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　第
二
章
（
下
）

鳥
　
井
　
正
　
晴

同
口
凹
大
正
五
年
（
三
六
年
）
五
月
二
＋
吉
・
「
東
京
朝
日
新
聞
」
。

　
　
　
　
　
　

大
正
五年
（
一
九
一
六
年
）
五
月
二
十
六
日
・
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
。
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⑥
【
彼
は
つ
い
ぞ
今
迄
自
分
の
行
動
に
就
い
て
他
か
ら
牽
制
を
受
け
た
覚
が
な
か
つ
た
。
為
る
事
は
み
ん
な
自
分
の
カ
で
為
、
書
ふ
事
は
　
　
一

悉く
自
分
の
カ
で
書
つ
た
に
相
違
な
か
つ
た
。
】

　④
、
①
、
第
六
十
五
章
に
、
〈
冒
頭
か
ら
結
末
に
至
る
迄
、
彼
女
は
何
時
で
も
彼
女
の
主
人
公
で
あ
つ
た
。
又
責
任
者
で
あ
つ
た
。
自

分
の

料
簡を
余
所
に
し
て
、
他
人
の
考
へ
な
ど
を
頼
り
た
が
つ
た
覚
は
い
ま
だ
嘗
て
な
か
つ
た
。
〉
と
、
あ
る
。

　②
、
第
七
十
二
章
に
、
〈
自
分
の
眼
で
自
分
の
夫
を
択
ぶ
事
が
出
来
た
か
ら
よ
。
岡
目
八
目
で
お
嫁
に
行
か
な
か
つ
た
か
ら
よ
。
〉
と
、

あ
る
。

　
津
田
と
お
延
は
、
と
も
に
近
代
的
自
意
識
家
で
あ
り
、
拮
抗
し
て
い
る
。

⑦
【何う
し
て
彼
の
女
は
彼
所
へ
嫁
に
行
つ
た
の
だ
ら
う
。
】



　9
、
①
、
第
百
三
十
九
章
に
、
次
の
如
く
あ
る
。

　〈
「
貴
方
は
何
故
清
子
さ
ん
と
結
婚
な
さ
ら
な
か
つ
た
ん
で
す
」

　問
は
不
意
に
来
た
。
津
田
は
俄
か
に
息
塞
つ
た
。
黙
つ
て
ゐ
る
彼
を
見
た
上
で
夫
人
は
言
葉
を
改
め
た
。

　

「ぢ
や
質
問
を
易
へ
ま
せ
う
。
1
清
子
さ
ん
は
何
故
貴
方
と
結
婚
な
さ
ら
な
か
つ
た
ん
で
す
」

　
今度
は
津
田
が
響
の
声
に
応
ず
る
如
く
に
答
へ
た
。

　

「
何故
だ
か
些
と
も
解
ら
な
い
ん
で
す
。
た
ゴ
不
思
議
な
ん
で
す
。
い
く
ら
考
へ
て
も
何
に
も
出
て
来
な
い
ん
で
す
」

　

「突
然関
さ
ん
へ
行
つ
ち
ま
つ
た
の
ね
」

　

「え
〉
、
突
然
。
本
当
を
云
ふ
と
、
突
然
な
ん
て
も
の
は
疾
の
昔
に
通
り
越
し
て
ゐ
ま
し
た
ね
。
あ
つ
と
云
つ
て
後
を
向
い
た
ら
、
も

う
結
婚
し
て
ゐ
た
ん
で
す
」
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

②
、
第
百
六
十
章
に
、
次
の
如
く
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
7

　〈
小
林は
又
す
ぐ
其
機
に
付
け
込
ん
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　

コ

体あ
の
顛
末
は
何
う
し
た
の
か
ね
。
僕
は
詳
し
い
事
を
聴
か
な
か
つ
た
し
、
君
も
話
さ
な
か
つ
た
、
の
ち
や
な
い
、
僕
が
忘
れ
ち

ま
つ
た
の
か
。
そ
り
や
何
う
で
も
構
は
な
い
が
、
あ
り
や
向
ふ
で
逃
げ
た
の
か
ね
、
或
は
君
の
方
で
逃
げ
た
の
か
ね
」

　

「そ
れ
こ
そ
何
う
で
も
構
は
な
い
ぢ
や
な
い
か
」

　

「う
ん
僕
と
し
て
は
構
は
な
い
の
が
当
然
だ
。
又
実
際
構
つ
ち
や
ゐ
な
い
。
が
、
君
と
し
て
は
さ
う
は
行
く
ま
い
。
君
は
大
構
ひ
だ
ら

う
」

　

「そ
り
や
当
り
前
さ
」
〉

③
、
第
百
七
十
二
章
に
、
〈
彼
は
別
れ
て
以
来
一
年
近
く
経
つ
今
日
迄
、
い
ま
だ
此
女
の
記
憶
を
失
く
し
た
覚
が
な
か
つ
た
。
V
と
、
あ

る
。

明
暗
評
釈
　
五
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④
、
第
百
八
十
三
章
に
、
〈
突
如
と
し
て
彼
女
が
関
と
結
婚
し
た
の
は
、
身
を
翻
が
へ
す
燕
の
や
う
に
早
か
つ
た
　
　
（
中
略
）
　
「
あ

の緩
い
人
は
何
故
飛
行
機
へ
乗
つ
た
。
彼
は
何
故
宙
返
り
を
打
つ
た
」
〉
と
、
あ
る
。

　津
田
に
と
っ
て
、
清
子
（
の
行
動
）
は
、
解
け
な
い
謎
と
し
て
、
現
在
も
残
り
続
け
て
い
る
。
折
に
触
れ
、
津
田
の
意
識
の
深
層
か
ら
、

こ
の
命
題
が
迫
り
上
が
っ
て
く
る
。
津
田
が
、
解
け
な
い
宿
題
を
抱
え
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
小
説
『
明
暗
』
は
、
始
ま
る
。

　⇔
、
①
、
谷
崎
潤
一
郎
の
、
〈
芸
術
一
家
言
〉
（
『
改
造
』
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
四
月
～
十
月
）
に
、
有
名
な
、
次
の
否
定
的
感

想
が
あ
る
。

　
〈

作
者
は
第
二
回
の
末
節
に
於
い
て
予
め
物
語
の
伏
線
を
置
き
、
津
田
を
し
て
下
の
や
う
な
こ
と
を
独
語
さ
せ
て
ゐ
る
。
1

　
「何う
し
て
彼
の
女
は
彼
所
へ
嫁
に
行
つ
た
の
だ
ら
う
。
　
　
（
中
略
）
　
何
だ
か
解
ら
な
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　彼
は
電
車
を
降
り
て
考
へ
な
が
ら
宅
の
方
へ
歩
い
て
行
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
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　此
れ
が
津
田

の

煩悶
で
あ
つ
て
、
事
件
は
此
れ
を
枢
軸
に
し
て
廻
転
し
、
展
開
し
て
行
い
か
の
や
か
に
（
圏
点
谷
崎
）
見
え
る
。
が
、
　
　
　
　
一

作者
は
此
の
伏
線
の
種
を
容
易
に
明
か
さ
な
い
で
、
と
こ
ろ
戸
＼
に
思
は
せ
振
り
な
第
二
第
三
の
伏
線
を
匂
は
せ
な
が
ら
、
津
田
に
い
ろ

く
の
道
草
を
食
は
せ
て
居
る
。
若
し
あ
の
物
語
の
組
み
立
て
の
中
に
何
等
か
技
巧
ら
し
い
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
此
れ
等
の
伏
線
に

依
つ
て
読
者
の
興
味
を
最
後
ま
で
繋
い
で
行
か
う
と
す
る
点
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
手
際
は
決
し
て
上
手
な
も
の
と
は
云
へ
な
い
。
読
者

は
第
一
の
伏
線
に
依
つ
て
、
津
田
が
現
在
の
妻
に
満
足
し
て
居
な
い
事
と
、
彼
に
は
嘗
て
恋
人
が
あ
つ
た
事
と
を
暗
示
さ
れ
る
。
さ
う
し

て

其
処
から
何
等
か
の
葛
藤
が
生
ず
る
の
で
あ
ら
う
と
予
期
す
る
。
と
こ
ろ
が
津
田
は
そ
れ
と
は
関
係
の
な
い
入
院
の
手
続
き
だ
の
、
金

の

工
面
だ
の
に
く
よ
く
よ
（
圏
点
谷
崎
）
し
て
、
吉
川
夫
人
を
訪
問
し
た
り
、
妻
の
延
子
と
相
談
し
た
り
し
て
ぐ
づ
く
し
て
居
る
。
（
㊦
゜

ミ
）
　
　
（
中
略
）

　
最も
閑
人
ら
し
く
な
い
小
林
か
ら
し
て
既
に
斯
く
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
忙
し
い
中
に
一
々
彼
の
相
手
に
な
つ
て
居
る
津
田
と
云
ふ
人



間
の
呑
気
さ
加
減
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
一
体
漱
石
氏
に
は
何
と
な
く
思
は
せ
振
り
な
貴
族
趣
味
が
あ
つ
て
、
「
明
暗
」
中
の
人
物
も
小
林

を
除
く
外
は
大
概
お
上
品
な
、
愚
に
も
付
か
な
い
事
に
意
地
を
張
つ
た
り
、
知
恵
を
弄
し
た
り
す
る
、
煮
え
切
ら
な
い
歯
切
れ
の
悪
い
人

た
ち
ば
か
り
で
あ
る
。
私
に
云
は
せ
れ
ば
あ
の
物
語
中
の
出
来
事
は
、
悉
く
ヒ
マ
な
人
間
の
余
計
な
オ
セ
ツ
カ
ヒ
と
馬
鹿
々
々
し
い
遠
慮

の

為
め

に

葛藤
が
起
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
（
㊥
゜
9
）
〉
（
引
用
は
、
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
2
0
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
三
年
（
一
九

六
八年
）
六
月
に
、
拠
る
）

②
、
平
岡
敏
夫
の
、
〈
「
明
暗
」
論
－
万
法
と
し
て
の
「
過
去
」
へ
の
旅
l
l
＞
（
『
漱
石
序
説
』
、
塙
書
房
、
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七

六年
）
十
月
）
に
、
次
の
評
が
あ
る
。

　
〈

谷
崎潤
一
郎
の
「
明
暗
」
論
は
否
定
の
極
北
で
あ
る
が
、
「
何
う
し
て
彼
の
女
は
彼
所
へ
嫁
に
行
つ
た
の
だ
ら
う
。
」
と
い
う
、
最
初

に
は
ら
れ
た
伏
線
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
、
そ
の
展
開
の
“
ル
ー
ズ
”
ぶ
り
に
立
腹
し
た
と
こ
ろ
に
批
判
の
モ
チ
ー
フ
は
あ
ら
　
　
　
　
一

わ

れ
て

い
る
。
（
勺
゜
ω
Φ
ひ
）
＞
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③
、
菅
野
昭
正
の
、
〈
「
明
暗
」
考
〉
（
『
国
文
学
』
3
1
巻
3
号
、
学
燈
社
、
昭
和
六
十
一
年
二
九
八
六
年
）
三
月
）
に
、
次
の
見
解
が
　
　
　
一

あ
る
。　

〈

津
田

の

意識
の
暗
点
を
照
ら
し
た
灯
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
「
此
の
伏
線
の
種
を
容
易
に
明
か
さ
な
い
」
こ
と
を

論
難し
た
谷
崎
潤
一
郎
の
批
判
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
し
て
不
評
判
な
言
い
が
か
り
と
み
な
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
よ
う
だ

が
、
こ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
暴
言
と
ば
か
り
は
言
い
き
れ
ま
い
。
小
説
は
期
待
の
芸
術
で
あ
り
、
前
途
に
た
い
す
る
読
者
の
期
待
が
た
え

ずし
だ
い
に
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
、
作
者
は
最
大
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
そ
そ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
『
明
暗
』
の
読
者
と
し
て
の
谷

崎潤
一
郎
は
、
あ
の
女
が
な
ぜ
津
田
の
も
と
を
離
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
「
伏
線
」
か
ら
た
ぐ
り
だ
さ
れ
る
物
語
の
前
途
に
、
ま
ず
期
待

を
集
中
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　こ
う
い
う
読
み
か
た
は
、
「
筋
の
面
白
さ
を
除
外
す
る
の
は
、
小
説
と
云
ふ
形
式
が
持
つ
特
権
を
捨
て
〉
し
ま
ふ
こ
と
」
（
「
饒
舌
録
」
）

明
暗
評
釈
　
五



明
暗
評
釈　
五

と
考
え
て
い
た
小
説
家
に
、
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
妻
で
あ
る
お
延
に
満
足
し
て
い
な
い
津
田
の
な
か
に
、
あ

の

女を
思
い
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
何
等
か
の
葛
藤
」
を
軸
に
し
て
廻
転
し
な
が
ら
、
『
明
暗
』
が
「
筋
の
面
白
さ
」
、
物
語
の
愉

し
み
を
作
り
だ
し
て
ゆ
き
そ
う
な
予
感
を
感
じ
る
の
は
、
谷
崎
潤
一
郎
だ
け
と
は
限
る
ま
い
。
冒
頭
の
何
章
か
の
あ
い
だ
、
漱
石
の
筆
は

た
し
か
に
そ
ち
ら
の
方
向
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
し
、
そ
の
方
向
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
見
失
わ

れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
し
て
津
田
の
意
識
の
暗
点
と
い
う
礎
石
は
動
か
し
よ
う
が
な
い
け
れ
ど
も
、
小
説

は
谷
崎
的
な
期
待
の
方
向
に
ま
っ
す
ぐ
進
ん
で
は
ゆ
か
な
い
。
（
勺
゜
ぶ
）
〉

　④
、
三
好
行
雄
の
、
〈
構
造
と
し
て
の
同
心
円
〉
（
『
「
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
」
5
夏
目
漱
石
』
、
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四

年
）
三
月
）
に
、
次
の
見
解
が
あ
る
。

　〈
『
明
暗
』
を
書
く
漱
石
は
決
し
て
さ
き
を
急
が
な
い
。
　
　
（
中
略
）
　
〈
暴
風
雨
に
な
ら
う
と
し
て
、
な
り
損
ね
た
波
瀾
〉
（
百
五
十
）
　
　
　
　
一

の

つ
み

かさ
ね
が
事
態
を
微
妙
に
変
え
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
直
線
的
に
で
は
な
く
、
円
を
描
き
な
が
ら
徐
々
に
前
へ
す
す
む
と
い
う
形
　
　
　
7
0

で
、
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
を
み
ち
び
く
。
小
説
は
同
心
円
風
な
構
造
を
も
っ
て
、
核
心
に
迫
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
核
心
に
あ
る
の
が
〈
彼
の
　
　
　
一

女
〉
、
日
常
的
な
関
係
の
背
後
に
ひ
そ
む
謎
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
〈
一
種
の
惰
力
を
以
て
ズ
ル
ズ
ル
ベ
ッ
タ
リ
に
書
き
流
さ
れ

た

極
め

て

ダラ
シ
の
な
い
作
品
〉
と
い
う
谷
崎
潤
一
郎
の
批
評
（
「
芸
術
一
家
言
」
）
は
有
名
だ
か
、
無
類
の
ロ
マ
ン
シ
エ
の
眼
に
、
『
明
暗
』

の

構
造
が
い
さ
さ
か
間
延
び
し
て
見
え
た
と
し
て
も
、
決
し
て
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
。
明
晰
な
批
評
家
、
現
実
の
果
敢
な
析
断
家
だ
っ
た
漱

石は
、
こ
こ
に
は
不
在
で
あ
る
。
（
勺
N
法
）
〉

⑧
【
電
車
】

　回
、
第
二
章
、
津
田
の
思
弁
が
、
電
車
の
中
で
、
展
開
さ
れ
る
。

　
〈彼
は
思
は
ず
唇
を
固
く
結
ん
で
、
恰
も
自
尊
心
を
傷
け
ら
れ
た
人
の
や
う
な
眼
を
彼
の
周
囲
に
向
け
た
。
け
れ
ど
も
彼
の
心
の
う
ち



に

何事
が
起
り
つ
x
あ
る
か
を
丸
で
知
ら
な
い
車
中
の
乗
客
は
、
彼
の
眼
遣
に
対
し
て
少
し
の
注
意
も
払
は
な
か
つ
た
。
〉

　
各自
、
自
己
の
思
弁
を
展
開
さ
せ
る
の
に
打
っ
て
付
け
の
場
で
、
「
車
中
」
は
あ
る
だ
ろ
う
。
漱
石
文
学
に
お
け
る
、
文
明
の
象
徴
・

近代
の
隠
喩
で
あ
る
「
電
車
」
が
、
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　⇔
、
第
七
十
七
章
に
は
、
同
様
、
車
中
の
お
延
が
、
描
か
れ
る
。

　
〈
彼
女は
急
い
で
其
所
へ
来
た
電
車
に
乗
つ
た
。
　
　
（
中
略
）
　
二
人
が
辛
う
じ
て
別
れ
の
挨
拶
を
交
換
す
る
や
否
や
、
一
種
の
音
と

動揺
が
す
ぐ
彼
女
を
支
配
し
始
め
た
。

　
車内
の
お
延
は
別
に
纏
ま
つ
た
事
を
考
へ
な
か
つ
た
。
入
れ
替
り
立
ち
替
り
彼
女
の
眼
の
前
に
浮
ぶ
、
昨
日
か
ら
の
関
係
者
の
顔
や
姿

は
、
自
分
の
乗
つ
て
ゐ
る
電
車
の
や
う
に
早
く
廻
転
す
る
丈
で
あ
つ
た
。
然
し
彼
女
は
さ
う
し
た
目
眩
し
い
影
像
を
一
貫
し
て
ゐ
る
或
物
　
　
　
　
一

を
心
の
う
ち
に
認
め
た
。
若
く
は
其
或
物
が
根
調
で
、
さ
う
し
た
断
片
的
な
影
像
が
眼
の
前
に
飛
び
廻
る
の
だ
と
も
云
へ
た
。
彼
女
は
其
　
　
　
7
1

或物
を
拮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
然
し
彼
女
の
努
力
は
容
易
に
成
効
を
も
つ
て
酬
ひ
ら
れ
な
か
つ
た
。
団
子
を
認
め
た
彼
女
は
、
　
　
　
一

遂
に個
々
を
貫
い
て
ゐ
る
串
を
見
定
め
る
事
の
出
来
な
い
う
ち
に
電
車
を
下
り
て
し
ま
つ
た
。
〉

⑨
【
彼
は
釣
革
に
ぶ
ら
下
り
な
が
ら
只
自
分
の
事
ば
か
り
考
へ
た
。

　
　
彼は
又
考
へ
つ
．
・
け
た
。

　
　
彼
は
そ
れ
を
ぴ
た
り
と
自
分
の
身
の
上
に
当
て
嵌
め
て
考
へ
た
。

　
　
彼は
電
車
を
降
り
て
考
へ
な
が
ら
宅
の
方
へ
歩
い
て
行
つ
た
。
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
イ
ン

　
津
田は
考
え
続
け
て
い
る
。
津
田
の
、
「
考
え
る
人
」
と
し
て
の
存
在
が
、
顕
著
で
あ
る
。

明
暗
評
釈
　
五



明
暗
評
釈
　
五

回
、
第
百
三
十
九
章
、
吉
川
夫
人
に
よ
っ
て
、
津
田
の
、
心
の
深
層
が
、
掘
り
起
さ
れ
る
。

〈
「
随
分
気
楽
ね
、
貴
方
も
。
清
子
さ
ん
の
方
が
平
気
だ
つ
た
か
ら
、
貴
方
が
あ
つ
と
云
は
せ
ら
れ
た
ん
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」

「或
は
左
右
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「そ
ん
な
ら
其
時
の
あ
つ
の
始
末
は
何
う
付
け
る
気
な
の
」

「別
に

付け
よ
う
が
な
い
ん
で
す
」

「
付け
よ
う
が
な
い
け
れ
ど
も
、
実
は
付
け
た
い
ん
で
せ
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む

「え
〉
。
だ
か
ら
色
々
考
へ
た
ん
で
す
」

　
む
　
　
　
む
　
　
む

「考
へ
て
解
つ
た
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む

「
解ら
な
い
ん
で
す
。
考
へ
れ
ば
考
へ
る
程
解
ら
な
く
な
る
丈
な
ん
で
す
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ロ

「そ
れ
だ
か
ら
考
へ
る
の
は
も
う
已
め
ち
ま
つ
た
の
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
2

「い
x
え
矢
張
り
已
め
ら
れ
な
い
ん
で
す
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

「ぢ
や
今
で
も
ま
だ
考
へ
て
る
の
ね
」

「さ
う
で
す
」
〉

小
説は
、
同
心
円
を
描
き
な
が
ら
、
第
百
三
十
九
章
、
再
び
、
第
二
章
の
、
津
田
の
命
題
に
、
円
環
す
る
。

　⇔
、
①
、
第
十
一
章
に
、
次
の
如
く
あ
る
。

　
〈

彼は
、
談
話
の
途
中
で
よ
く
拘
泥
つ
た
。
さ
う
し
て
も
し
事
情
が
許
す
な
ら
ば
、
何
処
迄
も
話
の
根
を
堀
ぢ
つ
て
、
相
手
の
本
意
を

突き
留
め
や
う
と
し
た
。
遠
慮
の
た
め
に
其
所
迄
行
け
な
い
時
は
、
黙
つ
て
相
手
の
顔
色
丈
を
注
視
し
た
。
其
時
の
彼
の
眼
に
は
必
然
の

結
果と
し
て
何
時
で
も
軽
い
疑
ひ
の
雲
が
か
〉
つ
た
。
そ
れ
が
臆
病
に
も
見
え
た
。
注
意
深
く
も
見
え
た
。
又
は
自
衛
的
に
慢
ぶ
る
神
経



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む

の

光を
放
つ
か
の
如
く
に
も
見
え
た
。
最
後
に
、
「
思
慮
に
充
ち
た
不
安
」
と
で
も
形
容
し
て
然
る
べ
き
一
種
の
匂
も
帯
び
て
ゐ
た
。
∨

②
、
第
百
二
十
四
章
に
、
お
延
も
、
〈
昨
日
の
戦
争
に
勝
つ
た
得
意
の
反
動
か
ら
く
る
一
種
の
極
り
悪
さ
で
あ
つ
た
。
何
ん
な
敵
を
打

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

た

れる
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
微
か
な
恐
怖
で
あ
つ
た
。
此
場
を
何
う
切
り
抜
け
た
ら
可
い
か
知
ら
と
い
ふ
思
慮
の
悩
乱
で
も
あ
つ
た
。
〉

と
、
あ
る
。

　③
、
第
百
四
十
四
章
に
、
お
延
は
、
〈
何
故
だ
か
病
院
へ
行
く
に
堪
へ
な
い
や
う
な
気
が
し
た
。
此
様
子
で
は
行
つ
た
所
で
、
役
に
立

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

た
な
い
と
い
ふ
思
慮
が
不
意
に
彼
女
に
働
ら
き
掛
け
た
。
V
と
、
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

④
、
第
百
四
十
七
章
に
、
お
延
は
、
〈
前
後
の
関
係
か
ら
、
思
量
分
別
の
許
す
限
り
、
全
身
を
挙
げ
て
其
所
へ
拘
泥
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
つ
た
。
そ
れ
が
彼
女
の
自
然
で
あ
つ
た
。
〉
と
、
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一

　⇔
、
①
、
第
百
四
十
一
章
に
は
、
次
の
如
く
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
3

　〈男
ら
し
く
な
い
と
評
さ
れ
て
も
大
し
た
苦
痛
を
感
じ
な
い
津
田
は
答
へ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　

「
左
右
かも
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
少
し
考
へ
て
見
な
い
と
…
…
」

　
　
　
り
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　

「其考
へ
る
癖
が
貴
方
の
人
格
に
崇
つ
て
来
る
ん
で
す
」
〉

　②
、
第
百
七
十
二
章
に
、
次
の
如
く
あ
る
。

　
〈

御者
は
先
刻
か
ら
時
間
の
遅
く
な
る
の
を
恐
れ
る
如
く
、
止
せ
ば
可
い
と
思
ふ
の
に
、
濫
り
な
る
鞭
を
鳴
ら
し
て
、
し
き
り
に
痩
馬

の

尻を
打
つ
た
。
失
は
れ
た
女
の
影
を
追
ふ
彼
の
心
、
其
心
を
無
遠
慮
に
翻
訳
す
れ
ば
、
取
り
も
直
さ
ず
、
此
痩
馬
で
は
な
い
か
。
で
は
、

彼
の
眼
前
に
鼻
か
ら
息
を
吹
い
て
ゐ
る
憐
れ
な
動
物
が
、
彼
自
身
で
、
そ
れ
に
手
荒
な
鞭
を
加
へ
る
も
の
は
誰
な
の
だ
ら
う
。
吉
川
夫
人
？

　
いや
、
さ
う
一
概
に
断
言
す
る
訳
に
は
行
か
な
か
つ
た
。
で
は
矢
つ
張
彼
自
身
？
　
此
点
で
精
確
な
解
決
を
付
け
る
事
を
好
ま
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

た

津
田
は
、
問
題
を
其
所
で
投
げ
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
そ
れ
よ
り
先
を
考
へ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
〉

明
暗
評
釈
　
五



明
暗
評
釈　
五

③
、
第
百
七
十
七
章
に
、
次
の
如
く
あ
る
。

　
〈

彼は
此
宵
の
自
分
を
顧
り
み
て
、
殆
ん
ど
夢
中
歩
行
者
の
や
う
な
気
が
し
た
。
彼
の
行
為
は
、
目
的
も
な
く
家
中
彷
裡
き
廻
つ
た
と

一
般
であ
つ
た
。
こ
と
に
階
子
段
の
下
で
、
静
中
に
渦
を
廻
転
さ
せ
る
水
を
見
た
り
、
突
然
姿
見
に
映
る
気
味
の
悪
い
自
分
の
顔
に
出
会

つた
り
し
た
時
は
、
事
後
一
時
間
と
経
た
な
い
近
距
離
か
ら
判
断
し
て
見
て
も
、
槌
か
に
常
軌
を
逸
し
た
心
理
作
用
の
支
配
を
受
け
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

た
。
　
　
（
中
略
）
　
何
故
あ
ん
な
心
持
に
な
つ
た
も
の
だ
ら
う
か
と
、
た
ゴ
其
原
因
を
考
へ
る
丈
で
も
、
説
明
は
出
来
な
か
つ
た
。
〉

④
、
そ
し
て
、
現
に
書
か
れ
て
あ
る
、
『
明
暗
』
の
最
後
（
第
百
八
十
八
章
）
も
、
〈
清
子
は
斯
う
云
つ
て
微
笑
し
た
。
津
田
は
其
微
笑

　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

の

意
味を
一
人
で
説
明
し
よ
う
と
試
み
な
が
ら
自
分
の
室
に
帰
つ
た
。
〉
で
、
中
絶
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
イ
ン

　
小
説は
、
「
考
え
る
人
」
・
津
田
の
存
在
が
、
描
か
れ
て
終
る
。
「
考
え
る
自
我
」
が
、
小
説
『
明
暗
』
の
主
題
と
し
て
、
常
に
あ
る
。

　回
、
加
藤
二
郎
の
、
〈
『
明
暗
』
論
ー
1
津
田
と
清
子
－
V
（
『
文
学
』
5
6
巻
4
号
、
岩
波
書
店
、
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
年
）
四
　
　
　
7
4

月
）
に
、
次
の
見
解
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
く

清
子
は

津
田

のも
と
を
「
突
然
」
に
去
っ
た
、
或
い
は
「
突
然
な
ん
て
も
の
は
疾
の
昔
に
通
り
越
し
て
、
」
「
あ
つ
と
云
つ
て
後
を
向

いた
ら
、
も
う
（
関
と
）
結
婚
し
て
ゐ
た
」
（
百
三
十
九
、
（
）
…
論
者
）
と
い
う
形
の
も
の
で
あ
っ
た
。
津
田
は
「
今
日
迄
其
意
味
が
解
ら

ず
に
」
（
百
三
十
四
）
、
「
た
ぶ
不
思
議
」
な
の
で
あ
り
、
「
何
故
だ
か
些
と
も
解
ら
」
ず
、
「
い
く
ら
考
へ
て
も
何
に
も
出
て
来
」
ず
、
「
考
へ

れ
ば考
へ
る
程
解
ら
な
く
な
る
丈
」
（
百
三
十
九
）
と
さ
れ
て
い
る
。
「
「
思
慮
に
充
ち
た
不
安
」
」
（
十
こ
と
括
弧
付
き
で
端
的
に
示
唆
さ
れ

て

いる
津
田
の
人
間
と
し
て
の
在
り
方
で
あ
る
。
『
明
暗
』
の
津
田
に
関
し
て
は
こ
の
「
思
慮
に
充
ち
た
不
安
」
、
即
ち
上
の
引
用
に
言
う

「考
へ
る
」
人
と
し
て
の
彼
の
在
り
方
が
基
本
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
作
品
の
冒
頭
部
分
の
例
示
だ
け
で
も
、
「
津
田
は
自

分
の

都
合を
善
く
考
へ
て
か
ら
…
…
」
（
一
）
、
「
彼
は
…
…
只
自
分
の
事
ば
か
り
考
へ
た
。
」
（
二
）
、
「
彼
は
又
考
へ
つ
ぶ
け
た
。
」
（
同
前
）
、

「彼
は
…
…
考
へ
な
が
ら
宅
の
方
へ
歩
い
て
行
つ
た
。
」
（
同
前
）
等
と
頻
出
し
て
お
り
、
そ
こ
に
漱
石
の
意
図
は
十
分
に
明
示
的
で
あ
る
。



そ
し
て
こ
う
し
た
津
田
の
「
考
へ
」
「
思
慮
」
の
焦
点
に
位
置
し
て
い
る
最
深
の
も
の
、
そ
れ
が
清
子
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な

い
。
（
勺
」
O
O
）
〉

　
　
　
　
　
＊

　
小説
の
後
半
（
第
百
六
十
七
章
以
降
）
、
津
田
は
、
旅
に
出
る
。

　回
、
越
智
治
雄
の
、
〈
明
暗
の
か
な
た
〉
（
『
漱
石
私
論
』
所
収
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
年
）
六
月
）
に
、
次
の
見
解

があ
る
。

　
〈

津
田
は旅
に
出
る
。
そ
れ
は
『
行
人
』
の
一
郎
の
場
合
と
同
様
作
為
さ
れ
た
旅
で
あ
っ
て
、
吉
川
夫
人
の
目
的
が
ど
の
よ
う
に
卑
俗

な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
認
識
の
旅
に
な
る
だ
ろ
う
。
（
勺
ω
忠
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乃

　⇔
、
佐
藤
泰
正
の
、
〈
『
明
暗
』
1
最
後
の
漱
石
1
＞
（
『
夏
目
漱
石
論
』
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
六
十
一
年
二
九
八
六
年
）
十
一
月
）
　
　
　
一

に
、
次
の
見
解
が
あ
る
。

　〈
す
で
に
作
者
は
冒
頭
か
ら
こ
の
主
人
公
に
重
い
問
い
を
に
な
わ
せ
て
歩
ま
せ
る
。
終
末
の
未
知
へ
の
〈
旅
〉
は
ま
た
必
然
で
あ
ろ
う
。

旅
の
途
上
、
「
暗
い
不
可
思
議
な
力
」
は
彼
を
引
き
ず
り
、
場
面
は
転
調
し
つ
つ
、
深
い
象
徴
性
の
磐
を
帯
び
る
。
（
目
ε
m
）
V

　⇔
、
三
好
行
雄
の
、
〈
非
日
常
へ
の
旅
〉
（
『
「
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
」
5
夏
目
漱
石
』
、
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
九
年
二
九
八
四
年
）
三

月
）
に
、
次
の
見
解
が
あ
る
。

〈

津
田
は
旅
に
出
る
。
百
六
十
八
節
以
降
、
『
明
暗
』
の
世
界
は
明
ら
か
に
形
相
を
変
化
さ
せ
る
。
変
化
は
方
法
の
変
質
を
と
も
な
い
、

同
心
円
の
堂
々
め
ぐ
り
か
ら
直
線
と
し
て
の
展
開
へ
、
小
説
の
速
度
は
よ
う
や
く
は
や
ま
っ
た
。

明
暗
評
釈　
五



明
暗
評
釈
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〈何
か
作
者
の
こ
こ
ろ
急
ぐ
息
遣
い
が
、
か
す
か
に
で
は
あ
る
が
聞
え
て
く
る
〉
（
桶
谷
秀
昭
）
の
で
あ
る
。

　
列
車を
乗
り
か
え
、
軽
便
か
ら
馬
車
に
乗
り
継
い
で
宿
に
む
か
う
津
田
の
旅
は
ま
さ
し
く
文
明
か
ら
非
文
明
へ
の
旅
で
あ
っ
た
。
関
係

性
の
地
平
に
張
り
つ
け
ら
れ
た
日
常
の
時
間
か
ら
、
非
日
常
の
時
空
へ
の
旅
で
あ
り
、
明
暗
の
な
い
世
界
か
ら
明
暗
双
々
の
世
界
へ
む
か

う
旅
で
も
あ
っ
た
。
（
勺
゜
N
O
°
。
）
　
（
中
略
）

　
〈
突
然
清
子
に
脊
中
を
向
け
ら
れ
た
其
刹
那
か
ら
、
自
分
は
も
う
既
に
こ
の
夢
の
や
う
な
も
の
に
崇
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
〉
と
津
田
は
考
え

る
。
清
子
の
変
貌
は
、
津
田
の
宿
命
の
発
端
で
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
、
津
田
を
い
や
お
う
な
く
、
宿
命
の
自

覚
に

む

か
っ

て
う
な
が
す
因
果
の
起
点
で
あ
っ
た
。
〈
精
神
界
も
全
く
同
じ
事
だ
。
何
時
ど
う
変
る
か
分
ら
な
い
。
さ
う
し
て
其
変
る
所
を

己
は
見
た
の
だ
〉
と
い
う
、
あ
の
心
の
な
か
の
叫
び
は
い
ま
も
消
え
な
い
。
し
か
し
、
〈
其
変
る
所
を
己
は
見
た
〉
と
津
田
は
い
う
の
だ
か
、

吉川
夫
人
に
〈
清
子
さ
ん
は
何
故
貴
方
と
結
婚
な
さ
ら
な
か
つ
た
ん
で
す
〉
と
問
い
つ
め
ら
れ
て
、
〈
何
故
だ
か
些
と
も
解
ら
な
い
ん
で
す
。
　
　
　
一

た
ゾ
不
思
議
な
ん
で
す
。
い
く
ら
考
へ
て
も
何
に
も
出
て
来
な
い
ん
で
す
〉
（
百
三
十
九
）
と
答
え
る
津
田
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
実
は
な
に
　
　
　
7
6

ひと
つ
見
て
は
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
現
象
の
背
後
に
ひ
そ
む
〈
暗
い
不
可
思
議
な
力
〉
（
二
）
の
根
源
を
こ
そ
、
津
田
は
見
な
け
れ
　
　
　
　
一

ばな
ら
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
、
他
者
は
つ
い
に
了
解
不
能
な
闇
の
な
か
に
沈
む
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
津
田
は
了
解
不
可
能
な
他
者
を

理
解
する
た
め
の
旅
に
出
る
。
（
㊥
N
＄
）
〉

　
　
　
　
　
＊
　
　
＊

　
読
者を
魅
了
し
て
止
ま
な
い
、
小
説
の
導
入
部
で
、
『
明
暗
』
の
、
第
一
章
、
第
二
章
は
あ
る
。

　回
、
石
原
千
秋
の
、
〈
『
明
暗
』
は
終
わ
る
か
V
（
『
海
燕
』
1
0
巻
8
号
、
福
武
書
店
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
八
月
）
に
、
次
の
見

解
が
あ
る
。

　
〈

確
か
に
、
『
明
暗
』
は
結
末
へ
の
期
待
を
そ
そ
っ
て
や
ま
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
小
説
が
未
完
に
終
わ
っ
た
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
だ



ろ
う
。
『
明
暗
』
の
言
葉
が
、
結
末
へ
の
期
待
を
促
し
続
け
て
い
る
。
「
何
う
し
て
彼
の
女
は
彼
所
へ
嫁
に
行
つ
た
の
だ
ら
う
。
」
「
此
己
は

又
何う
し
て
彼
の
女
と
結
婚
し
た
の
だ
ら
う
。
」
－
こ
の
、
冒
頭
近
く
に
あ
る
津
田
由
雄
の
二
つ
の
問
い
を
め
ぐ
っ
て
劇
が
展
開
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
津
田
の
自
覚
と
し
て
は
、
第
一
の
問
い
の
答
え
を
求
め
て
わ
ざ
わ
ざ
清
子
の
い
る
温
泉
場
に
行
く
の
だ
か
ら
。

（
勺
゜
N
一
〇
）
　
　
（
中
略
）

　し
か
も
、
こ
れ
ら
の
小
説
の
結
末
に
は
共
通
点
が
あ
る
。
『
三
四
郎
』
も
『
そ
れ
か
ら
』
も
、
「
た
ぶ
口
の
内
で
迷
羊
、
迷
羊
と
繰
返
し

た
」
、
あ
る
い
は
、
「
代
助
は
自
分
の
頭
が
焼
け
尽
き
る
迄
電
車
に
乗
つ
て
行
か
う
と
決
心
し
た
」
と
い
う
持
続
の
イ
メ
ー
ジ
で
締
め
括
ら

れ
て

いる
し
、
テ
ク
ス
ト
に
は
確
か
に
〈
終
わ
り
〉
が
あ
る
の
に
物
語
は
い
っ
こ
う
に
結
末
を
迎
え
て
い
な
か
っ
た
り
（
後
期
三
部
作
）
、
物
語

は

終
わ
っ

て

いる
の
に
テ
ク
ス
ト
の
〈
終
わ
り
〉
が
〈
終
わ
り
〉
で
な
い
こ
と
を
告
げ
て
い
た
り
（
『
門
』
『
道
草
』
）
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

テ
ク
ス
ト
の
結
末
に
お
け
る
持
続
は
、
ま
さ
に
「
家
族
語
」
（
D
．
ク
ー
パ
ー
『
家
族
の
死
』
）
に
よ
る
結
末
を
こ
そ
回
避
し
続
け
、
空
白
に
し
　
　
　
　
一

続け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
持
続
す
る
結
末
が
、
テ
ク
ス
ト
の
空
白
に
新
た
な
言
葉
の
運
動
を
促
す
の
だ
。
（
㊥
N
巨
）
＞
　
　
　
　
　
　
7
7

　⇔
、
①
、
三
好
行
雄
の
、
〈
『
明
暗
』
の
構
造
〉
（
『
講
座
夏
目
漱
石
』
3
巻
、
有
斐
閣
、
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
年
）
十
一
月
）
に
、

次
の

見解
が
あ
る
。

　〈
最
初
の
一
章
か
ら
読
者
を
魅
了
し
て
止
ま
ぬ
1
小
説
の
導
入
部
に
、
読
者
に
は
ま
だ
未
知
の
終
末
か
ら
吹
き
つ
け
て
く
る
風
の
よ

う
に
、
傑
作
の
予
感
が
濃
く
た
だ
よ
う
長
篇
小
説
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
明
暗
』
は
作
者
の
死
に
よ
っ
て
中
絶
し
た
。
（
雫
N
品
）

（
中
略
）

　

『
明暗
』
は
現
に
書
か
れ
て
い
る
か
ぎ
り
の
形
で
、
作
品
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
実
質
を
そ
な
え
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
導
入

部
に吹
い
て
い
た
あ
の
風
の
源
泉
を
読
者
は
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
矛
盾
は
、
『
明
暗
』
を
論
じ
よ
う
と
す
る
試
み
に
と
っ
て

の

大き
な
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
と
同
時
に
、
収
束
が
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
予
想
す
る
自
由
を
ひ
と
に
残
す
。
ま
し
て
、
漱
石
は

明
暗
評
釈　
五
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伏
線を
張
る
（
圏
点
三
好
）
と
い
う
、
推
理
小
説
に
も
っ
と
も
有
効
な
手
法
を
多
用
し
た
作
家
で
あ
る
。
書
か
れ
な
か
っ
た
破
局
を
推
理

する
材
料
に
も
こ
と
欠
か
な
い
の
で
あ
る
。
（
㊥
゜
賠
Φ
）
〉

　②
、
三
好
行
雄
の
、
〈
明
暗
〉
（
吉
田
精
一
編
『
夏
目
漱
石
必
携
』
、
学
燈
社
、
昭
和
四
十
二
年
二
九
六
七
年
）
四
月
）
に
、
次
の
見
解

があ
る
。

　〈
「
明
暗
」
は
漱
石
の
死
に
よ
っ
て
中
絶
し
た
。
こ
れ
が
多
く
の
明
暗
論
に
と
っ
て
、
大
き
な
ア
ポ
リ
ア
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
よ
う

であ
る
。
作
品
は
そ
の
完
結
と
と
も
に
読
者
に
は
じ
め
て
手
渡
さ
れ
る
。
未
完
の
小
説
は
書
か
れ
た
限
り
の
世
界
が
い
か
に
牢
固
で
あ
ろ

う
と
も
、
常
に
不
安
定
で
流
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
結
ば
な
い
。
だ
と
し
た
ら
、
明
暗
論
は
論
じ
る
こ
と
の
不
可
能
な
場
所
、
い
わ
ば
不

在
の

対象
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
（
勺
巨
留
）
〉

附
記　
一
、
『
明
暗
』
本
文
中
、
○
印
は
鳥
井
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
8

　
　

　
一
、
『
明
暗
』
本
文
の
引
用
は
、
岩
波
書
店
刊
『
「
漱
石
全
集
」
第
七
巻
・
明
暗
』
（
醐
獅
㎜
廿
一
⇔
然
朋
二
十
だ
聞
鱗
一
一
一
綱
醗
桁
）
　
　
　
一

　
　
　
　
に拠
っ
た
。
但
し
、
旧
字
は
、
新
字
に
改
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
平
成
七
年
九
月
二
十
八
日
）




