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は
じ
め
に

『
小
説
神
髄
』
は
、
ご
く
簡
単
な
擬
古
文
で
書
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
ざ

わ
ざ
現
代
語
訳
す
る
必
要
は
な
い
し
、
近
代
文
学
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
も
の
な

ら
、
当
然
、
原
書
に
あ
た
っ
て
勉
強
す
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
な
る
ほ
ど
、
そ

の
通
り
だ
と
は
思
う
。
け
れ
ど
も
、
実
際
に
、『
小
説
神
髄
』
を
原
書
の
ま
ま
読

ん
で
、
正
し
く
理
解
で
き
る
人
は
、
大
学
四
年
生
く
ら
い
で
も
少
な
い
し
、
特
に
、

こ
の
本
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
う
大
学
二
、
三
年
生
で
は
ほ
と
ん
ど
居
な
い
と
い

っ
て
も
い
い
。
そ
こ
で
、
い
く
ら
か
無
駄
な
仕
事
に
属
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

あ
え
て
『
小
説
神
髄
』
を
現
代
語
に
訳
す
る
こ
と
に
し
た
。
訳
に
ま
ち
が
い
や
不

適
切
な
表
現
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
識
者
の
叱
正
を
乞
う
。

な
お
、
注
は
、
日
本
近
代
文
学
大
系
『
坪
内
逍
遙
集
』（
角
川
書
店
、
昭
和
四

九
年
一
〇
月
）
に
、
中
村
完
氏
に
よ
る
詳
細
な
注
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
最
小

限
に
と
ど
め
た
。
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
明
治
一
八
年
の
松
月
堂
版
に
よ
っ
た
。

小
説
の
変
遷

小
説
は
、
虚
構
の
物
語
の
一
種
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
奇
異
物
語
の
変
形
で
あ

る
。
奇
異
物
語
と
は
何
か
。
イ
ギ
リ
ス
で
ロ
マ
ン
ス
と
名
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

ロ
マ
ン
ス
は
、
趣
向
を
荒
唐
無
𥡴
の
事
物
に
と
っ
て
、
不
思
議
な
で
き
ご
と
が

次
々
と
現
わ
れ
て
一
編
を
な
し
、
普
通
の
世
界
に
現
わ
れ
て
い
る
、
物
事
の
道
理

と
矛
盾
す
る
こ
と
を
、
少
し
も
顧
み
な
い
も
の
で
あ
る
。
小
説
、
つ
ま
り
、
ノ
ベ

ル
に
至
っ
て
は
、
こ
れ
と
ち
が
っ
て
、
世
の
中
の
人
間
の
心
理
と
風
俗
を
写
す
こ

と
を
、
そ
の
主
た
る
目
的
と
し
、
ふ
だ
ん
世
間
に
あ
る
よ
う
な
事
柄
を
材
料
と
し

て
、
そ
し
て
、
趣
向
を
作
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
だ
概
略
を
い
っ
た
だ
け
で

あ
る
か
ら
、
な
お
、
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
詳
細
な
本

当
の
意
味
の
よ
う
な
も
の
は
、
し
ば
ら
く
こ
れ
を
後
に
譲
っ
て
、
ま
ず
、
変
遷
の

次
第
を
説
こ
う
と
思
う
。

そ
も
そ
も
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
み
る
と
、
小
説
や
民
間
の
歴
史
が
流
行
し
た

の
は
、
そ
の
源
は
遠
く
、
は
る
か
に
遠
い
上
代
の
時
代
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
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き
る
。
そ
の
理
由
を
知
り
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
試
み
に
社
会
の
源
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
、
そ
の
状
態
を
察
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
上
代
の
社
会
は
ど
の
よ
う

で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
東
西
の
人
種
が
同
じ
で
は
な
く
、
南
北
の
地
域
が
異
な

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
宗
家
の
家
長
を
崇
拝
し
て
、
こ
れ
を
部
族
の
頭
と
す

る
こ
と
は
、
人
間
社
会
の
共
通
の
決
ま
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
戦
闘
が
と
て
も
激

し
く
、
優
勝
劣
敗
の
法
則
が
急
激
で
あ
る
未
開
野
蛮
の
上
代
に
あ
っ
て
は
、
猛
然

と
荒
れ
果
て
た
大
地
の
間
に
起
こ
っ
て
、
急
に
一
家
の
首
長
と
な
り
、
た
ち
ま
ち
、

一
族
の
頭
と
な
る
者
も
、
お
そ
ら
く
は
、
少
な
く
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
性
質
の
家
長
で
あ
っ
て
、
い
っ
た
ん
部
族
の
頭
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
子

孫
た
ち
に
物
語
を
す
る
の
に
、
ど
ん
な
こ
と
が
ら
を
も
っ
て
す
る
だ
ろ
う
か
。
思

う
に
、
自
分
が
実
際
に
経
験
し
た
艱
難
辛
苦
の
事
情
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の

武
功
な
ど
を
語
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
、
そ
の
人
が
直
接

経
験
し
、
あ
る
い
は
、
直
接
見
聞
き
し
た
真
実
の
事
柄
に
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
、

子
孫
が
こ
れ
を
伝
聞
し
て
、
ま
た
、
そ
の
子
孫
に
語
る
に
及
ん
で
、
あ
る
い
は
、

記
憶
の
錯
誤
か
ら
、
あ
る
い
は
、
こ
じ
つ
け
の
せ
い
で
、
つ
い
に
は
事
実
の
真
相

を
失
い
、
唐
突
に
起
こ
る
不
思
議
な
物
語
を
長
く
口
承
伝
説
に
伝
え
、
伝
承
し
て
、

神
々
の
物
語
（
ミ
ソ
ロ
ジ
ー
）、
神
代
記
の
基
を
作
る
。
こ
れ
は
上
代
の
通
則
で
、

ま
た
怪
し
む
に
は
足
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
と
が
こ
こ
に
至
る
に
は
、
別
に

原
因
が
な
い
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
か
。
今
、
こ
こ
ろ
み
に
こ
れ
を
考
え
て
み
る
と
、

そ
の
原
因
と
な
っ
た
も
の
に
、
お
よ
そ
三
種
類
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

部
族
が
次
第
に
栄
え
て
、
勢
い
が
強
大
に
な
る
に
至
る
と
、
人
間
の
心
は
自
然
と

お
ご
っ
て
、
こ
ま
ご
ま
と
し
た
こ
と
も
大
げ
さ
に
言
い
立
て
て
、
他
の
部
族
に
誇

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
祖
先
の
履
歴
の
よ
う
な
も
の
は
、
勝
手
に
こ
じ

つ
け
の
話
を
加
え
て
、
と
て
も
大
げ
さ
に
言
い
立
て
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
第

一
の
原
因
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
非
常
に
奇
異
を

好
む
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
訳
だ
か
ら
、
別
に
必
要
が
な
く
て
も
、
想
像
の
話

を
作
り
上
げ
て
、
史
実
と
ち
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
第
二

の
原
因
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
の
歩
み
が
や
っ
と
の
こ
と
で
進
ん
で
、
い
く
ら
か

文
明
の
世
界
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
国
の
国
主
と
い
わ
れ
る
連
中
は
、
下
賤
の

成
り
上
が
り
が
自
分
の
祖
先
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
、
不
愉
快
に
思
っ
て
、

こ
じ
つ
け
の
説
を
作
っ
て
こ
し
ら
え
て
、
先
祖
の
行
い
を
飾
ろ
う
と
す
る
。
ま
し

て
、
こ
れ
ら
の
時
代
で
は
、
神
を
敬
う
気
持
が
深
い
の
で
、
故
意
に
物
語
を
創
作

し
な
く
て
も
、
自
然
に
祖
先
を
神
と
言
い
た
て
、
天
孫
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
た

か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
諸
国
に
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
神
代

史
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
第
三
の
原
因
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
う
い
う
わ
け
だ
か

ら
、
上
代
の
ミ
ソ
ロ
ジ
ー
、
つ
ま
り
、
神
話
と
い
っ
た
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
ロ
マ

ン
ス
（
奇
異
物
語
）
の
起
源
で
あ
っ
て
、
そ
の
伝
承
は
、
多
く
は
創
作
に
は
じ
ま

り
、
ま
た
は
、
あ
や
ま
っ
た
言
い
伝
え
か
ら
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
よ
り

疑
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
い
わ
ゆ
る
神
々
の
歴
史
（
神
話
）
は
、
も

と
も
と
、
こ
れ
は
事
実
の
物
語
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
、
戯
れ
で
作
っ
た
も
の
で

は
な
い
の
で
、
後
の
い
わ
ゆ
る
奇
異
物
語
と
は
、
そ
の
性
質
は
非
常
に
似
て
い
て
、

そ
の
役
割
は
ま
た
、
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
。
思
う
に
、
ま
ち
が
っ
た
信
仰
や
、

あ
や
ま
っ
た
言
い
伝
え
が
長
い
間
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
、
後
世
の
人
が
、
そ
の
伝

記
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
を
、
怪
し
ま
な
い
か
ら
な
の
だ
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、

後
世
の
人
が
こ
の
種
の
書
物
を
尊
重
し
、
信
じ
て
、
こ
れ
ま
で
小
説
と
し
て
考
え

る
者
も
な
い
ま
ま
に
、
平
然
と
し
て
正
史
の
巻
の
初
め
に
非
常
に
う
や
う
や
し
く
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こ
れ
を
掲
げ
て
、
国
家
の
成
り
立
ち
を
研
究
す
る
良
い
材
料
と
す
る
こ
と
と
し
て

い
た
こ
と
だ
。
あ
る
い
は
、
神
話
（
ミ
ソ
ロ
ジ
ー
）
を
解
釈
し
て
、
古
代
の
ロ
マ

ン
ス
（
奇
異
物
語
）
で
あ
る
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
、
甚
だ
し
い

誤
り
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
神
話
は
荒
唐
無
𥡴
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
性
質
は
、
小

説
と
は
お
の
ず
か
ら
同
じ
で
は
な
い
。
そ
の
記
載
し
た
物
語
は
も
と
よ
り
完
全
な

事
実
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ま
た
、
虚
構
と
も
い
い
に
く
い
。
虚
構
の
物
語
と
あ
や

ま
っ
た
言
い
伝
え
と
が
、
お
互
い
に
混
ざ
り
合
っ
て
、
事
実
の
よ
う
に
装
い
、
そ

れ
に
よ
っ
て
史
実
の
叙
述
形
式
を
な
し
た
も
の
な
の
で
、
そ
の
性
質
は
、
半
分
は

正
史
に
属
し
、
半
分
は
小
説
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
考
え
る

と
、
正
史
の
大
本
は
神
代
史
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
ス
（
奇
異
物
語
）
の
は
じ
ま
り
も

神
代
史
に
あ
る
。
歴
史
と
小
説
と
は
、
そ
の
源
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
世
の
中

の
変
遷
に
よ
っ
て
、
現
在
の
よ
う
な
違
い
が
で
き
た
だ
け
な
の
だ
。

そ
う
だ
。
そ
う
し
て
、
文
明
が
ま
だ
盛
ん
に
な
ら
な
い
頃
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
世
の
中
の
史
伝
を
伝
え
る
に
は
、
必
ず
、
唱
歌
を
使
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。

思
う
に
、
文
字
の
用
を
知
ら
ず
、
筆
記
の
方
法
も
知
ら
な
か
っ
た
、
上
代
の
愚
か

な
世
の
中
に
お
い
て
は
、
史
伝
を
詩
歌
に
綴
り
な
し
て
、
子
孫
に
伝
唱
さ
せ
る
の

を
、
も
っ
と
も
簡
単
で
便
利
で
、
ま
ち
が
い
が
少
な
い
方
法
だ
と
思
っ
て
い
た
。

そ
う
す
る
う
ち
に
、
吟
遊
詩
人
ら
が
史
伝
を
吟
唱
す
る
に
臨
ん
で
、
ま
ず
、
第
一

に
、
記
憶
し
暗
誦
す
る
の
に
便
利
で
あ
る
こ
と
を
望
む
が
故
に
、
自
然
と
、
そ
の

用
い
る
言
語
の
よ
う
な
も
の
も
、
な
る
べ
く
簡
単
で
言
い
易
く
、
吟
唱
す
る
の
に

便
利
な
も
の
努
め
て
選
び
、
使
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
ま
た
、
言
葉
使
い

が
優
雅
で
、
穏
や
か
で
美
し
く
や
わ
ら
か
な
も
の
に
お
い
て
は
、
人
の
注
意
を
促

す
こ
と
も
ま
た
、
自
然
と
多
い
こ
と
だ
か
ら
、
吟
遊
詩
人
は
、
努
め
て
、
巧
妙
な

文
句
を
綴
る
の
に
怠
り
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
度
歌
え
ば
、
人
の

心
を
た
く
み
に
現
わ
す
語
句
の
よ
う
な
も
の
は
、
総
じ
て
活
発
で
し
っ
と
り
と
美

し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ひ
た
す
ら
感
情
を
写
そ
う
と
思
っ
て
、
事
実
を
ま
げ
る

こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
さ
か
ん
に
虚
飾
を
加
え
て
、
だ
ん
だ
ん
と
時

流
に
媚
び
る
う
ち
に
、
吟
遊
詩
の
伝
え
る
史
伝
の
事
実
は
、
や
や
本
来
の
性
質
を

失
っ
て
、
そ
の
本
来
の
伝
記
に
比
べ
る
と
、
ず
い
ぶ
ん
ち
が
っ
て
い
て
、
同
じ
と

こ
ろ
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
神
代
史
、

神
話
が
完
全
に
正
史
の
体
裁
を
捨
て
て
、
憂
さ
晴
ら
し
の
材
料
に
な
っ
た
と
き
の

こ
と
で
、
す
な
わ
ち
、
小
説
の
初
め
で
あ
っ
た
。

希
蝋
国
の
詩
仙
ホ
メ
ロ
ス
が
著
し
た
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
よ
う
な
も
の
も
、

そ
の
源
は
『
ト
ロ
イ
神
話
』
か
ら
出
て
い
る
が
、
そ
れ
を
編
述
し
た
事
柄
に

つ
い
て
は
、
と
て
も
ち
が
い
が
多
い
と
聞
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
幾
年
月
、
文
化
の
程
度
は
次
第
に
進
ん
で
、
文
章
を
読

ん
で
、
文
章
を
書
く
道
が
開
け
て
、
す
で
に
そ
の
国
に
正
史
と
い
う
も
の
が
完
全

に
備
わ
っ
た
後
に
あ
っ
て
も
、
な
お
、
伝
唱
の
方
法
は
存
在
し
て
、
不
思
議
な
物

語
を
、
吟
遊
詩
に
綴
っ
て
つ
く
っ
て
吟
唱
す
る
こ
と
は
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
は
と

も
か
く
、
も
は
や
、
こ
の
頃
に
は
、
吟
遊
詩
を
、
史
伝
を
伝
え
る
の
に
必
要
な
方

法
と
は
思
わ
ず
、
も
て
あ
そ
び
物
の
よ
う
に
思
っ
て
、
た
だ
、
珍
し
い
こ
と
ば
か

り
を
求
め
る
の
で
、
吟
遊
詩
人
も
、
こ
の
気
持
を
考
え
て
、
し
ば
し
ば
自
分
の
考

え
で
変
っ
た
物
語
を
作
り
出
し
、
ま
こ
と
し
や
か
に
言
い
は
や
し
て
、
虚
名
を
売

ろ
う
と
努
め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
時
か
ら
、
真
正
の
ロ
マ
ン
ス
（
奇
異
物
語
）

が
世
の
中
に
現
れ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
な
お
、
こ
の
時
代
ロ
マ
ン
ス
は
、
全
体
と

し
て
、
韻
語
だ
け
を
使
っ
て
、
詩
歌
の
体
裁
に
作
っ
た
の
で
、
現
在
の
い
わ
ゆ
る
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ロ
マ
ン
ス
と
は
、
そ
の
名
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
の
体
裁
は
ち
が
っ
て
い
る
。

そ
う
す
る
う
ち
に
、
ロ
マ
ン
ス
の
種
類
も
い
つ
の
ま
に
か
い
ろ
い
ろ
に
な
っ
て
、

あ
る
も
の
は
、
滑
𥡴
を
主
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
あ
る
い
は
、
真
実
の
よ
う
に
取

り
あ
つ
か
う
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
世
の
情
緒
が
殺
伐
に
傾
く
時
に
は
、

武
勇
を
語
っ
た
ロ
マ
ン
ス
が
現
わ
れ
、
世
の
中
の
好
み
が
柔
弱
に
流
れ
る
国
に
は
、

宗
教
に
属
す
る
物
語
で
な
け
れ
ば
、
恋
愛
に
関
す
る
物
語
が
現
わ
れ
る
。
こ
う
し

て
、
ノ
ル
マ
ン
人
の
ロ
マ
ン
ス
に
は
、
勇
士
の
偉
業
を
述
べ
た
も
の
が
多
く
、
サ

ク
ソ
ン
人
の
古
詩
編
に
は
、
宗
教
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
わ
が
皇
国
の
ロ
マ
ン

ス
は
、
前
の
二
つ
に
反
し
て
、『
住
吉
物
語
』
と
い
い
、『
伊
勢
物
語
』
と
い
い
、

ま
た
、
あ
の
紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
も
の
も
、
も
っ
ぱ
ら
男
女
の
情

事
を
述
べ
て
い
る
。
思
う
に
、
優
雅
で
、
柔
弱
な
当
時
の
世
の
情
緒
に
応
じ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
ま
と
め
て
い
う
と
、
こ
の
頃
に
は
、
人
は
、
皆
変
わ
っ
た
こ

と
を
好
ん
で
い
た
の
で
、
か
り
に
も
世
の
好
み
に
か
な
っ
た
変
わ
っ
た
物
語
を
作

る
と
き
に
は
、
世
の
人
々
が
喜
ん
で
、
楽
し
ん
で
、
決
し
て
、
あ
り
も
し
な
い
こ

と
だ
と
い
っ
て
咎
め
ず
、
し
か
も
、
実
際
の
こ
と
と
大
い
に
矛
盾
す
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
か
え
っ
て
、
こ
れ
を
変
わ
っ
て
い
る
と
讃
え
て
、
怪
し
み
、
変
に
思
う

こ
と
が
な
い
の
で
、
作
者
も
益
々
、
珍
し
さ
を
求
め
て
工
夫
を
費
や
し
、
文
を
練

っ
て
、
ひ
た
す
ら
新
奇
な
脚
色
を
作
り
た
い
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か

く
、
こ
の
頃
の
物
語
は
、
ひ
た
す
ら
時
代
の
好
み
に
媚
び
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と

し
て
い
た
の
で
、
芸
術
の
目
的
な
ど
知
る
は
ず
も
な
い
。
し
か
も
、
作
る
物
語
が

現
実
に
似
て
い
る
か
似
て
い
な
い
か
も
問
わ
な
い
の
で
、
突
然
不
思
議
な
事
柄
を

描
き
出
し
て
、
少
し
も
、
変
だ
と
思
う
様
子
も
な
い
だ
け
で
な
く
、
か
え
っ
て
こ

れ
を
得
意
に
し
て
い
た
。
読
者
も
、
ま
た
、
こ
れ
を
好
ん
で
、
少
し
も
疑
う
様
子

も
な
い
が
、
文
化
が
よ
り
一
層
進
む
に
及
ん
で
、
世
の
人
は
、
よ
う
や
く
ロ
マ
ン

ス
の
荒
唐
無
𥡴
さ
に
飽
き
た
の
で
、
ロ
マ
ン
ス
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
衰
え
、
い
わ

ゆ
る
真
の
物
語
（
ノ
ベ
ル
）
が
現
わ
れ
る
。
そ
の
移
り
変
わ
り
の
次
第
に
つ
い
て

は
、
さ
ら
に
、
後
に
詳
し
く
説
こ
う
。

お
よ
そ
不
思
議
な
物
語
が
世
の
中
で
流
行
す
る
時
に
は
、
寓
話
も
、
ま
た
、
流

行
す
る
。
い
わ
ゆ
る
寓
話
と
は
何
か
。
根
拠
の
な
い
小
説
に
風
刺
の
意
味
を
託
し

て
、
女
子
供
を
啓
蒙
し
、
褒
め
た
り
、
戒
め
た
り
す
る
も
の
が
、
す
な
わ
ち
、
こ

れ
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
い
う
フ
ェ
イ
ブ
ル
は
、
つ
ま
り
、
こ
の
寓
話
で
あ
る
。

『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
の
よ
う
な
も
の
は
、
そ
の
一
例
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、『
荘
子
』
の
寓
話
の
よ
う
な
も
の
も
、
ま
た
、
こ
れ
に
他
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
思
う
に
、
寓
話
が
世
の
中
に
現
れ
る
の
は
、
そ
の
頃
の
君
子
、
徳
の
あ

る
人
が
、
世
の
中
の
道
徳
が
衰
え
て
振
る
わ
ず
、
人
情
が
薄
情
に
流
れ
る
の
を
、

じ
つ
に
嘆
か
わ
し
い
こ
と
と
思
っ
て
、
こ
れ
を
救
い
た
い
と
思
う
の
だ
が
、
人
々

は
皆
、
遊
び
、
怠
け
て
い
て
、
書
物
を
紐
解
い
て
読
む
者
が
稀
で
あ
る
。
ま
し
て
、

倫
理
・
道
徳
を
説
い
た
、
例
の
堅
苦
し
い
書
物
の
よ
う
な
も
の
は
、
机
に
近
づ
け

る
者
さ
え
な
い
の
で
、
実
に
、
教
え
、
戒
め
る
方
法
に
困
っ
て
い
た
。
結
局
、
世

の
中
で
、
愛
さ
れ
、
玩
ば
れ
て
い
る
、
例
の
奇
異
物
語
の
脚
色
に
倣
っ
て
、
架
空

の
小
説
を
構
成
し
、
暗
に
、
褒
め
た
り
、
戒
め
た
り
す
る
意
味
を
寓
し
て
、
世
の

中
を
い
さ
め
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
奇
異
な
物
語
と
フ
ァ

イ
ブ
ル
（
寓
話
）
は
、
そ
の
外
形
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
実
は
同
じ
で
は
な

い
。
前
者
は
、
娯
楽
を
目
的
と
し
、
後
者
は
、
褒
め
た
り
、
諫
め
た
り
す
る
こ
と

を
真
の
あ
り
よ
う
と
す
る
。
フ
ェ
イ
ブ
ル
の
物
語
は
、
お
釈
迦
様
の
い
わ
ゆ
る
方

便
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
脚
色
も
単
純
で
、
た
だ
表
面
だ
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け
を
読
む
と
き
に
は
、
と
て
も
淡
く
て
味
わ
い
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
じ
っ
く
り

と
味
わ
っ
て
、
そ
の
隠
れ
た
意
味
ま
で
も
味
わ
う
時
に
は
、
い
わ
ゆ
る
寸
鉄
人
を

殺
す
、
深
く
す
ぐ
れ
た
考
え
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。『
猿
蟹
合
戦
』
の
物
語
、
ま

た
は
、『
桃
太
郎
』
の
昔
話
、『
舌
切
り
雀
』、『
か
ち
か
ち
山
』、
皆
フ
ェ
イ
ブ
ル

の
部
類
で
、
そ
の
表
面
的
な
物
語
は
、
究
め
て
他
愛
の
な
い
も
の
の
よ
う
だ
が
、

そ
の
真
の
姿
を
見
る
に
及
ん
で
、
じ
つ
に
深
い
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
す
る
う
ち
に
、
文
化
は
ま
す
ま
す
進
歩
し
て
、
開
化
し
た
世
の
中
に
な
る

に
及
ぶ
と
、
フ
ェ
イ
ブ
ル
も
、
ま
た
、
変
化
し
て
、
い
く
ら
か
進
歩
し
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
思
う
に
、
文
化
が
進
む
に
し
た
が
い
、
世
の
流
行
も
昔
と
は
ち

が
っ
て
、
と
か
く
奢
侈
に
傾
い
て
、
す
べ
て
の
こ
と
は
皆
贅
沢
で
あ
る
。
し
か
も
、

人
智
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
、
く
だ
ら
な
い
、
浅
は
か
な
、
例
の

寓
話
な
ど
を
、
楽
し
み
喜
ん
で
は
、
読
ま
な
い
だ
ろ
う
。
中
で
も
、
傑
作
『
荘

子
』
の
よ
う
な
も
の
は
、
長
い
間
具
眼
の
人
に
も
尊
ば
れ
て
、
す
ぐ
れ
た
人
物
の

社
会
に
も
読
ま
れ
て
い
る
が
、
か
え
っ
て
、
そ
の
書
の
目
的
で
あ
っ
た
戒
め
の
趣

旨
は
、
こ
の
時
か
ら
全
く
役
に
立
た
な
い
も
の
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
思
う
に
、
す

ぐ
れ
た
人
物
で
具
眼
の
士
は
、
別
に
聖
人
・
賢
人
の
本
を
読
ん
で
、
す
で
に
道
義

を
も
、
わ
き
ま
え
知
っ
て
い
る
の
で
、
ま
た
、
寓
話
に
よ
っ
て
道
義
を
学
ぶ
必
要

は
な
く
、
た
だ
そ
の
文
が
巧
み
で
あ
る
の
と
、
構
成
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
を
味
わ

う
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
な
の
で
、
劣
っ
た
作
品
に
い
た
っ

て
は
、
ま
っ
た
く
子
供
の
お
と
ぎ
話
と
な
り
、
ま
た
は
、
女
子
供
な
ど
に
玩
ば
れ
、

わ
ず
か
に
玩
び
も
の
の
一
種
と
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
目
的
で
あ
る
諷
刺
の

よ
う
な
も
の
は
、
ま
っ
た
く
通
じ
な
い
こ
と
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
子

供
や
愚
か
者
た
ち
は
、
た
だ
脚
色
に
ば
か
り
目
を
と
め
て
、
そ
の
含
ん
で
い
る
寓

意
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
、
窺
い
知
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ

が
国
の
寓
話
で
あ
る
『
猿
蟹
合
戦
』
の
物
語
、『
舌
切
り
雀
』
の
話
な
ど
を
見
よ
。

多
少
の
寓
意
は
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
れ
を
子
供
に
語
り
聞
か
せ
る
祖
母
、
母
親
さ

え
、
十
人
に
八
、
九
人
は
、
寓
意
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
も
の
は
稀
で
、

た
だ
一
通
り
の
作
り
話
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
す
べ
て

進
化
の
自
然
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
フ
ェ
イ
ブ
ル
は
、
次
第
に
衰
え
、
ア
レ
ゴ
リ

ー
（
寓
意
小
説
）
が
起
き
る
原
因
で
あ
る
こ
と
だ
。

ア
レ
ゴ
リ
ー
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
い
わ
く
、
空
想
小
説
の
一
種
で
あ

っ
て
、
二
つ
の
脚
色
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
二
つ
の
脚
色
と
は
、

表
面
に
見
え
て
い
る
物
語
と
、
隠
れ
て
い
る
寓
意
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
今
、
一

例
を
あ
げ
て
言
う
な
ら
、
あ
の
有
名
な
『
西
遊
記
』
の
よ
う
な
も
の
は
、
す
な
わ

ち
、
こ
の
類
の
適
例
で
あ
ろ
う
。
そ
の
表
面
的
な
脚
色
に
つ
い
て
、
あ
の
物
語
を

評
す
る
と
き
に
は
、
変
わ
っ
て
い
て
、
取
り
と
め
が
な
く
、
想
像
で
作
ら
れ
て
い

て
、
拠
り
ど
こ
ろ
が
な
く
、
世
の
中
の
ふ
つ
う
の
ロ
マ
ン
ス
（
奇
異
物
語
）
と
ち

が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
細
か
に
味
わ
っ
て
み
る
と
、
隠

れ
た
寓
意
も
知
ら
れ
て
、
あ
の
幽
玄
な
仏
教
の
教
え
を
も
う
か
が
い
見
る
こ
と
の

で
き
る
便
り
と
な
る
、
一
種
の
奥
深
く
て
優
れ
て
い
る
不
可
思
議
な
脚
色
が
、
別

に
存
在
す
る
こ
と
を
、
正
し
く
究
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
に

ス
ペ
ン
サ
ー
の
傑
作
で
あ
っ
た
フ
ェ
ア
リ
ー
・
ク
ィ
ー
ン
（『
妖
精
女
王１

）

』）
の
叙

事
詩
、
ま
た
は
、
バ
ニ
ヤ
ン
の
ピ
ル
グ
リ
ム
ス
・
プ
ロ
グ
レ
ス
（『
天
路
歴
程２

）

』）

の
よ
う
な
も
の
も
、
す
べ
て
文
章
以
外
に
寓
意
が
あ
っ
て
、
あ
る
時
は
教
訓
し
、

あ
る
時
は
諷
刺
す
る
。
特
に
フ
ェ
ア
リ
ー
・
ク
ィ
ー
ン
（『
妖
精
女
王
』）
の
よ
う

な
も
の
は
、
あ
わ
せ
て
三
種
の
趣
向
が
あ
っ
て
、
一
つ
は
、
普
通
の
奇
異
物
語
で
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あ
っ
て
、
そ
の
文
章
の
上
に
現
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
宗
教
の
極
致
で
あ
っ

て
、
そ
の
文
章
以
外
の
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
社

会
を
諷
刺
し
、
褒
め
た
り
、
戒
め
た
り
す
る
寓
意
の
よ
う
な
も
の
も
、
そ
の
他
に

文
章
の
中
に
現
れ
て
い
て
、
は
っ
き
り
と
こ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実

に
、『
妖
精
女
王
』
の
よ
う
な
も
の
は
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
中
の
傑
作
で
あ
っ
て
、

空
前
絶
後
の
も
の
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
、
間
違
い
で
は
な
い
の
だ
。
こ

の
他
に
寓
意
小
説
は
沢
山
あ
る
が
、
今
、
例
証
の
た
め
の
便
宜
を
は
か
っ
て
、
た

だ
、
そ
の
な
か
の
重
要
な
も
の
を
抜
き
出
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
な
脚

色
の
加
減
、
な
ら
び
に
、
寓
意
の
具
合
な
ど
は
、
前
の
三
書
を
精
読
し
て
、
自
分

で
こ
れ
を
究
明
し
、
そ
し
て
、
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
寓
意
小
説
（
ア
レ
ゴ
リ
ー
）
は
、
あ
の
単
純
な
フ
ェ
イ
ブ
ル

（
寓
意
）
が
次
第
に
深
化
変
遷
し
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
レ
ゴ
リ
ー

と
フ
ェ
イ
ブ
ル
と
は
、
そ
の
表
面
か
ら
見
る
と
、
一
方
は
極
め
て
単
純
で
あ
り
、

一
方
は
、
す
こ
ぶ
る
複
雑
で
、
お
互
い
に
似
て
い
る
理
由
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
の

含
蓄
し
て
い
る
本
当
の
意
味
を
探
る
と
、
後
者
と
前
者
は
、
ま
っ
た
く
同
一
で
あ

っ
て
、
別
種
の
も
の
と
は
思
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
個
人
的
な
考
え
を

い
う
と
、
す
で
に
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
智
が
し
ば
し
ば
進
む
に
し
た
が
っ
て
、

時
代
の
好
み
も
昔
と
は
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。
道
具
、
装
い
や
服
装
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
と
る
に
た
ら
な
い
草
子
、
物
語
で
さ
え
、
ひ
た
す
ら
単
純
素
朴
な
内
容

を
嫌
っ
て
、
奇
異
で
複
雑
な
も
の
を
好
む
の
で
、
奇
異
物
語
で
あ
れ
、
フ
ェ
イ
ブ

ル
で
あ
れ
、
あ
ま
り
に
単
純
で
浅
薄
で
興
味
の
薄
い
も
の
な
ど
は
、
い
つ
の
ま
に

か
世
論
に
退
け
ら
れ
、
世
の
中
に
流
行
し
な
い
こ
と
と
も
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う

い
う
わ
け
だ
か
ら
、
奇
異
物
語
の
作
者
た
ち
は
、
つ
と
め
て
新
奇
な
構
想
を
考
え
、

そ
の
脚
色
を
複
雑
に
し
、
そ
の
物
語
を
長
く
作
っ
て
、
ま
す
ま
す
、
時
代
の
好
み

に
か
な
う
よ
う
に
、
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
う
ち
に
、

フ
ェ
イ
ブ
ル
は
、
い
よ
い
よ
世
の
中
の
好
み
に
適
さ
な
く
な
っ
て
、
わ
ず
か
に
女

子
供
の
玩
び
も
の
と
な
り
、
そ
の
本
来
の
趣
旨
さ
え
忘
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
か
ら
、
寓
話
の
書
物
は
次
第
に
衰
え
、
つ
い
に
は
、
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
小
説
に
諷
刺
の
意
味
を
寓
し
て
世
を
戒
め
る
力
が
あ
る

こ
と
は
、
人
々
も
ま
た
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
ま
っ
た
く
例
の
方
便
を

捨
て
る
に
は
忍
び
な
い
わ
け
が
あ
る
か
ら
、
世
の
中
の
変
わ
っ
た
才
能
の
あ
る
小

説
家
た
ち
は
、
暗
に
奇
異
物
語
に
諷
刺
の
意
味
を
寓
し
て
、
世
の
中
を
戒
め
た
い

と
企
て
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
勧
善
懲
悪
を
目
的
と
す
る
小
説
・
物
語
の
初
め
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
文
才
あ
る
宗
教
家
、
も
し
く
は
、
道
徳
家
の
物
知
り
な
ど
も
、

あ
の
奇
異
物
語
が
世
の
好
み
に
投
じ
て
、
ほ
め
そ
や
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

か
つ
、
人
を
深
く
感
動
さ
せ
る
、
非
常
に
実
に
大
き
な
効
力
が
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
。
世
の
人
心
を
、
褒
め
た
り
、
戒
め
た
り
し
て
、
衰
え
て
し
ま
っ
た
徳
義

を
正
す
に
は
、
ま
ず
世
の
人
の
好
む
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、「
さ
て
」
と
説
き
出
す

の
で
な
け
れ
ば
、
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
だ
ろ
う
と
ひ
そ
か
に
理

解
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
こ
で
、
フ
ェ
イ
ブ
ル
を
引
き
延
ば
し
て
、
そ
の
脚
色

を
も
複
雑
に
し
、
善
を
勧
め
悪
を
懲
ら
す
意
味
を
寓
し
て
あ
の
奇
異
物
語
と
な
ら

べ
て
世
の
中
に
発
刊
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ア
レ

ゴ
リ
ー
（
寓
意
小
説
）
と
勧
善
懲
悪
主
義
の
小
説
と
は
、
そ
の
源
は
同
じ
く
フ
ェ

イ
ブ
ル
よ
り
出
て
い
る
が
、
そ
の
性
質
は
大
い
に
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
の
わ
け
は

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
寓
意
小
説
は
、
勧
善
懲
悪
を
目
的
と
し
、
物
語
を

手
段
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
勧
善
懲
悪
小
説
は
、
物
語
を
も
っ
て
本
質
と
し
、
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勧
善
懲
悪
を
も
っ
て
飾
り
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
寓
意
小
説
は
、
ど
ん
な

に
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
脚
色
が
あ
っ
て
も
、
ど
ん
な
荒
唐
無
𥡴
な
話
が
あ
っ
て

も
、
寓
意
の
手
際
が
見
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
謗
る
に
は
お
よ
ば
な
い
が
、

も
し
勧
善
懲
悪
小
説
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
で
あ
る
物
語
に
取
っ
て
つ
け
た
よ
う

な
不
思
議
な
脚
色
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
勧
善
懲
悪
の
主
旨
は
通
じ
る
と
し

て
も
、
こ
れ
を
巧
妙
な
小
説
と
は
、
決
し
て
称
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

我
が
東
洋
の
戯
作
者
は
、
こ
の
変
遷
の
次
第
を
知
ら
な
い
の
で
、
ひ
た
す
ら
勧
善

懲
悪
を
小
説
・
物
語
の
主
眼
だ
と
心
得
て
、
あ
の
本
質
で
あ
る
人
の
心
を
粗
雑
に

写
す
の
は
お
か
し
く
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
勧

善
懲
悪
が
主
眼
の
小
説
と
の
ち
が
い
を
知
ら
な
い
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
こ
と
で
、

物
に
た
と
え
て
こ
れ
を
け
な
す
な
ら
、
自
分
の
家
の
軒
下
を
借
り
う
け
な
が
ら
、

勧
善
懲
悪
と
い
う
主
義
を
売
っ
て
い
る
露
天
商
人
の
や
り
方
に
な
ら
っ
て
、
自
分

も
ま
た
軒
下
に
店
を
出
し
て
、
人
の
心
と
い
う
品
物
を
そ
の
本
店
で
売
り
な
が
ら
、

か
た
わ
ら
勧
善
懲
悪
も
売
っ
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
本
店
の
本
来
の
商

売
を
怠
っ
て
、
ひ
た
す
ら
勧
善
懲
悪
を
売
ろ
う
と
し
て
、
つ
い
に
は
、
店
を
閉
め

る
に
い
た
っ
た
愚
か
な
商
人
に
同
じ
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

演
劇
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
で
、
は
じ
め
は
だ
い
た
い
神
代
記
の
出
来
事
を
演
ず

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
人
智
が
段
々
と
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
あ
の
寓
話
の
書
物

に
な
ら
っ
て
、
褒
め
た
り
、
戒
め
た
り
す
る
意
味
を
物
語
に
写
し
て
、
世
を
戒
め

る
手
段
と
し
た
。
こ
の
間
に
行
な
わ
れ
た
馬
鹿
ば
や
し３

）

と
い
う
も
の
な
ど
も
、
結

局
は
『
古
事
記
』
や
旧
記
に
書
か
れ
て
い
る
大
昔
の
出
来
事
を
演
劇
に
し
た
も
の

で
、
い
ま
だ
諷
刺
の
意
味
を
寓
し
な
か
っ
た
上
代
の
遺
風
と
思
わ
れ
て
い
る
。
イ

ギ
リ
ス
で
い
う
ミ
ラ
ク
ル
・
プ
レ
イ４

）

も
、
尊
い
人
、
聖
人
の
霊
験
、
偉
大
な
行
な

い
を
た
だ
あ
り
の
ま
ま
に
演
じ
た
も
の
で
、
そ
の
大
体
か
ら
批
評
を
す
る
な
ら
ば
、

日
本
の
馬
鹿
ば
や
し
の
類
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
の
ち
に
行
わ
れ
た

モ
ラ
ル
・
プ
レ
イ
（
道
徳
劇
）
は
、
こ
れ
と
違
っ
て
い
る
。
そ
の
性
質
は
、
ア
レ

ゴ
リ
ー
を
演
じ
た
も
の
だ
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
演
劇
の
歴
史
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
私
に
も
自
分
の
論
は
あ
る
が
、
今
は
必
要
な
い
の
で
、
こ
こ
に
は
省
い

た
。こ

れ
を
ま
と
め
る
と
、
演
劇
と
ロ
マ
ン
ス
は
そ
の
発
生
の
は
じ
め
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
性
質
は
ま
っ
た
く
お
互
い
に
同
じ
で
、
た
だ
新
奇
な
話
ば
か
り
を
主
に
演
じ

た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
世
の
人
々
の
心
の
あ
り
さ
ま
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
次

第
に
奇
怪
な
場
面
を
除
き
、
荒
唐
無
𥡴
の
筋
を
省
い
て
、
題
材
を
平
凡
で
身
近
な

も
の
に
と
っ
て
、
発
想
を
勧
善
懲
悪
か
ら
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
い
う
わ

け
だ
か
ら
、
演
劇
の
本
来
の
趣
旨
の
よ
う
な
も
の
も
、
ま
た
こ
れ
も
心
理
と
風
俗

で
、
他
の
勧
善
懲
悪
の
趣
旨
の
よ
う
な
も
の
は
そ
の
目
的
で
は
な
い
こ
と
は
、
は

っ
き
り
と
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
だ
。

そ
う
す
る
う
ち
に
ロ
マ
ン
ス
（
奇
異
物
語
）
も
、
そ
の
荒
唐
無
𥡴
な
趣
向
を
減

ら
し
て
、
だ
ん
だ
ん
と
世
の
中
の
あ
り
よ
う
の
真
相
を
写
し
出
し
た
い
と
努
め
る

こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
進
化
の
自
然
で
あ
っ
て
、
抗
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
勢
い
で

あ
る
け
れ
ど
、
世
の
人
の
心
の
あ
り
さ
ま
が
い
や
し
く
て
、
嗜
好
が
十
分
に
高
尚

で
な
い
、
文
化
が
あ
ま
り
ひ
ら
け
て
い
な
い
頃
に
あ
っ
て
は
、
小
説
の
作
者
も
見

識
が
乏
し
く
、
自
分
で
（
正
し
い
と
思
う
こ
と
を
）
守
る
勇
気
が
な
い
の
で
、
ひ

た
す
ら
俗
世
間
の
好
み
の
流
行
を
追
っ
て
、
そ
の
物
語
を
作
る
の
で
、
な
お
小
説

の
神
髄
を
修
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
は
、
ほ
ど
遠
い
。
要
す
る
に
、
作
者
の
本

意
は
人
の
心
や
世
の
あ
り
さ
ま
を
写
そ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
、
世
を
諷
刺
し
戒
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め
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
、
た
だ
、
そ
の
時
代
の
好
み
に
媚
び
、
流
行
に
迎
合

し
て
、
一
時
の
虚
名
を
得
よ
う
と
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
こ

の
時
代
の
奇
異
の
物
語
作
者
が
書
い
た
奇
異
物
語
の
中
の
人
の
心
と
世
の
あ
り
さ

ま
は
、
そ
の
物
語
の
主
旨
で
は
な
く
、
時
好
に
媚
び
る
手
段
で
あ
る
。
し
か
も
、

ま
た
寓
意
し
て
い
る
勧
善
懲
悪
の
よ
う
な
も
の
も
、
俗
に
言
う
言
い
訳
で
あ
っ
て
、

役
に
立
た
な
い
書
物
だ
と
言
わ
れ
ま
い
と
し
て
、
識
者
の
そ
し
り
を
防
ぐ
た
め
に
、

仮
に
使
っ
た
手
段
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
こ
れ
も
、
ま
た
、
物
語
の
主
要
な
部
分
で

は
な
い
の
で
、
他
の
寓
話
作
家
の
著
作
に
比
べ
る
と
、
そ
れ
が
褒
め
た
り
、
戒
め

た
り
す
る
た
め
に
役
に
立
た
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
よ
。
文

化
、
文
政
時
代
の
頃
か
ら
、
わ
が
国
の
俗
人
が
も
て
は
や
し
た
小
説
、
物
語
は
、

概
し
て
す
べ
て
こ
の
種
の
勧
善
懲
悪
小
説
で
、
真
の
小
説
で
は
な
い
の
だ
。
だ
か

ら
こ
そ
、
具
眼
の
士
は
、
わ
が
国
の
小
説
を
卑
し
い
仕
事
だ
と
そ
し
り
、
有
害
無

益
だ
と
罵
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
小
説
家
に
と
っ
て
迷
惑
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
な
ら
、
真
の
小
説
・
物
語
（
ノ
ベ
ル
）
は
ど
の
よ
う
な
時
代
に
現
れ
る
か
。

そ
の
奇
異
物
語
と
違
う
理
由
は
、
ま
た
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の
か
。
い
わ
く
、
ノ

ベ
ル
、
す
な
わ
ち
、
本
当
の
小
説
が
世
の
中
で
流
行
す
る
の
は
、
お
お
む
ね
演
劇

が
衰
退
し
た
と
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う

と
、
総
じ
て
文
化
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
未
開
蒙
昧
の
世
の
中
に
あ
っ
て
は
、

人
々
は
み
な
表
面
的
な
新
奇
さ
を
喜
び
、
目
の
付
け
ど
こ
ろ
も
細
か
で
は
な
い
の

で
、
ど
ん
な
も
の
で
も
普
通
と
変
わ
っ
て
い
て
、
い
く
ら
か
で
も
注
目
さ
せ
る
こ

と
の
で
き
る
新
奇
の
性
質
が
あ
る
も
の
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
競
っ
て
こ
れ
を
も
て

は
や
し
て
、
面
白
い
と
思
う
の
が
常
で
あ
る
。
か
つ
ま
た
、
こ
の
頃
の
人
の
心
は
、

今
の
人
の
心
理
と
は
同
じ
で
は
な
く
て
、
怒
っ
て
も
、
喜
ん
で
も
、
ま
た
悲
し
ん

で
も
、
楽
し
ん
で
も
、
総
じ
て
非
常
に
激
し
い
の
で
、（
喜
怒
哀
楽
や
愛
、
悪
、

欲
と
い
っ
た
）
七
つ
の
感
情
も
、
自
然
と
そ
の
動
作
と
顔
色
に
表
れ
て
、
隠
す
こ

と
な
く
人
に
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
理
性
の
力
の

働
き
が
非
常
に
わ
ず
か
で
あ
っ
た
の
で
、
わ
ず
か
の
間
の
情
欲
を
押
さ
え
と
ど
め

る
こ
と
が
で
き
ず
、
心
に
思
う
こ
と
ま
で
も
は
っ
き
り
と
そ
の
外
面
に
現
わ
し
、

ま
た
は
、
挙
動
に
も
見
せ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
時
代
の
人
に
は
、
い
わ
ゆ
る

奇
癖
も
実
に
多
く
て
、
笑
う
べ
き
癖
が
あ
り
、
非
難
す
べ
き
癖
が
あ
り
、
哀
れ
む

べ
き
癖
も
あ
れ
ば
、
憎
む
べ
き
癖
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
恥
を
知
ら
ず
、

卑
し
い
こ
と
は
、
善
六
、
丈
八５

）

そ
の
人
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
あ
る

い
は
、
愚
か
で
あ
る
こ
と
が
は
な
は
だ
し
い
有
業
そ
の
人
（
小
栗
実
記
の
道
化
役

有
原
屋
業
平６

）

）
に
似
て
い
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
の

人
の
心
、
風
俗
は
、
ま
っ
た
く
表
面
に
現
れ
て
い
る
か
ら
、
写
し
出
す
の
に
難
し

く
な
い
の
で
、
あ
の
ロ
マ
ン
ス
の
類
に
さ
え
そ
の
一
通
り
は
描
き
出
し
て
、
世
の

人
々
に
送
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
文
才
に
富
ま
な
か
っ
た
当
時
の
作
者
の
筆
先

に
は
、
活
き
て
い
る
よ
う
に
は
描
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
心
理
や
風
俗
も
多
い

だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
時
に
は
、
精
細
に
風
俗
を
写
し
出
し
て
、
詳
細
に
人
の
心

を
見
え
さ
せ
る
も
の
は
、
あ
の
演
劇
よ
り
優
れ
る
も
の
は
、
稀
で
あ
る
。
思
う
に
、

演
劇
の
性
質
と
い
う
も
の
は
、
あ
の
奇
異
物
語
と
比
べ
る
と
き
は
、
単
に
脚
色
が

簡
略
で
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
情
趣
が
細
や
か
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
に
大
道

具
の
背
景
の
助
け
が
あ
っ
て
、
俳
優
の
動
作
と
台
詞
に
伴
っ
て
、
そ
の
趣
を
写
し

出
す
の
で
、
ま
ね
を
し
た
人
の
心
や
風
俗
に
似
た
も
の
を
活
動
さ
せ
る
勢
い
が
あ

る
。
ま
し
て
役
者
が
優
れ
て
い
て
、
脚
本
の
大
家
の
手
で
書
か
れ
た
巧
妙
で
非
凡

な
傑
作
を
巧
み
に
演
技
す
る
時
に
は
、
一
つ
一
つ
の
動
き
や
、
笑
っ
た
り
、
顔
を
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し
か
め
た
り
（
と
い
っ
た
表
情
の
動
き
）
が
、
ま
る
で
そ
の
も
の
が
真
に
迫
る
よ

う
で
、
見
る
者
に
、
知
ら
な
い
う
ち
に
そ
れ
が
芝
居
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
、

あ
る
い
は
笑
い
、
あ
る
い
は
泣
き
、
ほ
ん
と
う
に
狂
人
の
よ
う
に
さ
せ
て
し
ま
う
。

（
我
が
国
の
歌
舞
伎
界
に
市
川
小
団
次
の
名
人
が
い
て
、
鶴
屋
南
北
の
傑
作
が
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
都
の
人
々
の
心
を
感
動
さ
せ
た
こ
と
は
、
人
が
よ
く
知
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
よ
。）
あ
の
奇
異
物
語
が
粗
漏
で
あ
っ
て
、
で
た
ら
め
で
根

拠
が
な
く
、
変
て
こ
で
取
り
と
め
が
な
く
、
趣
が
浅
く
、
感
情
が
足
り
ず
、
し
か

も
、
動
き
が
乏
し
く
、
ま
る
で
火
の
気
の
な
く
な
っ
た
灰
と
同
じ
で
、
た
だ
意
味

も
な
く
脚
色
ば
か
り
く
だ
く
だ
し
い
の
に
比
べ
る
と
き
は
、
そ
の
ち
が
い
は
月
と

す
っ
ぽ
ん
ど
こ
ろ
か
、
も
っ
と
ち
が
い
が
あ
る
く
ら
い
だ
。
こ
れ
が
国
や
場
所
の

区
別
な
く
、
演
劇
が
栄
え
て
奇
異
物
語
が
衰
え
る
理
由
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
あ
れ
も
一
時
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
も
一
時
の
こ
と
で
あ
る
。
時

代
の
好
み
の
変
遷
と
文
化
の
発
達
は
、
ま
だ
こ
こ
に
も
留
ま
ら
な
い
の
で
、
人
智

が
さ
ら
に
一
層
進
む
よ
う
に
な
る
と
、
世
の
人
は
次
第
に
華
美
を
好
ん
で
、
す
べ

て
の
こ
と
は
、
皆
昔
と
違
っ
て
、
主
と
し
て
外
観
を
飾
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
人

の
心
は
変
わ
ら
な
く
て
も
、
そ
の
外
観
に
現
れ
た
世
の
人
々
の
立
ち
居
振
る
舞
い

は
、
過
ぎ
た
昔
の
も
の
に
比
べ
る
と
、
大
い
に
ち
が
う
わ
け
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ

う
し
て
月
日
を
経
る
う
ち
に
は
、
あ
の
一
風
変
わ
っ
た
風
俗
習
慣
が
い
つ
の
間
に

か
世
の
中
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
成
り
立
た
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
く
ば
か
り

か
、
人
も
智
力
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
情
欲
を
抑
制
し
て
、
あ
か
ら
さ

ま
に
は
そ
の
表
情
に
表
わ
さ
な
い
よ
う
に
努
め
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
大
い
に

怒
っ
た
と
き
に
も
、
わ
ざ
と
表
情
を
和
ら
げ
な
が
ら
、
落
ち
着
い
て
話
し
合
お
う

と
す
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
は
、
甚
だ
し
く
悲
し
い
と
き
に
も
、
涙
を
流
さ
な
い
こ

と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
人
の
心
が
こ
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
来
て
、
あ
の
激
し
く
痛
切

な
態
度
や
挙
動
が
だ
ん
だ
ん
と
少
な
く
な
っ
て
く
る
と
、
歌
舞
伎
役
者
の
子
弟
が

劇
場
で
演
ず
る
人
の
心
や
世
の
あ
り
さ
ま
は
、
だ
ん
だ
ん
時
勢
に
合
わ
な
く
な
っ

て
、
真
実
を
写
す
に
は
堪
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
演
劇
の
性
質
と
い

う
も
の
は
、
真
に
迫
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
真
を
越
え
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て
言
う
と
、
実
際
の
物
そ
の
も
の
を
模
倣
す
る
こ
と
を
そ

の
主
た
る
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
実
際
の
物
及
び
あ
る
物
を
模
倣
す
る
こ

と
を
眼
目
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
リ
ヤ
王
プ
ラ
ス
・
サ
ム
シ
ン
グ
）。
た
と
え
ば
、

一
く
だ
り
の
情
事
を
演
じ
、
一
場
の
立
ち
回
り
を
模
倣
す
る
に
も
、
実
際
に
似
て

い
な
い
の
は
、
も
と
よ
り
下
手
く
そ
で
あ
る
け
れ
ど
、
実
際
と
違
っ
て
い
な
い
の

も
ま
た
面
白
く
な
い
。
お
よ
そ
文
明
の
世
に
あ
っ
て
は
、
人
々
は
お
お
む
ね
外
観

を
飾
っ
て
、
そ
の
体
裁
を
繕
う
も
の
だ
か
ら
、
か
り
に
ど
ん
な
に
恋
い
焦
が
れ
た

自
分
の
意
中
の
人
に
接
し
た
と
し
て
も
、
雛
鳥
が
久
我
に
対
す
る７

）

よ
う
に
、
阿
七

が
吉
三
に
対
す
る８

）

よ
う
に
、
実
に
厚
か
ま
し
く
表
し
て
恋
の
思
い
を
述
べ
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
様
子
を
見
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
面
白
い
も
の
と
も

思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
立
ち
回
り
も
こ
れ
と
同
じ
で
、
と
て
も
味
わ
い
の
な
い
も

の
と
な
る
だ
ろ
う
。
戦
国
の
世
に
近
か
っ
た
武
断
政
治
の
こ
ろ
に
あ
っ
て
は
、
民

間
に
住
ん
で
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
い
く
ら
か
武
術
を
習
得
し
、
あ
る
い
は
、

柔
術
も
修
め
た
の
で
、
思
い
が
け
ず
喧
嘩
な
ど
す
る
時
に
も
、
法
に
か
な
っ
た
手

段
を
尽
く
し
て
敵
に
挑
み
、
戦
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
実
際
の
立
ち
回
り
を
見

て
も
面
白
い
ほ
ど
な
の
で
、
こ
れ
を
模
倣
し
た
立
ち
回
り
は
、
い
よ
い
よ
興
味
深

い
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
今
の
世
の
中
で
は
、
お
互
い
が
戦
う
の
に

も
、
挑
み
合
う
に
も
、
ひ
た
す
ら
拳
固
を
振
る
っ
て
い
る
ば
か
り
で
、
も
と
よ
り
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法
な
ど
あ
る
わ
け
も
な
い
の
で
、
こ
れ
を
見
た
と
し
て
も
面
白
く
な
い
の
で
、
実

際
の
よ
う
に
演
ず
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
効
果
が
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
非
常
に

困
難
な
技
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
無
理
に
写
実
を
心
が
け
て
、
立
ち
回
り
に
も
情
事
に

も
、
ひ
た
す
ら
、
現
実
の
感
情
と
動
作
を
、
た
だ
あ
り
の
ま
ま
に
演
出
し
た
な
ら
、

誰
が
た
く
さ
ん
の
金
を
捨
て
て
、
演
劇
を
見
よ
う
と
望
む
だ
ろ
う
か
。
い
く
ら
か

実
際
以
上
に
、
面
白
お
か
し
い
と
思
う
か
ら
こ
そ
、
人
も
見
、
役
者
も
演
ず
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
感
情
と
動
作
と
両
方
と
も
激
し
か
っ
た
（
昔
の
）
人
の
目
に

は
、
そ
の
感
情
と
動
作
を
あ
り
の
ま
ま
に
演
劇
に
現
わ
す
こ
と
が
で
き
た
も
の
を
、

演
劇
で
す
る
す
べ
て
の
こ
と
が
皆
面
白
く
見
え
た
の
だ
ろ
う
が
、
今
日
こ
の
頃
の

人
の
目
に
は
、
劇
場
で
見
る
す
べ
て
の
こ
と
は
、
皆
不
条
理
と
思
わ
れ
る
の
で
、

次
第
に
実
際
と
違
っ
て
い
る
こ
と
を
非
難
す
る
人
も
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
実
物
を
見
る
よ
う
に
、
た
だ
あ
り
の
ま
ま
に
演
ず
る
時
に
は
、
自

然
と
演
劇
の
演
劇
た
る
所
以
を
損
な
い
、
ま
っ
た
く
怪
し
げ
な
も
の
と
な
る
ば
か

り
で
は
な
く
、
ま
た
、
本
当
に
実
物
の
よ
う
に
演
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
難
し

い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
の
（
開
け
た
）
時
代
と
な
っ
て
も
、
や
む
を
え

ず
演
劇
に
は
、
や
は
り
昔
の
人
情
と
動
作
を
、
十
中
八
九
は
残
し
て
お
い
て
、
い

わ
ゆ
る
世
話
物
の
演
劇
を
時
代
劇
の
形
式
で
演
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

一
人
の
少
女
が
い
て
、
あ
る
好
男
子
に
出
会
っ
て
、
こ
れ
を
見
初
め
る
時
な
ど
に
、

手
に
持
っ
て
い
る
扇
な
ど
を
、
う
っ
と
り
と
し
て
取
り
落
し
て
、
裏
側
ば
か
り
を

じ
っ
と
見
つ
め
る
の
は
、
そ
の
感
情
が
き
わ
め
て
激
し
い
未
開
人
の
様
子
で
あ
っ

て
、
今
の
世
の
中
の
（
人
の
）
様
子
と
は
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、

わ
が
国
の
脚
本
作
者
ま
た
は
小
説
作
者
な
ど
も
、
今
な
お
、
こ
れ
ら
を
得
意
に
し

て
、
し
ば
し
ば
恋
慕
の
意
を
表
す
好
都
合
な
し
る
し
と
も
す
る
で
は
な
い
か
。
こ

れ
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
演
劇
で
現
代
社
会
の
様
子
を
映
し
出
す
こ
と
が
難
し
い

で
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
証
拠
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
こ
う
す
る
中
に
、
演
劇
は
だ
ん
だ
ん
と
現
在
の
鏡
だ
と
誇
っ
て
世
の
中
に

愛
好
さ
れ
る
価
値
を
失
い
、
見
る
人
の
批
評
も
だ
ん
だ
ん
と
と
か
く
理
屈
論
に
か

た
む
い
て
、
あ
る
も
の
は
鬘
を
使
う
の
は
実
際
と
ち
が
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
だ

ろ
う
し
、
あ
る
者
は
、
仮
面
は
無
用
だ
と
い
い
、
甚
だ
し
い
の
は
、
べ
お
し
ろ
い

を
も
廃
す
べ
き
だ
と
論
ず
る
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
言
う
。
東
京
の
落
語
家
な
に
が
し
は
か
つ
て
言
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
劇
評
家
の
言
う
こ
と
も
、
大
い
に
昔
と
ち
が
っ
て
い
る
。
実
物
と
同
じ

に
演
ず
る
の
を
、
ひ
た
す
ら
す
ば
ら
し
い
と
褒
め
そ
や
し
、
市
川
団
十
郎
の

扮
装
が
淡
白
な
の
を
「
渋
い
」
と
讃
え
、
台
詞
が
普
通
の
言
葉
に
似
て
い
て
、

言
う
べ
き
こ
と
も
あ
え
て
言
わ
ず
、
仕
草
で
表
す
の
を
、
実
に
「
す
ご
い
」

と
喜
ぶ
の
だ
。
思
う
に
、
数
年
後
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
団
十
郎
な
ど
は
、
何

場
面
か
の
間
は
、
楽
屋
の
奥
で
昼
寝
を
し
て
、
な
に
が
し
と
い
う
一
主
人
公

の
病
気
引
き
こ
も
り
を
演
ず
る
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
化
粧
も
せ
ず
、
鬘

も
つ
け
ず
、
演
劇
を
す
る
の
が
い
い
と
い
う
世
論
と
な
る
だ
ろ
う
か
も
し
れ

な
い
。
ま
こ
と
に
お
か
し
な
こ
と
だ
と
戯
れ
た
こ
と
だ
が
、
実
に
私
の
考
え

方
と
同
じ
で
あ
る
（
ハ
ハ
ハ
ハ
）。

演
劇
の
不
利
さ
は
、
た
だ
以
上
に
述
べ
た
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
別
に
人
間

の
性
質
に
は
、
演
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
演
じ
て
も
面
白

く
な
い
も
の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
浄
瑠
璃
の
作
者
な
ど
は
、
こ
れ
ら
の
も
の

を
度
外
視
し
て
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
こ
と
は
な
い
が
、
細
か
に
研
究
し
て
み

る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
性
質
を
表
現
で
き
れ
ば
、
か
え
っ
て
読
者
に
興
味
あ
る
も
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の
で
あ
る
。
あ
の
浅
薄
な
激
し
い
性
質
だ
け
を
写
し
出
す
の
は
、
見
る
人
々
も
す

で
に
飽
き
た
。
こ
の
よ
う
な
細
か
い
性
情
ま
で
も
細
か
に
描
き
出
す
の
で
な
け
れ

ば
、
世
の
人
は
、
ど
う
し
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
は
演
劇
に
付
属

し
た
不
利
さ
の
第
二
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

演
劇
は
、
早
く
い
う
と
物
ま
ね
で
あ
る
。
物
ま
ね
は
事
物
の
特
殊
性
（
ペ
キ
ュ

リ
ア
リ
テ
ィ
）
を
真
似
す
る
に
は
優
れ
て
い
る
が
、
普
遍
的
な
性
質
を
ま
ね
す
る

に
は
優
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
癖
の
多
い
俳
優
の
声
は
真
似
や
す
く
、
普
通

な
も
の
は
真
似
に
く
い
よ
う
な
も
の
だ
。
昔
は
人
の
心
も
浅
は
か
で
あ
る
の
に
ま

か
せ
て
、
七
つ
の
感
情
が
す
べ
て
外
面
に
現
わ
れ
、
し
か
も
、
変
っ
た
様
子
の
と

こ
ろ
も
多
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
演
ず
る
の
に
都
合
が
良
か
っ
た
が
、
世
の
文
明

が
進
む
に
連
れ
て
、
事
々
物
事
に
、
変
っ
た
性
質
が
減
っ
て
い
っ
た
。
い
わ
ゆ
る

「
し
ぐ
さ
」
だ
け
で
は
、
演
じ
尽
し
に
く
い
も
の
が
と
て
も
多
い
。
こ
れ
も
ま
た

演
劇
が
段
々
と
そ
の
位
置
を
歴
史
小
説
、
小
説
に
譲
る
原
因
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お
よ
そ
小
説
の
範
囲
は
、
演
劇
の
範
囲
よ
り
も
広
く
、
時
代
々
々
の
人
情
と
動

作
を
も
れ
な
く
写
し
だ
し
て
、
ま
っ
た
く
不
足
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
た
と
え
ば
、

演
劇
で
は
、
人
の
性
情
を
映
し
出
す
の
に
、
も
っ
ぱ
ら
観
客
の
耳
に
訴
え
、
ま
た
、

そ
の
目
に
訴
え
る
の
で
、
そ
の
範
囲
は
か
え
っ
て
狭
い
が
、
小
説
で
は
、
こ
れ
に

反
し
て
、
直
接
読
者
の
心
に
訴
え
、
そ
の
想
像
を
促
す
の
で
、
そ
の
範
囲
は
ひ
じ

ょ
う
に
広
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
演
劇
で
は
、
山
水
草
木
、
遠
近
の
景
色
、

家
屋
調
度
の
位
置
は
、
あ
る
時
は
、
絵
で
こ
れ
を
示
し
、
あ
る
時
は
、
道
具
で
こ

れ
を
表
す
。
そ
の
ほ
か
、
雷
電
風
雨
の
た
ぐ
い
も
、
だ
い
た
い
機
械
の
仕
掛
け
に

よ
っ
て
、
観
客
の
視
聴
覚
に
訴
え
る
。
小
説
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
も
、
す
べ
て

優
れ
た
文
章
に
表
し
て
、
読
者
の
心
の
目
に
訴
え
る
。
だ
か
ら
、
小
説
で
は
、
読

者
の
想
像
が
細
か
い
か
粗
い
か
に
よ
っ
て
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
面
白
さ
は
自
然

と
違
っ
て
い
る
。
あ
る
者
は
、
文
章
を
超
え
た
佳
境
に
入
り
、
あ
る
者
は
、
文
面

だ
け
の
佳
境
に
入
る
。

ち
な
み
に
言
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
大
家
、
ウ
オ
ー
タ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
翁

の
小
説
な
ど
に
は
、
と
く
に
細
密
な
記
述
が
多
い
。
あ
る
強
い
賊
の
巣
窟
で

あ
っ
た
洞
窟
の
様
子
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、
翁
は
、
わ
ざ
わ
ざ
家
を
出
て
、

か
つ
て
賊
が
棲
ん
で
い
た
と
い
う
、
あ
る
洞
穴
に
赴
い
て
、
仔
細
に
そ
の
あ

た
り
を
観
察
し
、
し
か
も
、
そ
の
あ
た
り
に
咲
き
出
て
い
た
種
々
様
々
な
草

花
を
残
る
と
こ
ろ
な
く
観
察
し
て
、
こ
れ
を
備
忘
録
に
書
き
と
め
た
。
さ
て
、

帰
っ
た
あ
と
で
、
そ
の
様
子
を
、
見
る
よ
う
に
写
し
だ
し
て
、
物
語
の
土
台

と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
細
か
な
景
色
を
写
す
の
は
、
ま
こ
と
に

興
の
あ
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
小
説
の
長
所
で
あ
っ
て
、
他
の
演
劇
の
道
具

に
よ
っ
て
は
、
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
だ
。

こ
れ
は
ま
た
演
劇
が
小
説
、
歴
史
小
説
に
劣
る
理
由
の
不
便
で
あ
っ
て
、
す
な

わ
ち
、
第
三
の
不
利
で
あ
る
こ
と
だ
。
さ
ら
に
こ
の
他
に
も
、
演
劇
に
は
一
個
の

重
大
な
不
都
合
が
あ
る
。
脚
色
の
不
便
が
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
演
劇
で
は
、

す
べ
て
の
こ
と
を
皆
も
っ
ぱ
ら
目
に
訴
え
る
の
を
そ
の
持
ち
前
と
す
る
の
で
、
前

の
幕
に
見
え
た
事
柄
と
、
後
の
幕
で
演
ず
る
事
柄
と
、
い
く
ら
か
関
係
し
て
、
原

因
と
結
果
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
悲
劇
（
ト
ラ
ジ
テ
ィ
）
の

演
劇
は
、
そ
の
結
末
の
破
滅
（
フ
ァ
イ
ナ
ル
・
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
）
の
よ
う
な
も

の
は
、
ぜ
ひ
と
も
前
の
幕
に
あ
る
原
因
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
し
て
作
る
こ

と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
結
末
の
破
滅
と
は
ど
ん
な
も
の
か
と
い
う
と
、
そ

れ
は
ま
ず
悲
劇
の
演
劇
を
十
分
理
解
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
性
質
を
知
る
こ
と
は

二
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で
き
な
い
だ
ろ
う
。
悲
劇
の
伝
奇
小
説９

）

は
、
も
と
よ
り
我
が
国
に
も
多
く
あ
る
が
、

そ
の
実
質
は
あ
っ
て
も
名
前
が
な
い
の
で
、
仕
方
な
く
二
、
三
の
例
を
あ
げ
て
、

こ
こ
に
解
釈
を
下
す
こ
と
に
す
る
。
た
と
え
ば
、
ち
か
ご
ろ
新
富
座
で
団
十
郎
が

演
じ
た
「
真
田
の
張
抜
筒10

）

」
と
か
い
っ
た
も
の
は
、
す
な
わ
ち
、
悲
劇
の
演
劇
で

あ
る
。
そ
の
他
、「
山
門
五
三
の
桐11

）

」
も
し
く
は
「
幡
随
院
長
兵
衛12

）

」
の
劇
の
よ

う
な
も
の
は
、
皆
こ
の
た
ぐ
い
の
も
の
と
言
え
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
あ
る

演
劇
の
本
尊
、
つ
ま
り
、
主
人
公
（
ヒ
ー
ロ
ー
）
が
そ
の
演
劇
の
最
後
の
幕
に
至

っ
て
、
は
か
な
い
最
期
を
と
げ
る
と
い
う
、
非
常
に
む
ご
た
ら
し
く
悲
し
い
趣
向

を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最
期
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
あ
る
も
の
は
、

自
刃
に
終
わ
る
も
の
が
あ
り
、
あ
る
も
の
は
、
殺
さ
れ
て
死
ぬ
も
の
も
あ
る
。
刑

場
の
露
と
消
え
る
強
盗
も
あ
れ
ば
、
情
死
し
て
終
わ
る
男
女
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
主
人
公
の
最
期
の
段
を
、
つ
ま
り
は
、
結
末
の
破
滅
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

結
末
の
破
滅
と
い
う
も
の
が
、
も
し
、
前
段
に
関
係
の
な
い
突
然
の
偶
然
の
出
来

事
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
見
る
者
は
ち
ょ
う
ど
手
に
持
っ
て
い
る
も
の
を
取
ら
れ
た

気
持
が
し
て
、
そ
の
気
持
ち
は
何
と
な
く
興
ざ
め
し
た
感
じ
を
覚
え
る
だ
ろ
う
。

小
説
で
は
こ
れ
に
反
し
て
、
こ
の
よ
う
な
偶
然
の
出
来
事
で
主
人
公
の
最
期
を
示

す
と
き
は
、
そ
の
出
来
事
が
不
思
議
で
あ
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
面
白
さ
を
感
ず

る
こ
と
が
あ
る
。
思
う
に
、
人
生
の
浮
沈
栄
枯
は
、
原
因
が
あ
っ
て
起
こ
る
こ
と

も
多
い
け
れ
ど
、
ま
た
、
偶
然
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
も
、
決
し
て
少
な

く
は
な
い
か
ら
だ
。（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
論
ず
べ
き
こ
と
が
沢
山
あ

る
が
、
脚
色
論
の
部
に
ゆ
ず
っ
て
、
こ
こ
で
は
筆
を
省
く
こ
と
に
す
る
。）
だ
か

ら
こ
そ
、
何
某
氏13

）

が
以
前
に
演
劇
の
脚
色
を
論
じ
て
、
演
劇
は
結
果
を
最
後
に
結

ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
偶
然
の
出
来
事
（
ア
ク
シ
デ
ン
ト
）
で
そ
の
大
詰
め
と

し
て
は
い
け
な
い
と
仰
っ
た
の
だ
。
ま
こ
と
に
当
然
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

小
説
が
演
劇
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
た
だ
た
だ
人
の
心
を
感
じ
さ
せ
る
力
に
あ
っ
て
は
、
演
劇
の
力
に
及
ぶ
は

ず
も
な
い
。
思
う
に
、
想
像
と
目
撃
と
は
そ
の
感
触
の
程
度
が
も
と
も
と
同
じ
で

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
由
で
小
説
を
貶
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
小

さ
な
瑕
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
美
し
い
宝
石
を
瓦
や
石
の
下
に
置
こ
う
と
す
る

よ
う
な
も
の
だ
。
ど
う
し
て
批
判
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
進
化
を
経
て
、
小
説
は
自
然
と
世
の
中
に
現
れ
、
ま
た
、

自
然
と
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
優
勝
劣
敗
、
自
然
淘
汰
が

そ
う
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
当
に
抗
し
が
た
い
勢
い
と
い
う
べ
き
だ
。
マ
コ

ー
レ
ー
氏
が
か
つ
て
芸
術
を
論
じ
て
、
世
が
開
明
に
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
芸
術

が
次
第
に
衰
え
る
の
は
、
天
の
決
め
た
定
め
だ
と
仰
っ
た
。
な
る
ほ
ど
道
理
の
あ

る
議
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
古
代
に
成
立
し
た
芸
術
に
つ
い
て
の
み
言
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
で
、
十
九
世
紀
の
こ
の
頃
か
ら
、
い
く
ら
か
芸
術
壇
に
成
立
し
た
小

説
に
つ
い
て
は
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
マ
コ
ー
レ
ー
は
、
詩
を
論
じ
て
、

そ
の
衰
退
す
る
原
因
に
つ
い
て
も
丁
寧
に
反
復
し
て
論
じ
ら
れ
た
が
、（
そ
の
論

は
、
マ
コ
ー
レ
イ
の
「
ミ
ル
ト
ン
論
」
に
あ
る
。）
こ
れ
は
か
え
っ
て
小
説
、
歴

史
小
説
が
今
か
ら
次
第
に
栄
え
て
い
く
確
た
る
理
由
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

訳
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
す
で
に
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
詩
は
奇
異
譚

の
大
本
で
あ
っ
て
、
詩
と
奇
異
譚
は
同
質
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
奇

異
譚
が
衰
え
る
の
も
、
詩
が
だ
ん
だ
ん
と
衰
え
る
の
も
、
そ
の
原
因
の
所
在
を
探

る
な
ら
ば
、
十
中
八
九
は
同
様
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
も
し
我
が
い

わ
ゆ
る
小
説
（
ノ
ベ
ル
）
が
、
奇
異
譚
に
立
ち
代
っ
て
、
世
の
中
で
賞
美
さ
れ
る
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こ
と
の
で
き
る
性
質
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ま
た
、
詩
歌
に
代
わ
っ
て
、
芸
術
の
壇

上
に
上
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
が
あ
る
は
ず
だ
。

あ
あ
、
マ
コ
ー
レ
ー
氏
の
言
葉
が
ま
こ
と
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
従
来
の
芸
術
は

次
第
に
衰
え
、
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
を
も
っ
て
し
て
も
、
ま
た
、
ミ
ル
ト
ン
を
出
現

さ
せ
な
い
だ
ろ
う
し
、
イ
タ
リ
ア
の
高
雅
さ
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ

ウ
ス
を
出
現
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
小
説
と
い
う
芸
術
に
お
い
て
は
、
望
み

は
将
来
に
お
い
て
ひ
じ
ょ
う
に
大
き
い
。
ス
コ
ッ
ト
や
リ
ッ
ト
ン
や
デ
ュ
マ
や
エ

リ
オ
ッ
ト
や
、
近
代
の
大
家
は
多
い
が
、
努
力
し
て
こ
れ
を
追
い
抜
こ
う
と
し
た

な
ら
、
決
し
て
至
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
あ
、
日
本
の
文
壇
の

才
人
、
風
雅
を
求
め
る
人
た
ち
よ
、
い
た
ず
ら
に
馬
琴
を
本
尊
と
し
、
あ
る
い
は
、

春
水
に
心
酔
し
、
あ
る
い
は
種
彦
を
師
と
し
、
崇
め
て
、
そ
の
真
似
を
す
る
こ
と

な
く
、
断
固
と
し
て
古
い
手
段
を
脱
し
て
、
日
本
の
物
語
を
改
良
し
、
芸
術
壇
上

に
列
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
代
傑
作
を
編
ん
で
く
だ
さ
い
。

〔
注
〕

１
）妖
精
女
王

T
h
e F

a
erie Q

u
een

e

ス
ペ
ン
サ
ー
の
代
表
作
。
栄
光
と
い
う
名

を
持
つ
妖
精
の
女
王
グ
ロ
リ
ア
ー
ナ
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
を
表
す
。
こ
れ
に
つ

か
え
る
十
二
人
の
騎
士
の
活
躍
を
描
く
。
た
と
え
ば
、
十
二
騎
士
の
う
ち
の
一
人
、

聖
を
表
す
赤
十
字
の
騎
士
（
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
）
は
、
真
理
を
表
す
乙
女
ユ
ー
ナ

を
助
け
、
偽
善
や
虚
偽
を
退
け
、
怪
獣
（
ロ
ー
マ
教
会
）
を
倒
す
と
い
っ
た
よ
う

な
寓
意
を
持
つ
。

２
）天
路
歴
程

T
h
e P

lig
rim

’s P
ro
g
ress fro

m
 
th
is W

o
rld to T

h
a
t w

h
ich

 
to
 
C
o
m
e

バ
ニ
ヤ
ン
の
代
表
作
。
重
い
罪
の
荷
を
背
負
っ
た
主
人
公
が
、
破
滅

の
町
か
ら
、
絶
望
の
沼
や
虚
栄
の
市
を
巡
っ
て
、
天
に
達
す
る
ま
で
の
信
仰
の
旅

を
描
く
。

３
）馬
鹿
ば
や
し

笛
・
太
鼓
・
摺
り
鉦
な
ど
を
使
っ
た
祭
り
の
囃
子
。

４
）ミ
ラ
ク
ル
・
プ
レ
イ
・
宗
教
上
の
奇
蹟
を
扱
っ
た
劇
。

５
）善
六
・
丈
八

善
六
は
、
歌
舞
伎
『
於
染
久
松
色
読
販
』
で
、
主
家
を
乗
っ
取
ろ

う
と
企
む
番
頭
。
丈
八
は
、
浄
瑠
璃
『
恋
娘
昔
八
丈
』
で
、
主
人
公
の
お
駒
に
横

恋
慕
し
、
姦
計
を
め
ぐ
ら
す
手
代
。

６
）小
栗
実
記
の
道
化
役
有
原
屋
業
平

伝
説
上
の
人
物
小
栗
判
官
に
材
を
と
っ
た
歌

舞
伎
『
姫
競
双
葉
絵
草
子
』
の
中
の
女
好
き
な
登
場
人
物
「
在
原
屋
成
平
」
の
こ

と
。

７
）久
我
・
雛
鳥

浄
瑠
璃
『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
の
中
の
主
人
公
と
女
主
人
公
。
お

互
い
に
恋
し
あ
っ
て
い
る
が
、
親
同
志
は
対
立
し
て
い
る
。

８
）吉
三
・
阿
七

八
百
屋
お
七
に
取
材
し
た
歌
舞
伎
『
櫓
の
お
七
』
の
主
人
公
と
女

主
人
公
。
お
七
は
、
恋
人
の
吉
三
郎
に
会
い
た
い
た
め
に
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
櫓
に
上
っ
て
鐘
を
撃
つ
。

９
）「
悲
劇
の
伝
奇
小
説
」

こ
の
後
の
文
脈
と
の
つ
な
が
り
か
ら
言
っ
て
「
悲
劇
の

演
劇
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。

10
）「
真
田
の
張
抜
筒
」

軍
記
物
語
『
難
波
戦
記
』
の
一
部
に
取
材
し
た
歌
舞
伎
。

真
田
幸
村
の
活
躍
と
最
期
を
描
く
。

11
）「
山
門
五
三
の
桐
」

歌
舞
伎
『
楼
門
五
三
の
桐
』
の
こ
と
。
養
父
武
智
光
秀
の

敵
、
真
柴
秀
吉
を
狙
う
石
川
五
右
衛
門
が
、
実
父
が
大
明
の
宋
蘇
郷
で
あ
っ
た
こ

と
を
知
り
、
秀
吉
を
討
と
う
と
す
る
と
い
う
も
の
。

12
）「
幡
随
院
長
兵
衛
」
歌
舞
伎
『
極
付
幡
随
院
長
兵
衛
』
の
こ
と
。
江
戸
の
町
奴
の

親
分
幡
随
院
長
兵
衛
が
子
分
の
止
め
る
の
も
聞
か
ず
、
対
立
す
る
旗
本
奴
の
親
分

水
野
十
郎
左
衛
門
の
招
き
に
応
じ
、
風
呂
で
だ
ま
し
討
ち
に
逢
う
が
、
か
ね
て
覚

悟
で
あ
っ
た
と
い
う
筋
。

13
）何
某
氏
・
原
文
「
某
氏
」。『
逍
遥
選
集
』（
昭
和
二
年
）
で
は
「
シ
ル
レ
ル
」

さ
か
い

た
け
し

日
本
文
学
科
）

二
〇
一
一
年
十
一
月
九
日
受
理
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