
明
　
治
　
の
　
小
　
説

－
　
純
情
と
悲
恋
　
の
　
文
学
　
－

明
治
の
小
説
と
は
こ
の
場
合
、
自
然
主
義
以
前
の
小
説
を
指
す
。

凡
そ
二
十
年
代
三
十
年
代
の
小
説
と
思
っ
て
も
ら
え
ば
よ
い
。
と
く

に
三
十
年
代
は
自
然
主
義
な
ど
の
新
し
い
も
の
が
芽
生
え
て
く
る
時

期
で
あ
る
か
ら
、
明
治
の
小
説
の
典
型
の
よ
う
な
も
の
は
二
十
年
代

の
硯
友
社
の
作
品
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

従
来
、
硯
友
社
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
「
小
説
神
髄
」
の
実
践
、

つ
ま
り
人
情
世
態
風
俗
の
写
実
を
行
っ
た
点
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
何
を
描
く
か
と
い
う
点
で
新
し
い
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、

如
何
に
と
い
う
点
で
新
し
い
も
の
を
打
建
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
硯
友
社
の
評
価
が
尽
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑

問
に
思
わ
れ
る
。

当
時
、
硯
友
社
が
文
壇
の
中
心
に
な
り
得
た
の
は
、
た
だ
写
実
の

新
し
さ
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
多
く
の
読
者
を
獲
得

し
得
た
の
は
、
描
き
方
だ
け
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
も
っ
と

も
、
当
時
は
文
章
と
文
学
と
が
混
同
さ
れ
て
い
た
時
代
だ
か
ら
、
描
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き
方
自
体
に
お
も
し
ろ
さ
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
な
め
な
い
が
、
や
は

り
内
容
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
内
容
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
れ
ば
、
古
い

前
時
代
的
な
義
理
人
情
の
世
態
・
風
俗
を
当
時
の
ま
だ
新
し
く
な
い

読
者
が
よ
ろ
こ
ん
だ
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
に
な
る

が
、
ど
う
も
こ
れ
だ
け
で
は
割
切
れ
な
い
。

第
一
、
当
時
、
硯
友
社
よ
り
古
い
作
家
が
鰹
在
で
あ
り
、
お
る
程

度
文
壇
で
勢
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

硯
友
社
が
も
て
は
や
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
戯
作
系
の
作
家
よ
り
、

何
ら
か
の
新
し
い
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。

そ
の
新
し
さ
と
は
何
か
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
傍
題
に
示
し
た

「
純
情
と
悲
恋
」
　
の
要
素
な
の
だ
。
こ
れ
が
ど
れ
だ
け
新
し
い
も
の

か
は
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
を
眺
め
て
く
れ
は
凡
そ
明
ら
か
に
な
る
と

田
ざ
つ
。例

え
ば
、
江
戸
末
期
の
　
「
人
情
本
」
は
男
女
の
情
痴
の
場
面
を
主

眼
と
す
る
も
の
で
、
女
運
の
心
も
純
情
と
い
う
よ
り
は
、
実
意
の
競

ぺ
あ
い
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
大
概
、
お
し
ま
い
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド

に
な
っ
て
い
る
。
悲
劇
で
は
な
い
。

明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
戯
作
の
滑
稽
本
系
統
の
も
の
は
、
も
と
も

と
滑
稽
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
全
篇
が
お
め
で
た
い
も
の
だ
。
純

情
ら
し
い
も
の
は
む
し
ろ
戯
画
化
さ
れ
茶
化
さ
れ
て
い
る
。
読
本
系

統
、
草
双
紙
系
統
の
も
の
は
、
情
痴
、
淫
猥
、
惨
忍
が
主
で
あ
っ
て

純
情
は
見
失
わ
れ
、
勧
善
懲
悪
、
因
果
応
報
式
の
大
団
円
を
も
っ
て

いる。政
治
小
説
は
も
と
も
と
理
想
を
小
説
に
よ
っ
て
実
現
し
ょ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
純
情
の
要
素
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
思
想
的
純

情
で
、
愛
情
の
世
界
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド

の
も
の
が
多
い
。

純
情
が
明
確
に
押
し
出
さ
れ
て
来
る
の
は
、
十
年
代
末
の
啓
蒙
的

理
想
主
義
の
小
説
で
あ
る
。
「
世
路
日
記
」
　
（
十
七
年
）
　
「
妹
と
背

か
が
み
」
　
（
十
八
年
）
　
「
薮
の
篤
」
　
（
二
十
一
年
）
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
封
は
当
時
の
青
年
の
生
き
方
を
追
求
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
だ

け
で
も
新
し
い
。
そ
の
生
き
方
の
な
か
で
純
情
が
背
骨
と
し
て
描
か

れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
末
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
ハ

ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
る
の
が
多
い
。
そ
の
点
、
右
の
「
妹
と
背
か
が

み
」
は
悲
劇
的
結
末
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
中
で
は
、
次
の
時
代
に

先
駆
し
た
新
し
い
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

明
治
　
の
　
小
説

こ
れ
ら
を
結
合
す
る
と
、
政
治
小
説
に
至
る
ま
で
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ

ン
ド
に
終
ら
ぬ
も
の
、
つ
ま
り
悲
劇
的
結
末
の
も
の
は
少
い
。
そ
し

て
、
愛
情
の
面
で
、
と
く
に
純
情
を
素
材
と
し
、
生
き
甲
斐
と
し
、

礼
讃
し
た
も
の
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
の
よ
う
や
く
あ
ら
わ

れ
て
き
た
の
が
、
二
十
年
代
直
前
に
出
た
啓
蒙
的
理
想
主
義
小
説
の

一
譜
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
硯
友
社
の
時
代
、
二
十
年
代
に
至
っ
て
、

こ
の
純
情
と
悲
恋
が
小
説
の
中
心
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
硯
友
社
の
す
べ
て
の
作
品
が
、
純
情
と
悲
恋
と
を
扱

っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
比
較
的
こ
の
両
者
を
備
え
て
い

る
も
の
が
多
く
、
し
か
も
、
優
れ
た
作
品
に
こ
の
種
の
も
の
が
多
い

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

例
え
ば
、
あ
ま
り
有
名
で
な
い
武
田
仰
天
子
の
「
新
世
帯
」
、
丸

岡
九
華
の
「
茅
李
」
　
（
共
に
新
著
百
種
）
を
見
て
み
よ
う
。
二
つ
と

も
、
純
情
が
押
し
出
さ
れ
て
い
る
が
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
っ
て
い

る。

さ
て
硯
友
社
の
作
品
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
純
情
と
悲
恋
の
作
品

を
見
て
ゆ
く
訳
だ
が
、
例
え
ば
紅
葉
の
作
品
に
は
、
「
二
人
比
丘
尼

色
澱
悔
」
　
（
二
二
年
）
　
「
お
ぼ
ろ
舟
」
　
「
巴
波
川
」
　
（
二
三
年
）
等

が
あ
る
。
い
ず
れ
も
純
情
と
悲
恋
の
文
学
で
あ
る
。

そ
の
他
、
硯
友
社
の
連
中
の
も
の
に
は
、
漣
山
人
の
「
妹
背
貝
」

（
二
二
年
）
柳
波
の
「
残
菊
」
（
二
二
年
）
肩
山
の
「
墨
染
桜
」
（
二

三
年
）
等
が
代
表
作
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
い
ず
れ
も
純
情

二
三



と
悲
劇
の
文
学
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
必
ず
し
も
硯
友
社
だ
け
で
は
な
く
、
他
の

作
家
に
も
見
出
し
得
る
。
そ
れ
に
は
先
に
あ
げ
た
、
進
達
の
「
妹
と

背
か
が
み
」
が
あ
る
が
、
有
名
な
も
の
で
は
、
四
迷
の
「
浮
雲
」
（
二

〇
－
二
二
年
）
進
通
の
「
妻
君
」
（
二
二
年
）
嵯
峨
の
屋
の
「
初
恋
」

（
二
二
年
）
鴎
外
の
「
舞
姫
」
　
「
う
た
か
た
の
記
」
　
（
二
三
年
）
等

が
注
目
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
純
情
な
る
も
の
と
、
悲
劇
的
な

る
も
の
の
結
び
つ
き
な
い
し
は
、
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

一
般
的
に
悲
劇
は
、
時
代
社
会
の
平
穏
な
時
に
あ
ら
わ
れ
や
す
い
。

人
々
が
の
ん
き
に
し
て
い
て
、
刺
戦
を
求
め
る
。
健
藻
な
人
が
人
の

死
を
見
て
、
生
き
て
い
る
こ
と
を
切
実
に
自
覚
し
、
生
き
て
い
る
こ

と
に
喜
び
を
感
じ
る
の
と
お
な
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
江
戸
末
期

の
頚
廃
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
た
怪
談
も
そ
の
刺
戦
を
極
度
に
官
能
的

に
感
性
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
年
代
と
い
う
時
代
も
、
維
新
後
、
よ
う
や
く
平
穏
の
到

来
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
右
の
よ
う
な
悲
劇
の
発
生
が
見

ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
、
時
代
の
平
穏
の
な
か

で
刺
戦
を
求
め
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
間
の
生
活
と
し
て
は
受
動

的
で
あ
り
、
消
極
的
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
を
内
部
か
ら
改
善
し
て
ゆ

こ
う
と
い
う
人
間
成
長
の
場
で
は
、
常
に
平
穏
は
あ
り
得
な
い
と
い

っ
て
よ
い
。
時
代
の
平
穏
か
ら
来
る
悲
劇
へ
の
志
向
は
、
い
わ
ば
、

二
四

皮
相
な
世
相
的
現
象
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
生

ま
れ
た
悲
劇
に
は
十
分
な
現
実
の
反
映
も
あ
り
得
な
い
。

こ
の
よ
う
な
皮
相
な
世
相
的
産
物
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
か
、
山

田
美
妙
の
「
武
蔵
野
」
　
（
二
〇
年
）
　
「
胡
蝶
」
　
（
二
二
年
）
な
ど
の

諸
作
だ
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
に
は
悲
劇
の
た
め
の
悲
劇
と
い
う
作
意

が
見
え
す
い
て
、
内
面
的
な
必
然
性
を
も
っ
て
い
な
い
。
ま
た
こ
れ

ら
の
作
品
、
に
は
、
純
情
と
い
う
も
の
は
、
左
程
大
き
な
位
置
を
し
め

て
こ
な
い
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
。

さ
き
に
、
内
部
か
ら
人
間
を
改
変
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
人
間
の
成

長
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
が
、
こ
の
時
代
は
、
近
代
的
な
方
向
へ
向

っ
て
の
人
間
改
変
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
封
建
的
な
る
も

の
を
し
り
ぞ
げ
、
人
間
性
を
快
復
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
行

わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
自
由
主
義
、
個
人
主
義
へ
の
道
で
あ
る
。
そ
の

封
建
的
な
る
も
の
と
の
闘
い
に
お
い
て
、
義
理
人
情
の
枠
の
中
か
ら

人
間
を
解
放
す
る
こ
と
は
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
そ
の
解
放
の
原
動

力
と
し
て
、
封
建
倫
理
以
前
の
純
一
無
垢
な
る
愛
情
や
情
熱
が
注
目

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
純
情
な
る
も
の
の
時
代
的
な
意
義
が
あ

る。

と
こ
ろ
が
、
時
代
は
容
易
に
こ
の
よ
う
な
人
間
の
解
放
を
許
さ
な

か
っ
た
。
純
情
は
頭
を
も
た
げ
、
活
動
し
ょ
う
と
し
て
、
常
に
封
建

的
な
壁
に
ぶ
っ
つ
か
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
崩
壊
を
よ
ぎ

な
く
さ
れ
た
。
こ
こ
に
悲
劇
の
発
生
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悲
劇
の

～

瞭

強

打

発
生
こ
そ
現
実
の
真
実
を
担
い
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
で
さ
き
に
あ
げ
た
紅
葉
の
　
「
色
俄
悔
」
な
ど
は
多
分
に
こ

の
真
実
か
ら
遠
い
も
の
で
、
む
し
ろ
美
妙
に
近
い
も
の
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
「
お
ぼ
ろ
舟
」
あ
た
り
か
ら
こ
の
現
実
の
反
映
を
示
す
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
と
言
い
得
る
。
ま
た
漣
山
人
の
　
「
妹
背
貝
」
あ

た
り
も
す
ぐ
れ
た
要
素
を
も
っ
て
い
る
と
言
い
得
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
硯
友
社
の
諸
作
よ
り
も
、
前
述
の
二
裏
革
や
鴎
外
の
作
品
の

方
に
、
よ
り
一
層
、
真
実
が
鬱
み
出
て
い
る
ナ
圭
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
相
違
は
ど
こ
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
や
は
り
、
作
家
自
身
が
そ
の
人
間
の
変
革
を
身
を
も
っ
て

体
験
し
、
そ
の
中
で
、
問
題
を
切
実
に
う
け
と
め
て
い
っ
た
か
ら
だ

と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
具
体
的
に
は
文
学
の
実
践
の
上
で
、
著
し

い
出
来
事
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
二
葉
亭
や
鴎
外

が
い
づ
れ
も
、
文
学
活
動
、
と
く
に
小
説
を
書
く
こ
と
を
放
棄
し
↓
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
硯
友
社
と
の
相
違
は
、
こ
の
小
説
を
書
か
な
く

な
っ
た
か
、
書
き
続
け
て
い
っ
た
か
の
一
点
に
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い

る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

二
葉
亭
や
鴎
外
は
、
純
情
を
大
き
な
原
動
力
と
す
る
人
間
解
放
の

こ
と
が
、
封
建
的
な
俗
悪
な
明
治
の
社
会
で
は
容
易
に
実
現
し
な
い

こ
と
を
身
を
も
っ
て
知
っ
て
い
た
。
し
か
も
彼
ら
は
生
き
る
こ
と
ま

で
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
妥
協
が
要
請
さ
れ
て

く
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
文
学
は
、
現
実
に
お
け
る
真
実

明
治
　
の
　
小
説

の
追
求
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
理
想
の
実
現
や
可
能
性
の

追
求
を
も
暴
き
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
現
実
面
で
妥
協
し

た
彼
ら
は
、
理
想
を
追
求
す
る
限
り
悲
劇
に
行
き
つ
か
ね
ば
な
ら
な

い
真
実
を
描
く
と
と
も
し
の
び
ず
、
自
分
た
ち
の
妥
協
を
正
当
な
も

の
と
し
て
、
肯
定
的
に
描
き
出
す
こ
と
も
し
の
び
得
な
か
っ
た
。
こ

こ
に
彼
ら
の
作
品
の
中
絶
や
、
創
作
の
放
棄
が
起
っ
て
く
る
。
二
葉

亭
が
身
を
売
る
よ
う
な
思
い
で
官
報
局
に
つ
と
め
た
と
き
、
「
浮
雲
」

は
中
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
鴎
外
は
「
舞
姫
」
他
二
作
を

書
い
た
あ
と
、
長
く
小
説
の
筆
を
と
ら
な
か
っ
た
。
進
達
さ
え
も
、

純
情
と
悲
劇
の
問
題
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
彼
ら
は
純
情
の
問
題
を
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
苦
し
ん

だ
。
そ
の
点
硯
友
社
の
連
中
に
は
、
こ
れ
を
幾
分
世
相
風
俗
的
な
も

の
と
し
て
見
る
傾
が
強
か
っ
た
。
そ
こ
に
、
純
情
を
自
己
の
問
題
と

し
て
つ
き
つ
め
る
真
実
さ
に
欠
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
代
償
と
し
て

そ
れ
を
つ
き
は
な
し
て
、
旺
盛
に
形
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

ある。し
か
し
、
そ
こ
で
も
純
情
は
全
く
見
失
わ
れ
て
ほ
い
ず
、
ま
た
悲

劇
的
結
末
も
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
古

い
人
情
の
世
界
や
、
人
間
の
類
型
的
な
把
握
は
、
方
法
の
写
実
と
あ

い
ま
っ
て
、
風
俗
小
説
的
傾
向
を
強
め
る
。
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
き

た
の
が
西
鶴
調
に
よ
る
　
「
伽
羅
枕
」
　
（
二
三
年
）
や
「
二
人
女
房
」
（
二

四
年
）
　
「
三
人
妻
」
　
（
二
五
年
）
な
ど
の
諸
作
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

二
五



に
は
、
純
情
や
悲
劇
性
は
稀
薄
に
な
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
女
も
の
が
た

り
」
と
い
う
類
型
に
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
は
写
実

と
い
う
技
巧
に
新
し
い
進
境
は
示
し
た
け
れ
ど
も
、
内
容
的
に
近
代

性
を
稀
薄
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
硯
友
社
の
作
品
が
人
々
に

あ
か
れ
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ

の
よ
う
な
風
俗
的
傾
向
を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
紅
葉
は
こ
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
る
た
め
に
「
心

の
闇
」
　
（
二
六
年
）
　
「
多
情
多
恨
」
（
二
九
年
）
「
金
色
夜
叉
」
　
（
三

〇
年
）
を
書
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
作
に
は
、
再
び
純
情

と
悲
恋
が
大
き
く
浮
か
び
上
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
、
従
来
紅
葉

の
代
表
作
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
伽
羅
枕
」
　
「
三
人
妻
」

な
ど
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
位
置
を
失
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
二
十
年
代
の
小
説
の
特
質
と
し
て
、

純
情
と
悲
恋
は
ま
さ
に
、
そ
の
中
心
に
位
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

と
く
に
、
斎
藤
緑
雨
が
「
油
地
獄
」
な
ど
で
、
写
実
は
果
し
得
た

が
、
純
情
を
否
定
的
に
あ
つ
か
っ
た
の
と
思
い
あ
わ
せ
る
と
、
硯
友

社
の
新
し
さ
が
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
写
実
の
み
に

新
し
さ
お
も
し
ろ
さ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
純
情
と
悲
恋
と
い
う

時
代
の
人
間
的
な
課
題
を
、
取
り
あ
ば
た
か
ら
、
お
も
し
ろ
さ
、
よ

さ
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

も
う
時
間
が
来
た
の
で
、
割
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
透
谷

二
六

や
露
伴
の
超
現
実
的
な
世
界
で
の
純
情
や
悲
恋
の
追
求
、
二
十
年
代

末
の
、
深
刻
小
説
や
観
念
小
説
に
お
け
る
純
情
と
悲
恋
、
ま
た
一
葉

の
初
期
の
小
説
な
ど
こ
の
間
題
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
は
多
い
。
ま
た
、

明
治
小
説
の
方
法
上
の
特
質
で
あ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
こ
の
純
情
と

悲
恋
と
の
関
係
な
ど
も
、
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ま
た
次
の

機
会
に
お
話
し
し
た
い
。

受
贈
誌
（
3
1
・
1
－
3
2
・
2
）

法
政
大
学
文
学
部
紀
要

人
文
科
学
紀
要

高
知
大
学
学
術

研
　
究
　
報
　
告

西
京
大
学
学
術

報
　
告
　
人
　
文

清
泉
女
子
大
学
紀
要

東
洋
大
学
紀
要

滋
　
賀
　
大
　
学

学
芸
学
部
紀
要

金
　
沢
　
大
　
学
、

法
文
学
論
文
集

日
本
大
学
世
田
谷

教
養
学
部
紀
要

N
O
宍
日
本
文
学
籍
）
一

第
九
輯
（
猿
轡
）
Ⅲ

第
四
巻

三
四
・
三
七
・
四
〇

第
七
号

三第
六
・
八
輯

第
六
号

四
文
学
篇

第
五
輯

法

政

大

学

文

学

部

日

　

本

　

文

　

学

　

科

東
京
大
学
教
養
学
部

人

　

文

　

科

　

学

　

科

高
　
　
知
　
　
大
　
　
学

西
　
　
京
　
　
大
　
　
学

清
　
泉
　
女
　
子
　
大
　
学

東
　
　
洋
　
　
大
　
　
学

滋
賀
大
学
学
芸
学
部

金
　
　
沢
　
　
大
　
　
学

日
　
　
本
　
　
大
　
　
学

世

田

谷

教

養

学

部

国
　
崎
　
望
　
久

太
　
郎

恥
灘
灘
荻
諏

落
　
伍
　
者
　
の
　
文
　
学

－
　
啄
木
論
の
一
視
点
1
－
・

文
学
者
の
さ
ま
ざ
ま
の
型
の
う
ち
に
、
あ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
顕
著

な
日
本
的
特
性
と
し
て
落
伍
者
の
文
学
の
系
譜
を
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
が
日
本
の
民
族
の
文
学
心
を
つ
よ
く
ひ
き
つ
け
る
理

由
は
、
ま
だ
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
伝
統
的
に
強
力
な
も

の
で
、
わ
れ
わ
れ
が
文
学
を
受
容
す
る
際
の
心
理
的
傾
斜
と
し
て
前

提
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

落
伍
者
と
は
、
も
ち
ろ
ん
実
生
活
上
の
つ
ら
い
緊
張
を
必
要
と
す

る
戦
線
か
ら
の
脱
落
者
で
あ
る
。
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
戦
斗
の
種
類

や
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
戦
斗
か
ら
の
離
脱
の
様
相
も
多
様
で

あ
る
が
、
実
生
活
に
敗
北
し
た
点
は
共
通
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
多

く
の
人
々
が
実
生
活
の
上
で
経
験
す
る
一
嬢
の
落
伍
者
は
こ
こ
で
は

問
題
に
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
落
伍
者
に
し
て
な
お
文
学
活
動
を
継
続

し
た
人
々
だ
け
を
対
象
に
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
人
々
の

実
生
活
と
そ
の
文
学
的
創
造
的
活
動
と
は
、
内
面
的
に
深
く
結
び
あ

落
伍
者
の
文
学

っ
て
い
る
し
、
文
学
の
本
質
を
考
察
す
る
場
合
に
も
非
常
に
大
事
な

契
機
を
ふ
く
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
落
伍
者
の

文
学
の
系
譜
に
、
も
う
少
し
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で

は
顕
微
鏡
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
細
胞
の
よ
う
に
、
文
学
と
実
生
活
と

の
関
係
が
、
弦
大
さ
れ
た
明
ら
か
な
形
で
示
め
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
文
学
の
面
白
さ
に
は
、
こ
う
し
た
実
生
活
と
の
関
係
か
ら
喚

起
さ
れ
る
部
分
が
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

近
代
の
作
家
を
念
頭
に
う
か
べ
る
時
、
人
生
の
中
途
で
挫
折
し
た

人
々
の
数
の
多
い
こ
と
に
痛
ま
し
い
思
い
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

自
ら
生
命
を
絶
っ
た
肩
山
、
透
谷
、
龍
之
介
、
春
月
、
有
島
武
郎
、

太
宰
治
を
は
じ
め
と
し
て
、
窮
迫
の
中
に
文
学
者
と
し
て
の
生
命
を

消
耗
し
尽
し
た
か
に
思
わ
れ
る
一
葉
や
啄
木
、
葛
西
蓄
蔵
や
嘉
村
磯

多
等
の
作
家
の
生
体
験
は
、
ま
こ
と
に
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
。
中

途
で
挫
折
し
た
と
い
う
点
で
は
小
林
多
喜
二
の
例
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

二
七


