の
方
向
に
た
っ
て
現
代
文
学
の
全
野
の
で
き
ご
と
に

　
　
も
と
よ
り
作
品
に
ふ
れ
て
、
絶
え
ず
活
溌
な
照
明
を
働
か
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
作
品
と
作
品
と
の
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間
に
発
見
さ
れ
る
課
題
を
、
作
家
と
読
者
と
の
前
に
は
っ
き
り
示
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
作
家
と
読
者
と

が
、
現
代
に
生
き
る
と
い
う
角
度
か
ら
精
神
活
動
を
い
き
い
き
と
刺
戟
さ
れ
、
自
発
的
な
一
歩
の
前
進
を

誘
わ
れ
ず
に
い
な
い
よ
う
な
仕
事
の
基
準
の
わ
け
で
あ
る
。

　
民
主
的
批
評
は
、
た
し
か
に
、
新
し
く
て
し
な
や
か
に
若
い
四
肢
を
も
と
う
と
し
て
い
る
。
多
面
的
で

あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
た
や
す
い
仕
事
で
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
『
新
日
本
文
学
』

六
月
号
瀬
沼
茂
樹
の
作
品
評
に
示
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
瀬
沼
茂
樹
は
去
年
の
末
、
批
評
の
無
力
論
に
抗

し
て
歴
史
の
課
題
と
て
ら
し
あ
わ
せ
て
見
る
態
度
を
失
わ
な
け
れ
ば
、
錯
雑
し
た
文
学
現
象
の
う
ち
に
、

お
の
ず
か
ら
見
え
て
来
る
も
の
は
あ
る
筈
だ
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
六
月
号
の
批
評
で
は
、
大
岡
昇

平
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
研
究
者
で
あ
る
と
い
う
文﹅
学﹅
的﹅
知
識
に
煩
わ
さ
れ
て
、
そ
の
作
者
が
誰
の
追
随
者
で

あ
ろ
う
と
も
、
作
品
の
現
実
と
し
て
現
代
の
歴
史
の
中
に
何
を
提
出
し
て
い
る
か
と
い
う
点
が
、
力
づ
よ

く
見
き
わ
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
火
野
葦
平
の
「
悲
し
き
兵
隊
」
、
林
芙
美
子
の
「
軍
歌
」
を
ま
と
も
に
分

析
検
討
し
な
い
な
ら
、
文
学
者
の
平
和
運
動
へ
の
協
力
は
、
ど
こ
に
実
感
の
真
実
性
を
も
つ
だ
ろ
う
。
佐

多
稲
子
の
作
品
を
か
た
る
と
き
、
批
評
は
生
活
派
ら
し
い
座
り
か
た
に
な
り
、
地
声
と
な
っ
て
い
る
が
、

論
点
は
作
者
と
読
者
を
肯
か
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
大
岡
昇
平
、
火
野
、
林

な
ど
の
作
家
に
ふ
れ
た
前
半
と
後
半
と
は
ば
ら
ば
ら
で
、
き
ょ
う
の
日
本
と
そ
の
人
民
が
歴
史
的
に
お
か
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れ
て
い
る
大
き
い
背
景
を
も
っ
て
諸
作
品
が
有
機
的
に
評
価
さ
れ
る
た
め
に
は
何
か
が
足
り
な
か
っ
た
。

　
創
作
の
方
法
は
、
世
界
観
か
ら
規
定
さ
れ
る
と
云
わ
れ
た
の
は
一
九
三
〇
年
代
の
は
じ
ま
り
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
生
活
と
文
学
と
の
現
実
に
あ
る
こ
の
逆
の
道
行
き
に
つ
い
て
い
つ
語
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
創
作
方
法
は
、
そ
の
作
家
が
歴
史
を
ど
う
生
き
る
か
の
課
題
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
人
々
に
と
っ

て
は
、
創
作
方
法
の
真
摯
で
客
観
的
な
追
究
を
通
じ
て
、
よ
り
社
会
的
な
世
界
観
へ
の
戸
口
を
ひ
ら
か
れ

る
可
能
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
。
　
　

　
現
代
文
学
が
よ
り
ひ
ろ
く
つ
よ
い
社
会
性
に
解
放
さ
れ
よ
う
と
す
る
意
欲
に
お
い
て
真
実
な
ら
ば
、
現

代
文
学
の
す
べ
て
の
創
作
方
法
が
、
き
ょ
う
は
、
そ
の
研
究
の
ひ
ろ
ば
に
あ
つ
ま
っ
て
、
文
学
の
精
神
の

よ
り
世
界
史
的
覚
醒
の
た
め
に
協
力
し
あ
っ
て
い
い
時
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
民
主
主
義
文
学
の
「
独
自
の
線
」
は
、
現
在
の
過
程
の
う
ち
に
見
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
要
因
を
前

進
の
方
向
で
と
ら
え
、
発
展
の
た
め
の
仕
事
を
準
備
し
具
体
化
し
て
ゆ
く
こ
と
の
う
ち
に
貫
か
れ
る
。
文

学
に
お
け
る
た
た
か
い
と
は
、
い
つ
の
と
き
も
、
よ
り
歴
史
の
真
実
と
そ
こ
に
生
き
る
よ
り
多
数
の
人
民

の
実
感
に
迫
っ
た
作
品
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
生
み
出
さ
せ
る
よ
う
な
モ
メ
ン
ト
を
提
出
し

て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
五
〇
年
八
月
〕

19



20現代文学の広場



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
三
巻
」
新
日
本
出
版
社

　
　
　1979
（
昭
和54

）
年11

月20

日
初
版
発
行

　
　
　1986
（
昭
和61

）
年3

月20

日
第5

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
一
巻
」
河
出
書
房

　
　
　1952

（
昭
和27
）
年5
月
発
行

初
出
：
「
新
日
本
文
学
」

　
　
　1950

（
昭
和25

）
年8

月
号

入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
米
田
進

2003

年4

月23

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
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

21



現代文学の広場
――創作方法のこと・そのほか――

２０２０年　７月１７日　初版

奥　付

発行 青空文庫

著者 宮本百合子
URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


