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一
、

二
つ
の
小
説
家
像

明
治
二
十
年

(
一
八
八
七
)
八
月
十

八
日
の
北
村

ミ

ナ
宛
書
簡

を
読
む
と
、

透
谷
が
小
説
家
な
る
も

の
を
ど
の
よ
う
に
想

い
描

い
て

い
た
か
が

よ

く

わ

か

る
。
た
と
え
ば

生
は
既
に
自
ら
生
活
を
営
む
可
き
身
に
て
あ
り
、
鋭
敏
に
商
政
を
計
る
べ
き

む

か
ん
か

一
個

の
無
間
暇
男
児
な
り
、
汝
を

し
て
小
説
家
と
な

る
べ
き
企
図
を
抱

し
め

ん
か
、
汝
は

一
椀

の
飯
を
も
得

る
能
は
ざ

る
べ
し
、
然
れ
ど
も
汝

の
胸
中
に

注

1

あ

る
小
説
家
と
な
ら
ん
と
云
ふ
望

み
は
、
遂
に
奪

ふ
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
、

と

い
っ
た
自
問
自
答

の
文
章
を
読

む
と
、
透
谷
に
お
け

る
小
説
家
像
と

い

っ
た

も

の
が
浮
ぴ
あ
が

っ
て
く
る
。
こ
こ
で
透
谷
は
、
小
説

家
は
喰
う
と

い
う
次
元

と
は
対
立
す
る
職
業

で
あ
り
、

そ
れ
が
故
に
自
分
は
小

説
家
に
な
ら
ざ
る
を
得

な

い
の
だ
と
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

明
治

二
十
年

に
お
け
る
小
説
家

の
社
会
的
地
位
が
現
代

の
知
的
職
業

と
し
て

の
地
位
よ
り
格
段
に
低

い
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
は
わ
か

る
が
、
小
説
家
が

一
椀

の
飯
も
得

る
こ
と
の
で
き
な

い
職
業

で
あ
る
わ
け
が
な
い
。

こ
こ
は
小
説
家

に

高

い
精
神
性
を
付
与

す
る
あ
ま
り
の
透
谷
独
得

の
過
剰
な
言
い
回
し
を
読
む
べ

き

で
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
よ
り
も
、

一
椀

の
飯
を
得

る
た
め

の
小
説
家

で
あ

っ
て

は
い
け
な

い
、
そ
の
よ
う
な
小
説
家
像

か
こ
こ
で
透
谷
に
よ

っ
て

つ
く

り
出
さ

れ
た
と
考

え
る
べ
き

な

の
だ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
透
谷
は
、

こ
の
手
紙
を
書

い
て
い
る
時
点

で
、

「小
説
家

と
な
ら

ん
と
云
ふ
望
み
は
、
遂

に
奪

ふ
可

ら
ざ
る
者

な
り
」
と
か
、
そ
の
前

の
文
章

で

「
以
上
縷
述

し
来

り
た
る
生

の
経
歴
と
性
質

と
は
、
以
て
生
を
し
て
自

ら
小
説

家
た
る
を
得

ん
と
自

負
せ
し
む
る
に
足
る
者
な
り
」
と

い
っ
た
言

い
方

で
自

己

の
小
説
家
た
る
こ
と

の
必
然
性
は
強
調
す
る
の
だ
が
自

分
は
小
説
家
に
な
る
の

だ
、
と
い

っ
た
よ
う

な
直
接
的
な
言

い
方
は
し
て
い
な

い
。

こ
の
と
り
よ
う
に

よ

っ
て
は
素
直

で
な

い
小
説
家

へ
の
自
己
証
明
に
、
文
学

を
志
す
青
年

の
、
自

己
の
才
能
に
対
す

る
自
負
と
不
安

の
入
り
混

っ
た
屈
折

し
た
心
情

を
見
る

こ
と

が

で
き
よ
う
。
た

と
え
ば

こ
の
八
月
十

八
口

の
書
簡

の
直
前
、
す
な
わ
ち
明
治

注
2

一
一十
年
七
刀
下
旬
か
八
月
上
旬
に
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
北
村

ミ
ナ
宛
書
簡

草
稿

「夢
中
の
詩
人
」
に
透
谷
は
、
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ま
き
つ
ぐ

公
歴
兄
、

の
、
思
想
豊
富
な
る
事
、
君

の
如
き
人
を

も
交
際

の
、
籠

の
中

に

入
れ
て
置
き
た
る
を
想

ひ
出
で
、
そ
ぞ
ろ
感
概

に
堪

へ
ず
、久

し
ぶ
り
に
て
、

ほ
ト
ひ
ぢ

机

の
上

に
、
ほ
ふ
ひ
じ

〔頬
肘
〕

つ
き
、
ペ

ン
を
持

ち
は
じ
め
ま
し
た
、
知

ら

る

、
如
く
、
年
若
く
、
識
狭
く
、
思
想
乏
し
き
、

一
個

の
愚

人
、
故
、
交

〔
マ

マ
〕

際

の
価
直
な
し
と
て
、
直

に
、
な
げ
出
し
た
ま
わ
ぬ

こ
そ
望
ま
し
け
れ

と
書

き

つ
け
た
。

こ
の
卑
下

の
し
か
た
は
、

八
月
十

八
臼
書
簡

の

「
小
説
家
た

る
を
得

る
自
負
」

と
は
大
違

い
だ
が
、

こ
の
そ
れ
程
時

期

の
違

わ
な
い
二

つ
の

自
己
評
価
に
、
自
負
と
不
安

の
間

の

「揺
れ
」
言

い
換

え
れ
ば
自
分

で
自
分
が

把
握

で
き
な

い
こ
と
に
よ
る

「揺
れ
」
を
見

る
こ
と
が

で
き

る
だ
ろ
う
。

こ
の

こ
と
か
ら
確
か
に
、
小
説
家

で
あ
る
こ
と
の
必
然
を
強
調

し
は
し
た
が
、
断
定

す
る
言

い
方
は
避
け
た
ふ
し
が

あ
る
そ

の
微
妙
な
屈
折

を
説
明
す
る
こ
と
は
で

き

る
。
が
、
透
谷
が

こ
こ
で
小
説
家
た
り
え

る
自

己
と

あ
り
う
べ
き
小
説
家
像

を
同
時
に

つ
く
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
だ
と
し
た
ら
、

こ
の
微
妙

な
屈

折

し
た
言

い
回
し
は
、
あ
ま
り
に
先
駆
的
す
ぎ
る
小
説
家
像

に
、
自
己

の
存
在

を
重
ね
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
不
安
あ
る
い
は
困
難

の
故
だ
と
考
え
る
べ
き

か
も
知
れ
な

い
。

同
じ
八
月
十
八
日
書
簡

の

「
以
上
縷
述

し
来
た

る
生

の
経
歴
と
性
質
」

の
そ

の
経
歴

の
項

で
、
透
谷
は

翌
明
治
十
八
年
に
入
り
て
生

は
全

く
失
望
落

胆
し
、
遂

に
脳
病

の
為

め
に

大
に
困
難
す
る
に
至
れ

り
、
然
れ
ど
も
少
し
く
元
気

を
恢
復
す
る
に
至
り

て

生
は
従
来

の
妄
想

の
非

な
る
を
悟
り
、
愛
に
小
説
家

た
ら
ん
と
の
望

を
起

し

け
り
、
然
れ
ど
も
未

だ
美
術

家
た
ら
ん
と
は
企

て
ざ

り
し
、
希
く
は
仏

の
ヒ

ユ
ー
ゴ
其
人

の
如
く
、
政
治
上

の
運
動
を
繊

々
た

る
筆

の
力
を
以

て
支
配
せ

ん
と
望
み
け
り

と
書

い
て
い
る
。

こ

の
よ
う
に
明
治
十

八
年

の
回
想

の
時
点

で
は
、

「
小
説
家

た
ら
ん
と
の
望
」
と

か

「筆

の
力
を
以
て
支
配
せ
ん
と
望
み
け
り
」
と
い
う
よ

う
に
、
透
谷
は
小
説

家

で
あ
ろ
う
と
す
る
意
志
を
、
ま
わ
り
く
ど

い
言

い
方
を

せ
ず
に
正
面
き

っ
て
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
家
像

は

「
以
て
生

を
し
て
自
ら
小
説
家

た
る
を
得
ん
と
自
負

せ
し
む
る
に
足
る
者

な
り
」

「
小
説

家
と
な

ら
ん
と
云
ふ
望
み
は
、
遂

に
奪

ふ
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
」
と
書
か
れ
た

意
味
で
の
小
説
家
像

と
は
だ

い
ぶ
違

っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
明
治
二
十

年

八
刀
十
八
目
の
現

在
時
に
書
か
れ
た

「小
説
家
」
と
、
明
治
十

八
年

の
回
想

時

に
お
け
る

「
小
説

家
」
は
、
透
谷

の
中

で
、
そ
の
像

に
お

い
て
区
別
さ
れ

て

い
た
と
考

え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

問
題

は
そ
の
違

い
だ
が
、
明
治
十
八
年

に
お
け
る
小
説
家
た
ら
ん
と
す
る
望

み
は
、
政
治
家

に
な

ろ
う
と
す
る
よ
う
な
あ
る
い
は
商

人
に
な
ろ
う
と
す
る
よ

う
な
意
味
で
小
説
家

た
ら
ん
と
す
る
望

み
で
あ

っ
て
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
成
ろ
う

と
す
る
も

の
の
意
志

の
問
題

で
あ
る
と
言

え
る
が
、
明
治
二
十
年

の
場
合

の
小

説
家
像

は
、
成

ろ
う

と
す
る
意
志

と
は
関

り
な
く
あ
る
い
は
そ

の
よ
う
な
次
元

と
は
全
く
別

に
成
ら
ざ

る
を
得
な
い
も

の
で
あ
り
、
同
時

に
ど
ん
な
に
意
志
し

た
と

こ
ろ
で
必
然

と

い
う
も

の
が

な
け
れ
ば
成

る

こ
と
が

で
き
な
い
も

の
で
あ

る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
透
谷

は
明
治
十
八
年

に
お

い
て
は
俗
的
な
意

味
で
の
小

説
家

に
な
ろ
う
と
し
た

の
で
あ
り
、
明
治

二
十
年

の
こ
の
書
簡

の
段
階

で
は
、

小
説
家
を
聖
的
な
位

置
に
置

い
た
た
め
に
小
説
家
に
な
る
望

み
を

「奪

ふ
可
か

ら
ざ
る
」
と
表
現

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
だ
。

つ
ま
り
、
透
谷
は
聖
的
存
在

で
あ
る
べ
き
小
説
家
像
を
希
求
す
る
が
故
に
、

同
時
に
そ

の
よ
う
な
存
在

と
な
る
べ
き
自
己

の
現
在

と
重
ね
る
こ
と
で
自

己
と
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小
説
家

の
両
方
を
確
証
し
よ
う
と
し
た

の
だ
。
北
村

ミ

ナ
相
手
に
と
い
う
よ
り

は
、
北
村

ミ
ナ
と

い
う
聞
き
手
を
借
り

て
自
分
相
手
に
自

己
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ

テ
ィ
を
ま
わ
り
く
ど
く
確
認

し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
二

つ
の
小
説
家
像

の
違

い

は
、
た
ん
に
自
己
の
意
志

し
た
像

の
過
去

と
現
在
時

の
違

い
と

い
う
だ
け
で
な

く
、
近
代

に
お

い
て
定
立
さ
れ

て
く
る

「
小
説
家
」

と

い
う
像
そ

の
も

の
の
登

場
を
暗
示
す
る
と

い
う
意
味

に
お

い
て
重
要

で
あ
る
。

二
、

「
富
士
山
遊
び
の
記
憶
」
の
文
体

こ
の
二

つ
の
小
説
家
像

の
違

い
は
、
明
治
十

八
年

の
夏
に
書

か
れ
た

「富
士

山
遊

び
の
記
憶
」

の
文
体
と
、

「奪

ふ
可
か
ら
ざ

る
者

」

で
あ
る
小
説
家
に
な

ら
ん
と
し
た
透
谷

の
創
作
、
た

と
え
ば

「楚
囚
之
詩
」

や

「蓬
莱
曲
」
の
文
体

と

の
違

い
と
し
て
も
語

れ
る
は
ず

で
あ
る
。

「
楚
囚
之
詩
」
や

「
蓬
莱
曲
」
は
伝
統
的
な
詩

の
リ
ズ

ム
で
も
な
く
散
文

で

も
な

い
透
谷
独
得

の
リ
ズ
ム
を
持

っ
た
詩
体

に
よ

っ
て
成
立
し
て
お
り
、
そ

の

意
味
で
透
谷

の
不
安
定
な
内

面
が
文
体

の
不
安
定
さ
と

し
て
あ
ら

わ

れ

て

い

る
。
が
、
「富
士
山
遊

び
の
記
憶
」
は
、
戯
作
体

と
は
言

わ
ぬ
ま
で
も
戯
作
体

に

近

い
文
体

で
最
初
か
ら
最
後
ま
で
統

一
さ
れ

て
お

り
、
透
谷

の
創
作

の
な
か

で

は
最
も
安
定
し
た
文
体

を
持

つ
も

の
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
文
体

に
お
け
る
安
定

と

い
う

こ
と
は
、
作
者

で
あ

る
透
谷

の
表
現
意
識

の
安

定
を
さ
す
。

つ
ま
り
、

こ
の

「富
士
山
遊

び
の
記
憶
」

の
文
体

の
安
定
は
、
透

谷
の
表
現
意
識

の
安
定

を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
透
谷
が
小
説
家
像
を
俗
的
な
位
置

に
置

い
た

こ
と
に

対
応
す
る
と
考

え
る
の
で
あ

る
。

別
な
言

い
方
を
す
れ
ば
、

「
富
士
山
遊

び

の
記
憶
」

に
お
い
て
透
谷

は
、
伝

統
的
な
文
学

と
い
う
場
所

に
自

ら
を
位
置
づ
け
た

の
で
あ
り
、

そ
れ
以
降

の
創

作

に
お

い
て
は
、

「
奪

ふ
可

か
ら
ざ
る
者

」
と
し

て
の
小
説
家
像
を
選
び
取

っ

た
が
故
に
、
新

し
い
文
体

に
よ
る
新

し
い
文
学
創
造

の
場
に
身
を
置

こ
う
と
し

た

の
だ
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
言
わ
ば

そ
れ
は
二

つ
の
小
説
家
像

の
問
題

で
あ
る

よ
り
前
に
、
透
谷
に
お
け
る
コ

つ
の
表
現
意
識

の
問
題
で
あ
る
と

も

言

え

る

が

、

こ
こ
で
は
そ

の
二

つ
の
差
異
を

[作
晶
」
と
い
う
構
造
に
関
わ
ら
せ
て
考

え
て
み
た

い
。

「富
士
山
遊
び

の
記
憶
」
は

一
個

の
作
晶

と
し
て
完
結

し
え
て
い
る
。

こ
の

場
合

の
作
晶
と
は
、

あ
る
ま
と
ま
り
を
も

っ
た
言
語
表
現
が

そ
の
展
開

の
な
か

で
自

己
完
結
し
え
て

い
る
と
き
、
固
有
性
を
も

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
表
現

の
全
体

を
意
味
す

る
。
白
己
完
結
し
て
い
る
か
ど
う
か

の
判
断
は
、
作
者

と
読

み
手

の

作
品
を
了
解

す
る

コ
ー
ド
に
よ

っ
て

い
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
判
断
が

一
般
に

そ
の
時
代
に
共
通
し

た
既
成

の
コ
ー
ド

に
よ

っ
て
い
る
と
き
、
そ

の
作
品
は
制

度
と
し
て
の
既
成

の
作
品
構
造
を
持

つ
と
い
え
る
。

「富
士
山
遊

び
の
記
憶
」

は
そ
の
よ
う
な
意
味

で
の
既
成

の
作
品
構
造

を
も

つ
も

の
で
あ
る
と
言

っ
て
い

い
だ
ろ
う
。
そ
れ

は

こ
の
作
品
が
紀
行
文
と
し
て
の
体
裁
を
崩
し

て
い
な

い
と

い
う

こ
と
や
、

吾

は
元
よ
り
貧

し
き
書
生
に
し
あ
れ
ば
、
馬
車
や
車

の
賛

沢
は
吾
身

の
分

に

あ

ら

《
さ
れ
ば
》

ず
、
健
康

の
そ
こ
な
ひ
な
さ
ぬ
限
り
に
は
、
杖

を
語
ら
ひ

た
ど
り
あ
ゆ
む

こ
そ
、
誠

の
本
意
と
申
す
べ
け
れ

と

い
っ
た
書
き
出

し

の
戯
作
調

の
文
体
が
、
安
定

し
て
最
後
ま
で
貫
か
れ

て
い

る
と

い
っ
た

こ
と
な
ど
に
よ

っ
て
理
解

で
き

る
だ
ろ
う
。

こ
の
作
品

の
文
体

が
安
定

し
て
い
る
の
は

「作
品
」
と
い
う
既
成

の
枠

の
な

か
に
透
谷

の
表
現
意

識
が
安
住

し
て
い
る
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。

こ
こ
で
透
谷

の
表
現
意
識
は
既
成

の
作
品
空
間
を
成
就
さ
せ
る
も

の
と
し
て
機
能

し
て

い
る
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わ
け
で
あ

る
。

別
な
視
点

で
語
れ
ば
、

こ
の
作
品
に
は
作
者
透
谷
と

一
定

の
距
離
を
保

っ
た

無
性
格
な
語
り
手
が
安
定

し
た
位
置
を
動
か
ず
に
お
り
、
奪
ふ
可
か
ら
ざ

る
小

説
・家
と
し
て
の
透
谷
は
ま
だ
文
体
に
お

い
て
姿
を
現

わ

し
て
い
な

い
。

わ
れ

「富
士
山
遊

び
の
記
憶
」

の
書
き
出

し
は

「
吾
」
と

い
う

一
人
称

で
始
ま
る

が
、

こ
れ
は
語

り
手
に
よ
る
自
明

の

「
わ
れ
」
で
あ

っ
て
、
透
谷
が
透
谷
自
信

に
問

い
か
け
る
よ
う
な
不
透

明
な

「
わ
れ
」
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
富
士
山
頂

の
場
面
で
、

「
金
明
水

と
い
ふ
は
わ
れ
石
の
麓

に
あ
り
、
金

明
水
、
銀
明
水
非

常

に
冷
た
く
、
咽
を
過
ぐ

る
時

《気
》
咽
管
も
泳

る
ば

か
り
に
思
わ
れ
た
り
」

と
語
る
と
き
の

「
わ
れ
」
は
、
金

明
水
を
飲

み
そ
れ
に
固
有

な
何
か
を
感
じ
る

意
志
的
な

「
わ
れ
」
で
は
な
く
て
、
富
士
山
に
登

っ
て
金
明
水
を
飲

め
ば
誰

で

も

咽
が
凍
る
ば

か
り
に
感
じ
る
、
そ

の
よ
う
な
大
勢

の
感
覚
を
代
表
す

る

「
わ

れ
」
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な

「
わ
れ
」
は
自
明
で
あ
る
が
無
性
格

で
あ
る
。
語
り
手
が
自
明

な

「
わ
れ
」
を
作
品

の
あ
ら
ゆ
る
場
所

に
潜
ま
せ
る
と
き
、
作
品
は
そ
れ

こ
そ

自
明
な
作
品

と
し
て
完
結

す
る
。

「
富
士
山
遊
び

の
記

憶
」
が
作
晶

と
し
て
完

結

し
え
て

い
る

の
は
、
隅
々
に
ま
で
潜
ん
で
い
る

こ
の
自
明

の

「
わ
れ
」
に
よ

る

の
だ
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

(
廿
六
丁

の
う
ち
の
四
丁
分
)
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
。

小
沢
勝
美

は
こ
の

こ
と
か
ら
透
谷
は
読
者
を
ム
、識

し
た
、

つ
ま
り
公
的
な
場

へ
発
表
す
る

こ
と
を
前
提

と
し
て
推
敲

に
推
敲

を
重
ね
た
か
ら
だ

ろ
う
と
し
、

そ
の
推
敲

に
よ
る
文
体

の
意
識

に

つ
い
て

す
な
わ
ち
、
明

治
十

八
年
夏

の
透

谷
の
内
部
に
は
、
か

つ
て
の
n
本

の
政

治
小
説
と
は
異

っ
た
も
う
少

し

ス
ケ
ー

ル
の
大
き

い
、
し
か
も
内
面
的
な
苦

悩
を
表
現

で
き

る
よ
う
な
仏

の
ヒ

ュ
ー
ゴ

の
よ
う
な
小
説
を
書
き
た

い
と
の

志
向
が
あ
り
、
同
時

に
後
に
の
べ
る
渡
辺
堆
山

の

「
游
相
日
記
」
に
お
け
る

よ
う
な

「
風
景

の
賞
味
家
」
、

「人
情

の
研
究
家
」

と
し
て
の

「
政
治
小
説

家
」
を
め
ざ
し
て
筆
を

と

っ
た
が
、

い
ざ
書
き
出
し
て
か
ら
読

み
か
え
し
て

み

る
と
、
そ
れ
は

さ
き
に
A
の
部
分

に
と
り
出
し
た
よ
う
な
あ
ま
り
に
も

そ

の
会
話
調

の
や
り

と
り
が
軽

す
ぎ
て
戯
作
的
な
文
体

(略
)
を
感

じ
て
、
墨

で
消

し
、

こ
ん
ど

は
、
本
来

の
政
治
小
説
的
な
文
明
批
評
を
も
う
少
し
盛
り

込
も
う
と

い
う
意
識
が
働

い
た
結
果
、
そ

の
あ
と

の
つ
づ
き
を
書

い
た
と

こ

ろ
、

こ
れ
も
時
間

が
た

っ
て
読
み
か
え
し
て
み
る
と
、
今
度
は
逆
に
何
と
も

啓
蒙
的
な
批
評

(略
)
が
出
す
ぎ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

て
、

そ
れ
を
朱

注
4

筆

で
抹
消
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

北村透谷の表現意識

小
沢
勝
美
は

「富
士
山
遊
び
の
記
憶
」
の
生
原
稿
の
綿
密
な
考
証
に
よ

っ
て

注

3

次

の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

原
稿
に
は
朱
筆

の
読
点
と
黒
の
読
点
が
二
重
に
な

っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、

そ
の
二
重

の
部
分
は
朱
筆
で
文
章
を
是
正
す
る
際
に
読
点
の
必
要
性
を
確
認
す

る
た
め
に
、
す
で
に
黒
で
読
点
が
あ

っ
た
と
こ
ろ
の
上
に
さ
ら
に
朱
で
も
読
点

を
う

っ
た
ら
し
い
部
分
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
朱
筆

の
是
正
が
冒
頭

の
部
分

と
述
べ
、
そ
こ
に
政
治
小
説
家
意
識
と
小
説

(美
術
)
家
意
識
の
ゆ
れ
を
読
ん

で
い
る
。
す
ぐ
れ
た
考
察
だ
と
思
う
が
、
明
治
十
八
年

の
透
谷
に
お
け
る
小
説

家
像
を
微
視
的
に
分
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
分
析
も
納
得
で
き
る
。
だ
が
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
明
治
二
十
年
八
月
十
八
日
の
書
簡
に
書
か
れ
た
二
つ
の
小
説

家
像
と
い
う
視
点
で
分
け
れ
ば
、
政
治
小
説
家
意
識
も
小
説

(
美
術
)
家
意
識

も

「
奪
ふ
可
か
ら
ざ
る
者
」
で
な
い
俗
的
な
位
置
に
お
け
る
小
説
家
像
で
あ

っ
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て
、
そ
の
差
は
問
題
に
は
な
ら
な

い
。

む
し
ろ
、

こ
こ
で
小
沢
勝
美

の
指
摘

に

注
目
す
る
の
は
、
冒
頭
部
分

の
推
敲
や
読
点

へ
の
意
識

と
い

っ
た
も

の
は
既
成

の
作

品
空
間
を
成
就
さ
せ
る
た
め
の
表
現
意
識

を
あ
ら

わ
す
も

の
で
は
な
い
か

と
思
う
か
ら
だ
。

小
沢
勝
美

の
指
摘
す
る
推
敲
部
分
を
見

て
も
、
作
者

透
谷
自
身

の
不
透
明
な

内

面
が
、
安
定
し
た
語
り
手
に
よ
る

「
わ
れ
」
を
押

し

の
け
て
顔
を
出
す
わ
け

で
は
な

い
。

つ
ま
り
、
そ

の
推
敲

は
後
年

「
禁
囚
之
詩

」
や

「蓬
爽
曲
」
な
ど

で
透
谷

の
内
面
を
体
現
し
た
不
透
明
な

「
わ
れ
」
に
よ

っ
て
語
ら
れ
る
不
安
定

で
あ
る
が
水
準

の
高

い
文
体
を
知

っ
て
い
る
私
達
に
と

っ
て
は
、
ど
ち
ら
に
し

て
も
た

い
し
た

こ
と
の
な

い
推
敲
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
よ
う
な
推
敲

は

「作
品
」
と

い
う
完
成
体
に
照
準
を
合

わ
せ
た
推
敲

で
あ
り
、

そ
れ

こ
そ
当
時

の
自
明
な
読

み
手

の
た
め
に

つ
ま
り
自
明
な
公
的
読
者

層

に
向
か

っ
て
骨
折
ら

れ
た
推
敲
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

と

こ
ろ
が
、

「富
士
山
遊

び

の
記
憶
」
は
作
品
と
し

て
実
質
的

に
完
成

し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
透
谷

は
そ
の
奥
書

に

明
治
十
八
年
夏
中

昼
寝
の
隙
を
見

て
起
草
す
但
し

当
分
清
書
せ
ぬ
者

に
候

と
書
く

こ
と
で
、
作
品
と
し
て
公
表
す

る
こ
と
を
思

い
と
ど
め
て
い
る
。
何

か

の
事
情
が
あ

っ
て
公
表

で
き
な

か

っ
た

の
か
、
そ
れ

と
も
透
谷
自
身
が
作
品
と

し
て
認
め
な
か

っ
た

の
か
、
そ
の
真
意

は
わ
か
ら
な

い
が

い
ず
れ
に
し
て
も
そ

れ
は

「富
士
山
遊

び

の
記
憶
」

の
執
筆
時
期
に
か
か
わ

っ
て
き
そ
う
に
思
わ
れ

る
。

つ
ま
り

こ
の
奥

書
に
あ
る
明
治
十
八
年
夏
中

と
い
う
時
期
が
、
大
阪
事
件

離
脱

以
前
な

の
か
以
後
な

の
か
と

い
う

こ
と
が
問
題

に
な

っ
て
い
そ
う
な
気
が

す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
執
筆
時
期
が
大
阪
事
件
離
脱
以
後
と
す
れ
ば
、
透
谷

の
政

治
か
ら

の
訣

別

の
負

い
目
を
考
慮

す
る
こ
と
な
し
に
読
む

こ
と
は
不
可
能

と
な
り
、
従

っ
て

そ
の
戯
作
調

の
文
体

の
印
象
は
が
ら
り
と
違

っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り

「
富
士
山

遊

び
の
記
憶

一
の
執

筆
時
期
が

い
つ
か
と
い
う
問
題
は
そ
の
読

み
に
関

わ
る
問

題

で
あ
り
、
従
来
研

究
者

に
よ

っ
て
様

々
に
言
及
さ
れ
そ
し
て
説
が
分

か
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。

前
田
愛

は
離
脱
後

と
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

透
谷

の
内

面
に
わ
だ
か
ま

っ
た

こ
の
訣
別

の
負

い
目
は
、

「富
士
山
遊

び
の

記
憶
」
前

半

の
婿
晦

と
屈
折

に
み
ち
た
異
様

な
表
現
で
蔽

い
隠
さ
れ
な
け
れ

ば
な

ら
な
か

っ
た
。

こ
れ
ま
で
戯
作
調

の
文
体
と
規
定
さ
れ

て
き

た
も

の
が

そ
れ

で
あ
る
。

「
富
士
山
遊
び

の
記
憶
」

の
評
価
は
、

こ
の
戯
作
調

の
文
体

か
ら
、
透
谷

の
精

神

の
弛
緩
を
読
み
と
る
か
、

そ
の
苦
渋
を
読

み
と
る
か
に

注
5

よ

っ
て
、
大
き

く
二

つ
に
分
れ

て
く

る
だ
ろ
う
。

私
も
離
脱
以
後

と
考

え
る
の
で
、
基
本
的

に
は

こ
の
よ
う
な
前

田
愛

の

「
読

み
」
に
は
賛
成

な

の
だ
が
、

し
か
し
、
そ

の
読

み
が
果

た
し
て
離
脱
以
後
で
あ

る
と

い
う
先
見
性

を
排
除

し
て
読
ま
れ
た
も

の
な

の
か

ど

う

か

と

い
う
確
証

が
、
そ

の
読
み

の
な

か
に
は
な

い
。
少
く
と
も

「富
士
山
遊

び
の
記
憶
」
は
離

脱
以
前

と
い
う
予
見

で
読

め
ば
鱈
晦
や
屈
折
を
見
出
さ
な
い
読
み
を
可
能
に
す

る
文
体

で
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
い
ざ

一
足
と
う
な
づ
き
て
、
踏
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北村透谷の表現意識

み
出
す
足
よ
り
胸

の
中

、
今

の
苦
界
は
如
何
ば
か
り
か

、
盟

ひ
の
友
に
も
言

い

兼
ぬ
る
、
世
み
ち
を
渡

る
杖
ひ
と

つ
、
ほ
ん
に
暗
み
と

は
月
無
き
夜

を
云

ふ
に

な
ん
、
日
な
き
昼
を
ば
何

と
云
ふ
」
と

い
っ
た
と

こ
ろ

な
ど
は
、
離
脱

以
後
と

い
う
予
見

で
読
め
ば
、
訣
別

の
負

い
目
を
も

っ
た
透
谷

の
胸
中
を
重
ね
る
こ
と

で
こ
の
紀
行
文
全
体

を
代
表
す
る
文
と
し
て
読

む

こ
と

に
な
る
が
、
離
脱
以
前

と
し
て
読

め
ば
、
景

と
心
情

の
描
写

の
繰
り
返

し
に
よ

っ
て
つ
づ
ら
れ
て
い
る

紀
行
文

の
中

の

一
節

と
し
て
全
体

の
中

に
紛
れ

て
し
ま
う
も

の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
全
体

と
し
て
見
た
と
き
、
紀
行
文
と
し
て
完
成
さ
れ
安
定

し
た
文

体

と
し
て
統

一
さ
れ
て
い
る

こ
の

「
作
品
」
自
体
が
結

果
的
に
は
離
脱
以
前

と

読

ま
せ
る
根
拠
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

離
脱
以
後
と
と
る
立
場

の
弱
点

は
、

そ
の
確
証
が
読

み

の
中
に
し
か
な

い
と

い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
読
み
が
何

か
の
先
見
性
に
頼

ら
ざ
る
を
得
な

い
と
い

う
読
み
本
来

の
曖
昧
性
に
あ

る
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
か
。
従

っ
て
離
脱
以
後
と

す

る
立
場
を
補
強
す

る
た
め
に
は
、

こ
の
紀
行
文

の
安
定

七
た
構
造
を
ど
う
評

価

す
る
か
に
か
か

っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

私

の
考

え
で
は
、
離
脱
後

の
透
谷
が
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
立

ち
直
る
た
め
に

俗
的
な
位
置
に
お
け
る
小
説
家
像

へ
と
自

己
を
重

ね
よ

う
と
し
た
結
果
、
安
定

し
た
文
体
を
引
き
寄
せ
た

の
だ
と
思

う
。
恐

ら
く
は
そ

こ
が
絶
望

と
対
極

に
あ

る
安
定

し
た
文
学
世
界

で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
透
谷

は
そ

こ

へ
自

己
を
投
入
し

よ
う
と
し
た

の
だ
。
そ
う
考
え
れ
ば
と

こ
ろ
ど

こ
ろ
に
苦
渋
に
満
ち
た
文
体
が

出

て
く
る
の
も
理
解

で
き

る
。
従

っ
て

「
富
士
山
遊
び

の
記
憶
」

の
安
定

し
た

表
現
意
識
は
、
俗
的
な
小
説
家
に
な

ろ
う
と
し
た
透
谷

の
積
極
的

な
意
志

の
産

物

と

い
う

こ
と
が

で
き

よ
う
。

こ
こ
で
透
谷

は
ま
だ

〈苦
界
〉
を
表
現
主
体

の
苦
渋

の
文
体

と
し

て
表
現
し

き

っ
て
い
る
わ
け
で
も
、
ま
た
そ
れ
を
可
能
に
す

る
よ

う
な
小
説
家
像

を
手
に

入
れ

て
い
る
わ
け

で
も
な
い
。
と
り
あ
え
ず
は
、
既
成

の
作
品
と
い
う
安
定
を

保
証
す
る
文
学
空
間

に
浸

る
の
が
目
的

だ

っ
た
だ
ろ
う
と

思

わ

れ

る
。
し
か

し
、
奥
書

に
書
き

つ
け
ら
れ
た

「
当
分
清
書
せ
ぬ
者
に
候
」
は
離
脱
後

の
透
谷

が
陥

っ
た
深
刻
な
事
態
が
彼
と
作
品

の
間

に
介
在

し
始

め
た

こ
と
を
物
語

る
の

で
は
な

い
か
。

つ
ま

り

こ
こ
で
執
筆
時
期

の
問
題
が
表
に
山…[て
く

る

の

で

あ

る
。確

か
に
透
谷

は
作

品
を
確
保
し
え
た
。
が
、
あ
ら
た
め
て
作
品
に
対
峙

し
た

と
き
、

そ
の
作
晶
が
彼
自
身

の

〈苦
界
〉

の
意
識
と
あ
ま
り
に
か
け
離
れ

て
い

る

こ
と
に
気
付

い
た

こ
と
は
十
分
に
予
想
さ
れ

る
。

そ
の
時
透
谷

の
意
識
に
作

品
を
完
結
さ
せ
る

コ
ー
ド

の
変
容
が
起

こ

っ
た

と
し
て
も
不
思
議

で
は
な

い
。

清
書
を
断
念

し
た

の
は
少
く
と
も
公
表
す
る

の
を
断
念

し
た

こ
と
で
あ
り
、
既

成

の
文
学
空
間

と
し

て
の

「
作
品
」
を
色
あ
せ
た
も

の
と
し
て
受
感
し
た

こ
と

に
他
な
ら
な

い
か
ら
だ
。

こ
の

「富
士
山
遊

び
の
記
憶
」
と

い
う
作
品
と
向

い

あ

っ
た
と
き
、
透

谷

は
文
学
に
対
す
る
白
ら
の
態
度

の
変
容

の
き
ざ
し
を
感

じ

と

っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
大
阪
事
件
離
脱

以
後

の
負

い
目
を
抱

え

こ
ん
だ
不

透
明
な

「
わ
れ

一
に
透
谷

の
表
現
意
識
が

つ
き
当
た

っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
に

違

い
な
い
。

以
後
透
谷

は
簡
単

に
は
作
品
を
生

み
だ
せ
な
く
な
る
。
新

し
い
表
現

へ
の
き

ざ
し
が
、

「
作
品
」

と
い
う
既
成

の
文
学
空
間

へ
の
異
和
を
透
谷
の
内
部

に
生

じ
さ
せ
た
か
ら
で
あ

る
。

三
、
反
古
に
な

っ
た
作
品

「
富
士
山
遊
び
の
記
憶
」
以
降
、
透
谷
が
い
か
に

「作
品
」
と
い
う
も
の
と

苦
闘
し
た
か
を
示
す
資
料
と
し
て
、
岩
波
の
透
谷
全
集
第
三
巻
に
勝
本
清

一
郎

の
手
に
よ

っ
て
ま
と
め
ら
れ
た

「未
完
並
び
に
散
逸
作
品
の
記
録
」
が
あ
る
。
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そ
の
な
か
に
島
崎
藤
村

「
亡
友
反
古
帖
」
が
収
め
ら
れ
て
い
て
初
期
の
透
谷

の
創
作
活
動
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

透
谷
子
が
始
め
て
詞
壇
に
志
せ
し
は
十
九
歳
ま
た
は
二
十
歳
頃
な
る
べ
し

と
覚
ゆ
当
時
風
南
子
、
無
性
子
な
ど
の
号
あ
り
。
そ
の
頃
の
反
古
多
く
は
散

逸
し
て
首
尾
全
か
ら
ざ
る
も
の
多
し
と
錐
も
、
草
稿
の
吾
許
に
存
せ
る
も
の

ス
キ
ヲ
ト

コ

に

て
、
江
藤
浩
作
、
新
奇
好
男
子

(脚
本
第
四
駒
ま

で
会
話
躰
)、
南
州

の

石
碑
、
簿
命

、

袖

は
ぬ
ら
さ
じ

(韻
文
)
、
桃
太
郎
遠
征
記
、

小
児

の
時
、

貴

人

(滑
稽
流

の
詩
と
し
て
中
等

以
上

の
人
士
が
遊

情
放
縦

な
る
を
詰
責
す

べ
し
と
あ
り
)
、
東
北
振
興
中
原
之
鹿

(小
説
又
脚

本

め
き
た
り
)
、
林
中
会

義
、
四
条
畷

(脚
本
草
稿
)
、
世

の
感
、
文
学

の
平

天
地
、
志
士

の
門
出
、

僧
雄
正
坊
、
南
州
翁

(脚
本
第

一
駒
丈
)
、
洗
礼
を
受

け
た
る
夕

べ
、
こ
れ
ら

は
小
説
脚
本
韻
文
小
品
等

の
題
目
に
し
て
、
論
文

の
草
稿
に
は
、
女

子
に
就

て
、
鳴
呼
遊
廓

の
大
弊
害

、
自
由
党
自
身

の
病
性
、

日
本

の
婦
人
に
代

り
僻

仰

天
地

に
訴

ふ
、
な
ど
あ
り
。

十
九
歳
ま
た
は
二
十
歳

と

い
う
年
令

は
数
え
で
あ
ろ
う

か
ら
、
同
全
集
年
譜

の

年
代

に
あ
て
は
め
れ
ば
、
明
治
十
九
年
ま
た
は
明
治
二
十
年

の
こ
ろ
と
な
る
。

多
少

の
年
代

の
幅

を
計
算

に
入
れ
、
散
逸

し
た
反
古
が

多

い
と

い
う
藤
村

の
言

葉
を
信
ず
れ
ば
、
透
谷

は
明
治
十

八
年
、
小
説
家
た
ら

ん
と
す
る
望
み
を
抱

い

て
か
ら
か
な
り
の
作
品
を
創
り
あ
げ

よ
う
と
努
力

し

て
い
た

こ
と
が
よ
く
わ
か

る
。ま

た

「
亡
友
反
古
帖

」
に
は
、

二
十
二
歳

か
ら
二
十

三
歳

の
こ
ろ
と
し
て
二

十
八
編
、

「蓬
莱
曲
」
を
書

い
た

こ
ろ

の
も

の
と
し

て
十
四
編

の
反
古
に
な

っ

た
草
稿
を
あ
げ
て

い
る
。

「亡
友
反
古
帖
」

の
他

に
透

谷

の
日
記

で
あ
る

「
透

谷
子
漫
録
摘
集
」

か
ら
、

一
八
九
〇
年

(明
治

二
十
三
年

)
に
四
十
六
編
、

一

八
九

一
年
に
十
八
編

、

一
九
八
二
年

に
十
八
編

の
ま
だ
発
表
さ
れ

て
い
な

い
作

品
名
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。

「
亡
友
反
古
帖

」
と

「透
谷
子
漫
録
摘
集
」
に
は
重
複
す

る
作
品
が
幾

つ
か

あ
り
、
ま
た
同
じ

テ
ー

マ
を
推
敲
し
た
ら
し
い
草
稿
も
入

っ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
し
て
も
透
谷

の
残

し
た
反
古

の
山
は
か
な
り
の
数

に
な
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な

い
だ
ろ
う
。
そ
し

て
公
に
さ
れ
た
透
谷

の
作
品

の
少
な
さ
を
思

い
合

わ
せ
て

み
る
な
ら
ば
、

こ
れ

は
注
目
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
。

何
故
透
谷
は
次
か

ら
次

と
作
品
を
書
き
続
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
完
成

し
た
作

品
と
し
て
提
出

で
き

な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。
恐

ら
く
、
そ
の
理
由

の
初
源

は
、

「富
士
山
遊

び
の
記
憶
」
が
反
古

に
な

っ
た
と
き

の
透
谷
の
作
品

に
対
す
る
態

度
か
ら
始
ま

る
。

そ
れ
は
、
透
谷

の
自

明
な

「
わ
れ
」
に
よ
る
作
品

の
た
め
の
表
現
意
識
が
作

品
か
ら
乖
離

し
て
、
彼
自
身

の
固
有
な
言
語
表
現
そ
の
も

の

へ
向

っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
不
透
明

な

「
わ
れ
」
を
孕
ん
だ
文
体

は
透
谷

の
言
語
体
験

そ
の
も

の
と
し
て
表
現
に
定

着
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
作
品
を
成
就

す
る
前
に
ま

ず
そ
の
こ
と
が
確

認
さ
れ
な
け
れ
ば
透
谷
に
と

っ
て
表
現
な
ど
あ
り
え
な

い
よ

う
に
、
透
谷

は
自

ら

の
表
現
意
識
を
変
容
さ
せ
て
い

っ
た
は
ず
だ
。

明
治
十
九
年
ま

た
は
明
治
二
十
年

に
お
け
る
未
完

の
草
稿
が
果

し
て

「
富
士

山
遊

び
の
記
憶
」

の
よ
う
に
作
品

と
し
て

の
体

を
な
し
た
も

の
な
の
か
そ
れ

と

も
初

め
か
ら
作
品

と
し
て
の
構
造
を
も
た
ぬ
も

の
な
の
か
は
わ
か
ら
な

い
に
し

て
も
、

そ
れ
ら
を

こ
と
ご

と
く
反
占

に
し
た

の
は
、

そ
れ
ら
を

一
個

の
作
品

と

し
て
成
就
さ
せ
る

よ
う
に
表
現
意
識
が
働

か
な
か

っ
た

か
ら
だ

ろ
う
。
不
透
明

な

「
わ
れ
」
を
言

葉

と
し
て
い
か
に
刻
印
す
る
か
と

い
う

こ
と
に
し
か
表
現

の

価
値
を
見
出
せ
な

か

っ
た
状
態
が
、
次
か
ら
次

へ
と
生

み
出
さ
れ

て
い
く
創
作
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北村透谷の表現意識

物

の
作
品

へ
の
結
実
を
妨
げ
た

の
だ
。

で
な
け
れ
ば
、

で
き
あ
が

っ
た
作
品
を

そ
れ
が
作
品
で
あ

る
と

い
う
理
由

で
色

あ
せ
た
も

の
と
し

て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。全

集
三
巻

の
年
譜
、

一
八
八
六
年

(明
治
十
九
年
)

の
頃

に
、

「
ま
だ
文
壇

に
顔
を
出
し
ま
せ
ん
前

に
、
北
海
道
あ
た
り

の
新
聞

へ
小
説
を
出
し
て
居
た
事

が
あ
り
ま
し
た
が
、
く
だ
ら
な

い
も

の
ば
か
り
で
、
自
分

で
そ
れ
等

は
全

て
破

り
捨

て
て
残

し
て
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
い
う
北
村

ミ
ナ
の
記
事

(「
『春
』

と
透

谷
」
よ
り

〔
早
稲
田
文
学

一
九
〇
八
年
七
月
号
〕
)
が
載

せ
て
あ

る
。

こ

れ

に

よ

っ
て
も
、
明
治
十
九
年

に
透
谷
が
小
説
を
作
品
と
し
て
書

い
て
い
な
が
ら
、

書

い
た
も

の
を
色

あ
せ
た
も

の
と
し
て
見
て

い
た

こ
と
が

よ
く
わ

か

る

だ

ろ

う
。作

品

と
い
う
枠

は
良

か
れ
悪
し
か
れ
ま
だ
完
全

で
あ
り

え
ぬ
作
家

の
表
現
行

為

を
途
中

で
切

り
取
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、

い
っ
た

ん
作
品
と
し
て
成
立

し
て
し
ま
え
ば
、
作

品
は
歴
史
、
社
会
、
文
化
と

い

っ
た
様

々
な

コ
ン
テ
キ

ス

ト

の
な
か
で
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
作
家

の
手

の
届
か
ぬ

コ
ン
テ
キ

ス
ト
の
な
か
に
作
品
が
位
置
付

け
ら
れ
て
し
ま
う

の
で
あ

り
、
そ

の
意
味

で
作

品

は
作
家

の
手
か
ら
離
れ
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
作
家
に

と

っ
て
は
不
完
全
な

作
品

で
あ

っ
て
も
読

み
手
は
完
結
し
た
作
品
と
し
て
読

む

こ
と

が

で

き

る
。

が
、
読

み
手
は
作
家
を
そ

の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
位
置
付

け
ら
れ
た
作
品
か
ら
見

失
な
う

こ
と
は
な

い
。
読

み
手
も
基
本
的
に
は
読
む
と
い
う
行
為

の
な
か
の
言

語
体
験
を
読

む
か
ら

で
あ
り
、
そ
の
体
験

こ
そ
作
家
と
共
有

し
う

る
も

の
で
あ

る
は
ず
な

の
だ
。
従

っ
て
真

の
作
品

と
い
う
枠

は
、
様

々
な

コ
ン
テ
キ

ス
ト

の

網

目
を

か
い
く
ぐ

っ
て
作
者
と
読

み
手
に
共
有
さ
れ
、

そ
し
て
創
造
的
な
言

語

体
験
を
可
能
的

に
保

証
す

る
器

な
の
で
あ
る
。
が
、

一
般

的

に
は
作
品

と
い
う

枠

は
様

々
な

コ
ン
テ
キ

ス
ト

の
網
目
そ

の
も

の
と
し
て
了
解
さ
れ

て

い

る

か

ら
、

(た
と
え
ば
、
作
品
が
様

々
に
ジ

ャ
ン
ル
分

け
さ
れ
る
の
も

こ
の
よ
う
な

コ
ン
テ
キ

ス
ト
に
従

う
か
ら
で
あ

る
。
)
言
語
体
験

を

無
視

し
う
る
制
度
的
な

枠
組

に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
従

っ
て
読
み
手

は
常
に
二
重

の
作
品
と

い
う
枠

に
向
き
あ
わ
ざ
る
を

え
な

い
。
だ
か
ら
、

い
か
に
読

む
か
と

い
う

「読

み
」

の

評
価
が
問

わ
れ

つ
づ

け
る
の
で
あ
る
。

従
来
ど
の
時
代
に

あ

っ
て
も
す
ぐ
れ
た
作
品
は
、
既
成

の
作
品
と

い
う
枠
を

破

る
と
い
う
形
で
あ

ら
わ
れ

て
き

て
い
る
。
自

己

の
言
語
体
験
を
表
現
に
定
着

さ
せ
る

こ
と

の
な
い
既
成

の
作

品
と
い
う
枠
に
、

不
満
を
感

じ
る

こ
と
か
ら
真

の
創
作
が
始

ま
る
の

で
あ

る
。
そ
の
と
き
、
作

品
を
破

る
作
品

の
構
造
、
す
な

わ
ち
作
者
が
読

み
手

と
共
有
し
う
る
言

語
体
験

を
露
出
さ
せ

る
構
造
を

い
か
に

つ
く
る
か
、
と
い
う

こ
と
か
ら
新

し
い
作
品

の
創
造
は
始
ま
ら
ざ
る
を
え
な

い
。

透
谷
が

「
楚
囚
之

詩
」
を
発
表
す
る
ま

で
の
数
年

、
激

し
い
ま
で

の
創
作
活

動

と
結
果
と
し
て
の
沈
黙
は

こ
の
新

し
い
作
品
を
生
み
だ
そ
う
と
す
る
胎
動

だ

っ
た

の
で
あ
る
。

四
、

「
楚
囚
之
詩
」
の
構
造

「楚
囚
之
詩
」

一
八
九
九

(
明
治
二
十

二
年
)

は
、
透
谷

の
既
成

の
作
品
を

拒
否
し
た
表
現
意
識

が
不
可
避

に
抱
え
込
ん
だ
生
み
の
苦

し
み
か
ら
よ
う
や
く

生
み
だ
さ
れ
た
作
品

で
あ

る
。

と
い
う

こ
と
は
、
透
谷
は

「
楚
囚
之
詩
」
に
、

作

品
が
作
品
を
破

る
と
い
う
構
造
を
与

え
、
そ

こ
に
自

己
の
言
語
体
験
が

そ
の

ま
ま
体
現
さ
れ
る
よ

う
な
文
学
空
間
を

つ
く
り
え
た
と
判
断
し
た

の
で
あ

る
。

透

谷
は

「楚
囚
之
詩

」

の
自
序

に

「元

と
よ
り
是
は
吾
国
語

の
所
謂
歌

で
も
詩

で
も
あ
り
ま
せ
ぬ
、

寧
ろ
小
説

に
似

て
居
る

の
で
す
。
左
れ
ど
、
是
れ
で
も
詩

で
す
、
余

は
此
様

に

し
て
余

の
詩

を
作

り
始

め
ま
せ
う
」
と
書

い
た
が
、

こ
う

書
か
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
理
由

が
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
。
世
間

の
基
準
に
従
え
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ば

「
楚
囚
之
詩

」
は
詩

で
も
小
説

で
も
な

い
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
従
来

の
意

味

で
の
作

品
で
は
な

い
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
己
に
と

っ
て
の
詩

で
あ
る
こ
と
を

強

調
せ
ざ

る
を
え
な
か

っ
た

の
だ
。

が
、
問
題
は
そ
れ

で
も

一
応
作
品
と

し
て
成
立
し
た

「楚
囚
之
詩

」
が
、
透

谷

の
意
気

込
み
に
耐

え
う
る
も

の
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
だ

。

「楚
囚
之
詩
」

の
文
体
が
、
伝
統

の
定
型
的
な
詩

の
韻

律
に
よ
る
も

の
で
な

く
ま
た
散
文

で
も
な
い
独
得
な
も

の
で
あ

る
こ
と
は
、
従

来
指
摘

さ
れ

て
き

て

い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
さ
に
透
谷
は
文
体

の
選
択

に
お

い
て
す
で
に
白

己
の

言
語
体
験
を
体
現

し
て

い
る
の
で
あ

る
。
菅
谷
規
矩
雄
は

そ

の
優

れ

た

著
書

「
詩
的

リ
ズ

ム

・
音
数
律

に
関

す
る
ノ
ー
ト
」
で
そ
の
こ
と
を
的
確

に
指
摘

し

て
い
る
。

透
谷
は
、
出
自

で
あ
る

〈漢
詩
ー
俗
謡
〉
系
か
ら
、

七
五
律
を
ほ
ぼ

か
ん

ぜ
ん
に
排
除
す
る
に
い
た
る
自
覚

を

へ
て
、

《楚

囚
之

詩
》
を
書
き
は
じ
め

た
。
し
か
も
な
ぜ
、
散
文

6
小
説
で
な
く
、
律
分

n
詩

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た

の
か
ー
ー

《
楚
囚
之
詩
》

の
大
胆
さ
と
は
、
ひ

と

つ
に
は
そ
れ
が
新

ト

ヘ

ヘ

へ

体

詩

の
さ
い
し
ょ
に
、

〈意
識
〉

の
内
部

で
自
律
す
る
屈
折
を
表
出

の
主
題

と
し
て
み
ち
び
き

い
れ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
屈
折

は
、
ま

っ
た
く
あ
ら

ヘ

ヘ

へ

た
な

〈体
験
〉

で
あ

っ
た
た
め
に
、
内
的
な
時
間

の
不
連
続

と
い
う
感
覚
を

ま
ず
も
た
ら
し
た
。
七
五
律

の
ふ
く
む
平
易
な
連
続
感

と
は
あ

い
い
れ
な

い

時
間
性

で
あ
り
、
他
方
、
散
文

に
よ

っ
て
も
統
括
さ
れ

な
い
断

11
続
を
な
し

注
6

て

あ

ら

わ

れ

た

の

で

あ

る

。

菅

谷
規
矩
雄

の
述

べ
る
よ
う
に
、

一,楚
囚
之
詩
」

の
文
体

が
散
文

で
も
な

い

七
五
律

で
も
な

い
透
谷
独
自

の
リ
ズ

ム
を
持

っ
た
理
由

は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
し

か

「
内
部

で
自
律

す
る
屈
折
」
を
表
現

で
き
な
か

っ
た

か
ら
で
あ
る
が
、
私

の

言
葉

で
言
え
ば
、
不
透

明
な

「
わ
れ
」
を
刻
印
す
る
言
語
体
験
を
そ

の
よ
う
な

リ
ズ

ム
に
よ

っ
て
し
か
確

認
で
き
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
言
語
体
験

を

あ

る
ま
と
ま

っ
た

ス
ト

ー
リ
ー

の
も
と
に
構
成

で
き
て
初

め
て
、
透
谷
は
作
品

と

い
う
枠
を
破

り
う
る
作
品

の
誕
生
を
納
得

し
た
に
違

い
な

い
。

「然

る
に
近

頃
文
学
社
会
に
新
体
詩

と
か
変
体
詩

と
か
の
議
論
が
喧
し
く
起
り
ま
し
て
、
勇

気
あ

る
文
学
家
は
手
に
唾

し
て
此
大
革
命
を
や

っ
て
の
け
ん
と
奮
発
さ
れ
数
多

の
小
詩
歌
が
各
種

の
紙

上
に
出
現

す
る
に
至
り
ま
し
た
。
是
れ
が
余
を
激
励

し

た

の
で
す
、
是
れ
が
余

を
し
て
文
学
世
界
に
歩

み
近
よ

ら
し
め
た
者

で
す
。」
と

自
序

で
述

べ
る
大
革
命

を
よ
う
や
く
自
他

に
認
め
さ
せ
る
形
で
結
実

さ
せ
る

こ

と
が

で
き
た
と
透
谷

は
考
え
た
に
違

い
な

い
。

こ
の
自
序

の

一
節

に
は
そ
の
こ

と

の
気
負

い
が
よ
く

で
て
い
る
。

確

か
に

「楚
囚
之
詩

」
と

い
う
作

品
は

曾

っ
て
誤

っ
て
法

を
破
り

政
治

の
罪
人

と
し
て
捕

は
れ
た

り

余

と
生
死
を
誓

ひ
し
壮
士
、等

の

数
多
あ
る
う

ち
に
余

は
其
首
領
な
り

と

い

っ
た
簡
単
な
導

入
部
に
よ
る
舞

台
設
定

の
後
、

余
が

n
は
洞
れ

た
り
、
余
が
眼
は
凹
し

曾

っ
て
世
を
動

か
す
弁
論
を
な
せ
し
此

口
も

曾

っ
て
万
古

を
通
貫

し
た
る

こ
の
活
眼
も
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北村透谷の表現意識

は
や
今
は
口
は
腐
れ
た
る
空
気
を
呼
吸
し

眼
は
限
ら
れ
た
る
・暗
き
壁
を
脾
睨
し

た

且

つ
我
腕

は
曲
り
、
足

は
擁

ゆ
め
り
、

鳴
呼
楚
囚
!

世

の
太
陽
は

い
と
遠

し
!

臆
此

は
何

の
科
そ
や
?

た
だ
国

の
前
途
を
計
り
て
な

り
!

と

い

っ
た
不
透
明
な
、
苦
痛
に
満

ち
た

「
わ
れ
」
に
析
出
さ
れ
た
独
得

の
文
体

を

一
貫

し
て
持
続
さ
せ
て
い
る
。

そ
の
限

り
で
読

み
手
は
、

こ
の
牢
獄

に
囚
わ

れ
た

こ
と

の
物

語
性

よ
り
も
、

こ
の
文
体

の
リ
ズ
ム

に
よ

っ
て
織
り
だ
さ
れ
る

牢
獄

の
波
及
的

イ
メ
ー
ジ
を

「読

む
」

の
で
あ
る
。

恐
ら
く

こ
の

「
牢
獄
」
は

透
谷

の
言
語
体

験

そ
の
も

の
に
共
振

す
る
が
故
に
、

読
み
手

の
言
語
体
験

の
共

振

と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ

る
。
言

わ
ば
牢
獄

の
心
的
な

イ
メ
ー
ジ
が
透
谷

の
言
語

ヘ

シ

の
ゆ
れ
と
し
て
こ
ち
ら
に
伝
導
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
伝
導
が
保
証
さ
れ
る

限

り
で
、

「
楚
囚
之
詩
」
は
真

の
意
味

で
の
作
品
性

、
す
な
わ
ち
作
品
が
作
品

を
破
り
え
る
と

い
う
構
造

を
も

つ
と

い
う
意
味

で
の
創

造
的
な
作
品
性
を
も

っ

た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

が
、
そ

の
よ
う
な
作
品
性
を

そ
の
ま
ま
作
者
透
谷

か
ら
切
り
捨

て
て
投
げ
だ

す

こ
と
は
容
易

な
技

で
は
な
い
。

こ
の
作

品
性

の
処
女

飛
行
を
待
ち
う
け
る
伝

統
的
な

「
作
品
」

の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
程
甘
く

は
な

い
の
で
あ
る
。

「楚

囚
之
詩
」

は
次

の
よ
う
な
終

り
方
を
せ
ざ
る
を
得
な

か

っ
た
。

鶯
は
余
を
捨
て
て
去
り

あ
う
う
つ

余
は
更
に
快
欝
に
沈
み
た
り

春
は
都
に
如
何
な
る
や
?

確
か
に
、
都

は
今
が
花

な
り
!

お

も

ひ

な

か

ば

斯
く
余
が
想
像

中
央

に

久

し
振

に
て
獄
・吏
は
入
り
来
れ
り

ゆ
る

遂
に
余

は
放

さ
れ
て
、

め

ぐ

み

大
赦

の
大
慈

を
感
謝
せ
り
。

門
を
出

れ
ば
、
多
く

の
朋
友
、

集

ひ
、
余

を
迎

へ
来

れ
り

中
に
も
余
が
最
愛

の
花
嫁
は
、

走

り
来
り

て
余

の
手
を
握
り
た
り

彼
れ
が
眼
に
も
余
が
眼
に
も
全

じ
涙
ー
ー

・

又
た
多
数

の
朋
友

は
喜
ん
で
踏
舞

せ
り
、

先
き
の
可
愛

ゆ
き
鶯
も
愛
に
来
り

て

再
び
美
妙

の
調
べ
を
、
衆

に
聞
か
せ
た
り
。

た
だ
政
治
の
罪
人
と
い
う
説
明
の
み
で
牢
獄
に
つ
な
が
れ

て

い
た

主
人
公

ゆ
る

は
、
最
後
に
放

さ
れ
た
と
い
う
説
明

の
み
で
牢
獄

か
ら
解
き
放
さ
れ
る
。
も

し

何
故
罪
人
と
な
り

何
故
放
さ
れ
た

の
か
と

い
う
作
品
上

の
ス
ト
ー
リ
ー
に
こ
だ

わ
れ
ば
、

「楚
囚

之
詩
」

は
読
者
に
対

し
て
か
な
り
不
親
切

な
作
品

で
あ
る
。

無
論
、
透
谷

の
眼

目
は
牢
獄

の
な
か

の
主
人
公

の
独
白

に
こ
め
ら
れ
た
言
語
体

験

の
持
続
に
あ
り

、
自
序
に
お
い
て
こ
れ
は
小
説

で
は
な

い
と

こ
と
わ

っ
て
い

る

こ
と
か
ら
す
れ

ば
、

こ
の
不
親
切

さ
は
さ
し
て
問

題
に
な
ら
な

い
こ
と
か
も

し
れ
な

い
。

し
か

し
、
そ
れ
な
ら
牢
獄
内

の
独
白

で
そ
の
ま
ま
終

っ
た
と
し
て

も

そ
れ
は
そ
れ

で
作
品
と
し
て
自
立

し
え
た
は
ず
で
あ
り
、
最
後
に
大
団
円
を

迎

え
る
必
然
性
は
何
も
な
か

っ
た
は
ず
な

の
だ
。

そ
れ
に
こ
の
大

団
円

の

一
連

の
出
来
事
を
た
だ
並

べ
た
だ
け
の
文
体
に
お
け
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る

「
わ
れ
」
は
、

そ
れ
ま
で
の
文
体
を
持
続
さ
せ
て
き
た
不
透
明
な

「
わ
れ
」

で
は
な

い
。
出
来
事

の
経
過
を
述
べ
る
た
め
だ
け

の

「
わ
れ
」
、

つ
ま

り
自

明

な

「
わ
れ
」
な

の
で
あ
る
。
透
谷
が
排
除
し
よ
う
と

し
た
は
ず

の

「
わ
れ
」
が

こ
こ
で
登
場
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
確
か
に

ス
ト
ー

リ
ー
を
展
開
さ
せ
る
た
め

に
地

の
文

の
役
割

を
担
う

こ
の
よ
う
な

「
わ
れ
」
を

と

こ
ろ
ど

こ
ろ
は
は
さ
ま

ね
ば
な
ら
な

い
と

い
う
事
情

は
あ

る
。

し
か
し

こ
の

「
わ
れ
」
は
た
だ
そ
れ
だ

け
の
意
味
を
担
う

の
で
は
な

い
。
そ
れ
ま
で
主
人
公

が
演

じ
て
き
た
牢
獄
内

に

お
け
る
独
白
、

つ
ま
り
透
谷

の
独
得

の
文
体

の
持
続

そ

の
も

の
を
既
成

の
作
品

と
い
う
枠

の
も
と
に
括

っ
て
し
ま
う
作
用
と
し
て
あ

る

の
で
あ
る
。

結
果
的
に
そ
の
作
用

の
効
果

は
そ
れ
程

で
は
な
か

っ
た
に
し
て
も
、

そ
れ
は

透
谷
が
旧
来

の
作
品
と
い
う
枠

に
頼
ら
ず
に
は
自

己

の
革
命
的
な
文
体
、
す
な

わ
ち
作
品

の
枠
を
破
る
創
造
的
な
作
品

の
構
造

を
完

結
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
な

か

っ
た
と

い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

言
い
換

え
れ

ば
、
透
谷

の
表
現
意
識

は

ま
だ
作
品
と

い
う
重
み
に
耐
え
る

こ
と
が

で
き
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

最
後
に
自

明
な

「
わ
れ
」
に
よ

っ
て
完
結
せ
ざ
る
を
得

な
か

っ
た
と
い
う
事

実
を
考
慮

に

い
れ
も
う

一
度

「楚
囚
之
詩
」
を
読

ん

で
み
る
と
、

こ
の
作

品
は

不
透

明
な

「
わ
れ
」

の
文
体
が
作
品
を
意
識

し
よ
う

と
す
る
自
明
な

「
わ
れ
」

の
文
体
に
よ

っ
て
囲
ま
れ
て
成
立

し
て
い
る

こ
と
が

わ
か
る
。

こ
れ
は
透
谷

の

表
現
意
識
が
文
学
と

い
う
制
度

に
取
り
込
ま
れ
た
と
き

に
不
可
避
に
抱

え
込
ん

だ
分
裂

と
い

っ
て
い
い
。

五
、

「
浮
雲
」
に
お
け
る
表
現
意
識

二
葉
亭
四
迷

の

「浮
雲
」

は

「楚
囚
之
詩
」

と
は
逆

に

未
完

で
終

っ
て
い

る
。
恐
ら
く

は
二
葉
亭
も
ま
た

「作
品
」

の
終

ら
せ
方

に
こ
だ
わ

っ
て
い
た

と

考
え
る

こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
二
葉
亭

の

「浮
雲
」
に
お
け
る
表
現

意
識
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

原
子
朗
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
二
葉
亭
は
そ
の
全
表
現
に
お
い
て

「各
種
文

注
7

章
の
見
本
市
」
と
い
え
る
ほ
ど
の
実
に
様
々
な
文
体
を
駆
使

し

た
。
そ

れ

は

「
文
章
形
式
の
多
種
多
様
さ
は
、
そ
の
ま
ま
二
葉
亭
自
身

の
存
在
様
式
で
あ
り
、

ま
た
時
代
が
大
き
な
過
渡
期
に
あ
る
こ
と
を
、
良
心
的
な
文
学
者
が

一
身

で
示

注

8

し
た
も

の
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
」
と
評
価
さ
れ

る
べ
き
も

の
で
あ
る
。

こ
の
評
価
に
従

っ
て

「
浮
雲
」
の
文
体
を

み
る
な
ら
、

「
浮
雲
」
も
戯
作
調

の
文
体

か
ら
言
文

一
致

の
文
体

へ
と
移
り
変

わ

っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
二
葉
亭
は
そ

の
文
体

の
変
化
を
白
ら
の
存
在
様
式
と
し
て
生
き
た

は
ず
で

あ
る
。

】
般
的
に

は
、

「浮
雲
」
に
お
け
る
戯
作

調
か
ら
言
文

一
致

の
文
体

へ

の
変
化

は
、

二
葉

亭
が
内

面
を
発
見
す

る
過
程
と
捉

え
ら
れ
、
そ
し
て
表
現

の

発
展
過
程

と
捉
え

ら
れ

て
い
る
。
無
論

こ
の
よ
う
な
見
解

は
、
近
代

に
お
け
る

表
現
を
史
的

に
眺

め
る
と

い
う
立
場

に
お

い
て
重
要
で

あ

る
。
し

か

し
問
題

は
、

こ
の
よ
う
な
文
体

の
変
化
が

つ
く
り
出
す
言
語
空
間
を
、
二
葉
亭

と
い
う

表
現
者
が
統
括
し

て
い
る
と
い
う
事
実

で
あ
り
、
二
葉
亭

と
い
う
名

の
表
現
主

体
が

そ
の
よ
う
な
言
語
空
間
を
生
き
て
い

る

と

い

う
事
実
で
あ

る
。
読
者

の

「浮
雲
」

へ
の
接
近

は
そ
の
事
実

に
お

い
て
導
か
れ

る
以
外

は
な

い
の
で
あ
る
。

表
現
者

の
言
語
体
験
抜
き
に
言
語
空
間
と

し
て
の
作
品
を
扱
う

こ
と
は
で
き

な

い
。
問
題
は
そ

の
文
体

の
変
化
が
示
唆
す

る
二
葉
亭

の
言
語
体
験

そ
の
も

の

な

の
だ
。

前
半

の
戯
作
調

の
文
体
を
分
析

し
た
優

れ
た
論
文

に
、
林
原
純
生

の

「浮
雲

と
滑
稽
本
」

(国

文
学
、
玉
十
三
年

・
十
二
月
号
)
が
あ
る
。
氏
は
滑
稽
本

の

直
接
話
法

の
発
言

が

「庶
民
生

活
の
不
適
格
者
に
対
す

る
庶
民
生
活

の
場
か
ら

の
、
鋭

い
批
判
的

な
写
実
的
世
界

を
作

リ
あ
げ

て
い
る
の
で
あ
る
」
と
し
、

こ
は
や

の
方
法
が

「
浮
雲

」
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

そ
し
て
式
亭
三
馬
作

「早
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か
は
り
む
ね
の
か
ら
く
り

変

胸
機

関

」

(
文
化

七
年
)

の
独
語
と
、

い
る
。
孫
引

き
に
な

る
が
引
用
し
よ
う
。

内
海
文
三
の
独
語
と
を
比
較
し
て

ア
、

こ
り
た
く

モ
ウ
ノ
＼
ノ
＼

〈

恐

ろ
し
や
く

、
思

へ
ば
思
ふ
ほ
ど

ぞ

っ
と
す

る
。
お
れ
が

口
よ
り
い
ふ
じ
ゃ
ア
ね

へ
が

、

こ
れ
ま
で
悪

い
事

は

し
た
覚

え
な
し
、
両
親

も
相
応
に
見
送

る
し
、
人
さ

ま
に
損
ば
か
け
ず
、

の

う
、
そ
し
て
か
ら
に

つ
ね
ぐ

臆
病
者

と
き

て
い
る

か
ら
、
虫
を
踏
殺
す

の

も
嫌
ひ
、
ど
う
い
ふ
理
屈
で
酒

の
上
が
わ
る
か
ろ
う
、
酒
が
性

に
合
は
ね

へ

か
し
ら
ん
。

こ
の
ち
う
も
大
勢

に
か

つ
ぎ

こ
ま
れ
る

し
、
何

の
意

趣
遺
恨
も

ね

へ
人
に
喧
嘩
を

し
か
け
た
り
、
理
窟
も
ね

へ
理
窟

を

つ
け
て
、

こ
な
た
に

く

っ
て
か

、
る
。

マ
ア
ろ
く
な
事

は
ね

へ
の
に
。
料

簡
さ

っ
せ

へ
。

ヨ
ウ
、

み
ん
な
お
れ
が
悪

い
か
、
酒
が
悪

い
か

(後
略
)

ど

う

こ
つ

そ
れ
は
さ
う
と
如
何
し
よ
う
知
ら
ん
。
到
底
言
は
ず
に
は
置
け
ん
事
た
か

お
も
ひ
き

き
そ

ら
、
今
夜
に
も
帰

ッ
た
ら
、
断
念

ッ
て
言

ッ
て
仕
舞

は
う
か
知
ら
ん
。
嚥
叔

こ

つ

母
が
厭
な
面
を
す

る
事

た
ら
う
な

ア
…
…
、
眼
に
見

え
る
や
う
だ
…
…
し
か

し
其
様
な
事
を
苦
に
し
て
ゐ
た
分
に
は
将
が
明
か
な

い
、
何
に
も
是
れ
が
金

す
こ

し
い

銭
を
借
り
よ
う
と

い
ふ
で
は
な
し
、
毫

し
も
駈

ケ
敷

事
は
な

い
。

チ

ョ
ッ
今

夜
言

ッ
て
仕
舞

は
う
…
…
だ
が

…
…
お
勢
が
ゐ
て
は
言
ひ
難

い
ナ
。
若
し
ヒ

あ
れ

ヨ
ッ
ト
彼

の
前

で
厭
味
な
ん
ぞ
を
言
は
れ
ち

ゃ
困

る
。
是

は
何
ん
で
も
居
な

こ
つ

い
い
に
く

い
時
を
見

て
言
ふ
事
た

。
ゐ
な

い
…
…
時
を
…
…
見

…
…
何
故
。
何
故

言
難

い
や
し
く

そ

ん

い
。
荷
も
男
児
た
る
者
が
零
落
し
た
の
を
駈
つ
る
と
は
何
ん
だ
。
其
様
な
小

胆
な
糞

ッ
今
夜
言

ッ
て
仕
舞
は
う

(後
略
)

前
者
が

「
早
変
胸
機
関
」
、
後
者
が

「浮
雲
」
で
あ
る
が
こ
の
よ
う
に
並
べ
ら

れ
る
と
確

か
に
両
方

と
も
主
人
公

の
独
語

で
あ

っ
て
文
体
も
類
似

し
て
い
る
。

そ

こ
で
氏

は

「
発
言
者

の
優
柔
や
意
志
的
弱
さ
、
そ

の
弱
さ
を
容
認
、
又

は
自

覚

し
得

ず
滑
稽
な
自

己
偽
装
、
自

己
欺
備
を
行
う
姿

を
表
現
し
、
発
現
者

の
人

間
性

の

一
端
を
表
現

す
る
方
法
に
お
い
て
は
共
通

」
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ

る
。こ

の
林
原
純
生

の
考
察

は
面
白

く
学
ぶ
と
こ
ろ
も
多

い
の
だ
が
、
た
だ
不
満

で
あ
る
の
は
、
両
者

の
比
較
が
表
現
上

の
効
果
、
機
能
に
限
定
さ
れ
て
い
て
、

注
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文
体

に
お
け

る
表
現

主
体

の
問

題
を
欠

い
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
式
亭
三
馬

の
独

語
は

一
種

の

一
人
芝
居

で
あ
り
、

一
人
に
よ
る
調
子
の

よ

い
言
葉

の
か
け
あ

い
に
よ

っ
て

一
般
的
な
社
会

の
逸
脱
者
が
造
型
さ
れ
る
に

す
ぎ

な
い
。
そ
こ
に

言
葉
を

一
定

の
距
離

に
お

い
て
自
在

に
操
る
、
語
り
手
と

化
し
た
表
現
主
体

の
存
在
を
見
落

し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
落
語
家
が
ど
ん

な
に
滑
稽

で
意
志

の
弱
い
人
物

に
な
り
き

っ
た
話
を

し
て
も
、
そ
れ
に
よ

っ
て

落

語
家
自
身

は
傷

つ
い
て
い
な

い
だ
ろ
う
と
い
う
聞
き
手

の
判
断

に
よ

っ
て
、

造

型
さ
れ
た
人
物

は
、

一
般
的

な
逸
脱
者

の
位
置

か
ら
少

し
も
深

め

ら

れ

な

い
。
恐

ら
く
そ
れ
と
同

じ
こ
と
が

こ
こ
で
も
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。

と

こ
ろ
が

「
浮
雲

」

の
主
人
公
内
海
文
三

の
独
語
は
全
く
性
質

の
違

う
も

の

で
あ

る
。

こ
こ
に
は
言
葉

の
か
け
合

い
と
い
う
印
象
は
な

い
。

「
…
…
」
と

い

う
記
号
を
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
。

こ
れ
は
言
葉

が
行
き
詰

ま

っ
た
状
態
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
が
、

こ
の
記
号
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、

こ
の
内
海
文
三
の
独

語

は
、
す
で
に
言
葉
が

行
き
詰
ま

っ
た
状
態
に
あ
る
主
人
公

の
沈
黙
に
介
さ
れ
て

表
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「言

う
べ
き

こ
と
と
し
て
強
く
意
識

さ
れ

て
い

る
事
柄
が
、
お
政

の
不
機
嫌
や
本

田
の
嘲
笑

と
い
う
状
況
的
な
阻
止
に
出
合

っ

て
沈
黙

の
側
に
押

し
戻
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
と
き
、
外

に
向

っ
て
言
う
の
と

は
全
く
性
質

の
異
る
、
内
的

な
意
識

の
言
語
が
改
め

て
か
れ
自
身

の
意
識

の
対
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象

と
な

っ
て
く
る
。
」
と
見
事

に
亀
井
秀
雄
が
指
摘
す
よ

う
に
、

こ
の
自
問
自
答

の
文
体
は
、
庶
民
か
ら
逸
脱
し
た
も

の
の

一
般
的
な
造

型

へ
で
は
な
く
、
逸
脱

し
た
も

の
の
内
面

へ
と
向

っ
て

い
る
の
で
あ

る
。
ま
さ

に
、
不
透

明
な

「
わ
れ
」

を
織
り
だ
す
白
問
自
答

の
文
体
が

こ
こ
に
あ

る
。

恐

ら
く

こ
の
よ
う
な
文
体

の
表
現

主
体
は
、

「
早
変
胸
機
関
」

の
よ
う
な
安

定

し
た
語
り
手

で
は
な
く
な

っ
て
、
作
者

で
あ
る
二
葉

亭

そ
の
も

の
と
重
な
り

始

め
て
い
る
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
作
者

の
固
有
な
体
験
を

ワ
ン
ク

ッ
シ
ョ

ン
お
い
て

一
般
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
文
体

で
は
な
く

て
、
表
現

す
る
こ
と
が

表
現
主
体

を
無
事

で
は
す
ま
さ
ぬ
文
体

、
亀

井
秀
雄

の
言
葉
を
借

り
れ
ば

「
み

ず
か
ら
の
表
現
に
強

い
ら
れ
て
自
分
と

い
う
個
人
を
問

題
に
せ
ず
に
は
い
ら
れ

注
11

な
く
な

っ
た
作
者
自
身

の
あ
り
方
が
反
映
さ
れ
て
し
ま

う
」
文
体

へ
と
変
容

し

た

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

こ
こ
で
作
者
は
、
作
者
が
表

現
す
る
言
葉

と

一
体

と

な

っ
て
受
感

さ
れ

る
と
い
う
構
造

の
な
か
に
位
置
付

け
ら
れ
た

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
構
造
に
お
い
て
、
作
者
は
表
現
主
体

の
背
中

に
貼
り

つ
い
た
よ

う
な
形

で
受
感

さ
れ
る
か
ら
、
読

み
手
は
、
内
海
文

三

の
苦
渋

の
満

ち
た
独
語

を
表
現
主
体

で
あ

る
作
者

の
内

面
の
傷
跡
を
見

つ
け
て

い
く
行
為

の
よ
う
に
読

む
。
そ
れ

は
読

み
手

の
内
部

の
傷
跡
を
見

つ
け
る
作
業

へ
と
共
振

し
て
い
く
だ

ろ
う
。

こ
こ
に

〈
読
む
〉
と
い
う
行
為
が
完
成

し
て

い
く
わ
け
だ
が
、
無
論

こ

の

〈読

み
〉

は
近
代

に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
源
氏
物
語

の
読

み
手
が

作
者
に
で
は
な
く
共
同
幻
想

と
言

っ
て
い
い
深
さ
と
幅

を
も

っ
た

〈
語
り
手
〉

に
共
振

し
た
よ
う
に
、
本
来

は
、
作
品

と
い
う
器

に
盛

ら
れ
た
言
語
体
験

を
共

有
す

る
か
し
な

い
か
と
い
う
次
元
に
お

い
て
時
代
を
越

え
て
語
ら
れ
る
も

の
で

あ

る
。
た
だ
、
作
者
が

〈
語
り
手
〉

の
位
置

を
奪

っ
て
、
「
人
間
」

・
「個
人
」

・

「
内
面
」
と
い

っ
た
仮
構

の
も

と
に
語
り
始
め
た

と
き
、

そ
の
言
語
体
験
を

運
ぶ
器

そ
の
も

の
の
シ
ス
テ
ム
が
違

っ
て
し
ま

っ
た
。

そ
れ
が
近
代

の
問
題
な

の
で
あ

る
。

林
原
純
生

の
比
較

す
る
両
者

の
文
体

の
間

の
差
異
を
強
調
す
れ
ば
以
上

の
よ

う
に
な
る
。
類
似

の
文
体

で
あ

っ
て
も
、
文
体
上

の
水
準
的

な
違

い
が
あ
る

こ

と
を
無
視

し
て
は

そ
の
共
通
性

は
語
れ
な

い
。

そ
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
な

い

で
共
通
性
を
見

つ
け
だ
す
方
法

に
不
満
が
残
る
わ
け
だ
が
、
た
だ
そ
の
共
通
性

の
主
張
そ
の
も

の
の
意
義

は
全

面
的
に
失

わ
れ
た
わ
け

で
は
な

い
。

そ
れ

は
、

滑
稽
本

に
よ
る
直

接
話
法

に
よ
る
発
言
を
、
庶

民
生
活

の
場
か
ら
と
い
う
視
点

に
結
び

つ
け
た

こ
と
に
あ
る
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
批
判
的
写
実
世
界
を
作

り
上
げ

た
か
ど
う

か
と
い
う

こ
と
よ
り
、
直
接
話
法

の
発
言
が
庶
民
生
活

の
場

に
降
り
た
表
現
意

識
を
抱

え
こ
ま
ざ

る
を
え
な

い
と
い
う
、
そ

の
こ
と
の
共
通

性
を
指
摘

し
た

こ
と
が
重
要
な

の
だ
。

そ
れ
は
、
吉
本

隆
明
が

「
言
語
に
と

っ
て
美

と
は
何
か

・
表
現
転
移
論
」

で

「
話
体

は
、
根
源
的
意
識

と
し
て
生
活
で
あ

り
、
文
学
体

は
幻
想

の
と
り
う
る

注
12

あ
る
水
準
で
あ
る
。
」
と
規
定
し
た
そ
の
規
定
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

二
葉
亭
は

「浮
雲
」
と
い
う
作
品
を
出
発
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
庶
民
生
活

の
場
に
降
り
た
表
現
意
識
を
抱
え
込
ん
だ
。
だ
が

一
方
で
、
沈
黙
の
側
に
押
し

戻
さ
れ
内
面
を
仮
構
す
る
表
現
意
識
を
も
抱
え
込
む
。
引
用
し
た
二
葉
亭
の
自

問
自
答
の
文
体
は
、
庶
民
生
活
の
側
か
ら
、
逸
脱
し
た
主
人
公
を
批
判
的
に
扱

う
表
現
意
識
と
、
沈
黙
の
側
で
言
語
を
自
身

の
内
面
の
傷
跡
と
し
て
辿
ろ
う
と

注

13

す
る
表
現
意
識

と

の
、
せ
め
ぎ
あ

い
の
な
か
で
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。

恐
ら
く

こ
の
よ

う
な
文
体

の
成
立
は
、

二
葉
亭

の

よ

う

な

知
識
人
の
立
場

が
、
庶
民
に
と

っ
て
逸
脱
と
し
て
現
わ
れ
始
め
た

こ
と
に
二
葉
亭
が
敏
感
に
気

付

い
た

こ
と
に
対

応
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
逸
脱
を
、
庶
民

の
生
活

の
側
か
ら

眺
め
る
視
点
を
も

っ
た

こ
と
が
、

こ
の
よ
う
な
戯
作
調

の
文
体

で
作
品
を
始
め

る
大
き
な
理
由

に
な

っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
逸
脱

に
よ

っ
て
強
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い
ら
れ
る
、
内
面
を
発
見
す

る
文
体
と

の
せ
め
ぎ
あ
い
に
お
い
て
、
結
果
的

に

は
、

「
知
」

へ
上
昇
す
る
白

己
を
相
対
化

す
る
役
割
を

も
果

し
て
い
る

の
で
あ

る
。と

こ
ろ
が
、

「
浮
雲
」

の
後
半

に
お

い
て
文
体

は
次

の
よ
う
な
言
文

一
致
体

に
変

っ
て
い
く
。

お
や

は
ず
か
し

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
気

に
な
れ
な
い
。
但
だ
、
そ

の
か
わ
り
、
火

の
消
え
た
よ
う
に

き

鎮

ま

ッ
て
し
ま
い
、

い
と
ど
無

口
が

=
層
口
を
開
か
な
く
な

ッ
て
、
呼
ん

で

も
捗

々
し
く
返
答
を
も

し
な

い
。
用
事
が
無
け
れ
ば

下

へ
も
降
り
て
来
ず
、

只

一
間

に
の
み
垂
れ
籠

め
て
い
る
。
余

り
静
か
な

の
で
、

つ
い
居
る

こ
と
を

い
い

つ

忘
れ
て
、
お
鍋
が
洋
燈

の
油
を
注
が
ず
に
置

い
て
も

、
そ
れ
を
扮

附
け
て
注

ま

つ
く
ら

ざ

し
き

し

よ
ん
ば
り

が
せ
る
で
も
な
く
、
油
が
無

け
れ
ば
無

い
で
、
真
闇

な
坐
舗

に
惰
然

と
し
て
、

始
終
何
事
か
を
考

え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
文
体
に
お
い
て
は
、
前
半

の
自
問
自
答

の
独
語

に
よ
る
リ
ズ
ム

感

は
す
で
に
な
く
、
表
現
主
体

の
背
中
に
貼

り

つ
い
た

作
者

の
観
念

の
働

き

が
、
意
味

の
働
き
と
し
て
こ
ち
ら
に
伝
わ
る
だ
け
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
前
半

の

自
問
自
答

の
文
体
に
よ

っ
て
織

り
出
さ
れ
た
不
透
明
な

「
わ
れ
」

の
沈
黙
が
、

言
葉

に
よ

っ
て
説
明
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
れ

は
、
前
半

の
、
庶
民

の
生
活
意
識

と

「知
」

へ
の
上
昇
と

い
う
両
極
を

抱

え
て
い
た
文
体

が
、
優
柔
不
断
な
作
者
を

「知
」

の
側

に
追

い
こ
ん
だ

こ
と

を
意
味

し
よ
う
。

内
海
文
三
の
陥

っ
た
事
態
は
す

で
に
解
決
不
可
能

で
あ
り
、
亀
井
秀
雄
が
述

注
14

べ
る
よ
う
に

こ
の
事
態

は
戯
作
体
を
継
承

し
た
自
問
自

答

の
文
体

で
は
す
で
に

描
写
が

で
き
な
く
な

っ
て
い
る
。

「浮
雲
」
第
三
編

で
の
、
自
虐

的
な
ま

で
の

高

い
精
神
性

の
維
持

と
そ
れ
を
裏
切

る
お
勢

へ
の
執
着
と

い
う
内
海
文

三
の
二

律
背
反
は
、
庶
民

の
生
活

の
意
識
を
全
く
切

り
離

し
た
と

こ
ろ
で
し
か
成
立
し

な
い
か
ら
だ
。
従

っ
て
そ
れ
は
、

「知

」
の
場
所
に
よ

っ
て
説
明
づ
け
ら
れ
る

他
な

か

っ
た
。
も
と
も
と
、
内
海
文

三
の
陥

っ
た
立
場
は
、
明
治

の
知
識
人
が

庶
民

の
生
活
意
識
か

ら
逸
脱
し
た
そ

の
こ
と
か
ら
始

ま

っ
た

の
で
あ
る
。
後
は

そ

の
逸
脱
を
、
庶

民

の
生
活
意
識
か
ら
眺
め
る
か
、
知
識
人

の
側
か
ら
眺
め
る

か

の
問
題

で
あ

る
。

た
だ
そ

の
判
断

に
は
時
代

と
い
う
も

の
が
関
わ

っ
て
く
る

だ
ろ
う
。
知
識
人

の
側
か
ら
眺
め
る
に
は
、
生
活
意
識
か
ら
疎
外
さ
れ
る
知
識

人

の
被
害
意
識
が
、

共
通
し
た
層

の
被
害
意
識
と
し
て
共
感

さ
れ
る
程
に
ふ
く

れ
あ
が

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
言

わ
ば
、
そ

の
定

量
に
達

っ
し
た

の
が

明
治

二
十
年
代
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
う
い

っ
た
共
感

の
も
と
に
、
二
葉
亭

は
逸
脱
が
ひ
き
お

こ
し
た
沈
黙
を
説
明
づ
け
る

こ
と
が

で
き
た
の
だ
。

「
浮
雲

」
に
お
け

る
解
決

不
可
能

の
事
態

(
と
い
っ
て
も
生
活
意
識

へ
降

り

て
し
ま
え
ば
解
決

が

つ
く

の
で
あ
る
が
)
は
文
体
を

「
知
」

の
場
所

へ
追

い
こ

ん
だ
が
、
そ

こ
は
明
治

の
知
識
人
が
生
活
意
識
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
と
こ
ろ
で

白

ら
の
存
在
様
式

を
決
定
し
た
場
所

で
あ
る
。
庶
民

の
眼
か
ら
見
た
逸
脱
者

は

滑
稽
な
変
人
に
す
ぎ

な

い
が
、

「知
」

の
場
所
に
お
け
る
逸
脱
者

は
、
近
代
的

知
性
や
自
意
識
や
内

面
と

い
っ
た
仮
構

の
も

と
に
自

ら

語

り

出

す

「悩

め
る

者
」

で
あ

る
と
言
え

る
。

従

っ
て
近
代

の
読

み
手
は
消
失

し
た
語

り
手
に
代
わ

っ
て
新

た
な
語
り
手
を

「
知
」

の
場
所

に
発

見
し
た
の
だ
。
新

た
な
語

り
手
は
初
め
か
ら

「悩

め
る
者
」

と
し
て

の
刻
印
を
受

け
て
お
り
、

そ
の
被
害
意
識
を
読
み
手

の
前

に
現
前
さ
す

こ
と
が
重
要
な
役
割

と
な
る
。
解
決
不
可
能

の
事
態
を
打
開
す
る
よ
う
な
文
体

は
必
要

で
は
な
く
、

語
り
手
す
な
わ
ち
そ
の
背
中
に
貼
り

つ
い
た
作
者

の
傷
跡
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を
再
現

し

つ
づ
け
る
文
体
が
必
要

と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

そ
の
よ
う
な
文
体

に

よ
る
表
現
は
、
解
決

不
可
能

の
事
態
を
意
識
す
る

こ
と

だ
け
に
固
執
す
る
か
ら

い
き
お

い
説

明
の
文
体

に
な

る
。

言
文

一
致

の
文
体

と
は
、
解
決

不
可
能

の
事
態
を
説

明

(
意
識
)

す
る
こ
と

で
、
そ
の
事
態

か
ら
遠

ざ
か
ろ
う
と
す
る
新
た
な
語
り

手

(
作
者
)

の
誕
生

に

よ

っ
て
完
成

さ
れ
た

の
で
あ

る
。

二
葉
亭

は

「浮
雲
」
と

い
う
作
品

に
、
生
活
意
識

か

ら
の
逸
脱
そ
の
も

の
と

し
て
の
言
語
体
験
を
刻

み

つ
け
た

の
だ
。
が
、

そ
の
言

語
体
験

は
前
半
か
ら
後

半
に
か
け
て
大
き
な

「
ゆ
れ
」
を
も

っ
た
。

そ

れ

は

二
葉
亭

の
存
在
様
式

の

「
ゆ
れ
」

で
あ
り
、

二
葉
亭
が
意
志

し
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

「悩

め
る

者
」
と
し
て
の
新

た
な
語
り
手

の
誕
生
を
意
味
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。

問
題

は
、
二
葉
亭
が
そ

の

「
ゆ
れ
」
を
作
品
と
し
て

ど
う
完
結
さ
せ
よ
う
と

し
た
か

で
あ
る
。

「
浮
雲
」

は
未
完

で
あ

る
が
、
何
故

未
完

な

の
か
。

少
く
と
も
、

「
浮
雲
」
以
後

の
近
代

の
作
品

の
終

り
方
を
知

っ
て
い
る
読
み

手
な
ら
、
「
浮
雲
」
が
未
完

で
あ

る
と

い
う
事
情
を
知

ら
な

い
限
り
、

「浮
雲
」

を
未
完

と
思
う

こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
。

一道
草
」

の
最

後

の
あ

の
有
名
な
セ
リ

フ

「世

の
中
に
片
付

く
な
ん
て
も

の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り

ゃ
し
な

い
」
が
象
徴
す

る
よ
う
に
、
解
決

不
可
能

の
事
態

が
現
前
さ
れ
た
と
き
、
近
代

の
小
説
は
作
晶

と
し
て
の
構
造
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て

「
浮
雲
」
は
未
完

で
あ

る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代

小
説

の
終

り
方
を
最
初

に
提

示
し
た
作
品
と
も
言
え

る
の
だ
。

二
葉
亭
が

「浮
雲
」
を
未
完

に
し
た
の
は
、
恐

ら
く

は
彼

の
表
現
意
識
が
ま

だ
ど

こ
か
で
生
活
意
識
と

つ
な
が

っ
て
い
て
、

「
知
」

の
場
所

へ
追

い
こ
ま
れ

た
語
り
手

の
役
割
を
認
め
よ

う
と
し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
こ
で

作
品
を
成
立
さ
せ
て
し
ま

っ
た
ら
、
二
葉
亭

は
、
生
活
意
識

か
ら
疎
外
さ
れ
た

「
悩
め
る
者
」

と
し
て
自

ら
を
決
定
づ
け
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。

一
方

で
社

会

へ
関

わ
ろ
う
と
す

る
意
識
を
持

ち

つ
づ
け
た
二
葉
亭
は
そ
れ
を
恐
れ
た
に
違

い
な

い
。

言
文

一
致

の
文
体

が
す
で
に
既
成

の
作
品

と
い
う
構
造
を
越
え
て
い
る
と
い

う
意
味
で
、

二
葉
亭

の
前

に
は
も
う
作
品
と
い
う
構
造
は
現

わ
れ
よ
う
が
な
か

っ
た
。
残

さ
れ
た
道

は
、

い
つ
の
ま
に
か
作
り
出

し
て
し
ま

っ
た
言
文

一
致

の

文
体

に
よ
る
解
決

不
可
能

の
事
態

を
、
時
代
が
認
め
る
前

に
自
ら
作
品

の
終

り

と
し
て
認
め
る
か
ど

う
か
だ

っ
た
。

そ
れ
を
拒
否
し
た
と
き
、

二
葉
亭

は
同
時

に
書
く

こ
と
を
放
棄

す
る
道
を
選
ん
だ

の
で
あ

る
。

六
、
未
完
と

い
う
宿
命

さ
て
、
透
谷

の
文
体
も
ま
た
、

「浮
雲
」

の
前
半

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
問

自
答

の
文
体

に
近

い
も

の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が

あ

る
。
た

と

え

ば
、
引
用
し
た
八
月
十

八
日
北
村

ミ
ナ
宛
書
簡

の

「奪

ふ
可
か
ら
ざ
る
者
」
と

し
て

の
小
説
家
像
を
述

べ
る
文
体
も
そ
う
で
あ
る
し
、

「
楚
囚
之
詩
」
の
牢
獄

に
お
け
る
独
白
も
ま

た
自
問
自
答

の
文
体
と
言

っ
て
い
い
。
無
論
近

い
と
い

っ

て
も
、

「
浮
雲
」

は
戯
作
調
に
よ
る
か
け
合

い
の
リ
ズ
ム
を
色
濃
く
残
し
て
い

る
の
に
対
し
、
透
谷

の
文
体

は
透
谷

の
思
考

の
動
き
に
よ

っ
て
織

り
出
さ
れ
る

リ
ズ

ム
と
い

っ
た
感
が
あ

る
。

そ

の
差
と

い
う

の
は
、
生
活
意
識
か
ら
の
逸
脱
を
、
二
葉
亭
が
お
政
や
本
田

に
内
海
文
三
を
対
立

さ
せ

る
と

い
う
外
在
的
な
構
図
に
よ

っ
て
し
か
表
現

で
き

な
か

っ
た

の
に
対

し
、
透
谷
は
自

ら
の
体
験
に
起
因
す
る
内
部

の
屈
折

の
構
図

に
お

い
て
表
現

で
き
た
、
と

い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
透
谷

は
、
逸
脱
が

引
き
起

こ
す
沈
黙
を

「
…
…
」

と
表
す
必
要

は
な
く
、
屈
折

の
文
体

と
も
言
う
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北村透谷の表現意識

べ
き
自
問
自
答

の
リ
ズ
ム

の
な
か
に
吸
収
す
る

こ
と
が

で
き
た
の
だ
。

一
方
、

二
葉
亭

と
透
谷

の
自
問
自
答

の
文
体

に
お
け

る
共
通
性

は
、
ど
ち
ら

も

「
話
体

」
か
ら
抜

け
き
ら
な

い
と

い
う
こ
と
に
あ
る
だ

ろ
う
。

そ
れ
は
表
現

意
識

の
な
か
に
ま
だ
生
活
意
識

を
抱
え
込
ん
で
い
る
と

い
う
様
に
も
言

い
換

え

ら
れ
る
。

「浮
雲
」

の
自
問
自
答

の
文
体
が
、
生
活
意
識

か
ら
の
逸
脱
を
生
活

意
識

の
側
か
ら
見

る
か

「
知
」

の
場
所

で
あ
る
内
面
の
側
か
ら
見
る
か
、
と

い

う
せ
め
ぎ
あ

い
の
な
か
で
生
ま
れ
た

こ
と
は
す

で
に
述

べ
た
が
、
同
じ

こ
と
が

透
谷

の
文
体
に

つ
い
て
も
言
え
る
。
透
谷

の
場
合
は
、
透

谷

の
内
部

の
屈
折

の

構
図

の
な
か
に
そ

の
せ
め
ぎ
あ

い
が
あ

る
の
で
あ

る
。

自
問
自
答

の
文
体
に
お
け
る
表
現
意
識

の
な
か
に
、

透
谷
は
生
活
意
識

へ
の

下
降
と

「
知
」

へ
の
上
昇
と

い
う
両
極
を
分
裂

の
ま
ま
抱
え
込
ん
だ

の
だ
。
抱

え
込
ん
だ
理
由
と
し
て
、
政
治
上

の
挫
折

に
よ

っ
て
生

活
意
識
に
下
降
し
、

キ

リ

ス
ト
教
体
験
、
北
村

ミ
ナ
と
の
形
而
上
的
恋
愛

に
よ

っ
て

「知
」

へ
上
昇

し

た
と
い
う
体
験

の
屈
折

に
よ

る
と
言

っ
て
し
ま
え
ば
簡
単

に
説
明
で
き

る
が
、

本
当

は
、

「知
」

の
場
所
に
あ

っ
て
も
現
実
に
積
極
的

に
関

わ
る
生
き
方
を
選

ん
だ

こ
と
が
現
実

へ
の
通
路

で
あ

る
生

活
意
識

に
結
果
的

に
足
場
を
築
か
せ
る

こ
と
に
な

っ
た
か
ら
だ
、
と
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
う
考

え
れ
ば

、
透
谷
が

創
作

に
お
い
て
言
文

一
致

の
文
体

へ
行
か
ず
、
後
に

「
国
民

と
思
想

」
で
民
衆

と
政
治

の
距
離
を
正
確

に
把
握
す
る
に
至

っ
た
理
由
も

見
え
て
く
る
は
ず

で
あ

る
。二

葉
亭
が
言
文

一
致

の
文
体

へ
進

ん
だ

の
は
、
言
語

表
現

の
上
に
お
い
て
彼

が

「
知
」

の
場
所

へ
追

い
こ
ま
れ
た
に
他
な
ら
な

い
が

、
透

谷
は
そ
う
で
は
な

か

っ
た
。
透
谷

の
小
説

「
我
牢
獄
」
や

「
星
夜
」

「宿

魂
鏡

」

の
主
調

の
リ
ズ

ム
は
依
然

と
し
て
自
問
自
答

の
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
説
明

の
文
体

へ
至
る
可
能
性

を
も

っ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
透
谷
は
説
明

の
文
体

で
あ

る
言
文

一
致

の
文
体

と
は
無
縁
だ

っ
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
現
前
さ
れ
る
よ
う
な

「悩

め
る

者
」
と
は
な
ら
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

生
活
意
識
か
ら
の
逸
脱
を
、

「
知
」

の
場
所
に
立

っ
た
被
害
意
識
か
ら
で
は

な
く
、
生
活
意
識

と

「知
」

の
場
所

の
両
義
的
な
地
点
か
ら
現
実
総
体

へ
折

り

返

そ
う
と
し
た
た
め
に
、
透
谷

は
、
層
と
し
て
現
わ
れ
た
と

こ
ろ
の
知
識
人

の

共
感

に
支
え
ら
れ
た
文
体
を
選
ば
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
透

谷
は
、
自
分

の
陥

っ
た
事
態
に
対

し
て
は
、
打
開

し
よ
う
と
積
極
的
に
悩

む
者

で
あ
り
、
従

っ
て

解
決

不
可
能

で
あ
る

そ
の
事
態
を
説
明
す
る
必
要
も
な
か

っ
た
。
た
だ
打
開

の

た
め

の
思
考

の
う
ね

り
を
文
体

の
リ
ズ
ム
に
刻

み

つ
け
れ
ば
よ
か

っ
た

の
で
あ

る
。
そ
の
意
味

で
、
透
谷
は
孤
立

し
て
お
り
、
そ
の
文
体

は
透

谷
の
馨
力
に
よ

っ
て
支

え
ら
れ
る
し
か
な
か

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

自
問
自
答

の
文
体

を
創
出
し
た
と
き
、

二
葉
亭
も
透
谷
も
す
で
に
既
成

の
作

品

と
い
う
構
造

を
越

え
て
い
た
。

そ
の
時
点

で
、
文
学
と
い
う
制
度
は
そ
の
よ

う
な
文
体

に
見
合

う
作
品

の
構
造

を
ま
だ
も

っ
て
い
な
か

っ
た
。

い
ず
れ
に
し

ろ
彼
等
は
独
力
で
自

ら

の
言
語
体
験
を
包

む
作
品
を
見

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
容
易
な
も

の
で
な
か

っ
た

こ
と
は

一,楚
囚
之

詩
」

と

「浮
雲
」

の
終
り
方
が
示
し
て
い
る
通
り

で
あ
る
。

二
葉
亭

に
と

っ
て
悲
劇
だ

っ
た

の
は
、
言
文

一
致

の
文
体

に
よ

っ
て
近
代

の

小
説

に
見
合
う
作

品

の
構
造
を
提
示

し
て
し
ま

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恐

ら

く
は
彼
が
そ
れ
を
認

め
な
か

っ
た

こ
と
だ
。
透
谷
は
逆

に
自
分

の
文
体
を
詩

と

し
て
提
出
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
透
谷
独
自

の
作
品

の
構
造
を
提
示
し
た
が
、

透
谷
に
と

っ
て
そ
れ

は
未
完

で
し
か
な
か

っ
た
。
だ
か
ら
旧
来

の
作
品

の
構
造

に
よ

っ
て
締

め
く
く

ら
ね
ば
な

ら
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

透
谷
が
白
問
自
答

の
文
体

に
自
己
の
言
語
体
験
を
重
ね
る
限
り
に
お

い
て
、

完
結
し
た
作
品
構
造

を
強
要
す
る
よ
う
な
詩

や
小
説
と
い
う
作
品
に
は
異
和

で
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あ
り

つ
づ
け
た
ろ
う
。
そ
の
意
味

で
評
論

こ
そ
透
谷

の
表
現
意
識
に
最
も
適
し

た
も

の
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
何
故

な
ら
、
評
論
は
未
完

で
あ
る
こ
と
を
宿
命
づ

け
ら
れ
た
作
品
で
あ

る
他

な
い
か
ら
だ
。
作
者

の
現
実

へ
の
関
与
が
評
論
を
成

立
さ
せ
る
重
要
な
契
機
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
読
み
手

に
読

ま
せ
る
の
は
作
者

の
言
語
体
験
が
孕

む
説
得
力

に
他
な
ら
な

い
。

こ
こ
で
評
論
が
未
完

で
あ

る
と

い
う

の
は
、
現
実
が
未
完

で
あ

る
か
ら
と
言

っ
て
も

い
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

未
完

で
あ
る
べ
き
舞
台

の
上

で
透
谷

は
説
得
力

そ

の
も

の
に
言
葉

を
た
く
せ
ば

よ
か

っ
た

の
で
あ
る
。

さ

て
、
こ

の
よ
う
な
透
谷

の
表
現
意
識
を
私
達

は
ど

う
評
価
す

べ

き

な

の

か
。
伝
統
的
文
体

か
ら
リ
ア
リ
ズ

ム
の
文
体

へ
の
過
度

期

に
お
け
る
混
乱
を
体

現
し

て
い
る
と
v
表
現
史
的

に
捉

え
る
の
は
た
易

い
。

し
か
し
そ

の
よ
う
な
捉

え
方

で
は
、
た
く
さ

ん
の
反
古

の
山
を
築

い
た
透
谷

の
表
現
意
識

は
見
え
て
こ

な
い
だ

ろ
う
。

む
し
ろ
、
私
達

は
こ
こ
で
、

「
知
」
と

い
う
特
権
的
な
場
所
を

越

え
て
私
達

の
生
き

た
現
実

へ
深
く
関
わ
ろ
う
と
す
れ

ば
、
私
達

の
表
現
自
体

が
未
完

と
し
て
投
げ

だ
さ
れ

て
し
ま

う

と

い

う

一
種

の
宿
命

を
見
る
べ
き
な

の
だ
。
透
谷
は
、
永
遠

の
未
完
と
な

っ
た
反
古

の
山
に
お

い
て
そ
の
こ
と
を
私

達
に
示

し
た

の
で
あ

る
。

注

注
1

透
谷
の
引
用
は
岩
波
の
透
谷
全
集
に
よ
っ
た
。
な
お
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
川

字
体
の

一
部
を
新
字
体
に
直
し
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

注
2

こ
の
執
筆
時
期
の
推
定
は
、
山石
波
全
集
第
三
巻

「夢
中
の
詩
人
」
解
題
で
の
、

勝
本
清

一
郎
の
説
に
基
く
。

注
3

小
沢
勝
美

「北
村
透
谷
、
原
像
と
水
脈
一

(
一
九
八
二
、
勤
草
書
房
)
四
十
六

頁
。

注
4

同

三
十
二
頁

注
5

前
田
愛

「透
谷

の
原
像
」

(
「国
語
通
信
」
筑
摩
書
房
、
昭
和
45
年
11
刀
号
、

一近

代

日
本

の
文
学

空
間

」
昭
和

58

年

・
新

曜

社
所

収
)

注

6

菅

谷
規

矩
雄

「詩

的

リ
ズ

ム
、
音
数

律

に
関

す

る

ノ
ー
ト
」

一
九

七
五

・
大

和

書

房
)

一
四
九
頁

注

7

原

子
朗

「
二
葉
亭

四
迷

、
内

面

の
言
語

へ
」

(
国

文
学
、

昭
和

55
年

8
月

号
)

注

8

同

注

9

こ
こ
に
言

う
表
現

主
体

と
は
伝

記

的
事

実
を
特

っ
作

者

で
も
な

け

れ
ば
語

り
手

で
も

な

い
。

テ

ク
ス
ト
空

間
を
統

括

す

る
表
現

上

の
主
体

の

こ
と

で
あ
る
。

語

り

手

は

テ
ク

ス
ト
そ

の
も

の
を
受

け
手

に
効

果
的

に
送

る

た
め

の
戦

略
的

主
体

と
言

う

べ
き
も

の
で
あ
り
、

個

人
と

い
う

幻
想

に

で
な
く
共

同
幻

想

に
表
現

主
体

が
重

ね

ら
れ
た

近
代

以
前

に

お

い
て
は
、

こ

の
語
り

手
が
実

質
的

な
表

現
主
体

と

し

て

物

語

の
な
か

に
現
前

し

た

の
で
あ

る
。

注

10

亀

井
透

雄

「
感
性

の
変
革

」

(
…
八
九

三
、
講

談
社

)

七
十

六
頁

注

11

同

七
十

七
頁

注

12

吉

本
隆

明

「
言
語

に
と

っ
て
芙

と

は
何

か
、
表

現

転
移
論

」

(
角

川
文
庫

)

一

八

七
頁

注

13

同

一
八

一
頁

で
吉

本
隆

明

は

「
か
れ

は
お

そ
ら

く
生
活
者

で
あ

り
、

同
時

に

思

鯉
7

て
あ

る
と

い
う

.
一重

の
意

減

を
か

つ
て

な

い
鮮

や
か
な
輪
郭

で
生
き

た

は

じ
め

て

の
知

歳

人

一.・
あ

っ
た
。

『
浮
雲

』

で
実
現

さ
れ

て

い
る
表
出

位
置

の
定

立

が

そ

れ
を

し
め

し

て

い
る
」

と
述

べ
て

い
る
。

注

14

注

10
と

同

七
十

四
頁

付
記こ

の
論
は
、
明
治
大
学
日
本
文
学
第
11
号
に
載
せ
た
拙
論

「北
村
透
谷
の
表

現
意
識
ー

作

品

へ
の
異
和
ー
1
」
に
お
け
る

テ
ー

マ
を

ひ
き

つ
い
だ
も

の

で

あ

る

。

併

せ

て
参

照

さ

れ

た

い
。

(本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
修
了
)
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