
は
じ
め
に

「
静
物
」
は
庄
野
潤
三
が
一
九
六
〇
年
に
「
群
像
」（
六
月
号

第
一
五
巻

六
号
）
に
発
表
し
た
作
品
で
あ
る
。
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
当
初
、「
い
か
よ

（
�
）

う
に
も
読
め
る
」
と
い
う
意
見
が
出
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
発
表
当
初
か

ら
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
、
作
品
の
特
徴
と
も
い
え

る
、
断
片
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
つ
な
ぎ
合
せ
て
出
来
た
構
成
は
、
多
様
な
解

釈
を
生
み
出
す
一
要
素
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
平
野
謙
は
構
成
に
つ

い
て
「
作
者
は
一
見
無
造
作
に
ス
ケ
ッ
チ
を
つ
み
か
さ
ね
て
い
る
よ
う
で
、

（
�
）

実
は
細
心
な
手
つ
き
で
こ
の
幸
福
げ
な
家
庭
を
扱
っ
て
い
る
。」
と
し
、「
家

庭
の
再
建
」
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。
ま
た
、
山
崎
一
穎
は
そ
れ
ら
を

反
対
の
要
素
と
し
て
取
り
扱
っ
て
お
り
、「
こ
れ
ま
で
の
小
話
は
す
べ
て
、

不
安
や
恐
怖
を
喚
起
す
る
材
料
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
層
的
に

（
�
）

強
固
な
も
の
と
な
り
、
あ
の
『
家
庭
の
出
来
ご
と
』
を
暗
示
し
て
い
く
。」

と
述
べ
、
断
片
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
過
去
の
自
殺
未
遂
を
喚
起
さ
せ
る
材

料
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
作
品
の
構
成
に
つ
い
て
は
、

異
な
る
結
論
へ
の
一
要
素
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
構
成
に
つ
い
て
は
、「『
静
物
』
な
ん
か
の
場
合
で
す
と
、
あ

の
小
説
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
は
、
そ
の
順
序
に
よ
る
と
言
っ
て
い
い
ぐ
ら

い
自
分
で
は
苦
し
ん
だ
わ
け
で
す
。
極
端
に
言
え
ば
、
三
番
目
と
四
番
目
を

（
�
）

逆
に
し
た
ら
作
品
は
成
り
立
た
な
い
。」
と
、
庄
野
自
身
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
庄
野
は
こ
の
作
品
の
構
成
に

よ
り
意
識
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
言
え
、
だ
か
ら
こ
そ
構
成
と
い
う
点
を

中
心
と
し
て
こ
の
作
品
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
意
味

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
「
静
物
」
は
、
十
八
の
断
片
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。
一
つ
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
一
女
二
男
を
持
つ
父
親
を
通
し

て
、
そ
の
家
庭
の
日
常
生
活
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
た
わ
い

の
な
い
出
来
事
が
こ
の
作
品
の
多
く
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
の
家
庭
の
過
去

に
は
細
君
が
自
殺
未
遂
（
の
よ
う
な
も
の
）
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ

庄
野
潤
三
「
静
物
」

│
│
「
今
」
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い
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│
│
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が
作
品
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
基
本
的
に
は
こ
の

出
来
事
を
起
点
と
し
て
こ
の
家
庭
に
は
「
不
安
や
危
機
」
が
あ
る
と
い
っ
た

り
、
そ
こ
か
ら
「
再
建
し
た
」
と
い
う
読
み
が
出
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
作
品
の
構
成
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
体
が
断
片
的
で
あ
る
か

ら
、
一
つ
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
基
本
的
に
繋
が
り
は
無
い
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
、
作
品
の
具
体
的
な
日
時
を
示
す
よ
う
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
無
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
言
え
る
の
は
、
作
品
の
出
来
事
の
ほ

と
ん
ど
は
「
そ
の
時
」
と
い
う
時
間
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
「
時
間
経
過
」
と
い
う
も
の
が
抜
け
落
ち
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
構
成
に
は
一
体
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
私
は
作
品
中
の
出
来
事

に
流
れ
る
「
そ
の
時
」
と
い
う
時
間
、
つ
ま
り
「
今
」
と
い
う
時
間
に
何
か

意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
こ
で
私
は
、
時
間
経
過
の
な
い

「
今
」
で
構
成
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
群
を
、「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世

界
」
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
構
成
と
、
そ
れ
ら
の
中
に
あ
る
例
外

的
存
在
、「
時
間
経
過
の
あ
る
も
の
」
と
の
関
係
性
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と

で
、
こ
の
世
界
に
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
を
考
察

し
、
最
終
的
に
は
「
静
物
」
と
い
う
題
名
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
を

考
え
て
い
き
た
い
。

第
一
章

作
品
構
成
の
分
類
と
検
証

第
一
節
「
時
間
経
過
」
を
基
準
と
し
て
「
過
去
」、「
今
」、「
未
来
」
へ
の

分
類

そ
れ
で
は
ま
ず
こ
の
作
品
の
構
成
に
注
目
し
て
「
時
間
経
過
」
と
い
う
点

か
ら
作
品
の
要
素
を
分
類
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
「
時
間
経
過
の
あ
る
も
の
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
細
君
の

自
殺
未
遂
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
十
四
章
で
細
君
が
自
殺
未
遂
を
図
っ
て
か

ら
、
第
二
章
で
細
君
が
回
復
し
て
い
る
描
写
が
あ
り
、
細
君
の
「
自
殺
未
遂

か
ら
の
回
復
」
と
い
う
点
を
通
し
て
時
間
の
経
過
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ

る
。次

に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
金
魚
」
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、「
実
に
小
さ

な
金
魚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
目
高
の
よ
う
な
と
云
っ
て
も
い
い
く
ら
い
、
小

（
�
）

さ
か
っ
た
」
と
あ
っ
た
が
そ
れ
が
第
十
章
で
は
「
金
魚
は
最
初
に
こ
の
家
へ

来
た
時
か
ら
く
ら
べ
る
と
、
い
く
ら
か
大
き
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
た
。」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
魚
が
成
長
し
て
い
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

こ
こ
で
金
魚
は
「
成
長
」
と
い
う
点
を
通
し
て
「
時
間
経
過
」
の
あ
る
も
の

だ
と
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
子
供
た
ち
」
に
つ
い
て
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
章
で
は

小
学
一
年
生
だ
っ
た
男
の
子
が
、
第
六
章
で
は
小
学
二
年
生
へ
と
な
っ
た
と

あ
り
、「
金
魚
」
と
同
様
や
は
り
「
成
長
」
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
「
時
間
経
過
」
の
あ
る
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

六
四



最
後
は
「
蓑
虫
」
で
あ
る
。
蓑
虫
は
「
最
初
、
近
所
の
家
の
庭
の
木
に
い

た
」
と
こ
ろ
か
ら
男
の
子
が
捕
ま
え
て
「
三
日
ほ
ど
経
っ
て
」
箱
の
中
に
巣

を
作
ろ
う
と
し
、
そ
の
後
「
二
週
間
ほ
ど
経
っ
た
あ
る
晩
」、
箱
か
ら
逃
げ

出
し
た
蓑
虫
は
子
供
た
ち
の
勉
強
部
屋
に
巣
を
作
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
蓑
虫
は
具
体
的
な
日
数
を
伴
っ
て
「
巣
の
作
成
」
に
関
す
る
経
緯
が
描

か
れ
て
お
り
、
や
は
り
「
時
間
経
過
」
が
あ
る
も
の
だ
と
判
断
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
以
上
が
「
時
間
経
過
の
あ
る
も
の
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
時
間
経
過
の
あ
る
も
の
」
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
そ
こ
か

ら
ま
た
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
「
細
君
の
自
殺
未
遂
」

と
、「
金
魚
」、「
子
供
た
ち
」、「
蓑
虫
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
者
が
「
過

去
」
の
こ
と
を
表
し
、
そ
し
て
後
者
三
つ
が
「
未
来
」
の
こ
と
を
表
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
細
君
の
自
殺
未
遂
」
に
つ
い
て
は
出
来

事
そ
の
も
の
が
作
品
の
現
在
時
間
よ
り
も
前
の
こ
と
で
あ
り
、「
金
魚
」
と

「
子
供
た
ち
」
は
そ
の
現
在
時
間
か
ら
「
成
長
」
と
い
う
点
を
通
し
て
、「
蓑

虫
」
は
「
巣
の
作
成
」
と
い
う
点
を
通
し
て
「
今
」
よ
り
も
前
に
進
ん
で
い

る
た
め
で
あ
る
。

以
上
か
ら
「
細
君
の
自
殺
未
遂
」
を
「
過
去
」、「
金
魚
」
と
「
子
供
た

ち
」
と
「
蓑
虫
」
を
「
未
来
」
と
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
で
は
次

に
「
今
」
を
基
準
と
し
て
考
え
た
と
き
「
過
去
」
や
「
未
来
」
は
ど
う
い
っ

た
存
在
と
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

第
二
節
「
過
去
」
の
検
証

ま
ず
は
「
過
去
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
過
去
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
細
君
の
自
殺
未
遂
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
今
」
を
基
準

と
し
て
考
え
た
と
き
、
細
君
の
自
殺
未
遂
か
ら
の
回
復
と
い
う
点
を
通
し
て

「
時
間
経
過
が
あ
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世

界
」
と
は
一
線
を
画
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
出
来
事
そ
の
も
の
か

ら
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。「
過
去
」
で
は
、「
今
」
と
い
う
時
間
で
構
成

さ
れ
た
、
ほ
と
ん
ど
変
化
の
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
違
い
、
自
殺
未
遂
と
い

う
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
た
わ
い
の
な
い

日
常
が
続
く
幸
福
な
「
今
」
と
、
悲
惨
な
出
来
事
が
あ
っ
た
「
過
去
」
と
い

う
状
況
の
対
比
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
「
今
」

と
「
過
去
」
の
表
現
の
違
い
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

細
君
の
自
殺
未
遂
に
関
す
る
回
想
場
面
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、
父

親
と
細
君
が
そ
れ
ぞ
れ
男
（
も
し
く
は
彼
）
と
妻
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、

「
今
」
と
は
違
う
表
現
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
今
」

と
は
違
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
「
今
」
を
基
準
と
し
て
「
過
去
」
を
見
て
み
る
と
、「
時
間
経

過
」
が
あ
り
、「
今
」
と
「
過
去
」
の
状
況
の
対
比
、
父
親
と
細
君
の
表
現

の
違
い
か
ら
、「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
と
は
異
な
る
存
在
で
あ

る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

庄
野
潤
三
「
静
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第
三
節
「
未
来
」
の
検
証

次
に
「
未
来
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
未
来
」
に
分

類
さ
れ
る
も
の
は
「
金
魚
」
と
「
子
供
た
ち
」
と
「
蓑
虫
」
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
存
在
も
「
過
去
」
と
同
様
、「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
と
は

異
な
っ
た
存
在
で
あ
る
。

で
は
こ
れ
ら
の
存
在
は
「
今
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
今
」
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
子
供
た
ち
」
が
「
今
」
を
構
成
す
る
要
素
に
な
っ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
を
見
て
み
る
と
、
子

供
た
ち
が
登
場
し
な
い
時
は
無
く
、「
細
君
の
自
殺
未
遂
」
に
関
わ
る
も
の
、

「
金
魚
」
と
「
蓑
虫
」
に
関
わ
る
も
の
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
な
ん
ら
か
の
形
で

子
供
た
ち
は
直
接
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
世

界
」
に
は
、
子
供
た
ち
の
存
在
が
必
要
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。以

上
か
ら
、「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
の
た
め
に
は
、「
今
」

か
ら
「
未
来
」
へ
と
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
「
子
供
た
ち
」
の
存
在
は
必
要

不
可
欠
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
存
在
そ
の
も
の
が
「
時
間
経
過
の
な
い
」
そ
の

「
世
界
」
の
成
立
を
不
可
能
に
し
て
お
り
、
こ
こ
に
「
世
界
」
の
成
立
に
対

す
る
ジ
レ
ン
マ
が
発
生
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
「
未
来
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世

界
」
と
は
違
う
存
在
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
存
在
が
「
世
界
」
に
と

っ
て
必
要
不
可
欠
な
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
世
界
」
の
成
立
に
対
す
る
ジ
レ
ン

マ
を
発
生
さ
せ
る
原
因
と
も
な
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

構
成
の
検
証
結
果
か
ら
の
考
察
と
「
静
物
」
の
意
味

第
一
節
「
過
去
」
と
「
未
来
」
の
共
通
点
と
「
未
来
」
に
対
す
る
「
不
安
」

こ
こ
ま
で
「
過
去
」
と
「
未
来
」
を
検
証
し
て
き
た
が
、
そ
の
中
で
言
え

る
こ
と
は
時
間
経
過
の
無
い
「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
と
い
う

空
間
に
と
っ
て
、
ど
ち
ら
も
一
線
を
画
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
で
更
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
浮
び
上

が
る
。
そ
れ
は
「
今
」
が
何
故
悲
惨
な
「
過
去
」
だ
け
で
な
く
、「
未
来
」

ま
で
も
不
要
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
未
来
」
は
時
間
経
過
の

あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
時
間
経
過
の
無
い

「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
に
は
不
要
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し

「
未
来
」
は
「
過
去
」
と
違
い
、
確
定
し
た
事
柄
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
「
今
」
の
ま
ま
の
日
常
が
続
く
可
能
性
の
あ
る
「
未
来
」
に
つ
い
て

は
、
そ
の
存
在
が
許
容
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
際
に
重
要
に
な
る
の
は
、
父
親
の
考
え
で
あ
る
。
彼

は
子
供
部
屋
に
あ
る
、
金
魚
を
見
て
次
の
よ
う
に
も
考
え
て
い
る
。

い
き
な
り
ボ
ー
ル
が
何
か
が
飛
ん
で
来
て
、
ま
と
も
に
命
中
す
る
か
も

知
れ
な
い
し
、
誰
か
が
押
さ
れ
た
拍
子
に
当
た
っ
て
倒
す
か
も
知
れ
な

い
。（
中
略
）
何
時
か
誰
か
が
や
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
不
安
は
、

決
し
て
父
親
の
頭
か
ら
無
く
な
っ
て
し
ま
い
は
し
な
か
っ
た
が
。
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こ
の
よ
う
に
父
親
は
、「
未
来
」
の
要
素
が
集
ま
る
子
供
部
屋
に
あ
る
金

魚
に
対
し
て
何
か
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
と
不
安
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ

る
。
以
上
の
事
か
ら
、「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
が
不
確
定
で
あ

る
は
ず
の
「
未
来
」
を
も
不
要
と
す
る
の
は
、
父
親
が
「
未
来
」
に
対
し
て

不
安
を
覚
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
「
今
」＝

「
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
に
つ
い
て
、
作
品
構
成
の
ま
と
め

そ
れ
で
は
今
述
べ
て
き
た
「
過
去
」
と
「
未
来
」
を
基
に
し
て
今
度
は

「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
時
間
経
過
と

い
う
も
の
は
な
い
。
こ
れ
は
言
い
方
を
換
え
れ
ば
時
間
経
過
と
い
う
点
に
お

い
て
、
細
君
の
自
殺
未
遂
と
い
う
「
過
去
」
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
、
ま
た

「
未
来
」
と
い
う
時
間
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
世
界
に
は
子
供
た
ち
や
金
魚
な
ど
と
い

っ
た
「
時
間
経
過
の
あ
る
も
の
」
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
つ
ま
り

子
供
や
金
魚
は
、「『
今
』
と
い
う
完
結
し
た
世
界
」
を
構
成
す
る
と
共
に
、

「
未
来
」
に
向
か
っ
て
破
壊
し
よ
う
と
す
る
存
在
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
世
界
の
構
築
が
不
可
能
な
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
ジ

レ
ン
マ
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
最
後
に
「
静
物
」
と
い
う
題
名
と

関
連
付
け
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

第
三
節
「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
と
作
者
の
小
説
に
対
す
る
姿

勢

庄
野
は
自
身
の
小
説
に
つ
い
て
、「
断
片
で
と
ら
え
た
静
止
し
た
形
、
静

止
し
た
形
で
の
人
間
の
姿
の
お
か
し
み
と
か
悲
し
さ
と
か
不
思
議
さ
と
か
に

（
�
）

惹
か
れ
て
、
そ
れ
を
小
説
に
し
よ
う
と
す
る
わ
け
だ
。」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
静
物
」
と
い
う
題
名
と
庄
野
の
小
説
を
書
く
姿
勢
、
延
い
て
は

小
説
の
表
現
と
い
う
も
の
に
は
密
接
な
関
わ
り
合
い
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ

れ
で
は
「
静
物
」
に
お
け
る
「
静
止
し
た
形
」
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
構
成
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
半
沢
幹
一
が
「『
静
物
』
と
い
う
題

名
は
、
作
品
全
体
と
し
て
も
よ
り
個
々
の
章
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
よ

（
�
）う。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
静
止
し
た
形
」
と
は
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
こ
と
で
あ
り
、
更
に
言
う
な
ら
ば
そ
れ
ら
の
中
に
「
時
間
経
過
」
が
無
い

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
個
々
に
独
立
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、「
静
止
し
た
形
」
を
表
現
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
「
時

間
経
過
」
を
無
く
し
、「
静
物
」
の
中
に
お
け
る
『
静
物
』
が
完
成
す
る
た

め
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
今
ま
で
考
察
し
て
き
た
「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世

界
」
に
こ
の
こ
と
が
全
て
あ
て
は
ま
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
何

故
な
ら
こ
の
「
世
界
」
は
「
未
来
」
と
い
う
要
素
に
お
け
る
「
時
間
経
過
」

を
許
容
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
厳
密
に
言
え
ば
「
静
止
し
た

形
」
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
は
、

そ
の
世
界
に
は
時
間
経
過
の
無
い
こ
と
が
絶
対
条
件
で
あ
る
。
こ
の
条
件
を

満
た
せ
ば
、
庄
野
の
言
う
「
静
止
し
た
形
」
で
の
小
説
が
成
立
し
て
い
る
と

庄
野
潤
三
「
静
物
」
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言
え
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
こ
の
「
世
界
」
と
い
う
の
は
、
時
間
経
過
の

あ
る
存
在
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
種

の
矛
盾
を
内
包
し
て
こ
の
世
界
は
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。「
静
止
し

た
形
」
を
小
説
に
し
よ
う
と
す
る
庄
野
が
、
構
成
に
お
い
て
「
時
間
経
過
」

の
存
在
を
許
し
、
何
故
そ
こ
に
矛
盾
を
発
生
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
を
考
え
る
際
に
、
庄
野
が
小
島
信
夫
と
対
談
を
行
っ
た
際
に
述
べ
た
、
次

の
こ
と
を
参
考
に
し
た
い
。

人
間
が
生
き
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
直
ち
に
不
安
定
と
い
う
こ
と
な
ん

だ
。（
中
略
）
い
つ
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
く
て
も
、
不
幸
な
状
態
を

た
や
す
く
招
い
ち
ゃ
い
か
ん
ぞ
と
い
う
気
持
ち
で
生
き
て
い
る
。
こ
れ

は
危
機
感
な
ん
て
口
で
言
う
よ
り
何
層
倍
の
努
力
と
緊
張
を
要
す
る
も

（
�
）

の
で
す
よ
。

こ
こ
で
庄
野
自
身
は
、
人
間
が
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
自
体
が

「
不
安
定
」
な
も
の
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
努
力
し
て
不
幸
な
状
態
を
た

や
す
く
招
か
な
い
よ
う
な
「
安
定
」
を
保
つ
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
言
い

換
え
る
な
ら
ば
、「
不
安
定
」
と
「
安
定
」
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
も
の

の
同
居
こ
そ
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
」
に
も
当
て
は

ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
世
界
に
お
い
て
も
「
時
間
経
過

が
無
い
」
と
い
う
前
提
と
、
そ
の
世
界
の
成
立
に
不
可
欠
な
「
時
間
経
過
の

あ
る
」、「
未
来
」
の
要
素
が
同
居
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
相
反

す
る
も
の
の
同
居
」
を
こ
の
構
成
を
以
っ
て
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
事
か
ら
、「
静
物
」
と
い
う
題
名
に
は
庄
野
の
考
え
る
人
間
が
生

き
て
い
く
と
い
う
こ
と
へ
の
考
え
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に

こ
の
論
文
で
は
「
静
物
」
の
構
成
に
注
目
し
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
そ

こ
に
は
前
提
と
し
て
「
時
間
経
過
」
と
い
う
も
の
が
存
在
せ
ず
、
例
外
的
に

「
過
去
」
や
「
未
来
」
と
い
っ
た
存
在
が
「
時
間
経
過
」
が
あ
る
も
の
と
し

て
登
場
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
「『
今
』
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世

界
」
の
成
立
を
不
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
静
物
」
と
い
う
題
名
に
は
「
時
間
経
過
」
の
あ
る
「
不
安
定
」
の
中
で

も
「
今
」
と
い
う
「
幸
福
」
な
「
安
定
」
の
ま
ま
の
「
静
止
し
た
形
」、
即

ち
『
静
物
』
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
、
庄
野
の
人
が
生
き
て
い
く
と
い
う

こ
と
へ
の
考
え
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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