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『
浮

雲

』

論

1
〈
終
わ
り
〉
の
不
在
1

岡

部

隆

志

一

『
浮
雲
』

を
最

初

に
読

ん
だ
乏
き
、

こ
の
小
説
が
未
完

で
あ
る

と

い
う

こ
と
を
ほ
と
ん
ど
意
識

し
な
か

っ
た
。
無
論
、

丁
寧

に
最

後

を
読

め
ば
、
文

三
の
お
勢

へ
の
妄
想
が
性
懲

り
も
な
く

ま
た
頭

を
も

た
げ

始
め
た
と

こ
ろ
で
終

わ

っ
て
お
り
、
筋

の
展
開

と
し
て

は
、

ふ
た
た
び
頭
を
も
た
げ

た
妄
想

の
結
末

を
知
り
た

い
と

い
う

欲
求
が
充
た
さ
れ
な

い
不
完
全

な
終

わ
り
方

で
あ

っ
て
、
明
ら
か

に
未
完
な

の
で
あ

る
。

ち
な

み
に
終
わ

り
は
次

の
よ
う

に
な

っ
て

い
る
。

み

お
く

に
つ
こ
り

出

て
行
く

お
勢

の
後
姿

を
目
送

っ
て
、
文

三
は
莞
爾

し
た
。

ど

う

か
は

そ
れ

い
と
ま

如
何
し
て
か
う
様
子
が
楡

つ
た
の
か
、
其
を
疑

っ
て
居
る
に
邊

な
に

に
り
こ
り

な
く
、
た

父
何

と
な
く
心
嬉

し
く
な

つ
て
、
莞
爾

し
た
。
そ
れ

ば
う
そ
う

も
た

お
さ

お
さ

か
ら
は
例
の
妄
想
が
勃
然
と
首
を
擾
げ
て
抑

へ
て
も
抑

へ
切
れ

さ
ま
ぐ

と
り
と
め

ぞ
く

ぬ
や
う

に
な
り
、
種

々
の
取
留

の
無

い
事
が
縷

々

胸

に

浮

ん

で
、
遂

に
は
総

て
比

の
頃

の
事

は
皆
文

三
の
疑

心
か
ら
出

た
暗

鬼

で
、
實

際
は
さ
し
て
心
配
す

る
程

の
事

で
も
無

か

っ
た
か
と

ま
で
思

ひ
込

ん
だ
。
が
、
ま

た
心
を
取
直
し
て
考

へ
て
み
れ
ば
、

は
つ
か
し

さ
か
ら

故
無
く
し
て
文

三
を

辱

め
た
と

い
ひ
、

母
親

に
杵

ひ
な
が
ら

、

い

つ

そ
の

し
た
し

何
時

し
か
其

い
ふ
な
り

に
成

っ
た
と

い
ひ
、
そ
れ
ほ
ど
ま

で
親

　
か

う
と
く
し
く

た
ぎ
と

か

つ
た
昇

と
俄

に
疏

々
敷

な

つ
た
と

い
ひ
、
ー

ど
う
も
常
事

で

な
く
も
思

は
れ
る
。

と
思

へ
ば
、
喜
ん

で
宣
い
も

の
か
、
悲

ん

う

ろ
ん

あ
だ
か

で
宣

い
も

の
か
、
殆

ど
我

に
も
胡
乱

に
な

つ
て
来

た

の
で
、
宛

こ
そ
ぐ

も
遠
方
か
ら
擦
る
眞
似
を
さ
れ
た
や
う
に
、
思
ひ
切

っ
て
は
笑

ふ
事
も
出
來
ず
、
泣
く
事
も
出
來
ず
快
と
不
快
と
の
間
に
心
を

ま
よ
わ

逃
せ
な
が

ら
、
暫
く
縁
側

を
往
き

つ
戻

り

つ
し
て
ゐ
た
。
が
、

兎

に
角
物

を
伝

っ
た
ら
、
聞

い
て
ゐ
さ
う
ゆ
ゑ
、
今

に
も
掃

ツ

て
來

た
ら
、
今

一
度

運
を
試

し
て
聴

か
れ
た
ら
其

通
り
、
若

し

聴
か
れ
ん
時

に
は
其
時

こ
そ
断

然
叔
父

の
家

を

酷

し
去

ら

う
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と
、

遂

に
か
う

決

心

し

て
、

ひ

ま
つ

そ

し
て

一
と
先

二
階

へ
戻

っ
た
。

確

か
に
次

の
展
開
を
期
待
さ
せ

る
終

わ
り
方

で
は
あ

る
。

し
か

し
、

そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
後
、

こ
の
作
品
は

一
つ
の
完
結

し
た
世
界
を
す
で
に
描
き
き

っ
て

い
る
と
充
分

に
感

じ
取
れ

る
は

ず
だ
。

あ
ら

か
じ
め
、

こ
の
小
説

は
未
完

で
あ

る
と

い
う
知
識
を

持

た
ず

に
読

め
ば
、

　
つ
の
作
品
を
読
み
終
え
な

い
と

い
う

不
満

足

の
意
識

は
そ
れ
ほ
ど
残
ら
な

い
の
で

は

な

い

か
。

と

い
う

の

は
、

す

で
に
、
文

三
が
お
勢

へ
抱
く
期
待
が
妄
想

で
し
か
な

い
こ

と

は
、
す
で

に
こ
れ
ま

で
の
展
開

の
中

で
実
証

さ
れ

て
お
り
、
ま

た
最
後

の

「
其
時

こ
そ
断

然
叔
父

の
家
を
僻

し
去

る
」

こ
と
が
出

来
な

い
こ
と
も
、
免
職
を
お
政

に
打

ち
明
け
た
た
め
に
お
政

に
辱

め
ら
れ

た
文

三
が
家

を
出

て
い
こ
う
と
思

い
な
が
ら
出

て
い
け
な

か

っ
た
結
果
、

お
政

に

「
ア

・
ノ
＼
今
度

こ
そ
は
厄
介
描

ひ
か
と

し
よ

ひ

こ

思

ツ
た
ら
ま
た
背
負
込

み
か
」
(
第

一
篇

五
回
)
と
言
わ

せ
た
よ
う

な

こ
と
に
、
そ
し
て
第

三
篇
第

十
六
回
の
冒
頭

の
地

の
文

に

「
あ

れ

ほ
ど

ま
で
に
お
勢

母
子

の
者

に
辱
め
ら
れ

て
も
、
文

三
は
ま
だ

園

田

の
家
を
去

る
氣

に
も
な
れ
な

い
。」

と
あ

る

よ

う

に
(
文
三

が

こ
の
家
を
去
れ
な

い
と

い
う

こ
と

は
、

こ
の
作
品
が
成
立
す

る

た

め
の

一
つ
の
前
提

に
な

っ
て
お
り
、
従

っ
て
、
文

三
が
ま
た

こ

の
家
を
出
て

い
け
な

い
こ
と
、
そ
し

て
、
当
然
、
お
勢

へ
の
期
待

も
ま
た
空
振

り

に
終

わ

る
こ
と
は
、
読
み
手

は
ほ
と

ん
ど
完
壁

に

(
1
)

予
想
出
来

る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
文
三
が

二
階

の
自
閉
的
空

間

を
出

て
い
か
な

い
限

り
、
文

三
を
取
り
巻
く
関
係
世
界

は
も
う

こ

れ
以
上
好
転
は
し
な

い
。
出

て

い
く

ほ
ど

の
積
極
性

も
文

三

に
は

な

い
、
と

い
う

こ
と
が
ま
た
繰

り
返
し
語

ら
れ
る
よ
う
な
必
然
を

そ

の
展
開

に
す

で

に
持

っ
て

い
な

い
。
だ
か
ら

こ
そ
、

も
う
こ
の

物
語

は
こ
こ
で
終

わ
り
な

の
で
は
な

い
か
と
感

じ
て
も
お
か
し
く

は
な

い
は
ず

だ
。

こ
れ
以
上
の
文

三
の
悲
劇

に
付
き

合

う

こ

と

は
、

こ
の
小
説
が
語

ろ
う
と
し
て
き
た

こ
と

の
何

か
を
歪
め
て
し

ま

い
か
ね
な

い
。

こ
こ
い
ら

へ
ん
が
も
う
潮
時
だ

ろ
う
と

い
う
と

こ
ろ
で

『
浮
雲
』

は
ち

ゃ
ん
と
終

わ

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
冷
静

に
考
え
て
み
れ
ぽ
、

こ
の
ち

ゃ
ん
と
終

わ

っ
て

い
る

の
で
は
な

い
か
と

い
う
判
断

と
い
う

の
は
、
充
た
さ
れ
な

い

何

か
が
残

る
と

い
う

こ
と
を
確

認
し
た
こ
と
と
同
義

で
は
な

い
の

か
。
と
す
れ
ば
、
何
故

そ
こ
で
未

完
で
あ

る
こ
と
の
抗
議
を
し
な

い
の
か
、

と
い
う
読

み
手
自
身

へ
向
け

た
問

い
が
本
当

は
起

こ
る

は
ず

で
あ

る
。
も

し
、そ

の
問

い
が
起

こ
ら
な
か

っ
た
か
ら

こ
そ

、

終

わ
り
と
読

め
る
と
判
断

し
た
と
す
る
な
ら
、

い
や
間
違

い
な
く

そ
う
判
断

し
て
い
る
の
だ
が
、
、本
当
は
、
そ

の
こ
と
が
問
わ
れ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

つ
ま
り
、
そ

こ
で
何
ら

か
の
作
品

の
く
終

わ

り
V
と

い
う

コ
ー
ド
を
認
め
た
と
す
る
な
ら
、

一
体

そ
こ
に
ど
ん

な
〈
終

わ
り
〉
を
認

め
た

の
か
。
そ
し
て
、
そ

の
〈
終

わ
り
〉

は

『
浮
雲
』

に
と

っ
て
不
可
避

の
も
の
と
し
て
内
在
す
る
も

の
な

の
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か
ど
う

か
、

と

い
う

こ
と
が
問
わ
れ

な

け

れ

ば
な
ら
な

い
だ

ろ

tう
。ひ

ょ

っ
と
す

る
と
、

い
や

か
な

り
の

部
分

で
、
『
浮
雲
』

に

一

種

の
〈
終
わ
り
〉
を
認

め
る
読

み
方

は
、
近
代

の
小
説
と

い
う
も

の
は

こ
う

い
う
よ
う

に
終

わ
る

の
だ
、
と

い
う
慣
習
的

な
読

み
が

そ
う
思

わ
せ
た
と
考
え

る
こ
と
が
出
来

る
。
改

め
て

『
浮
雲
』
を

眺

め
返

し
て
み
る
と
、
そ

の
近
代
小
説

の
慣
習
的
な
終

わ
り
方
、

こ
こ
で
簡
単

に
説
明

し
て
し
ま
え
ば
、
筋

の
展
開
そ

の
も

の
の
完

結
性

に
頼
る

の
で
は
な
く
そ

の
言
説
が
何

ら
か
の
真

理

(皮
肉

に

言
え
ば
深
刻
な
事
態
)
を
齎

し
た
と
信
じ
ら
れ
た
と
き
そ

の
小
説

は
終

わ
る
条
件

を
持

つ
、
と

い
う
よ
う

に
読
ま
せ
る
終

わ
り
方
を

確

か
に
持

っ
て

い
る
。
と
す

る
な
ら
、

こ
の
こ
と

こ
そ
が
、

も

っ

と
積
極
的

に
問

わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
は
ず

だ
。
何

故
な
ら
、

す

で
に
後

世

の
読

み
手

で
あ
る
わ
た
し
た
ち
以
外

は
、
言

い
換

え

れ
ば
当
時

の
作

家
も
読

み
手
も
、

こ
の
よ
う
な
終

わ
り
方

は
少

し

も
勘
定

に
入

っ
て

い
な
か

っ
た
だ
ろ
う

か
ら
だ
。

そ
し
て
、
勘
定

に
入

っ
て
い
な
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
よ
う
な
終

わ
り

方

を

『
浮
雲
』

が

持

っ
て
し
ま

っ
た
と

言
え
る
な
ら

、

『
浮
雲
』

と

い
う
作
品

は
、
そ
れ

こ
そ
文
字

ど
お
り
に
近
代
文

学
の
始
発
を

担

っ
て
い
る

こ
と
を
証
明
出
来

る
か
ら

で
あ

る
。

二

 

『
浮
雲
』

と

い
う
小
説

は
、
単
純

に
そ

の
筋
を
説
明

し
て
し
ま

え
ば
、
文

三
の
免
職
と
い
う
文

三
を
取
り
巻
く
関
係
世
界

へ
の
衝

撃

に
、
文

三
の
閉
じ

こ
も

っ
た
園

田
家

の
二
階
と

い
う
空

間
が
軋

み
は
じ
め
る
な
か
で
、
文

三
の
お
勢

へ
の
期
待
と
そ

の
頓
挫
と

い

う
出
来
事
が
繰
り
返
さ
れ
る
事
態

を
描

い
た
も

の
だ
。

本
来
、

こ
の
小
説

は
ど
の
よ
う

に
終

わ
る
べ
き
な

の
だ
ろ
う
。

二
葉
亭

四
迷
は
、
第

二
篇

の
後

に
誉

れ
た
日
記

「
く
ち
葉
集

ひ

と
か
ご

め
」

に
第

三
篇

の
構
想

メ
モ
を
六
種
類
描

い
て
い
る
。
そ

の
う

ち
詳
し
く
描

い
て
あ
る
五
種
類

に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、

そ

れ
ぞ
れ

に
違

い
は
あ

る
が
、
共
通
す

る

の
は
、
文

三
が
金

に
困
る

こ
と
、

お
勢

は
本

田
昇

に
な
び
き
、
文
三
は
落
胆
し
て
し
ま
う

こ

と
、

で
あ

る
。

た
だ
、
結
末

は
揺
れ
が
あ
る
。
大
団
円
と
最
後

に

書

か
れ
て
い
る
の
が

二
つ
あ
り
、
文

三
が
失
望

の
余

り
狂

っ
て
し

ま

い
瘡
痕
病
院

に
入

っ
た
と

こ
ろ
で
終

わ
る
の
が

一
つ
、
そ
し
て

文

三
が
狂

っ
た
後
、
本

田
に
裏
切

ら
れ

た
お
勢

の
身

の
破
滅
を
描

く
も

の
が

二
つ
と

い
う
よ
う

に
、
終

わ
り
方

は
三

つ
の
パ
タ
ー

ン

が
あ

る
。
特

に
興
味
深

い
の
は
、
大
団
円

で
終
わ
る
終

わ
り
方

で

あ
る
。
そ

の
終

わ
り
の
と

こ
ろ
を
あ
げ

て
お
く
。
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第

二
十
回

あ
ひ

ふ
き



〈
第

二
十
回
〉
失
望

(虚
)
、
喧
嘩
、
酬
乱
獅
翫
以
紅
a
雄
健
雛
酎
ポ
髄
%

第
二
十

一
回

失
望

(実
)

親
子
喧
嘩
○
仲
裁

第

二
十
二
回

大
圏
圓

第

二
十

一
回

第

二
十

二
回

第

二
十
三
回

十

二
月
十

六
日

く
孫
兵
、

勢

と
あ

ひ

玉
き

の
さ
ま

十

二
月

一
七
、

八
、
九

日

子
喧
嘩

附
文

三
の

ら
霧
官
署

十

一
月
⊥
U
]八
日

⊥人
圃
口口
圓

大
失
望
V
本
多
お

昇
の
不
義
発
見
母

文

三
の
狂
気
や
お
勢

の
身

の
破
滅

に
な

っ
て

い
る
他

の

メ
モ
に

対

し
、

こ
こ
で
は
、

文

三
は
〈
江
⑦
の
言

言
〉
あ
る

い
は
〈
失
望
〉

と
書

か
れ

て
い
る
だ
け

で
あ
り
、

し
か
も
、
「
仲
裁
」
と
か

「
昇

の
不
義
発
見
」

と
か
、
あ

る
意
味

で
は
大
団
円

に
向

か

っ
て
も
お

か
し
く

は
な

い
筋
だ

て
で
あ
る

こ
と

に
注
意

し
た

い
。

こ
の
大
団

円

の
内
容
が
、
文

三
と
お
勢

の
結
婚
を
意
味
す

る
の
か
ど
う
か
は

分
か
ら
な

い
が
、
少
な
く
と
も
、
そ

の
大
団
円
と

い
う
用
語

か
ら

し
て
、
文

三
の
破
滅
や
そ
れ
と
バ
ラ

ン
ス
を
取

る
よ
う
な
お
勢

の

破
滅

で
終

わ
る
他

の

メ
モ
の
終

わ
り
方

と
較

べ
れ
ば
、
破
滅
的

で

な
く
、
む
し
ろ
円
満
解
決

に
近

い
も

の
と
考
え

る
こ
と

は
出
来

よ

う
。

と
す
れ
ば
、

二
葉
亭

は
、
文

三
の
狂
気

か
お
勢

の
身

の
破
滅

で

終

わ
る
悲
劇
型
と
、
大
団
円
で
終
わ
る
円
満
型

の
二
種
類

の
結
末

を
用
意

し
て

い
た
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
れ

は
何

を
意
味

す
る

の
だ

ろ
う

か
。

『
浮
雲
』

の
第

二
篇

ま
で
の

展
開

は
、
文
三

の
お

勢

へ
の
期
待

(
愛
あ
る

い
は
妄
想
〉
が
文

三
の
失
職
と

い
う
事
態

に
よ

っ
て
逆

に
増
幅
さ

れ
、
そ

の
期
待

の
頓
挫

と

い
う
事
態

の
繰

り
返
し
が
、
失
職
を
め
ぐ
る
人
間
模
様

(
課
長

・
本

田
対
文

三

・

山

口
)
と

し
て
も
あ

り
得

た
社
会
性

を
持

つ
テ
ー

マ
を
、
作

品
の

中

か
ら
お
し
の
け
て

い
く
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
物

語

の
展
開

の
主
調
音

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
、
文

三
の
期
待

と
挫
折

と

い
う
繰

り
返
し
を
支
え

て
い
る

の
が
、
文

三
が
自
分

の
閉
じ

こ

も
る

二
階

の
空
間

か
ら
出

て
い
け
な
い
、
と

い
う

こ
と
な

の
で
あ

る
。
筋

の
自

立
的
展
開
と

し
て
そ
の
終
わ
り
方
を
考
え
れ
ば
、
文

三
が
何
ら

か
の
形

で
そ

の
二
階

か
ら
出

て
い
く
時

こ
の
物
語

は
終

わ
る
、
と

い
う

こ
と
は
お
の
ず

と
想
像
出
来

る
。
問
題

は
そ
こ
か

ら

で
あ

る
。
空

間
の
構
図

で
処

理
す
れ
ば
、

二
階
を
降

り
れ
ば
、

そ

こ
に
は
園
田
家
の
家
庭
と

い
う
空
間
が
あ
り
、
そ

こ

へ
落

ち
着

く

こ
と
は
お
勢

と
の
結
婚
を
意
味

し
大
団
円
を
意
味
す
る
。
さ
ら

に
そ

こ
を
抜
け
て
、
文

三
を
ど

こ
か
で
拒
絶

し
て
い
る
世
間

へ
出

て
行
け
ば
、
文

三
の
敗
北

(
具
体
的

に
は
社
会

の
成
功
者

に
お
勢

を
取
ら
れ
る

こ
と
)

は
必
至
で
あ
り
、
結
末

は
悲
劇

と
な
る
。

二

葉
亭
も

こ
の
よ
う

に
考
え
た
。

い
や
考
え
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
。
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悲
劇

と
大
団
円
。

こ
の
両
極
端

な

二
つ
の
結
末

は
、

『
浮
雲
』

の

そ
れ
ま
で
の
展
開

の
帰
結

と
し
て
考
え
得

る
す

べ
て
で
あ

り
、

そ

れ
以
外

の
選
択

は
な

い
。

が
、
免
職

と
い
う
あ
ら

か
じ
あ
宿
命

の
よ
う

に
与

え
ら
れ

て
し

ま

っ
た
文

三
の
生

の
枠
組

み
が
、
な
か
な
か
出

て
い
け
な
い
二
階

の
空
間

の
自
閉
性
と
、
文

三
の
お
勢

へ
の
期
待
と
頓
挫

と

い
う
繰

り
返
し
を
保
証

し
て
い
た
の
で
あ

る
。

こ
の
保
証

は
ほ
と
ん
ど
文

三
の
生

の
枠
組

に
な

っ
て
お
り
、
そ
う
簡
単

に
は
、

つ
ま
り
、
た

だ
結
末

を

つ
け

る
と

い
う
よ
う

な
こ
と

の
た
め

に
は
、
文

三
は
こ

の
二
階

を
降

り
て
い
く
わ
け

に
は
い
か
な
か

っ
た
は
ず
だ
。
降

り

て
い
く
た
め
に
は
、
文
三
は
そ

の
自

分

の
拠

っ
て
立

つ
世
界

の
枠

組
を
ど

こ
か
で
打
破

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

と

い
う

こ
と

は
、

こ
の
小
説

を
あ

る
ト
ー

ン
で
支
配
す

る
言
表
そ
れ
自

体

の
設
定
を

言
表
自
身
が
破

る
と

い
う
突
出

を
持

つ
必
要
が
あ

る
。
従

っ
て
、

二
葉
亭

に
は
、
以
上

の
二

つ
の
選
択

は
所
詮
構
想
上

の

メ
モ
で
し

か
な
か

っ
た
。
〈
終

わ
り
∨
方

と

い
う
問
題

は
、
実
際

に

「
書
く

こ
と
」

の
な
か

で
生

じ
る
の
で
あ

る
。

だ
か
ら
、
「
書
く

こ
と
」

が
齎

し
た

一
つ
の
帰
結
と
し

て
、
未
完
と

い
う
問
題

は
問
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

小
森
陽

一
は

『
浮
雲
』

の
未
完

の
理
由

に

つ
い
て
次
ぎ

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。
二
葉
亭
が
第

三
篇

で
試
み
よ
う
と

し
た
こ
と
は
、

「
作
者

の
表
現
意

図
を
実
現
す

る

『
ひ
と

つ
の
声
』

を
も

っ
た
語

り
手

に
よ

っ
て
地

の
文
を
統

一
し
、

こ
の
作
品

に
く
終

わ
り
∨
を

与
え
る

こ
と

で
あ

っ
た
。
具
体
的

に
は
、
昇
と

お
勢

の

『
あ
ひ

入

き
』

の

『
事
實
』

を
、
文

三
に
受
け
と

め
さ
せ
る
こ
と
で
、
文

三

の
未
練

に
、
た
と
え
そ
れ
が

『
狂
気
』

と

い
う
形

を
と
ろ
う
と
も

終
止
符

を
う

つ
こ
と

で

あ

っ
た
。
」
が
、

お
勢
を
断

ち
切
る
た
め

に
は
、
自

己
の
徹
底

し
た
認
識

と
そ

の
自

己
認
識
を
攻
撃

の
対
象

と
す

る
よ
う
な
自

己
破
壊

の
言
葉
が
必
要
で
あ

る
。

二
葉
亭

は
文

三

に
そ
う

い

っ
た
自

己
認
識
を
与

え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
自
己
を

破
壊
す
る
よ
う
な
言
葉

を
生
み
出

せ
な

い
。

だ

か
ら
、

「
ひ
と

つ

の
声
」

の
語
り
手

は
、
妄
想

か
ら

の
決
別
と

い
う
く
終

わ
り
∨
を

(
2
)

賛
す

こ
と

は
出
来
な

か

っ
た
。

ま
と
め
れ
ば
以
上

の
よ
う

に
な
る
と
思
う
。

つ
ま
り
、

二
葉
亭

は
破
滅
と

い
う

『
浮
雲
』

の
当
然

の
結
末

に
向
か
う
は
ず
が
、
自

己

の
省
察
と
破
壊
と

い
う
表
現
上

の
認
識

に
至
ら
ず
、
妄
想
と

い

う
状
態

の
ま
ま

で
結
末
を
放
棄

せ
ざ

る
を
得
な

か

っ
た
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

こ
の
説
明

は
、

『
浮
雲
』

の

く
終

わ
り
V
方

の
分
析

と
し
て
は
も

っ
と
も
優
れ
た
も

の
で
あ

ろ
う
。
作
家

で
あ
る
二
葉

亭

の
創
作

の
事
情

か
ら

で
な
く
、
作
家

で
あ
り
な
が
ら
同
時

に
書

き
手

で
あ

る
二
葉
亭

の
表
現

へ
の
意
識
と
、
物
語

の
展
開
上

の
必

然
が

ク

ロ
ス
す

る
そ

の
地
点

か
ら
、
中
絶

の
事
情

を
説
明
し
よ
う

と
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ

の
意
味

で
か
な
り
触
発

さ
れ
た
の

だ
が
、

た
だ
、
若
干

の
疑
問
が
な

い
わ
け
で
は
な

い
。

と
い
う
の
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は
、
小
森
陽

一
は
、

『
浮
雲
』

は
、

文

三
の
破
滅

で
終
わ
ら
な
け

れ
ぽ

こ
の
小
説

に
ほ
と
ん
ど
〈
終

わ
り
〉

は
あ

り
得
な

い
こ
と
を

前
提

に
し
て
し
ま

っ
て

い
る
。

そ
う
判
断
し
て

い
る
の
は
、

「
く

ち
葉
集

ひ
と
か
ご

め
」

の
五
種
類

の

メ
モ
の
共
通
項
を
求
め
、

最
後

の
項
を
、
文

三
が
失
望

し
、

の
ん
だ
く
れ

に
な
り
、

は
て

は

「
気
違

い
」

に
な
る
こ
と
と
し
た
結
果
、
「
こ
の
場
面

こ
そ
、

い
ま

ま

で
続

い
て
き
た
文

三

の
お
勢

に
対
す

る
執
着

を
断

ち
切
り
、

同

時

に
第

二
篇

か
ら
導

入
さ
れ

た
、

昇
と
お
勢

の
恋

に
も
、

一
つ
の

結
末

を
与

え
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な

か

っ
た
。
」

と
判
断

し

て
し
ま

つ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
が
、
文
三

の
破
滅
と

い

う
共
通
項
が
、
果
し
て
結
末
と
し
て
思

い
描
か
れ
た
も
の
で
あ

る

か
ど
う
か

は
留
保
が
必
要

だ
ろ
う
。
と

い
う
の
は
、

二
種
類

の

メ

モ
に
は

「
大
団
円
」
と
記
さ
れ

て
い
る
か
ら

で
、
小
森
が
、

こ
れ

を
気

に
し
て

い
な

い
の
は
、
共
通
項

に
は
な
ら
な

い
と

い
う
よ

り

は
、
結

末
が
文

三
の
破
滅

や

「
気
違

い
」

に
よ

っ
て
お
勢

へ
の
執

着
を
断
ち
切

る
と

こ
ろ
に
あ
る
と

い
う
小
森
自
身

の
〈
終

わ
り
〉

方

へ
の
判
断

に
合

わ
な

い
か
ら
で
あ

る
と
思

え
る
。
確

か

に
、

お

勢
を
断

ち
切

る

こ
と

は
文
三

の
妄
想

の
決
着

の
付
け
方

で
あ
り
、

文
三
を
中

心
と
し
て
展
開
す

る
人
間
関
係

の
ド
ラ

マ
の
終
結

で
は

あ

る
。

し
か
し
、
そ

の
こ
と
が
そ

の
ま
ま
、
小
説

の
∧
終

わ
り
∨

方
だ
と
す
る
氏
の
考

え
方

に
は
や
や
抵
抗
を
感

じ
る
。

二
葉
亭

が

構

想

メ
モ
で
想
定
す

る
破
滅
が
果

し
て
氏

の
言
う

「
自
己

の
省
察

と
破
壊
」
と

い
う
認
識

に
至

る
も

の
な

の
か
ど

う

か

は

疑

わ

し

い
。

む
し
ろ
、・
二
葉
亭

は
、
文

三
を
中

心
と
し
た
関
係

の
膠
着
状

態

の
打
破

の
た

め
に
、
構
想

メ
モ
で
は
、
実
母

の
厄
難
、
家
長

で

あ
る
孫
兵
衛

の
帰
宅
と

い

っ
た
外
因
的
要
素
を
取
り
入
れ

る

こ
と

で
、
破
滅
あ

る
い
は
大
団
円
と

い
う
強
引

な
結
着
を
外
側

か
ら

つ

け
よ
う
と
し
て
い
た
と
見

る
方
が
自
然

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

む

し
ろ
、
小
森

の
〈
終

わ
り
〉
方

へ
の
判
断

は
、
近
代
文
学

に

お
け

る
近
代
的
主
体

の
確

立

の
問
題
と
し
て
読
む

べ
き

で
あ

る
。

っ
ま
り
、

こ
の
よ
う

に
終

わ
ら
な
け
れ
ば
、

こ
の

『
浮
雲
』
と

い

う
小
説
も

二
葉
亭
も
救

わ
れ
な

い

と

い
う

く
読

み
V
が

齎

し
た

〈
終
わ
り
〉

へ
の
判
断

で
あ

る
と
思
う
。
無
論
、
そ

こ
に
は
、
あ

る
種

の
カ
タ
ス
ト

ロ
フ
ィ
を
求

め
る
読

み
手

か
ら
の
視
線

も
加

わ

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
考

え
れ
ば
、

「
『
浮
雲
』
が
∧
中

絶
∨
す

る
過
程

は
、
創
作
主
体
が
、
書

く
行
為

と
書

か
れ
た
言
葉

の
機
能

を
深
く
意
識
化
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
小
説
世
界

を
構
成

す

る
よ
う

に
な
る
表
現
史
上

の
転
換
を

は

っ
き
り
と
示
す
、

一
つ

の
事
件

で
あ

っ
た
。」

と

い

っ
た
全
く

正
し
い
分

析

が

な
さ
れ
て

い
る

こ
と

に
合
点
が

い
く

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
近
代
文

学

に
お

け
る
主
体
と

は
、
「
書

く

こ
と
」

に

お

い
て

言
語
表
現

に
翻
弄
さ

れ
な
が
ら
も
、
そ

の
揺

れ
動
く
意

識
そ
の
も

の
を
自
覚
的

に
所
有

し
よ
う
と
し
た
存
在
だ
か
ら

で

あ
る
乃
だ

か
ら

、
「
書
く

行
為
と

書

か
れ
た
言
葉

の
機
能

を
深
く
意
識
化
す

る
」

こ
と

に
な

っ
た
。
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そ
し

て
、
そ
れ

は
、

二
葉
亭

の
場
合

は
、
も
う
書

け
な

い
と

い
う

事

態

の
出
現

の
意
識
化
で
あ

っ
た

ろ

う
。

そ

こ
で
く
中
絶
∨
と

い
う
問
題
が
出

て
来

る
の
だ
が
、
そ

こ
ま
で
言
え
ば
、
そ

の
く
中

絶

V

は
す

で
に

一
種

の
〈
終

わ
り
〉
と
言

っ
て
い
い
の
で
は
な

い

か
。本

当

は
、

『
浮
雲
』

の
未
完

と

い
う

出
来
事

に
、
わ
た
し
た
ち

は
そ
れ

ほ
ど
右
往
左
往
す
る
べ
き

で
は
な

い
の
か
も
知
れ
な

い
。

何
故

な
ら
、

そ
れ
は
そ
れ

で

一
つ
の
帰
結

で
あ

る

に
は
違

い
な

い

か
ら
だ
。
む
し
ろ
、
十
川
信
介
が

「
構
想

ど
お
り
に
第

三
篇
が
完

結

さ
れ

た
と
す
る
と
、
そ
れ

は
非
常

に
奇
妙

な
、
現
在

の
姿

よ
り

さ
ら

に

つ
ぎ

は
ぎ

だ
ら
け

の
感

じ
を
与
え
た

に
相
違
な

い
。

そ

の

く

い
違

い
を
知
り

つ
つ
、

こ
の

『
つ
ま
ら
ぬ
』

小
説

に
結
末
を

つ

け
る

こ
と
は

『
正
直
』

な

二
葉

亭

に
は
不
可
能

な

こ
と
で
あ
り
、

も

は
や
そ
れ
だ
け

の
情
熱

は
な

か

っ
た
。
逆
説
的

に
い
え
ば

『
浮

(
3
)

雲
』

は
中
絶
す

る
こ
と

に
よ

っ
て

『
完
結
』
す

る
。」

と
言

っ
て
い

る
こ
と

の
、
『
浮
雲
』
は
中
絶
す
る

こ
と

に
よ

っ
て

「
完
結
」
す

る

と
い
う
逆
説
的

言
い
方
が
正
し

い
気
が
す

る
。

た
だ
、

二
葉
亭

の

書
く

こ
と

の
続
行

不
可
能

さ
を
、

『
浮
雲
』

の
勝
手
な

成
長
が

二

葉
亭

の

「
正
直
」

と

い
う
思
想
的
生
き
方

か
ら
逸
脱
し
て
し
ま

っ

た
か
ら
と
説
く

こ
と
に
は
留
保

を

つ
け

た
い
。
何
故
な
ら
、

二
葉

亭

の
結
末
が

つ
け
ら
れ
な

い
と

い
う

「
書

く

こ
と
」

の
問
題

は
、

二
葉
亭

の
側

の
生
き
方
だ
け

に
帰

せ
ら
れ
る
べ
き

で
は
な
く
、

言

語
表
現

の
側
が

二
葉
亭
を
翻
弄
し
た
そ

の
結
果
と
し
て
も
あ
る
か

ら

で
あ

る
。
書

き
手
と

し
て
の
二
葉
亭

は
、
そ

の
文
体

や
、
小
説

の
展
開

に
お
い
て
読

み
手
と

の
共
有

し
た

コ
ー
ド

に
制
約
さ
れ
る

「
語
り
手
」

で
あ
る
が
、
新
し

い
小
説
を
目
指

し
た
創
作
上

の
主

体

(
作
家
と
呼

ん
で
お
く
)

で
あ
る
二
葉
亭

と
は
当
然
ず
れ
て

い

く
。
そ

の
く
ず
れ
∨
は
、
思
想

家

二
葉
亭

の
生
き
方

に
あ

る
も

の

で
は
な
く
、

あ
く
ま

で
も
言
語
表
現
そ

の
も

の
の
く
差
異
V

に
囚

わ
れ
る
か
囚
わ
れ
な

い
か
と
い
う
問
題
と

し

て

あ

る
。

二
葉
亭

は
囚

わ
れ
、

そ
し
て
囚
わ
れ
る
こ
と
の
な
か

で
、
小
説

の
く
終

わ

り
V
方
と

い
う

テ
ー

マ
に
直
面

し
て

い

っ
た

は
ず
だ
。

こ
こ
で
、

中
絶

に
し
ろ
く
終

わ
り
∨

を
用
意

し
た
の
は
、

む
し
ろ
言
語
表
現

の
側

で
あ

る
。

二
葉
亭
が
そ
れ
を
追
認
し
た
か
ど
う
か
は
こ
こ
で

は
問
題

で
は
な

い
。
む

し
ろ
言
語
表
現

の
側

に
翻
弄
さ
れ
る
二
葉

亭

の
言
語
表
現

こ
そ
が
問
わ
れ

る
べ
き
だ

ろ
う
。
そ

し
て
、

た
ぶ

ん
、
そ

こ
に
あ

る
種

の

コ
ー
ド
と
し
て
の
〈
終

わ
り
〉
が
見

い
だ

せ
る
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
、
『
浮
雲
』

の
文

の
何

か
が
、
読

み

手

の
側
と
共
有
す

る
物
語

の
∧
終

わ
り
∨
方

へ
の
普
遍
的

コ
ー
ド

に
引

っ
掛

か

っ
て

い
る
か
ら

だ
。
問
題

は
、

そ
の
何

か
で
あ

る
。

三

 

物
語

は
ど

の
よ
う

に
終
わ
る

の
が
理
想
な

の
だ

ろ
う
。

い
や
、

そ
も
そ
も
∧
終

わ
り
〉
と

は
何

な

の
だ

ろ
う
。

こ
こ
で
小
説
と
言
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わ
ず
物

語
と
言
う

の
は
、
本
来
∧
終

わ
り
V
が
様
式
と
し
て
必
要

と
さ
れ
る

の
は
物
語
だ
か
ち
だ
。
物
語
と

は
、
言
語
表
現
が
、
神

話
な

り
、
伝

承
な
り
、
あ
る

い
は
創
作
さ
れ
た
話
な
り
を
と
お
し

て
、
あ

る
世
界

を
現
前
さ

せ
よ
う
と
い
う
働
き

そ
の

も

の

で

あ

る
。
そ
れ
を
物
語
と
言
う

の
は
、

そ
の
現
前
と

い
う
働
き
が
、
恐

ら
く

は
最

も
古

い
神
話

の
語
り
か
ら
近
代

の
小
説

の
活
字

に
よ
る

表
現

に
い
た
る
ま
で
、
貫

か
れ
た
不
変

の
働
き

と
し
て
見

い
だ
せ

る
か
ら
だ
。

そ

の
時

の
世
界

と
は

こ
の
世
な
ら
ざ

る
世
界

と

い

っ

て

い
い
は
ず

で
、
従

っ
て
、

一
貫

し
た
物
語

の
働
き
と

は
、

言
語

表
現
だ
け
が

可
能

に
す
る
、

こ
の
世
な
ら
ざ

る
世
界
と

の
往
還

の

実
現
と

で
も
言
お
う

か
。
物

語
は
多
く

の
場
合
語

り
手

に
よ

っ
て

語
ら
れ
る
も

の
で
あ

り
、

語
り
手

に
よ

っ
て
こ
の
世
な
ら
ざ

る
世

界
が
眼
前

に
現
出

さ
れ
る
も

の
だ

っ
た
。
文
字

に
よ
る
表
現

で
も

本
質
的

に
は
変

わ
ら

な
い
。

こ
こ
で
は
、
文
体

や
、
構
成
を
統
括

す

る
意
識
そ

の
も

の
が
、
語
り
手

の
機
能

と
重
な
る
の
で
あ
る
。

何
故
、
作
家

で
な
く
語
り
手
な
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
物
語

は
繰

り
返
さ
れ
る
か
ら
だ
。
同

一
の
あ

る
い
は
同
種

の
物
語
が
何

度

も
何
度

も
繰

り
返

し
現
前
さ
れ
る
か
ら

で
あ

る
。
そ

の
繰

り
返

し

に
耐
え
ら
れ
る
物
語

の
担

い
手

は
語
り
手
以
外

に
は
い
な

い
。

何
故
な
ら
、
繰

り
返
し
と

は
、
歴
史
的
時
間

の
な
か
で
同
質

の
時

間

を
繰

り
返
す
共
同
体
社
会

の
存
在

に
よ

っ
て
可
能

と
な
る
の
で

あ

り
、
語
り
手
と
は
、
そ

の
共
同
体
社
会

の
起
源

か
ら
共
同
体

の

由
来

や
共
同
体

を
訪
れ

る
神

を
そ
し
て
共
同
体

の
外
部

で
あ

る
異

界

を
特
権
的

に
語

り
続
け

て
来

た
も

の
に
ほ
か
な

ら

な

い

か
ら

だ
。
言

わ
ば
、

こ
の
世
な
ら
ざ

る
世
界

と

の
往
還

の
ノ
ウ

ハ
ウ
を

か
な
り
確

か
に
遺
伝
子

に
組
み
込

ん
だ
も

の
達
な

の
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
何
度

で
も
繰

り
返
す

こ
と
が
出
来
る
。
作
家

に
そ
ん
な

マ

ネ

は
出
来
な

い
。

そ
も
そ
も
、
作
家

は
、
物
語
が
そ
れ
ま
で
の
共

同
体
社
会

の
繰

り
返

し
の
必
然

に
耐

え
ら
れ

な

く

な

っ
た
と
き

に
、

そ
の
存
在
を
表
す

の
だ
か
ら
で
あ

る
。
が
、
作
家
が
表
ざ

た

に
な

っ
た
場
合

で
も
、
そ
れ

で
も
や

は
り
語
り
手
が
消

え
る
わ
け

で
は
な

い
。
そ
れ

は
、
繰
り
返
さ
れ

る
物
語
が
、
大
き

な
歴
史
的

時
間

の
変
遷

に
巻
き
込
ま
れ
た
と

い
う

こ
と
で
あ

っ
て
、
語

り
手

の
こ
の
世
な
ら
ざ

る
世
界

の
現
前

の
さ

せ
か
た
、
あ
る

い
は

こ
の

世
な
ら
ざ

る
世
界

の
質
そ

の
も

の
が
変
遷
し
て

い
く
と

い
う

こ
と

に
過
ぎ
な

い
か
ら
で
あ

る
。
作
家
が
問
題

に
な
る
近
代
小
説

で
あ

っ
て
も
、
物
語

の
働
き

は

一
貫

し
・て
い
る
の
で
あ

る
。

が
、
読

み
手

に
と

っ
て
そ
ん
な
作
家

の
存
在

は
ど
う

で
も

い
い

こ
と
だ
ろ
う
。
問
題

は
、
あ
る
物
語
を
読

む
こ
と

の
感
動

と
い
う

の
は
、
そ

の
物
語
を
読

み
終

え
た
と
き
、

そ
の
物
語
が
ま
た
繰
り

返
し
現
前
さ
れ
る
物
語
と
し
て
読

み
手

の
中

に
深
く
入
り
込

ん
だ

か
ど
う

か
な

の
だ
。
四
方
田
犬
彦

は

二

股

に
人
が
作
品

か
ら
作

品

へ
と
、
物
語

か
ら
物

語

へ
と
、
新
奇
趣
味

に
駆
ら
れ
て
忙

し
げ

に
視
線
を
移
動
さ
せ
る
と
き
、
語
り

q
に
操
作
さ
れ

る
ま
ま

に
心
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理
駒
栄
決
定
感

に
我
を
忘
れ
、
結
末

に
到
達

し
て
よ
う
や
く
浄
化

を
体
験
す

る
と
き
、
そ

こ
で
読

ま
-れ
て
い
る
の
が
、
真
実

に
複
数

の
多
様
な
物

語

で
あ
る
と

い
う
保
証

は
ど

こ
に
も
な

い
。
複
数

の

物
語

に
対
応
し
て
、
頑
強

で
単

一
の
読
書
行
為
だ
け
が
存
在

し
て

い
る
の
で
あ

っ
て
、
過
言
を
恐
れ
ず

に
い
う
な
ら
ば
、
深

い
意
味

で
同

一
の
物
語
だ
け
が
循
環

し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
減
ご

と
述

べ
て
い
る
。

ま
さ

に
四
方

田
の
言
う
通
り

で
あ

っ
て
、
読
書

に
よ
る
物
語
体
験

と

は
、

つ
き

つ
め
れ
ぽ
、
繰

り
返
し

の
同

一
性

を
感

じ
取
れ

る
か
ど
う
か
な

の
だ
と
言
う

こ
と
が
出
来

よ
う
。
そ

れ
は
、
恐
ら
く
、
感
動

と

い
う
読
書
体
験

の
起
源
が
、
異
界
と
共

存

し
て

い
た
共
同
体
社
会

の
な

か
で
の
気

の
遠
く
な
る
よ
う
な
生

の
営

み
の
繰
り
返
し

に
あ

る
か
ら
だ
。
そ

こ
で
の
こ
の
世

な
ら
ざ

る
世
界
と

の
往
還

の

リ
ア

ル
さ

の
記
憶

は
、

『
遠
野
物
語
』

に
深

く
心

を
動

か
さ
れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
も
分
か
る
よ
う

に
、

い
ま
だ

に
色
あ

せ
て
お
ら
ず
、
,現
在

に
お

い
て
さ
え
物
語
を
読
む

た
び

に

再
現

さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ

る
。

三
谷
邦
明

は
、

散
文
小
説

は

「
過
去
」
形

式

の
文

学
で
あ

り
、

物
語
が

「
昔
～
け
り
」

で
終
わ

る
の
と
同
様

に
、
小
説

も

「
過
去
」

(5
)

の
時
制

で
統

一
さ
れ
る
と
述

べ
て
い
る
。
そ

の

「
過
去
」
と

は
文

法
的

な
意
味

で
の
過
去

で
は
な
く
、
〈
虚
構
∨
と

い
う
異
郷

に
読

者

を
導
く
役
割
を
担

っ
て
い
る

と
す

る
。

そ
し
て
、

『
浮
雲
』
が

「
た
」

と

い
う
過
去
形

に
よ

っ
て
繰

り
返
さ
れ

る
よ
う
な
文
体

を

創
出
し
た
と
き
、
近
代

の
小
説
が
完
成

し
た

の

だ

と

述

べ
て

い

る
。

こ
の
三
谷

の

「
過
去
」

の
時
制

の
考
え
方

は
、
物
語

の
本
質

が
ま
さ

に
繰
り
返
し

に
耐
え
う
る
同

一
性

に
あ

る
こ
と
を
説
明

し

て
く
れ
る
だ

ろ
う
。

つ
ま
り
、

三
谷

の
言
う

「
過
去
」

と
は
現
在

と

い
う
次
元

か
ら

の
ず
ら

し
で
あ

っ
て
、
物
語
が
異
郷

に
属
す

る

の
を
明
か
す

こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
現
在

の
も

の
で
な

い
こ
と

に
よ

っ
て
、

こ
の
世

に
繰
り
返
し
再
現
さ
れ
る
こ
と
を
可
能

に
す

る
も

の
な

の
だ
。
そ
し
て
、
近
代

の
小
説
も
ま
た
そ

の
ず
ら

し
と

し
て
の

「
過
去
」
を
持

っ
た
と
す
る
指
摘

は
重
要

で
あ
る
。
そ
れ

は
、
言

い
換

え
れ
ば
、
古
代
後
期

の
物
語

の

「
昔
～
け
り
」

と
い

う
繰
り
返
し
の
同

一
性
を
可
能

に
す

る
文
体

は
、
近
代

の
小
説

の

な

か
で
も
ま
た
形
を
変
え

て
貫

か
れ
て

い
る
と

い
う

こ
と
を
語

っ

て
い
る
か
ら
だ
。

さ

て
、

こ
の
よ
う

に
、
物
語
を
読
む

こ
と
を
、
繰

り
返
し

に
耐

え
ら
れ
る
同

一
性

を
感

じ
と
れ

る
か
ど
う

か
と

い
う
問
題
と
し
て

考
え
た
と
き
、
物
語

の
〈
終

わ
り
〉
と
は
何
だ

ろ
う
。
,

物
語

の
く
終

わ
り
∨
と

は
た
ぶ

ん
に
物
語

の
く
始
ま

り
V

で
は

な

い
だ
ろ
う

か
。

つ
ま
り
、
〈
終

わ
り
V
が
物

語

の
次

の
繰

り
返

し
の
き

っ
か
け

に
な
れ
る
か
ど
う
か
と

い
う

こ
と
、
言

い
換

え
れ

ば
、
繰

り
返

し
に
耐
え
ら
れ

る
同

一
性

に
読
み
手
が
触
れ
る

こ
と

が
出
来
れ
ば
、
そ
れ

は
く
終

わ
り
V

な
の
だ
と
言
え
な
い
だ

ろ
う

か
。
た
だ
、
物
語

に
は
様
式
が
必
要
だ
。
そ

の
様
式

こ
そ
が
具
体
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的

に
〈
終

わ
り
〉
を
担
う

は
ず
だ
か
ら

で
、
繰

り
返
さ
れ

る
物
語

の
働
き

は
、

こ
の
様
式

の
出
来

不
出
来

に
か
か

っ
て
い
る
と

い

っ

て
も

い
い
。
そ
れ
な
ら
、
〈
終
わ
り
〉

の
様
式
と

は
何

か
。
そ
れ

は
、
恐
ら
く

は
象
徴

的
な
く
死
∨
あ

る
い
は
∧
再
生
∨
と

い
う

よ

う
な

こ
と
。

つ
ま
り
物

語

に
引
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
く
浄
化
V

で
あ
る
よ
う
な
様
式

だ
と
考

え
る
。
少
な
く

と
も
、
近
代
以
前

こ

の
様
式

は
は

っ
き

り
と
機
能

し
て
い
た
。

物
語

に
読

み
手
が
没
入
す

る
起
源

は
、

死
と
再
生
、

あ
る

い
は

こ
の
世
と
あ
の
世
と

の
往
還

を
体
験
す
る

こ
と
だ

っ
た
と
言

っ
て

い
い
。

と
す
る
な
ら
、
死
と
再
生
あ

る
い
は
再
生

と
死
と

の
接
点

こ
そ
が
〈
終

わ
り
〉

の
タ
イ

ミ
ン
グ
で
あ
る
。
〈
終
わ
り
∨

と
し

て
の
死
を
華

々
し
く
演
じ

る
近
松

の
心
中
も

の
に
観
客
が
涙

を
絞

っ
た
と
き
、

そ

こ
に
は
浄

化
と
再
生
が
信
じ
ら
れ
て

い
た
。

だ
か

ら
、

こ
の
死

は
何
度

で
も
体
験

し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
も

の
だ

っ

た
。
そ

こ
に
繰

り
返

し
に
耐
え
る
近
松

の
物
語

と
し
て
の
普

遍
性

が
あ

り
、
主
人
公
達

の
死
が
浄
化

で
あ

る
よ
う
な
く
終
わ
り
V
方

が
、
確
固

た
る
様
式
と

し
て
絶
妙

の
タ
イ

ミ
ン
グ
で
用
意

さ
れ
て

い
た
の
で
あ

る
。

そ
し
て
、

さ
ら

に
、

主
人
公
達
が
苦
難

を
経
て

大
団
円

に
流
れ
込
む
物
語
が

一
方

に
あ

る
。

そ

こ
で
は
、

ま
さ

に

再
生

と
死

の
接
点

に
く
終
わ

り
V

の
タ
イ

、ミ
ソ
グ
が
あ

る
。
〈
終

わ
り
〉

の
様
式

は
再
生

と
し
て
の
大
団
円
そ
の
も

の
で
あ
る
が
、

で
も
、
様
式

で
あ

る
が
故

に
、

そ
の
幸
福

は
死
と

い
う
予
感

に
す

で
に
彩
ら
れ
、
死

か
ら
再
生
と

い
う
苦
難
が
ま
た
何
度

で
も
繰

り

返
さ
れ
る

こ
と
を
告
げ

て
、
物
語
そ

の
も
の
を
成
立
さ
せ
る
の
で

あ

る
。

つ
ま
り
、

こ
の
∧
終

わ
り
〉

の
様
式
性

は
、
物
語

の
繰

り

返

し
を
保
証

し
、

同

一
性

を
確
保
す
る
、
物
語

の
根
幹
な

の
だ
と

考
え

る
こ
と
が
出
来

る
。

近
代

の
物
語
す

な
わ
ち
小
説
が
失

っ
た
最
大

の
も

の
は
こ
の
様

式
と

し
て
の
く
終

わ
り
V
方
だ

っ
た
。

言

い
換
え
れ
ば
く

死
∨
や

く
再
生
∨
と

い
う

コ
ー
ド
を
失

っ
た
。

つ
ま
り
、
近
代

で
は
、
小

説

の
主
人
公
達

は
劇
的
な
運
命

に
翻
弄
さ
れ
な
く
な

っ
た
。
〈
終

わ
り
〉

と
し
て
の
死
も
再
生
と
し
て
の
大

団
円
も
だ
か
ら
成
立

し

が
た
く
な

っ
た
。
読

み
手

に
と

っ
て
、
主
人
公
達

の
死
も
再
生
も
、

次

の
繰

り
返

し
の
き

っ
か
け
と
し
て
は
受
感

さ
れ
な
く
な

っ
た
の

で
あ

る
。
そ

の
背
景

に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
共
同
体
社
会

の

崩
壊

と
い
う
時
代

の
現
実

が
あ

っ
た
ろ
う
。

そ
う

い

っ
た
現
実

の

な
か

で
、
読
み
手

の
感
動

の
質

は
新

た
な
繰

り
返

し
の
き

っ
か
け

を
求
め
た
は
ず

で
あ
る
。

近
代

に
な

っ
て
作
家
が
登
場
し
た
の
は
、

こ
の
よ
う

に
基
盤
と

し
て
の
共
同
体
社
会

を
失

い

つ
つ
あ

る
語
り
手
達

の
不
能

さ

に
理

由
が

あ

っ
た
。

し
か
し
、
作
家
と

は
、
読
み
手

に
と

っ
て
リ

ア
ル

な
語

り
を
齎
す
た
め

の
仮

の
名

に
過
ぎ
な

い
。
作
家

は
、

や
は

り

語

り
手

を
介
さ
な

い
と
自

分

の
あ
る
い
は
新

し

い
時
代

の
物
語
を

表
現

で
き

な
い
。
安
易

に
旧
来

の
語

り
手

に
乗

っ
か

っ
た
小
説

は
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こ
と
ご
と
く

失
敗

し
た
。
例
え
ば

『
当
世
書
生
気
質
』
の
よ
う

に
。

つ
ま
り
、
問
題

の

一
つ
は
、
次

の
繰

り
返

し
の
き

っ
か
け

を
ど
う

齎

す
か
だ
。
そ
れ

は
、
畢
寛
〈
終
わ
り
〉

の
成
立

に
か
か

っ
て

い

る
。

が
、
す

で
に
そ
れ
ま

で
の
く
終

わ
り
V

の
様
式
を
踏
襲
す

る

わ
け

に
は
い
か
な

い
の
で
あ
る
。
新

し
い
く
終

わ
り
V
方

と

は
何

か
。
作
家
が
作
家

で
あ

る
条
件
と

は
そ
れ

に
悩
む

こ
と

で
あ

っ
た

と
言

っ
て
も
よ

い
。
例

え
ば
、
森
鴎
外

は
次

の
よ
う

に
悩

ん
だ
。

森
鴎
外

は
、

歴
史
離
れ
を
試
み
る
小
説
と
し

て

「
山
椒
×
夫
」

を
書

い
た
が
、
そ

の
く
終

わ
り
V
を
変

え
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
。

こ
の
よ
く
知
ら
れ
た
物
語

の
結
末

の

一
つ
に
、
安
壽

と
厨
子
王
を

虐
待

し
た
山
椒
大
夫

一
族

の
処
遇
が
あ
る
。
鴎
外

の
「
山
椒
大
夫
」

で
は
、

山
椒
大
夫

に
は
替

め
は
な
く
。

む
し
ろ
奴
脾

を
解
放

し
家

は
栄
え
た
と
あ

る
の
で
あ
る
。

こ
れ

は
、
「
説
教
節
」
の

「
山
椒
大

夫
」

と

は
大
分
違

っ
て
い
る
。
東
洋
文
庫

の

「
説
教
節
」

で
は
、

山
椒
大
夫

は
、
首
を
残

し
て
穴

に
埋

め
ら
れ
、
大
夫

の
三
男

に
竹

鋸

で
首
を
引

か
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
鋸

を
引
く
と
き

の
地

の

文

に

「
一
引
き
引
き

て
は
千
僧
供
養
、

二
引
き
引
き

て
は
万
僧
供

養
、
え

い
さ
ら
え

い
と
引
く
ほ
ど

に
、
百

に
余

り
で

六

つ

の

と

き
、
首

は
前

に
ぞ
引
き
落
と
す
」

と
あ

る
。

こ
れ
は
あ
き
ら
か

に

語

り
手

に
よ
る
鎮
魂

の
謡

い
に
な

っ
て

い
る
。

こ
こ
で
鎮
魂

さ
れ

る
の
は
、
物

語
の
な
か
で
非
業

の
最
後
を

遂

げ

た

安
壽

で
あ
ろ

う
。

つ
ま
り
、
本
来

の
物
語

で
は
、
山
椒
大
夫

は
最
も
残
酷

な
方

法

で
殺
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
鴎
外

は
山
椒
大
夫

の
死
を
避
け
た

の
で
あ

る
。

こ
れ
は
、

こ
の
物
語

の
物
語
と
し
て
の
働
き

を
ほ
と

ん
ど
否
定
す

る
改
作
だ
と
考

え
て
も
よ
い
。
何
故
な
ら
、
山
椒
大

夫
が
残
酷

に
殺

さ
れ

る
か
ら

こ
そ
、
安
壽

の
死
は
浄
化
さ
れ
る
か

ら

で
あ
る
。

そ

の
死
と
浄
化

と
の
関
係

に
、
物
語

に
没
入
し
て
い

た
読

み
手

は
、
自

分
の
死
と
浄
化
を
体
験

し
、
そ
し
て
そ

の
体
験

が
次

の
繰

り
返
し

の
き

っ
か
け

に
な

る
こ
と
を
感

じ
と
る
の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、
山
椒
大
夫

の
残
酷
な
死
は
、
様
式

と
し
て
の
〈
終

わ
り
〉

で
あ

っ
て
、

そ
れ

に
よ

っ
て
こ
の
物
語

は
繰

り
返

し
語
ら

れ

る
同

一
性
を
確
保
す

る
の
で
あ
る
が
、
鴎
外

は
改

作

に
よ

っ
て

全
く
そ

の
様
式
と

し
て
の
〈
終

わ
り
〉
方
を
無
視

し
た
こ
と

に
な

る
の
だ
。

鴎
外

は
改
作

の
動
機

を

「
歴
史
其
儘

と
歴
史
離

れ
」

で
述

べ
て

い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
歴
史
小
説

で
歴
史

の

「
自
然
」

に
縛

ら
れ
る
の
を
嫌

い
、
歴
史
離

れ
し
た
さ

に

「
山
椒
大

夫
」
を
書

い

た
と
言
う
。
が
、

そ
の
自
由

な
歴
史
離

れ

の
書
き
方

と
は
、
原
物

語

の
持

つ
不
自

然
さ
を
排
し
て
、
合
理
的

な
小
説

に
仕

立
て
る
こ

と

で
し
か
な
か

っ
た
。
安
壽

と
厨
子
王

の
年
齢
が
原
作

で
は
幼
す

ぎ

る
と
し
て
そ

の
年
齢
を
引
き

上
げ

る
と

い
う

よ
う
な
改
作
を
し

た

こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
だ
が
、
山
椒
大
夫

の
残
酷
な
死
を
何
故

書

き
換

え
た
の
か

に
つ
い
て
は
直
接

に
は
触

れ
て
は
い
な

い
。
た

だ
、

「
伝
説
が

人
買

の
事

に
関

し
て
い
る

の
で
、
書

い
て
ゐ
る
う

娼



ち

に
奴
隷
解
放
問
題
な
ん
ぞ

に
触
れ

た

め

は

已
む

こ
と
を
得
な

い
。
L
と
述
べ
て

い
る
よ
う

な

こ
と

は
、

結
末

の
改
変

の
事
情
を

(6
)

語

っ
て

い
る
と
見

て
い
い
。

つ
ま
り
、
奴
隷
解
放

の
実
現
と

い
う

社
会
的

な
テ
ー

マ
が
、
自
分

の
小
説

の
中

に
入

り
込

ん
だ

こ
と
を

語

っ
て

い
る
の
だ
が
、
山
椒
大

夫

の
命
を
助
け
る
代

わ
り

に
奴
隷

を
解
放

さ
せ
る
と

い
う
よ
う

に
、

そ

の
テ
ー

マ
の
実
現
を
〈
終

わ

り
〉

に
反
映

せ
ざ

る
を
得
な

か

っ
た
、
と

い
う

こ
と
で
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
、
奴
隷
と

い
う
深
刻
な
社
会
問
題
が
あ

る
限

り
、

こ
の
テ

ー

マ
の
実
現
と
し
て

の
〈
終
わ
り
〉

は
、

こ
の
小
説

の
物
語
性
が

ま
た
繰

り
返
さ
れ
る
き

っ
か
け

に
な
る
と
判
断

し
た
の
で
あ

る
。

こ
の
鴎
外

の
〈
終

わ
り
〉
方

の
処
理
は
、
あ
る
意
味

で
は
最

も

近
代
文
学
ら
し

い
く
終

わ
り
V
方

で
あ
る
と
言

っ
て

い
い
か
も
知

れ
な
い
。

と

い
う
の

は
、
物
語

の
様
式
と

し
て
の
主
人
公
達

の
死

と
再
生

は
、
社
会

そ

の
も
の
の
死
と
再
生
と

い
う

テ
ー

マ
に
た
く

み
に
す

り
替
え
ら
れ
て

い
る
か
ら

で
あ

る
。
無
論
、
そ

の
す
り
替

え
に
は
、
読

み
手
達

に
、
感
性

の
基
盤

で
あ
る
共
同
体
社
会

は
す

で
に
な
く
、
新

た
な
運
命
共
同
体

と
し
て
の
近
代
社
会

を
感
性

の

基
盤

に
す
る
よ
う

に
と

い
う
、
啓
蒙
者
あ
る

い
は
イ
デ

オ
ロ
ー
グ

と

し
て
の
語

り
手

の
説
得
が
あ

る
。
鴎
外

は
イ
デ

オ

ロ
ー
グ
と

し

て
の
語
り
手

に
は
安
易

に
乗
ら
な

か

っ
た
が
、
近
代

の
多
く

の
作

家

は
、

こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ

ロ
ー
グ
と
し
て
の
語
り
手

に
全
面
的

に
寄
り
添

い
、
啓
蒙
的

に
社
会
変
革

の
実

現

を

物
語

の
く
終

わ

り
V
と
し
て
説

い
た
の
で
あ

る
。

し
か
し
、
鴎
外

の

「
山
椒
大
夫
」
が
あ

ま
り
面
白
く
な

い
よ
う

に
、

こ
う
し
た
イ
デ

オ

ロ
ー
グ
の
語

り
手

に
よ
る
小
説

は
あ
ま
り

面
白
く
な

い
。
そ
れ

は
、
基
本
的

に
、
繰

り
返
し

に
耐
え

る
同

一

性
と

い
う
も

の
が
、
読

み
手

の
自

然
な
感
性

の
な
か
に
確
保
さ
れ

て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
作
家

の
観
念

の
な
か

に
確
保
さ
れ
た

一

種

の
様
式
的
な
も

の
に
過
ぎ
な

い
か
ら

で
あ

る
。
だ

か
ら
、

そ
の

小
説

は
、
ど

こ
か
で
読

み
手
を
強
要

し
て
い
る
。

し
か
し
、
す
な

お

に
、
物
語

の
面
白
さ
と

は
何
か
と

い
う

よ
う
な
問

い
に
戻

る
な

ら
、

こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ

ロ
ー
グ
と

し
て
の
語
り
手

に
寄
り
添
う

こ
と

は
出
来
な

い
。
と
す

る
な
ら
、
ど
う

や

っ
て
、
繰
り
返
し
に

耐
え
る
同

一
性
を
語

る
語
り
手
を
作
家

は
見

い
だ
し
た
ら
よ

い
の

か
。

『
浮
雲
』

の
終

わ
り
方

が
提
出

し
て
い
る
問
題

は
、
ま
さ
に
、

こ
の
よ
う
な
新

し

い
語
り
手
を
ど
う
や

っ
て
確
保
す
る

の
か
と

い

う

こ
と
で
も
あ

っ
た
。

四

二
葉
亭
が
、
「
く

ち
葉
集

ひ
と
か
ご

め
」

で
書

い
た

『
浮
雲
』

第

三
篇

の
構
想

メ
モ
に
、

二
種
類

の
終

わ
り
方
、
す

な
わ
ち
、
文

三
の
狂
気

か
お
勢

の
破
滅
と

い
う
悲
劇
型
と
大

団
円
と

い
う
円
満

型
が
示

さ
れ

て
い
た
。
自
立

せ
ざ

る
文

三
が
、
閉
じ

こ
も

っ
た

二
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階

か
ら
外

に
出
て
行

け
ば
、

こ
の
二
種
類

の
結
末
以
外

に
は
あ
り

得

な

い
の
だ
が
、

し
か
し
、

こ
う

い

っ
た
〈
終
わ
り
〉

へ
の
展
開

は
、
文

三
の
運
命

を
言
わ
ば
外
側

か
ら
決
定

し
て
い
く
も

の
で
あ

る
。

そ
の
展
開

は
あ
く

ま
で
書

く

こ
と

に
よ

っ
て
導
き
出
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、

こ
う

い
う
場
合

に
は
主
人
公

は
こ
う
動
く
と

い

っ
た
簡
単
な

リ
ア
リ
ズ

ム
の
上

に
、
作
品

の
外
側

に
あ

る
、
悲
劇

な
の
か
そ
れ
と
も
大
団
円
な

の
か
と

い

っ
た
〈
終

わ
り
〉

の
様
式

性

に
よ

っ
て
決
定

さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

だ
。
だ
が
、

外
側

の
意
思

に
従

う

こ
と
を
潔

し
と
し
な

い
場
合
、

つ
ま
り
、
文

三
に
内
在
す

る
心

理
的
必
然

に
よ

っ
て
、
自

分

の
陥

っ
た
深
刻

な

ジ

レ
ン
マ
を
打
開
す

る
方

向

で
文

三
の
運
命

を
描

か
ざ

る
を
得

な

い
と
考

え
た
場
合
、
そ
う

い

っ
た
小
説

の
終

わ
り
方

は
簡

単

に
は

成
立

し
な
く

な
る
。

構
想

メ
モ
で
は
、
あ

る
種

の
〈
終
わ
り
〉
方

の
様
式

に
沿

っ
て

(
そ

の
様
式

に
は
、
物
語

の
様
式
性

の
外

に

ロ
シ
ア
小
説

の
終

わ

り
方

が
当
然
意
識
さ
れ

て
い
た
は
ず
だ
。
)
、

二
葉
亭

は
文

三

の
運

命
を
外
側

か
ら
扱
お
う
と
し
た
に
違

い
な

い
。
が
、
書
く

こ
と

の

な
か

で
、

二
葉
亭

は
文
三
を
外
側

か
ら
扱

う
こ
と
が
出
来

な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
だ
か
ら
、
構
想

メ
モ
は
構
想

メ
モ
の
ま
ま
で
、

実
際

に
書

い
た
作
品

は
メ
モ
か
ら
ず

れ
て
い

っ
て
し
ま

っ
た
の
で

あ
る
。

主
人
公
達

の
運
命

を
外
側
か
ら
扱

お
う
と

し
て
見
事

に
失
敗

し

た
の
が
、
坪
内
遣
遙

の

『
当
世
書
生
気
質
』

で
あ

っ
た
。

こ
の
小

説

の
意

図
が
書
生
達
を
通
し
て
社
会

を
描

こ
う
と
し
た
も

の
で
あ

る
こ
と

は
作
者
自
身
が
述

べ
て

い
る
こ
と

で
あ

る
が
、
実
際

の
小

説

の
展
開

は
、
そ
れ
ぞ
れ
不
思
議
な
運
命

の
糸

に
結
ば
れ

た
登
場

人
物
達
が
、
バ

ラ
バ

ラ
に
登
場
し
、
そ
し
て
登
場
人
物
全
員
が
お

互

い
の
結
び
付
き
を
知

っ
た
と
き

に
、

主
人
公

の
苦
難
も
解
決
す

る
と

い
う

よ
う

に
終

わ
る

の
で
あ

る
。
ち

ゃ
ん
と
様
式

と
し
て
の

〈
終

わ
り
〉
方

を
踏

ん
で
い
る
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
小
説

で
は
、

登
場
人
物
達

の
不
思
議
な
運
命

を
操
る

こ
と
と
、
筋

の
展
開
そ

の

も

の
と
は
重
な

っ
て

い
る
。

つ
ま
り
、
登
場
人
物
達

を
操

る
見
え

ざ
る
手

(神

あ
る

い
は
宿
命
と

い

っ
た
も

の
)

を
作
者

は
持

っ
て

い
る
。
と

し
た
場
合
、
登
場

人
物
達

は
、

登
場
人
物
達

の
内
在
的

心
理
の
必
然

に
よ

っ
て
動
く
わ
け

で
は
な

い
。
従

っ
て
、
登
場
人

物
相

互
の
関

係
と
か
、
登
場
人
物

の
社

会

へ

の

か
か
わ
り
と
い

う
、

そ
れ
自
体

で
構
成
し
う
る
疑
似
的
現
実

の
モ
デ

ル
は
、

か

つ

て
主
人
公
達

が
神
あ

る
い
は
宿
命
と
呼
ぶ
も

の
に
よ

っ
て
そ
の
劇

的
運
命
を
享

受
し
て

い
た
物
語
世
界

の
モ
デ

ル
と
そ
れ

ほ
ど
変

わ

ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。

こ
れ

で
は
社
会

を
描
け

る
わ

け
が
な

い
。

社
会

を
描
く

こ
と
と
は
、

そ

の
社
会

の
な
か

で
の
必

然
的
な
心
理

に
よ

っ
て
動

く
人
間
を
描

く

こ
と
で
あ
る

こ
と
を
、

遣
遙

は

『
小
説
神
髄
』

の
な
か
で
述
べ
て

い
る
。

し
か
し
、
実
際

の
小
説

の
な
か

で
そ
れ

は
う
ま
く

い
か
な
か

っ
た
。

そ

の
理
由

は
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様

々
に
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
様

々
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
が
、

本
当

の
原
因

は
、
繰

り
返

し
に
耐
え
ら
れ

る
よ
う
な
同

一
性

を
強

く
希
求

し
な

か

っ
た
か
ら

で
あ
る
と
思

え
る
。
も
し
、
強
く
希

求

し
て

い
た
と
す

る
な
ら
、

主
人
公
達

の
運
命
を
劇

的

に
弄

ぶ
よ
う

な
様
式

と
し
て
の
〈
終

わ
り
〉
方
を
拒
否
し
て

い

た

は
ず

で

あ

る
。
何
故

な
ら
、
近
代
小
説
と

い
う
実
験

の
場

で
、
そ
う

い

っ
た

く
終

わ
り
V
方

は
す

で
に
読
み
手

の
共
感

を
う
し
な

っ
て
い
る

こ

と
を
感

じ
取
れ
た
は
ず
だ

か
ら
だ
。
別
な
言

い
方
を
す
れ
ば
、
沮

遙

は
た
だ
実
験
的

に
小
説

を
書

こ
う
と
し
た
だ
け

で

あ

り
、
「
書

く

こ
と
」

の
な
か
で
書

こ
う
と

し
な
か

っ
た
。

こ
こ
で
い
う

「
書

く

こ
と
」
と

は
、
作
者

(個
別
的
作
品

に
お
け

る
創

作
主
体
)

で

あ

る
沮
遙
自
身
が
、
自
身

で
あ

る
こ
と
を
う

し
な
わ
ず

に
語

り
手

に
な
り
き
る

こ
と

で
あ
る
。

だ
か
ら
、
読

み
手
と
共
有

す
る
物
語

性

に
触
れ

る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
り
、
そ

の
読

み
手
が
す
で
に

し
ら
け

て
い
る
〈
終

わ
り
〉
を
拒
否
す

る
こ
と
は
出
来

た
は
ず
な

の
で
あ

る
。

道
議

は
根

っ
か
ら

の
小
説
家

で
は
な

か

っ
た
と
言

っ
て
し
ま
え

ば

そ
れ
ま

で
な

の

だ

が
、

遣
遙

は
結
局
新
し

い
小
説

に
と

っ
て

く
終

わ
り
∨
が

不
在

で
あ

る
こ
と

に
気
付

か
な
か

っ
た
。

二
葉
亭
が

こ
の

『
当
世
書
生
気
質
』

の
く
終

わ
り
V

の
失
敗

を

ど

の
程
度
参
考

に
し
た
か
は
分
か

ら

な

い
。

た
だ
、

二
葉
亭

は

「
書
く

こ
と
」

の
な

か
で

『
浮
雲
』

を
書

こ
う
と
し
て
い
た
と
は

言
え
る
だ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
何

故
、

「
書
く

こ
と
」

と
し
て
小
説

は
書

か
れ
な

け
れ
ぽ

な
ら
な

い
の
か
。
そ
れ

は
、

そ
れ
ま

で
の
物
語

の
語
り
手

が
不
能

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら
な

の
で
あ

る
。
作

家
は
、

「
書

く
」
と

い
う
行
為

の
な
か

で
語

り
手

に
な
り
き

っ
て
し
ま
わ
ね
ぽ

な
ら
な
く
な

っ
た
の
で
あ

る
。
が
、
本
来

の
語

り
手

の
基
盤

で
あ

る
共
同
体
社
会

は
崩
壊

し

つ
つ
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
社
会
的
存
在

と
し
て
の
自
己

の
意
識

に
そ
れ
を
求

め
ざ

る
を
得

な
い
。
近
代

の

小
説
家
達

に
と

っ
て
は
、
自
己

の
意
識
そ

の
も

の
が
何

か
を
表
現

す

る
と
き

の
そ
の
何

か

で
あ

る
と

い
う
、

こ
れ
ま

で
に
な

い
書
く

動
機

の
発
見
が
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ

に
加
え
て
、
書
く

こ
と

に
お

い
て
書
[か
れ
た
表
現

の
繰

り
返

し
に
耐
え
る
同

一
性

の
基
盤

も
ま
た
自
己

の
意
識

に
あ
る
と

い
う

よ
う
な

一
種

の
義
務

を
負

っ

た
わ
け

で
あ

る
。

こ
れ

は
自

己
の
意
識

に
分
裂
を
齎

す
だ
ろ
う
。

何
故

な
ら
、
誰

も
自
分
が
書

こ
う
と
思

っ
た

こ
と
と
、
実
際

に
書

い
た

こ
と
と

の
間

に
は
落
差
が
あ

る
か
ら
だ
。
が
、
作
家
が
小
説

を
書
く

た
め
に
は
こ
の
分
裂
を
生
き
ざ

る
を
得
な

い
。
そ
れ
が
ま

さ

に

「
書
く

こ
と
」
な

の
だ
と
言

っ
て
よ
い
。

つ
ま
り
、
作
家
と
は
、
書

こ
う

と
し
た
こ
と
が
、
書

い
て
し
ま

っ
た

こ
と
の
中

で
完
全

に
消
費

尽
く

さ
れ
る

こ
と
を
負

っ
た
存
在

な

の
だ
。
言

い
換

え
れ
ば
、
自

分
の
な
か
に
繰

り
返

し
に
耐

え
る

同

一
性

を
見

い
だ
さ
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
存
在

な
の
だ
。

こ
れ
は
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不
可
能

で
あ

る
。
書

こ
う
と
し
た

こ
と
が

ど
う
し
て
書

か
れ
た
な

か
に
完
全

に
消
費
さ
れ
よ
う
。
そ

こ
で
次

の
よ
う
な
作

家

の
自
問

が
始
ま
る
。

句

を
作

る
こ
と
も
余

は
拙
け
れ
ど
取

分
け

て
不
足

な
り
と
思

ふ
は
結
構

の
才
な
り
、
偶

々
我
な
か
ら
妙

な
り
と
お
も
ふ
意
思

を
得

て
こ
れ
を
旨
意

に

一
の
文
章

を
艸

せ
ん
と
筆

を
執
れ
ば
何

事

を
よ
り
か
書
起

さ
ん
か
と
迷
ひ
既

に
之

を
書
き
表

せ
ば
、
そ

の
次

の
如
何

や
う

に
書
き
続
け

ん
か
と

お
も

ひ
屈

し
出
來
上
り

た
る
を
み
れ
ば
始
め
心

に
浮

か
び
た
る
と
は
全
く
違

ひ
て
呆
れ

て
筆

を
投
ず
る

こ
と
も
往

ζ
有

り
、
他

の
人

の
文

を
属
す

る
を

み
る
に
能

文

の
人

な
れ
ば
筆

に
任

せ
て
か
き
お

ろ
し
た
る
ま

二

に
て
も
さ

し
て
み

に
く

か
ら

ぬ
も

の
を
作

る
べ
し
、

こ
れ

た
入

憤

る

ふ
と
慣

れ
さ
る
と

に
由

る
か

抑
も
別

に
こ
と
わ
け
あ
り

や
、
知
ら
ま
ほ
し

「
落
葉

の
は
き

よ
せ

二
籠

め
」

こ
の
よ
う
な
、
書

こ
う
と
し
た

こ
と
と
書

い
て
し
ま

っ
た
こ
と

と
の
落
差

に
悩
ん
で

い
る
こ
と
を
、
二
葉
亭

は
度

々
書

い
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な

こ
と

に
悩
む
と

い
う
の
は
、
書

い
て
し
ま

っ
た

こ
と

の
評
価

の
基
盤
が
、
書

こ
う
と
す

る
自

己

の
な
か

に
し
か
な

い
と

い
う

こ
と
、

つ
ま
り
、
繰

り
返
し

に
耐
え
る
同

一
性
を
自

己

の
中

に
見

い
だ
さ
ま
る
を
得

な

い
、
と

い
う
事
態
が
も
た
ら
し
た
も

の

な
の
で
あ
る
。

二
葉
亭
が
構
想

メ
モ
に
反
し
て
様
式
と
し
て
の
く
終

わ
り
V
を

拒
否

で
き

た
の
は
、
物
語

の
普
遍
的
感
動
と
し
て
の
同

一
性

を
強

く
希
求
し
た
た
め

に
、
〈
終

わ
り
V

の
不
在

に
気
づ
か
ざ

る
を
得

ず
、
さ
ら

に
は
、

こ
の

「
書
く

こ
と
」

の
ジ

レ
ン
マ
の
た
だ
中

に

陥

っ
た
か
ら
だ
と
言

っ
て
も
よ

い
。
言

い
換
え
れ
ば
、
語
り
手
と

し
て
の
書
き
手

は
、
そ

の
書
く

こ
と

に
お
い
て
読

み
手

に
現
前
さ

せ
る
同

一
性

の
基
盤
を
、
作
者

で
あ

る
二
葉
亭
自
身

に
求

め
ざ
る

を
得
な
く

な

っ
て
し
ま

っ
た

の
だ
。
書

か
れ
た
物
語
が
内
在
さ

せ

る
、
繰

り
返

し
に
耐
え
る
同

]
性
と

し
て
の
感
動

は
、
遠

い
共
同

体
社
会

の
記
憶
を
引
き
ず

り
な
が

ら
、

二
葉
亭
自
身

に
ゆ
だ

ね
ら

れ
た

の
で
あ

る
。

し
か
し
、
だ
れ
が

こ
ん
な
債
務

を
引
き
受
け

よ

う
。
書

か
れ
た
現
実

の
表
現

は
、

必
ず
書

い
た
本

人
を
裏
切

る
。

何
故
な
ら
、
誰
も
、
繰

り
返

し
に
耐
え
る
同

一
性

な
ど
引
き
受
け

ら
れ
る
は
ず

は
な

い
か
ら

で
あ
る
。

『
浮
雲
』
第

三
篇

を
書

い
て
い
た
ご
葉
亭
が
囚

わ
れ

て
し
ま

っ

た
事
態
と

は
、
ま
さ

に
、

こ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

書

い
て
も
書

い
て
も
書

い
た
も

の
は
自
分
を
裏
切

る
の
で
あ
る
。

繰

り
返
す
が
、

そ
れ
は
、
書
き
手

で
あ

る
語
り
手
が
、
繰

り
返

し

に
耐

え
る
同

一
性

と
し
て
の
普
遍
的
感

動

の
基
盤

を
、
書

こ
う
と

す
る
二
葉
亭

に
求

め
た
か
ら
だ
。
書

こ
う
と
す

る
主
体

が
そ
の
よ

う
な
要
請
を
受
け
入
れ
た
と
き
、
近
代
作

家
の
困
難
な
旅
が
始
ま
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る
。

ご
葉
亭

は
受
け
入
れ
た
。
だ

か
ら

こ
そ
、
小
説

の
主
人
公
達

は
、
外

側
か
ら
操
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く

な

っ
た
。
操
る
の
は
、

二
葉

亭
自
身

の
見
え
ざ

る
手
な

の
で
あ
る
。
文

三
は
二
葉
亭

四
迷

と

い
う
世
界

の
主
人
公

で
あ

り
、

二
葉
亭

四
迷
と

い
う
世
界

の
な

か
で
劇
的

で
あ

ろ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
何
と
ぞ

の
世
界

の
狭

い

こ
と

か
。

二
葉
亭

は
、
普
遍
的
感
動

の
器
と
し
て
自

分
と

い
う
世

界
が
余

り

に
卑
小

で
あ
る

こ
と

に
す
ぐ

に
気
付
く
。

こ
の
ま
ま

い

け
ぽ
、
文
三

は
、
自
分

の
神

で
あ

る
二
葉
亭

四
迷

の
あ
ま
り
の
狭

量
さ

に
抗
議
を
始

め
る
だ

ろ
う
。
今
す
ぐ

こ
の
二
階

か
ら
降

ろ
し

て
く
れ
と
。

こ
う

い
う
事
態

に
な

っ
て
し
ま

っ
た

一
つ
の
原
因

は
、

二
葉
亭

が
〈
終

わ
り
〉

の
不
在

に
気
付

い
て
し
ま

っ
た
か
ら

で
あ
る
。

そ

れ

は
、
文

三
が

二
階

か
ら
降

り
ら
れ
そ
う

に
も
な

い
こ
と
を
気
付

い
た
と
い
う

こ
と
で
も
あ

る
。
悲
劇

も
大
団
円
も
そ
れ
は
二
階

か

ら
降

り
る

こ
と

で
は
な
く

て
、

二
階

と

い
う
世
界

そ
れ
自
体

の
否

定

だ
か
ら
だ
。

い
や
、

二
階
と

い
う
世
界
そ

の
も

の
が
悲
劇
や
大

団
円
を
も
た
ら
す
様
式
化

さ
れ
た
物
語

の
否
定
と
し

て
創
造
さ
れ

た
も

の
な

の
だ
。

し
か

し
、

二
階

の
世
界

は
ど
う
や
ら

二
葉
亭

四

迷
自
身

の
世
界

の
大
き
さ
と
そ
れ

ほ
ど
違

わ
な
い
こ
と
が
見
え

て

き

た
。
と
す
る
な
ら
、
文

三
の
運
命
は
停
滞
す

る
ば

っ
か
り
で
積

極
的

に
そ

の
運
命

を
切

り
開
け
そ
う

に
も
な

い
。
そ
れ
な
ら
、
ど

う

あ
が

い
て
も

こ
の
小
説

は
中
絶

し
か
有

り
得

な
い
。
し
か
し
、

中
絶

し
か
有

り
得

な

い
小
説
な
ん
て
あ
る
だ
ろ
う

か
。

五

さ
て
、
周
知

の
よ
う

に

『
浮
雲
』

の
文
体

は

一
様

で
は
な

い
。

ま
ず
冒
頭

の
文
章

は
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

あ
と
ふ
つ

か

な

ご

り

A

千
早
振
る
神
無
月
も
最
早
跡

二
日
の
鯨
波
と
な
ツ
た
廿
入
日

と

わ
た

く

も

の
午
後
三
時
頃
に
神
田
見
附

の
内
よ
り
塗
渡
る
蟻
、
散
る
蜘
蛛

い
つ

お
と
が
い

の
子
と
う
よ
く

ぞ
よ
く

洗
出
で
ふ
來
る
の
は
執
れ
も

願

つら
く

と
く

を
氣

に
し
給
ふ
方

ζ
、

し
か
し
熟

ζ
見

て
篤

と
鮎
撤
す
る
と
是

さ
ま
ぐ

ひ
げ

れ

に
も
種

ζ
種
類

の
あ

る
も

の
で
、
ま
ず
髭

か
ら
書
立

て
れ
ぼ

く
ち
ひ
げ
ほ
」
ひ
げ
あ
ご

ひ
げ

や
け

お

や

な
ぼ
れ
を
ん

ひ
げ

ち
ん

口
髭
頬
髭
願

の
髭
、
暴

に
興
起

し
た
掌
硬
岩
…髭

に
仙
川
の

口
め

い

び

す

ま
る

く

ひ
げ

ち
や

ぼ
ひ
げ

む
じ
な
ひ
げ

た
比
斯
馬
克
髭
、

そ

の
ほ
か
媛
鶏
髭
、
髭
額
、

あ
り
や
な

し
や

こ

う
す

は
へ
わ
か

の
幻
の
髭
と
濃
く
も
淡
く
も
い
ろ
く

に
生
分
る

第

一
回
冒
頭

の
こ
の
戯
文
的
語
り

口
の
文
章

は
、
第

一
篇
を
ひ

っ
ぱ

る
地

の
文

の
文
体
と

い

っ
て
差

し
支
え

な
い
が
、

し
か
し
、

地

の
文
が
文

三

の
心
理
を
語
り
は
じ

め
る
と
き

は
第

一
篇

で
も
次

の
よ
う
な
、

か
な
り
言
文

一
致
体

に
近
付

い
た
文
体

を
作

る
。

の

み

B

今
ま
で
残
念

口
惜
し
い
と
而
巳

一
途

に
思
詰
め
て
ゐ
た
事

ゆ
ゑ
お
勢

の
事
は
思
出
し
た
ば
か
り
で
心

に
も
止
め
ず
忘
れ
る
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と
も
な
く
忘
れ
て
ゐ
た
が
今
突
然
可
愛
ら
し
い
眼
と
眼
を
看
合

に
つ
こ
り

は

せ
し
ほ
ら
し

い
口
元

で
嬬
然
笑

は
れ

て
見

る
と
…
…
淡
雪

の

む
す
ば
れ

日

の
眼

に
逢

ツ
て
解
け
る
が
如
く
胸

の
欝
結
も
解
け
て

ム
シ
ャ

ク

シ
ャ
も
消

へ
く

に
な
り
今
ま

で
の
我
を
怪
し
む
ば

か
り
の

む
な
そ
こ

心

の
受
動

心
底

に
沈

ん
で
ゐ

た
嬉

し
み
有
難
み
が
思

ひ
懸
け

な

く
も

ニ
ツ
コ
リ
顔

へ
浮

み
出

し
懸

ツ
た
…
…
が
グ

ツ
と
飲
込

ん
で
仕
舞

ひ
心

で
は
笑

ひ
な

が

ら

顔

.で

は

フ
テ

・
膳

に
向

ツ

た
、
(
第

五
回
)

し
づ

は
り
、
火

の
消

え
た
や
う
に
、
鎭
ま

ツ
て
仕
舞

ひ
、

い
と
父
無

・
が

雇

・
を
静
か
な
く
な
ツ
て
、
呼
ん
で
も
難

敷
く
返
答ひ

と

を
も
し
な

い
。
用
事
が
無
け
れ
ば
下

へ
も
降
り
て
來
ず
、
只

一

ま

こ

間

に
の
み
垂
れ
罷

め
て
ゐ
る
。
除
り
静

か
な

の
で
、

つ
ひ
居

る

ら

ん

ぶ

つ

こ
と
を
忘
れ

て
、
お
鍋
が
、
洋
燈

の
油

を
注
が
ず

に
置

い
て
も
、

い
エ

つ

つ

そ
れ
を
扮
附
け
て
注
が
せ
る
の
で
も
な
く
、
油
が
無
け
れ
ば
無

ま

つ
く
ら

ざ

し
き

し
よ
ん
ぽ
り

い
で
、
眞
闇
な
坐
舗

に
愴
然
と

し
て
、
始
終
何
事

を
か
考

へ
て

ゐ
る
。
(
第

三
篇

第
十
六
回
)

第

一
篇

か
ら
第

三
篇
ま

で
の
文
体

の
変
遷
を
追

っ
て
い
く
と
、

A

の
文
体
が
次
第

に
影
を
潜

め
次
第

に
B

の
よ
う
な
文
体
が
多
く

な

っ
て
い
く
印
象
が
あ

る
。

し
か
し
、
実
際

に
は
、
文

三
の
心
理

描

写
が

こ
と
さ
ら
第
三
篇

で
多
く
な

っ
た
と

い
う

こ
と
は
な

い
。

そ
う
感

じ
る
の
は
、
初
め
の
筋

の
展
開

を
担
う
地

の
文
が
、
作
品

の
外
側

か
ら

の
視
線
、

つ
ま

り
、
A

の
よ
う

に
、
作
品
を
あ

る
種

の
様
式
性
を
持

っ
た
物
語

に
仕
立

て
て

い
こ
う
と
す
る
語

り
手

に

よ
る
戯
文
的
語
り

口
で
あ

っ
た

の
に
対

し
、
第
三
篇

で
は
次

の
よ

う

な
言
文

一
致

の
文
体

に
な

っ
て
き

て

い

る

か

ら

だ
と
思
わ
れ

る
。

お
や

こ

は
つ
か
し

C

あ
れ

ほ
ど
ま

で
に
お
勢

母
子

の
者

に

辱

め
ら
れ

て
も
、
文

三
は
ま
だ
園
田

の
家

を
去
る
氣

に
な
れ
な

い
。
但

父
、
そ

の
か

こ
の
C
は
、
明
ら
か

に
文

三
の
内
面

を
語

っ
て

い
る
が
、
し
か

し
、
単
純

に
、

B
の
よ
う
な
文

三
の
心

理
を
描
写
し
て

い
る
文

と

は
言

え
な

い
だ
ろ
う
。
と

い
う

の
は
、

こ
の
文

は
、
第
十

六
回
冒

頭

の
文
だ
か
ら
で
、
筋

の
展
開
そ

の
も

の
が
自

覚
さ
れ
て

い
る
文

章

で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
か
ら

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
第

三
篇

で
は

こ
の
よ
う
な
文

三
の
内
面
描
写
が
、
物
語

の
展
開
を
担
う
文

で
も

あ

る
性
格

を
持

た
さ
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
実
際

に
、

語
り
手
が
文

三
そ

の
も

の
に
な
り
き

っ
て
、
そ

の
心
理

の
葛
藤

を

微

に
入
り
細

に
わ
た

っ
て
描
写
す
る
文
が

こ
と
さ
ら
多
く
な
く

て

も
、
第

三
篇

は
、
文
三

の
内
面
を
描
く
文
体

で
ほ
ぼ
占

め
ら
れ
て

い
る
と

い
う
印
象

を
持

つ
。

こ
の
A
か
ら

C

へ
と

い
う
変
化

は
、

『
浮
雲
』

が

そ

の
く
終

わ

り
∨

へ
向
か
う
物
語

の
展
開

の
中

で
、
作
品
を
外
側

か
ら
操
る
視
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線

を
完
壁

に
喪

失
し
た

こ
と
を
示

し
て

い
る
。

こ
の
喪
失

は
ほ
と

ん
ど
第

一
篇

か
ら
始
ま

っ
て
い
る
と
見

て
い
い
。

い
や
、
も
う
最

初
か
ら

始
ま

っ
て
い
た
。

A
の
文

の
語
り
手

は
、

主
人
公

で
あ

る

文
三

の
個
性

を
際
立
た

せ
る
た
め
、
役
所

か
ら
出

て
来

る
官
吏
達

の
顔

を
描

い
て

い
な

い
が
、

そ

こ
に
没
個
性

と

い
う

「
抽
象
化
」

(
7
)

の
視
線

が
あ
る

こ
と
が
指
摘

さ
れ
て

い
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
語

り

手

の
眼

の
個
性

に
は
、
明
ら
か

に
官
吏

の
生
活

に
対

し
て
冷
や
か

で
あ

る
心
理
が
内
在
さ
れ

て
い
る
。
そ

し
て
、

そ
の
心
理

こ
そ

こ

の
作
品

の
底

に
流
れ

る
淡

い
ト
ー
ン
で
あ

る
こ
と
を
考

え
る
と
、

こ
の
語
り
手

は
外
側

か
ら
登
場
人
物
達
を
操

る
よ
う

に
見
え

て
、

実

は
、
語
り
手
自
身
が
あ

る
心
理

の
色
調

の
中

に
す

で

に
捕
え
ら

れ

て
い
た

の
で
あ

る
。

こ
の
こ
と
は
、

『
当
世
書

生
気
質
』

の
冒

う
つ

か
は

ラ
き

よ

こ
ろ

頭

「
さ
ま
ぐ

に
。
移
れ
ば
換
る
浮
世
か
な
、
幕
府
さ
か
え
し
時

ほ
ひ勢

に

ハ
。
武
士

の
み
時

に
大
江
戸

の
。
都
も

い
つ
か
東
京
と
。

名

ひ
ら

か

げ

も
あ
ら
た
ま
の
年
毎

に
。
開
け
ゆ
く
世
の
除
澤
な
れ
や
。
貴
賎
上

げ

じ

め

下

の
差
別
も
な
く
。
才

あ
る
も

の

ハ
用
ひ
ら
れ
○

名
を
畢
げ
身
さ

た
く
は

へ
た
ち
ま
ち
に
。
黒
塗
馬
車

に
の
り
費

り

の
。
息

子
も
髭

を
貯

ふ

こ
う

ち

お
ほ
ど
ほ

り

れ
ば
。
何

の
小
路
と

い
か
め
し
き
。

名
前

な
が
ら

に
大
通
路

を
。

く

げ

し
ゆ

く
る
ま
や

走

る
公
家
衆

の
車
夫
あ
り
。
～
」
と

い

っ
た
文
明
開
化

の
世
相

の

描

写
か
ら
始

ま
る
文

と
比
べ
れ
ば

よ
く
分

か
る
。

こ
の
文

に
は
、

文

明
開
化

を
冷
や
か

に
眺
め
よ
う
と

い
う
視
線

は
あ

っ
て
も
、
あ

る
心
理

の
色
調
と

い
う
も

の
は
な

い
。

A

の
戯
文
的
語

り

口
は
、
消
え

る
べ
く

し
て
消
え
た
。
.『
浮
雲
』

と

い
う
小
説

は
、
書
き
始

め
ら
れ
た
時
点

か
ら
戯
文
的
語
り

口
が

似
合
わ
な

い

一
つ
の
世
界
を
す

で
に
作

り
上
げ

て

い

た
。

そ
れ

が
、

こ
の
小
説
が
文

三
の
免
職
と

い
う
事
態

か
ら
始
ま
る
最
大

の

理
由

で
あ

る
。

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
何
故
戯
文
的
語
り

口
に
よ
る

語
り
手

の
先
導
が
必
要
だ

っ
た
の
か
。

そ
れ

は
、

こ
の
語

り
手
が

い
な
け
れ
ば
、
小
説

は
動
き

よ
う
が
な
か

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

つ

ま
り
、

二
葉
亭
が
小
説
を
書
く

に
あ
た

っ
て
最
初

に
与
え

た
も

の

は
、
あ

る

一
つ
の
世
界

と
し
か
い
い
よ
う

の
な

い
枠
組

だ
け
だ

っ

た
。
が
、

そ
の
枠

組

の
中
身

は
、
ま
だ
、

二
葉
亭
自
身

に
よ

っ
て

意
識
さ
れ
始
め
た
と

い
う

こ
と
だ
け
が
価
値

で
あ
る
よ
う

な
世
界

で
し
か
な

い
。
そ

し
て
、
対
象
化

で
き

る
ほ
ど
確

固
と
し
た
世
界

で
も
な

い
し
、
ま

た
書

く

こ
と

に
よ

っ
て
他
者

の
視
線

に
直
接
触

れ
る
と
崩
壊
し
か
ね
な

い
脆

い
世
界

で
あ

っ
た
ろ
う
。
が
、

そ
の

世
界

の
顕
在
化

こ
そ
が
小
説

を
書
く
動
機

で
あ

っ
た
以
上
、
小
説

は
書
き
出
さ
れ
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。

と
す

れ
ば
、

A
の
よ
う
な

戯
作

の
文
体

は
、

二
葉
亭

の
世
界
を
傷

つ
け
ず

に
小
説
と

い
う
虚

構

の
舞
台

に
載

せ
る

に
ふ
さ
わ
し

い
文
体

で
あ

っ
た
ろ
う
。
何
故

な
ら
、
そ
れ

は
長

い
間
物

語

の
様
式
を
支

え
て
来

た
文
体

で
あ

る

か
ら
で
、
と
り
あ
え
ず

は
、

こ
の
文
体

に
よ

っ
て
、

二
葉
亭

の
世

界

は
、
文

三
を
巡
る
物
語
と

し
て
動
き

は
じ
あ
た
の
で
あ
る
。

し

か
し
、

そ
れ
は
極
め
て
便
宜
的
な
や
り
方
だ

っ
た
。
だ

か
ら
、

そ

55



の

よ
う
な
文
体
が
支

え
て
き

た
物
語

の

様

式

と
し
て
の
〈
終

わ

り
〉

は
、

い
と
も
簡
単

に
失

わ
れ

て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。

第

三
篇

で
C
の
よ
う
な
言
文

一
致
体

の
文
体

が
筋

の
展
開
と
心

理

の
描
写
も
兼
ね
て
登
場

し
た
の
は
、

B
の
よ
う
な
文

三
の
心
理

の
描
写

だ
け

で
、
小
説
が
動
く
と

い
う

こ
と
が
発
見

さ
れ
た
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
動
く

と

い
う

の
は
、
当
然
く
終

わ
り
V

に
向
か

っ

て
展
開
す

る
と

い
う

こ
と

に
外
な
ら
な

い
。
旧
来

の
物
語

の
様
式

だ

っ
た
ら
、

死
や
再
生
と

い
う
場
所

に
む

か

っ
て
操
ら
れ

て
い
く

こ
と
を
意
味

す
る
。

と
す
る
な
ら
、

、こ
の
C

の
文

で
描

か
れ
る
文

三
も
ま
た
確
実

に
何
ら
か

の
死
や
再
生

に
む
か

っ
て
操
ら
れ
て

い

る

の
だ

ろ
う
か
。
構
想

メ
モ
で
は
そ
う

で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な

い

が
、
実
際

に
書

い
て
い
く

な
か
で
は
逆

で
あ

っ
た
。
文

三
は
ほ
と

ん
ど
操
ら
れ
よ
う
が
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た

の

で

あ

る
。

そ
れ

は
、
物

語
が
す

で
に
文

三
の
お
勢

へ
の
期
待

と
頓
挫
と

い
う
事
態

の
繰
り
返
し
を
描
く

こ
と

で
し
か
な
く
な

っ
て

し

ま

っ
た
か
ら

だ
。
」
つ
ま
り
、
だ

か
ら

こ
そ
、
A

の
よ

う
な
文
体

は
す

で
に
必
要

な

い
し
、

そ
し
て
、
C

の
文

の
よ
う

に
繰
り
返

し
の
事
態

の
な
か

で
自
問
す
る
文

三
の
心
理
を
描
く

こ
と
が
、
筋

の
展
開
を
担

う
地

の
文
を
描
く

こ
と

に
な
り
得

た
の
で
あ

っ
た
。

で
も
、
・そ

れ
な
ら
、

こ
の
小
説

は
終

わ
り
よ
う
が
な

い
で
は
な

い
か
。

『
浮
雲
』

の
中
絶

は

た
だ
そ
れ
だ
け
の

理
由

で
、

つ
ま

り

.終

わ
り
よ
う
が

な

い
と

い
う
そ
れ
だ
け

の
理
由

で
中
絶

し
た
の
だ

ろ
う
か
。

い
や
、

そ
う

は
思
わ
な
い
。

『
浮
雲
』

に
も

あ
る
種

の

カ
タ
ル
シ
ス
は
あ
る
。
だ

か
ら

こ
そ
、

こ
こ
で
中
絶

と

い
う

一
種

の
∧
終

わ
り
〉
が
可
能

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
カ
タ

ル
シ
ス

と

は
、

い
わ
ゆ
る
言
文

一
致

の
文
体
が
、
文

三
の
内
面
と
文

三
が

陥

っ
た
世
界
そ

の
も

の
を
説
明

し
始

め
た
と
き

に
、
孕
ま
れ
た
。

山
ノ、

 

本
来
、
言
文

一
致

の
文
体
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
伝
達

の
正

確

さ
を
期
す
た

め
だ

っ
た
。
合
理
的
思
考
を
文

に
お

い
て
再
現
す

る
西
欧

の
文

の
よ
う

に
論
理
的

で
あ

ろ
う
と
す

る
だ
け

な
ら
、
漢

文

の
訓
読
文

で
も
充
分

で
あ
る

こ

と

は
、

例
え
ば

中
江
兆
民

の

「
三
酔
人
経
論

問
答
」

の
よ
う
な
文
章
が
証
明

し
て
い
る
。
が
、

そ
れ
は
、
あ
く

ま
で
も
知
識
層

の
限
ら
れ
た
領
域

で
の
伝
達

に
過

ぎ
な

い
。
問
題

は
、
民
衆
と

い
う
公
衆

の
層
が
言
語

の
伝
達

に
お

い
て
主
体
と
し
て
登
場

し
た

こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
言
語

は
、
公
衆

の
言
語
と

し
て
制
度
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
れ

は

国
家

の
根
幹

に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
浮
上
し
た
し
、
資
本

主
義

の
主
体

で
あ
る
市
民
層

に
正
確
な

言

語

の

交
通
が
あ
り
得

て
こ

そ
、
近
代
資
本

主
義

は
成
就
す

る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

言
文

一

致

は
、

た
ん
に
文
章

の
様
式

の
問
題

で
な
か

っ
た
し
、
ま
た
話

し

言
葉

の
よ
う

に
書
く
と

い
う

こ
と
だ
け
で

も
な
か

っ
た
。
近
代
国

家

の
言
わ
ば
イ
デ
ナ

ロ
ギ
ー
上
の
要
請

に
よ

っ
て
成
立
し
た
、
正
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確
な
情
報
伝
達

の
言
語
様
式

だ

っ
た
の
で
あ
る
。

言
文

一
致

は
明
治
初
期

に
あ
ら
ゆ

る
方
面

で
取

り
沙
汰

さ
れ
た

が
、
そ

の
試

み
を
支

え
て

い
た
の
は
、
言
文

一
致

は
対
象

を
正
確

に
描
写
し
、

そ
し
て
そ
れ
を
正
確

に
伝
達
す

る
と

い
う
幻
想

で
あ

っ
た
。

二
葉
亭
が
、
円
朝

の
語

り
や
翻
訳
等

の
文
体

創
造

の
試

み

を
重
ね
た
が

ら
も
、
結

局
、
第

三
篇

で
、

言
文

一
致

の
文
体

で
地

の
文
を
書
き
始

め
た
の
は
、
恐
ら
く

は
、
書

こ
う
と
す
る

こ
と
と

書
く

こ
と

の
分
裂
を
生
き

る
と

い
う

「
書
く

こ
と
」

の
な
か
で
、

こ
の
幻
想
が

必
要
だ

っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

言
文

一
致

の
文
体

と

は
、
国
家
あ
る

い
は
近
代
資

本
主
義
を
目

指
す
社
会

そ

の
も

の
が
隠

れ
た
主
語
と
し

て
…機
能

し
て
い
る
言
語

様
式

で
あ
る
。
正
確

な
描
写

と
か
正
確

な
伝
達
と

い
う
幻
想

は
、

本
来
、
・
こ
の
よ
う
な
公
的

な
主
体

の

確

立

に

よ

っ
て
保
障
さ
れ

る
。
が
、
小
説

と

い
う
虚
構

を
描
く

に
お

い
て
は
、

こ
の
公
的
な

主
体
、

つ
ま
り
、
国
家
や
社
会

と
い
う
隠
れ
た
主
語

は
自

分
と

い

う
隠
れ
た
主
語

に
差

し
替

え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

こ
め

こ
と
は
小

説
を
書

く
主
体

に
と

っ
て
重
要
な
意
味

を
帯
び

た
。
何
故

な
ら
、

そ
の
と
き
、
自

己
は
国
家
や
社
会

に
匹
敵

し
う

る
公
的
な
性
格
、

あ

る
意
味

で
は
普
遍
的
な
自

己

に
格

上
げ
さ

れ
た
か
ら

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

言
文

一
致

の
文

の
主
体

は
、

お

の
ず
と
正
確

な
描
写
や

正
確
な
伝
達

を
特
権
的

に
所
有

し
た
普
遍
性

を
持

つ
自

己

に
な
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
新

た
な
主
体

の
発
見
と
言

っ
て

い
い
も

の
で
あ
る
。

言
文

一
致

の
文
体
が
小
説

に
齎

し
た
も
う

一
つ
の
効
果

は
、

そ

の
正
確
な
描
写
や
伝
達
が
、
対
手

に
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

書
き
手

で
あ
る
自
分

に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
性
格
を
持

っ
た

こ
と

だ
。
そ

の
場
合

の
自
分
と

は
、
説
明
す

る
側

で
は
な
く
て
説
明
さ

れ
る
側

の
自

分
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

正
確
な
描
写
、
そ

し
て
正
確

な
伝
達
、
,
そ
れ
ら

は
す
べ
て
自
分

に
向
け
ら
れ
る
。

『
浮
雲
』

で
は
、

最
初

に

そ
の
正
体

の
は

っ
き

り
し
な

い
自

分

の
世
界
を
小
説

に
与

え
な
が
ら
、
外
側
か
ら
小
説

を
展
開

せ
ざ
る
を
得
な

か

っ
た
。
そ

し
て
第

三
篇

で
は
、
文

三
を

操

り
ょ
う
が
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
情

け
な

い
二
葉
亭
自
身

の
世

界

を
露
呈

し
始
め
て
い
た
。

言
わ
ば
、
文
字
ど

お
り
書

け
な

い
と

い
う
状
況
を
作

り
始

め
て
い
た
。
が
、
そ
れ
な
ら
、
ど
う
し
て
も

っ
と
早
く

「
書
く

こ
と
」

の
破
局

は
訪
れ
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
正
確

な
描
写
、
正
確
な
伝
達

と

い
う
幻
想

に
彩
ら
れ

た

文
体
が
、
そ

の
よ
う
な
自

分
を
説
明

し
始
め
た
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
文
体

に
よ

っ
て
く
ま
な
く
文

三
の
世
界
が
説
明
さ
れ
る
。

不
合
理
な
も

の
が
論
理
的

に
説
明
さ
れ
る

の
で
は
な

い
。
文

三
の

不
合
理
さ
曖
昧

さ
卑
小
さ
と

い

っ
た
も

の
が
正
確

に
説
明
さ
れ

る

の
で
あ

る
。

こ
れ
は
自
虐
的

の
よ
う

で
い
て
自
虐
的

で
は
な

い
。

何
故
な
ら
説
明

さ
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
説
明
す

る
側

の
書
き
手
を

普
遍
性
を
持

つ
書
き
手

の
よ
う

に
分
離
出
来

る
か
ら
だ
。
説
明
さ
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れ
る
文

三
が

二
葉
亭

な
ら
説
明
す
る

の
も

二
葉
亭

で
あ
る
。

二
葉

亭

は
、
自
分

の
統
括

し
て
し
ま

っ
た
世
界

の
卑
小
さ

の

代

わ

り

に
、
普
遍
的

に
語
り
得

る
位
置

を
得

た

の

で

あ

る
。

が
、
そ
れ

は
、
説
明
さ
れ
る
側

の
停
滞

の
事
実

を
明
瞭
化

す
る

こ
と
に
よ

っ

て
そ
の
解
決
を
徹
底

し
て
先

に
ず

ら
し
て
し
ま

っ
た

こ
と
と
同
義

で
あ

る
。
言

い
換

え
れ
ば
、
あ
る
困
難
な
事
態

の
解
決
と

い
う
終

わ
り
方

の
持

つ
カ

タ
ル
シ
ス
が
、

こ
こ
で
、
そ

の
困
難
な
事
態

を

明
瞭

に
説
明
す

る
と

い
う

カ
タ
ル
シ
ス
に
す
り
替

え
ら
れ
た

の
で

あ

る
。
説
明
す

る
こ
と
の
特
権
、

そ
し
て
快
感
。

そ
れ
ら

は
、
困

難
な
事
態

の
解
決

を
先
送
り

に
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た

も

の
で
あ

る
が

、

「
書
く

こ
と
」

の
現

在

あ
る

い
は
読
み
手
と
共

有

す

る
よ
う
な
現
在

と
い
う
時
点

で
は
、

一
つ
の
解
決
を
意
味

し

た
の
だ
。

従

っ
て
、
文

三
の
ジ

レ
ン
マ
に
決
着

が
与

え
ら
れ
な
く
て
も
、

そ

の
ジ
レ

ン
マ
が
説
明

の
文
体

に
よ

っ
て
輪
郭

を
際
立
た
せ
た
と

き
、
そ
れ
が

一
つ
の
決
着

で
あ

る
よ
う
な
錯
覚
が
生
じ
る

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
第

三
篇

の
二
葉
亭

の
卑
小
な
世
界
が
説
明
す

る
側

に
立

っ
た
二
葉
亭

に
よ

っ
て
明
瞭

に
説
明

さ

れ

て

し
ま

っ
た
と

き

、

『
浮
雲
』

は
中
絶

で

あ
り
な
が
ら
く
終

わ
り
V

の
条
件

を
持

っ
た
。

だ
が
、

こ
れ
を
く
終

わ
り
V
と
言

っ
て

い
い
の
だ

ろ
う
か
。

い

い
と
す
る
な
ら

こ
の
場
合

の
〈
終

わ
り
〉

の
実
質
と

は
何
な

の
だ

ろ
う
。
そ
れ

は
、
二
葉
亭
が

『
浮
雲
』
を
書

く

に
あ

た

っ
て
最
初

に

与
え

て
し
ま

っ
た
自

分
の
世
界

の

マ
イ
ナ
ス
の
実
現

で
あ
る
と
言

う
外

は
な

い
。

つ
ま
り
、
説
明

の
文
体

に
よ

っ
て
、

『
浮
雲
』

を

書

く

に
あ
た

っ
て
す
で

に
与

え
ら
れ
て
い
た

二
葉
亭

の
世
界
が
解

決

の
な

い
世
界

で
あ
る

こ
と
、

そ
し
て
停
滞

し
続

け
る
世
界

で
あ

る

こ
と
、
具
体
的

に
は
文
三
が
お
勢

へ
の
執
着
を
断

ち
切
れ
ず
、

二
階
か
ら
動
け
な

い
と
い
う
世
界

で
あ
る

こ
と
、

を
表
現
上

に
実

現
し
て
し
ま

っ
た
か
ら
だ
。

こ
れ
は
、
繰

り
返

し
に
耐
え

る
同

一

性

と

い
う
普
遍
的
感
動
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た

二
葉
亭

に
と

っ
て
は
、

不
本
意

で
あ

っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
不
本
意

さ

は
、
近
代
を

生
き

る
も

の
の
宿
命
と

し
て
、
誰
も
が
持

つ
不
本
意

さ
で
あ

る
こ

と
を
語

っ
て
い
る
。
説
明

の
文
体
が
説
明

し
た
も

の
は
、
実

は
、

こ
の
不
本
意

さ
が
、
逆

に
普

遍
性
を
持

つ
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

〈
終

わ
り
〉

と
は
、
繰

り
返
し

に
耐
え
る
同

一
性

に
触

れ
る
こ

と
で
あ

る
。
第

三
篇
を
読

ん
で
、

こ
こ
に
与

え
ら
れ
た
世
界
が

こ

れ
以
上
明
瞭

に
な
り
は
し
な

い
と

い
う
と

こ
ろ
ま

で
説
明
さ
れ
た

こ
と

に
よ
り
、
明
瞭

に
な

っ
た
物
語
世
界

の

停

滞

と

い
う
事
態

が
、
誰
も

の
事
態

で
あ
り
、

そ
し
て
永
遠

に
先
送

り
さ
れ
か
ね
な

い
も

の
で
あ
る

こ
と
を
受
感

し
た
と
き
、
確

か

に
〈
終

わ
り
〉

に

は
触

れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ

の
感
触

は
何

と
不
確
か
な
手
触

り
で
あ
る

の
だ
ろ
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う
。
小
説
と

い
う
物
語

に
は
死
と
再
生
と

い
う
、
わ
た
し
た
ち
を

浄
化

に
導
く
く
終

わ
り
∨
方

は
も
う
な

い
の
か
。
そ

の
繰

り
返
し

に
耐
え
る
同

一
性
と

は
、

た
だ
、
停
滞

し
煩
悶
す
る
事
態

を
繰
り

返
し
繰

り
返

し
説
明
し
続
け

る
中

で
触

れ
え

る
同

一
性

で
し
か
な

い
の
か
。
そ

ん
な

こ
と

に
わ
た
し
た
ち

は
感
動
を
求
め
な
け

れ
ぽ

な
ら
な

い
の
か
○

(
8
)

残
念

な
が
ら
、
近
代
小
説

の
歴
史

は
そ
う

だ
と
言

っ
て
い
る
。

そ

し
て
、
そ

の
始
発
が

『
浮
雲
』

で
あ

る
こ
と
も
。

(
7
)

(
8
)

野
口
武
彦

『
小
説
の
日
本
語

日
本
語
の
世
界
13
』
(中
央
公
論

社
、

一
九
八
〇
年
)

一
二
〇
頁
。

こ
こ
で

「
残
念
な
が
ら
」
と
言
う
の
は
、
現
在
小
説
は
新
し
い

物
語
性
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持

っ
て
い
る
か
ら

で
、
『浮
雲
』
が
否
定
し
た
物
語
性
を
直
接
憧
憬
し

て
言

っ
て

い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
こ
と
わ

っ
て
お
く
。

(

↓注

 

(
2
)

(
3

)

(
4

)

(
5

)

(
6

)

前
田
愛
は
、
こ
の
二
葉
亭
が
閉
じ
こ
も

っ
た
二
階
を
、
伝
統
的

な
日
本
の
住
宅
に
お
け
る
非
日
常
的
空
間
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
『都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
(筑
摩
書
房

・
一
九
八
二

年
)

小
森
陽

一
『
構
造
と
し
て
の
語
り
』
(
新
羅
社
、

一
九
八
八
年
)

日
章
の

「
物
語
の
展
開
と
挫
折
」
よ
り
。

以
下
の
引

用

も
同

じ
。
な
お
同
氏
の

『
文
体
と
し
て
の
物
語
』
(
筑
摩
書
房
、
一
九

八
八
年
)
も
参
照
。
こ
の
二
冊
に
か
な
り
示
唆
を
受
け
た
こ
と

を
付
記
し
て
お
く
。

十
川
信
介

『
増
補
二
葉
亭
四
迷
論
』
(
筑
摩
書
房
、

一
九
八
四

年
)

一
四
五
頁
。
;

.

‥

,

・

四
方
田
犬
彦

『
貴
種
と
転
生
』
(
新
潮
社
、
一
九
八
七
年
)

一
五

五
頁
。

三
谷
邦
明

「
近
代
小
説
の
言
説

・
序
説
」
『
日
本
文
学
』
一
九
八

七
年
七
月
。

『森
鴎
外
全
集
3
』
(筑
摩
全
集
類
聚
)
の

「
三
椒
大
夫
」
語
注

参
照
。
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