
「
放
浪
」
三
画
目
①
凰
昌
陽
・
両
〆
房
は
文
学
に
と
っ
て
そ
の
発
生
の
起
源

か
ら
大
き
な
関
わ
り
を
も
っ
て
き
た
。
知
ら
れ
ざ
る
異
空
間
へ
誘
わ
れ
た
人
々

は
、
そ
こ
で
主
体
の
不
確
実
性
を
悟
る
。
自
ら
が
依
拠
し
て
き
た
体
系
は
雲

散
霧
消
し
て
、
体
験
を
唯
一
の
頼
り
と
し
て
学
習
す
る
も
う
一
つ
の
世
界
は

主
体
の
動
揺
と
不
安
を
導
き
出
す
。
し
か
し
一
方
に
解
放
や
自
由
の
感
覚
も

味
わ
う
だ
ろ
う
。
こ
の
分
裂
と
融
和
と
い
う
身
体
の
ア
ソ
ビ
。
ハ
レ
ン
ッ
な
反

応
の
底
に
、
文
学
的
空
間
は
秘
や
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
身
体
の
移
動
が
主

体
の
変
容
を
促
し
、
そ
の
変
容
こ
そ
が
語
り
出
す
身
体
を
生
み
出
す
の
だ
。

他
者
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
主
体
は
語
り
始
め
る
。

モ
ピ
リ
テ
ィ
ー

定
住
を
は
か
る
以
前
の
人
間
た
ち
は
絶
え
間
無
い
「
流
離
・
移
動
」
の
中

か
ら
歌
や
詩
に
よ
っ
て
そ
の
集
団
の
記
憶
を
語
り
継
い
だ
。
神
話
世
界
に
も

ま
た
無
名
な
が
ら
「
作
者
」
（
語
る
欲
望
の
主
体
）
が
存
在
し
て
い
た
の
は

疑
い
得
な
い
。
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
、
或
い
は
日
本
武
尊
が

放
浪
・
自
己
語
り
・
女
性

放
浪
・
自
己
語
り
・
女
性

１
「
放
浪
」
と
女
性
に
つ
い
て

ｌ
近
代
女
性
文
学
と
語
る
欲
望
側
Ｉ冒

険
・
流
浪
・
追
放
な
ど
に
よ
っ
て
「
放
浪
」
し
て
、
そ
の
物
語
を
派
生
さ

せ
て
い
っ
た
こ
と
に
、
私
た
ち
は
「
語
り
」
と
「
放
浪
」
、
ま
た
「
語
り
」

と
「
文
学
」
の
緊
密
な
関
与
を
想
像
す
る
。
イ
ー
・
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ソ
が
言

及
す
る
と
お
り
、
「
人
間
は
、
個
人
で
も
集
団
で
も
、
『
自
己
』
を
中
心
と
し

て
世
界
を
知
覚
す
る
傾
向
が
あ
る
」
（
山
本
浩
訳
『
空
間
の
経
験
ｌ
身
体
か

ら
都
市
へ
ｌ
』
筑
摩
書
房
一
九
八
八
）
。
「
自
己
」
と
「
他
者
」
は
常
に
峻

別
さ
れ
て
、
「
故
郷
」
と
「
異
邦
人
」
の
領
域
を
設
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

身
体
の
移
動
は
こ
の
領
域
を
転
換
し
て
「
自
己
」
の
「
他
者
」
性
を
確
認
す

る
作
業
と
な
る
。

ス
ト
レ
ソ
ジ
ャ
ー

一
方
、
そ
れ
を
迎
え
る
集
団
に
と
っ
て
「
異
人
」
は
異
な
っ
た
人
間
で
あ

ス
、
卜
レ
ソ
ジ

る
と
同
時
に
「
お
か
し
な
、
変
わ
っ
た
」
人
で
も
あ
る
。
「
異
人
」
が
語
る

言
葉
は
疑
わ
れ
、
そ
の
身
元
を
確
か
め
よ
う
と
質
問
・
尋
問
が
な
さ
れ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

こ
の
「
交
換
」
が
両
者
を
同
一
の
規
範
へ
と
転
換
す
る
唯
一
の
手
続
き

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
「
交
換
」
が
十
全
に
行
使
さ
れ
る
可
能
性
は

は
な
は
だ
薄
い
。
「
異
人
」
は
嘘
を
つ
く
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
迎
え
る
側
に

一
一
一
一
一
一
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と
っ
て
も
そ
の
信
愚
性
を
判
断
す
る
材
料
は
乏
し
い
の
だ
。
「
異
人
」
は
神
に

も
敵
に
も
な
り
得
る
。
こ
の
一
瞬
の
空
虚
を
穿
っ
双
方
の
技
術
が
「
虚
構
」
罰
昌
○
国

と
呼
ぶ
文
学
的
空
間
へ
の
飛
躍
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
放
浪
」
は
、
「
移
動
」
・
「
交
換
」
・
「
帰
着
」
あ
る
い
は
「
再
移
動
」

と
い
う
ル
ー
テ
ィ
ー
ソ
を
繰
り
返
す
度
に
「
物
語
化
へ
の
欲
望
」
を
産
出
し
、

「
虚
構
」
の
発
生
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
主
体
の
実

在
性
へ
の
懐
疑
で
あ
る
。
他
者
に
よ
っ
て
認
識
・
発
見
さ
れ
た
自
己
に
こ
そ

客
観
的
な
存
在
の
確
実
性
が
あ
る
と
感
じ
た
時
、
人
間
は
社
会
化
さ
れ
た
と

い
え
よ
う
。
が
、
そ
こ
に
は
微
か
な
違
和
感
も
介
在
し
た
筈
で
あ
り
、
自
己

も
他
者
同
様
不
確
か
に
流
動
す
る
。
「
虚
構
」
化
さ
れ
た
私
を
言
及
す
る
装

置
と
し
て
神
話
・
叙
事
詩
・
歌
、
そ
し
て
文
学
が
機
能
し
た
の
は
こ
れ
ま
で

の
研
究
の
堆
積
か
ら
想
像
で
き
る
。

一
方
、
「
放
浪
」
が
一
九
世
紀
の
激
動
の
中
に
あ
っ
て
特
別
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
は
、
近
代
産
業
都
市
が
も
た
ら
し
た
人
間
の
疎
外
と
関
係
し
て
い

る
。
芸
術
の
名
の
下
に
文
学
者
た
ち
は
都
市
を
脱
出
し
て
、
田
園
や
見
知
ら

ぬ
外
国
を
目
指
し
た
。
所
謂
ロ
マ
ソ
主
義
文
学
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る

「
自
然
」
が
日
常
を
異
化
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
作
家
た
ち
の
想
像
力
を

刺
激
し
て
、
ポ
ヘ
ミ
ァ
ソ
に
象
徴
さ
れ
る
「
漂
泊
者
」
（
国
境
を
縦
横
に
行

き
来
す
る
人
々
）
を
産
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
近
代
産
業
革
命
の
最

も
顕
著
な
恩
恵
、
近
代
交
通
の
未
曾
有
の
進
展
が
寄
与
し
て
い
た
と
し
て
も
、

こ
の
新
た
な
知
識
階
級
の
出
現
が
文
学
の
質
的
転
換
を
促
進
し
た
。

で
は
、
女
性
た
ち
は
こ
の
恩
典
に
浴
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
エ
リ
ッ
ク
。
Ｊ
・

リ
ー
ド
は
旅
を
「
性
別
化
行
動
」
と
規
定
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

定
住
と
礼
節
と
い
う
状
況
下
で
は
、
旅
は
「
性
別
化
」
さ
れ
、
男
女
の

差
異
を
強
調
す
る
「
性
別
化
」
行
動
と
な
る
。
歴
史
的
に
言
っ
て
、
旅
を

し
て
き
た
の
は
男
で
あ
る
。
女
は
旅
を
し
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
旅
を
し

た
と
し
て
も
男
の
保
護
の
も
と
で
旅
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
伊
藤
誓
訳
『
旅
の
思
想
史
ｌ
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
か
ら
世
界
観
光
旅

行
へ
ｌ
』
法
政
大
学
出
版
局
一
九
九
三
）

定
住
が
貞
節
の
証
し
で
あ
り
、
男
た
ち
は
常
に
女
を
監
視
し
て
い
た
。
一

九
世
紀
に
あ
っ
て
も
実
情
は
た
い
し
て
変
わ
っ
て
い
な
い
。
結
婚
ま
で
は
父

親
に
よ
っ
て
、
結
婚
後
は
夫
に
よ
っ
て
家
庭
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

慰
安
と
し
て
の
旅
行
は
認
可
さ
れ
て
も
、
漂
泊
は
社
会
的
な
自
殺
を
意
味
し

て
い
た
。
旅
の
感
激
を
紀
行
文
と
し
て
書
く
こ
と
は
許
さ
れ
て
も
、
『
人
形

の
家
』
の
ノ
ラ
を
女
性
自
ら
表
出
す
る
の
は
危
険
だ
っ
た
の
だ
。
男
た
ち
が

漂
泊
を
称
揚
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
「
自
然
」
の
象
徴
た
る
女
性
は
定
住
し
て

彼
ら
の
到
来
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
学
的
テ
ー
マ

の
も
う
一
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
恋
愛
が
、
流
浪
す
る
男
が
旅
の
途
上
に

出
会
う
少
女
や
人
妻
、
娼
婦
と
交
わ
さ
れ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
見
出
す

の
は
常
に
男
性
で
あ
り
、
女
性
は
見
出
さ
れ
る
存
在
と
し
て
街
や
村
で
待
っ

て
い
る
。
売
春
が
街
や
村
社
会
の
饗
応
と
し
て
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
て
い
る

イ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

（
娼
家
が
公
的
領
域
と
パ
ラ
レ
ル
に
照
応
し
て
い
る
）
の
も
女
性
の
囲
い
込
み

の
一
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
女
性
は
迎
え
る
人
で
あ
り
、
歓
待
を
尽
く
す

（
あ
る
と
き
は
自
ら
の
肉
体
を
差
し
出
し
て
）
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
。
近
代

社
会
が
よ
り
強
固
な
形
で
こ
の
形
式
を
補
強
し
た
こ
と
に
、
制
度
と
し
て
ジ
ェ

ソ
ダ
ー
の
棲
み
分
け
が
確
立
し
た
こ
と
を
、
ま
た
男
女
双
方
に
そ
の
意
識
が

＝二
一

四



近
代
西
欧
が
ス
テ
ィ
ロ
・
タ
イ
プ
化
し
た
女
性
の
語
り
ｌ
自
己
の
内
面
と

の
対
話
ｌ
は
、
女
の
言
葉
が
公
的
領
域
で
「
敗
北
の
言
語
」
と
な
っ
て
近
代

言
説
の
シ
ス
テ
ム
に
登
記
さ
れ
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
水
田
宗
子
は
「
近
代

の
女
性
は
、
愛
す
る
こ
と
と
自
己
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欠
落
と
し
て
意

識
さ
れ
た
自
己
を
可
視
な
実
体
に
装
お
う
と
し
た
。
近
代
女
性
文
学
は
、
女

性
の
自
我
の
表
現
、
す
な
わ
ち
、
女
性
の
自
我
が
あ
り
そ
の
表
現
と
し
て
自

己
が
語
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
自
己
意
識

の
軌
跡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
『
ヒ
ロ
イ
ソ
か
ら
ヒ
ー
ロ
ー
ヘ

ー
女
性
の
自
我
と
表
現
ｌ
』
田
畑
書
店
一
九
八
二
）
と
し
て
「
自
己
語
り
」

と
い
う
概
念
を
提
出
し
た
。
こ
う
し
た
語
り
が
ウ
イ
リ
ィ
ァ
ム
。
Ｃ
・
ス
ペ

ン
ジ
マ
ン
が
い
う
「
自
伝
は
一
方
で
自
我
伝
記
の
様
式
と
の
関
係
を
持
続
し

て
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
虚
構
の
か
た
ち
を
と
る
傾

向
」
（
船
倉
正
憲
訳
『
自
我
の
か
た
ち
ｌ
文
学
ジ
ャ
ン
ル
史
に
お
け
る
出
来

事
ｌ
』
法
政
大
学
出
版
局
一
九
九
二
と
通
底
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
水
田
は
同
時
に
こ
れ
と
「
放
浪
」
と
の
類
縁
性
を
指
摘
し
て

〈
放
浪
〉
は
、
家
の
外
に
出
た
女
性
が
遭
遇
す
る
新
た
な
他
者
と
の
葛

放
浪
・
自
己
語
り
・
女
性

刷
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
女
は

そ
こ
に
定
着
し
て
、
男
の
帰
還
の
場
所
に
変
わ
ら
ず
居
続
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
女
性
の
言
語
は
、
行
き
場
の
無
い
焦
燥
と
な
っ
て
想
像
力
と
い

う
僅
か
に
残
さ
れ
た
「
私
的
領
域
」
を
駆
使
し
て
、
屋
根
裏
や
台
所
の
片
隅

で
秘
や
か
に
綴
ら
れ
て
い
っ
た
。

２
女
性
の
「
自
己
語
り
」
の
欲
望
に
つ
い
て

藤
を
描
く
、
〈
自
己
語
り
〉
と
し
て
の
〈
近
代
小
説
〉
を
生
み
出
す
契
機

と
な
る
。
し
か
し
同
時
に
、
女
と
い
う
制
度
の
外
に
出
た
路
上
の
放
浪
の

果
て
に
、
実
際
に
は
見
え
て
こ
な
い
自
分
の
居
場
所
（
失
わ
れ
た
ユ
ー
ト

ピ
ア
と
し
て
の
異
郷
）
を
志
向
し
、
夢
想
す
る
想
像
力
は
、
〈
物
語
〉
の

契
機
を
も
孕
ん
で
い
る
。

（
『
物
語
と
反
物
語
の
風
景
ｌ
文
学
と
女
性
の
想
像
力
ｌ
』
田
畑
書
店
一

九
九
三
）

と
、
「
物
語
」
と
「
小
説
」
へ
分
節
化
す
る
女
性
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
試
み
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
多
様
性
を
整
理

し
て
、
女
性
の
言
説
行
為
の
二
面
的
な
構
図
を
非
常
に
明
解
に
説
明
し
て
示

唆
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
「
放
浪
」
と
い
う
逸
脱
の
体
験
が
「
語
り
」

を
読
者
と
の
相
互
侵
犯
に
誘
い
込
む
「
小
説
」
を
成
立
さ
せ
、
自
己
の
内
面

を
想
像
力
に
よ
っ
て
語
り
、
そ
の
「
語
り
」
を
形
成
・
変
容
さ
せ
る
書
記
行

為
が
「
物
語
」
を
産
出
す
る
と
い
う
見
取
り
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ジ
ャ
ン

ル
設
定
コ
ー
ド
が
自
ず
と
規
定
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
遠
近
法
に
か
ら
め
と

ら
れ
る
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
性
の
言
説
化
へ
の
欲
望

が
、
歴
史
的
、
文
化
的
、
社
会
的
制
度
に
よ
っ
て
制
約
・
禁
止
、
あ
る
い
は

処
罰
が
為
さ
れ
て
き
た
以
上
、
そ
う
し
た
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
、
換
言
す
れ
ば
ジ
ェ

ソ
ダ
ー
に
よ
っ
て
定
置
さ
せ
ら
れ
た
女
の
生
き
方
そ
の
も
の
が
問
い
直
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
女
性
自
身
の
「
自
己
語
り
」
が
男
性
言
説
の
模
倣
で
も
否

定
で
も
な
く
独
自
に
現
前
化
し
て
い
っ
た
の
は
、
「
自
己
語
り
」
す
る
欲
望

の
過
程
に
そ
う
し
た
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
の
異
化
を
試
行
し
て
想
像
力
の
実
験
を

行
っ
た
点
に
あ
り
、
ま
た
生
産
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
読
者
と
し
て
対
話
的
に

三
五



読
む
行
為
の
中
で
獲
得
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
現
代
的
な
「
文
学
の
方
法
」
な

の
で
あ
る
。
「
小
説
」
と
「
物
語
」
を
体
験
の
差
異
に
よ
っ
て
分
節
化
す
る

の
で
は
な
く
、
「
小
説
」
と
い
う
自
己
認
識
の
方
法
が
、
逆
の
ベ
ク
ト
ル
で

自
ら
の
存
在
認
識
を
転
倒
さ
せ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
女
性
言
説
は
抱
え
も
っ

て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
交
換
の
中
で
女
性
は
自
己
達
成
の
夢
と
し
て
の
、

あ
る
い
は
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
ヘ
の
反
撃
と
し
て
「
物
語
」
を
も
略
取
す
る
。

そ
れ
で
は
、
女
性
が
見
い
だ
そ
う
と
す
る
「
主
体
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
「
主
体
」
の
実
在
性
と
は
、
思
考
し
て
自
己
言
及
す
る
言
表
行

為
の
過
程
で
見
出
さ
れ
る
「
自
己
同
定
」
（
私
が
私
で
あ
る
こ
と
）
に
あ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
近
代
に
至
っ
て
女
性
が
教
育
の
普
及
な
ど
に
よ
っ
て
表
現

の
技
術
と
し
て
の
文
学
を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
し
た
「
自
己
」
は
、

予
め
欠
損
さ
れ
た
「
空
虚
な
主
体
」
で
あ
っ
た
。
「
私
」
と
い
う
「
主
体
」

は
同
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
そ
の
実
在
性
を
希
薄
に
し
て
、

男
性
に
よ
っ
て
あ
ぶ
り
出
さ
れ
た
「
他
者
性
」
に
転
換
し
て
し
ま
う
も
ど
か

し
さ
を
女
性
は
感
じ
続
け
た
の
だ
。
女
性
の
実
体
を
表
す
シ
ニ
フ
ィ
ァ
ソ
は

ど
こ
に
も
無
く
、
シ
ニ
フ
ィ
ェ
の
連
鎖
に
よ
っ
て
空
虚
に
現
出
す
る
「
主
体
」

は
、
語
ら
れ
た
そ
の
瞬
間
に
「
主
体
」
の
欠
如
を
認
識
す
る
と
い
う
困
惑
に

陥
れ
ら
れ
て
い
く
。

「
私
」
と
い
う
「
主
体
」
を
語
る
こ
と
自
体
が
、
既
に
虚
構
化
へ
の
入
り

口
と
な
っ
て
い
る
女
性
の
言
表
行
為
は
、
虚
構
と
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
の
境
界
を

朧
化
す
る
の
だ
。
こ
の
現
象
に
つ
い
て
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
自
己
言
及

的
小
説
）
の
論
理
を
導
入
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
狭
義
に
は
一
九
六
○
年
代

以
降
に
英
米
文
学
に
現
わ
れ
た
パ
ロ
デ
ィ
ー
・
言
語
遊
戯
を
多
用
す
る
近
未

来
小
説
や
反
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
（
自
意
識
を
特
権
化
す
る
脱
リ
ア
リ
ズ
ム
小

説
）
に
与
え
ら
れ
た
呼
称
で
あ
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
八
○
年
代
以
降

に
批
評
タ
ー
ム
と
し
て
機
能
し
始
め
た
。
由
良
君
美
は
一
八
世
紀
の
英
国
小

説
に
そ
の
発
生
を
置
き
そ
の
形
式
の
特
徴
を
「
〈
再
帰
的
〉
な
い
し
〈
自
己

再
起
的
〉
と
い
う
語
り
の
方
法
」
（
「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
試
稿
」
『
英
語

青
年
』
一
九
八
五
・
四
’
一
九
八
六
・
三
）
と
定
義
し
、
ま
た
中
村
三
春
は

「
文
芸
が
自
覚
的
・
技
巧
的
・
人
工
的
制
作
物
と
し
て
意
識
さ
れ
、
文
芸
理

念
と
技
術
に
つ
い
て
の
反
省
的
思
索
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
時
代
の
、
先
鋭
な
批
判
的
精
神
の
賜
物
」
（
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
構
』
ひ

つ
じ
書
房
一
九
九
四
）
と
し
て
、
二
○
世
紀
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
そ
の
発
端
を
置

い
た
。
こ
の
用
語
の
定
着
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
脱
構
築
批

評
と
の
相
互
浸
透
が
介
在
す
る
が
、
巽
孝
之
は
そ
れ
で
も
な
お
注
意
深
く

「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
自
明
な
も
の
と
片
づ
け
て
し
ま
え
る
か
ど
う
か
」

弓
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
謀
略
』
筑
摩
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
蝿
、
一
九
九
三
）

と
、
そ
れ
が
文
学
的
制
度
化
す
る
こ
と
へ
の
危
倶
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
定

義
は
そ
の
言
葉
自
体
が
持
つ
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
意
味
作
用
に
よ
っ
て
完
全

で
は
な
い
。

し
か
し
、
「
小
説
を
語
る
主
体
」
が
小
説
内
で
語
る
、
あ
る
い
は
虚
構
の

チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・

た
め
に
虚
構
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
の
方
法
が
、
「
小
説
内
小
説
」
（
入
れ
子

ボ
ッ
ク
ス

構
造
型
小
説
）
や
パ
ロ
デ
ィ
ー
、
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
と
い
っ
た
規
範
化
し
た

テ
ク
ス
ト
の
引
用
（
そ
の
倒
置
に
よ
っ
て
虚
構
の
本
質
を
露
呈
す
る
）
を
方

法
化
し
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
「
虚
構
性
」
を
訴
え
た
の
は
明
ら
か
だ
。
女

性
の
「
語
る
欲
望
」
（
「
主
体
」
へ
の
あ
く
な
き
追
求
）
が
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

’
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テ
ク
ス
ト
は
作
家
の
伝
記
的
事
項
に
容
易
に
回
収
さ
れ
な
い
と
い
う
明
白

な
事
実
が
あ
る
。
し
か
し
テ
ク
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
が
テ
ク
ス
ト
の
完
全

な
自
立
性
を
主
張
し
た
と
し
て
も
、
伝
記
的
事
項
か
ら
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
反

映
・
影
響
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
作

家
（
「
書
記
す
る
主
体
こ
と
小
説
の
語
り
手
の
位
相
が
、
作
品
内
言
説
に
ど

ん
な
痕
跡
を
止
め
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
と
な
っ
て
批
評
表
現
に
あ
ら
わ

れ
る
。
日
本
の
一
九
二
○
年
代
に
急
に
浮
上
し
た
「
私
小
説
」
、
あ
る
い
は

「
心
境
小
説
」
と
い
う
文
学
用
語
は
、
そ
う
し
た
読
み
解
き
か
ら
創
出
さ
れ

た
タ
ー
ム
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
言
及
的
に
ど
こ
ま
で
も
「
私
」

放
浪
・
自
己
語
り
・
女
性

と
の
相
克
に
あ
る
限
り
、
そ
の
言
説
行
為
は
極
め
て
意
識
的
に
小
説
と
い
う

構
造
を
自
己
言
及
的
に
奪
還
す
る
作
業
と
し
て
試
み
ら
れ
た
の
は
間
違
い
な

い
。
女
性
テ
ク
ス
ト
を
「
自
己
語
り
」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
に
生
成
す

る
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
の
確
認
と
し
て
見
直
せ
ば
、
「
物
語
」
と
い
う
構
造
枠
に

帰
納
で
き
な
い
「
語
る
主
体
」
（
言
表
行
為
の
主
体
）
の
自
己
言
及
的
な
痕

跡
が
跡
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
「
な
ぜ
語
る
か
」
と
い
う
問
い
を
書
記

し
な
が
ら
、
そ
こ
に
印
字
さ
れ
た
小
説
内
の
「
語
り
の
主
体
」
（
言
表
の
主

体
）
に
現
実
の
「
語
る
主
体
」
が
問
い
か
け
を
繰
り
返
す
と
い
う
メ
タ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ナ
ル
な
行
為
が
媒
介
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
の
虚

構
性
と
い
う
自
ら
の
「
主
体
」
の
不
確
実
な
揺
れ
を
感
知
さ
せ
て
、
な
お
帰

還
す
る
場
を
失
っ
た
そ
の
所
在
の
不
確
定
性
に
つ
い
て
表
白
す
る
装
置
と
し

て
「
放
浪
」
は
有
効
な
手
掛
か
り
と
な
っ
て
い
る
。

３
女
性
テ
ク
ス
ト
の
自
己
言
及
性
に
つ
い
て

の
語
り
に
統
御
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
、
そ
し
て
そ
の
「
私
」
は
作
家
自
身
に
き

わ
め
て
近
似
的
で
あ
る
と
い
う
そ
の
方
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
幾
多
の
議

論
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
末
に
、
「
純
文
学
」
と
い
う
こ
れ
も
ま
た
日
本
文
学

（
１
）

に
と
っ
て
ア
ポ
リ
ア
と
も
な
っ
た
概
念
と
結
ば
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
推
進
者
の
一
人
で
あ
る
平
野
謙
、
『
風
俗
小
説
論
』
（
一
九
五
○
、
河

出
書
房
）
で
私
小
説
を
否
定
し
た
中
村
光
夫
、
代
表
的
な
私
小
説
作
家
の
一

人
と
さ
れ
る
高
見
順
が
吉
田
精
一
の
司
会
の
も
と
、
「
純
文
学
変
質
論
争
」

の
渦
中
に
開
か
れ
た
座
談
会
「
私
小
説
の
本
質
と
問
題
点
」
（
『
国
文
学
解
釈

と
鑑
賞
』
一
九
六
二
・
一
三
は
今
か
ら
見
て
も
「
私
小
説
」
概
念
の
不
定

性
を
提
出
し
て
興
味
深
い
。
「
自
伝
文
学
」
と
の
相
違
、
客
観
と
主
観
の
相

克
、
海
外
作
家
と
の
比
較
な
ど
現
在
も
ま
だ
未
解
決
の
問
題
が
縦
横
に
語
ら

れ
る
中
に
「
女
流
作
家
は
私
小
説
が
書
け
る
か
」
と
い
う
小
見
出
し
括
ら
れ

た
箇
所
に
次
の
や
り
取
り
が
あ
る
。

吉
田
女
の
人
の
私
小
説
は
自
分
に
と
か
く
甘
え
て
、
非
常
に
む
ず
か
し

い
も
の
だ
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
も
…
。

（
中
略
）

高
見
女
の
作
家
は
私
小
説
を
書
い
て
い
な
い
ん
じ
や
な
い
か
と
い
う
の

○

吉
田
い
や
、
本
当
に
い
い
私
小
説
は
書
け
な
い
ん
じ
や
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。

中
村
そ
れ
は
む
ず
か
し
い
。

吉
田
自
分
に
対
し
て
認
識
が
あ
ま
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
偉
い

マ
マ

作
家
に
も
あ
る
ん
じ
や
な
い
か
と
思
う
で
す
、
女
の
場
合
は
。

三
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（
中
略
）

平
野
男
の
ほ
う
が
ど
う
し
て
も
破
れ
か
ぶ
れ
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
よ
。

子
供
の
こ
と
だ
け
に
限
っ
て
も
、
女
自
身
が
破
れ
か
ぶ
れ
に
な
る

と
い
う
こ
と
は
、
ま
あ
め
ず
ら
し
い
も
の
ね
。
と
に
か
く
破
れ
か

ぶ
れ
に
な
ら
な
け
れ
ば
私
小
説
の
い
い
も
の
は
書
け
な
い
ん
だ
。

高
見
女
の
人
の
場
合
は
、
元
も
子
も
失
く
な
り
ま
す
か
ら
ね
。
（
略
）

こ
の
指
摘
が
明
確
に
指
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
の
テ
ク
ス
ト
は
「
私

小
説
」
（
「
純
文
学
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
）
と
い
う
領
域
か
ら
も
放
逐
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
女
の
言
説
は
「
破
れ
か
ぶ
れ
」
に
な
ら
な
い

し
、
ま
た
「
自
分
に
対
し
て
の
認
識
が
甘
い
」
装
わ
れ
た
言
説
で
あ
り
、
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
の
地
平
か
ら
遠
い
（
自
己
客
観
化
の
透
明
度
の
低
い
）
も
の
だ

と
い
う
刷
り
込
み
が
談
話
者
の
共
通
コ
ー
ド
と
し
て
入
力
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
実
際
こ
の
号
の
巻
末
に
付
さ
れ
た
「
私
小
説
三
十
五
選
」
に
は
女

性
作
家
の
作
品
は
幸
田
文
『
勲
章
』
、
林
芙
美
子
『
放
浪
記
』
、
宮
本
百
合
子

『
風
知
草
』
三
編
の
み
で
、
そ
れ
ら
を
「
私
小
説
」
と
確
定
す
る
の
も
疑
問

が
残
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
女
性
の
書
記
行
為
は
主
体
の
確
認
作
業

と
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
「
語
る
欲
望
」
に
よ
っ
て
露
わ
に
な
る
主
体
の
虚

構
的
な
存
立
の
風
景
に
「
語
る
主
体
」
は
脅
か
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
そ
こ
か

ら
の
回
復
の
試
み
が
「
甘
い
」
と
さ
れ
る
な
ら
、
ま
た
男
性
作
家
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
「
破
れ
か
ぶ
れ
」
の
「
私
小
説
」
も
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
『
蒲
団
』
（
田
山
花
袋
）
の
横
山
芳
子
に
恋
慕
す
る
中
年
作
家
・

竹
中
時
雄
、
『
泥
人
形
』
（
政
宗
白
鳥
）
の
妻
へ
の
嫌
悪
を
っ
の
ら
せ
る
守
屋

重
吉
、
『
疑
惑
』
（
近
松
秋
江
）
の
出
奔
し
た
妻
を
偏
執
的
に
探
索
す
る
作
家

な
ど
を
順
次
並
べ
て
い
け
ば
、
そ
の
主
人
公
た
ち
が
い
か
に
し
て
女
性
を
他

者
化
し
て
い
る
か
を
た
ど
れ
る
。
そ
こ
に
表
出
さ
れ
た
い
わ
ば
男
性
イ
メ
ー

ジ
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
女
性
が
果
た
し
て
十
全
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
備
え
た

存
在
で
あ
る
か
否
か
は
明
瞭
に
判
断
で
き
よ
う
。

女
性
テ
ク
ス
ト
が
こ
う
し
た
力
学
の
中
で
把
握
さ
れ
て
い
る
の
は
現
在
も

大
き
な
変
化
は
な
い
。
男
性
の
自
己
言
及
は
こ
う
し
た
中
で
構
造
化
さ
れ
る

が
、
女
性
の
場
合
は
初
め
か
ら
そ
の
言
説
は
疑
わ
れ
「
物
語
」
化
さ
れ
「
虚

構
」
に
定
置
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
「
自
伝
」
に
分
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ

ァ
リ
テ
ィ
ー
の
保
全
を
は
か
る
と
い
う
欺
隔
的
な
処
置
が
な
さ
れ
て
き
た
。

女
性
テ
ク
ス
ト
の
自
己
言
及
性
は
文
学
的
構
造
か
ら
検
討
す
る
こ
と
な
し
に

特
殊
化
さ
れ
、
別
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
し
た
抑
圧
の
上
に
戦
略
的
に

発
見
す
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
方
法
が
、
「
私
小
説
」
概
念
の
根
底
を

支
え
る
方
法
意
識
と
実
は
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
近
代
小
説
が
進
化
論
的
発
達
の
産
物
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
共
時
的
に

派
生
す
る
個
の
「
語
り
の
欲
望
」
と
親
密
で
あ
る
こ
と
を
例
証
す
る
の
だ
。

文
学
を
召
喚
す
る
「
放
浪
」
は
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
そ
れ
を
表
象
す
る
爆
薬

で
あ
る
。
女
性
が
戦
略
と
し
て
そ
れ
を
自
ら
の
主
体
に
も
、
ま
た
テ
ク
ス
ト

の
「
語
る
主
体
」
に
も
携
帯
さ
せ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

日
本
近
代
の
女
性
テ
ク
ス
ト
か
ら
小
説
と
い
う
形
式
を
受
容
す
る
以
前
の

テ
ク
ス
ト
を
抽
出
す
る
と
、
日
記
、
和
歌
、
俳
譜
、
書
簡
文
な
ど
が
あ
る
が
、

ま
た
そ
れ
ら
は
女
性
の
文
章
・
文
体
の
規
範
を
先
導
す
る
テ
ク
ス
ト
（
お
手

４
先
駆
的
女
性
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
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本
）
と
も
な
っ
て
い
る
。
幕
末
期
の
桂
園
派
の
歌
人
で
あ
る
柳
原
安
子
、
秋

園
古
香
、
高
畠
式
部
や
、
太
田
垣
連
月
尼
、
野
村
望
東
尼
ら
の
歌
や
日
記
、

紀
行
文
が
例
示
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
定
型
の
中
に
自
己
の
認
識
や
存
在
の

形
式
を
表
現
し
て
い
る
。
例
え
ば
野
村
望
東
尼
が
晩
年
に
九
州
か
ら
京
都
に

（
２
）

旅
し
た
体
験
を
記
し
た
『
上
京
日
記
』
に
、
船
に
群
が
る
遊
女
の
話
が
描
か

れ
て
い
る
。
船
が
出
立
を
見
合
わ
せ
岸
に
繋
が
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
「
う

か
れ
女
ど
も
」
が
や
っ
て
き
て
「
身
を
う
ら
む
」
と
し
た
。
「
い
と
あ
さ
ま

し
」
と
望
東
尼
は
思
う
が
、
買
っ
た
男
た
ち
が
陸
に
あ
が
っ
て
し
ま
い
残
り

の
乗
客
が
少
な
く
な
る
と
、
「
わ
れ
に
さ
へ
か
ひ
て
よ
と
い
ふ
」
。
望
東
尼
は

「
お
の
ふ
の
わ
れ
を
ぱ
よ
び
さ
」
す
の
に
「
う
た
て
け
れ
」
と
三
人
に
代
を

渡
し
て
追
い
払
う
が
、
「
と
し
の
こ
ろ
一
二
三
ば
か
り
な
る
が
二
人
き
て
、

か
た
を
な
で
な
ど
し
つ
上
、
せ
は
し
げ
に
い
ふ
。
す
べ
な
く
は
た
二
人
を
か

ひ
か
へ
す
。
」
と
い
う
体
験
を
す
る
。
日
記
文
に
は
そ
の
感
想
は
言
及
さ
れ

な
い
が
、
そ
の
後
に
続
け
て

た
れ
も
よ
を
う
き
て
わ
た
ら
ぬ
な
け
れ
ど
も

舟
に
身
を
う
る
せ
き
の
う
か
れ
め

と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
望
東
尼
の
意
識
は
当
初
遊
女
に
対
す
る
軽
蔑

を
先
行
さ
せ
る
が
、
や
が
て
同
情
へ
と
変
わ
り
、
最
後
に
「
た
れ
も
よ
を
う

き
て
わ
た
ら
」
な
い
も
の
の
と
、
自
分
の
身
と
比
定
し
て
そ
の
感
慨
を
歌
と

し
て
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
者
と
し
て
措
定
さ
れ
た
女
性
性
の
悲
哀
に
つ

い
て
望
東
尼
が
ま
な
ざ
し
を
注
い
だ
瞬
間
で
あ
る
。

樋
口
一
葉
が
先
ず
和
歌
に
よ
っ
て
そ
の
言
説
を
開
い
て
い
っ
た
の
は
、
こ

う
し
た
定
型
（
道
徳
的
規
範
意
識
・
女
性
に
許
可
さ
れ
た
文
学
形
式
・
和
歌

放
浪
・
自
己
語
り
・
女
性

の
伝
統
的
制
約
な
ど
）
を
自
己
意
識
に
還
元
す
る
望
東
尼
の
方
法
と
は
無
縁

で
は
な
い
。
明
治
期
初
め
に
残
さ
れ
た
女
性
の
散
文
も
ま
た
そ
の
視
点
を
導

入
し
て
み
て
い
け
ば
、
定
型
と
自
己
表
白
の
和
解
が
、
文
体
、
プ
ロ
ッ
ト
、

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
な
ど
の
具
体
的
な
言
表
行
為
の
中
に
も
く
ろ
ま
れ
て
い
た
と
い

え
よ
う
。
三
宅
花
圃
の
『
薮
の
鴬
』
（
一
八
八
八
・
明
二
二
、
木
村
曙
『
婦

女
の
鑑
』
（
一
八
八
九
・
明
治
二
三
、
清
水
紫
琴
『
こ
わ
れ
指
輪
』
（
一
八

九
一
・
明
治
二
四
）
な
ど
一
葉
に
先
立
つ
テ
ク
ス
ト
を
任
意
に
並
べ
て
い
く

と
そ
れ
は
分
か
り
や
す
い
。
三
宅
花
圃
は
鹿
鳴
館
時
代
と
い
う
異
文
化
の
中

に
翻
弄
さ
れ
る
篠
原
濱
子
よ
り
そ
う
し
た
欧
化
の
教
養
を
身
に
つ
け
な
が
ら

和
歌
に
も
堪
能
な
松
島
秀
子
を
優
位
的
な
ヒ
ロ
イ
ン
と
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
新
た
な
自
己
実
現
の
可
能
性
を
表
示
し
た
が
、
言
文
一
致
に
模
し
た
文
体

に
雅
文
脈
の
伝
統
を
付
置
し
た
の
も
見
逃
せ
な
い
。
ま
た
木
村
曙
は
小
説
の

発
端
に
ヒ
ロ
イ
ン
・
吉
川
秀
子
の
家
出
を
据
え
海
外
流
離
を
プ
ロ
ッ
ト
の
構

成
に
効
果
的
に
使
用
し
、
テ
ク
ス
ト
内
に
手
紙
、
語
り
で
構
成
さ
れ
る
回
想

を
引
用
し
て
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
的
な
試
み
に
も
挑
戦
し
て
い
る
。
清
水
紫
琴
は

こ
う
し
た
表
現
の
発
見
に
呼
応
し
て
、
夫
と
の
離
婚
を
自
ら
の
意
志
で
敢
行

す
る
「
わ
た
し
」
を
主
人
公
に
そ
の
惑
い
や
決
意
の
変
遷
を
、
一
人
称
告
白

体
で
書
い
た
。
こ
こ
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
た
石
を
欠
い
た
指
輪
が
、
「
わ
た

し
」
の
主
体
を
欠
い
た
意
識
を
表
象
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

こ
こ
で
重
要
な
の
は
自
己
の
体
験
を
「
虚
構
」
に
よ
っ
て
追
体
験
（
再
度
の

自
己
認
識
）
す
る
自
己
言
及
的
な
構
造
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
こ
と
だ
。
森
鴎

外
『
舞
姫
』
（
一
八
九
○
・
明
治
二
三
）
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
一
人
称
に
よ
る

「
虚
構
」
化
が
模
索
さ
れ
た
の
は
銘
記
す
る
必
要
が
あ
る
。三

九



明
治
期
の
女
性
テ
ク
ス
ト
の
表
現
は
、
一
葉
の
散
文
へ
の
登
場
に
よ
っ
て

確
立
さ
れ
た
。
関
礼
子
は
こ
の
一
八
九
○
年
、
明
治
二
三
年
頃
を
境
に
女
性

の
文
体
に
「
淑
女
的
な
要
素
」
（
『
姉
の
力
』
筑
摩
書
房
一
九
九
三
）
が
要
求

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
関
は
こ
れ
を
「
女
装
文
体
」
と

命
名
す
る
。
社
会
の
女
性
文
体
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
る
擬
古
文

体
は
、
ジ
ェ
ソ
ダ
ー
に
よ
る
文
体
の
分
別
と
言
え
る
が
、
一
方
に
「
書
き
言

葉
」
の
規
範
化
に
よ
っ
て
「
話
し
言
葉
」
で
あ
る
「
自
己
語
り
」
の
内
省
化

が
促
進
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
「
語
る
主
体
」
と
「
語
り

の
主
体
」
の
交
換
的
な
対
話
が
巧
ま
ず
し
て
実
現
し
て
い
る
。
一
葉
は
作
品

と
併
せ
て
大
部
な
日
記
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
「
女
装
文
体
」
の

「
虚
構
性
」
が
端
的
に
表
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
小
説
の
発
生

と
同
根
の
機
構
が
メ
カ
’
一
ツ
ク
に
働
き
、
一
個
の
「
作
品
」
を
語
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
自
伝
的
な
要
素
に
還
元
さ
れ
る
べ
き
素
材
が
、
女
性

的
な
擬
古
文
体
の
採
用
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
性
を
獲
得
し
た
の
は
皮
肉
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
ま
た
「
伝
統
」
に
依
り
な
が
ら
、
そ
の
脱
換
を
同

時
に
達
成
す
る
言
表
行
為
が
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
。
自
伝
と
作
品
の
互
換
的

な
機
能
、
つ
ま
り
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
と
「
虚
構
」
の
境
界
の
不
確
定
性
が
露
呈

す
る
の
は
、
女
性
の
「
語
る
主
体
」
が
如
何
に
社
会
の
言
説
構
造
の
中
で
暖

昧
に
放
置
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
か
を
例
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
葉
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
擬
古
文
体
小
説
の
命
脈
が
短
か
っ
た
の
は
、

日
清
戦
争
に
よ
っ
て
急
速
に
進
行
し
た
国
民
国
家
へ
の
統
合
、
す
な
わ
ち

「
国
民
化
」
へ
の
国
家
的
戦
略
と
関
与
し
て
い
る
。
明
治
初
頭
以
来
、
「
書

き
言
葉
」
、
「
話
し
言
葉
」
双
方
の
国
語
統
一
は
多
く
の
試
行
錯
誤
を
重
ね
な

が
ら
進
行
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
二
つ
の
一
致
と
い
う
問
題
を
言
文
一
致
運

ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム

動
は
必
然
的
に
担
っ
た
。
こ
の
「
俗
語
革
命
」
（
維
秀
実
『
日
本
近
代
文
学

の
〈
誕
生
ご
太
田
出
版
一
九
九
五
）
が
、
文
体
の
性
差
を
解
消
す
る
こ
と

に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
意
識
的
に
男
性
と
女
性
の
「
話
し
言
葉
」
を
分
断
し
、

女
性
の
「
書
き
言
葉
」
の
標
準
を
模
索
さ
せ
て
い
っ
た
。
一
九
○
○
年
（
明

治
三
三
）
帝
国
教
育
会
が
「
言
文
一
致
会
」
を
設
立
し
、
’
一
九
○
五
年
（
明

治
三
五
）
に
は
文
部
省
に
国
語
調
査
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

前
後
か
ら
徐
々
に
雑
誌
、
新
聞
な
ど
の
一
般
的
文
章
や
学
術
論
文
、
教
科
書

な
ど
，
の
口
語
体
化
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
擬
古
文
で
表
象
し
た

「
女
性
ら
し
さ
」
か
ら
は
遠
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

与
謝
野
晶
子
は
こ
の
間
隙
に
登
場
し
た
が
、
彼
女
が
短
歌
に
よ
っ
た
の
も

こ
う
し
た
女
性
文
体
の
空
白
期
ゆ
え
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

が
、
晶
子
が
「
語
る
主
体
」
と
し
て
恋
愛
を
エ
ロ
ス
か
ら
照
射
し
た
こ
と
は
、

以
後
の
女
性
言
説
の
可
能
性
を
大
き
く
開
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
晶

子
は
棄
郷
と
い
う
困
難
や
他
者
の
夫
を
奪
う
こ
と
へ
の
非
難
を
恐
れ
な
か
っ
た
。

田
村
俊
子
は
、
夫
の
作
家
松
魚
の
指
導
の
も
と
に
作
家
的
出
発
を
果
た
し

な
が
ら
も
、
や
が
て
夫
を
超
え
た
人
気
作
家
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
起
こ
る
す

さ
ま
じ
い
夫
婦
間
の
相
克
を
そ
の
テ
ー
マ
に
据
え
た
。
男
か
ら
離
れ
ら
れ
な

い
性
的
牽
引
力
を
題
材
と
す
る
こ
と
自
体
に
、
自
由
な
恋
愛
へ
の
夢
想
と
、

そ
の
禁
止
を
描
い
た
明
治
出
発
期
の
女
性
作
家
か
ら
の
飛
躍
が
為
さ
れ
た
。

そ
れ
ま
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
概
念
を
倒
錯
さ
せ
た
こ
の
夫
婦
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
（
交
換
）
を
排
し
た
形
Ⅱ
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ソ
の
状

態
で
あ
り
な
が
ら
も
、
な
お
肉
体
の
イ
ソ
タ
ー
コ
ー
ス
の
誘
惑
か
ら
も
逃
れ

四
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ら
れ
な
い
で
い
る
。
『
生
血
』
弓
青
鞘
』
創
刊
号
一
九
二
・
九
、
明
治
四

四
）
は
そ
の
代
表
作
で
あ
る
が
、
大
胆
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
う
た
い
あ
げ

る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
与
謝
野
晶
子
に
よ
る
韻
文
で
の
挑
戦
が
介
在

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ソ
ド
レ
・
ド
ォ
ー
キ
ソ
は
「
人
間
の
内
面
に
お

い
て
、
性
的
欲
望
ｌ
も
し
く
は
性
的
欲
求
、
衝
動
ｌ
は
、
時
と
し
て
、
ま
る

で
焼
き
つ
け
ら
れ
、
他
者
か
ら
見
ら
れ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
な
烙
印
と
し
て

経
験
さ
れ
る
。
（
略
）
烙
印
は
外
側
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

己
れ
の
性
衝
動
と
い
う
負
荷
の
一
部
、
尊
大
で
攻
撃
的
な
（
傲
慢
と
い
う
意

味
で
の
）
自
尊
心
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
自
尊
心
の
内
部
に
は
自
己
崩
壊
の

契
機
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
」
（
『
イ
ソ
タ
ー
コ
ー
ス
』
青
士
社
一
九
八
七
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
俊
子
の
作
品
群
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
こ
の
「
烙
印
の
女
」
で

あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
俊
子
自
身
も
ま
た
魚
松
に
よ
っ
て
刻

印
さ
れ
た
「
烙
印
」
を
離
れ
自
己
再
生
を
目
指
し
て
恋
人
鈴
木
悦
の
住
む
カ

ナ
ダ
へ
と
旅
立
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
の
は
、
小
説
内
言
説

が
「
語
る
主
体
」
で
あ
る
作
家
に
回
収
さ
れ
て
そ
の
行
動
を
規
定
す
る
、

「
自
己
語
り
」
の
回
帰
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

女
が
故
郷
を
捨
て
家
出
、
あ
る
い
は
放
浪
す
る
こ
と
が
、
定
住
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
社
会
的
安
定
ｌ
夫
か
ら
の
経
済
的
安
定
、
自
尊
心
を
満
足
さ
せ
る
社
会

的
な
地
位
、
子
供
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
家
庭
の
幸
福
感
な
ど
な
ど
ｌ

を
放
棄
し
な
が
ら
も
、
一
方
に
台
所
の
隅
で
一
人
呪
誼
の
よ
う
に
つ
ぶ
や
い

て
き
た
「
自
己
語
り
」
を
男
た
ち
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
ヘ
突
き
つ
け
る
。
「
語

る
主
体
」
の
空
虚
な
存
在
認
識
に
自
己
崩
壊
の
危
機
を
感
知
し
た
女
性
た
ち

は
、
よ
う
や
く
「
放
浪
」
と
い
う
自
己
探
索
の
方
法
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

放
浪
・
自
己
語
り
・
女
性

二
○
世
紀
に
至
っ
て
女
性
は
よ
う
や
く
「
自
己
語
り
」
の
内
閉
的
呪
縛
を

小
説
内
言
説
か
ら
、
ま
た
自
己
の
身
体
か
ら
も
解
き
放
つ
方
法
を
学
習
し
た
。

晶
子
も
俊
子
も
、
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
『
青
鞘
』
の
女
た
ち
も
「
放
浪
」
が

指
標
す
る
「
主
体
の
欲
望
」
を
、
自
ら
の
身
体
で
現
前
化
し
て
、
そ
の
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
に
転
換
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
書
記
行
為
の
遂
行
の
中
で

新
た
な
「
自
己
語
り
」
を
重
ね
、
「
主
体
の
欲
望
」
を
経
験
的
に
検
証
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
先
駆
的
な
テ
ク
ス
ト
と
、
ま
た
自
ら
を
テ
ク
ス
ト
化
し
て
い
っ
た
女

性
作
家
の
先
行
が
、
次
の
世
代
の
女
性
言
説
を
積
極
的
に
招
聰
し
た
。
そ
れ

は
「
語
る
欲
望
」
を
他
者
（
政
治
・
社
会
・
制
度
・
男
性
）
に
よ
っ
て
歪
曲

さ
れ
な
い
た
め
の
戦
い
と
な
っ
て
、
な
お
い
っ
そ
う
の
複
層
性
を
負
荷
し
た
。

し
か
し
、
こ
こ
に
小
説
の
多
義
性
と
許
容
性
が
顕
示
さ
れ
開
示
さ
れ
て
い
っ

た
以
上
、
も
う
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
審
級
を
遺
棄
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ

た
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
小
説
と
い
う
「
虚
構
」
と
、
自
伝
と
い
う
「
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
」
の
狭
間
に
、
「
主
体
」
の
同
定
を
保
留
さ
れ
て
宙
吊
り
に
さ
れ
た

女
性
が
、
「
語
る
主
体
」
の
実
体
化
を
自
己
言
及
し
な
が
ら
希
求
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

（
こ
の
項
・
了
）

こ
の
稿
は
一
九
九
一
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

日
本
学
会
議
（
両
少
崩
）
に
て
口
頭
発
表
し
た
”
盲
目
目
の
開
冨
且
閂
ロ

ミ
○
日
四
国
三
吋
言
夙
｝
巨
胃
ｏ
負
い
の
１
日
言
匡
ｐ
８
帰
呉
悪
亭
ｚ
四
目
豊
く
①
↓

国
貝
昌
○
自
画
且
○
○
日
ｇ
２
３
１
㎡
を
基
に
し
て
、
大
幅
に
加
筆
・
訂
正

し
た
も
の
で
あ
る
。

四
一



註

（
１
）
鈴
木
貞
美
『
日
本
の
「
文
学
」
を
考
え
る
』
（
角
川
書
店
一
九
九
四
）
に
私

小
説
概
念
と
純
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
参
考
と
し
た
。
ま
た
私
小
説

概
念
の
発
生
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
私
小
説
ｌ
『
仮
装
人

物
』
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
（
第
一
六

回
こ
、
国
文
学
研
究
資
料
館
一
九
九
三
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
望
東
尼
は
一
八
六
一
年
（
文
久
二
三
月
二
四
日
に
福
岡
を
立
ち
、
京
都

に
一
二
月
二
一
日
に
到
着
し
た
。
歌
の
師
大
隈
言
道
に
面
会
す
る
こ
と
、
和
宮

の
降
嫁
の
出
立
を
見
送
り
た
い
な
ど
の
目
的
で
赴
い
た
。
望
東
尼
五
六
歳
の
時

で
あ
る
。
引
用
は
『
上
京
日
記
／
姫
島
日
記
』
（
文
友
堂
書
店
一
九
四
三
）
に

拠
っ
た
。

（
な
か
が
わ
・
し
げ
み
本
学
助
教
授
）

四
一
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