
Concurrent acceptance analysis of

Okamoto Kanokoʼs Shojyoruten

MATSUMOTO, Katsuya

In this paper, I discuss Okamoto Kanokoʼs Shojyoruten. This work,

after the death of Kanoko Okamoto, a full-length novel, which was

announced through the hands of Ippei Okamoto. Shojyoruten is one of the

masterpiece of Okamoto Kanoko, has been already its charm is told, a full-

fledged research has not progressed.

Criticism was announced monthly in newspapers and magazines at the

time Shojyoruten was serialized. Among them, good or bad or monthly can,

various features of Okamoto Kanoko went been pointed out. In addition, six

book reviews were announced after the monograph Shojyoruten was

published. In this paper, I also analyzed them and clarified what the

underlying A understanding was as well as the superficial pros and cons.

Together with the above, I revealed the process and the facts that

gained a high reputation for Shojyoruten at the time of the presentation.
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Ⅰ

は
じ
め
に

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
末
期
︑
石
川
淳
は
﹁
岡
本
か
の
子
論
﹂
︵
佐
藤
春
夫
・
宇
野
浩
二
編
﹃
近
代
日
本
文
学
研
究

昭
和
文
学

作
家
論

上
巻
﹄
小
学
館
︑
昭
一
九
︶
に
お
い
て
︑
岡
本
か
の
子
﹃
生
々
流
転
﹄
︵
初
出
﹃
文
学
界
﹄
昭
一
四
・
四
～
一
二
／
改
造

社
︑
昭
一
五
︶
に
み
ら
れ
る
言﹅

葉﹅

の﹅

運﹅

動﹅

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
た
︒

娘
の
生
命
は
作
者
の
智
慧
の
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
娘
と
関
係
を
も
つ
諸
人
物
の
性
格
は
娘
の
内
部
な
る
心
理
感

情
の
陰
影
に
対
応
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
あ
た
か
も
︑
そ
れ
は
作
者
が
娘
の
旋
回
運
動
を
特
定
の
方
向
に
誘
導
す
る
た

め
に
︑
要
所
要
所
に
配
置
し
た
刺
戟
性
の
仕
掛
の
や
う
で
あ
る
︒
め
ま
ぐ
る
し
く
駆
け
ま
は
る
の
は
娘
だ
け
で
︑
他
の
諸
人
物

は
そ
れ
ぞ
れ
の
配
役
の
範
囲
で
し
か
動
か
な
い
︒
こ
れ
は
も
つ
ぱ
ら
作
品
の
前
半
︑
つ
ま
り
娘
が
乞
食
に
な
る
以
前
に
出
没
す
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る
人
物
の
こ
と
に
係
る
︒
娘
が
乞
食
に
な
つ
て
以
後
は
︑
も
う
方
向
が
作
者
の
お
も
ふ
壺
に
は
ま
つ
て
し
ま
つ
て
︑
あ
と
は
誰

は
ば
か
ら
ぬ
縁
起
観
の
洪
水
で
︑
当
の
娘
さ
へ
そ
の
波
の
起
伏
の
ま
ま
に
流
さ
れ
て
行
く
て
い
な
の
だ
か
ら
︑
ま
は
り
の
仕
掛

は
と
う
に
不
要
に
な
つ
て
︑
他
の
人
物
が
顔
を
出
す
余
地
が
な
く
な
る
︒
う
よ
う
よ
つ
な
が
る
人
間
ら
し
い
も
の
は
︑
娘
が
流

れ
な
が
ら
に
見
て
過
ぎ
る
現
象
で
し
か
な
い
︒
︵
三
一
四
頁
︶

ま
た
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
も
︑
や
は
り
蝶
子
に
注
目
し
な
が
ら
﹃
生
々
流
転
﹄
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
一
挙
に
つ
か
み
と
ろ
う
と
す

る
︑
小
田
良
弼
に
よ
る
次
の
よ
う
な
評
言
が
み
ら
れ
る
︒

一
切
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
︑
人
間
の
前
提
条
件
た
る
知
性
と
社
会
性
と
を
も
か
な
ぐ
り
す
て
て
根
源
の
世
界
へ
還
ら
な
ん
い
ざ

の
想
ひ
に
か
り
た
て
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
︒
か
の
子
の
最
大
の
傑
作
で
あ
つ
た
﹁
生
々
流
転
﹂
に
お
け
る
蝶
子
の
ã
つ
た
の
も

こ
の
道
筋
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
︵
1
︶

︒

あ
る
い
は
岡
本
か
の
子
か
ら
の
影
響
を
隠
さ
な
い
実
作
者
に
と
っ
て
も
︑
﹃
生
々
流
転
﹄
は
特
別
な
小
説
で
あ
る
よ
う
だ
︒
︽
短
�

だ
け
で
荒
っ
ぽ
い
私
の
感
受
性
が
岡
本
か
の
子
の
生
命
の
感
覚
を
摑
み
得
た
か
ど
う
か
心
も
と
な
い
︾
と
か
の
子
文
学
に
言
及
す
る

津
島
佑
子
は
︑
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
︒

今
で
も
私
は
短
�
を
幾
つ
か
読
む
よ
り
は
﹁
生
々
流
転
﹂
一
�
を
読
み
た
い
と
い
う
気
持
が
強
い
︒
﹁
生
々
流
転
﹂
を
書
い
た
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岡
本
か
の
子
が
一
番
岡
本
か
の
子
自
身
に
近
い
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
だ
︒

そ
れ
に
し
て
も
﹁
生
々
流
転
﹂
は
私
を
驚
か
せ
︑
い
や
で
も
こ
れ
は
日
本
文
学
全
集
を
丁
寧
に
読
ま
な
く
て
は
︑
と
い
う
気

持
に
さ
せ
た
︒
ど
こ
で
ど
ん
な
も
の
に
巡
り
会
う
か
︑
全
く
分
か
ら
な
い
︒
﹁
生
々
流
転
﹂
は
そ
れ
ま
で
私
が
読
ん
で
い
た
小

説
の
ど
れ
と
も
か
け
離
れ
た
不
思
議
な
作
品
で
︑
こ
ん
な
に
な
ま
な
ま
し
く
作
者
の
体
温
が
伝
わ
っ
て
い
る
小
説
も
あ
り
得
る

の
か
︑
と
私
は
そ
の
不
思
議
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
読
み
続
け
た
︵
2
︶

︒

︽
不
思
議
︾
の
一
語
は
︑
﹃
生
々
流
転
﹄
を
論
じ
る
際
に
頻
用
さ
れ
て
き
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
が
︑
こ
れ
は
少
な
か
ら
ぬ
読
者

が
︑
論
理
的
に
は
説
明
し
難
い
圧
倒
的
な
魅
力
を
﹃
生
々
流
転
﹄
に
見
出
し
て
き
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
も
と
よ
り
︑

﹃
生
々
流
転
﹄
の
概﹅

要﹅

を﹅

記﹅

述﹅

す﹅

る﹅

と
い
う
試
み
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
一
例
と
し
て
︑
次
の
一
文
を

参
照
し
て
お
こ
う
︒

﹁
乞
食
の
血
筋
出
の
大
学
教
授
の
妾
の
子
﹂
と
し
て
育
っ
た
蝶
子
が
︑
許
婚
候
補
の
﹁
怜
悧
で
人
の
良
い
青
年
﹂
池
上
清
太
郎
︑

そ
し
て
彼
女
が
通
学
し
て
い
た
都
内
の
﹁
Ｆ
│
学
園
﹂
に
勤
め
る
﹁
園
芸
手
﹂
で
﹁
何
の
癖
も
な
い
大
柄
の
青
年
﹂
U
岡
︑

﹁
体
操
の
女
教
員
﹂
の
﹁
中
性
的
の
老
嬢
美
人
﹂
安
宅
先
生
と
の
交
渉
を
経
て
︑
母
の
死
を
契
機
に
﹁
乞
食
﹂
と
な
っ
て
生
活

し
︑
最
後
に
﹁
女
船
乗
り
﹂
と
な
る
ま
で
を
物
語
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
︵
3
︶

︒

さ
ら
に
は
︑
初
出
誌
に
し
て
の
べ
四
二
八
頁
︑
初
刊
単
行
本
に
し
て
五
三
九
頁
に
も
及
ぶ
長
さ
ゆ
え
も
あ
っ
て
︑
明
示
的
な
章
立

岡本かの子「生々流転」同時代受容分析45



て
が
な
い
﹃
生
々
流
転
﹄
に
つ
い
て
︑
何
か
し
ら
の
分
節
に
よ
っ
て
全
体
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
複
数
試
み
ら
れ
て
き
た

︵
冒
頭
に
引
用
し
た
石
川
淳
の
一
文
も
︑
作
品
を
前
後
半
に
二
分
し
て
い
る
︶
︒
﹃
生
々
流
転
﹄
に
つ
い
て
︑
︽
﹁
わ
た
く
し
﹂
の
語
り

に
よ
っ
て
︑
連
綿
た
る
巡
遊
の
雰
囲
気
を
保
つ
た
め
に
章
立
て
こ
そ
な
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
構
成
は
非
常
に
意
識
的
に
考
え
ら
れ
て

い
る
︾
と
指
摘
す
る
荒
井
と
み
よ
は
︑
モ
チ
ー
フ
に
即
し
て
次
の
よ
う
な
構
成
を
提
示
し
て
い
る
︵
各
項
目
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
頁

数
は
︑
﹃
岡
本
か
の
子
全
集

第
六
巻
﹄
︹
冬
樹
社
︑
昭
五
〇
︺
に
よ
る
︶
︒

Ⅰ

﹁
わ
た
く
し
﹂
︑
蝶
子
の
十
六
歳
ま
で
の
生
い
立
ち
︑
父
と
母
に
つ
い
て
︑
女
学
校
Ｆ
│
学
園
の
こ
と
︑
池
上
と
U
岡
に
つ

い
て
︒
︵
四
六
頁
︶

Ⅱ

Ｆ
│
学
園
の
女
教
師
安
宅
先
生
の
退
職
と
出
奔
︑
池
上
の
寮
で
の
蝶
子
の
軟
禁
状
態
に
近
い
日
常
︑
そ
し
て
U
岡
と
の
再

会
︒
︵
一
六
一
頁
︶

Ⅲ

安
宅
先
生
を
訪
ね
て
蝶
子
と
U
岡
と
の
赤
城
山
行
き
と
安
宅
先
生
の
話
︒
︵
二
三
三
頁
︶

Ⅳ

U
岡
と
蝶
子
の
帰
京
︑
蝶
子
の
製
菓
会
社
特
別
室
で
の
仕
事
︑
そ
し
て
母
の
死
︒
︵
二
七
二
頁
︶

Ⅴ

蝶
子
の
乞
食
行
︑
乞
食
群
像
と
蝶
子
の
就
職
︒
︵
三
六
三
頁
︶

Ⅵ

﹁
お
ぢ
さ
ん
﹂
の
手
紙
と
蝶
子
が
女
船
乗
り
に
な
る
ま
で
︒
︵
終
︵
4
︶

︶

ま
た
︑
﹃
生
々
流
転
﹄
を
︽
何
度
読
ん
で
も
不
思
議
な
小
説
︾
︑
︽
不
思
議
な
構
造
を
も
つ
お
も
し
ろ
い
小
説
︾
だ
と
評
し
て
絶
賛

す
る
川
西
政
明
は
︑
そ
の
構
成
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
︒
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﹃
生
々
流
転
﹄
の
構
成
を
見
る
と
︑
大
き
く
三
つ
の
柱
が
建
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒
第
一
の
柱
は
﹁
わ
た
く
し
﹂
が
女
乞
食

に
な
る
以
前
ま
で
の
生
々
流
転
ぶ
り
を
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
︑
第
二
の
柱
は
﹁
わ
た
く
し
﹂
が
女
乞
食
に
な
っ
て
以
後

の
生
々
流
転
ぶ
り
を
書
い
た
と
こ
ろ
に
あ
り
︑
第
三
の
柱
は
市
塵
庵
春
雄
と
い
う
﹁
お
じ
さ
ん
﹂
か
ら
﹁
蝶
子
＝
わ
た
く
し
﹂

宛
の
手
紙
の
と
こ
ろ
に
あ
る
︵
5
︶

︒

﹃
生
々
流
転
﹄
を
理
解
す
る
た
め
の
補
助
線
と
し
て
︑
作
品
史
的
な
位
置
づ
け
も
試
み
ら
れ
て
き
た
︒
﹃
生
々
流
転
﹄
を
︽
い
わ
ば

表
紙
の
な
い
書
物
︾
︑
︽
題
名
も
な
く
作
者
名
も
な
し
に
︑
砂
の
吹
き
さ
ら
す
護
座
の
お
も
て
や
︑
貨
客
船
の
船
底
の
上
に
辛
う
じ
て

宙
吊
ら
れ
た
中
二
階
の
踊
り
場
あ
た
り
に
抛
り
出
さ
れ
て
い
て
︑
た
ま
さ
か
︑
こ
れ
っ
き
り
の
読
者
の
橙
黄
色
の
視
線
に
よ
っ
て
読

ま
れ
継
が
れ
て
行
く
は
ず
の
書
物
︵
6
︶

︾
と
評
す
天
沢
退
二
郎
は
︑
﹁
河
明
り
﹂
を
︽
一
傑
作
で
あ
り
つ
つ
も
な
お
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
の
ご

と
き
世
界
へ
到
達
す
る
ま
で
の
一
個
の
過
渡
的
作
品
︾
だ
と
位
置
づ
け
た
上
で
︑
そ
の
ゆ
え
ん
を
晩
年
の
三
作
品
の
関
係
と
し
て
次

の
よ
う
に
配
置
し
て
み
せ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
岡
本
か
の
子
と
い
う
作
家
の
作
品
行
為
史
は
︑
い
っ
て
み
れ
ば
︑
川
の
語
り
を
き
き
と
る
こ
と
か
ら
︑
つ
い
に
自

ら
の
語
り
を
豊
沃
な
大
河
た
ら
し
め
る
こ
と
へ
の
︑
た
え
ざ
る
進
展
・
流
下
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
︑
死
後
発
表
の

二
長
�
﹁
女
体
開
顕
﹂
﹁
生
々
流
転
﹂
こ
そ
は
︑
﹁
河
明
り
﹂
の
さ
ら
に
下
流
の
︑
豊
沃
な
流
れ
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︵
7
︶

︒
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こ
こ
で
は
︑
河
＝
水
と
い
う
作
家
論
的
な
テ
ー
マ
に
即
し
て
︑
﹁
河
明
り
﹂
が
展
開
し
た
そ﹅

の﹅

先﹅

と
し
て
﹃
女
体
開
顕
﹄
と

﹃
生
々
流
転
﹄
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
次
に
引
く
金
井
美
恵
子
も
︑
か
の
子
的
な
モ
チ
ー
フ
が
流
れ
こ
む
場
と
し
て
﹃
女
体
開

顕
﹄
と
﹃
生
々
流
転
﹄
を
捉
え
て
い
る
︒

﹃
女
体
開
顕
﹄
﹃
生
々
流
転
﹄
の
二
作
は
︑
河
が
下
流
へ
む
か
う
に
し
た
が
っ
て
支
流
を
束
ね
て
河
幅
を
蕩
蕩
と
広
げ
流
れ
る
よ

う
に
︑
岡
本
か
の
子
の
他
の
小
説
の
あ
ら
ゆ
る
モ
チ
ー
フ
を
の
み
込
ん
で
い
る
︒
二
つ
の
作
品
を
通
し
て
力
強
い
モ
チ
ー
フ
と

な
っ
て
い
る
の
は
女
主
人
公
の
成
長
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
が
︑
少
女
の
成
長
と
水
源
の
水
が
大
地
を
た
ど
っ
て
上
流
か

ら
下
流
の
海
へ
向
う
川
の
成
長
と
ぴ
っ
た
り
重
な
り
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
い
わ
ゆ
る
形
式
も
主
題
も
と
と
の
っ
た
教
養
小
説

な
ど
に
は
到
底
な
り
よ
う
が
な
い
︑
そ
れ
よ
り
以
前
に
︑
は
る
か
に
暴
力
的
な
異
様
さ
で
も
っ
て
︑
作
品
へ
の
夢
と
作
品
を
成

立
さ
せ
よ
う
と
す
る
願
望
を
語
り
つ
く
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︵
8
︶

︒

こ
う
し
た
﹃
生
々
流
転
﹄
を
め
ぐ
る
批
評
言
説
の
ほ
と
ん
ど
が
︑
作
品
全
体
を
丸﹅

ご﹅

と﹅

解
釈
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
に
対
し
︑
研

究
論
文
で
は
作
品
の
具
体
的
な
局
面
に
つ
い
て
も
論
及
さ
れ
て
き
た
︒
︽
春
秋
に
富
む
ヒ
ロ
イ
ン
蝶
子
が
乞
食
行
に
出
る
と
い
う
意

表
を
つ
く
展
開
に
異
色
性
が
あ
り
︑
そ
こ
に
作
品
世
界
を
読
み
解
く
鍵
も
あ
る
︵
9
︶

︾
と
指
摘
す
る
岩
淵
宏
子
は
︑
民
俗
学
的
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
﹃
生
々
流
転
﹄
を
読
み
解
い
た
︒
ま
た
︑
登
場
人
物
の
安
宅
先
生
に
注
目
し
た
安
藤
恭
子
は
︑
ス
ポ
ー
ツ
／
身
体
と
い
う
観

点
か
ら
﹃
生
々
流
転
﹄
の
特
徴
的
な
一
面
を
明
る
み
に
だ
し
て
い
る
︵
10
︶

︒
さ
ら
に
︑
﹃
生
々
流
転
﹄
の
一
人
称
に
注
目
し
た
関
礼
子
は
︑

︽
存
在
の
根
さ
が
し
と
い
う
主
人
公
の
個
人
幻
想
が
挫
折
す
る
必
然
性
は
︑
他
者
た
ち
と
の
U
藤
を
欠
い
た
か
の
子
の
﹁
女
性
一
人
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称
﹂
と
い
う
語
り
の
枠
組
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
た
︵
11
︶

︾
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

最
後
に
︑
か
の
子
の
遺
稿
に
つ
い
て
繰
り
返
し
論
及
さ
れ
て
き
た
夫
・
岡
本
一
平
の
関
与
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
︒
こ
の

点
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
瀬
戸
内
寂
聴
に
よ
る
重
要
な
指
摘
︵
12
︶

が
あ
る
が
︑
そ
れ
を
承
け
た
宮
内
淳
子
は
︑
﹁
作
家
案
内
﹂
執
筆
に
際

し
て
︽
﹁
作
家
案
内
﹂
と
い
う
題
名
で
書
く
と
き
︑
で
は
作
家
と
は
何
か
と
問
う
こ
と
は
野
暮
で
も
あ
り
︑
論
ず
る
に
ふ
さ
わ
し
い

場
所
で
も
な
い
︒
し
か
し
﹃
生
々
流
転
﹄
が
︽
作
者
︾
と
い
う
も
の
︑
ま
た
︽
作
品
︾
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
︑
読
者
に
問
題
提
起

を
し
緊
張
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
あ
ら
か
じ
め
断
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︵
13
︶

︾
と
書
き
お
こ
し
︑
か
の
子
の
遺
稿
を
論

じ
る
に
際
し
て
の
︑
作
家
概
念
を
め
ぐ
る
を
表
明
し
て
い
る
︵
14
︶

︒

翻
っ
て
︑
本
稿
は
発
表
当
時
の
﹁
生
々
流
転
﹂
︑
初
刊
単
行
本
﹃
生
々
流
転
﹄
が
︑
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い

て
︑
同
時
代
受
容
の
地
平
︱

モ
ー
ド
と
い
う
観
点
か
ら
調
査
・
分
析
を
試
み
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑
荒
井
と
み
よ
が
指
摘
す
る
よ
う

に
︑
︽
多
く
の
批
評
が
﹁
生
々
流
転
﹂
の
魅
力
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
実
体
は
必
ず
し
も
示
さ
れ
て
な
い
︵
15
︶

︾
︑
こ
と
に
そ
の

読
ま
れ
方
︱
同
時
代
受
容
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
な
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
か
ら
だ
︒
そ
の
こ
と
に
く
わ
え
︑
か
の
子
神
話
や
先
行

研
究
を
相
対
化
す
る
意
味
で
も
︑
ま
た
同
時
代
の
文
学
場
を
検
討
す
る
た
め
の
一
視
角
と
し
て
も
︑
本
稿
の
作
業
は
有
意
の
も
の
だ

と
考
え
る
︒

Ⅱ

初
出
﹁
生
々
流
転
﹂
の
同
時
代
受
容

﹁
鶴
は
病
み
き
﹂
の
実
質
的
な
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
︑
ま
た
た
く
ま
に
円
熟
を
迎
え
た
岡
本
か
の
子
は
︑
し
か
し
昭
和
一
四
年
二
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月
に
急
逝
す
る
︵
16
︶

︒
た
だ
し
︑
か
の
子
の
文
学
活
動
は
そ
こ
で
終
わ
る
こ
と
な
く
︑
岡
本
一
平
の
手
を
介
し
て
の
︑
質
量
と
も
に
充
実

し
た
遺
稿
の
発
表
が
は
じ
ま
っ
て
い
く
︒
そ
の
大
き
な
柱
の
一
つ
が
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
初
出
﹁
生
々
流
転
﹂
の
掲
載
状
況
を
ま
と
め
て
お
く
︒

連
載
第
一
回

岡
本
か
の
子
﹁
生
々
流
転
﹂
︵
﹃
文
学
界
﹄
昭
一
四
・
四
︶
︑

四
～
八
〇
頁
︵
末
尾
に
﹁
︵
未
完
︶
﹂
と
あ
り
／
掲
載
頁
数
＝
七
七
頁
︑
以
下
同
︶

連
載
第
二
回

岡
本
か
の
子
﹁
生
々
流
転
︵
続
︶
﹂
︵
﹃
文
学
界
﹄
昭
一
四
・
五
︶
︑

一
〇
〇
～
一
三
〇
頁
︵
末
尾
に
﹁
︵
ツ
ヅ
ク
︶
﹂
と
あ
り
／
三
一
頁
︶

連
載
第
三
回

岡
本
か
の
子
﹁
生
々
流
転
︵
続
︶
﹂
︵
﹃
文
学
界
﹄
昭
一
四
・
六
︶
︑

四
～
八
〇
頁
︵
末
尾
に
﹁
︵
未
完
︶
﹂
と
あ
り
／
七
七
頁
︶

連
載
第
四
回

岡
本
か
の
子
﹁
生
々
流
転
﹂
︵
﹃
文
学
界
﹄
昭
一
四
・
七
︶
︑
一
五
一
～
一
七
三
頁
︵
二
三
頁
︶

連
載
第
五
回

岡
本
か
の
子
﹁
生
々
流
転
﹂
︵
﹃
文
学
界
﹄
昭
一
四
・
八
︶
︑
九
八
～
一
二
〇
頁
︵
二
三
頁
︶

連
載
第
六
回

岡
本
か
の
子
﹁
生
々
流
転
﹂
︵
﹃
文
学
界
﹄
昭
一
四
・
九
︶
︑
一
一
八
～
一
四
三
頁
︵
二
六
頁
︶

連
載
第
七
回

岡
本
か
の
子
﹁
生
々
流
転
﹂
︵
﹃
文
学
界
﹄
昭
一
四
・
一
〇
︶
︑
一
一
三
～
一
六
七
頁
︵
五
五
頁
︶

連
載
第
八
回

岡
本
か
の
子
﹁
生
々
流
転
﹂
︵
﹃
文
学
界
﹄
昭
一
四
・
一
一
︶
︑

八
九
～
一
三
六
頁
︵
末
尾
に
﹁
︵
つ
ゞ
く
︶
﹂
と
あ
り
／
四
八
頁
︶

連
載
第
九
回

岡
本
か
の
子
﹁
生
々
流
転
﹂
︵
﹃
文
学
界
﹄
昭
一
四
・
一
二
︶
︑
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四
四
～
一
一
一
頁
︵
末
尾
に
﹁
︵
完
︶
﹂
と
あ
り
／
六
八
頁
︶

こ
れ
ら
九
回
分
の
連
載
を
ま
と
め
て
︑
翌
年
︑
単
行
本
﹃
生
々
流
転
﹄
︵
改
造
社
︑
昭
一
五
・
二
︶
が
上
梓
さ
れ
る
︒
以
下
︑
連

載
各
回
の
発
表
ご
と
に
同
時
代
評
を
と
り
あ
げ
︑
分
析
を
試
み
て
い
く
︒

連
載
第
一
回
に
つ
い
て
は
︑
九
本
の
同
時
代
評
が
確
認
で
き
た
︒
こ
の
月
の
か
の
子
作
品
と
し
て
は
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
の
連
載
が

﹃
文
学
界
﹄
で
開
始
さ
れ
る
と
同
時
に
︑
﹁
丸
の
内
草
話
﹂
︵
﹃
日
本
評
論
﹄
昭
一
四
・
四
︶
と
﹁
河
明
り
﹂
︵
﹃
中
央
公
論
﹄
昭
一
四
・

四
︶
も
発
表
さ
れ
て
い
る
︒

窪
川
稲
子
は
﹁
複
雑
の
美
に
つ
い
て

文
芸
時
評
︵
1
︶
﹂
︵
﹃
読
売
新
聞
﹄
昭
一
四
・
三
・
二
九
夕
︶
で
︑
同
月
発
表
の
﹁
河
明

り
﹂
︑
﹁
鮨
﹂
︵
﹃
文
藝
﹄
昭
一
四
・
一
︶
︑
﹁
家
霊
﹂
︵
﹃
新
潮
﹄
昭
一
四
・
一
︶
と
い
っ
た
か
の
子
の
近
作
に
ふ
れ
な
が
ら
︑
﹁
生
々
流

転
﹂
に
つ
い
て
は
︽
い
よ
〳
〵
岡
本
さ
ん
の
円
熟
を
思
は
せ
る
も
の
︾
だ
と
し
た
上
で
︑
次
の
よ
う
に
か
の
子
の
作
家
性
︱
︽
観

念
︾
を
読
み
と
っ
て
い
る
︒

﹁
生
々
流
転
﹂
は
未
完
で
ど
ん
な
風
に
な
つ
て
ゆ
く
の
か
今
の
と
こ
ろ
は
分
ら
な
い
︒
も
と
は
乞
食
の
子
で
あ
つ
た
の
が
見
込

ま
れ
て
出
世
を
し
た
父
と
︑
そ
の
妾
を
母
に
も
つ
た
美
し
い
才
気
あ
る
娘
が
描
か
れ
て
ゐ
る
︒
父
の
最
後
の
あ
た
り
︑
乞
食
の

子
は
や
は
り
乞
食
の
生
活
を
懐
し
が
る
︑
と
言
つ
た
や
う
な
岡
本
さ
ん
の
観
念
が
見
受
け
ら
れ
る
が
︒
︵
二
面
︶

︽
﹁
中
央
公
論
﹂
︑
﹁
文
学
界
﹂
︑
﹁
日
本
評
論
﹂
の
三
雑
誌
に
こ
の
作
家
の
遺
稿
が
載
つ
て
ゐ
る
︾
こ
と
に
ふ
れ
︑
︽
私
は
そ
れ
を
叮
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嚀
に
読
み
︑
す
べ
て
傑
れ
て
ゐ
る
の
に
敬
服
し
た
︾
と
い
う
︑
﹁
文
芸
時
評
︵
1
︶
小
説
と
展
覧
会
﹂
︵
﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
昭
一

四
・
三
・
二
九
︶
の
水
原
秋
櫻
子
は
︑
︽
仮
り
に
順
位
を
つ
け
て
見
る
こ
と
に
す
る
と
︑
私
は
大
に
迷
ふ
の
だ
が
︑
ま
づ
第
一
に

﹁
生
々
流
転
﹂
︵
文
学
界
︶
を
あ
げ
た
い
︾
と
判
じ
て
︑
︽
乞
食
の
子
が
そ
の
才
能
を
認
め
ら
れ
て
事
業
家
の
娘
の
婿
に
な
り
︑
妾
腹

の
娘
が
出
来
る
が
︑
そ
の
娘
が
主
人
公
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
︑
通
学
し
て
ゐ
る
郊
外
の
学
園
の
様
子
や
父
教
授
の
死
ん
だ
後
の
母
の

周
囲
な
ど
が
実
に
活
き
〳
〵
と
明
る
く
描
き
出
さ
れ
て
ゐ
る
︾
︵
五
面
︶
点
を
顕
揚
し
て
い
る
︒

水
原
同
様
に
︑
こ
の
月
発
表
の
か
の
子
作
品
︽
三
�
を
通
読
し
て
︑
惜
し
い
女
流
作
家
を
死
な
せ
た
も
の
か
な
と
︑
遅
れ
ば
せ
な

が
ら
嘆
息
し
た
︾
と
い
う
杉
山
平
助
は
﹁
文
芸
時
評
︵
2
︶
惜
し
い
女
流
作
家
﹂
︵
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
昭
一
四
・
三
・
三
〇
︶
に
お

い
て
︑
次
の
よ
う
に
そ
の
作
風
を
論
評
し
て
い
る
︒

こ
の
作
者
は
︑
明
か
に
本
能
的
な
も
の
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
を
り
︑
本
能
を
通
じ
て
︑
叡
智
的
な
る
も
の
に
到
達
し
よ
う
と

す
る
の
で
︑
そ
の
本
能
の
過
剰
さ
の
た
め
に
︑
溺
れ
て
し
ま
つ
て
︑
喘
ぎ
︑
容
易
に
目
標
に
到
達
さ
れ
な
い
や
う
な
人
な
の
だ
︒

そ
れ
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
︑
そ
の
本
来
具
へ
て
ゐ
る
も
の
︑
逞
し
さ
と
︑
ね
ば
り
強
さ
の
た
め
に
︑
い
つ
か
は
そ
の
最
後
の
目
標

に
到
達
す
る
で
あ
ら
う
と
思
は
せ
る
や
う
な
作
家
な
の
で
あ
る
︒

そ
の
上
で
︑
杉
山
は
︽
彼
女
が
問
題
を
意
外
に
豊
富
に
持
つ
て
ゐ
る
︾
こ
と
に
︽
感
心
︾
し
た
と
い
う
の
だ
が
︑
そ
の
内
実
は

﹁
生
々
流
転
﹂
か
ら
読
み
と
ら
れ
た
︽
階
級
問
題
︾
︵
七
面
︶
に
あ
る
と
い
う
︒

同
月
号
の
雑
誌
掲
載
創
作
を
一
À
し
て
︑
か
の
子
の
︽
遺
作
が
三
点
︾
あ
る
の
を
見
出
し
て
は
︑
︽
最
後
の
光
焰
の
や
う
な
気
が
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し
て
痛
ま
し
い
︾
と
そ
の
死
を
悼
む
﹁
文
芸
時
評

岡
本
︑
火
野
︑
中
山
︑
志
賀
氏
な
ど
﹂
︵
﹃
帝
国
大
学
新
聞
﹄
昭
一
四
・
三
・
三

一
︶
の
上
林
暁
は
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
に
つ
い
て
︽
明
治
の
育
ち
と
現
代
の
生
活
︑
下
町
の
人
情
と
山
の
手
の
理
智

︱
か
の
子
女
史

の
一
生
は
︑
そ
の
相
剋
の
波
に
漂
つ
て
ゐ
た
と
言
つ
て
よ
ろ
し
く
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
の
な
か
の
女
主
人
公
に
そ
の
姿
は
宿
つ
て
ゐ
る
︾

と
︑
作
中
人
物
で
あ
る
蝶
子
と
現
実
世
界
の
小
説
家
で
あ
る
か
の
子
と
を
重
ね
つ
つ
︑
︽
か
の
子
女
史
の
感
覚
や
人
生
観
は
︑
明
治

の
育
ち
と
下
町
の
人
情
の
方
が
勝
つ
て
ゐ
て
︑
や
ゝ
古
風
で
大
時
代
的
な
感
じ
が
す
る
︾
︵
九
面
︶
と
評
し
て
い
る
︒
﹁
生
々
流
転
﹂

を
読
ん
で
︑
︽
近
作
﹁
鮨
﹂
﹁
家
霊
﹂
等
に
一
脈
通
じ
て
ゐ
る
人
間
宿
業
の
あ
は
れ
が
全
編
を
貫
い
て
ゐ
る
︾
と
評
し
た
の
は
﹁
文
芸

時
評
﹂
︵
﹃
文
学
者
﹄
昭
一
四
・
五
︶
の
田
邊
茂
一
で
︑
︽
未
完
な
の
で
︑
断
定
の
ほ
か
で
は
な
い
が
︑
大
人
び
た
︑
早
発
な
少
女
の

感
情
は
︑
闇
に
光
る
猫
の
眼
の
や
う
に
勁
い
︾
︵
二
一
七
頁
︶
と
︑
蝶
子
に
注
目
し
て
評
価
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
批
評
を
通
じ
て
︑
か
の
子
の
特
徴
も
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
た
︒
﹁
河
明
り
﹂
︑
﹁
丸
の
内
草
話
﹂
に
比
し
て

﹁
生
々
流
転
﹂
を
︽
一
段
と
た
ち
ま
さ
つ
て
ゐ
る
︾
と
判
じ
る
﹁
創
作
時
評
﹂
︵
﹃
新
潮
﹄
昭
一
四
・
五
︶
の
神
田
鵜
平
は
︑
︽
も
つ
と

も
︑
こ
の
作
家
の
悪
癖
は
︑
ま
だ
清
算
さ
れ
き
つ
て
は
ゐ
な
い
︾
と
付
言
し
て
︑
そ
の
内
実
を
︽
一
方
か
ら
い
へ
ば
神
経
の
逞
し
さ
︑

そ
の
反
対
側
か
ら
い
へ
ば
︑
お
し
つ
け
が
ま
し
い
無
神
経
さ
︾
だ
と
指
摘
し
た
上
で
︑
︽
そ
れ
が
な
け
れ
ば
︑
彼
女
の
芸
術
は
存
在

し
得
な
い
︾
と
こ
ろ
に
︑
か
の
子
の
︽
芸
術
の
ê
︾
︵
二
〇
〇
頁
︶
を
み
て
い
る
︒
︽
先
づ
豊
潤
な
才
能
に
富
む
こ
の
作
者
の
急
逝
を

悼
む
︾
︵
二
八
三
頁
︶
と
評
す
﹁
創
作
月
評
﹂
︵
﹃
文
藝
﹄
昭
一
四
・
五
︶
の
天
下
泰
平
は
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
の
重
層
化
さ
れ
た
二
項
対

立
に
注
目
し
て
次
の
よ
う
に
論
評
し
て
い
る
︒

遺
作
﹃
生
々
流
転
﹄
は
未
完
に
終
つ
て
ゐ
る
が
︑
習
俗
美
の
新
し
き
も
の
と
伝
統
的
な
も
の
︑
性
格
に
在
る
宿
命
的
な
も
の
と
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後
天
的
な
も
の
︑
愛
欲
に
潜
む
不
可
思
議
な
原
始
的
感
情
︑
さ
う
い
つ
た
も
の
を
︑
東
京
の
下
町
に
妾
腹
の
子
と
し
て
育
ち
︑

し
か
も
近
代
的
教
養
を
受
け
た
コ
ケ
テ
ィ
ッ
シ
ユ
な
若
い
女
の
運
命
を
中
心
に
し
て
︑
対
照
的
に
︑
或
る
と
こ
ろ
は
ま
た
調
和

的
に
描
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
明
治
中
期
か
ら
大
正
昭
和
に
掛
け
て
の
東
京
の
風
俗
︑
浪
曼
味
に
富
ん
だ
市
民
的
口
碑
︑

さ
う
い
つ
た
も
の
も
併
せ
写
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
ブ
チ
込
ん
で
描
い
て
ゐ
る
の
に
も
拘
ら

ず
︑
ま
た
以
前
の
作
品
に
よ
く
見
受
け
た
筆
触
上
の
精
粗
の
ム
ラ
は
こ
の
作
中
に
も
多
少
あ
る
が
︑
題
材
の
中
心
的
な
も
の
は

よ
く
把
握
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
色
彩
︑
味
は
ひ
も
豊
か
で
︑
一
方
︑
面
白
く
も
あ
る
の
だ
︒
殊
に
目
に
附
く
の
は
︑
�
べ

物
に
対
す
る
都
会
人
的
な
繊
細
な
感
覚
で
あ
る
︒
こ
れ
は
ま
た
作
者
が
持
つ
て
ゐ
た
も
の
だ
ら
う
と
思
ふ
が
︑
そ
れ
を
透
し
て

都
会
人
の
或
る
性
癖
を
突
い
て
ゐ
る
の
は
︑
じ
つ
に
こ
の
作
者
独
特
で
あ
る
︒
︵
二
八
四
頁
︶

︽
お
そ
ら
く
自
伝
と
思
は
せ
つ
つ
幻
想
を
ま
じ
へ
︑
幻
想
の
如
く
に
し
て
自
伝
で
も
あ
る
︾
よ
う
な
﹁
生
々
流
転
﹂
の
あ
り
よ
う
こ

そ
が
︑
︽
実
は
こ
の
作
家
の
世
界
で
あ
つ
た
は
ず
だ
︾
と
指
摘
す
る
の
は
北
岡
史
郎
﹁
文
壇
時
評
﹂
︵
﹃
若
草
﹄
昭
一
四
・
五
︶
で
︑

次
の
よ
う
に
そ
の
内
容
が
把
握
さ
れ
て
い
る
︒

乞
食
の
子
だ
つ
た
の
が
拾
は
れ
て
富
豪
の
養
子
に
な
り
︑
そ
し
て
︑
さ
う
し
た
人
を
父
と
し
て
生
れ
育
つ
た
蝶
子
の
内
に
ひ

ら
け
て
ゆ
く
青
春
と
︑
そ
の
青
春
の
う
ち
に
生
き
つ
づ
け
て
ゐ
る
父
と
子
と
の
血
液
や
運
命
の
陰
翳
の
や
う
な
つ
な
が
り
︑
そ

れ
を
幻
想
的
に
現
実
的
に
美
し
く
織
り
だ
し
た
の
が
こ
の
一
�
で
あ
る
︒
︹
略
︺
蝶
子
の
青
春
の
美
し
さ
と
切
な
さ
は
や
は
り

よ
く
描
け
て
ゐ
る
︒
池
上
と
い
ふ
青
年
と
向
島
に
遊
ぶ
あ
た
り
︑
そ
れ
か
ら
多
摩
川
畔
の
あ
た
り
︑
や
は
り
独
特
の
幻
想
的
な
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詩
の
世
界
で
あ
る
︒
︵
三
六
頁
︶

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
︑
遺
稿
の
連
載
初
回
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て

連
載
期
間
中
最
も
同
時
代
評
が
産
出
さ
れ
た
連
載
第
一
回

に
つ
い
て
は
︑
か
の
子
の
晩
年
の
円
熟
︑
急
逝
へ
の
哀
悼
を
枕
と
し
な
が
ら
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
︑
そ
の
独
特
の

作
家
性
に
基
づ
く
作
品
世
界
が
︑
か
の
子
ら
し
い
悪
癖
へ
の
言
及
を
付
し
︑
し
か
し
大
勢
と
し
て
は
好
意
的
に
評
さ
れ
て
い
っ
た
︒

中
で
も
北
岡
評
に
お
い
て
は
︑
︽
詩
︾
と
い
う
評
言
に
よ
っ
て
そ
の
芸
術
性
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
っ
た
︵
17
︶

︒
ま
た
︑
自
伝
と
し
て
の

受
容
が
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
こ
た
と
も
確
認
で
き
る
︒

連
載
第
二
回
に
つ
い
て
は
︑
八
本
の
同
時
代
評
が
確
認
で
き
た
︒
こ
の
月
の
か
の
子
作
品
と
し
て
は
︑
﹁
あ
る
時
代
の
青
年
作
家
﹂

︵
﹃
文
藝
﹄
昭
一
四
・
五
︶
と
﹁
雛
妓
﹂
︵
﹃
日
本
評
論
﹄
昭
一
四
・
五
︶
も
発
表
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
生
々
流
転
﹂
と
﹁
あ
る
時
代
の
青
年
作
家
﹂
と
に
論
及
し
︑
か
の
子
の
遺
稿
を
︽
最
後
の
花
を
飾
つ
て
気
を
吐
い
て
ゐ
る
︾
と

評
す
一
二
三
﹁
豆
評
論

戦
争
解
消
女
流
作
家
﹂
︵
﹃
信
濃
毎
日
新
聞
﹄
昭
一
四
・
四
・
二
五
︶
で
は
︑
︽
死
者
の
作
品
を
今
月
も
ま

た
批
評
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
へ
ば
憂
鬱
に
な
る
が
パ
ツ
と
花
咲
い
て
脆
く
も
逝
い
た
こ
の
作
者
の
作
品
を
熟
読
玩
味
出
来
る

と
思
へ
ば
ま
た
た
の
し
い
︾
︵
四
面
︶
と
︑
遺
稿
で
は
あ
り
な
が
ら
も
︑
か
の
子
作
品
へ
の
高
い
信
頼
と
期
待
を
言
表
し
て
い
る
︒

︽
今
月
の
各
雑
誌
の
創
作
欄
を
開
い
て
み
て
と
に
か
く
第
一
に
目
に
つ
く
の
は
︹
略
︺
岡
本
か
の
子
の
相
変
ら
ず
の
大
変
な
遺
稿

だ
︾
と
︑
か
の
子
の
遺
稿
三
作
に
論
及
す
る
﹁
文
芸
時
評
︻
四
︼
美
し
き
姿
勢
﹂
︵
﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
昭
一
四
・
四
・
三
〇
夕
︶
の

中
野
好
夫
は
︑
︽
﹃
生
々
流
転
﹄
の
先
月
分
が
傑
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
異
存
な
い
が
︑
今
月
は
む
し
ろ
中
だ
る
み
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
︾
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に
否
定
的
に
論
及
し
て
い
る
︒
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書
出
し
の
長
々
と
レ
ト
リ
ツ
ク
や
パ
セ
テ
イ
ク
フ
ア
ラ
シ
ー
沢
山
に
梅
の
開
花
を
述
べ
る
件
り
か
ら
し
て
︑
作
者
の
眼
が
対
象

の
中
に
食
ひ
こ
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
よ
り
は
︑
反
対
に
あ
る
弛
み
か
ら
く
る
隙
間
を
ご
ま
化
す
思
は
せ
ぶ
り
の
技
巧
に
見
え
る
︒

︵
五
面
︶

﹁
生
々
流
転
﹂
と
﹁
雛
妓
﹂
に
論
及
す
る
﹁
文
芸
時
評
︵
3
︶
二
種
の
戦
争
文
学
﹂
︵
﹃
読
売
新
聞
﹄
昭
一
四
・
五
・
三
夕
︶
の
宇

野
浩
二
は
︑
︽
岩
野
泡
鳴
も
︑
芥
川
龍
之
介
も
︑
死
ぬ
前
の
一
年
程
の
間
に
︑
彼
等
と
し
て
は
異
常
と
思
は
れ
る
ほ
ど
多
く
の
作
品

を
発
表
し
た
が
︑
彼
等
と
比
べ
て
も
︑
岡
本
か
の
子
の
晩
年
の
一
年
程
の
作
品
の
数
は
︑
そ
の
枚
数
と
共
に
図
抜
け
て
ゐ
る
︒
そ
の

代
り
︑
岡
本
の
総
て
の
小
説
は
未
完
成
で
生
の
と
こ
ろ
が
あ
る
︾
︵
二
面
︶
と
︑
か
の
子
晩
年
の
創
作
ラ
ッ
シ
ュ
と
そ
の
作
風
に
つ

い
て
作
家
論
的
に
論
及
し
て
い
る
︒

雑
誌
評
に
移
れ
ば
︑
連
載
中
ゆ
え
に
で
あ
ろ
う
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
に
つ
い
て
︽
今
論
ず
る
わ
け
に
行
か
ぬ
︾
と
い
う
﹁
文
芸
時
評
﹂

︵
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
昭
一
四
・
六
︶
の
浅
井
眞
男
は
︑
し
か
し
︽
氏
は
多
く
の
女
流
作
家
の
中
で
は
と
も
角
作
家
的
風
格
を
備
へ
て
ゐ

た
と
言
へ
や
う
︾
︵
一
五
三
頁
︶
と
し
て
︑
作
家
か
の
子
に
つ
い
て
は
高
く
評
価
し
て
い
る
︒
﹁
生
々
流
転
﹂
第
二
回
分
に
ふ
れ
て

︽
先
月
号
の
は
感
心
し
た
が
︑
こ
の
月
の
分
に
は
参
つ
た
︾
︵
五
六
頁
︶
と
評
す
神
田
鵜
平
﹁
創
作
時
評
﹂
︵
﹃
新
潮
﹄
昭
一
四
・
六
︶

に
お
い
て
も
︑
当
該
月
の
か
の
子
の
遺
稿
三
作
品
に
ふ
れ
て
︽
驚
く
べ
き
制
作
力
の
持
主
で
あ
つ
た
︾
︵
五
四
頁
︶
と
か
の
子
を
顕

揚
し
て
い
る
︒
連
載
第
二
回
に
ふ
れ
る
田
邊
茂
一
も
︑
﹁
文
芸
時
評
﹂
︵
﹃
文
学
者
﹄
昭
一
四
・
六
︶
で
︽
前
�
の
怪
し
い
�
情
性
が
︑

漸
く
凡
化
し
て
き
た
感
じ
︾
︵
二
二
九
頁
︶
だ
と
評
し
て
お
り
︑
い
ず
れ
も
連
載
第
一
回
に
比
し
て
第
二
回
は
相
対
的
に
低
め
の
評
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価
と
な
っ
て
い
る
︵
も
と
よ
り
︑
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
︑
連
載
第
一
回
へ
の
高
い
評
価
を
前
提
と
し
た
上
で
の
同
時
代
評
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
︶
︒

作
家
論
的
に
か
の
子
を
絶
賛
し
た
の
は
︑
︽
﹁
文
学
界
﹂
の
創
作
欄
が
︑
既
に
こ
の
世
に
な
い
岡
本
か
の
子
氏
の
﹁
生
々
流
転
﹂
の

他
に
︑
特
筆
す
べ
き
も
の
が
見
当
ら
な
い
の
は
貧
し
い
こ
と
︾
︵
一
四
〇
頁
︶
だ
と
し
た
上
で
︑
か
の
子
の
遺
稿
か
ら
︽
鮮
や
か
に

し
て
華
々
し
く
光
を
含
ん
で
咲
い
て
ゐ
る
豊
饒
な
花
の
香
り
︾
を
感
じ
と
っ
た
﹁
小
説
月
評
﹂
︵
﹃
文
芸
日
本
﹄
昭
一
四
・
六
︶
の
竹

森
一
男
で
あ
り
︑
竹
森
は
か
の
子
の
作
風
︵
創
作
の
秘
密
︶
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
︒

岡
本
氏
の
エ
ロ
は
健
康
な
処
女
の
高
め
ら
れ
た
教
養
の
上
に
匂
つ
て
ゐ
る
の
で
︑
作
品
の
中
に
鼓
動
す
る
青
春
が
o
れ
る
が

ま
ゝ
に
手
を
伸
ば
し
て
ゐ
な
が
ら
︑
四
十
幾
歳
の
人
間
経
験
を
豊
富
に
持
つ
た
作
家
の
眼
が
き
ら
り
と
光
つ
て
ゐ
る
か
ら
︑

﹁
生
々
流
転
﹂
の
や
う
に
観
念
の
中
で
作
つ
て
ゐ
る
夢
物
語
の
や
う
な
茫
乎
と
し
た
物
語
り
も
隙
の
な
い
レ
ア
リ
テ
イ
の
地
盤

が
揺
が
な
い
の
で
あ
る
︒
︵
一
四
二
頁
︶

あ
る
い
は
別
の
角
度
か
ら
は
︑
無
署
名
﹁
文
学
界
﹂
︵
﹃
三
田
文
学
﹄
昭
一
四
・
六
︶
に
お
い
て
︑
︽
通
俗
小
説
と
純
文
学
と
の
垣

根
な
ど
︑
い
つ
の
ま
に
ど
こ
へ
ケ
シ
飛
ん
で
し
ま
つ
た
も
の
か
︾
︑
︽
こ
う
し
た
と
き
に
岡
本
か
の
子
の
﹁
生
々
流
転
﹂
の
ご
と
き
寛

達
な
文
学
に
接
し
得
る
こ
と
は
嬉
し
い
こ
と
だ
︾
︵
一
五
七
頁
︶
と
︑
ジ
ャ
ン
ル
横
断
的
な
か
の
子
文
学
の
破
壊
力
が
︑
好
意
的
に

迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
連
載
第
二
回
の
同
時
代
評
に
つ
い
て
見
渡
せ
ば
︑
前
回
に
比
し
て
評
価
が
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
が
︑
そ
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れ
で
も
現
役
作
家
に
比
し
て
お
よ
そ
ひ
け
を
と
ら
な
い
評
価
は
確
保
し
つ
つ
︑
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
遺
作
の
質
量
も

併
せ
て
︑
そ
の
存
在
感
は
広
く
承
認
さ
れ
て
い
っ
た
︒

ま
た
︑
連
載
期
間
中
の
同
時
代
評
で
唯
一
︑
神
田
鵜
平
﹁
創
作
時
評
﹂
︵
﹃
新
潮
﹄
昭
一
四
・
六
︑
前
掲
︶
に
︽
の
こ
さ
れ
た
る
岡

本
一
平
の
︑
遺
稿
整
理
に
あ
た
る
嘆
き
と
心
労
と
が
察
せ
ら
れ
る
︾
︵
五
四
頁
︶
と
い
っ
た
か
た
ち
で
︑
岡
本
一
平
の
関
与
へ
の
具

体
的
な
言
及
が
み
ら
れ
た
の
も
こ
の
時
で
あ
っ
た
︒

連
載
第
三
回
に
つ
い
て
は
︑
一
本
の
同
時
代
評
が
確
認
で
き
た
︒
神
田
鵜
平
が
﹁
創
作
時
評
﹂
︵
﹃
新
潮
﹄
昭
一
四
・
七
︶
に
お
い

て
︑
連
載
第
三
回
分
に
つ
い
て
︽
第
一
回
の
時
の
期
待
が
︑
だ
ん
だ
ん
裏
切
ら
れ
て
来
る
︾
︵
一
五
二
頁
︶
と
評
し
て
い
る
︒

連
載
第
四
回
に
つ
い
て
は
︑
二
本
の
同
時
代
評
が
確
認
で
き
た
︒
神
田
鵜
平
は
﹁
創
作
時
評
﹂
︵
﹃
新
潮
﹄
昭
一
四
・
八
︶
で
︑

︽
岡
本
か
の
子
の
﹁
生
々
流
転
﹂
は
今
月
も
未
完
だ
が
︑
す
こ
し
惰
勢
で
つ
づ
い
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
だ
︾
︵
一
〇
八
頁
︶
と
︑
前
月

号
に
つ
づ
い
て
否
定
的
な
評
価
と
な
っ
て
い
る
︒
他
に
︑
無
署
名
﹁
読
ん
だ
も
の
か
ら
﹂
︵
﹃
三
田
文
学
﹄
昭
一
四
・
八
︶
で
も
︑
か

の
子
の
遺
稿
に
つ
い
て
︽
い
よ
〳
〵
彼
女
の
作
家
と
し
て
の
﹁
大
﹂
を
証
す
る
も
の
が
多
い
︾
と
し
た
上
で
︑
︽
﹁
文
学
界
﹂
に
連
載

中
の
﹁
生
々
流
転
﹂
は
長
さ
に
於
て
﹁
や
が
て
五
月
に
﹂
に
比
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
︑
作
品
の
好
さ
は
﹁
中
央
公
論
﹂
に
発
表
し

た
﹁
河
明
り
﹂
が
圧
巻
で
あ
ら
う
︾
︵
二
〇
六
頁
︶
と
論
及
し
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
︑
作
家
か
の
子
と
そ
の
遺
稿
に
は
一
定
以
上
の

評
価
を
し
な
が
ら
も
︑
当
該
月
の
連
載
分
に
つ
い
て
は
冷
や
や
か
な
反
応
と
な
っ
て
い
る
︒

連
載
第
五
回
に
つ
い
て
は
︑
三
本
の
同
時
代
評
が
確
認
で
き
た
︒

ま
ず
︑
﹁
文
芸
時
評
︵
二
︶
二
つ
の
遺
稿
﹂
︵
﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
昭
一
四
・
八
・
二
夕
︶
の
上
司
小
剣
が
︑
︽
魂
祭
り
の
盆
過
ぎ
た

ば
か
り
に
︑
い
ま
は
亡
き
人
の
遺
稿
を
三
つ
読
ん
で
︑
言
ひ
知
れ
ぬ
哀
傷
の
感
に
打
た
れ
た
︾
と
し
て
︑
明
石
海
人
﹁
高
圧
線
﹂
・
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﹁
双
生
樹
﹂
と
あ
わ
せ
て
﹁
生
々
流
転
﹂
に
ふ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
上
司
は
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
に
つ
い
て
︽
故
人
の
特
色
の
よ
く
出
て

ゐ
る
作
で
あ
る
が
︑
筆
に
疲
れ
の
あ
と
が
見
え
る
︾
と
し
な
が
ら
︑
特
徴
的
な
場
面
に
︽
哀
し
み
の
音
を
感
︾
じ
︑
あ
る
い
は
︽
哀

れ
深
︾
さ
を
読
み
と
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
同
時
代
に
お
け
る
ト
ピ
ッ
ク
と
の
関
連
と
い
う
視
点
か
ら
︑
︽
土
の
文
学
︑
す
な
は
ち

農
民
文
学
と
都
会
文
学
と
が
至
る
と
こ
ろ
で
嚙
み
合
つ
て
ゐ
る
︾
︵
五
面
︶
と
も
指
摘
し
て
い
る
︒
連
載
を
追
っ
て
き
た
﹁
創
作
時

評
﹂
︵
﹃
新
潮
﹄
昭
一
四
・
九
︶
の
神
田
鵜
平
は
︑
連
載
第
五
回
に
つ
い
て
︽
今
月
の
と
こ
ろ
は
︑
興
味
あ
る
挿
話
で
救
は
れ
て
ゐ

る
︾
︑
︽
こ
の
作
品
は
一
気
に
通
読
し
て
味
ふ
べ
き
も
の
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
︾
︵
七
二
頁
︶
と
︑
前
月
分
ま
で
に
比
べ
て
高
く
評

価
し
て
い
る
︒
連
載
第
四
～
五
回
を
読
ん
だ
と
思
し
き
無
署
名
﹁
文
学
界
﹂
︵
﹃
三
田
文
学
﹄
昭
一
四
・
九
︶
で
は
︑
︽
こ
の
二
月
程

核
の
廻
り
を
堂
々
め
ぐ
り
を
し
て
ゐ
る
あ
り
さ
ま
︾
︑
︽
女
主
人
公
の
成
長
が
見
ら
れ
な
い
で
︑
少
々
彽
徊
の
気
味
︾
︵
一
六
五
頁
︶

だ
と
︑
連
載
当
初
に
比
し
て
の
停
滞
感
が
言
明
さ
れ
て
い
る
︒

連
載
第
六
回
に
つ
い
て
は
︑
一
本
の
同
時
代
評
が
確
認
で
き
た
︒
﹁
創
作
時
評
﹂
︵
﹃
新
潮
﹄
昭
一
四
・
一
〇
︶
の
神
田
鵜
平
は
︑

︽
ひ
ど
く
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
な
も
の
に
な
つ
て
来
た
︾
︵
一
〇
三
頁
︶
と
︑
賛
否
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
展
開
の
変
化
が
読
み
と
ら
れ
て

い
る
︒

連
載
第
七
回
に
つ
い
て
は
︑
二
本
の
同
時
代
評
が
確
認
で
き
た
︒
︽
最
終
の
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
作
品
の
冒
頭
に
立
帰
つ
て
ゐ
る
︾

こ
と
を
以
て
だ
ろ
う
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
連
載
に
つ
い
て
︽
こ
の
月
で
終
つ
た
の
だ
ら
う
と
思
ふ
︾
と
判
じ
た
﹁
創
作
時
評
﹂
︵
﹃
新
潮
﹄

昭
一
四
・
一
一
︶
の
神
田
鵜
平
は
︑
連
載
途
中
で
は
中
だ
る
み
を
指
摘
し
て
い
た
も
の
の
︑
完
結
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
次
の
よ
う

に
絶
賛
し
て
い
る
︒

岡本かの子「生々流転」同時代受容分析59



こ
の
長
�
小
説
は
こ
ん
な
狭
い
欄
で
か
れ
こ
れ
言
へ
る
も
の
で
は
な
い
︒
い
ま
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
岡
本
か
の
子
の
小
説
で
は
︑

最
も
力
量
の
こ
め
ら
れ
た
小
説
で
あ
る
︒
大
き
な
ロ
マ
ン
で
あ
る
︒
︵
七
七
頁
︶

連
載
さ
れ
た
﹁
生
々
流
転
﹂
に
つ
い
て
︽
頭
と
し
つ
ぽ
だ
け
︑
な
か
は
読
ん
で
ゐ
な
い
︾
と
い
う
﹁
文
芸
時
評
﹂
︵
﹃
早
稲
田
文

学
﹄
昭
一
四
・
一
一
︶
の
佐
々
三
雄
も
︑
連
載
第
七
回
を
最
終
回
だ
と
判
じ
た
上
で
︑
︽
た
つ
た
こ
れ
一
つ
が
︑
今
月
の
な
か
で
︑

全
生
命
力
を
あ
げ
て
生
き
て
ゐ
る
︒マ

マ

唯
一
の
も
の
と
ぼ
く
は
す
つ
か
り
心
う
ば
は
れ
て
し
ま
つ
た
︾
︵
七
三
頁
︶
と
絶
賛
し
て
は
︑

次
の
よ
う
に
論
評
し
て
い
る
︒

こ
ん
な
小
説
は
な
ん
で
持
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
だ
ら
う
︒
リ
ア
リ
ズ
ム
か
︑
ロ
マ
ン
チ
ズ
ム
か
︑
心
理
主
義
か
厳
な
精
神
か
︒

ど
う
も
余
り
あ
て
は
ま
る
言
葉
が
な
い
︒
自
分
で
い﹅

の﹅

ち﹅

と
つ
け
た
や
う
に
︑
い
の
ち
の
潤
爛
と
い
ふ
よ
り
外
な
い
だ
ら
う
︒

ど
う
し
て
ひ
と
は
も
つ
と
こ
の
ひ
と
を
問
題
に
し
な
い
の
だ
ら
う
︒
江
戸
文
学
始
ま
つ
て
︑
明
治
か
ら
大
正
今
日
に
至
る
ま
で

を
ひ
つ
く
る
め
︑
お
そ
ら
く
そ
の
一
番
最
後
に
あ
た
つ
て
︑
最
高
峰
を
占
め
る
ひ
と
で
は
な
い
の
か
︒
︵
七
四
頁
︑
傍
点
原
文
︶

こ
こ
で
︑
そ
の
魅
力
を
う
ま
く
捉
え
る
言
葉
の
不
在
に
い
き
あ
た
る
佐
々
は
︑
か
の
子
自
身
の
言
葉
に
即
し
て
︽
い
の
ち
︾
と
称

し
て
は
︑
江
戸
以
来
の
文
学
史
上
に
お
け
る
︽
最
高
峰
︾
と
ま
で
激
賞
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
二
人
の
論
者
が
︑
�
っ
て
連
載
第
七
回
を
最
終
回
だ
と
み
な
し
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
次
の
理
由
に
よ
る
だ
ろ
う
︒
確

か
に
︑
目
次
に
も
﹁
生
々
流
転
﹂
末
尾
に
も
編
輯
後
記
に
も
︑
最
終
回
で
あ
る
こ
と
を
明
示
的
に
示
す
表
徴
は
な
い
が
︑
初
出
誌
一
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六
五
頁
に
は
︑
冒
頭
部
の
反
復
と
な
る
﹁
º
れ
て
都
を
出
ま
し
た
︒
﹂
以
下
の
一
節
が
み
ら
れ
︑
つ
ま
り
は
円
環
構
造
が
閉
じ
た
よ

う
に
み
え
る
の
だ
︒
し
か
も
︑
末
尾
に
は
﹁
作
者
︑
評
し
て
曰
く
﹁
錯
を
将
つ
て
錯
に
就
く
﹂
﹂
︵
一
六
七
頁
︶
と
記
さ
れ
て
も
お
り
︑

﹁
完
﹂
に
類
す
る
文
字
こ
そ
み
ら
れ
な
い
も
の
の
︑
い
か
に
も
結
末
ら
し
く
み
え
る
の
だ
︒
そ
の
こ
と
が
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
全
体
へ
の

評
を
生
み
だ
す
契
機
と
も
な
っ
た
の
だ
ろ
う
が
︑
双
方
と
も
作
家
・
作
品
の
双
方
を
︑
き
わ
め
て
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
捉
え
て
は
顕

揚
し
て
い
る
︒

連
載
第
八
回
に
つ
い
て
は
︑
一
本
の
同
時
代
評
が
確
認
で
き
た
︒

三
戸
武
夫
﹁
文
学
界
﹂
︵
﹃
三
田
文
学
﹄
昭
一
四
・
一
二
︶
に
お
い
て
︑
林
房
雄
の
﹁
壮
年
﹂
と
併
せ
て
﹁
生
々
流
転
﹂
に
ふ
れ

︽
そ
れ
ぞ
れ
面
白
か
つ
た
︾
︵
一
六
四
頁
︶
と
︑
好
意
的
に
評
し
て
い
る
︒
他
に
︑
武
田
麟
太
郎
・
中
野
重
治
﹁
今
年
の
小
説
︵
対
談

会
︶
﹂
︵
﹃
文
藝
﹄
昭
一
四
・
一
二
︶
に
お
い
て
武
田
は
︑
︽
月
評
を
や
つ
た
も
の
の
中
で
︑
一
番
頭
に
残
つ
て
居
る
の
は
何
で
す
か
︾

と
い
う
記
者
の
問
い
か
け
に
対
し
︑
︽
﹁
ひ
な
ど
り
﹂
︑
岡
本
か
の
子
の
遺
稿
︑
そ
れ
か
ら
中
野
君
の
﹁
演
習
﹂
ね
︾
︵
一
七
四
頁
︶
と

こ
た
え
︑
一
年
の
収
穫
と
し
て
か
の
子
の
遺
稿
を
評
価
し
て
い
る
︒

連
載
第
九
回
・
最
終
回
に
つ
い
て
は
︑
三
本
の
同
時
代
評
が
確
認
で
き
た
︒
い
ず
れ
も
︑
こ
れ
ま
で
の
﹁
生
々
流
転
﹂
評
︑
さ
ら

に
は
生
前
か
ら
の
か
の
子
評
︵
か
の
子
賛
︶
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
た
の
は
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
完
結
に
ふ
れ
て
︑
︽
岡
本
か
の
子
を
論
ず
る
場
合
に
︑
絶
対
に
と
り
お
と
し
て

は
な
ら
ぬ
作
品
︾
だ
と
評
し
た
嵯
峨
傳
﹁
創
作
月
評
﹂
︵
﹃
新
潮
﹄
昭
一
五
・
一
︶
で
︑
︽
岡
本
か
の
子
の
よ
い
と
こ
ろ
も
︑
悪
い
と

こ
ろ
も
︑
こ
の
作
品
に
は
あ
ま
さ
ず
に
出
て
ゐ
る
︾
︵
三
〇
四
頁
︶
と
そ
の
ゆ
え
ん
を
言
明
し
て
い
る
︒
や
は
り
﹁
生
々
流
転
﹂
完

結
に
ふ
れ
る
無
署
名
﹁
文
学
界
﹂
︵
﹃
三
田
文
学
﹄
昭
一
五
・
一
︶
で
は
︑
︽
こ
の
複
雑
怪
奇
な
嶮
し
い
世
相
の
う
ち
で
︑
半
年
間
︑
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こ
の
揚
達
な
作
品
を
め
ぐ
ま
れ
た
こ
と
を
ま
づ
故
人
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︾
と
し
た
上
で
︑
︽
当
面
の
感
想
︾
と
し
て

︽
偉
大
な
童
話
を
読
ん
だ
や
う
な
気
が
す
る
︾
︑
︽
小
供
の
と
き
︑
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
そ
れ
等
の
や
う
な
感
慨
が
浮
ぶ
︾
︵
二
二
七

頁
︶
と
︑
か
の
子
の
母
性
的
な
魅
力
が
感
受
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
段
階
で
本
格
的
に
﹁
生
々
流
転
﹂
を
絶
賛
し
た
の
は
︑
﹁
長
�
小

説
評
︵
2
︶
天
才
的
な
作
家
﹂
︵
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
昭
一
五
・
一
・
一
五
︶
の
小
林
秀
雄
で
あ
る
︒
︽
最
近
の
長
�
小
説
で
︑
僕
の

心
を
読
後
感
で
一
杯
に
し
て
く
れ
た
の
は
︑
岡
本
か
の
子
氏
の
遺
作
﹁
生
々
流
転
﹂
︾
だ
と
い
う
小
林
は
︑
︽
恐
ら
く
こ
れ
は
未
定
稿

で
も
あ
り
︑
未
完
で
も
あ
る
が
︑
た
と
へ
定
稿
完
結
と
い
ふ
事
で
あ
つ
て
も
︑
作
者
は
︑
沢
山
の
半
ば
無
意
識
な
破
綻
を
残
し
た
と

推
察
さ
れ
る
︾
︑
と
い
う
の
も
︽
そ
れ
ほ
ど
こ
の
作
の
意
図
に
は
烈
し
く
︑
切
羽
詰
つ
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
︾
か
ら
だ
と
し
て
︑

小
説
の
結
構
を
こ
え
た
か
の
子
の
作
家
性
を
探
り
あ
て
て
い
る
︒
そ
の
上
で
︑
︽
﹁
生
々
流
転
﹂
と
い
ふ
題
の
示
す
通
り
︑
こ
れ
は
恐

ら
く
ひ
た
す
ら
人
間
の
命
の
姿
を
も
つ
と
間
近
に
も
つ
と
純
粋
に
と
い
ふ
風
に
目
が
け
て
絵
巻
様
な
も
の
が
描
け
る
と
自
信
し
た

作
︾
だ
と
そ
の
テ
ー
マ
を
指
摘
し
て
は
︑
︽
か
う
い
ふ
仕
組
み
の
小
説
は
︑
作
者
の
意
図
す
る
意
気
込
み
を
裏
切
り
普
通
︑
凡
庸
な

観
念
小
説
に
堕
し
易
い
が
︑
岡
本
氏
の
場
合
で
は
︑
そ
の
非
凡
な
肉
感
性
が
︑
こ
れ
を
救
つ
て
ゐ
る
︾
と
︑
陥
穽
を
の
り
こ
え
た
か

の
子
の
︽
非
凡
︾
さ
に
瞠
目
し
︑
か
の
子
の
特
異
な
作
家
性
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
論
評
し
て
い
く
︒

こ
の
作
者
に
は
︑
恐
ら
く
天
稟
と
い
へ
る
様
な
豊
か
な
抒
情
と
瑣
事
の
観
察
の
才
が
あ
り
︑
さ
う
い
ふ
才
能
が
︑
観
念
上
の

分
析
の
︑
切
実
だ
が
破
綻
に
充
ち
た
進
行
に
伴
つ
て
︑
之
は
又
完
全
に
見
事
に
進
行
す
る
︒
こ
れ
は
一
種
不
思
議
な
美
し
さ
だ
︒

こ
の
作
は
︑
僕
に
は
一
種
の
呪
文
め
い
て
感
じ
ら
れ
る
︒
い﹅

の﹅

ち﹅

に
関
す
る
思
想
と
い
ふ
様
な
堂
々
た
る
も
の
で
は
な
い
︒
又
︑

祈
り
と
い
ふ
様
な
静
か
な
も
の
で
も
謙
虚
な
も
の
で
も
な
い
︒
言
葉
に
は
新
し
い
も
の
が
あ
る
が
︑
味
は
ひ
に
は
原
始
的
な
︑
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一
念
を
掛
け
た
と
云
つ
た
呪
文
の
様
な
印
象
が
残
つ
た
︒
作
者
は
ù
け
た
の
で
あ
る
︒
救
は
れ
る
か
救
は
れ
な
い
か
自
問
自
答

の
形
で
ù
け
た
の
だ
︒
︵
五
面
︑
傍
点
原
文
︶

こ
こ
で
小
林
は
︽
不
思
議
︾
と
い
う
表
現
を
用
い
︑
小
説
と
し
て
の
少
な
か
ら
ぬ
瑕
疵
を
超
克
し
て
い
く
︽
才
︾
を
︵
作
品

﹁
生
々
流
転
﹂
と
い
う
よ
り
は
︶
作
家
・
岡
本
か
の
子
に
見
出
し
︑
そ
れ
ゆ
え
小
説
と
し
て
の
尺
度
を
こ
え
た
︽
不
思
議
な
美
し
さ
︾

が
﹁
生
々
流
転
﹂
か
ら
読
み
と
ら
れ
て
い
る
の
だ
︒

も
と
よ
り
︑
小
説
と
し
て
の
尺
度
を
評
者
が
押
し
と
お
せ
ば
︑
﹁
生
々
流
転
﹂
に
し
て
も
か
の
子
に
し
て
も
そ
の
評
価
は
一
挙
に

下
が
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
容
易
に
は
そ
う
さ
せ
な
い
説
得
力
が
か
の
子
作
品
に
は
宿
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︵
こ
の
両
義
的
な

評
価
の
具
体
的
な
例
は
︑
次
節
で
検
証
す
る
︶
︒

総
じ
て
︑
初
出
の
連
載
﹁
生
々
流
転
﹂
全
九
回
は
︑
実
に
か
の
子
ら
し
い
作
品
と
し
て
︑
従
前
の
か
の
子
評
価
を
引
き
つ
ぎ
な
が

ら
も
︑
遺
稿
な
が
ら
さ
ら
に
増
し
た
迫
力
を
以
て
︑
現
役
の
文
学
者
に
よ
る
作
品
と
対
等
︵
以
上
︶
の
注
目
を
集
め
て
い
っ
た
︒
そ

こ
で
は
︑
多
少
の
瑕
疵
と
と
も
に
特
異
な
作
家
性
が
注
目
さ
れ
︑
そ
れ
ゆ
え
に
﹁
生
々
流
転
﹂
は
高
く
評
価
さ
れ
︑
か
の
子
評
価
も

高
め
ら
れ
て
い
っ
た
︒

Ⅲ

単
行
本
﹃
生
々
流
転
﹄
の
同
時
代
受
容

九
カ
月
に
わ
た
る
連
載
の
後
︑
初
刊
単
行
本
﹃
生
々
流
転
﹄
が
刊
行
さ
れ
る
︒
そ
の
際
の
広
告
﹁
岡
本
か
の
子

生
々
流
転
﹂
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︵
﹃
文
藝
﹄
昭
一
五
・
四
︶
を
次
に
引
い
て
お
く
︒

咽
ぶ
や
う
な
肉
感
︑
生
命

い

の

ち

の
河

豊
麗
︑
絢
爛
な
最
高
峰
の
文
学

女
史
逝
い
て
早
く
も
一
年
︒

経
る
歳
月
と
共
に
そ
の
声
名
は
︑
ま
す
ま
す
高
ま
つ
て
き
た
が
︑
遺
作
と
し
て
最
初
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
作
品
こ
そ
︑
現
文

壇
に
渦
紋
を
投
げ
た
傑
作
で
あ
ら
う
︒
咽
ぶ
や
う
な
肉
感
で
描
か
れ
た
こ
の
物
語
は
霊
知
の
苦
悩
を
湛
え
︑
美
の
世
界
を
希
求

す
る
︑
爛
漫
と
豪
華
な
牡
丹
に
も
似
た
極
彩
色
の
錦
絵
だ
︒
し
か
も
︑
そ
の
底
を
沈
れ
る
高
遠
な
理
想
︑
魂
の
憧
憬
は
人
の
胸

奥
を
そ
く
そ
く
と
敲
か
ず
に
は
ゐ
な
い
︒
真
の
文
学
︑
現
代
最
高
峰
の
文
学
で
あ
る
︒
︵
頁
表
記
な
し
︶

生
前
の
か
の
子
評
価
の
延
長
線
上
で
︑
﹃
生
々
流
転
﹄
を
絶
賛
す
る
右
の
文
章
は
︑
は
か
ら
ず
も
具
体
的
に
は
捉
え
が
た
い
同
書

の
内
容
を
︑
ご
く
抽
象
的
な
言
辞
で
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
う
た
い
あ
げ
て
い
る
︒
同
誌
同
号
に
は
︑
︽
岡
本
か
の
子
が
逝
い
て
ま
だ
一

年
余
り
だ
が
︑
人
々
は
死
後
な
ほ
無
尽
蔵
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
遺
作
の
山
を
見
て
︑
言
ふ
べ
き
言
葉
を
知
ら
な
い
︾
︑
︽
だ
が
我
々
が
心

か
ら
響マ

マ

く
の
は
︑
発
表
さ
れ
る
作
品
毎
に
あ
ら
は
に
示
さ
れ
て
ゆ
く
彼
女
の
秘
密
の
豊
か
さ
︾
だ
と
か
の
子
の
遺
稿
に
ふ
れ
る
︑
無

署
名
﹁
書
評

岡
本
か
の
子
﹁
生
々
流
転
﹂
﹂
︵
﹃
文
藝
﹄
昭
一
五
・
四
︶
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
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一
口
に
言
つ
て
︑
こ
の
長
�
遺
作
に
出
て
来
る
蝶
子
や
お
艶
は
︑
か
の
子
自
身
の
姿
で
あ
る
︒
艶
子
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て

た
く
ま
し
い
女
性
の
生
命
力
を
具
現
し
て
ゐ
る
︒
︹
略
︺
彼
女
は
自
己
に
就
い
て
最
も
豊
富
に
し
て
美
し
い
語
彙
を
持
つ
て
ゐ

る
が
︑
鏡
に
映
る
自
己
の
姿
こ
そ
︑
彼
女
に
取
つ
て
最
も
美
し
い
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
ゑ
に
ま
た
唯
一
の
真
実
な
も
の
で
あ

つ
た
︒

こ
う
し
て
蝶
子
を
は
じ
め
と
し
た
登
場
人
物
を
︽
か
の
子
自
身
の
姿
︾
だ
と
み
る
こ
の
書
評
で
は
︑
﹃
生
々
流
転
﹄
に
︑
︽
生
命
の

可
能
性
の
豊
富
さ
︑
奇
怪
さ
を
前
に
し
て
︑
眩
暈
し
て
ゐ
る
彼
女
の
姿
︾
が
見
出
さ
れ
︑
︽
こ
の
や
う
な
寓
意
的
な
虚
構
を
設
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
は
︑
結
局
彼
女
が
自
己
の
心
情
の
豊
饒
さ
に
強
ひ
ら
れ
た
た
め
な
の
だ
︾
︵
二
七
一
頁
︶
と
し
て
︑
書

き
手
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
え
も
こ
え
て
い
こ
う
と
す
る
︑
か
の
子
の
〝
い
の
ち
の
豊
饒
〟
が
探
り
あ
て
ら
れ
て
い
る
︒

﹃
生
々
流
転
﹄
を
︽
狂
乱
の
祈
禱
書
の
や
う
な
も
の
︾
だ
と
評
し
た
﹁
諸
行
無
常

生
々
流
転
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
文
学
界
﹄
昭
一

五
・
五
︶
の
亀
井
勝
一
郎
も
ま
た
︑
同
書
を
︽
畢
生
の
力
を
つ
く
し
た
最
後
の
自
己
告
白
︾
だ
と
捉
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
︽
作
品
と

名
づ
け
て
い
ゝ
か
小
説
と
銘
う
つ
て
い
ゝ
か
︑
さ
う
い
ふ
名
称
を
私
は
知
ら
ぬ
︾
と
︑
型﹅

を
逸
脱
し
た
か
の
子
の
魅
力
を
︑
次
の
よ

う
に
論
評
し
て
い
る
︒

現
に
︑
生
ま
生
ま
し
く
華
い
で
︑
永
劫
の
過
去
か
ら
未
来
へ
流
れ
行
く
い
の
ち
の
酷
い
狂
乱
が
あ
る
︒
そ
し
て
輪
舞
の
一
挙
一

動
が
︑
そ
の
ま
ゝ
岡
本
氏
の
自
己
解
析
と
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
︒
こ
ゝ
に
登
場
す
る
男
女
諸
々
の
象マ

マ

が
描
け
て
ゐ
る
か
ど
う
か
は

末
の
問
題
で
あ
ら
う
︒
氏
が
生
涯
に
出
会
つ
た
人
々
︑
ま
た
前
世
か
ら
背
負
は
さ
れ
て
き
た
も
の
︑
そ
れ
ら
一
切
の
外
面
的
位

岡本かの子「生々流転」同時代受容分析65



置
を
大
胆
に
抽
象
し
︑
た
ゞ
彼
ら
の
内
奥
に
滾
る
生
命
の
み
を
︑
絞
り
絞
つ
て
︑
こ
の
血
液
に
か
り
そ
め
の
名
を
与
へ
て
ゐ
る

に
す
ぎ
な
い
︒
す
べ
て
が
生
の
象
徴
に
よ
つ
て
語
ら
れ
︑
そ
れ
が
互
に
交
流
し
︑
全
体
と
し
て
氏
自
身
を
映
す
鏡
と
も
な
つ
て

一
種
異
様
な
自
伝
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

亀
井
も
ま
た
︑
﹃
生
々
流
転
﹄
に
か
の
子
の
︽
生
命
︱
生
︾
を
力
強
さ
の
ま
ま
に
捉
え
よ
う
と
し
︑
さ
ら
に
︑
同
作
に
は
︽
以
前

の
作
品
の
全
エ
ツ
セ
ン
ス
が
悉
く
含
ま
れ
て
ゐ
る
︾
︵
一
一
八
頁
︶
と
も
指
摘
し
た
︒
い
ず
れ
も
︑
言
語
化
し
に
く
い
﹃
生
々
流
転
﹄

を
肯
定
的
︱

積
極
的
に
評
価
し
た
評
言
で
あ
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
赤
木
俊
は
﹁
岡
本
か
の
子
﹁
生
々
流
転
﹂
﹂
︵
﹃
現
代
文
学
﹄
昭
一
五
・
五
︶
に
お
い
て
︑
︽
そ
の
文
体
に
お
い
て
︑

表
現
に
お
い
て
︑
蝶
子
な
る
主
人
公
が
頹
廃
に
�
至
る
過
程
に
お
い
て
︑
幾
つ
か
の
優
れ
た
点
を
持
ち
な
が
ら
も
︑
遂
ひ
に
虚
構
の

文
学
の
最
も
陥
り
や
す
き
陥
穽
の
中
に
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
つ
て
終
つ
た
︾
と
否
定
的
な
評
価
を
示
し
︑
そ
の
内
実
を
次
の
よ
う

に
評
し
て
い
る
︒

即
ち
︑
部
分
的
な
纏
り
が
あ
る
に
も
係
ら
ず
︑
全
�
を
統
一
す
る
力
強
い
基
調
が
途
中
で
全
く
消
失
し
て
終
つ
た
︒
い﹅

の﹅

ち﹅

の

哲
学
の
如
き
は
︑
そ
の
低
俗
さ
と
独
り
よ
が
り
と
の
故
に
︑
読
者
を
反
発
さ
せ
嫌
悪
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
︒
︵
五
三
頁
︑
傍
点

原
文
︶

図
式
的
に
整
理
す
れ
ば
︑
亀
井
が
好
意
的
に
捉
え
た
混
沌
と
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
︑
こ
と
ご
と
く
否
定
し
た
の
が
右
の
赤
木
評
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と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
最
終
的
な
評
価
以
前
に
お
い
て
両
者
は
ご
く
近
し
い
作
品
理
解
を
示
し
て
お
り
︑
そ
の
こ

と
は
以
後
に
ふ
れ
る
書
評
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒

﹃
生
々
流
転
﹄
を
︽
最
近
の
長
�
小
説
の
中
で
最
も
立
派
な
も
の
︾
︑
︽
此
の
絢
爛
た
る
肉
感
と
言
葉
の
開
花
に
対
抗
し
得
る
如
何

な
る
現
代
作
家
も
な
い
こ
と
は
確
か
︾
だ
と
絶
賛
す
る
の
は
︑
﹁
最
近
の
文
学
書
︵
下
︶
﹂
︵
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
昭
一
五
・
五
・
四
︶

の
河
上
徹
太
郎
で
あ
る
︒
︽
こ
れ
が
無
条
件
で
一
流
の
小
説
と
い
へ
る
か
如
何
か
︑
そ
れ
は
疑
問
︾
と
い
う
留
保
を
つ
け
な
が
ら
︑

河
上
は
次
の
よ
う
に
し
て
︑
小
説
の
型﹅

を
度
外
視
し
て
書
か
れ
た
﹃
生
々
流
転
﹄
を
︑
そ
れ
ゆ
え
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
く
︒

い
つ
て
見
れ
ば
︑
主
人
公
の
美
貌
で
︑
早
熟
で
︑
非
情
な
少
女
が
︑
そ
の
持
つ
て
生
れ
た
因
縁
を
背
負
つ
て
此
の
世
を
遍
歴
す

る
姿
を
描
き
乍
ら
︑
作
者
は
一
般
の
小
説
家
の
法
度
と
す
る
気
障
つ
ぽ
さ
や
甘
つ
ち
よ
ろ
さ
や
噓
つ
ぱ
ち
や
過
度
の
空
想
を
何

の
悪
び
れ
も
な
く
自
由
に
駆
使
し
︑
遂
に
何
人
も
及
ば
ぬ
大
小
説
を
描
き
得
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
上
で
河
上
は
︑
︽
此
の
見
事
な
﹁
噓
か
ら
出
た
ま
こ
と
﹂
は
︑
少
く
と
も
従
来
の
我
が
作
家
の
物
語
構
成
力
の
薄
弱
さ
を
瞠

若
た
ら
し
む
る
に
十
分
な
も
の
︾
︵
六
面
︶
だ
と
し
て
︑
文
学
場
に
お
け
る
相
対
的
な
か
の
子
の
価
値
に
ま
で
言
及
し
て
い
く
︒
さ

ら
に
︑
お
そ
ら
く
は
か
の
子
愛
読
者
に
よ
る
︑
ご
く
ご
く
私
的
な
﹃
生
々
流
転
﹄
理
解
も
参
照
し
て
お
こ
う
︒
︽
私
は
之
を
読
ん
だ

こ
と
を
し
み
〴
〵
幸
福
に
思
ふ
︾
と
い
う
﹁
岡
本
か
の
子
さ
ん
の
﹁
生
々
流
転
﹂
を
読
む
﹂
︵
﹃
京
都
帝
国
大
学
新
聞
﹄
昭
一
五
・

五
・
五
︶
の
佐
野
綠
詩
は
︽
む
せ
返
る
様
な
円
熟
し
切
つ
た
︑
な
め
ら
か
な
肌
合
︑
あ
の
童
心
的
な
︑
厚
化
粧
で
街
杯
一
に
し
や
な

り
し
や
な
り
と
歩
く
し
と
や
か
さ
を
持
つ
た
か
の
子
さ
ん
の
﹁
生
々
流
転
﹂
︾
に
つ
い
て
︑
か
の
子
に
ご
く
好
意
的
に
次
の
よ
う
な
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絶
賛
を
展
開
し
て
い
る
︒

初
め
は
理
解
し
難
い
か
の
子
さ
ん
の
小
説
の
最
後
と
し
て
こ
の
世
に
残
し
て
行
つ
た
こ
の
書
は
世
の
人
の
歩
み
を
À
見
し
つ
ゝ
︑

鋭
き
知
性
は
一
貫
し
て
底
を
流
れ
︑
女
ら
し
い
感
性
は
流
れ
戯
れ
る
水
草
の
様
に
な
よ
〳
〵
と
そ
れ
に
取
付
い
て
奏
す
る
妙
な

る
情
緒
の
ア
ン
ダ
ン
テ
成
す
美
し
さ
に
充
ち
︑
エ
ロ
チ
ツ
ク
を
提
し
つ
ゝ
も
単
に
そ
れ
に
堕
せ
ず
︑
あ
で
に
優
雅
な
嗜
み
と
な

つ
て
人
の
心
に
滾
々
と
あ
ふ
れ
る
︵
八
面
︶

そ
の
一
方
で
︑
生
理
的
嫌
悪
と
も
み
え
る
ほ
ど
の
非
難
を
差
し
む
け
た
の
は
︑
︽
﹁
生
々
流
転
﹂
と
い
ふ
小
説
も
現
代
最
高
の
小
説

だ
さ
う
だ
が
︑
し
か
し
い
く
ら
同
情
し
て
も
こ
れ
が
人
間
の
書
い
た
も
の
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
︾
と
世
評
を
対
置
し
て
持
説
を
展
開

す
る
﹁
蛍
光
燈

動
物
小
説
の
流
行
﹂
︵
﹃
帝
国
大
学
新
聞
﹄
昭
一
五
・
一
〇
・
九
︶
の
杉
浦
明
平
で
あ
る
︒
︽
文
学
が
そ
の
作
家
の

本
質
を
映
す
も
の
な
ら
︾
と
仮
定
し
た
上
で
杉
浦
は
︑
論
点
・
評
語
と
も
に
か
の
子
批
判
の
集
大
成
よ
ろ
し
く
︑
次
の
よ
う
に
非
難

し
て
い
く
︒

若
い
娘
︵
白
豚
と
い
ふ
べ
き
か
も
知
れ
ぬ
︶
が
現
れ
て
理
由
も
な
し
に
泥
を
ぬ
つ
て
乞
食
に
な
つ
た
り
︑
変
て
こ
な
お
や
ぢ
と

く
つ
つ
い
た
り
︑
人
間
と
は
思
へ
ぬ
行
動
を
す
る
︒
そ
れ
は
天
才
的
と
い
ふ
の
で
は
な
く
︑
無
神
経
︑
非
常
識
さ
が
豚
の
程
度

に
到
達
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
︒
︹
略
︺
そ
の
上
そ
の
文
章
に
対
す
る
無
感
覚
さ
が
出
た
ら
め
な
美
文
の
デ
コ
レ
ー
シ
ヨ

ン
と
な
つ
て
ゐ
る
︒
或
人
は
之
を
豊
か
さ
と
い
つ
て
ほ
め
る
け
れ
ど
︑
私
は
こ
れ
を
豚
の
本
質
で
あ
る
水
ぶ
く
れ
脂
肪
ふ
と
り
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だ
と
言
ふ
の
で
あ
る
︒
︵
六
面
︶

た
だ
し
︑
こ
の
時
期
の
﹃
生
々
流
転
﹄
理
解
は
︑
表
面
的
な
評
言
の
賛
否
ほ
ど
に
割
れ
て
は
い
な
い
︒
杉
浦
同
様
に
︑
同
作
を
絶

賛
し
た
亀
井
勝
一
郎
も
﹁
諸
行
無
常
﹂
︵
前
掲
︶
に
お
い
て
︑
﹃
生
々
流
転
﹄
の
登
場
人
物
を
人﹅

間﹅

で﹅

は﹅

な﹅

い﹅

存
在
と
捉
え
て
︑
し
か

し
次
の
よ
う
に
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た
︒

﹁
生
々
流
転
﹂
に
あ
ら
は
れ
る
男
女
は
︑
人
間
に
し
て
人
間
で
は
な
い
︑
つ
ま
り
悉
く
慾
天
の
集
り
で
あ
つ
て
現
実
浮
遊
性
を

帯
び
て
ゐ
る
︒
切
実
な
い
の
ち
そ
れ
の
み
を
純
粋
に
求
め
た
結
果
︑
所
謂
生
活
派
的
な
要
素
は
顧
慮
な
く
沫
殺
さ
れ
て
し
ま
つ

た
の
で
あ
る
︒
一
見
夢
幻
的
に
見
え
る
も
の
が
︑
氏
に
と
つ
て
は
現
実
の
な
か
の
現
実
で
あ
つ
た
︒
︵
一
二
〇
～
一
二
一
頁
︶

こ
の
よ
う
に
し
て
︑
単
行
本
刊
行
後
の
﹃
生
々
流
転
﹄
は
︑
賛
否
や
観
点
の
別
に
か
か
わ
ら
ず
︑
い
ず
れ
も
か
の
子
の
自
伝
と
し

て
︑
少
な
く
と
も
色
濃
く
か
の
子
自
身
が
反
映
さ
れ
た
作
品
と
解
釈
さ
れ
︑
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
︒
ま
た
︑
小
説
の
型﹅

︱
結
構

に
つ
い
て
は
︑
い
ず
れ
も
破
格
だ
と
い
う
判
断
は
共
有
さ
れ
な
が
ら
︑
作
品
評
価
の
局
面
に
お
い
て
は
賛
否
へ
と
分
裂
し
︑
否
定
的

な
立
場
か
ら
は
酷
評
さ
れ
た
︒
一
方
で
︑
肯
定
的
な
立
場
か
ら
は
︑
他
作
家
に
は
な
い
か
の
子
一
流
の
特
異
性
が
︑
そ
の
審
美
性
と

併
せ
て
顕
揚
さ
れ
た
︒
同
様
の
分
裂
は
︑
﹃
生
々
流
転
﹄
に
お
け
る
文
章
や
︑
現
実
性
︑
等
の
論
点
に
も
み
ら
れ
︑
そ
れ
で
い
て
評

価
の
前
提
と
な
る
﹃
生
々
流
転
﹄
解
釈
は
か
な
り
の
重
な
り
を
も
っ
て
い
た
︒

翻
っ
て
み
れ
ば
︑
本
稿
Ⅱ
で
検
証
し
た
と
お
り
︑
こ
う
し
た
傾
向
は
初
出
時
か
ら
明
ら
か
で
︑
表
面
上
は
極
端
な
賛
否
両
論
が
展
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開
さ
れ
な
が
ら
︑
同
時
代
に
類
例
を
み
な
い
破
格
の
小
説
︵
ら
し
き
も
の
︶
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
︑
書
評
は
そ
う
し
た

受
容
を
よ
り
端
的
に
表
明
し
た
も
の
と
い
え
る
︒

総
じ
て
︑
急
逝
の
報
道
・
追
悼
言
説
と
踵
を
接
し
て
発
表
さ
れ
て
い
っ
た
岡
本
か
の
子
の
遺
稿
﹃
生
々
流
転
﹄
と
は
︑
賛
否
両
面

に
お
い
て
︑
か
の
子
そ
の
人
と
不
可
分
な
特
徴
を
も
っ
た
作
品
と
し
て
︑
同
時
代
か
ら
受
容
さ
れ
て
い
た
の
だ
︒
そ
こ
に
は
︑
時
局

と
不
可
分
に
動
い
て
い
く
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
に
あ
っ
て
︵
18
︶

︑
死
ん
で
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
︑
︵
時
局
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
地

点
で
︶
独
自
の
審
美
性
が
そ
れ
自
体
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
い
う
︑
か
の
子
に
固
有
の
条
件
も
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
︵
19
︶

︒
ま

た
︑
後
年
議
論
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
︑
岡
本
一
平
の
関
与
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
当
時
は
否
定
的

な
評
価
も
目
立
っ
て
い
た
こ
と
も
︑
今
回
の
調
査
か
ら
明
ら
か
に
で
き
た
︒
今
後
も
同
時
代
の
視
座
か
ら
︑
岡
本
か
の
子
研
究
を
継

続
し
て
い
き
た
い
︒

注
︵
1
︶

小
田
良
弼
﹁
自
然

︱
岡
本
か
の
子
の
小
説
︵
二
︶

︱
﹂
︵
﹃
国
語
国
文
﹄
昭
三
五
・
一
︶
︑
二
頁
︒

︵
2
︶

津
島
佑
子
﹁
大
女
の
イ
メ
ー
ジ
︵
岡
本
か
の
子
全
集
第
二
巻
付
録

昭
和
四
九
年
六
月
︶
﹂
︵
﹃
岡
本
か
の
子
全
集

別
巻
│
付
録
﹄
冬
樹
社
︑
昭
五
三
︶
︑
一
三
頁
︒

併
せ
て
︑
丸
谷
才
一
﹁
解
説
﹂
︵
﹃
日
本
の
文
学
四
六
﹄
中
央
公
論
社
︑
昭
四
四
︶
も
参
照
︒

︵
3
︶

外
村
彰
﹁
岡
本
か
の
子
﹁
生
々
流
転
﹂
論

︱
﹁
水
の
性
﹂
の
在
処

︱
﹂
︵
﹃
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
﹄
平
一
九
・
三
︶
︑
五
一
頁

︵
4
︶

荒
井
と
み
よ
﹁
か
の
子
論
考

﹁
生
々
流
転
﹂
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
大
谷
学
報
﹄
平
二
・
一
二
︶
︑
三
五
～
三
六
頁
︒
な
お
︑
荒
井
と
み
よ
に
は
後
に
﹁
岡
本
か
の
子
と
い

う
工
房

︱
ふ
た
た
び
﹃
生
々
流
転
﹄
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂
︵
﹃
大
谷
学
報
﹄
平
七
・
一
︶
が
あ
り
︑
そ
こ
で
は
︽
﹃
生
々
流
転
﹄
は
長
編
と
は
い
え
︑
短
�
小
説
の
集

70



積
の
形
を
と
っ
て
い
る
︾
︑
︽
そ
の
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
︾
だ
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
整
理
を
示
し
て
い
る

︱
︽
①
父
を
め
ぐ
る
物
語
︑
②
母
を
め
ぐ
る
物
語
︑

③
Ｆ
学
園
の
物
語
︑
④
安
宅
先
生
を
め
ぐ
る
物
語
︑
⑤
U
岡
を
め
ぐ
る
物
語
︑
⑥
池
上
を
め
ぐ
る
物
語
︑
⑦
番
頭
嘉
六
の
物
語
︑
⑧
両
国
川
開
き
と
製
薬
会
社
の
五
人

娘
の
物
語
︑
そ
し
て
仮
の
大
団
円
と
な
る
︾
︑
︽
後
半
は
蝶
子
の
乞
食
行
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
話
が
並
ぶ
︾
︑
︽
①
夫
婦
乞
食
の
話
︑
②
材
木
店
の
ご
新
造

の
話
︑
③
文
吉
の
話
︑
④
貸
し
船
屋
の
お
秀
の
話
︑
⑤
母
子
乞
食
お
三
の
話
︑
⑥
学
者
乞
食
・
花
田
の
話
︑
⑦
百
瀬
・
新
百
瀬
家
の
物
語
︑
⑧
お
ぢ
さ
ん
・
市
塵
庵
春

雄
と
お
艶
の
物
語
︑
そ
し
て
再
び
大
団
円
に
な
る
か
に
み
え
る
が
︑
そ
こ
か
ら
も
物
語
は
は
み
出
し
流
れ
だ
し
て
い
く
︾
︵
二
一
頁
︶
︒

︵
5
︶

川
西
政
明
﹁
解
説

諸
行
無
常
の
﹁
い
の
ち
﹂
﹂
︵
岡
本
か
の
子
﹃
生
々
流
転
﹄
講
談
社
文
芸
文
庫
︑
平
五
︶
︑
五
二
八
～
五
二
九
頁
︒

︵
6
︶

天
沢
退
二
郎
﹁
岡
本
か
の
子
論
︵
岡
本
か
の
子
全
集
第
四
巻
付
録

昭
和
四
九
年
三
月
︶
﹂
︵
﹃
岡
本
か
の
子
全
集

別
巻
│
付
録
﹄
前
掲
︶
︑
一
〇
頁
︒

︵
7
︶

注
︵
6
︶
に
同
じ
︑
一
六
頁
︒
近
藤
祐
子
﹁
解
題
・
校
訂
﹂
︵
﹃
岡
本
か
の
子
全
集

第
六
巻
﹄
冬
樹
社
︑
昭
五
〇
︶
に
は
︑
大
い
に
教
え
ら
れ
た
︒

︵
8
︶

金
井
美
恵
子
﹁
岡
本
か
の
子
︵
岡
本
か
の
子
全
集
第
七
巻
付
録

昭
和
五
〇
年
六
月
︶
﹂
︵
﹃
岡
本
か
の
子
全
集

別
巻
│
付
録
﹄
前
掲
︶
︑
六
頁
︒

︵
9
︶

岩
淵
宏
子
﹁
﹃
生
々
流
転
﹄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

︱
乞
食
の
意
味

︱
﹂
︵
﹃
昭
和
学
院
短
期
大
学
紀
要
﹄
平
二
・
三
︶
︑
四
三
頁
︒

︵
10
︶

安
藤
恭
子
﹁
岡
本
か
の
子
﹃
生
々
流
転
﹄

︱
女
体
育
家
・
安
宅
先
生
を
中
心
に

︱
﹂
︵
安
川
定
男
編
﹃
昭
和
の
長
編
小
説
﹄
至
文
堂
︑
平
四
︶
︒

︵
11
︶

関
礼
子
﹁
﹃
生
々
流
転
﹄
に
お
け
る
女
性
一
人
称
﹂
︵
小
田
切
進
編
﹃
昭
和
文
学
論
考

マ
チ
と
ム
ラ
と
﹄
八
木
書
店
︑
平
二
︶
︑
三
三
五
頁
︒

︵
12
︶

瀬
戸
内
寂
聴
﹃
か
の
子
撩
乱
﹄
︵
講
談
社
文
庫
︑
昭
四
六
︶
参
照
︒

︵
13
︶

宮
内
淳
子
﹁
作
家
案
内

︱
岡
本
か
の
子
﹂
︵
岡
本
か
の
子
﹃
生
々
流
転
﹄
前
掲
︶
︑
五
四
四
頁
︒
併
せ
て
︑
有
吉
佐
和
子
・
岡
本
太
郎
﹁
〝
母
〟
な
る
か
の
子
﹂

︵
﹃
海
﹄
昭
四
九
・
八
︶
他
参
照
︒

︵
14
︶

こ
う
し
た
見
方
に
関
し
て
︑
横
井
司
﹁
都
を
出
る
娘

︱
岡
本
か
の
子
﹃
生
々
流
転
﹄
試
論
﹂
︵
﹃
続
岡
本
か
の
子
作
品
の
諸
相
﹄
専
修
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
畑

研
究
室
︑
平
八
︶
は
︑
︽
﹃
生
々
流
転
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
論
じ
る
難
し
さ
は
︑
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
岡
本
一
平
の
手
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
レ
ベ
ル
に
あ
る

の
で
は
な
く
︑
蝶
子
と
い
う
語
り
手
の
存
在
規
定
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︾
︵
一
一
五
頁
︶
と
い
う
︑
テ
ク
ス
ト
論
的
な
発
想
を
対
置
し
て
い
る
︒

な
お
︑
﹃
生
々
流
転
﹄
の
作﹅

者﹅

に
関
し
て
︑
高
良
留
美
子
﹃
岡
本
か
の
子

い
の
ち
の
回
帰
﹄
︵
¾
林
書
房
︑
平
一
六
︶
で
も
て
い
ね
い
な
検
討
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
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︵
15
︶

注
︵
4
︶
に
同
じ
︑
三
五
頁
︒

︵
16
︶

拙
論
﹁
岡
本
か
の
子
の
軌
跡

︱
同
時
代
評
価
か
ら
没
後
追
悼
言
説
ま
で
﹂
︵
同
﹃
日
中
戦
争
開
戦
後
の
文
学
場

報
告
／
芸
術
／
戦
場
﹄
神
奈
川
大
学
出
版
会
︑

平
三
〇
︶
参
照
︒

︵
17
︶

拙
論
﹁
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
﹃
若
草
﹄
﹁
文
壇
時
評
﹂

︱
〝
詩
〟
と
〝
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〟
﹂
︵
小
平
麻
衣
子
編
﹃
﹃
若
草
﹄
論
集
﹄
¾
林
書
房
︑
平
三
〇
︶
参

照
︒

︵
18
︶

拙
著
﹃
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
考
え
る

新
人
・
太
宰
治
・
戦
争
文
学
﹄
︵
立
教
大
学
出
版
会
︑
平
二
七
︶
参
照
︒

︵
19
︶

そ
う
な
ら
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
︑
堀
辰
雄
が
考
え
ら
れ
る
︒
伊
藤
整
﹁
解
説
﹂
︵
伊
藤
整
編
﹃
現
代
日
本
小
説
大
系

第
五
十
三
巻
﹄
河
出
書
房
︑
昭
二
六
︶

参
照
︒

※
原
則
と
し
て
︑
初
出
の
﹁
生
々
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