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一
　「
見
本
の
よ
う
な
小
説
」
と
し
て
の
「
喜
壽
童
女
」

　
か
つ
て
澁
澤
龍
彥
は
、
小
説
の
「
見
本
」
を
、
石
川
淳
「
喜
壽
童
女
」（「
小
説
中
央
公
論
」
一
九
六
〇
・
七
）
に
求
め
た
。
自
ら
が
編

集
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
掉
尾
に
「
喜
壽
童
女
」
を
配
し
た
澁
澤
は
、
解
説
に
お
い
て
、
石
川
淳
「
わ
が
小
説
」（「
朝
日
新
聞
」
朝
刊
、

一
九
六
一
・
一
一
・
四
）
の
一
部
を
引
用
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　 

　
石
川
淳
の
『
喜
寿マ

マ

童
女
』
は
、
い
さ
さ
か
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
内
容
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
小
説
と
は
こ
の
よ
う
に
、
想
像
力
と
学
識

に
支
え
ら
れ
て
自
由
に
発
動
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
、
い
わ
ば
見
本
の
よ
う
な
小
説
で
あ
る
。
作
者
自
身
の
語
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、「
江
戸
の
古
本
を
タ
ネ
に
し
て
は
な
し
を
一
つ
作
っ
た
と
見
え
る
や
う
に
書
い
て
あ
る
。
は
な
し
の
筋
な
ん
ぞ
は
ど
う

で
も
よ
い
。
た
だ
そ
の
タ
ネ
と
見
え
る
古
本
と
い
ふ
や
つ
を
デマ

マ
ッ
チ
あ
げ
る
こ
と
に
わ
た
し
の
関
心
が
係
つ
て
ゐ
た
」
そ
う
で
あ
る
。

　  

偽
り
の
情
報
と
物
語
空
間

　
　
　
―
澁
澤
龍
彥
「
六
道
の
辻
」「
魚
鱗
記
」
の
嘘
―

安 

西
　
晋 

二
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や
は
り
こ
れ
は
名
人
芸
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
、
そ
う
い
う
種
類
の
小
説
で
あ
る

（
１
）

。

　
澁
澤
の
い
う
「
見
本
」
を
そ
う
な
ら
し
め
て
い
る
点
は
、「
想
像
力
と
学
識
」、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
デ
ッ
チ
あ
げ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
「
江
戸
の
古
本
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。「
デ
ッ
チ
あ
げ
る
」
書
物
と
は
、
い
わ
ゆ
る
偽
書
で
あ
る
。

　
偽
書
と
は
、
い
わ
ば
虚
構
の
存
在
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
嘘
で
は
な
く
、
事
実
と
し
て
受
け
取
る
読
者
も
存
在
す
る
。
芥
川
龍

之
介
「
奉
教
人
の
死
」（「
三
田
文
学
」
一
九
一
八
・
九
）
に
お
け
る
「
長
崎
耶
蘇
会
出
版
の
一
書
、
題
し
て
「
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
」」
は
、

も
っ
と
も
有
名
な
そ
の
事
例
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
偽
書
（
虚
構
）
が
あ
た
か
も
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
う
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
と
ば
を
換
え
れ
ば
、
読
者
に
対
し
て
物
語
内
容
の
実
在
を
予
感
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
構
築
し
え

て
い
る
と
い
え
よ
う
。「
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
」
等
の
、
小
説
内
に
用
い
ら
れ
る
偽
書
の
機
能
に
つ
い
て
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
こ
の

偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
事
実
も
し
く
は
現
実
の
装
い
を
与
え
ら
れ
る
。
ぎ
ゃ
く
に
事
実
も
し
く
は
現
実
は
、

こ
の
フ
ェ
イ
ク
を
つ
う
じ
て
、
い
く
ら
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
自
在
さ
を
獲
得
す
る
と
い
え
る
」
と
し
、「
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
は
、
事
実

も
し
く
は
現
実
と
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
の
あ
い
だ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
虚
構
で
あ
る
」
と
し
た
杉
浦
晋
の
指
摘
は

（
２
）

非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
装
い
は
、
偽
書
の
本
質
で
あ
ろ
う
。

　「
喜
壽
童
女
」
の
場
合
も
、「
奉
教
人
の
死
」
の
「
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
」
と
同
様
の
効
果
が
企
図
さ
れ
て
い
る
と
、
ひ
と
ま
ず
は
考

え
ら
れ
る
。「
喜
壽
童
女
」
は
、「
江
戸
下
谷
數
寄
屋
町
」
の
「
名
妓
花
女
」
が
「
天
保
四
年
癸
巳
三
月
一
日
」
に
行
方
知
ら
ず
に
な
っ
た

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
語
り
手
「
わ
た
し
」
は
、「
某
家
の
古
書
賣
立
」
で
見
つ
け
た
「
う
す
い
二
部
の
書
を
一
册
に
合
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綴
し
た
も
の
」（「
妖
女
傳
」
お
よ
び
「
妖
女
傳
續
貂
」）
に
書
か
れ
て
い
た
「
花
女
の
神
か
く
し
後
の
成
行
」
を
明
か
し
て
い
く
。
ほ
か
に

も
「
花
女
の
神
か
く
し
後
」
を
描
い
た
も
の
は
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
筆
ま
か
せ
の
蛇
足
に
す
ぎ
な
い
」
と
断
じ
ら
れ
る
。「
妖

女
傳
」
と
「
妖
女
傳
續
貂
」
の
み
が
、「
花
女
の
神
か
く
し
後
の
成
行
」
す
な
わ
ち
花
女
の

事
実

と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
妖
女
傳
」
と
「
妖
女
傳
續
貂
」
と
が
偽
書
と
な
る
。
こ
れ
ら
が
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
読
者
の
目
に
映
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

内
容
の
信
憑
性
に
対
す
る
断
定
的
な
語
り
と
と
も
に
、
書
物
の
体
裁
が
細
か
く
示
さ
れ
る
点
に
あ
ろ
う
。「
奉
教
人
の
死
」
に
お
け
る
「
れ

げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
」
の
よ
う
に
、「
美
濃
罫
紙
に
て
墨
附
十
七
丁
、
す
こ
ぶ
る
達
筆
の
細
字
」
と
さ
れ
る
書
物
の
形
態
、
文
字
や
語
彙
等

へ
の
分
析
的
な
叙
述
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
二
冊
の
背
景
に
喜
多
村
香
城
や
栗
本
鋤
雲
を
導
く
語
り
手
「
わ
た
し
」
の
「
学
識
」
に
支
え

ら
れ
た
精
緻
な
情
報
も
、
二
冊
の
偽
書
の
実
在
を
読
者
に
信
じ
込
ま
せ
る
要
因
と
な
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、「
妖
女
傳
」「
妖
女
傳
續
貂
」
で
表
さ
れ
る
内
容
は
、
七
七
歳
の
花
女
が
若
返
り
、
不
老
長
生
と
な
る
「
甘
菊
の
祕
法
」、
将

軍
・
徳
川
家
斉
を
巻
き
込
む
千
賀
一
栄
の
謀
略
、
そ
し
て
明
治
を
生
き
る
花
女
と
伊
藤
博
文
と
の
関
係
な
ど
、
極
め
て
非
現
実
的
で
も
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
り
手
「
わ
た
し
」
は
、
他
の
「
蛇
足
」
と
こ
れ
を
差
別
化
し
、「
花
女
の
神
か
く
し
後
の
成
行
」
と
す
る
。
語
り
に

よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
偽
書
（「
妖
女
傳
」「
妖
女
傳
續
貂
」）
の
実
在
性
が
、
非
現
実
的
な
こ
の
物
語
内
容
ま
で
を
も

事
実

で
あ
る

か
の
よ
う
に
指
し
示
す
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
偽
書
は
完
全
に
石
川
淳
の
創
作
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
吉
田
拓
也
は
、
千

賀
一
栄
の
モ
デ
ル
（
千
賀
道
栄
）
や
「
甘
菊
の
祕
法
」
の
典
拠
（『
本
草
綱
目
』
中
の
「
甘
菊
の
服
食
法
」
お
よ
び
『
太
平
御
覧
』）
を
指

摘
し
て
い
る

（
３
）

。
ま
た
、
杉
浦
晋
は
「「
憂
患
」 「
老
年
」 「
政
治
の
外
に
立
つ
て
」 「
洋
学
に
こ
こ
ろ
ざ
し
を
潜
め
た
」
と
い
っ
た
記
述
は
、
石

川
そ
の
人
を
彷
彿
と
さ
せ
る

（
４
）

」
と
も
い
う
。
石
川
淳
と
語
り
手
「
わ
た
し
」
を
重
ね
て
い
く
よ
う
な
読
み
は
、
石
川
淳
自
身
を
知
り
、
彼
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の
作
品
に
数
多
く
触
れ
て
い
く
こ
と
で
よ
り
顕
著
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
や
典
拠
へ
の
視
座
も
含
め
、そ
れ
ら
は
、

石
川
淳
自
身
お
よ
び
彼
の
「
学
識
」
へ
の
信
憑
性
と
相
ま
っ
て
偽
書
の
実
在
性
を
保
証
す
る
よ
う
に
も
な
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
を
取
り
巻
く

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
も
、
読
者
に
物
語
内
容
を
事
実
と
誤
認
さ
せ
る
鍵
と
な
る
。

　
澁
澤
龍
彥
に
も
、こ
う
い
っ
た
偽
書
（
と
同
様
の
も
の
）
を
利
用
し
た
創
作
が
あ
る
。「
六
道
の
辻
」（「
文
藝
」
一
九
七
九
・
八
）
と
「
魚
鱗
記
」

（「
文
学
界
」
一
九
八
四
・
一
二
）
と
が
、そ
れ
に
当
た
る
。
両
作
に
用
い
ら
れ
た
偽
書
（
に
類
す
る
偽
り
の
情
報
）
は
、「
奉
教
人
の
死
」
や
「
喜

壽
童
女
」
な
ど
と
、
ま
っ
た
く
同
等
の
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
だ
が
、
偽
書
（
に
類
す
る
偽
り
の
情
報
）
を
用
い
る

と
い
う
構
造
上
の
特
徴
に
着
目
し
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
小
説
で
生
成
さ
れ
る
物
語
空
間
を
、
あ
ら
た
め
て
読
み
開
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。「
六

道
の
辻
」
と
「
魚
鱗
記
」
の
検
討
か
ら
は
、澁
澤
の
い
う
「
見
本
」
が
示
唆
す
る
小
説
の
方
向
性
な
い
し
は
可
能
性
に
も
迫
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
二
　「
六
道
の
辻
」
に
お
け
る
偽
り
の
情
報

　「
六
道
の
辻
」
は
、「
唐
草
物
語
」
の
総
題
で
雑
誌
「
文
藝
」
に
連
載
さ
れ
た
一
二
編
の
短
編
小
説
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
一
二
編
の
短
編
は
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
内
容
の
も
の
で
あ
る
が
、語
り
手
が「
私
」と
い
う
一
人
称
で
あ
る
点
は
一
貫
し
て
い
る
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
、こ
の「
私
」

は
澁
澤
龍
彥
自
身
と
し
て
も
読
ま
れ
て
き
た

（
５
）

。

　
澁
澤
は
、「
唐
草
物
語
」
に
つ
い
て
「
小
説
と
評
論
の
合
い
の
子

（
６
）

」
と
、の
ち
に
述
べ
も
し
た
。「
唐
草
物
語
」
の
連
載
開
始
ま
で
、単
行
本
『
犬

狼
都
市
』（
桃
源
社
、
一
九
六
二
・
四
）
以
降
、
約
一
七
年
に
わ
た
り
小
説
の
発
表
が
な
く
、
エ
ッ
セ
イ
や
評
論
、
翻
訳
に
よ
っ
て
澁
澤
は
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知
名
度
を
上
げ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、「
評
論
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
に
該
当
す
る
文
章
は
、
と
り
わ
け
澁
澤
自
身
を
記
述
主
体
に
重
ね
る
よ

う
に
読
ま
れ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
背
景
は
、
語
り
手
「
私
」
と
作
者
と
の
重
な
り
を
読
者
に
強
く
意
識
さ
せ
、
物
語
の
内
容
お
よ
び

空
間
に
実
在
性
を
予
感
さ
せ
る
構
造
に
も
寄
与
し
て
い
よ
う
。

　
ま
た
、「
唐
草
物
語
」
各
編
に
共
通
す
る
構
成
と
し
て
、「
＊
」
を
用
い
、
記
述
の
内
容
や
位
相
を
切
り
替
え
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
六
道
の
辻
」
も
冒
頭
部
か
ら
ひ
と
つ
目
の
「
＊
」
ま
で
は
、「
私
」
が
六
道
珍
皇
寺
を
訪
問
し
た
、「
い
ま
か
ら
十
年
ば
か
り
前
」
の
記
憶

が
語
ら
れ
て
い
る
。
語
る
「
私
」
の
現
在
時
は
、
小
説
発
表
時
の
現
代
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
ひ
と
つ
目
の
「
＊
」
を
挟
ん
で
場

面
は
「
文
和
年
間
」
の
六
道
（
本
文
中
で
は
「
六
波
羅
か
ら
鳥
辺
野
に
か
け
て
の
一
帯
」）
へ
と
移
る
。「
＊
」
に
よ
っ
て
叙
述
の
位
相
が

大
き
く
変
わ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
「
＊
」
の
直
前
に
語
り
手
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　 

　
こ
う
し
て
、
私
が
大
黒
さ
ん
の
催
眠
術
に
か
か
っ
て
、
し
ず
か
な
六
道
珍
皇
寺
の
庫
裡
で
、
前
後
も
知
ら
ず
に
す
や
す
や
と
眠
り

込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
し
て
し
ま
え
ば
、
以
下
に
書
き
つ
ぐ
予
定
の
物
語
は
、
す
べ
て
私
の
一
場
の
夢
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
作
者
と
し
て
あ
ま
り
に
も
芸
が
な
く
無
責
任
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
夢
の
設

定
は
断
固
と
し
て
し
り
ぞ
け
よ
う
。

　「
私
」
は
「
作
者
」
を
自
称
し
「
以
下
に
書
き
つ
ぐ
予
定
の
物
語
」
と
語
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
＊
」
以
降
の
「
文
和
年
間
」
の
物
語

内
容
は
、そ
の
「
私
」
の
創
作
に
よ
る
虚
構
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
＊
」
以
下
の
物
語
で
は
、文
和
二
年
に
「
マ
カ
ベ
」
と
い
う
男
が
現
れ
、
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「
マ
カ
ベ
踊
」
な
る
も
の
を
創
始
し
、
当
時
の
人
々
を
熱
狂
さ
せ
た
旨
が
語
ら
れ
て
い
く
。
し
か
も
、
中
途
で
登
場
す
る
「
景
海
」
と
い
う

人
物
に
対
し
て
「
私
」
は
、「
作
者
の
代
理
人
」「
さ
も
な
け
れ
ば
読
者
の
代
理
人
」「
も
っ
ぱ
ら
目
の
機
能
を
果
た
す
人
物
」
と
述
べ
、「
い

っ
そ
思
い
き
っ
て
、
山
伏
の
景
海
な
ど
と
い
う
、
持
っ
て
ま
わ
っ
た
三
人
称
を
使
う
の
は
や
め
に
し
て
、
景
海
は
す
な
わ
ち
私
だ
と
い
う

こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
」
と
し
、以
降
は
「
私
」
と
い
う
一
人
称
を
用
い
て
語
り
進
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
＊
」

を
介
し
て
設
け
ら
れ
た
小
説
の
構
成
・
構
造
を
わ
ざ
わ
ざ
逸
脱
す
る
よ
う
な
語
り
が
行
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、「
マ
カ
ベ
」
に
ま
つ
わ
る
物
語

は
や
は
り
虚
構
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　
ふ
た
つ
目
の
「
＊
」
を
挟
む
と
、
語
り
手
「
私
」
は
「
マ
カ
ベ
」
の
物
語
か
ら
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
十
四
世
紀
に
、
死
の
舞
踏
と
い
う
奇
妙

な
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
て
」
と
、
ダ
ン
ス
・
マ
カ
ブ
ル
の
紹
介
へ
と
話
題
を
移
す
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ド
ゥ
ー
ス
、
ガ
ス
ト
ン
・
パ

リ
ス
、
エ
ミ
ー
ル
・
マ
ー
ル
と
い
っ
た
実
在
の
人
物
に
よ
る
ダ
ン
ス
・
マ
カ
ブ
ル
の
考
察
や
見
解
が
紹
介
さ
れ
、「
日
本
の
文
和
年
間
の
マ

カ
ベ
踊
」
も
「
ち
ょ
う
ど
時
代
は
十
四
世
紀
の
後
半
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ダ
ン
ス
・
マ
カ
ブ
ル
と
の
あ
い
だ
に
、
偶
然
と
い
う
に
は
あ
ま

り
に
も
奇
妙
な
一
致
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、事
実
と
虚
構
と
が
巧
妙
に
結
び
付
け
ら
れ
る
。
し
か
も
「
六
道
の
辻
」

で
は
、「
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
こ
れ
を
テ
ー
マ
に
比
較
宗
教
学
の
学
位
論
文
を
書
い
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
少
壮
学
者
も
い
る
ほ
ど
だ
。
私
は

そ
れ
を
参
照
し
た
が
、
い
か
に
も
通
り
い
っ
ぺ
ん
な
解
釈
と
い
う
し
か
な
く
、
こ
の
文
章
を
書
く
の
に
大
し
て
役
に
は
立
た
な
か
っ
た
と

申
し
添
え
て
お
く
」
と
続
け
ら
れ
、
小
説
が
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　「
マ
カ
ベ
踊
」
が
虚
構
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
ダ
ン
ス
・
マ
カ
ブ
ル
を
テ
ー
マ
に
書
か
れ
た
学
位
論
文
な
ど
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
。
明

ら
か
に
偽
り
の
情
報
（
＝
虚
構
）
だ
。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
大
し
て
役
に
は
立
た
な
か
っ
た
」
の
で
あ
れ
ば
、そ
も
そ
も
語
る
必
要
す
ら
な
い
。
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だ
が
、「
大
し
て
役
に
は
立
た
な
か
っ
た
」
論
文
で
あ
っ
て
も
参
照
し
た
と
い
う
態
度
を
示
す
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
不
要
な
も
の
で

あ
ろ
う
と
数
多
く
の
文
献
に
目
を
と
お
し
て
検
討
す
る
と
い
う
「
私
」
の
姿
勢
は
、
記
述
内
容
自
体
へ
の
学
術
的
な
信
憑
性
を
支
え
る
機

能
を
果
た
す
。
そ
の
学
術
的
な
信
憑
性
の
構
築
は
、「
私
」
自
身
へ
の
信
用
を
も
形
作
る
と
換
言
で
き
る
だ
ろ
う
。
虚
構
を
も
っ
て
虚
構
の

実
在
性
を
後
押
し
す
る
よ
う
な
叙
述
は
、
学
術
的
な
信
憑
性
を
も
構
築
す
る
「
私
」
の
装
い
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　「
マ
カ
ベ
踊
」
を
あ
り
え
る
と
読
者
に
思
わ
せ
る
よ
う
な
装
い
と
と
も
に
、「
私
」
自
身
お
よ
び
「
私
」
の
語
り
に
対
す
る
信
憑
性
を
前

景
化
さ
せ
る
叙
述
は
、「
喜
壽
童
女
」
に
も
通
じ
る
。
こ
う
い
っ
た
語
り
を
可
能
と
し
て
い
る
の
は
、「
想
像
力
と
学
識
」
で
あ
ろ
う
。
リ

ア
リ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
遠
く
離
れ
た
内
容
で
あ
ろ
う
と
、
六
〇
〇
年
以
上
前
に
あ
り
え
た
か
の
よ
う
に
装
う
。
そ
の
た
め
に
、
事

実
や
学
術
に
基
づ
く
情
報
が
、
細
部
に
い
た
る
ま
で
詳
細
に
積
み
上
げ
ら
れ
る
。
リ
ア
リ
テ
ィ
が
形
式
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。
情
報
提
示
の
方
法
お
よ
び
語
り
方
は
、
語
り
手
＝
作
者
と
い
う
読
み
に
も
つ
な
が
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
語
り
手
「
私
」
に

誘
わ
れ
、
偽
り
の
情
報
す
ら
も
信
用
し
、
そ
こ
か
ら
物
語
内
容
へ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
実
感
さ
せ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
三
　「
魚
鱗
記
」
に
お
け
る
偽
書

　「
魚
鱗
記
」
は
、「
文
化
の
こ
ろ
、
長
崎
樺
島
町
の
あ
た
り
」
を
舞
台
と
し
て
い
る
。「
魚
鱗
記
」
に
関
し
て
は
、
ま
ず
簡
単
に
梗
概
を
記

し
て
お
き
た
い
。

　
絵
師
・
藤
木
幽
香
は
、
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
で
あ
る
西
島
白
蓉
斎
の
家
に
招
か
れ
、
五
年
ぶ
り
に
そ
こ
を
訪
れ
た
。
五
年
前
は
、
自
宅
に
周
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辺
の
逸
民
を
集
め
、「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
を
行
っ
て
い
た
白
蓉
斎
は
、い
ま
は
そ
れ
を
や
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
話
の
尽
き
ぬ
ま
ま
夜
に
な
り
、

幽
香
が
用
意
さ
れ
た
部
屋
で
寝
て
い
る
と
、
そ
こ
に
白
蓉
斎
の
長
女
「
ゆ
ら
」
が
、
五
年
前
と
変
わ
ら
ぬ
一
二
歳
ほ
ど
の
少
女
の
姿
で
現
れ
、

「
漆
喰
で
ぬ
り
か
た
め
た
龕
の
跡
の
あ
る
壁
」
の
前
に
立
ち
、
壁
掛
け
に
手
を
置
き
、
そ
の
ま
ま
部
屋
を
出
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
翌
日
、

幽
香
が
そ
れ
を
白
蓉
斎
に
話
す
と
、「
ゆ
ら
」
は
四
年
ば
か
り
前
に
亡
く
な
っ
た
と
知
ら
さ
れ
る
。
四
年
前
、「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
の
場
に
「
ゆ

ら
」
が
現
れ
、
他
の
客
の
誘
い
に
乗
り
、
こ
れ
を
行
う
と
、
魚
が
必
ず
大
き
く
跳
ね
上
が
り
、「
ゆ
ら
」
の
手
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
す
る
と
、

そ
ば
で
見
て
い
た
彼
女
の
友
人
で
あ
る
「
十
一
郎
」
と
い
う
少
年
が
、水
槽
か
ら
「
ゆ
ら
」
の
も
と
に
飛
び
出
し
て
き
た
魚
を
嚙
み
ち
ぎ
り
、

口
か
ら
鉄
の
玉
を
吐
き
出
し
た
。
そ
の
後
、「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
に
際
し
鉄
の
玉
を
魚
に
飲
ま
せ
、
磁
石
に
よ
っ
て
そ
れ
を
「
ゆ
ら
」
が
引
き

付
け
て
い
た
と
い
う
不
正
を
、「
十
一
郎
」
は
白
蓉
斎
に
伝
え
る
。
帰
宅
後
、白
蓉
斎
は
「
ゆ
ら
」
を
厳
し
く
問
い
詰
め
る
も
、彼
女
は
認
め
ず
、

す
す
り
泣
き
と
し
ゃ
っ
く
り
の
発
作
が
止
ま
ら
ぬ
ま
ま
、
夜
が
更
け
る
に
つ
れ
一
層
激
し
く
な
り
、
や
が
て
息
を
引
き
取
っ
て
し
ま
っ
た
。

幽
香
が
見
た
の
は
「
ゆ
ら
」
の
幽
霊
で
あ
り
、
手
を
置
い
て
い
た
壁
に
穴
を
あ
け
る
と
、
な
か
か
ら
「
マ
フ
ネ
ス
テ
ン
」
が
見
つ
か
っ
た
。

　
物
語
の
核
と
な
る
「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
と
い
う
遊
び
は
、
小
説
内
で
「
オ
ラ
ン
ダ
語
で
ヘ
シ
は
魚
、
ス
ペ
ル
は
あ
そ
び
の
意
」
で
あ
り
、

「
ト
ロ
ボ
ッ
チ
」
と
い
う
魚
を
捕
え
、
水
槽
に
入
れ
、
そ
こ
に
酢
を
一
滴
た
ら
す
と
、
そ
の
魚
が
興
奮
し
て
跳
ね
上
が
り
、
も
っ
と
も
高
く
、

遠
く
に
飛
び
出
し
た
魚
を
選
ん
だ
も
の
を
勝
者
と
す
る
ゲ
ー
ム
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
は
、『
崎
陽
年
々
録
』
と

い
う
書
物
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
、
語
り
手
は
い
う
。
だ
が
、
松
山
俊
太
郎
は
、『
崎
陽
年
々
録
』
は
「
岩
波
『
国
書
総
目
録
』
に
も
同
『
古

典
籍
総
合
目
録
』
に
も
見
当
た
ら
ず
、
澁
澤
の
蔵
書
中
か
ら
も
探
し
出
せ
な
い
の
で
、〈
架
空
の
書
〉
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

（
７
）

」
と
指
摘
し

て
い
る
。「
六
道
の
辻
」
の
よ
う
に
文
脈
か
ら
判
断
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
だ
調
査
の
必
要
も
あ
る
が
、
現
時
点
で
『
崎
陽
年
々
録
』
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は
偽
書
と
仮
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」「
ス
テ
レ
キ
ワ
ー
ト
ル
」「
マ
フ
ネ
ス
テ
ン
」
な
ど
の
出
典
に
つ
い
て
も
調
査
し

た
松
山
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
を
紐
解
く
も
該
当
す
る
記
述
が
見
つ
か
ら
ず
、
と
り
わ
け
「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
は
「
あ
ま
り
に
も
澁
澤
好
み
の
、

〈
ば
か
げ
た
ゲ
ー
ム
〉
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
す
ら
、
人
を
か
つ
ぐ
た
め
の
澁
澤
の
〈
発
明
〉
と
思
い
た
く
な
る

（
８
）

」
と
し
て
い
る
。

　「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
を
は
じ
め
、『
崎
陽
年
々
録
』
が
何
に
基
づ
き
創
作
さ
れ
て
い
る
か
（
あ
る
い
は
実
在
す
る
書
物
か
）
は
、
厳
密
に
い

え
ば
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
今
後
調
べ
て
い
く
べ
き
で
は
あ
る
。
た
だ
し
、「
参
考
書
目
の
お

か
け
で
、《
長
崎
文
献
叢
書
》
と
い
う
厖
大
な
資
料
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
と
判
っ
た
が
、も
は
や
、通
覧
す
る
余
裕
は
な
い

（
９
）

」
と
松
山
が
「
解

題
」
中
で
触
れ
た
、『
長
崎
文
献
叢
書
』
第
１
集
・
第
５
巻
（
長
崎
文
献
社
、
一
九
七
五
・
五
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
長
崎
聞
見
録
』
巻

之
五
（
一
八
〇
〇
年
刊
行
）
に
は
、「
す
て
れ
き
わ
あ
と
る
」
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、「
魚
鱗
記
」
中
の
記
述
と
そ
れ
と

を
見
比
べ
て
み
た
い
。

　
　 

　
一
説
に
よ
る
と
、
へ
シ
ス
ペ
ル
の
と
き
魚
を
興
奮
さ
せ
る
た
め
に
水
に
し
た
た
ら
せ
る
の
は
、
酢
で
は
な
く
て
、
じ
つ
は
銀
版
画

に
用
い
る
幕
府
禁
制
の
ス
テ
レ
キ
ワ
ー
ト
ル
、
す
な
わ
ち
強
水
（
今
日
の
硝
酸
）
だ
っ
た
と
い
う
。
酢
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
表

向
き
の
隠
れ
み
の
で
、
そ
の
実
体
を
世
間
の
目
か
ら
隠
す
た
め
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
『
崎
陽
年
々
録
』
の
筆
者

の
説
は
軽
々
に
信
じ
が
た
い
だ
ろ
う
。

（「
魚
鱗
記
」）
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す
て
れ
き
わ
あ
と
る
の
事

　
　 
す
て
れ
き
は
猛
な
り
。
わ
あ
と
る
ハ
水
な
り
。
蛮
人
持
渡
る
水
薬
の
名
な
り
。
此
水
薬
い
た
つ
て
。
猛
烈
な
る
も
の
に
て
。
試
に
紙

な
ど
を
漬
て
引
揚
る
に
。
忽
に
烟
気
立
の
ぼ
る
。
銅
鉄
の
類
に
点
滴
す
る
に
。
み
な
腐
乱
す
。
蛮
人
銅
板
を
彫
る
に
。
ま
づ
蝋
を
な

が
し
。
其
蝋
面
に
細
画
ま
た
は
文
字
な
ど
を
彫
り
て
。
さ
て
此
水
薬
を
。
彼
彫
た
る
蠟
の
間
に
な
が
し
入
。
一
夕
置
て
其
蝋
を
洗
ひ

落
す
に
。
何
の
労
も
な
く
。
種
々
の
彫
刻
あ
り
〳
〵
と
。
成
就
す
る
な
り
。

（『
長
崎
聞
見
録
』
巻
之
五
）

　「
ス
テ
レ
キ
ワ
ー
ト
ル
」
の
説
明
自
体
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
長
崎
聞
見
録
』
を
『
崎
陽
年
々
録
』
の
典
拠

の
ひ
と
つ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
同
時
に
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
魚
鱗
記
」
引
用
部
の
最
後
の
一
文
で
あ
る
。「
魚
鱗
記
」
は
、「
六
道
の
辻
」
と
は
異
な
り
、「
私
」

の
よ
う
な
一
人
称
に
相
当
す
る
主
語
自
体
が
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
が
、「
白
蓉
斎
が
く
わ
し
く
語
っ
た
娘
ゆ
ら
の
死
の
顛
末
に
つ
い
て

は
、
彼
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
引
く
よ
り
も
、
こ
れ
を
作
者
が
間
接
話
法
で
叙
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
か
ら
」
と
、「
作
者
」
と
い
う
主

語
が
一
度
だ
け
出
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、「『
崎
陽
年
々
録
』
の
筆
者
の
説
は
軽
々
に
信
じ
が
た
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
一
文
は
、「
作
者
」

を
自
称
す
る
記
述
主
体
の
解
釈
・
判
断
と
な
る
。「
私
」
と
い
う
語
が
な
く
、三
人
称
小
説
の
よ
う
な
体
裁
に
も
見
え
る
が
、基
本
的
に
は
「
作

者
」
を
自
称
す
る
一
人
称
主
体
の
語
り
と
な
っ
て
い
る
。『
崎
陽
年
々
録
』
へ
の
批
評
を
見
る
限
り
、
語
り
手
は
内
容
の
確
度
を
見
極
め
ら

れ
る
知
性
・
教
養
の
も
ち
主
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
い
っ
た
語
り
手
に
よ
る
批
評
的
な
介
入
は
、
語
る
主
体
そ
の
も
の
へ
の
信
用
も
底
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上
げ
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、「
六
道
の
辻
」
の
「
私
」
に
も
通
じ
る
、
語
り
手
の
性
質
で
も
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
『
崎
陽
年
々
録
』
は
、「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
と
い
う
出
典
不
明
の
不
可
思
議
な
遊
び
を
あ
り
え
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
う

役
割
を
果
た
し
て
は
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、『
崎
陽
年
々
録
』
は
「
喜
壽
童
女
」
の
「
妖
女
傳
」
と
「
妖
女
傳
續
貂
」
を
彷
彿
と
さ

せ
る
。
一
方
、『
崎
陽
年
々
録
』
は
、
物
語
の
核
心
と
な
る
「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
の
実
在
性
を
読
者
に
示
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
も
の
の
、
幽

霊
と
し
て
現
れ
る
「
ゆ
ら
」
に
は
直
接
的
に
関
わ
っ
て
い
な
い
か
に
も
見
え
る
。「
ゆ
ら
」
が
幽
霊
と
な
っ
て
現
れ
る
原
因
は
、作
中
で
「
マ

フ
ネ
ス
テ
ン
」
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
マ
フ
ネ
ス
テ
ン
」
に
は
「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
の
よ
う
な
説
明
は
な
い
。
こ
の
語
が
初
め

て
現
れ
る
の
は
、「
お
じ
さ
ん
の
家
に
、
オ
ラ
ン
ダ
わ
た
り
の
マ
フ
ネ
ス
テ
ン
（
磁
石
）
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
「
十
一
郎
」
の
セ
リ
フ

で
あ
る
。
語
り
手
は
「
作
者
」
で
あ
り
、「
十
一
郎
」
の
現
れ
る
場
面
は
、「
作
者
が
間
接
話
法
で
叙
し
」
直
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「（
磁

石
）」
は
「
作
者
」
の
注
釈
的
な
記
述
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、『
崎
陽
年
々
録
』
に
基
づ
く
情
報
か
は
定
か
で
な
い
。

　
小
説
内
で
『
崎
陽
年
々
録
』
の
書
名
は
三
回
登
場
す
る
。
最
初
は
、「『
崎
陽
年
々
録
』
に
よ
れ
ば
、
文
化
の
こ
ろ
、
長
崎
樺
島
町
の
あ

た
り
に
た
む
ろ
す
る
当
時
の
ス
ノ
ッ
ブ
た
ち
の
あ
い
だ
に
、
し
ば
し
ば
ヘ
シ
ス
ペ
ル
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
と
い
う
」
と
の
、
小
説
の

書
き
出
し
で
あ
る
。
次
は
、「
ち
な
み
に
魚
名
の
ト
ロ
ボ
ッ
チ
は
肥
前
の
土
語
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
も
と
は
歴
と
し
た
蘭
語
の
疑
い
も

な
く
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
『
崎
陽
年
々
録
』
の
筆
者
の
意
見
で
あ
る
」
と
い
う
箇
所
に
な
る
。
三
つ
目
は
、
先
に
も
引
用
し
た
、「
ス

テ
レ
キ
ワ
ー
ト
ル
」
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
、「
し
か
し
、
こ
の
『
崎
陽
年
々
録
』
の
筆
者
の
説
は
軽
々
に
信
じ
が
た
い
だ
ろ
う
」
と
、

語
り
手
が
否
定
的
な
見
解
を
示
す
箇
所
で
あ
る
。

　
確
か
に
、『
崎
陽
年
々
録
』
は
「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
に
関
連
す
る
情
報
を
説
明
す
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
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と
同
じ
く
「
ト
ロ
ボ
ッ
チ
」
も
『
長
崎
文
献
叢
書
』
に
見
ら
れ
ず
、
本
当
に
「
肥
前
の
土
語
」
な
の
か
、「
歴
と
し
た
蘭
語
」
な
の
か
、
現

時
点
で
も
確
証
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
魚
鱗
記
」
に
お
け
る
長
崎
に
は
、「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」「
ト
ロ
ボ
ッ
チ
」「
ス
テ
レ
キ
ワ
ー
ト
ル
」

な
ど
の
、
あ
や
し
げ
な
こ
と
ば
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
流
通
し
て
い
る
。『
崎
陽
年
々
録
』
が
、
そ
う
い
っ
た
物
語
の
背
景
を
司
る
情
報
の

母
体
と
し
て
、
江
戸
末
期
の
長
崎
と
い
う
独
特
な
空
間
を
作
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
ほ
か
、小
説
内
で
用
い
ら
れ
る
蘭
語
に
は
、「
マ
フ
ネ
ス
テ
ン
」「
エ
レ
キ
テ
ル
」
と
、白
蓉
斎
の
子
ど
も
た
ち
が
話
す
「
ネ
ヘ
ン
」

「
ホ
ー
ゲ
ル
」「
パ
ル
ケ
チ
」
が
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
当
時
の
蘭
語
を
駆
使
し
て
い
る
。
そ
こ
に
由
来
不
明
の
こ
と
ば
が
混
じ
る
の
だ
か
ら
、

「
魚
鱗
記
」
は
、
現
代
の
読
者
に
も
見
慣
れ
な
い
蘭
語
が
飛
び
交
う
物
語
空
間
な
の
だ
。
や
は
り
、
幽
霊
を
誘
引
す
る
「
十
一
郎
」
の
発
す

る
語
も
、「
磁
石
」
で
は
な
く
「
マ
フ
ネ
ス
テ
ン
」
で
は
な
く
て
は
あ
る
ま
い
。「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
や
「
ト
ロ
ボ
ッ
チ
」「
ス
テ
レ
キ
ワ
ー
ト
ル
」

と
い
っ
た
、
あ
や
し
く
も
異
国
情
緒
あ
ふ
れ
る
こ
と
ば
と
合
わ
せ
、
幽
霊
の
出
現
と
い
う
怪
異
す
ら
許
容
す
る
特
異
な
物
語
空
間
が
形
成

さ
れ
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。『
崎
陽
年
々
録
』
は
そ
の
背
景
を
支
え
る
も
の
と
な
る
。
た
と
え
幽
霊
の
よ
う
に
非
現
実
的
な
存
在
（
偽

書
）
で
あ
ろ
う
と
、
い
や
、
だ
か
ら
こ
そ
『
崎
陽
年
々
録
』
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
の
で
あ
る
。

　
　
四
　
コ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
向
け
て

　「
六
道
の
辻
」
に
し
て
も
「
魚
鱗
記
」
に
し
て
も
、偽
り
の
情
報
（
偽
書
）
は
、虚
構
の
実
在
性
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
機
能
を
有
し
て
い
た
。

さ
ら
に
「
魚
鱗
記
」
で
は
、『
崎
陽
年
々
録
』
と
い
う
偽
書
が
、
幽
霊
の
出
現
を
も
許
容
す
る
、
江
戸
末
期
の
長
崎
と
い
う
独
自
の
物
語
空
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間
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
二
作
に
お
い
て
、
偽
り
の
情
報
（
偽
書
）
の
使
用
は
、「
喜
壽
童
女
」
に
お
け
る
「
妖
女
傳
」「
妖
女
傳
續
貂
」

の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、『
崎
陽
年
々
録
』
は
、
外
来
語
（
主
に
蘭
語
）
の
多
用
と
配
置
に
よ
る
物
語
の
背
景
お

よ
び
空
間
の
構
築
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
対
象
（「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」）
の
実
在
性
を
担
保
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、「
六

道
の
辻
」
よ
り
も
広
範
か
つ
自
在
な
偽
書
の
運
用
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
魚
鱗
記
」
の
方
法
は
、
澁
澤
龍
彥
の
い
う
「
想
像
力
と
学
識
」

に
支
え
ら
れ
た
書
き
方
を
よ
り
洗
練
（
よ
り
「
自
由
に
発
動
」）
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、方
法
論
と
し
て
は
、「
喜
壽
童
女
」
を
始
点
と
す
る
「
六

道
の
辻
」
の
発
展
形
と
い
え
よ
う
。
ま
た
「
魚
鱗
記
」
で
は
、
西
島
白
蓉
斎
が
「
大
先
輩
吉
雄
耕
牛
じ
き
じ
き
の
薫
陶
を
受
け
」
た
と
さ

れ
て
い
る
。
吉
雄
耕
牛
は
実
在
の
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
も
、「
喜
壽
童
女
」
に
お
け
る
喜
多
村
香
城
や
栗
本
鋤
雲
と
同
じ
く
、
白
蓉
斎
と
い

う
虚
構
の
実
在
を
予
感
さ
せ
、物
語
内
容
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
暗
示
す
る
情
報
の
ひ
と
つ
と
な
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
叙
述
と
の
総
合
に
よ
っ
て
、

「
ヘ
シ
ス
ペ
ル
」
を
中
心
と
し
た
、「
ス
テ
レ
キ
ワ
ー
ト
ル
」「
エ
レ
キ
テ
ル
」
な
ど
の
蘭
語
を
付
置
し
た
物
語
空
間
は
、
怪
異
も
あ
り
う
る

と
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
装
い
を
実
現
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
事
実
に
基
づ
く
記
述
だ
け
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
み
出
す
わ
け
で
は
な
い
。
虚
実
入
り
混
じ
り
つ
つ
も
、
読
者
に
対
し
て
実
在
性
を
予
感

さ
せ
る
叙
述
・
構
造
が
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
形
成
す
る
。
作
ら
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
物
語
の
内
容
も
現
実
的
な
も
の
で
は

な
く
、
非
現
実
的
な
世
界
へ
と
飛
翔
す
る
の
だ
ろ
う
。

　
の
ち
に
澁
澤
龍
彥
は
、『
う
つ
ろ
舟
』（
福
武
書
店
、
一
九
八
六
・
六
）
な
ど
の
小
説
集
に
つ
い
て
問
わ
れ
、
自
ら
の
作
品
を
「
私
と
し
て

は
一
種
の
コ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
幻
想
物
語
）
と
し
て
書
い
て
い
る
」
と
し
、「
本
来
、
小
説
は
リ
ア
リ
ズ
ム
に
局
限
さ
れ
な

い
と
思
う
ん
で
す
」「
ぼ
く
の
小
説
に
は
、
い
ろ
ん
な
仕
掛
け
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
見
抜
い
て
く
れ
る
読
者
が
最
高
な
ん
で
す
け
ど
、
ほ
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ん
と
か
う
そ
か
、
考
証
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
か
、
エ
ッ
シ
ャ
ー
の
絵
の
よ
う
な
〈
だ
ま
し
絵
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
を
使
い
ま
す
か
ら

）
10
（

」
と
語
っ
た
。「
ほ
ん
と
か
う
そ
か
、考
証
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
」
が
不
分
明
に
混
じ
り
合
う
構
造
は
、「
六

道
の
辻
」「
魚
鱗
記
」
に
顕
著
で
あ
る
。
偽
り
の
情
報
（
偽
書
）
の
使
用
は
、「
六
道
の
辻
」
や
「
魚
鱗
記
」
に
お
い
て
、
澁
澤
の
い
う
「
コ

ン
ト
・
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
の
要
諦
と
な
っ
て
い
よ
う
。「
小
説
は
リ
ア
リ
ズ
ム
に
局
限
さ
れ
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
は
、
リ
ア

リ
テ
ィ
の
構
築
を
否
定
す
る
志
向
で
は
な
い
。
実
在
性
を
装
う
物
語
空
間
の
形
成
と
は
、
巧
妙
に
設
け
ら
れ
た
「
い
ろ
ん
な
仕
掛
け
」
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
澁
澤
は
、
第
一
回
幻
想
文
学
新
人
賞
の
選
評
で
「
も
っ
と
幾
何
学
的
精
神
を
！
　
と
私
は
い
い
た
い
。
明
確
な
線
や
輪
郭
で
、
細
部
を

く
っ
き
り
と
描
か
な
け
れ
ば
幻
想
に
は
な
ら
な
い
の
だ

）
11
（

」
と
主
張
し
、
第
二
回
幻
想
文
学
新
人
賞
の
選
評
で
も
同
様
の
発
言
を
繰
り
返
し

た
う
え
で
「
幾
何
学
的
精
神
は
、
ま
た
論
理
と
構
築
性
と
い
い
か
え
て
も
よ
い

）
12
（

」
と
し
た
。
こ
れ
ら
を
、
澁
澤
の
い
う
「
コ
ン
ト
・
フ
ァ

ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
に
重
ね
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。「
ほ
ん
と
か
う
そ
か
、
考
証
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
」
が
判
断
し
が
た
い
部
分
は
、「
明

確
な
線
や
輪
郭
で
、
細
部
を
く
っ
き
り
と
描
か
」
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、「
六
道
の
辻
」
と
「
魚
鱗
記
」
で
は
、
情
報
を
統
御
し
、
批
評
的

に
語
る
一
人
称
主
体
（「
私
」
／
「
作
者
」）
の
存
在
が
、
偽
り
の
情
報
（
偽
書
）
の
実
在
性
を
上
昇
さ
せ
、
物
語
内
容
ま
で
を
も
あ
り
え

た
か
の
よ
う
に
装
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
語
り
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
「
論
理
と
構
築
性
」
に
支
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、非
現
実
的
な
（
幻

想
的
な
）
物
語
内
容
ま
で
も
が
読
者
の
眼
前
に
あ
り
あ
り
と
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。「
喜
壽
童
女
」
を
「
見
本
」
と
す
る
よ
う
な
小
説

の
方
法
こ
そ
、「
コ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
幻
想
物
語
）」
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
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《
注
》

　
　
　
　
（
１
） 

澁
澤
龍
彥
「
幻
妖
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
（
『
幻
妖
　
日
本
文
学
に
お
け
る
美
と
情
念
の
流
れ
』
現
代
思
潮
社
、

一
九
七
二
・
二
）

　
　
　
　
（
２
） 
杉
浦
晋
「
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
―
芥
川
龍
之
介
、
谷
崎
潤
一
郎
、
そ
し
て
石
川
淳
」
（
「
埼
玉
大
学
紀
要
　
教
養
学

部
」
二
〇
二
二
・
五
）

　
　
　
　
（
３
） 

吉
田
拓
也
「
石
川
淳
「
喜
寿
童
女
」
論
―
〈
稗
史
〉
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
阪
神
近
代
文
学
」

二
〇
二
〇
・
五
）

　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
吉
田
拓
也
は
、
「
喜
壽
童
女
」
に
お
け
る
「
偽
書
」
の
機
能
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

テ
ク
ス
ト
外
に
お
い
て
は
「
デ
ツ
チ
あ
げ
」
ら
れ
た
〈
偽
書
〉
で
あ
る
と
い
え
る
「
妖
女
伝
」
で
は
あ
る
が
、
テ

ク
ス
ト
内
に
お
い
て
は
千
賀
一
栄
や
水
野
忠
邦
ら
の
暗
躍
と
い
う
「
内
容
の
真
実
」
を
伝
え
る
書
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
妖
女
伝
」
は
、
「
稗
史
ま
が
ひ
」
の
形
式
、
「
ウ
ソ
と
し

か
み
え
な
い
や
う
」
な
書
き
方
に
お
い
て
真
実
を
述
べ
る
こ
と
で
、
「
裏
面
史
」
を
語
る
と
い
う
逆
説
的
な
機
能

を
、
「
喜
寿
童
女
」
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　 

「
稗
史
」
（
嘘
）
を
装
い

〝
正
史
〟

の
「
裏
面
」
（
物
語
内
に
お
け
る
「
真
実
」
）
を
示
す
記
録
と
見
な
す
語
り
手

「
わ
た
し
」
の
解
釈
と
い
う
見
解
は
、
先
に
挙
げ
た
杉
浦
晋
の
指
摘
と
と
も
に
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
生
成
と
い
う
偽
書
の

基
本
的
な
機
能
を
肯
う
も
の
に
な
ろ
う
。
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（
４
）
（
２
）
に
同
じ
。

　
　
　
　
（
５
） 

た
と
え
ば
、
筒
井
康
隆
「
澁
澤
文
学
私
観
」
（
「
國
文
學
」
一
九
八
七
・
七
）
で
は
、
「
唐
草
物
語
」
の
語
り
手

「
私
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

「
私
」
は
も
ち
ろ
ん
、
物
語
の
中
で
し
ば
し
ば
登
場
す
る
作
者
自
身
で
あ
る
。
彼
は
そ
こ
か
ら
先
の
物
語
の
進
行

具
合
を
予
告
し
た
り
、
そ
れ
よ
り
先
が
作
者
の
想
像
で
あ
る
こ
と
を
殊
更
に
宣
言
し
た
り
す
る
。
こ
れ
が
ス
パ
イ

ス
の
役
を
果
た
し
て
、
読
者
た
る
わ
れ
わ
れ
に
自
分
が
今
物
語
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
ま
っ
た
だ
中
と
自
覚
さ
せ
、

至
福
を
二
重
に
味
わ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
６
）
澁
澤
龍
彥
「
作
家
訪
問
」
（
「
新
刊
ニ
ュ
ー
ス
」
一
九
八
二
・
一
）

　
　
　
　
（
７
）
松
山
俊
太
郎
「
解
題
」
（
『
澁
澤
龍
彥
全
集
』
第
二
一
巻
　
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
・
二
）

　
　
　
　
（
８
）
（
７
）
に
同
じ
。

　
　
　
　
（
９
）
（
７
）
に
同
じ
。

　
　
　
　
（
10
） 

「
朝
日
新
聞
」
一
九
八
六
年
一
一
月
二
一
日
掲
載
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
「
文
学
は
ど
こ
へ
『
幻
想
物
語
　
澁
澤
龍
彥

氏
」
に
よ
る
。

　
　
　
　
（
11
） 

澁
澤
龍
彥
「
も
っ
と
幾
何
学
的
精
神
を
（
第
一
回
幻
想
文
学
新
人
賞
選
評
）
」
（
「
幻
視
の
文
学
一
九
八
五
」

一
九
八
五
・
五
）

　
　
　
　
（
12
） 

澁
澤
龍
彥
「
ふ
た
た
び
幾
何
学
的
精
神
を
（
第
二
回
幻
想
文
学
新
人
賞
選
評
）
」
（
「
小
説
幻
妖
」
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一
九
八
六
・
一
〇
）

　
　
　
　
　
＊ 
澁
澤
龍
彥
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
河
出
書
房
新
社
版
『
澁
澤
龍
彥
全
集
』
全
二
二
巻
別
巻
二
（
一
九
九
三
・
五
～

一
九
九
七
・
六
）
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　 

な
お
、
本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
度
澁
澤
龍
彥
研
究
会
第
一
四
回
（
二
〇
二
二
年
九
月
二
四
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
）
で
の
口
頭

発
表
「
石
川
淳
「
喜
壽
童
女
」
と
澁
澤
龍
彥
―
〈
偽
書
〉
の
利
用
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
研
究
会
に
お
い
て
、

貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。




