
小
林
秀
雄
の
私
小
説
批
評
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に

今
日
に
お
い
て
も
多
く
の
文
学
史
の
叙
述
に
お
い
て
、
私
小
説
が
日
本
独
自
の
文
学
形
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
学
史
叙
述
の
起
源
を
調
べ
て
い
く
時
、
戦
時
下
、
正
確
に
は
昭
和
一
五
年
前
後
か
ら

二
O
年
ま
で
の
私
小
説
論
議
に
お
い
て
、
同
様
の
主
張
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
は
、
私
小
説
で
描

か
れ
た
〈
私
〉
と
、
平
安
期
の
日
記
文
学
や
可
徒
然
草
L

や
『
奥
の
細
道
』
な
ど
の
随
筆
に
描
か
れ
た
〈
私
〉
と
の
、
一
致
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
大
正
以
来
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
私
小
説
論
議
の
、
復
古
的
風
潮
や
国
民
文
学
論
へ
の
合
流
で
あ
っ
た

小林秀雄の私小説批評

こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。

さ
ら
に
そ
の
起
源
を
遡
っ
て
い
く
と
、
昭
和
一

O
年
の
五
月
か
ら
八
月
ま
ゼ
『
経
済
往
来
』
に
連
載
さ
れ
た
「
私
小

説
論
」
を
初
め
と
す
る
、
小
林
秀
雄
に
よ
る
一
連
の
私
小
説
批
評
に
行
き
当
た
る
。
当
時
小
林
は
、
日
本
資
本
主
義
論
争
か
ら
マ

ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
学
ん
だ
ふ
し
が
見
ら
れ
、
後
に
詳
し
く
考
察
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
「
故
郷
を
失
っ
た
丈
学
」
や

寸
私
小
説
論
」
で
提
示
し
た
小
林
の
歴
史
認
識
は
、
労
農
派
の
そ
れ
に
近
似
し
て
い
る
。
戦
時
下
の
私
小
説
論
議
は
、
そ
の
よ
う

そ
し
て
、

1 



な
小
林
の
議
論
を
反
転
さ
ぜ
る
形
で
推
移
し
た
と
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
日

2 

本
資
本
主
義
論
争
と
小
林
の
私
小
説
批
評
と
の
接
点
を
探
り
つ
つ
、
最
終
的
に
は
、
戦
時
下
の
私
小
説
論
議
の
起
源
と
し
て
の

「
私
小
説
論
L

の
位
置
づ
け
を
、
試
み
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

〈私〉

の
封
建
的
性
格

へ
と
繋
が
る
、
小
林
の
本
格
的
な
私
小
説
批
評
は
寸
私
小
説
に
つ
い
て
L

か
ら
始
ま
る
。
と
く
に
注
目
す
べ
き

(
1
)
 

は
、
こ
こ
で
小
林
が
宇
野
浩
二
の
寸
私
小
説
私
見
し
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
宇
野
浩
二
は
こ
の
随
筆
に
お
い
て
、
自
然

寸
リ
山
ト
目
見
也
冊
一

1
ノ
ヨ
ヨ
ロ
三
日
L

主
義
が
成
立
し
て
以
来
、
今
日
ま
で
、
日
本
の
近
代
文
学
の
主
流
が
す
べ
て
私
小
説
の
側
に
あ
っ
た
と
論
じ
た
上
で
寸
こ
れ
は
日

本
だ
け
の
も
の
で
、

る
」
と
、
述
べ
て
い
る
。 ま

た
日
本
の
最
近
代
の
小
説
の
特
徴
の
一
っ
と
思
は
れ
る
が
、
よ
く
考
へ
て
見
る
と
不
思
議
な
現
象
で
あ

そ
れ
に
対
し
て
、
小
林
は
寸
今
日
重
要
な
問
題
は
、
守
よ
く
考
へ
て
み
る
と
不
思
議
な
現
象
で
あ
る
』

と
い
ふ
処
だ
け
に
あ
る
し
と
、
指
摘
す
る
。

小
林
が
一
言
う
、

寸
不
思
議
な
現
象
」

と
は
、
私
小
説
が
近
代
文
学
の
主
流
を
占
め
て
き
た
と
い
う
の
が
、

日
本
独
自
の
現
象
で

あ
り
、
西
洋
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
点
を
指
す
。
だ
か
ら
、
小
林
の
眼
に
は
そ
れ
が
「
今
日
重
要
な
開
題
し
に
映
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
結
果
、
今
日
の
文
学
を
考
え
る
こ
と
と
は
、
小
林
に
と
っ
て
、

日
本
近
代
文
学
が
、
西
欧
と
は
同
じ
コ

l
ス
を
辿
ら
な
か
っ

た
要
因
を
考
え
る
と
こ
ろ
に
収
数
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
私
小
説
論
L

』土

こ
の
よ
う
な
小
林
の
関
心
の
在
り
方
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。

こ
こ
で
小
林
は
、
寸
わ
が
国
の
自
然
主
義

小
説
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
と
い
ふ
よ
り
封
建
主
義
的
文
学
で
あ
り
、
西
洋
の
自
然
主
義
の
一
流
品
が
、
そ
の
限
界
に
時
代
性
を
持

っ
て
ゐ
た
に
反
し
て
、
わ
が
国
の
私
小
説
の
傑
作
は
個
人
の
明
瞭
な
顔
立
ち
を
示
し
て
ゐ
る
L

と
語
っ
て
い
る
。
封
建
と
近
代
と



い
う
歴
史
意
識
を
批
評
に
持
ち
込
み
、
日
本
国
有
の
文
学
現
象
で
あ
る
自
然
主
義
・
私
小
説
を
、
近
代
社
会
で
は
な
く
封
建
社
会

に
根
を
持
つ
文
学
と
し
て
捉
え
直
す
べ
き
こ
と
を
、
こ
こ
で
小
林
は
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
小
林
の
議
論
は
、
私
小
説
や
自
然
主
義
文
学
の
封
建
的
性
格
を
指
摘
す
る
点
に
お
い
て
、
今
日
の
文
学
史
的
常
識
か

ら
見
れ
ば
、

一
見
奇
異
に
も
見
え
る
。

そ
れ
は
あ
く
ま
で
今
日
か
ら
見
れ
ば
そ
う
見
え
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

し
か
し
、

先
ほ
ど
宇
野
浩
二
が
言
及
し
て
い
た
、
正
宗
白
鳥
に
せ
よ
、
徳
田
秋
声
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
、
田
山
花
袋
に
せ
よ
、
大
正
期
以
降

の
作
品
群
を
閲
し
た
場
合
、
長
谷
川
天
渓
が
「
一
切
の
因
習
的
思
想
や
、
理
想
を
排
斥
す
る
と
同
時
に
、
五
口
が
脳
底
に
映
じ
た
現

(
2
)
 

実
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
と
主
張
し
た
よ
う
な
、
既
成
道
徳
と
の
闘
争
の
姿
勢
は
も
は
や
姿
を
消
し
て
い
る
。
こ
の
時
期

の
自
然
主
義
文
学
は
、
む
し
ろ
虚
無
的
な
諦
観
が
全
体
を
覆
っ
て
い
る
よ
う
な
作
品
が
、
多
数
を
占
め
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
花

(
3
)
 

袋
の
『
残
雪
』
に
お
い
て
は
、
苦
悩
の
果
て
に
「
不
動
不
壊
の
金
剛
心
し
を
揖
み
、
宗
教
的
境
地
に
い
た
る
ま
で
の
心
的
過
程
が

(
4
)
 

「
東
京
の
一
二
十
年
L

に
は
、
次
の
よ
う

描
か
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
『
残
雪
L

執
筆
の
た
め
の
ノ

i
ト
と
し
て
の
意
味
を
持
つ

な
記
述
が
存
在
す
る
。

こ
う
し
て
時
は
移
っ
て
い
く
。
あ
ら
ゆ
る
人
物
も
、
あ
ら
ゆ
る
事
業
も
、
あ
ら
ゆ
る
悲
劇
も
、
す
べ
て
そ
の
中
へ
と
一
つ

一
つ
、
水
久
に
消
え
て
行
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
し
い
時
代
と
新
し
い
人
間
と
が
、
同
じ
地
上
を
自
分
一
人
の
生

百
年
後
は
?

小林秀雄の私小説批評

活
の
や
う
な
顔
を
し
て
歩
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
五
十
年
後
は
?

こ
こ
に
は
、
現
実
世
界
の
出
来
事
を
す
べ
て
は
か
な
い
夢
と
で
も
見
な
す
よ
う
な
、
諦
念
に
彩
ら
れ
た
宗
教
的
な
悟
達
の
境
地

が
、
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
確
か
に
宇
野
浩
二
、
小
林
秀
雄
、

そ
し
て
、

そ
の
影
響
下
で
執
筆
さ
れ
た
白

然
主
義
・
私
小
説
に
つ
い
て
の
批
評
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
と
な
る
。
既
成
道
徳
と
の
闘
争
を
く
り
返
し
た
明
治
四

O
年

そ
こ
に
姿
を
現
し
た
の

代
の
自
然
主
義
は
、
新
し
い
舶
来
の
文
学
に
酔
っ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
時
が
経
ち
、
酔
い
が
醒
め
た
時
、

は
日
本
古
来
の
文
学
的
土
壌
、

現
実
を
は
か
な
い
も
の
と
見
な
す
よ
う
な
諦
念
の
境
地
を
理
想
視
す
る
、

寸
私
の
封
建
的
残
浮
」

3 



で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
小
林
の
議
論
が
、
こ
の
よ
う
な
大
正
期
以
降
の
自
然
主
義
文
学
、
私
小
説
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
こ

4 

と
は
、
間
違
い
な
い
。

さ
ら
に
、

興
味
深
い
の
は
、

こ
の
よ
う
な
自
然
主
義
や
私
小
説
に
描
か
れ
た
〈
私
〉

の
虚
無
性
L

(

前
掲
寸
現
実
派
と
理
想
派
」
)
を
指
し
て
、
小
林
が
、

て
、
解
析
を
試
み
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
封
建
主
義
的
L

、
あ
る
い
は
寸
封
建
的
L

の
諦
観
や
宗
教
的
悟
達
、
「
伝
統
的
自
我

と
い
う
表
象
を
用
い

こ
こ
で
同
時
代
の
批
評
に
眼
を
転
じ
て
み
る
と
、

や
は
り
、

〈
封
建
的
〉

と
い
う
表
象
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
自
然
主
義
・
私

小
説
を
解
析
し
た
批
評
を
、
散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
篠
田
太
郎
「
日
本
に
於
け
る
自
然
主
義
文
学
の
社
会
的
性

(
5
)
 

質
に
つ
い
て
し
に
は
、
寸
自
然
主
義
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
理
論
で
あ
り
、
封
建
時
代
的
な
遺
制
、
観
念
の
排
撃
を
以
て
新
時
代
の
ブ

ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
の
た
め
に
新
た
な
る
制
度
・
生
活
・
観
念
を
建
設
す
る
た
め
の
基
礎
を
築
く
も
の
で
あ
り
、

そ
の
将
来
は
帝
国
主

義
に
向
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
L

「
日
本
に
於
て
特
殊
の
性
質
を
帯
び
た
が
大
体
こ
の
方
向
を
と
っ
て
ゐ
る
し

(
6
)
 

あ
る
い
は
、
佐
藤
信
衛
「
文
学
者
は
ど
ん
な
市
民
か
し
に
は
、
「
日
本
の
社
会
は
尚
多
く
の
封
建
的
残
存
物
を
包
蔵
し

と
い
う
記
述
が
存

在
す
る
。

た
半
封
建
的
社
会
で
あ
り
、

市
民
階
級
は
未
だ
政
治
的
文
化
的
に
成
熟
し
て
ゐ
な
か
っ
た
」

「
大
正
期
以
降
に
於
て
も
我
が
国
の

文
化
及
び
文
芸
は
十
分
に
市
民
的
で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
」
と
い
う
記
述
が
、
存
在
す
る
。

こ
の
内
、
篠
田
の
つ
日
本
に
於
け
る
自
然
主
義
文
学
の
社
会
的
性
質
に
つ
い
て
し
は
、
小
林
の
「
私
小
説
論
」
発
表
に
先
立
つ

こ
と
一
年
半
、
昭
和
八
年
の
一
一
一
月
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

一
読
し
て
明
ら
か
な
と
お
り
、

は
っ
き
り
と
マ
ル
キ
シ
ズ

ム
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
篠
田
の
場
合
、
西
欧
の
自
然
主
義
文
学
と
比
べ
た
場
合
の
日
本
自
然
主
義
の
特

殊
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
を
「
封
建
的
L

性
格
と
は
明
確
に
規
定
せ
ず
、
む
し
ろ
、
封
建
主
義
的
な
遺
制
に
対
す
る
闘
争
的
性

格
に
、
そ
の
本
質
を
見
ょ
う
と
し
て
い
る
。
長
谷
川
川
天
渓
の
批
評
を
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
捉
え
直
し
た
分
析
と
言
っ
て
も

:、
o

-
L
 



こ
こ
で
、
注
意
す
べ
き
は
、
自
然
主
義
文
学
を
封
建
主
義
的
遺
制
と
闘
争
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
と
規
定
す
る
以
上
、
明
治
維

新
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
、
封
建
主
義
社
会
を
解
体
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
規
定
す
る
歴
史
認
識
を
、
前
提
と
し
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
。
篠
田
に
せ
よ
、
小
林
に
せ
よ
、
佐
藤
に
せ
よ
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
示
し
た
歴
史
認
識
へ
の
牽
引
と
反
擦
の
中

で

同
時
代
文
学
の
解
析
を
試
み
た
と
、
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
主
義
や
私
小
説
の
分
析
に

と
い
う
キ
!

〈
封
建
的
〉

ワ
ー
ド
を
用
い
る
の
は
、
同
時
代
の
批
評
を
見
る
限
り
、
小
林
の
専
売
特
許
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
時
代
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
眼
を
転
じ
る
と
、
〈
封
建
〉
と
い
う
表
象
は
、

で
も
封
建
遺
制
論
争
を
通
じ
て
、
同
時
代
の
論
壇
に
定
着
化
し
つ
つ
あ
っ
た
事
実
に
気
が
つ
く
。
そ
し
て
、
小
林
の
私
小
説
観
に

も
、
日
本
資
本
主
義
論
争
の
影
響
の
跡
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
日
本
資
本
主
義
論
争
、

そ
の
中

し
か
し
、
小
林
が
「
私
小
説
論
」
で
あ
っ
か

(
7
)
 

っ
た
の
と
、
テ
1
マ
と
し
て
ま
っ
た
く
重
な
る
、
封
建
遺
制
論
争
に
絞
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
青
木
孝
平
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
も

論
争
は
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
そ
の
性
格
を
二
百
で
言
い
表
す
こ
と
は
難
し
い
。

っ
と
も
根
本
的
な
対
立
点
は
、
農
村
の
封
建
的
要
素
、

お
よ
び
天
皇
制
国
家
の
絶
対
主
義
的
性
格
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
維
新
に
よ
っ
て
幕
藩
体
制
は
山
崩
壊
し
、
大
名
の
領
有
権
は
剥
奪
さ
れ
た
が
、
も
う
一

方
に
お
い
て
江
戸
以
来
の
地
主
制
は
む
し
ろ
強
化
さ
れ
、
農
村
に
は
封
建
的
な
慣
習
は
い
ま
だ
、
強
固
に
存
在
し
て
い
た
。

講
座
派
は
こ
れ
を
半
封
建
的
土
地
所
有
と
規
定
し
、
日
本
資
本
主
義
は
、
こ
の
よ
う
な
半
農
奴
制
的
零
細
農
と
支
配
す
る
封
建

あ
っ
た
、

小林秀雄の私小説批評

的
領
主
と
資
本
家
勢
力
の
勢
力
の
均
衡
の
上
に
な
り
た
つ
も
の
と
規
定
し
た
。
た
と
え
ば
、
平
野
義
太
郎
は
「
明
治
維
新
に
お
け

(
8
)

ド

る
政
治
的
支
配
形
態
L

に
お
い
て
、
っ
明
治
政
府
し
は
「
地
租
改
正
し
に
よ
っ
て
寸
半
封
建
的
土
地
所
有
を
拡
大
的
に
再
生
産
さ

寸
明
治
政
府
の
政
治
支
配
形
態
L

t土

「
半
隷
農
体
制
を
維
持
し
な
が
ら
資
本
主
義
を
助
長
す
る
と

せ
る
方
向
に
む
か
は
せ
た
し
、

い
ふ
半
農
奴
的
資
本
主
義
の
も
つ
基
本
的
矛
盾
に
制
約
せ
ら
れ
る
し
と
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
天
皇
制
国
家
は
、
こ
の
よ
う
な

両
者
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
権
力
と
し
て
、
西
欧
に
お
い
て
、
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
過

う



渡
期
に
成
立
し
た
寸
絶
対
王
政
し
に
照
応
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

つ
ま
り
明
治
維
新
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で
は
な
く
、
純
粋

6 

封
建
制
か
ら
絶
対
主
義
へ
の
権
力
再
編
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
労
農
派
は
、
資
本
主
義
の
成
立
は
封
建
制
の
解
体
を
前
提
と
し
て
お
り
、
封
建
的
土
地
所
有
の
上
に
成
立
し

た
資
本
主
義
な
ど
存
在
し
な
い
と
批
判
し
た
。
農
民
の
意
識
に
お
い
て
地
代
は
す
で
に
貨
幣
化
さ
れ
て
お
り
、
維
新
後
の
新
地
主

や
小
作
農
は
、
近
代
的
土
地
所
有
制
度
に
半
ば
移
行
し
つ
つ
あ
る
、
封
建
的
慣
習
が
残
る
と
し
て
も
、
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も

(
9
)
 

「
現
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
政
治
的
地
位
」

に
早
晩
消
滅
し
て
い
く
は
ず
で
あ
る
、

と
労
農
派
は
見
な
し
て
い
る
。
猪
俣
津
南
雄
は
、

「
我
が
地
主
の
多
く
は
、
資
本
主
義
の
発
展
と
共
に
次
第
に
貨
幣
資
本
家
に
転
じ
た
。
彼
等
は
、
小
作
人
が
貢
入
す

る
余
剰
価
値
を
、
再
び
土
地
や
農
業
に
放
下
す
る
代
り
に
、
銀
行
の
定
期
預
金
と
化
し
、
公
債
、
株
券
、
社
債
に
投
じ
た
L

と
論

(
山
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
国
家
権
力
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
り
、
山
川
均
が
「
政
治
的
統
一
戦
線
へ
」
で
、
「
わ
が
国
に

に
お
い
て
、

じ
て
い
る
。

お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
治
的
発
展
の
現
在
の
段
階
は
、

一
般
的
に
は
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
開
始
せ
ら
れ
た
封
建
的
勢
力

か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
へ
の
政
権
の
推
移
を
完
了
し
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
治
的
支
配
を
確
立
す
る
に
い
た
っ
た
し
と
述
べ
る

よ
う
に
、

た
と
え
絶
対
主
義
的
な
遺
制
を
残
し
て
い
る
と
し
て
も
、
天
皇
制
は
基
本
的
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
一
形
態
と
し
て

の
立
憲
君
主
制
に
他
な
ら
ず
、
明
治
維
新
に
つ
い
て
も
不
徹
底
な
面
も
持
つ
が
、
厳
密
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
見
な
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
、
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

先
に
言
及
し
た
篠
田
太
郎
の
批
評
が
、
山
川
の
歴
史
認
識
を
踏
ま
え
て
、
自
然
主
義
文
学
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
試
み
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
小
林
の
場
合
は
、
日
本
資
本
主
義
論
争
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
た

の
か
。結

論
か
ら
言
え
ば
、
小
林
秀
雄
の
批
評
と
日
本
資
本
主
義
論
争
と
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
差
異
は
、
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
た
議
論

の
応
酬
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
分
析
の
対
象
を
農
村
か
ら
都
市
に
移
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

お
そ
ら
く
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
日



本
の
近
代
文
学
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
明
治
以
降
東
京
在
住
の
作
家
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
侭
よ
り
も
小
林
自
身
、

東
京
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

(日〉

「
故
郷
を
失
っ
た
文
学
」
に
お
い
て
、
小
林
は
「
東
京
に
生
ま
れ
た
私
ぐ
ら
ゐ
の
歳
頃
の
大
多
数
の
人
々
し
に
と
っ
て
、
「
司
東

京
に
生
ま
れ
た
と
い
ふ
事
』
は
『
江
戸
つ
見
L

な
ど
と
い
ふ
言
葉
で
言
ひ
表
は
せ
る
も
の
で
は
な
い
L

と
述
べ
た
上
で
、
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。

た
と
へ
東
京
生
れ
の
人
達
で
も
、

(
中
略
)
一
立
回
っ
て
み
れ
ば
東
京
に
生
ま
れ
な
が
ら
東
京
に
生
ま
れ
た
と
い
ふ
事
が
ど
う
し
て
も
合
点
出
来
な
い
、
又
言
っ
て
み

一
と
廻
り
も
年
が
上
な
ら
も
う
通
じ
難
い
の
ち
ゃ
な
い
か
と
思
は
れ
る
も
の
が
あ
る
。

れ
ば
自
分
に
は
故
郷
と
い
ふ
も
の
が
な
い
、
と
い
ふ
よ
う
な
一
種
不
安
な
感
情
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の

「
江
戸
つ
児
L

と
い
う
言
葉
と
、
「
私
小
説
論
L

で
一
言
う
と
こ
ろ
の

「
私
の
封
建
的
残
淳
し
を
、
概
念

と
し
て
等
符
で
結
ぶ
な
ら
ば
、
右
の
言
辞
に
お
い
て
小
林
の
試
み
た
自
己
解
析
の
意
味
が
明
ら
か
と
な
る
。
自
意
識
の
解
析
に
拘

泥
し
続
け
た
小
林
は
、
私
小
説
へ
の
関
心
を
持
つ
に
到
っ
て
、
西
欧
と
は
異
な
る
日
本
的
特
殊
性
を
〈
私
〉
は
背
負
っ
て
い
る
の

か
、
背
負
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
背
負
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
な
ぜ
か
、

と
問
い
か
け

始
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
東
京
に
産
ま
れ
育
っ
た
〈
私
〉

の
解
析
を
試
み
た
時
、

そ
こ
に
見
え
た

〈私〉

の
姿
と
は
、
「
封
建
的
残
浮
」
を
一
切
払
拭
し
た
、

つ
ま
り
、
す
で
に
つ
江
戸
つ
児
し
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
、

小林秀雄の私小説批評

〈
私
〉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
橋
川
文
三
は
、
小
林
が
『
日
本
発
達
史
講

(ロ)

座
L

の
成
果
か
ら
学
ん
だ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
小
林
の
解
析
は
、
封
建
遺
制
論
争
に
お
い
て
講
座
派
に

故
郷
喪
失
者
、
寸
都
会
人
と
い
ふ
抽
象
人
L

と
し
て
の

対
峠
し
た
労
農
派
に
や
や
近
い
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
。
小
林
の
言
う
寸
都
会
人
し
を
、
近
代
文
明
と
資
本
主
義
の
発
達
が
産

み
だ
し
た
新
し
い
社
会
の
人
間
の
在
り
方
と
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
明
治
維
新
は
講
座
派
の
言
う
よ
う
な
、
封
建
主
義
社
会
内
部

た
だ
し
、
労
農
派
と
ま
っ
た
く
同
じ
歴
史
認
識
に
立
つ
わ
け
で
も
な
い
。
小
林
は
、

に
お
け
る
権
力
の
移
譲
で
は
あ
り
え
な
い
。

7 



先
に
言
及
し
た
猪
俣
の
よ
う
に
、
農
村
に
お
け
る
近
代
性
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
都
市
に
関
し
て
は
、

8 

正
確
に
言
え
ば
、
東
京
と
い
う
都
会
に
生
ま
れ
育
っ
た
自
分
や
自
分
と
同
じ
世
代
に
関
し
て
言
え
ば
、

〈私〉

の
内
部
に

寸
封
建

的
残
浮
し
は
一
切
見
あ
た
ら
な
い
と
、
一
一
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
寸
私
小
説
論
し
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
存
在
す
る
。

わ
が
国
の
自
然
主
義
文
学
の
運
動
が
、

遂
に
独
特
な
私
小
説
を
育
て
上
げ
る
に
至
っ
た
の
は
、

(
中
略
)
何
を
置
い
て
も
先
ず

西
洋
に
私
小
説
が
生
れ
た
外
的
事
情
が
わ
が
国
に
な
か
っ
た
事
に
よ
る
。
自
然
主
義
文
学
は
輸
入
さ
れ
た
が
、
こ
の
文
学
の

背
景
た
る
実
証
主
義
思
想
を
育
て
る
た
め
に
は
、

わ
が
国
の
近
代
市
民
精
神
は
狭
隆
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
要
ら
な
い
古

い
肥
料
、
が
多
す
ぎ
た
の
で
み
め
る
。
新
し
い
思
想
を
育
て
る
地
盤
、
が
な
く
と
も
、
人
々
は
新
し
い
思
想
に
酔
ふ
事
は
出
来
る
。

ま
た
、
小
林
は
同
じ

寸
町
出
七
H
J
料
品
也
削
川
一

1
ノ

i
三
一
日
し

で
、
っ
私
の
封
建
的
残
淳
と
社
会
の
封
建
的
残
浮
の
微
妙
な
一
致
の
上
に
私
小
説
は
潤
熟

し
て
行
っ
た
L

と
も
、
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
小
林
の
認
識
の
目
新
し
さ
は
、
自
然
主
義
文
学
や
私
小
説
を
二
重
構
造
と
し

て
捉
え
て
い
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
主
義
の
作
家
達
は
、
主
観
的
に
は
封
建
遺
制
と
闘
争
す
る
近
代
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

体
現
者
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
よ
う
な
自
己
意
識
を
客
観
的
に
見
れ
ば
、
単
に
西
欧
の
思
想
に
心
酔
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
、

そ

う
で
あ
る
以
上
、
〈
酔
い
〉
が
醒
め
た
時
、
彼
ら
が
内
包
す
る
本
来
の

〈私〉、

つ
ま
り
、
「
私
の
封
建
的
残
淳
し
が
、

ふ
た
た
び

姿
を
現
す
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
、

し
か
も
、

そ
の
よ
う
な
〈
私
〉
は
っ
社
会
の
封
建
的
残
淳
」
と
い
う
物
質
的
基
盤
に

支
え
ら
れ
て
い
る
。
小
林
の
自
然
主
義
・
私
小
説
観
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ふ
た
た
び
講
座
派
の
歴
史
認
識
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
山
田
盛
太
郎
は

(
悶
)

「
工
場
工
業
の
発
達
L

に
お
い
て
、

「
日
本

資
本
主
義
の
根
本
的
特
徴
L

と
し
て
、

寸
日
本
で
の
産
業
資
本
の
確
立
過
程
(
明
治
三
十
年
乃
至
四
十
年
頃
)
」

ヵ:

「
半
農
奴
的
年
貢

徴
収
と
半
奴
隷
的
労
役
と
の
相
闘
を
編
成
守
つ
け
る
所
の
、
又
産
業
資
本
と
帝
国
主
義
転
化
と
を
同
時
に
規
定
づ
け
る
所
の
過
程
と

そ
の
宏
峻
な
る
公
的
装
備
を
遂
げ
え
た
こ
と
し
を
、
指
摘
し

し
て
現
は
れ
L

、
「
半
農
奴
的
軍
事
的
帝
国
主
義
へ
の
転
化
を
遂
げ
、



て
い
る
。

小
林
と
比
べ
た
場
合
、

日
本
に
お
け
る

〈
近
代
〉
、
資
本
主
義
の
成
立
期
を
、

ど
の
時
期
に
見
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、

両
者
の
簡
に
決
定
的
な
差
異
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
山
田
盛
太
郎
は
「
日
本
で
の
産
業
資
本
の
確
立
過
程
(
明
治
三
十

年
乃
至
四
十
年
頃
)
L

に
形
成
さ
れ
た

を
形
成
し
て
い

「
半
農
奴
的
軍
事
的
帝
国
主
義
し
が
、

「
日
本
資
本
主
義
の
根
本
的
特
徴
L

る
、
す
な
わ
ち
、
寸
社
会
の
封
建
的
残
浮
L

こ
そ
が
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
性
で
あ
り
、

そ
れ
は
今
日
も
変
わ
ら
な
い
と
、
主
張

そ
れ
に
対
し
て
、
小
林
は
、
明
治
三
、
四

0
年
代
に
お
い
て
は
、
「
社
会
の
封
建
的
残
浮
L

は
存
在
し
た
し
、
そ
れ

を
物
質
的
基
盤
と
し
て
自
然
主
義
文
学
が
成
立
し
た
の
は
認
め
る
に
し
て
も
、
今
日
に
お
い
て
は
す
で
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
、

し
て
い
る
。

主
張
し
て
い
る
o

「
江
戸
つ
見
し
と
い
う
言
葉
は
、
「
た
と
へ
東
京
生
れ
の
人
達
で
も
、

一
と
廻
り
も
年
が
上
な
ら
も
う
通
じ
難
い

の
ぢ
ゃ
な
い
か
と
思
は
れ
る
L

と
、
小
林
は
述
べ
る
。

つ
ま
り
、
「
江
戸
つ
児
し
と
い
う
寸
封
建
的
残
淳
L

は
、
「
一
と
廻
り
」
上

の
世
代
で
は
共
有
さ
れ
て
い
る
が
、

寸
東
京
に
生
ま
れ
た
私
ぐ
ら
ゐ
の
歳
頃
の
大
多
数
の
人
々
L

で
は
す
で
に
消
滅
し
て
し
ま
っ

て
い
る
、

言
い
換
え
れ
ば
、
明
治
国

0
年
代
か
ら
今
日
ま
で
の
問
に
、

を
支
え
る
現
実
的
基
盤
が
消
滅
し
て
し

寸
封
建
的
残
淳
」

ま
っ
た
と
、
小
林
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
近
代
化
に
は
発
展
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
山

田
の
主
張
に
従
え
ば
、
日
本
の
近
代
は
明
治
二
寸
四

O
年
頃
に
そ
の
「
根
本
的
特
徴
し
を
決
定
し
、
以
後
約
一
二

O
年
、
そ
の
姿
を

小
林
的
視
点
に
立
て
ば
、
山
田
の
言
う
寸
日
本
資
本
主
義
し
、

小林秀雄の私小説批評

変
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
小
林
は
た
と
え
明
治
三
、
四

O
年
の
段
階
で
、
多
量
な
る
封
建
的
残
存
物
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
資
本

に
発
展
が
あ
る
な
ら
ば
、
同
時
に
こ
の
残
存
物
を
破
壊
し
、
さ
ら
に
、
資
本
主
義
化
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
と
見
て
い
る
の
で

の
自
己
意
識
は
、
封
建
的
残
存
物
が
払
拭
さ
れ
た
今
日
の
状
況
を
物
質
的
基
盤
と
し
て
成
立
し
て

あ
り
、
今
日
に
生
き
る
〈
私
〉

い
る
と
、
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

猪
俣
津
南
雄
は
、
前
掲
「
現
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
政
治
的
地
位
L

寸
五
日
々
は
封
建
的
絶
対
主
義
の
強
き
残
存
を
認
め

に
お
い
て
、

9 



る
。
だ
が
し
か
し
、

そ
れ
は
し
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
残
存
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
」
、

寸
物
質
的
基
盤
を
失
っ
て

10 

い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
L

と
、
論
じ
て
い
る
。

一
方
、
小
林
は
未
だ
文
壇
の
主
流
を
占
め
る
私
小
説
に
つ
い
て
、
寸
外
的

な
経
済
的
な
事
情
に
よ
っ
て
、
社
会
の
生
活
様
式
は
急
速
に
変
っ
て
行
っ
た
が
、
作
家
等
(
筆
者
注
、
私
小
説
作
家
を
指
す
)
の
伝
統

的
な
も
の
の
考
へ
は
容
易
に
変
る
筈
が
な
か
っ
た
し
(
「
私
小
説
諭
し
)
と
分
析
し
て
見
ぜ
て
い
る
。
小
林
の
私
小
説
観
と
猪
俣
の
日

本
資
本
主
義
観
が
、
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
小
林
に
と
っ
て
、
虚
無
的
な
諦
観
を
自
己
意
識
と
す
る
よ
う
な

私
小
説
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
残
存
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

た
と
え
、
今
日
な
お
純
文
学
と
し
て
文
壇
を
席
巻

し
て
い
た
と
し
て
も
、
物
質
的
基
盤
を
喪
失
し
て
い
く
以
上
、

や
が
て
消
滅
し
て
い
く
宿
命
を
免
れ
え
な
い
と
見
て
い
た
の
で
あ

る

故
郷
を
失
っ
た

〈私〉

の
抽
象
性

で
は
、

寸
私
の
封
建
的
残
淳
L

を
支
え
る
物
質
的
基
盤
を
喪
失
し
た
結
果
、
私
小
説
は
ど
の
よ
う
に
変
質
し
て
い
く
と
、
小
林

は
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

小
林
は
「
故
郷
を
失
っ
た
文
学
L

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
に
何
か
し
ら
具
体
性
と
い
ふ
も
の
が
大
変
欠
如
し
て
ゐ
る
事
に
気
づ
く
。

に
地
を
つ
け
た
人
間
、
社
会
人
の
面
貌
を
見
つ
け
る
事
が
容
易
で
は
な
い
。

自
分
の
生
活
を
省
み
て
、

し
っ
か
り
と
足

一
と
口
に
一
言
へ
ば
東
京
に
生
れ
た
東
京
人
と
い

ふ
も
の
を
見
付
け
る
よ
り
も
、
実
際
何
処
に
生
れ
た
の
で
も
な
い
都
会
人
と
い
ふ
抽
象
人
の
顔
の
方
が
見
付
け
や
す
い
。

小
林
が
こ
こ
で
一
言
う
と
こ
ろ
の
故
郷
喪
失
者
、
寸
都
会
人
と
い
ふ
抽
象
人
L

と
し
て
の
〈
私
〉

と
は
、
宗
教
的
な
諦
念
や
虚
無

感
と
い
う
よ
う
な
、
自
己
意
識
を
組
織
化
し
、
構
造
化
す
る
た
め
の
、

「
封
建
主
義
的
L

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
す
で
に
解
体
し
て
し



ま
っ
た
時
代
を
生
き
る
現
代
人
の
謂
い
で
あ
る
こ
と
は
、

小
林
は
そ
の
姿
を
、

(
M〕

「
小
説
の
問
題
I
L

に
お
い
て
、

間
違
い
な
い
。

「
機
械
の
暴
力
が
自
然
の
形
や
運
動
を
変
化
し
撹
乱
し
て
行
く
に
つ
れ
て
、

た
Y

馬
鹿
面
を
し
て
街
頭
に
立
て
ば
、
過
度
に
加
工
さ
れ
た
街
々
の
運
動
が
既
に
夢
な
の
で
あ
る
し
と
説
明
す
る
。
都
市
文
明
、

自
然
の
姿
は
次
第
に
夢
類
似
し
て
来
る
」

っ
人
々
は

機
械
文
明
が
産
み
だ
し
た
様
々
な
新
し
い
感
覚
が
人
々
の
神
経
を
絶
え
ず
刺
激
し
た
結
果
、
生
成
変
化
す
る
様
々
な
感
覚
の
束
と

し
て
し
か
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
、
寸
都
会
人
L

の
在
り
方
そ
の
も
の
こ
そ
、
小
林
の
言
う
っ
抽
象
人
し
を
意
味
し
て

い
る
。
新
感
覚
派
を
は
じ
め
と
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
が
そ
の
文
学
の
基
本
に
据
え
た
都
市
感
覚
を
、
小
林
は
近
代
文
明
の
病
理

と
し
て
捕
ら
え
て
い
る
。

あ
る
い
は
、

「
文
学
界
の
混
乱
」

に
お
い
て
は
、

「
自
分
の
意
識
L

が

寸
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
程
無
秩
序
な
有
様
に
な
っ
て
ゐ

る
L

1

秩
序
あ
る
意
識
が
秩
序
あ
る
真
理
を
捕
へ
、

過
不
足
の
な
い
意
識
が
過
不
足
の
な
い
真
理
を
捕
へ
る
、

そ
ん
な
事
は
も
う

少
く
と
も
文
学
の
世
界
で
は
、

お
伽
噺
に
過
ぎ
ぬ
し
と
も
語
っ
て
い
る
。
人
が
、
神
経
を
刺
激
す
る
感
覚
そ
の
も
の
と
化
せ
ば
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
恒
久
的
な
、
統
一
的
人
格
と
し
て
の

〈
私
〉
を
、
も
は
や
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
抽
象
人
し
あ
る
い

土

「
苗

7
1
L

と
い
う
言
葉
に
は
、
「
秩
序
あ
る
意
識
し

を
収
奪
さ
れ
た
浮
遊
感
の
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
中
津
臨
川
は
大
正
四

年
の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
、
近
未
来
の
日
本
で
は
「
急
激
な
物
質
的
富
の
勃
興
」
が
っ
凡
て
の
社
会
制
度
を
繁
雑
に
し
、
日
肱

(

日

叩

)

る
し
く
人
間
の
外
的
刺
激
を
増
加
し
た
L

結
果
と
し
て
、
「
一
々
の
個
人
か
ら
も
有
機
的
統
一
が
奪
わ
れ
し
る
と
述
べ
て
い
る
が
、

小林秀雄の私小説批評

小
林
の
自
己
解
析
は
、

ま
さ
に
そ
れ
を
生
き
て
い
る
〈
私
〉
を
発
見
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
恒
久
的
な
〈
私
〉
を
都
会
文
明
に
よ
っ
て
収
奪
さ
れ
た
時
、
文
学
は
〈
私
〉
を
如
何
に
描
く
べ
き
で
ふ
め
る
の
か
。
こ
の

(
げ
)

問
題
に
つ
い
て
、
小
林
は
寸
守
紋
章
』
と
『
風
雨
強
か
る
べ
し
』
と
を
読
む
L

に
お
い
て
、
次
の
様
に
、
述
べ
て
い
る
。

僕
等
は
も
は
や
自
然
主
義
作
家
等
の
信
じ
た
個
人
と
い
ふ
単
位
、
こ
れ
に
付
属
す
る
様
々
な
性
格
規
定
を
信
ず
る
事
が
出

来
な
い
。
そ
れ
と
い
ふ
の
も
偶
人
を
捕
か
ず
社
会
を
描
け
と
い
ふ
理
論
に
よ
っ
て
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
、
僕

11 



等
が
お
互
の
性
格
の
最
も
推
測
し
難
い
時
代
に
棲
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
事
実
か
ら
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
性
格
は

12 

個
人
の
う
ち
に
は
も
は
や
安
定
し
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
個
人
と
個
人
と
の
関
係
の
上
に
あ
ら
は
れ
る
と
い
ふ
も
の
に
な
っ
た
。

性
格
と
は
人
と
人
と
の
交
渉
の
上
に
明
滅
す
る
一
種
の
文
学
的
過
程
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
言
う

ー
個
人
の
う
ち
に
は
も
は
や
安
定
し
て
ゐ
な
い
」
性
格
、

あ
る
い
は

寸
個
人
と
個
人
と
の
関
係
の
上
に
あ
ら
は

れ
し
っ
人
と
人
と
の
交
渉
の
上
に
明
滅
す
る
一
種
の
文
学
的
過
程
と
な
っ
た
L

性
格
と
は
、

た
と
え
ば
、
横
光
利
一
の

可
機
械
』

や
牧
野
信
一
の
初
期
作
品
群
を
想
起
し
て
み
れ
ば
、
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

(

刊

日

)

牧
野
の

τ或
る
五
月
の
朝
の
話
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

寸
お
前
は
運
動
は
得
意
な
の
?
」

F
は
一
寸
険
し
い
目
付
を
し
て
、
彼
の
返
答
を
待
っ
た
。
不
得
意
に
は
違
ひ
な
か
っ
た
が
、

不
得
意
だ
と
正
直
に
答
へ
て
し
ま
う
の
が
、
彼
は
具
合
が
悪
か
っ
た
。
常
々
彼
は

F
の
趣
味
に
お
も
ね
っ
て
、

い
か
に
も
白

分
は
運
動
好
き
の
快
活
な
若
者
で
あ
る
と
い
ふ
風
に
見
せ
か
け
て
ゐ
た
か
ら

l
l
(
中
略
)
:
:
:
夏
休
み
に
な
っ
た
ら
、
産
ぐ

さ
ま
何
処
か
遠
方
の
水
泳
場
へ
出
掛
け
て
、
万
事
の
掛
っ
て
専
心
泳
ぎ
を
練
習
す
る
ぞ
、

一
ト
月
で
上
達
す
る
だ
ら
う

こ
こ
で
、
主
人
公
は
妹
に
期
待
さ
れ
る
〈
運
動
好
き
の
快
活
な
若
者
〉
と
し
て
の
自
己
を
賢
明
に
演
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
妹
が
期
待
す
る
自
己
像
に
、
生
身
の
自
己
を
一
致
さ
せ
る
た
め
に
、
水
泳
の
練
習
を
す
る
こ
と
ま
で
決
意
し
て
い
る
。
彼

は
ほ
ん
も
の
の
自
分
を
他
人
に
さ
ら
け
出
す
と
い
う
よ
う
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
人
が
築
い
た
虚
構
の
私
と
同
体

化
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
主
人
公
は
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
は
不
変
性
を
も
っ
た
人
格
と
し
て
存
在
す
る

の
で
は
な
く
、
他
人
と
の
関
係
の
在
り
方
に
よ
っ
て
た
え
ず
姿
を
変
え
る
、

可
変
的
な
何
者
か
に
過
ぎ
ず
、

〈私〉

と
は
自
己
に

関
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
発
生
さ
せ
る
場
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
描
か
れ
た
主
人
公
の
姿
は
、
小
林
の
言
う
「
個
人
と
個
人
と
の
関
係

の
上
に
あ
ら
は
れ
L

寸
人
と
人
と
の
交
渉
の
上
に
明
滅
す
る
一
種
の
文
学
的
過
程
」

と
な
っ
た

寸
性
格
し

に
相
応
す
る
。

こ
の
よ

う
な
可
変
的
な
〈
私
〉
の
在
り
方
に
、
小
林
は
都
市
文
明
に
よ
っ
て
恒
久
的
人
格
を
収
奪
さ
れ
た
〈
私
〉

の
姿
を
見
出
し
て
い
る



と
見
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
の
『
贋
金
づ
く
り
L

を
取
り
上
げ
て
、
寸
私
小
説
は
亡
び
た
が
、

人
々
は
『
私
L

を
征
服
し
た
だ
ら
う
か
」
と
語
る
の
も
、
以
上
の
文
脈
か
ら
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
小
林
は
ジ
イ
ド
の

「
小
説
の
登
場
人
物
等
は
、
作
者
に
よ
っ
て
好
都
合
な
性
格
を
持
た
さ
れ
、
あ
る
型
の
情
熱
を
、
心
理
の
動
き
を

小
林
が
っ
私
小
説
論
」
に
お
い
て
、

問
題
意
識
を
、

持
た
さ
れ
る
が
L

1

人
間
は
実
際
に
は
」
「
さ
う
い
ふ
風
に
は
生
き
ら
れ
な
い
し
と
解
析
し
て
み
せ
て
い
る
。
こ
の
言
辞
は
、
先
に

言
及
し
た
「
僕
等
は
も
は
や
自
然
主
義
作
家
等
の
信
じ
た
個
人
と
い
ふ
単
位
、
こ
れ
に
付
属
す
る
様
々
な
性
格
規
定
を
信
ず
る
事

が
出
来
な
い
し
と
い
う
、
自
然
主
義
・
私
小
説
批
判
と
、
内
容
的
に
ま
っ
た
く
重
な
っ
て
い
る
。
都
市
文
明
・
機
械
文
明
、

キ
シ
ズ
ム
風
に
言
え
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
到
来
に
よ
っ
て
、
た
し
か
に
、
自
然
主
義
や
私
小
説
の
描
い
た
寸
私
の
封
建
的
残

浮
L

は
消
滅
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
文
学
が
っ
私
」
を
問
題
視
す
る
こ
と
自
体
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
の
で
も
な
け
れ
ば
、
寸
私
」

マ
lレ

の
問
題
そ
の
も
の
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
新
し
い
文
明
・
新
し
い
社
会
が
も
た
ら
し
た
新
し
い
存
在
の
様
式
、
統
一
的
人

格
を
収
奪
さ
れ
た
〈
私
〉

の
在
り
方
が
、
文
学
の
テ
l
マ
と
し
て
浮
上
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
小
林
の
言
う
、

い
ま
だ
克
服

さ
れ
て
は
い
な
い
「
私
の
問
題
」
で
あ
り
、
そ
の
先
駆
者
こ
そ
が
、
小
林
に
言
わ
せ
れ
ば
ジ
イ
ド
な
の
で
あ
る
。

『
贋
金
づ
く
り
L

に
は
次
の
よ
う
な
言
辞
が
存
在
す
る
。

私
の
作
品
の
《
根
本
の
主
題
》
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
、

ど
う
や
ら
わ
か
り
か
け
て
来
た
。
そ
れ
は
、
現
実
の
世
界
と
、

小林秀雄の私小説批評

現
実
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
作
り
あ
げ
る
表
象
と
の
聞
の
競
合
で
あ
る
。

い
や
、
多
分
そ
う
な
る
だ
ろ
う
。
外
界
は
わ
れ
わ
れ
に

自
分
を
押
し
つ
け
て
く
る
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
、
そ
の
押
し
つ
け
方
が
、
わ
れ
わ

れ
の
生
活
の
ド
ラ
マ
を
な
す
の
だ
。

(
ジ
イ
ド

川
口
篤
訳

τ
贋
金
つ
く
り
』
岩
波
文
庫
)

こ
こ
で
、
ジ
イ
ド
の
分
身
と
思
し
き
、
小
説
家
の
エ
ド
ゥ
ワ
l
ル
が
、
自
身
の
小
説
観
を
伝
え
て
い
る
。
我
々
が
現
実
に
対
し

て
抱
く
観
念
や
表
象
と
現
実
そ
の
も
の
は
、
決
し
て
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
。
現
実
は
我
々
の
言
葉
な
り
観
念
な
り
を
裏
切
る
形

13 



で
し
か
存
在
し
得
な
い
と
言
う
の
だ
。

エ
ド
ゥ
ワ

l
ル
に
言
わ
ぜ
れ
ば
、
「
現
実
主
義
L

、

つ
ま
り
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、

そ
の
此
現
ム
口

14 

関
係
を
忘
却
し
、
表
象
な
り
観
念
な
り
を
現
実
と
錯
覚
す
る
よ
う
な
認
識
論
的
転
倒
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
彼
が
描
こ
う
と

し
て
い
る
も
の
と
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
と
表
象
と
の
甑
齢
、
言
い
換
え
れ
ば
、
登
場
人
物
の
思
い
描
く
現
実
が
現
実
そ
の
も
の

と
は
決
し
て
一
致
し
え
な
い
、
関
係
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
エ
ド
ゥ
ワ

1
ル
の
小
説
観
を
踏
ま
え
た
上
で
、
小
林
は
寸
私
小
説
論
し
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

例
へ
ば
現
実
の
あ
る
事
件
は
決
し
て
小
説
の
な
か
に
起
こ
ら
な
い
、

ど
ん
な
に
忠
実
に
作
者
が
事
件
を
語
っ
て
ゐ
よ
う
と

も
。
事
件
が
起
っ
た
と
は
、
事
件
を
直
接
に
見
た
人
、
間
接
に
開
い
た
人
、

等
々
の
人
々
が
周
囲
に
同
時
に
在
る
と
い
ふ
事
だ
。
事
件
は
独
り
で
決
し
て
起
ら
な
い
。
人
々
の
う
ち
に
膨
れ
上
り
鳴
り

こ
れ
に
動
か
さ
れ
た
人
、

こ
れ
を
笑
っ
た
人

ひ
Y

く
と
こ
ろ
に
、
事
件
は
無
数
の
切
口
を
み
せ
る
。

エ
ド
ウ
ア
ル
に
一
言
は
せ
れ
ば
、
在
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
は
、
こ
の

無
数
の
切
口
に
鈍
感
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

寸
個
人
と
い
ふ
単
位
L

つ
ま
り
、
共
有
さ
れ
た
統
一
的
な
人
格
が
収
奪
さ
れ
、
情
熱
や
心
理
に
つ
い
て
の
型
が
解
体
し
、
無
軌

道
な
感
覚
の
生
起
と
消
滅
が
内
面
を
支
配
す
る
に
到
っ
た
寸
都
会
人
し
に
は
、
あ
る
事
件
に
つ
い
て
の
共
通
の
認
識
な
ど
、
も
は

や
産
ま
れ
よ
う
が
な
い
。
存
在
す
る
の
は
、
無
数
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
抱
え
る
無
軌
道
な
感
覚
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
た
、
無
数

の
事
件
の
様
相
で
あ
る
。
小
林
に
一
一
言
わ
せ
れ
ば
、
ジ
イ
ド
が
傭
服
し
得
た
現
代
人
の
様
相
と
は
、

と
外
部
と
の
関
係
、
小
林
の
言
葉
で
言
え
ば
、
寸
個
人
性
と
社
会
性
と
の
各
々
に
相
対
的
な
量
を
規
定
す
る
変
換
式
の
知
き
も
の
L

こ
の
よ
う
な
、
〈
私
〉

の
内
部

で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
〈
私
〉

の
文
学
的
形
象
を
指
し
て
、
小
林
は
寸
社
会
化
し
た
『
私
L

し
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ

る



お
わ
り
に
!
|
寸
私
小
説
論
L

の
位
置

私
小
説
と
い
う
概
念
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
、
大
正
期
か
ら
戦
後
ま
で
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
の
は
、
文

(
悶
)

学
史
上
の
常
識
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
私
小
説
論
議
は
、
も
と
も
と
、
中
村
武
羅
夫
が
寸
本
格
的
小
説
と
心
境
小
説
と
し

に
お
い
て
、
作
者
の
心
の
動
き
の
み
を
記
す
っ
心
境
小
説
し
を
否
定
し
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
の

τ
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ニ
ナ
』
の
よ
う
な
、

τ 虚
心構
境に
小(よ
説竺つ
E て

構
築
さ
れ
た

「
本
格
小
説
」

を
提
唱
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

中
村
の
主
張
を
、

久
米
正
雄
が

寸

Jr
小
説
と

に
お
い
て
、
す
べ
て
の
芸
術
の
基
礎
は
「
私
L

に
あ
り
、

そ
の
寸
私
L

を
批
判
を
交
え
ず
に
表
現
す
る
こ
と
こ

そ
、
散
文
芸
術
の
本
道
で
あ
る
と
批
判
し
、
私
小
説
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
そ
の
後
、
昭
和
一
二

0
年
代
ま
で
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ

て
交
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
興
味
深
い
の
は
、
私
小
説
論
議
が
戦
時
中
も
間
断
な
く
続
い
て
い
る
点
に
ら
る
。
昭
和
一

0
年
代
に
入
る
と
、
そ
れ

ま
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
、
私
小
説
が
純
文
学
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
が
後
景
に
退
き
、
私
小
説
と
古
典
文
学
と
の
接
点
を
指
摘
す

る
議
論
が
盛
ん
に
交
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
の
背
景
に
、
国
民
精
神
総
動
員
の
た
め
の
国
民
文
学
論
が
盛
ん

に
提
唱
さ
れ
て
い
た
文
壇
状
況
、
ゐ
る
い
は
戦
時
下
と
い
う
時
代
状
況
の
存
在
が
、
見
え
隠
れ
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
言
う
ま
で
も

小林秀雄の私小説批評

内
入
、

0

・ナ九

hvそ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
の
一
言
辞
を
閲
し
て
み
た
場
合
、
私
小
説
を
〈
日
本
の
伝
統
〉

の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
る
、

そ
の
位
置
づ
け
方
に
、
二
つ
の
型
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

ま
ず
第
一
は
フ
オ
ル
ム
・
文
学
形
式
に
着
目
し
て
、
私
小
説
と
古
典
文
学
の
接
点
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
議
論
で
あ
る
。

(
幻
)

小
説
を
遡
っ
て
い
く
と
、
国
文
学
の
伝
統
で
は
、
日
記
文
学
と
随
筆
丈
学
が
あ
る
し
、
「
日
本
の
文
学
精
神
(
筆
者
注
、

J

短
歌
」
寸
俳

「

私

1う



匂
し
を
指
す
)
に
は
L

寸
断
片
の
愛
好
癖
が
つ
い
て
ま
は
っ
て
ゐ
る
」
「
か
う
い
う
風
な
常
識
を
伴
っ
て
確
立
し
た
日
本
の
『
私
小

(
辺
)

説
L

が、

τ
小
説
』
と
し
て
は
か
な
り
特
殊
な
も
の
で
ゐ
る
こ
と
は
否
め
な
い
し
、
「
私
小
説
と
い
ふ
の
は

τ
徒
然
草
』
と
か
『
奥

(
お
)

の
細
道
L

と
か
、
さ
う
い
ふ
系
統
の
も
の
だ
と
思
ふ
ね
」
、
寸
騎
始
日
記
や
和
泉
式
部
日
記
の
や
う
な
平
安
朝
の
文
学
は
、
日
記
で

(
別
)

あ
る
よ
り
は
思
ひ
出
の
記
や
、
身
辺
雑
記
風
の
叙
情
文
学
で
あ
る
か
ら
、
『
私
小
説
L

に
似
た
ふ
し
も
あ
る
L

な
ど
の
言
辞
が
、

そ
れ
に
当
た
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
い
ず
れ
も
、
私
小
説
の
文
学
形
式
に
着
目
し
、
作
者
の
身
辺
雑
記
と
主
観
の
み
に
叙
述
を
限

定
し
て
い
る
点
、
物
語
文
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
が
不
在
で
あ
る
点
を
指
摘
し
た
上
で
、

16 

可
婿
蛤
日
記
』
、

可
和
泉
式
部

B-記
L

、
『
徒
然
草
』
、

τ奥
の
細
道
』
な
ど
の
日
記
文
学
、
随
筆
文
学
と
の
共
通
項
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
私
小
説
を
日
本
の
伝
統

の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
し
て
、
位
置
づ
け
て
い
る
。

第
二
は
、
第
一
の
方
法
と
は
異
な
り
、

む
し
ろ
、
私
小
説
に
叙
述
さ
れ
た
内
容
、

つ
ま
り
、

そ
こ
に
描
か
れ
た

「I
尚
、
、
、
;

ゴ
寸
L

，刀

足
を
誇
り
と
し
な
が
ら
辿
り
つ
い
た
と
こ
ろ
は
、

〈
日
本
的
〉
で
あ
る
と
指
摘
す
る
議
論
で
あ
る
o

寸
西
洋
の
遣
し
い
近
代
精
神
か
ら
出
発
し
た
も
の
、
が
、
し
っ
か
り
と
地
に
つ
い
た

ま
こ
と
に
東
洋
的
な
、
日
本
的
な
『
私
L

で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
私
小
説
作
家
の

現
実
的
凱
歌
と
、
理
想
的
敗
北
が
あ
る
。
彼
等
の
ひ
ら
い
た
自
我
の
内
容
は
、
伝
統
的
自
我
の
虚
無
性
に
達
す
る
ほ
か
な
か
っ

(
お
)

た
O
L

、
「
私
小
説
と
い
ふ
も
の
は
知
性
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
古
い
言
葉
で
一
一
百
ふ
と
義
理
人
情
、
さ
う
い
ふ
日
本
の
伝
統
の
上

(
お
)

に
立
っ
て
ゐ
る
の
ぢ
ゃ
な
ん
で
ぜ
う
か
し
、
「
こ
の
ご
人
(
筆
者
注
、
正
宗
白
鳥
と
徳
田
秋
声
を
指
す
)
の
大
家
、
が
、
年
を
と
っ
て
か
ら
、

故
郷
を
な
つ
か
し
む
心
に
な
る
の
を
、
私
は
羨
ま
し
く
も
思
ひ
、
美
し
い
と
も
感
じ
た
L

司
私
小
説
』
は
、
日
本
の
近
代
文
学
の

独
特
な
文
学
で
あ
り
、
日
本
の
近
代
文
学
の
故
郷
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
」
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
虚
無
感
・
義
理
人
情
、
望

郷
の
念
な
ど
、
私
小
説
に
描
か
れ
た
っ
私
」

の
心
境
と
は
、
西
洋
の
近
代
精
神
と
は
無
縁
な
、
〈
日
本
的
な
私
〉

ら
こ
そ
、
私
小
説
は
日
本
の
伝
統
の
流
れ
を
汲
む
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
眼
目
で
あ
る
。

で
あ
り
、

‘
，
、
A

J
h
'
刀

こ
の
よ
う
な
戦
時
下
の
私
小
説
論
議
を
踏
ま
え
て
、

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
、

「
私
小
説
に
つ
い
て
L

か
ら

「
r
h
lド
日
比
ム
間

ゴ
サ
ノ
エ
三
R
三日
L



に
到
る
、
小
林
秀
雄
の
き
口
辞
を
閲
し
て
み
た
場
合
、

と
く
に
後
者
、
〈
日
本
的
な
私
〉

を
私
小
説
に
見
る
議
論
の
起
源
に
、
小
林

の
批
評
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
、
容
易
に
理
解
で
き
る
。

猪
俣
は
寸
封
建
的
絶
対
主
義
の
強
き
残
存
」
を
認
め
つ
つ
も
、
す
で
に
そ
れ
は
物
質
的
基
盤
を
失
っ
て
い
る
と
論
じ
、
小
林
も

ま
た
、
私
小
説
が
描
く
「
私
の
封
建
的
残
浮
L

を
支
え
た
、
寸
社
会
の
生
活
様
式
」
は
っ
外
的
な
経
済
的
な
事
情
に
よ
っ
て
し
寸
急

速
に
変
っ
て
行
っ
た
」
と
、
分
析
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
従
来
の
私
小
説
の
消
滅
を
予
感
し
た
小
林
は
、
ジ
イ
ド
を
手
掛
か
り
と

し
て
、
統
一
的
な
人
格
を
持
ち
え
な
い
現
代
の
〈
私
〉
と
社
会
の
関
係
の
在
り
方
を
描
く
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
文
学
の
可
能
性
を

見
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
戦
時
下
の
私
小
説
論
議
は
、
小
林
に
よ
る
一
連
の
私
小
説
批
評
を
反
転
さ
せ
る
形
で
進
行
し
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
林
が
、

2
1
、

羽
n
'刀

や
が
て
消
滅
す
る
と
付
言
し
つ
つ
も
提
示
し
た
「
私
の
封
建
的
残
淳
し
と
い
う
概
念
そ
れ
自

(
お
)

一
人
歩
き
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
浅
野
晃
は
寸
国
民
文
学
へ
の
道
し
に
お
い
て
、
寸
文
学
者
は
も
は
や
一
個
の
国
民
い
な

臣
民
と
し
て
し
か
新
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し

寸
い
ま
ま
で
の
文
学
は
市
民
文
学
で
あ
っ
て
国
民
文
学
で
は
な
か
っ
た
し

と払一酬

じ
、
昭
和
一
五
年
、
国
民
文
学
を
提
唱
し
た
が
、
私
小
説
論
議
も
ま
た
、
戦
時
下
に
お
け
る
国
民
精
神
総
動
員
の
流
れ
に
巻
き
込

ま
れ
て
い
く
。
小
林
が
提
示
し
た
封
建
主
義
的
な
〈
私
〉
は
、
私
小
説
論
議
の
過
程
に
お
い
て
、
古
代
以
来
、

B
本
文
学
に
綿
々

と
描
か
れ
続
け
た
〈
日
本
的
な
私
〉
に
変
質
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
消
滅
す
べ
き
宿
命
を
内
包
す
る
封
建
的
残
淳
と

小林秀雄の私小説批評

し
て
、
時
間
軸
上
の
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
た
小
林
の
日
本
的
な
〈
私
〉
は
、
西
洋
対
日
本
と
い
う
図
式
の
も
と
で
、
空
間
軸
上

の
概
念
と
し
て
変
形
化
さ
れ
、
西
洋
的
な
〈
私
〉
と
は
対
立
せ
し
め
ら
れ
た
〈
日
本
固
有
の
私
〉
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
私
小
説
論
議
は
日
本
文
化
、
日
本
国
民
の
実
体
化
と
い
う
戦
時
思
想
に
間
接
的
に
貢
献
す
る
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
西
洋
的
近
代
に
対
す
る
日
本
の
後
進
性
に
つ
い
て
の
劣
等
意
識
の
裏
返
し
と
し
て
、
表
象
の
レ
ベ
ル
で
西
洋
と
日

本
を
等
価
の
関
係
に
置
こ
う
と
し
た
同
時
代
の
思
潮
的
傾
向
、

だ
か
ら
こ
そ
、
西
洋
を
対
称
的
に
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本

17 



い》心。
の
人
種
、
民
族
、
国
民
的
主
体
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
同
時
代
の
思
潟
的
傾
向
が
、
戦
時
下
の
私
小
説
論
議
に
も
見
え
隠
れ
し
て

18 

無
論
、
私
小
説
論
議
の
、
戦
時
下
に
お
け
る
国
民
文
学
論
へ
の
合
流
に
つ
い
て
、
小
林
に
そ
の
責
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

に
お
い
て
、

ぃ
。
し
か
し
、
や
が
て
消
滅
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
っ
私
の
封
建
的
残
淳
L

と
い
う
観
念
が
、
戦
時
下
と
い
う
時
代
状
況

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
認
識
論
的
布
置
が
文
壇
か
ら
放
逐
さ
れ
た
時
、
時
間
的
概
念
か
ら
空
間
的
概
念
に
変
質
化
さ
れ
て

い
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
否
定
的
存
在
と
し
て
提
示
さ
れ
た
〈
私
〉
は
、

そ
れ
を
支
え
る
物
質
的
基
盤
を
問
う
こ
と
を
止
め
た

時
、
い
と
も
た
や
す
く
そ
の
存
在
、
が
実
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
今
白
か
ら
見
た
場
合
、
小
林
の

私
小
説
批
評
は
、
結
果
的
に
、
戦
時
下
の
私
小
説
論
議
を
誘
引
す
る
否
定
的
媒
介
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
も
、
見
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

注(
1
)
 
『
文
芸
首
都
』
昭
和
九
・
九

寸
自
然
と
不
自
然
L
τ
太
陽
』
明
治
四
一
・
五

大
正
六
・
一
一
七
・
三

引
用
は
岩
波
文
庫

引
用
は

τ明
治
文
学
全
集
』
四
一

(
2
)
 

(
3
)
 
司
東
京
朝
日
新
聞
』

博
文
館
大
正
六
・
六

司
新
潟
L

昭
和
八
・
二
一

司
文
芸
L

昭
和
二
二
・
九

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 
可
天
皇
制
毘
家
の
透
視

一
九
九

0
・
西
)
解
説

日
本
資
本
主
義
論
争
I

L

(

社
会
評
論
社

明
治
維
新
史

刀口

n
u
T
K

n
n
dか
q

，aノ

(
8
)
 
守
口
u
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
』
第
一
部

岩
波
書
庖

(
9
)
 
『
太
陽
L

一
九
二
七
・
一
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司
労
曲
辰
』
一
九
二
七
・
創
刊
号

『
文
芸
春
秋
』
昭
和
八
・
五

コ
口
本
浪
漫
派
批
判
序
説
』
未
来
社

J
u本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
』
第
二
部

可
新
潮
』
昭
和
七
・
六

『
文
芸
春
秋
L

昭
和
九
・
一

寸
現
代
の
文
明
を
評
し
、
当
来
の
文
明
を
ト
す
L

『
中
央
公
論
L

大
正
四
・
七

守
改
造
』
昭
和
九
・
一

O

可
父
を
売
る
子
』
新
潮
社
大
正
二
二
・
八

守
新
小
説
L

大
正
一
一
一
一
・
一
引
用
は
近
代
日
本
批
評
大
系
五

豆
文
芸
講
座
L

大
正
一
一
凶
・
一
、
二
引
用
は
(
ぬ
)
と
同
じ

舟
橋
聖
一
寸
私
小
説
と
テ

1
マ
小
説
に
就
い
て
L

可
新
潮
』
昭
和
一

0
・一

O

伊
藤
整
寸
私
小
説
に
つ
い
て
」
吋
現
代
文
学
』
昭
和
一
六
・
九

伊
藤
他
「
座
談
会
『
私
小
説
論
』
L

『
新
潮
L

昭
和
一
七
・
五

森
山
啓
「
和
歌
と
小
説
L

皇
制
潮
』
昭
和
一
九
・
一
一
一

豊
岡
三
郎
寸
現
実
派
と
理
想
派

L

S
利
潮
』
昭
和
二
了
一
一
一

引
用
は

(
7
)
と
同
じ

一
九
六
五

-m

資
本
主
義
発
達
史

岩
波
書
庖

刀口

B
I

N
H
壬
庁
f
yノ

引
用
は
明
治
文
学
金
集
五

O

(
泊
)
と
同
じ

宇
野
浩
二
「
守
私
小
説
』
の
伝
統
L

S
利
溺
』
昭
和
一
五
・
一
一

可
文
芸
』
昭
和
一
九
・
五

19 


