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芥
川
龍
之
介
の
小
説

芥
川
の
小
説
で
最
初
に
出
会
っ
た
の
は
、「
羅
生
門
」
だ
っ
た
ろ
う
か
。

高
校
の
国
語
の
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
十
代
半
ば
の
若
者
に
は
、

文
字
面
は
理
解
で
き
て
も
、
緻
密
な
文
体
や
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
分
析
は
、

あ
ま
り
興
味
が
持
て
な
い
し
、
『
今
昔
物
語
』
に
収
録
さ
れ
た
原
典
と
の

比
較
も
、
研
究
者
で
な
け
れ
ば
関
心
を
持
て
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
高

校
生
に
い
き
な
り
「
羅
生
門
」
を
読
ま
せ
て
も
、
芥
川
の
作
品
が
嫌
い
に

な
っ
て
し
ま
う
。

僕
が
芥
川
の
作
品
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
や
は
り
表
現
研
究
を

始
め
て
か
ら
だ
っ
た
。
誰
の
立
場
か
ら
そ
の
文
が
書
か
れ
て
い
る
か
と
い

う
「
視
点
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
芥
川
は
短
い
生
涯
の
間
に
、
多
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種
多
様
な
実
験
を
行
っ
て
お
り
、
研
究
対
象
と
し
て
は
興
味
が
尽
き
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
し
か
目
が
向
か
な
い
高
校
生
に

は
、
退
屈
で
し
ょ
う
が
な
い
作
品
に
見
え
て
し
ま
い
か
ね
な
い
、
と
い
う

こ
と
だ
。

い
や
、
「
羅
生
門
」
よ
り
先
に
読
ん
だ
の
は
、
「
杜
子

春

」
だ
っ
た
。

と

し

し
ゅ
ん

こ
れ
も
中
学
校
の
国
語
の
教
科
書
だ
っ
た
。
こ
の
作
品
に
も
元
ネ
タ
が
あ

っ
て
、
唐
代
の
神
仙
小
説
を
芥
川
な
り
に
改
編
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
仙

人
の
修
行
を
し
て
い
た
杜
子
春
が
、
意
志
薄
弱
の
せ
い
で
声
を
発
し
た
こ

と
で
、
仙
人
に
な
り
損
ね
た
と
い
う
原
典
を
、
畜
生
道
に
堕
ち
て
苦
し
む

母
親
の
姿
を
見
て
、
「
お
母
さ
ん
」
と
一
声
叫
ん
だ
こ
と
で
、
師
匠
の
鉄

冠
子
か
ら
殺
害
さ
れ
ず
に
済
ん
だ
と
い
う
、
人
道
主
義
的
な
結
末
に
変
更

し
て
い
る
。
肉
親
を
思
う
情
を
称
揚
し
て
い
る
点
で
、
道
徳
教
育
の
側
面
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を
持
つ
国
語
の
教
材
と
し
て
選
択
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

子
供
向
け
の
絵
本
の
形
で
、
挿
絵
入
り
で
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
は
、
「
蜘
蛛
の
糸
」
も
有
名
で
あ
る
。
「
で
す
・
ま
す
」
の
文
末
で
終

わ
る
語
り
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
点
で
、
教
師
や
親
が
読
み
聞
か
せ
る
場

合
も
多
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
小
学
生
に
読
み
聞
か
せ
る
に
は
、
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
説
明
を
加
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
理
解
で
き
な
い
箇
所
も
多
い
と

思
わ
れ
る
。
お
釈
迦
様
に
対
す
る
「
二
重
敬
語
」
を
言
い
換
え
た
り
、
極

楽
や
地
獄
と
い
っ
た
仏
教
に
関
す
る
用
語
の
説
明
も
、
理
解
を
深
め
る
た

め
に
は
必
要
な
わ
け
だ
か
ら
。

た
だ
、
こ
の
作
品
に
も
元
ネ
タ
が
あ
る
。
ポ
ー
ル
・
ケ
ラ
ス
の
「
カ
ル

マ
」
で
、
こ
れ
に
は
鈴
木
大
拙
の
文
語
訳
「
因
果
の
小
車
」
が
存
在
す
る
。
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原
典
と
比
較
す
る
と
、
「
蜘
蛛
の
糸
」
に
登
場
す
る
お
釈
迦
様
は
、
気
紛

れ
で
魚
釣
り
で
も
す
る
よ
う
に
、
犍
陀
多
に
糸
を
垂
れ
て
い
る
よ
う
に
見

カ

ン

ダ

タ

え
る
。
糸
が
切
れ
て
魚
を
逃
し
た
釣
り
人
程
度
に
し
か
、
犍
陀
多
を
助
け

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
い
て
い
な
い
。
外
国
人
の
学
生
に
読
ま
せ
て
み

た
と
こ
ろ
、
ケ
ラ
ス
の
原
典
の
方
が
物
語
と
し
て
の
整
合
性
が
あ
る
と
の

感
想
を
得
た
。
ま
た
、
針
の
山
や
血
の
池
地
獄
な
ど
の
描
写
が
あ
り
、
子

供
に
恐
怖
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
は
子
供
に
読
ま
せ
る
こ
と

が
禁
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
も
出
た
。

文
学
好
き
の
学
生
は
、
芥
川
の
短
編
の
多
く
に
元
ネ
タ
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
作
品
の
独
創
性
に
疑
問
を
抱
く
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
し
、「
杜
子
春
」

の
よ
う
に
道
徳
の
教
材
に
使
わ
れ
か
ね
な
い
結
末
に
、
拒
絶
反
応
を
示
し

て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
博
学
だ
が
理
が
勝
ち
す
ぎ
て
い
る
印
象
が
し
な
い
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で
も
な
い
。
僕
自
身
も
そ
う
し
た
印
象
に
長
年
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、

そ
れ
を
払
拭
し
て
く
れ
た
の
が
「
河
童
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
芥
川
は
ユ

ー
モ
ア
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
全
開
と
な
り
、
自
由
な
精
神
の
広
が
り
を
感
じ

さ
せ
て
く
れ
る
。
ま
た
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
心
理
小
説
が
好
き
な
人
に

は
「
秋
」
を
お
勧
め
し
た
い
。
文
学
少
女
だ
っ
た
信
子
の
精
神
が
、
理
解

の
な
い
夫
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
過
程
は
、
胸
を
痛
め
ず
に
は
読
み
進

め
ら
れ
な
か
っ
た
。

芥
川
も
自
伝
的
小
説
を
書
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
大
導
寺
信

輔
の
半
生
」
と
い
う
未
完
の
随
筆
的
な
作
品
が
あ
る
。
具
体
的
な
描
写
が

乏
し
く
、
説
明
調
で
あ
る
点
、
印
象
の
薄
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
保

吉
も
の
」
の
シ
リ
ー
ズ
も
、
半
自
伝
的
な
作
品
群
だ
が
、
一
般
に
は
あ
ま
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り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
平
凡
な
生
活
の
一
部
を
切
り
取
っ
た
も
の
で
、
日

常
の
心
の
動
き
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。
全
集
を
手
に
取
っ
た
読
者
で
な
い
と
、

目
を
通
す
場
合
は
少
な
い
だ
ろ
う
。

自
伝
的
な
小
説
で
、
鬼
気
迫
る
傑
作
と
言
え
る
の
は
、
自
殺
す
る
直
前

に
書
か
れ
た
「
歯
車
」
だ
ろ
う
。
佐
多
稲
子
に
よ
れ
ば
、
関
東
大
震
災
後

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
全
盛
の
時
代
、
芥
川
は
自
己
の
文
学
を
否
定
さ
れ

た
よ
う
な
、
重
苦
し
さ
の
中
で
生
き
て
い
た
と
い
う
。
谷
崎
潤
一
郎
と
の

論
争
で
は
、
小
説
の
物
語
性
で
は
な
く
、
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説

を
称
揚
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
葛
藤
を
背
景
と
し
て
、
正
気
が
狂
気
に
打
ち
負
か
さ
れ
る
過

程
が
、「
歯
車
」
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
息
詰
ま
る
空
気
が
、

絶
え
間
な
く
読
む
者
の
胸
ま
で
締
め
つ
け
て
い
く
。
「
誰
か
僕
の
眠
つ
て
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ゐ
る
う
ち
に
そ
つ
と
絞
め
殺
し
て
く
れ
る
も
の
は
な
い
か
？
」
と
い
う
文

で
終
わ
る
遺
稿
で
あ
る
。
「
或
阿
呆
の
一
生
」
も
、
同
様
の
精
神
状
態
で

書
か
れ
て
い
る
が
、
「
歯
車
」
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
は
な
く
、
息
も
絶
え

絶
え
に
つ
づ
ら
れ
た
断
章
の
連
な
り
と
い
っ
た
感
じ
。
読
ん
で
い
て
も
、

居
た
た
ま
れ
な
い
気
持
ち
に
な
る
。

同
じ
断
章
の
連
な
り
で
も
「
侏
儒
の
言
葉
」
の
方
が
、
病
的
な
印
象
が

乏
し
く
、
芥
川
の
鋭
い
批
評
精
神
に
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
苦
み
が
加
わ
っ
て

い
る
。
ビ
ア
ス
の
『
悪
魔
の
辞
典
』
に
触
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
る

も
の
で
、
「
軍
人
は
小
児
に
近
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
な
ど
は
、

軍
国
主
義
の
幕
開
け
を
前
に
し
て
、
自
由
な
精
神
を
奪
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た

不
安
な
時
代
に
お
け
る
、
文
筆
家
と
し
て
の
抵
抗
の
痕
跡
で
あ
る
。

- 8 -

芥
川
龍
之
介
の
「
河
童
」

芥
川
の
短
編
は
よ
く
計
算
さ
れ
て
お
り
、
緊
密
度
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る

つ
つ
も
、
出
来
す
ぎ
て
い
て
作
り
物
っ
ぽ
く
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
教
科

書
に
採
用
さ
れ
る
「
羅
生
門
」
が
、
高
校
生
に
つ
ま
ら
な
く
感
じ
ら
れ
る

の
も
、
構
成
や
描
写
の
巧
み
さ
ま
で
読
み
込
む
能
力
が
、
ま
だ
熟
し
て
い

な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
「
河
童
」
に
は
そ
う
し
た
息
苦
し
さ
が
全
く
な
い
。
芥
川

の
筆
は
自
由
に
伸
び
て
お
り
、
想
像
力
の
翼
に
身
を
任
せ
て
い
る
。
あ
る

精
神
病
患
者
が
河
童
の
国
に
迷
い
込
ん
だ
、
と
信
じ
込
む
話
な
の
だ
が
、

こ
れ
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』
と
同
様
の
趣
向
で
あ
る
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
が
描
い
た
ヤ
フ
ー
と
い
う
怪
物
は
、
人
間
の
醜
悪
な
部
分
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を
誇
張
し
た
も
の
だ
が
、
「
河
童
」
の
場
合
も
、
頭
に
お
皿
を
い
た
だ
い

た
存
在
が
語
る
世
界
が
、
い
か
に
誇
張
さ
れ
戯
画
化
さ
れ
て
い
て
も
、
日

本
社
会
に
対
す
る
ユ
ー
モ
ア
を
介
し
た
批
判
な
の
で
あ
る
。

一
番
お
か
し
か
っ
た
の
は
、
河
童
の
世
界
で
は
、
雄
は
雌
に
追
い
か
け

ら
れ
て
、
散
々
な
目
に
遭
う
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
戦
前
の
日
本
で
は
、

女
性
が
男
性
に
虐
げ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
芥
川
は
河
童
の
世
界
を
人
間

の
世
界
と
逆
さ
ま
に
描
い
た
の
か
？

そ
れ
と
も
、
将
来
の
日
本
社
会
を

予
見
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ス
ト
ラ
イ
キ
を
起
こ
し
た
河
童
は
殺
さ
れ
て
、
食
肉
に
さ
れ
て
し
ま
う

と
い
う
の
も
、
労
働
争
議
に
対
す
る
弾
圧
を
揶
揄
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
社

や

ゆ

会
秩
序
を
乱
し
か
ね
な
い
活
動
は
、
一
切
禁
止
す
る
と
い
う
「
治
安
維
持
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法
」
の
発
想
に
、
現
代
の
日
本
は
逆
戻
り
し
か
ね
な
い
状
況
に
あ
る
。

河
童
の
世
界
で
は
演
劇
の
代
わ
り
に
音
楽
が
検
閲
の
対
象
に
な
り
、
警

察
官
が
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
風
紀
を
乱
す
要
素
を
感
じ
る
と
「
演
奏
禁
止
」
と

叫
び
出
す
。
現
代
は
表
現
の
自
由
が
一
応
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
一
時
は

民
主
化
さ
れ
た
ロ
シ
ア
で
も
、
社
会
批
判
を
ブ
ロ
グ
を
書
い
た
と
い
う
だ

け
で
、
逮
捕
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
、
い
つ
検
閲
が

復
活
す
る
か
分
か
ら
な
い
。

死
刑
の
方
法
も
、
河
童
の
世
界
で
は
変
わ
っ
て
い
る
。
絞
首
刑
だ
の
銃

殺
刑
だ
の
、
残
酷
な
殺
害
法
を
と
る
必
要
が
な
い
。
た
だ
罪
状
を
告
げ
る

だ
け
で
、
河
童
は
い
た
た
ま
れ
ず
に
死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
厚
顔
無
恥

こ
う
が
ん

む

ち

な
人
間
と
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
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河
童
の
詩
人
が
自
殺
し
て
、
そ
の
霊
魂
を
呼
び
出
す
交
霊
会
で
、
亡
き

こ
う
れ
い
か
い

詩
人
は
「
古
池
や

蛙

飛
び
込
む
水
の
音
」
と
い
う
句
を
、
「
古
池
や
河

か
わ
ず

童
飛
び
込
む
…
…
」
に
換
え
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
は
、
文
人
気
取
り

の
若
者
へ
の
冷
笑
が
感
じ
ら
れ
る
。

芥
川
の
「
河
童
」
に
は
、
狂
気
に
お
び
え
る
作
者
の
姿
も
投
影
さ
れ
て

い
る
。
河
童
の
子
供
に
は
誕
生
前
に
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
い
か
と

い
う
質
問
が
さ
れ
る
。
そ
れ
に
否
定
的
に
答
え
れ
ば
、
生
ま
れ
て
こ
な
い

と
い
う
選
択
も
可
能
と
な
る
。
理
由
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
自
分

に
は
精
神
病
の
遺
伝
が
あ
る
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
芥
川
の
実
母
ふ
く

が
発
狂
し
た
事
実
が
、
こ
の
設
定
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ

う
。

- 12 -

河
童
の
世
界
か
ら
戻
っ
た
主
人
公
は
、
精
神
病
棟
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
時
折
河
童
の
訪
問
を
受
け
て
い
る
と
い
う
。
机
の
上
に
河
童

が
持
っ
て
き
て
く
れ
た
と
い
う
花
束
が
あ
る
と
言
う
の
だ
が
、
主
人
公
の

目
に
し
か
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

狂
人
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
政
治
的
に
か
な
り
き

ら
く
い
ん

わ
ど
い
表
現
を
し
て
も
見
逃
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
言
論
の
自
由
」
が
な
い

社
会
に
お
い
て
も
、
道
化
に
は
遠
回
り
の
社
会
批
判
が
許
さ
れ
て
い
た
こ

ど
う

け

と
、
人
間
の
世
界
で
は
な
く
、
河
童
の
世
界
の
出
来
事
だ
と
す
る
寓
話
な

ら
、
検
閲
の
目
を
逃
れ
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
今
風
に
言
う
な
ら
「
ぶ
っ
飛
ん
だ
」
作
品
が
構
想
で
き

た
の
は
、
芥
川
の
才
能
で
は
あ
る
が
、
精
神
が
常
軌
を
逸
す
る
危
険
を
、

そ
れ
が
空
想
と
い
う
一
見
無
害
な
試
み
で
あ
っ
て
も
、
す
で
に
冒
し
て
い
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た
か
ら
だ
ろ
う
。

主
要
参
考
文
献

芥
川
龍
之
介
「
河
童
」
『
芥
川
龍
之
介
全
集

』
（
岩
波
書
店
）

14
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芥
川
龍
之
介
の
「
蜘
蛛
の
糸
」

芥
川
の
短
編
の
多
く
に
は
原
典
が
存
在
す
る
。
絵
本
な
ど
に
も
な
っ
て
、

子
ど
も
へ
の
読
み
聞
か
せ
に
用
い
ら
れ
る
「
蜘
蛛
の
糸
」
も
例
外
で
は
な

く
、『
カ
ル
マ
（
因
果
の
小
車
）
』（
ポ
ー
ル
・
ケ
ラ
ス
作
・
鈴
木
大
拙
訳
）

が
あ
る
。
こ
の
翻
訳
は
文
語
文
で
あ
る
上
に
、
多
数
の
変
体
仮
名
が
用
い

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
簡
単
に
読
み
流
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

原
典
で
は
地
獄
で
苦
し
ん
で
い
る
犍
陀
多
が
、
閻
浮
提
と
い
う
島
に
い

カ

ン

ダ

タ

え
ん
ぶ
だ
い

る
佛
陀
に
向
か
っ
て
「
大
慈
大
悲
の
御
佛
よ
、
願
く
は
憐
を
た
れ
さ
せ
給

へ
。
己
が
苦
悩
は
大
な
り
。
わ
れ
誠
に
罪
を
犯
し
た
れ
ど
も
、
正
道
を
踏

ま
ん
と
の
心
な
き
に
あ
ら
ず
、
さ
れ
ど
如
何
に
せ
ん
遂
に
苦
界
を
出
づ
る

能
は
ず
、
世
尊
願
は
く
ば
吾
を
憐
み
救
ひ
給
へ
」（
変
体
仮
名
は
改
め
た
。

あ
た
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以
下
同
様
。
）
と
叫
ん
だ
。
「
一
小
善
」
で
も
「
新
し
き
善
の
種
子
」
と

な
り
、
つ
い
に
万
悪
を
除
い
て
涅
槃
に
至
ら
せ
る
こ
と
か
ら
、
佛
陀
は
犍

ね

は
ん

陀
多
に
「
汝
は
嘗
て
仁
愛
の
行
を
な
し
た
る
こ
と
な
き
か
」
と
問
う
が
、

か
つ

犍
陀
多
は
黙
っ
て
い
る
。
佛
陀
は
す
べ
て
を
見
抜
く
眼
を
持
っ
て
い
る
の

で
、
犍
陀
多
が
か
つ
て
森
の
中
を
歩
い
て
い
る
と
き
に
、
蜘
蛛
を
殺
す
の

を
無
残
だ
と
考
え
た
こ
と
に
思
い
至
る
。

芥
川
の
「
蜘
蛛
の
糸
」
で
は
、「
人
を
殺
し
た
り
家
に
火
を
つ
け
た
り
、

い
ろ
い
ろ
悪
事
を
働
い
た
大
泥
坊
」
と
説
明
し
な
が
ら
、
蜘
蛛
を
助
け
た

こ
と
を
、
「
そ
れ
だ
け
の
善
い
事
を
し
た

報

に
は
、
出
来
る
な
ら
、
こ
の

む
く
い

男
を
地
獄
か
ら
救
い
出
し
て
や
ろ
う
」
と
考
え
た
と
書
い
て
い
る
。
殺
人

や
放
火
を
犯
し
た
重
罪
人
で
も
、
蜘
蛛
を
助
け
た
だ
け
で
地
獄
か
ら
救
お

う
と
い
う
の
は
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
欠
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
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原
典
に
あ
る
「
小
善
事
」
が
「
新
し
き
善
の
種
子
」
と
な
る
と
い
う
記
述

が
、
芥
川
の
作
品
に
は
欠
け
て
い
る
か
ら
、
不
自
然
な
印
象
を
与
え
る
の

で
あ
る
。

佛
陀
は
犍
陀
多
の
苦
悩
を
見
て
、
慈
悲
の
心
に
動
か
さ
れ
て
、
先
に
蜘

蛛
の
つ
い
た
糸
を
垂
ら
し
て
い
く
。「
こ
の
糸
を
便
り
て
昇
り
来
れ
」
と
、

佛
陀
は
蜘
蛛
に
言
わ
せ
る
。
蜘
蛛
が
去
っ
た
後
に
、
犍
陀
多
は
蜘
蛛
の
糸

に
す
が
っ
て
昇
っ
て
い
く
。
蜘
蛛
の
糸
が
垂
れ
て
き
た
の
を
見
て
、
「
思

わ
ず
手
を
拍
っ
て
喜
」
ん
だ
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
犍
陀
多
は
、
改
心
な
ど
全

う

く
し
て
い
な
い
。
芥
川
は
犍
陀
多
を
原
典
よ
り
悪
党
に
描
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

蜘
蛛
の
糸
を
昇
っ
て
い
る
う
ち
に
、
多
数
の
人
間
が
下
に
ぶ
ら
さ
が
っ

て
い
る
の
を
見
て
、
糸
が
切
れ
て
し
ま
う
の
を
恐
れ
て
、
「
去
れ
去
れ
此
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糸
は
わ
が
も
の
な
り
」
と
絶
叫
す
る
と
、
蜘
蛛
の
糸
が
切
れ
て
、
犍
陀
多

が
元
の
奈
落
の
底
に
落
ち
て
い
く
辺
り
は
共
通
し
て
い
る
。

な

ら
く

原
典
で
は
蜘
蛛
の
糸
を
独
り
占
め
に
し
た
我
執
を
批
判
し
、
「
地
獄
と

は
我
執
の
一
名
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
の
語
り
手
で
あ
る
僧

は
、
瀕
死
の
罪
人
、
摩
訶
童
多
に
仏
道
を
説
く
た
め
に
、
犍
陀
多
の
話
を

マ

ハ

ー

ド

ー

タ

し
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
芥
川
は
原
典
の
仏
教
色
を
薄
め
て
い

る
の
だ
が
、
な
ぜ
蜘
蛛
の
糸
が
切
れ
た
の
か
は
、
か
え
っ
て
分
か
り
に
く

い
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
芥
川
は
「
無
慈
悲
な
心
が
、
そ
う
し
て
そ
の
心

相
当
な
罰
を
う
け
て
」
と
書
い
て
い
る
が
、
蜘
蛛
の
糸
は
因
果
応
報
に
よ

っ
て
自
ず
と
切
れ
た
は
ず
な
の
に
、「
罰
」
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
れ
は
「
佛
罰
」
で
あ
っ
て
蜘
蛛
の
糸
を
切
っ
た
の
は
お
釈
迦
様
で
は
な

い
か
、
と
い
う
誤
解
が
、
生
じ
か
ね
な
い
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
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さ
て
、
原
典
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
芥
川
の
「
蜘
蛛
の
糸
」
に
つ
い
て
、

気
づ
い
た
こ
と
を
い
く
つ
か
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
芥
川
の
作
品
で
は
、

語
り
手
が
誰
だ
か
は
分
か
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

が
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
様
に
対
し
て
は
、
「
御

歩
き
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
」
と
尊
敬
語
を
用
い
、
「
て
居
り

ま
す
」
「
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
丁
寧
語
も
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。
語
り
手
は
お
釈
迦
様
に
敬
意
を
示
す
一
方
、
聞
き
手

で
あ
る
読
者
に
も
待
遇
表
現
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
あ
る
日
の
事
で
あ
る
。
釈
迦
は
極
楽
の
蓮
池
の
ふ
ち
を
、
独
り
で
ぶ
ら

ぶ
ら
歩
い
て
い
た
。
池
の
中
に
咲
い
て
い
る
蓮
の
花
は
、
み
ん
な
玉
の
よ

う
に
ま
っ
白
で
、
そ
の
ま
ん
中
に
あ
る
金
色
の
蕊
か
ら
は
、
何
と
も
云
え

ず
い
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な
い
好
い
匂
が
、
絶
間
な
く
あ
た
り
へ
溢
れ
て
い
る
。
極
楽
は
丁
度
朝
な

の
だ
ろ
う
。
」

こ
れ
は
冒
頭
の
部
分
か
ら
、
待
遇
表
現
を
す
べ
て
除
い
て
書
き
換
え
た

も
の
で
あ
る
。
語
り
手
の
姿
が
見
え
な
く
な
り
、
三
人
称
の
小
説
を
読
ん

で
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
来
る
推
測
表
現

の
み
が
、
か
ろ
う
じ
て
語
り
手
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
。

芥
川
の
「
蜘
蛛
の
糸
」
は
、
視
点
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
複
雑
な

構
造
を
し
て
い
る
。
語
り
手
は
ま
ず
、
お
釈
迦
様
に
つ
い
て
語
り
、
お
釈

迦
様
は
極
楽
の
蓮
池
か
ら
犍
陀
多
を
見
、
犍
陀
多
は
罪
人
た
ち
を
見
る
と

い
っ
た
三
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
極
楽
が
ま
る
で
キ
リ
ス
ト
教
の
天
国

の
よ
う
な
位
置
に
あ
り
、
蓮
池
の
下
か
ら
地
獄
が
、
「
覗
き
眼
鏡
を
見
る

よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
見
え
る
」
と
あ
る
。「
覗
き
眼
鏡
」
と
い
う
の
は
、
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水
中
の
魚
介
を
捕
る
た
め
の
箱
眼
鏡
の
こ
と
で
あ
り
、
不
遜
な
言
い
方
を

す
れ
ば
、
お
釈
迦
様
が
蜘
蛛
の
糸
を
使
っ
て
、
魚
釣
り
で
も
し
よ
う
と
思

っ
て
、
目
当
て
の
犍
陀
多
を
引
き
上
げ
よ
う
と
し
た
ら
、
糸
が
切
れ
て
魚

が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
「
蜘
蛛
の
糸
」
に
出
て
く
る
お

釈
迦
様
は
、
原
典
の
よ
う
な
慈
悲
深
さ
で
は
な
く
、
単
な
る
気
紛
れ
で
犍

陀
多
を
助
け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
「
小
善
事
」
が

「
新
し
き
善
の
種
子
」
と
な
る
と
い
う
原
典
の
記
述
が
省
か
れ
た
か
ら
で

あ
り
、
犍
陀
多
が
佛
陀
に
救
い
を
求
め
た
と
い
う
経
緯
を
、
蜘
蛛
の
糸
を

見
て
「
思
わ
ず
手
を
拍
っ
て
喜
」
ん
だ
と
い
う
利
己
的
な
表
現
に
置
き
換

う

え
た
こ
と
に
よ
る
。
初
め
か
ら
改
心
な
ど
し
て
い
な
い
犍
陀
多
を
、
お
釈

迦
様
は
蜘
蛛
を
助
け
た
と
い
う
小
事
だ
け
で
救
お
う
と
し
た
こ
と
に
な

る
。
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地
獄
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
描
写
し
た
点
で
は
、
芥
川
の
「
蜘
蛛
の
糸
」

は
イ
メ
ー
ジ
豊
か
と
な
っ
た
が
、
科
学
的
に
見
る
と
首
を
か
し
げ
た
く
な

る
点
も
あ
る
。「
地
獄
と
極
楽
と
の
間
は
、
何
万
里
と
な
く
ご
ざ
い
ま
す
」

と
あ
る
が
、
何
万
里
を
五
万
里
と
仮
定
し
よ
う
。
一
里
は
三
・
九
二
七
㎞

で
あ
る
か
ら
、
十
九
万
六
千
三
百
五
十
㎞
と
な
り
、
地
球
か
ら
月
ま
で
の

距
離
、
三
十
八
万
四
千
四
百
㎞
の
約
半
分
の
距
離
と
な
る
。
時
速
二
百
㎞

の
新
幹
線
に
乗
っ
て
、
九
百
八
十
二
時
間
、
約
四
十
一
日
走
っ
て
よ
う
や

く
届
く
距
離
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
時
間
、
犍
陀
多
が
昇
り
続
け
る
こ
と

な
ど
、
科
学
的
に
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
説
話
の

世
界
と
割
り
切
れ
ば
い
い
の
だ
が
。

芥
川
は
原
典
の
仏
教
色
を
薄
め
た
こ
と
で
、
現
代
人
が
気
軽
に
読
め
る

小
話
に
書
き
換
え
た
。
そ
の
点
で
は
原
典
よ
り
も
鮮
明
な
印
象
が
残
る
。
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た
だ
し
、
犍
陀
多
が
自
発
的
に
佛
陀
に
救
い
を
求
め
た
点
や
、「
小
善
事
」

が
涅
槃
へ
至
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
極
楽
へ
到
達
す
る
こ
と
が
、
す
な
わ

ち
犍
陀
多
が
悟
り
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
で
あ
る
点
、
「
我
執
」
が
そ
れ

を
妨
げ
た
と
い
う
点
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
原
典
の
仏
教
的

な
テ
ー
マ
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

主
要
参
考
文
献

芥
川
龍
之
介
「
蜘
蛛
の
糸
」
『
芥
川
龍
之
介
全
集
２
』
（
筑
摩
書
房
）

ポ
ー
ル
・
ケ
ラ
ス
『
因
果
の
小
車
』
（
鈴
木
大
拙
訳

長
谷
川
商
店
）
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芥
川
龍
之
介
の
「
藪
の
中
」

芥
川
の
「
藪
の
中
」
と
い
う
小
説
は
、
黒
澤
明
に
よ
っ
て
「
羅
生
門
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
映
画
化
さ
れ
、
ベ
ニ
ス
国
際
映
画
祭
で
グ
ラ
ン
・
プ

リ
を
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
最
優
秀
外
国
語
映
画
賞
受
賞
す
る
に
及

ん
で
、
全
世
界
に
存
在
を
知
ら
れ
た
。
目
撃
者
に
よ
っ
て
証
言
が
異
な
り
、

真
実
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
、
サ
ス
ペ
ン
ス
調
の
構
成
が
、
欧
米
人

に
は
新
鮮
に
映
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
事
実
の
多
面
性
を
浮
き
彫
り
に
し
た

趣
向
は
、
原
作
者
の
芥
川
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
九
二
二
年
（
大
正
十
一
）
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
芥
川
の
作

品
の
中
で
も
、
き
わ
め
て
実
験
的
な
も
の
で
あ
る
。
旅
す
る
男
女
が
盗
人

の
多

襄

丸
に
出
会
い
、
男
は
死
に
女
は
行
方
知
れ
ず
と
な
る
。
そ
の
事

た

じ
ょ
う
ま
る
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件
の
真
相
を
巡
っ
て
、
七
人
の
人
間
が
矛
盾
す
る
告
白
を
す
る
と
い
う
形

に
な
っ
て
い
る
。

七
つ
の
語
り
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
検
非
違
使
に
問
わ
れ
た
る
木
樵

け

び

い

し

き

こ

り
の
物
語
」
「
検
非
違
使
に
問
わ
れ
た
る
旅
法
師
の
物
語
」
「
検
非
違
使

に
問
わ
れ
た
る
放
免
の
物
語
」
「
検
非
違
使
に
問
わ
れ
た
る

媼

の
物
語
」

お
う
な

「
多
襄
丸
の
白
状
」
「
清
水
寺
に
来
れ
る
女
の
懺
悔
」
「
巫
女
の
口
を
借

き
た

ざ
ん

げ

み

こ

り
た
る
死
霊
の
物
語
」

七
つ
の
語
り
の
う
ち
、
初
め
の
四
つ
は
、
事
件
を
間
接
的
に
し
か
知
ら

な
い
者
の
話
で
あ
り
、
残
り
三
つ
が
事
件
の
渦
中
に
い
た
者
の
告
白
で
あ

る
。多

襄
丸
と
女
は
そ
れ
ぞ
れ
、
男
を
殺
し
た
の
は
自
分
だ
と
言
い
張
る
。
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死
霊
と
な
っ
た
男
は
自
分
は
自
殺
し
た
の
だ
と
語
る
。
各
人
の
主
張
が
異

な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き

た
。
事
件
の
真
相
が
不
明
な
と
こ
ろ
か
ら
、
自
分
を
よ
く
見
せ
よ
う
と
い

う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
物
語
だ
と
か
、
読
む
人
ご
と
に
自
由
な
解
釈
を
許
す
作

品
だ
と
か
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
辺
に
関
し
て
は
、
志
村
有
弘
の
『
芥
川

龍
之
介
伝
説
』
が
詳
し
い
。

七
人
の
語
り
が
並
置
さ
れ
た
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
は
、
川
端
康
成
の
『
小

説
の
構
成
』
の
分
類
に
則
れ
ば
、
「
複
数
的
視
点
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
七
つ
の
語
り
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
潜
在
す
る

作
者
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
る
。

一
人
称
の
語
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
小
説
は
、
語
り
手
の
視
点
か
ら

し
か
語
ら
れ
な
い
の
で
、
物
事
が
一
面
的
に
説
か
れ
て
し
ま
う
き
ら
い
が
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あ
る
。
芥
川
は
七
つ
の
語
り
を
並
置
す
る
こ
と
で
、
旅
す
る
男
女
に
起
こ

っ
た
事
件
を
多
角
的
に
描
き
出
し
、
作
品
世
界
に
立
体
感
を
持
た
せ
て
い

る
。で

は
、
七
つ
の
語
り
は
、
誰
に
対
し
て
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
検

非
違
使
に
問
わ
れ
た
る
木
樵
り
の
物
語
」
か
ら
「
清
水
寺
に
来
れ
る
女
の

懺
悔
」
ま
で
の
六
話
は
、
検
非
違
使
の
前
で
述
べ
た
と
い
う
想
定
だ
ろ
う
。

最
後
の
「
巫
女
の
口
を
借
り
た
る
死
霊
の
物
語
」
の
み
は
、
口
寄
せ
の
形

を
取
っ
て
い
る
の
で
、
い
わ
ば
、
独
り
言
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、

死
霊
が
誰
か
に
語
り
か
け
る
表
現
は
見
ら
れ
ず
、
聞
き
手
が
何
者
で
あ
る

か
も
明
確
で
は
な
い
。

テ
キ
ス
ト
を
見
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
は
、
①
地
の
文
（
語
り
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手
本
人
の
言
葉
）
②
カ
ギ
カ
ッ
コ
に
囲
ま
れ
た
会
話
文
③
カ
ギ
カ
ッ
コ
で

囲
ま
れ
て
い
な
い
会
話
文
④
ト
書
き
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

地
の
文
と
会
話
文
の
区
別
が
難
し
い
の
は
、
会
話
文
で
あ
っ
て
も
、
必

ず
し
も
カ
ギ
カ
ッ
コ
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
カ
ギ
カ
ッ
コ

が
出
て
く
る
の
は
「
清
水
寺
に
来
れ
る
女
の
懺
悔
」
と
「
巫
女
の
口
を
借

り
た
る
死
霊
の
物
語
」
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
五
つ

の
語
り
に
は
、
語
り
手
自
身
と
は
異
な
る
声
が
混
入
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
多
襄
丸
の
白
状
」
に
は
、
旅
の
女
の
言
葉

が
カ
ギ
カ
ッ
コ
な
し
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。

ト
書
き
と
い
う
の
は
、
脚
本
の
中
で
俳
優
の
動
作
な
ど
を
示
す
部
分
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
表
現
が
「
多
襄
丸
の
白
状
」
以
下
三
つ
の
話

に
は
、
例
え
ば
（
皮
肉
な
る
微
笑
）
と
い
っ
た
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
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れ
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

七
つ
の
語
り
の
う
ち
、
「
巫
女
の
口
を
借
り
た
る
死
霊
の
物
語
」
を
除

く
六
つ
の
語
り
は
、
地
の
文
が
敬
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
語
り
の
中
に
は
、
語
り
手

以
外
の
声
が
混
入
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
語
り
の
中
で
問
い

か
け
に
関
す
る
部
分
を
、
抜
き
出
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
敬
体
で
書
か
れ
た
部
分
を
二
箇
所
引
用
す
る
。
検
非
違
使
と
は

今
で
言
え
ば
、
警
察
官
と
裁
判
官
を
兼
ね
た
職
で
あ
る
。
目
撃
者
と
し
て

呼
び
出
さ
れ
た
庶
民
が
、
役
人
の
問
い
に
う
や
う
や
し
く
答
え
る
の
は
当

然
で
あ
る
。
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さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
の
死
骸
を
見
つ
け
た
の
は
、
わ
た
し
に

違
い
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
今
朝
い
つ
も
の
通
り
、
裏
山
の
杉
を

伐
り
に
参
り
ま
し
た
。
す
る
と
山
陰
の
藪
の
中
に
、
あ
の
死
骸
が
あ
っ

た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
っ
た
処
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？

そ
れ
は
山
科

の
駅
路
か
ら
は
、
四
五
町
ほ
ど
隔
た
っ
て
居
り
ま
し
ょ
う
。
竹
の
中
に

痩
せ
杉
の
交
っ
た
、
人
気
の
な
い
所
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
「
検
非
違
使

に
問
わ
れ
た
る
木
樵
り
の
物
語
」
）

馬
は
月
毛
の
、
―
―
確
か
法
師
髪
の
馬
の
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

丈
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？

丈
は
四
寸
も
ご
ざ
い
ま
し
た
か
？
（
「
検
非

違
使
に
問
わ
れ
た
る
旅
法
師
の
物
語
」
）
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第
一
の
例
で
は
「
あ
っ
た
処
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？
」
の
部
分
、
第
二
の

例
で
は
「
丈
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？
」
の
部
分
は
、
検
非
違
使
の
問
い
か
け

に
対
し
て
、
聞
き
返
す
形
で
語
り
手
が
問
い
を
確
認
し
て
い
る
。
聞
き
手

で
あ
る
検
非
違
使
が
、
ど
ん
な
質
問
を
し
た
か
は
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
語
り
手
以
外
の
声
は
混
入
し
て
い
な
い
。

次
に
、
敬
体
で
書
か
れ
た
会
話
の
中
に
、
常
体
の
文
が
混
入
し
て
い
る

例
を
見
る
。
敬
体
の
中
に
常
体
が
混
じ
る
用
法
を
、
言
語
学
で
は
「
コ
ー

ド
ス
イ
ッ
チ
」
と
い
う
。
相
手
に
語
り
か
け
る
間
は
敬
体
を
用
い
、
何
か

を
思
い
出
す
場
合
な
ど
に
、
独
り
言
の
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
と
き
に
は
常
体

を
用
い
る
。
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太
刀
か
何
か
は
見
え
な
か
っ
た
か
？

い
え
、
何
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

た
だ
そ
の
側
の
杉
の
根
が
た
に
、
縄
が
一
筋
落
ち
て
居
り
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
、
―
―
そ
う
そ
う
、
縄
の
ほ
か
に
も
櫛
が
一
つ
ご
ざ
い
ま
し
た
。

死
骸
の
ま
わ
り
に
あ
っ
た
も
の
は
、
こ
の
二
つ
ぎ
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

が
、
草
や
竹
の
落
葉
は
、
一
面
に
踏
み
荒
さ
れ
て
居
り
ま
し
た
か
ら
、

き
っ
と
あ
の
男
は
殺
さ
れ
る
前
に
、
よ
ほ
ど
手
痛
い
働
き
で
も
致
し
た

の
に
違
い
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
（
「
検
非
違
使
に
問
わ
れ
た
る
木
樵
り
の

物
語
」
）

し
か
し
、
こ
こ
で
引
用
し
た
「
太
刀
か
何
か
は
見
え
な
か
っ
た
か
？
」

と
い
う
問
い
は
、
木
樵
り
自
身
の
自
問
で
は
な
く
、
検
非
違
使
か
ら
の
問

い
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
「
い
え
」
は
、
語
り
手
の
否
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定
的
な
受
け
答
え
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
木
樵
り
と
検
非
違
使
の
対
話
で
あ

る
こ
と
の
証
拠
と
な
る
。

し
か
し
、
次
に
示
す
よ
う
な
例
は
判
断
が
難
し
い
。

あ
の
男
を
殺
し
た
の
は
わ
た
し
で
す
。
し
か
し
女
は
殺
し
は
し
ま
せ

ん
。
で
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
？

そ
れ
は
わ
た
し
に
も
わ
か
ら
な
い

の
で
す
。
ま
あ
、
お
待
ち
な
さ
い
。
い
く
ら
拷
問
に
か
け
ら
れ
て
も
、

知
ら
な
い
事
は
申
さ
れ
ま
す
ま
い
。
そ
の
上
わ
た
し
も
こ
う
な
れ
ば
、

卑
怯
な
隠
し
立
て
は
し
な
い
つ
も
り
で
す
。
（
「
多
襄
丸
の
白
状
」
）

語
り
手
の
多
襄
丸
も
、
検
非
違
使
に
は
敬
体
で
話
し
て
い
る
。
先
の
例

と
は
異
な
り
、
「
は
い
」
や
「
い
い
え
」
な
ど
の
受
け
答
え
が
な
い
。
こ
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こ
の
部
分
は
、
検
非
違
使
に
よ
る
質
問
で
は
な
く
、
語
り
手
の
自
問
自
答
、

つ
ま
り
、
「
コ
ー
ド
ス
イ
ッ
チ
」
で
あ
る
と
の
解
釈
も
成
り
立
つ
。

こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
を
分
類
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
語
り
手
の
話

の
中
に
聞
き
手
の
声
が
混
入
し
て
い
る
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。

「
藪
の
中
」
と
い
う
作
品
は
、
一
人
称
の
語
り
七
つ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
。
台
詞
の
部
分
が
並
置
さ
れ
た
形
で
あ
る
が
、
脚
本
の
ト
書
き
の
よ
う

に
、
人
物
の
動
作
に
つ
い
て
の
詳
し
い
指
示
は
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
手
の
表
情
が
、
（

）
に
く
く
ら
れ
る
形
で
記
述
さ
れ

て
い
る
。
「
多
襄
丸
の
白
状
」
で
は
四
箇
所
、
「
清
水
寺
に
来
れ
る
女
の

懺
悔
」
で
は
一
箇
所
、
「
巫
女
の
口
を
借
り
た
る
死
霊
の
物
語
」
で
は
五

箇
所
見
ら
れ
る
。
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「
多
襄
丸
の
白
状
」
→
（
皮
肉
な
る
微
笑
）
（
陰
鬱
な
る
興
奮
）
（
快
活

な
る
微
笑
）
（
昂
然
た
る
態
度
）

「
清
水
寺
に
来
れ
る
女
の
懺
悔
」
→
（
突
然
烈
し
き
歔
欷
※
）

き

ょ

き

「
巫
女
の
口
を
借
り
た
る
死
霊
の
物
語
」

→
（
長
き
沈
黙
）
（
突
然
迸

る
ご
と
き
嘲
笑
）（
再
び

迸

る
ご
と
き
嘲
笑
）（
再
び
、
長
き
沈
黙
）（
三

ほ
と
ば
し

度
、
長
き
沈
黙
）

※
歔
欷
と
は
す
す
り
泣
き
の
こ
と
。

一
人
称
の
語
り
の
特
徴
と
し
て
、
語
り
手
自
身
の
動
作
や
表
情
を
、
そ

の
時
点
で
は
語
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
一
人
称
に
よ
る
告
白
体
の



- 35 -

小
説
で
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
わ
け
だ
が
。

語
っ
て
い
る
人
間
を
外
側
か
ら
見
る
視
線
が
な
け
れ
ば
、
語
り
手
の
動

作
や
表
情
は
記
述
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
脚
本
の
ト
書
き

に
相
当
す
る(

)

内
の
記
述
は
、
一
体
、
何
者
に
属
す
る
言
葉
な
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
ら
は
「
作
者
」
が
作
品
の
外
部
か
ら
付
け
加
え
た
注
釈
の
よ

う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
藪
の
中
」
の
文
体
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
「
巫
女
の
口
を
借
り
た
る
死

霊
の
物
語
」
の
み
が
常
体
で
、
そ
れ
以
外
は
敬
体
を
ベ
ー
ス
に
書
か
れ
て

い
る
こ
と
は
述
べ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
敬
語
表
現
の
有
無

の
違
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

敬
語
表
現
を
換
算
す
る
に
あ
た
っ
て
、
丁
寧
語
に
関
し
て
は
、「
で
す
」
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「
ま
す
」
は
換
算
せ
ず
、
聞
き
手
へ
の
敬
意
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
「
ご
ざ

い
ま
す
」
と
い
っ
た
表
現
に
限
る
こ
と
に
す
る
。
文
末
の
「
下
さ
い
」
と

い
う
依
頼
表
現
も
、
「
お
尋
ね
下
さ
い
」
な
ど
の
よ
う
に
尊
敬
の
表
現
と

結
び
つ
い
た
場
合
に
、
尊
敬
語
の
一
部
と
し
て
換
算
す
る
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
か
ら
、
事
件
の
渦
中
に
い
た
人
物
が
、
事
件
に
際
し
て
発
し
た
会

話
の
部
分
は
対
象
外
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ

の
話
の
語
り
手
が
、
聞
き
手
（
検
非
違
使
）
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
態

度
で
臨
ん
で
い
る
か
を
調
査
し
よ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
「
多
襄
丸
の
白
状
」
の
中
に
出
て
く
る
「
お
待
ち
な
さ
い
」
と

「
あ
な
た
方
」
と
い
う
表
現
は
、
尊
敬
語
の
中
に
は
含
め
て
い
な
い
。「
お

待
ち
に
な
る
」
は
尊
敬
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
命
令
形
に
な
れ
ば
、
も
は

や
相
手
に
対
す
る
敬
意
は
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
あ
な
た
方
」
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に
関
し
て
も
、
「
～
方(

か
た)

」
と
い
う
表
現
に
は
敬
意
が
あ
っ
て
も
、

相
手
に
「
あ
な
た
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
自
体
が
失
礼
に
当
た
る
か
ら
で

あ
る
。

論
文
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
細
か
な
数
値
を
挙
げ
る
の
は
避
け
、

結
論
だ
け
を
述
べ
る
に
と
ど
め
よ
う
。
「
検
非
違
使
に
問
わ
れ
た
る
木
樵

り
の
物
語
」
か
ら
「
検
非
違
使
に
問
わ
れ
た
る
媼
の
物
語
」
ま
で
の
話
で

は
、
丁
寧
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
、
「
多
襄
丸
の
白
状
」
「
清
水
寺

に
来
れ
る
女
の
懺
悔
」
「
巫
女
の
口
を
借
り
た
る
死
霊
の
物
語
」
で
は
全

く
現
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
の
四
つ
の
語
り
が
、
検
非
違
使
に
対

す
る
語
り
手
の
敬
意
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
の
三
つ
の
語
り
で
は

聞
き
手
に
敬
意
を
払
う
よ
り
も
、
事
件
の
真
相
を
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
に

眼
目
が
置
か
れ
て
い
る
。
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「
多
襄
丸
の
白
状
」
に
お
い
て
、
盗
人
の
多
襄
丸
は
権
威
に
対
し
て
反
抗

的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
検
非
違
使
に
対
し
て
、
権
威
や
金
で
人
を
殺
す
と

言
っ
て
い
る
点
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
識
が
、
「
ご
ざ
い
ま

す
」
と
い
っ
た
丁
寧
語
を
用
い
る
の
を
避
け
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
中
に
謙

譲
語
が
五
つ
出
て
い
る
が
、
「
申
す
」
「
申
し
上
げ
る
」
の
二
種
類
に
限

ら
れ
、
検
非
違
使
に
対
す
る
敬
意
は
先
の
四
つ
の
語
り
ほ
ど
は
感
じ
ら
れ

な
い
。

で
は
、
「
清
水
寺
に
来
れ
る
女
の
懺
悔
」
と
「
巫
女
の
口
を
借
り
た
る

死
霊
の
物
語
」
で
丁
寧
語
が
用
い
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
女
の

懺
悔
の
方
で
は
敬
体
を
用
い
て
い
る
た
め
、
少
な
く
と
も
聞
き
手
に
対
し

て
失
礼
な
物
言
い
は
避
け
よ
う
と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
る
。
「
ご
ざ
い
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ま
す
」
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
な
い
の
は
、
事
実
を
回
想
し
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
過
去
を
詳
細
に
語
る
際
に
は
、
聞
き
手

を
強
く
意
識
す
る
「
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
っ
た
表
現
が
出
て
来
に
く
い
の

だ
ろ
う
。
女
が
語
る
う
ち
に
自
ら
の
語
り
の
中
に
没
入
し
て
い
く
点
は
、

カ
ギ
カ
ッ
コ
で
会
話
を
直
接
引
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
分
か
る
。

死
霊
の
物
語
は
唯
一
、
常
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
設
定
は
死
霊
と
な
っ

た
男
が
、
巫
女
の
口
を
借
り
て
話
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
口
寄

せ
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
者
は
い
る
の
だ

ろ
う
が
、
語
り
手
の
死
霊
は
聞
き
手
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
顧
慮

し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
死
霊
の
独
り
言
に
近
い
形
を
取
っ
て

い
る
。
当
然
、
「
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
っ
た
聞
き
手
に
敬
意
を
表
す
る
表

現
が
出
て
く
る
可
能
性
は
な
い
。
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そ
こ
で
『
藪
の
中
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
話
を
、
以
下
の
よ
う
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

①
事
件
の
真
相
を
知
ら
な
い
者
が
、
聞
き
手
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
語
る

話
。
→
「
検
非
違
使
に
問
わ
れ
た
る
木
樵
り
の
物
語
」
「
検
非
違
使
に
問

わ
れ
た
る
旅
法
師
の
物
語
」
「
検
非
違
使
に
問
わ
れ
た
る
放
免
の
物
語
」

「
検
非
違
使
に
問
わ
れ
た
る
媼
の
物
語
」

②
事
件
の
真
相
を
知
っ
て
い
る
者
が
、
聞
き
手
に
反
抗
的
な
態
度
で
語

る
話
。
→
「
多
襄
丸
の
白
状
」

③
事
件
の
真
相
を
知
っ
て
い
る
者
が
、
回
想
に
よ
っ
て
聞
き
手
の
存
在

を
忘
れ
て
い
く
話
。
→
「
清
水
寺
に
来
れ
る
女
の
懺
悔
」

④
事
件
の
真
相
を
知
っ
て
い
る
者
が
、
聞
き
手
の
存
在
を
意
識
せ
ず
に
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独
白
す
る
話
。
→
「
巫
女
の
口
を
借
り
た
る
死
霊
の
物
語
」

こ
の
作
品
は
川
端
康
成
の
『
小
説
の
構
成
』
の
分
類
に
従
え
ば
、
「
複

数
的
視
点
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
七
つ
の
物
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人

称
の
語
り
手
が
存
在
す
る
。
一
人
称
小
説
が
束
と
な
り
、
事
件
の
真
実
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
に
は
矛
盾
が
あ

る
。
一
人
称
小
説
は
一
人
の
語
り
手
の
「
視
点
（
視
座
）
」
か
ら
見
た
世

界
し
か
描
け
な
い
が
、
複
数
の
人
物
が
一
つ
の
事
件
を
多
角
的
に
述
べ
て

い
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
立
体
感
の
あ
る
世
界
を

描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
七
つ
の
物
語
を
束
ね
て
い
る
の
は
、
こ
の

作
品
を
背
後
か
ら
支
え
る
作
者
の
眼
で
あ
る
。

文
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
地
の
文
（
語
り
手
自
身
の
言
葉
）
の
中
に
、
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カ
ギ
カ
ッ
コ
で
く
く
ら
れ
た
会
話
文
と
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
で
く
く
ら
れ
て
い

な
い
会
話
文
が
混
在
し
て
い
る
。
さ
ら
に
（

）
の
中
に
語
り
手
の
表
情

な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
人
称
小
説
で
は
語
り
手
自
身
の
姿
は
外
側
か

ら
は
描
け
な
い
。
そ
の
限
界
を
突
き
破
る
こ
の
趣
向
は
、
芝
居
の
台
本
に

お
け
る
ト
書
き
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り

手
を
外
部
か
ら
見
た
作
者
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
敬
語
表
現
が
ど
れ
だ
け
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

「
藪
の
中
」
の
七
つ
の
物
語
を
分
類
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
作

品
に
お
い
て
は
、
事
件
の
真
相
に
つ
い
て
知
ら
な
い
者
ほ
ど
、
聞
き
手
に

対
し
て
敬
語
表
現
を
用
い
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
反
対
に
事
件

の
真
相
を
知
る
者
は
、
事
件
を
回
想
し
な
が
ら
記
憶
を
言
語
化
し
て
い
く

た
め
に
、
聞
き
手
の
存
在
を
忘
れ
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
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し
て
、
聞
き
手
へ
の
敬
語
表
現
を
余
り
用
い
て
い
な
い
。

主
要
参
考
文
献

芥
川
龍
之
介
「
藪
の
中
」
『
芥
川
龍
之
介
全
集
４
』
（
筑
摩
書
房
）

川
端
康
成
『
小
説
の
構
成
』
（
三
笠
書
房
）

志
村
有
弘
『
芥
川
龍
之
介
伝
説
』
（
朝
文
社
）
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あ
と
が
き

こ
こ
で
扱
っ
た
芥
川
龍
之
介
論
は
、
ブ
ロ
グ
に
掲
載
し
た
エ
ッ
セ
イ
に

多
少
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
河
童
」
に
関
し
て
は
作
品
紹
介
の
域

を
出
て
い
な
い
。
「
蜘
蛛
の
糸
」
に
関
し
て
は
、
以
前
、
日
本
語
学
系
の

雑
誌
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
留
学
生
の
授
業
で
扱
っ
た
際
に
、
種

本
で
あ
る
ポ
ー
ル
・
ケ
ラ
ス
『
カ
ル
マ
（
因
果
の
小
車
）
』
と
、
比
較
対

象
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
の
「
藪
の
中
」
に
関
し
て
は
、
修
士
論
文
で
論
じ
た
部
分
を
、
一

般
向
け
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
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二
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髙
野
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