
テ
ロ
時
代
の
フ
ィ
グ
ー
ラ

後
期
大
江
文
学
に
お
け
る
方
法
と
内
実

西

欣
也

１

「
ズ
レ
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

チ

ェ

ン

ジ

リ

ン

グ

『
取
り
替
え
子
』（
二
〇
〇
〇
年
）、『
憂
い
顔
の
童
子
』（
二
〇
〇
二
年
）、

そ
し
て
『
さ
よ
う
な
ら
、
私
の
本
よ
！
』
（
二
〇
〇
五
年
）
と
続
く
、
い

ス

ウ

ー

ド

・

カ

ッ

プ

ル

わ
ゆ
る
「
お
か
し
な
二
人
組
」
三
部
作
か
ら
後
の
大
江
健
三
郎
の
作
品
群

は
、
し
ば
し
ば
〈
モ
デ
ル
小
説
〉
と
評
さ
れ
る
。
語
り
手
で
も
あ
る
作
中

の
小
説
家
「
長
江
古
義
人
」、
そ
の
妻
「
千
樫
」、
思
い
障
害
を
持
つ
息
子

「
ア
カ
リ
」
、
四
国
の
森
に
住
む
古
義
人
の
母
親
、
妹
「
ア
サ
」
と
い
っ
た

登
場
人
物
た
ち
が
、
作
者
で
あ
る
大
江
と
そ
の
周
囲
に
実
在
す
る
人
々
に

対
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
精
神
生
活
に
影
を
落
と
す
重
要
な

人
物
た
ち
（
古
義
人
の
古
い
友
人
で
あ
り
義
理
の
兄
で
も
あ
る
映
画
監
督

「
塙
吾
良
」
や
作
曲
家
の
「
篁
透
」
、
古
義
人
の
恩
師
「
六
隅
先
生
」、
そ

し
て
古
義
人
の
父
親
）
も
ま
た
、
現
実
に
由
来
す
る
〈
モ
デ
ル
〉
で
あ
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

同
じ
理
由
か
ら
、
大
江
が
い
つ
し
か
「
私
小
説
」
の
作
家
で
あ
る
と
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
小
説
の
作
中
人
物
の
口
か
ら
も
語
ら
れ
る

通
り
で
あ
る
（
１
）
。
し
か
し
大
江
自
身
は
、
尾
崎
真
理
子
に
よ
る
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
中
で
、
自
ら
の
制
作
方
法
と
伝
統
的
な
私
小
説
の
方
法
論
を
明

確
に
区
別
し
て
い
る
。
そ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
太
宰
治
の
よ
う
な
私
小
説

作
家
は
「
ど
こ
か
で
律
儀
に
現
実
の
自
分
と
い
う
人
物
と
辻
褄
を
合
わ
せ

て
い
る
」（
２
）
の
に
対
し
、
大
江
自
身
は
「
モ
デ
ル
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

化
」（
３
）
し
て
お
り
、
ま
た
「
主
人
公
に
作
家
自
身
が
陶
酔
す
る
よ
う
な
と

こ
ろ
」（
４
）
は
な
い
の
だ
と
い
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
実
に
由
来
し

て
い
る
か
に
見
え
る
〈
モ
デ
ル
〉
は
、
実
際
に
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
」

に
よ
っ
て
か
な
り
加
工
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

中
で
は
、
私
小
説
に
対
す
る
批
判
的
な
見
方
に
先
立
っ
て
、
こ
の
加
工
の

仕
方
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
自
分
が
造
形
し
た
モ
デ
ル
で
あ
る
自
分
と
、
そ
れ

を
書
い
て
い
る
自
分
と
の
ズ
レ
、
自
分
の
周
辺
に
い
る
モ
デ
ル
に

な
っ
た
人
物
た
ち
、
そ
れ
に
対
応
す
る
様
ざ
ま
な
作
中
人
物
と
の
ズ

レ
、
私
は
そ
れ
を
書
い
て
い
き
ま
す
。
そ
の
ズ
レ
こ
そ
が
、
し
ば
し

ば
リ
ア
ル
な
一
瞬
を
創
り
出
す
と
い
う
こ
と
が
、
現
に
あ
る
と
思
う

か
ら
で
す
。
そ
の
場
合
、
ま
ず
ズ
レ
を
そ
の
ま
ま
書
き
ま
す
。
書
き

直
し
て
い
く
う
ち
に
そ
の
ズ
レ
も
含
み
こ
ん
で
、
か
れ
が
新
し
い
モ

デ
ル
と
な
っ
て
独
自
に
活
躍
し
始
め
る
。
自
分
の
生
活
の
な
か
の
人

物
を
そ
の
ま
ま
書
い
て
小
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
作
る
の
で
は
な
く

九
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て
、
実
際
の
生
活
か
ら
一
つ
の
モ
デ
ル
を
作
り
出
し
て
、
か
れ
に
よ

る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
行
動
を
書
く
。
そ
れ
が
私
の
小
説
の
お
も
な
制

作
手
法
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
古
義
人
と
い
う
人
物
は
、
結
局

私
と
は
違
っ
た
人
間
に
な
り
ま
す
。
武
満
さ
ん
の
よ
う
な
人
物
と
し

て
の
篁
さ
ん
も
武
満
さ
ん
と
は
違
う
し
、
渡
辺
一
夫
さ
ん
だ
っ
て
六

隅
先
生
と
は
違
う
。
も
ち
ろ
ん
吾
良
と
伊
丹
十
三
だ
っ
て
厳
密
に
は

別
物
で
す
（
５
）
。

制
作
プ
ロ
セ
ス
が
意
識
さ
れ
る
中
で
、
「
そ
の
ま
ま
」
に
対
立
す
る
も
の

と
し
て
「
ズ
レ
」
と
い
う
語
が
頻
発
す
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
一
般
に

「
ず
れ
」
と
は
、
あ
る
べ
き
基
準
や
標
準
か
ら
外
れ
て
い
る
状
態
を
指
す
。

小
説
の
作
者
が
、
現
実
か
ら
生
じ
た
モ
デ
ル
と
の
「
ズ
レ
を
書
い
て
い
く
」

と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
現
実
と
の
対
応
関
係
を
意
図
的
に
断
ち
切
る
こ
と

を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
そ
の
ズ
レ
こ
そ
が
、
し
ば
し
ば
リ
ア

ル
な
一
瞬
を
創
り
出
す
」
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
実
と

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
の
関
係
に
食
い
違
い
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

却
っ
て
現
実
に
迫
る
場
合
が
あ
る
と
大
江
は
述
べ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う

な
「
ズ
レ
」
の
逆
説
的
機
能
に
は
、
大
江
の
作
品
は
も
と
よ
り
、
近
代
文

芸
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
た
め
の
、

も
精
妙
な
論
点
が
隠
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
ズ
レ
」
は
ひ
と
り
現
実
と
架
空
の
世
界
と
の
隔
た
り
だ
け
を
指
す
の

で
は
な
い
。
作
者
と
読
者
の
視
点
の
「
ズ
レ
」
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
も

あ
ろ
う
。
こ
の
観
点
か
ら
、
一
般
に
、
小
説
に
お
け
る
「
ズ
レ
」
の
効
果

を
、
詩
の
表
現
と
対
比
的
に
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

む
ろ
ん
、
詩
的
な
散
文
や
散
文
的
な
詩
と
い
っ
た
中
間
的
な
例
は
い
く
ら

で
も
存
在
す
る
が
、（
と
り
わ
け
短
歌
の
よ
う
な
）
定
型
詩
の
言
葉
は
、

閉
じ
た
作
品
世
界
に
対
し
て
、
読
者
が
作
者
と
同
じ
位
置
に
身
を
置
い
て

向
き
合
う
こ
と
を
暗
に
要
請
す
る
。
そ
こ
で
は
、
詩
人
と
読
者
と
の
視
点

は
収
束
し
、
両
者
の
「
ズ
レ
」
は
意
識
か
ら
抹
消
さ
れ
る
傾
き
が
あ
る
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
小
説
の
散
文
表
現
で
は
、
同
じ

作
品
の
中
で
書
き
手
は
繰
り
返
し
新
た
に
「
ズ
レ
」
を
は
ら
ん
だ
位
置
か

ら
語
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
語
り
手
が
こ
の
作
業
を
続
け
る
限
り
、
意

識
の
完
全
な
収
斂
は
絶
え
ず
先
送
り
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
た

え
ず
「
ズ
レ
」
た
位
置
に
立
と
う
と
す
る
主
体
の
自
己
意
識
と
、
小
説
と

い
う
散
文
形
式
の
隆
盛
と
は
、
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

し
か
も
小
説
の
散
文
が
持
つ
自
由
さ
は
、
詩
的
言
語
を
内
包
し
取
り
込

み
な
が
ら
自
ら
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
大
江
の
作
品
に
お
い
て

し
ば
し
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

『
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
』
に
お
い
て
は
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』、『
新
し
い

人
よ
眼
ざ
め
よ
』
で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
、『
燃
え
上
が
る
緑
の

木
』
に
お
い
て
は
イ
エ
ー
ツ
、『
宙
返
り
』
で
は
Ｒ
・
Ｓ
・
ト
ー
マ
ス
、

『
さ
よ
う
な
ら
、
私
の
本
よ
！
』
に
お
い
て
は
『
四
つ
の
四
重
奏
曲
』
を

は
じ
め
と
す
る
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
と
、
作
品
ご
と
に
焦
点
と
な
る
詩

人
は
移
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
詩
が
作
品
全
体
と
し
て
で
は

一〇
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な
く
断
片
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、

小
説
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
が
、
も
は
や
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
作
品
世

界
を
構
成
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
大
江
自
身
が
詩
作
品
を
小
説
の

言
葉
の
中
に
配
し
て
い
く
仕
方
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
ふ
た
た
び

「
ズ
レ
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。

本
当
に
、
引
用
の
問
題
は
い
ま
ま
で
の
小
説
―
少
な
く
と
も
『
懐
か

し
い
年
へ
の
手
紙
』
以
降
の
自
分
の
小
説
―
の
課
題
と
し
て
、
私
の

小
説
作
法
の

大
の
も
の
で
し
た
。
ま
ず
引
用
す
る
文
章
と
地
の
文

章
と
の
あ
い
だ
に
な
め
ら
か
さ
も
大
事
で
す
が
、
な
に
よ
り
ズ
レ
が

な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
の
ズ
レ
を
保
ち
つ
つ
、
そ
の
上
で
精
妙
な
つ

な
が
り
方
を
さ
せ
て
い
く
、
そ
う
い
う
文
章
を
作
る
こ
と
が
文
体
の

作
り
方
で
の
主
目
的
に
さ
え
な
り
ま
し
た
。
あ
る
詩
に
感
銘
す
る
で

し
ょ
う
、
そ
の
引
用
が
一
番
ぴ
っ
た
り
す
る
よ
う
に
、
そ
の
環
境
と

し
て
の
文
章
を
作
っ
て
い
く
（
６
）
。

こ
こ
で
は
「
ズ
レ
」
と
い
う
語
は
、
詩
の
表
現
世
界
と
「
そ
の
環
境
」
で

あ
る
作
中
世
界
と
の
間
の
隔
た
り
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

小
説
に
お
け
る
詩
作
品
は
、
歴
史
的
過
去
に
生
じ
た
文
学
的
出
来
事
と
し

て
、
物
語
の
中
に
収
ま
っ
て
は
い
な
い
。
イ
エ
ー
ツ
に
関
し
て
は
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
国
民
運
動
、
エ
リ
オ
ッ
ト
に
対
し
て
は
第
一
次
世
界
大
戦
、
と

い
っ
た
一
般
的
常
套
的
な
解
釈
は
周
到
に
避
け
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
詩

の
断
片
は
、
物
語
の
現
在
を
生
き
る
作
中
人
物
の
内
面
を
経
由
し
て
、
新

た
な
場
所
と
時
間
の
中
で
意
味
を
反
射
さ
せ
な
が
ら
輝
い
て
い
く
の
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
効
果
を
持
ち
う
る
断
片
の
み
が
選
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
大
江
文
学
の
解
釈
に
お
け
る
「
ズ
レ
」
の
多
様
な
は
た
ら

き
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。「
ズ
レ
」
は
、

現
代
の
文
化
理
論
の
述
語
で
言
え
ばdiscrepancy

（
矛
盾
、
不
一
致
、

食
い
違
い
）
やdisplacem

ent

（
置
換
、
変
異
、
ず
れ
）
と
い
っ
た
語
に

相
当
す
る
。
大
江
自
身
が
、
自
ら
の
理
論
的
関
心
と
の
関
連
で
こ
う
し
た

概
念
に
言
及
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
、
文
化
理
論
に
お
い
て
、
規
範
や
中
心
を
外
れ
た
状
態
を
指
す
抽

象
概
念
（「
多
義
性
」
や
「
曖
昧
さ
」）
は
そ
れ
自
体
と
し
て
「
脱
規
範
主

義
」
と
い
う
一
つ
の
規
範
と
な
っ
て
空
虚
な
ゲ
ー
ム
に
ま
で
形
式
化
し
て

し
ま
っ
た
（
７
）
。
こ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
、
小
説
作
法
に
お
け
る
「
ズ

レ
」
は
、
非
歴
史
的
な
原
理
と
し
て
遊
戯
的
に
追
求
さ
れ
る
場
合
も
あ
る

だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
大
江
の
価
値
規
範
は
あ
ま
り
に
も
深
く
、
歴
史

的
現
実
の
深
み
に
根
差
し
て
い
る
。
大
江
の
小
説
作
法
が
主
体
の
歴
史
的

位
置
を
刻
印
す
る
も
の
と
し
て
の
機
能
を
失
わ
な
い
の
は
、「
ズ
レ
」
や

「
多
義
性
」
の
抽
象
化
さ
れ
た
概
念
に
対
し
て
も
妥
協
な
く
対
峙
す
る
徹

底
し
た
歴
史
意
識
と
散
文
感
覚
に
よ
っ
て
創
作
が
貫
か
れ
て
い
る
か
ら
だ

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
と
り
わ
け
敗
戦
と
そ

の
後
の
民
主
化
運
動
、
お
よ
び
障
害
を
も
っ
た
息
子
と
の
関
係
と
い
う
経

験
を
通
じ
て
、
大
江
に
と
っ
て
の
現
実
は
観
念
的
遊
戯
と
し
て
相
対
化
す
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る
に
は
あ
ま
り
に
も
切
実
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ

ろ
う
。
そ
の
確
実
さ
は
現
代
の
文
学
状
況
の
中
で
は
全
く
の
異
例
と
言
っ

て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
う
し
た
不
動
の
実
質
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
、
「
ズ
レ
」
が
「
ズ
レ
」
と
し
て
充
実
し
た
機
能
を
発

揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
大
江
文
学
に
お
い
て
「
ズ
レ
」
の
技
法
を
有
効
な
も
の
に
し
て

い
る
、
ず
ら
さ
れ
る
べ
き
現
実
の
実
質
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
小
説
家

が
意
識
的
に
生
み
出
す
「
ズ
レ
」
が
歴
史
の
進
展
を
反
映
し
て
い
る
限
り

に
お
い
て
、
そ
こ
に
開
か
れ
る
歴
史
は
集
団
的
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
集

団
的
な
歴
史
は
、
そ
の
ま
ま
「
政
治
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
も
の

だ
。
一
九
九
〇
年
代
の
大
江
の
小
説
を
論
じ
た
批
評
の
中
で
、
フ
レ
ド

リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
大
江
作
品
の
政
治
性
に
着
目
し
て
い
る
が
、

そ
の
際
に
「
政
治
的
」
と
い
う
語
は
政
党
や
階
級
闘
争
と
い
っ
た
通
常
の

意
味
で
は
な
く
、
「
生
物
学
的
に
は
孤
立
し
て
い
る
人
間
が
、
歴
史
的
な

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
機
能
し
う
る
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
可
能
性
へ
の
、

存
在
論
的
探
究
」（
８
）
の
意
味
で
あ
る
こ
と
に
特
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

大
江
の
作
品
は
同
じ
場
所
に
回
帰
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、

そ
の
場
所
の
解
釈
に
次
々
と
新
し
い
層
を
積
み
上
げ
て
い
く
。
常
に
同
じ

「
四
国
の
森
」
の
経
験
が
常
に
新
た
な
「
ズ
レ
」
を
持
っ
て
捉
え
返
さ
れ

る
こ
と
で
、
常
に
新
た
な
歴
史
が
現
実
的
な
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
る

の
で
あ
る
（
９
）
。
そ
こ
で
は
、
過
去
の
あ
る
出
来
事
の
意
味
が
確
か
な
も

の
と
し
て
成
立
し
よ
う
と
す
る
と
、
た
だ
ち
に
そ
の
確
立
を
損
な
う
別
の

ス

ウ

ー

ド

・

カ

ッ

プ

ル

力
が
現
れ
ず
に
お
か
な
い
。
実
際
、「
お
か
し
な
二
人
組
」
三
部
作
で
は
、

友
人
の
死
や
、
古
い
友
人
と
の
再
会
に
よ
っ
て
物
語
が
推
進
力
を
得
る
の

で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
常
に
、
敗
戦
直
後
の
一
つ
の
出
来
事
（「
ア
レ
」）

を
繰
り
返
し
解
釈
し
直
す
作
業
が
生
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ス

ウ

ー

ド

・

カ

ッ

プ

ル

そ
し
て
さ
ら
に
、「
お
か
し
な
二
人
組
」
三
部
作
に
引
き
続
い
て
長
江

イ
ン
・
レ
イ
ト

古
義
人
を
語
り
手
と
す
る
『
水
死
』（
二
〇
〇
九
年
）
お
よ
び
『
晩
年
様

・
ス
タ
イ
ル

式
集
』（
二
〇
一
三
）
に
お
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
様
相
が

姿
を
表
し
つ
つ
あ
る
。
以
下
、
そ
の
様
子
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

２

告
発
す
る
女
た
ち

一
つ
の
同
じ
出
来
事
に
対
す
る
た
え
ざ
る
再
解
釈
は
、
作
家
の
徹
底
し

た
自
己
批
判
に
由
来
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
江
を
た
と
え
ば
戦
後
民
主

主
義
の
ス
ポ
ー
ク
ス
・
パ
ー
ソ
ン
と
見
な
す
考
え
方
は
一
面
的
で
あ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
大
江
自
身
が
一
貫
し
て
民
主
主
義
思
想
に
深
く

共
鳴
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
思
想
は

〈
素
材
〉
と
し
て
対
象
化
さ
れ
、
作
中
人
物
の
も
の
へ
と
常
に
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
生
じ
る
「
ズ
レ
」
の
効
果
と
し
て
、
戦
後
民

主
主
義
が
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
勢
に
あ
る
か
、
あ
る

い
は
そ
れ
が
後
の
日
本
に
も
た
ら
し
う
る
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
が
、
小

説
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
仕
方
で
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
上
で
『
水
死
』
の
場
合
に
は
、
長
年
長
江
自
身
が
拠
り
所

と
し
て
き
た
正
義
が
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
根
本
的
な
次
元
で
揺
ら
ぎ
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始
め
る
。
古
義
人
は
長
年
、
父
を
ウ
ル
ト
ラ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
あ

る
意
味
で
英
雄
視
し
て
い
た
が
、
母
親
は
「
自
分
の
や
っ
て
お
る
こ
と
が

恐
ろ
し
ゅ
う
な
っ
て
逃
げ
出
し
た
」
の
だ
と
語
る
こ
と
で
、
そ
の
英
雄
視

を
損
な
い
、
し
か
も
父
の
弟
子
で
あ
っ
た
大
黄
は
「
素
顔
の
先
生
は
文
学

青
年
」（
10
）
で
あ
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
大
黄
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
セ

リ
フ
に
よ
っ
て
、
古
義
人
自
ら
の
時
代
精
神
が
両
義
的
で
あ
っ
た
こ
と
が

示
唆
さ
れ
る
。

し
か
し
わ�

し�

は
ね
、
長
江
古
義
人
に
は
「
時
代
の
精
神
」
と
し
て

「
昭
和
の
精
神
」
が
二
つ
あ
る
と
い
う
考
え
で
す
。
古
義
人
さ
ん
が

生
き
た
昭
和
時
代
の
前
半
、
つ
ま
り
一
九
四
五
年
ま
で
の
「
昭
和
の

精
神
」
は
、
そ
れ
以
後
の
民
主
主
義
の
「
昭
和
の
精
神
」
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
あ
な
た
に
と
っ
て
真
実
や
っ
た
の
や
と
思
い

ま
す
（
11
）
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
の
提
示
は
、
戦
後
民
主
主
義
者
と
評
さ
れ
て
き
た
知

識
人
と
し
て
は
き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
自
己
分
析
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

戦
前
の
教
育
に
よ
っ
て
精
神
に
刻
ま
れ
た
軍
国
主
義
が
、
自
ら
の
本
質
の

ス

ウ

ー

ド

・

カ

ッ

プ

ル

一
部
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
だ
か
ら
。
実
際
、「
お
か
し
な
二
人
組
」
ま

で
は
右
派
的
組
織
の
不
気
味
な
頭
領
で
あ
っ
た
大
黄
は
、
『
水
死
』
で
は

親
し
さ
を
も
っ
て
穏
や
か
に
身
近
に
佇
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
、
大
江
の

中
の
批
判
の
か
つ
て
の
軸
が
、
右
派
対
リ
ベ
ラ
ル
と
い
う
権
力
対
立
と
し

て
、
そ
れ
自
体
説
得
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
も
示
唆
さ
れ
る
。
し
か
し
、

国
家
を
め
ぐ
る
権
力
関
係
は
、
多
角
的
な
自
己
吟
味
の
一
つ
の
側
面
に
過

ぎ
な
い
。
弱
者
を
抑
圧
か
ら
守
る
、
語
り
手
自
身
の
父
親
と
し
て
の
正
義

に
し
て
も
、
そ
の
独
り
よ
が
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
障
害
を
抱
え
た
息
子
自
ら
が
そ
の
独
善
を
指
弾
す
る
こ

と
は
な
い
と
は
い
え
、
古
義
人
の
心
な
い
言
葉
に
よ
っ
て
息
子
と
の
間
に

溝
が
で
き
た
と
き
、
和
解
の
た
め
に
父
親
が
と
り
そ
う
な
姿
勢
す
ら
「
抑

圧
の
新
手
段
」
に
す
ぎ
な
い
と
、
妻
に
喝
破
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
私
た
ち
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
や
や
自
己
嘲
弄
的
な
反
省
が
、

小
説
に
お
け
る
さ
ら
に
別
の
力
点
の
変
化
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
。「
時
代
の
精
神
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
小
説
の
中
盤
、
夏
目
漱

石
の
『
こ
こ
ろ
』
に
読
ま
れ
る
明
治
天
皇
と
国
民
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、

父
親
的
な
も
の
が
焦
点
と
な
る
場
面
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
面

で
は
、
舞
台
に
立
つ
リ
ッ
チ
ャ
ン
が
、
自
殺
の
直
前
に
な
っ
て
乃
木
将
軍

の
殉
死
に
言
及
し
、「
明
治
の
精
神
」
に
殉
死
す
る
の
だ
と
述
べ
た
「
先

生
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
自
説
を
語
る
。

ど
う
し
て
こ
こ
に
「
明
治
の
精
神
」
が
出
て
く
る
の
？

こ
の
「
明

治
の
精
神
」
の
登
場
、
自
然
で
す
か
？

そ
れ
ま
で
は
ず
っ
と
、
友

達
を
裏
切
る
前
だ
っ
て
後
だ
っ
て
、「
明
治
の
精
神
」
な
ん
て
気
に

し
て
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
の
？

な
に
を
い
ま
さ
ら
、「
明
治
の
精

神
」
を
持
ち
出
す
の
？

た
だ
シ
ン
プ
ル
に
、
死�

ん�

だ�

気�

で�

生�

き�

て�
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行�

か�

う�

と
い
う
気
持
ち
が
も
う
な
く
な
っ
た
、
自
殺
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
、
と
い
う
方
が
自
然
じ
ゃ
な
い
？

こ
う
し
た
言
い
分
に
対
し
て
、
カ
ク
は
「
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
の
は
、
き

み
が
女
だ
か
ら
だ
！
」
と
叫
び
、
こ
の
発
言
に
よ
っ
て
観
客
か
ら
の
非
難

に
身
を
晒
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
明
白
す
ぎ
る
か
た
ち
で
、
男
性
的

な
も
の
と
国
家
的
な
も
の
と
の
結
び
つ
き
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
『
水
師
』
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
父
親
の
水
死
を
め
ぐ
る
謎
か
ら

出
発
し
、
父
親
の
残
し
た
赤
い
ト
ラ
ン
ク
の
中
身
か
ら
小
説
を
書
く
構
想

に
沿
っ
て
展
開
す
る
が
、
こ
の
構
想
は
小
説
の
前
半
で
（
お
そ
ら
く
は
母

親
の
意
図
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
母
親
と
妹
の
結
託
に
よ
っ
て
）
頓
挫
す

る
。
そ
し
て
物
語
は
母
親
や
妹
を
は
じ
め
、
ウ
ナ
イ
コ
や
ミ
ッ
チ
ャ
ン
ら

女
性
た
ち
の
活
躍
に
よ
っ
て
次
第
に
力
を
得
て
い
く
。
し
か
も
、
父
親
と

の
関
係
か
ら
母
親
と
の
関
係
へ
と
物
語
の
焦
点
が
移
動
す
る
と
と
も
に
、

男
性
的
・
父
性
的
な
も
の
の
自
己
欺
瞞
か
ら
、
女
性
的
な
も
の
に
対
す
る

暴
力
へ
と
、
次
第
に
告
発
の
矛
先
を
転
じ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

男
性
的
な
も
の
か
ら
女
性
的
な
も
の
へ
の
力
点
の
移
動
は
、
戦
後
文
学

に
お
け
る
母
性
的
な
も
の
の
回
帰
を
思
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
九
六

〇
年
代
以
降
、
江
藤
淳
を
は
じ
め
と
す
る
批
評
家
は
、
伝
統
的
日
本
文
化

に
お
け
る
母
系
性
の
優
位
を
発
見
し
、
母
性
の
喪
失
を
描
き
出
す
文
学
作

品
を
称
賛
し
た
（
12
）
。
だ
が
、
こ
う
し
た
文
学
作
品
と
大
江
文
学
と
は
、

そ
の
機
能
に
お
い
て
む
し
ろ
対
照
的
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
母
性
原
理
を
称
揚
す
る
文
芸
作
品
や
批
評
言
説
が
、
同
時
代
の
女

性
を
め
ぐ
る
政
治
状
況
に
対
し
て
目
を
覆
う
役
割
を
果
た
し
た
の
に
対
し

て
、
後
期
大
江
文
学
は
、
現
代
日
本
に
お
け
る
国
家
的
な
も
の
と
女
性
的

な
も
の
と
の
緊
張
を
む
し
ろ
隠
す
こ
と
な
く
正
面
か
ら
暴
き
出
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

事
実
、『
水
死
』
が
描
き
出
す
結
末
は
、
暴
力
の

終
的
な
収
束
を
示

唆
す
る
の
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。「
殉
死
」
と
い
う

終
章
の
タ

イ
ト
ル
か
ら
、
読
者
は
ウ
ナ
イ
コ
も
し
く
は
古
義
人
そ
の
人
の
死
を
予
覚

す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
予
想
可
能
な
結
末
か
ら
の
「
ズ
レ
」
が
意
味

す
る
も
の
は
、
過
去
に
性
的
な
暴
力
を
受
け
て
深
く
傷
つ
き
な
が
ら
、
そ

の
声
を
封
じ
ら
れ
て
き
た
女
性
に
寄
り
添
い
、
国
家
的
な
も
の
に
秘
め
ら

れ
た
暴
力
を
阻
止
し
う
る
も
の
が
今
な
お
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

民
主
主
義
の
理
念
を
掲
げ
て
立
ち
上
が
る
意
思
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
国
家
の
中
枢
ま
で
入
り
込
ん
だ
暴
力
性
と
、
周

辺
に
揺
ら
ぐ
「
蹶
起
」
的
な
暴
力
と
が
衝
突
す
る
こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て

暴
力
の
中
断
は
も
た
ら
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。

３

破
局
の
様
式

ス

ウ

ー

ド

・

カ

ッ

プ

ル

「
お
か
し
な
二
人
組
」
三
部
作
の
完
結
以
降
に
顕
著
と
な
る
も
う
一
つ

の
展
開
は
、
形
式
面
で
の
も
の
だ
。『
水
死
』
第
２
部
の
第
６
章
と
第
７

章
は
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
統
合
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
手
紙
や
メ
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イ
ン
・
レ
イ
ト
・
ス
タ
イ
ル

モ
を
集
積
す
る
形
で
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
手
法
は
『
晩
年
様
式
集
』

に
お
い
て
全
面
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

晩
年
の
大
江
が
こ
の
よ
う
な
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
自
己
解
体
を
辞
さ
な
い
と

こ
ろ
ま
で
創
作
手
法
を
進
め
た
の
は
、
作
品
中
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
著
書
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
結
果
で
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
サ
イ
ー
ド
は
、
歳
と
共
に
い
わ
ゆ
る
「
円
熟
味
」

を
増
す
芸
術
家
で
は
な
く
、
イ
プ
セ
ン
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
「
非
妥
協
的
態
度
、
難
解
さ
、
そ
し
て
解
消
さ
れ
な
い
矛
盾
」（
13
）

に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
晩
年
の
ス
タ
イ
ル
に
関
心
を
寄
せ
て

い
る
。
後
期
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
論
じ
た
ア
ド
ル
ノ
の
著
作
に
触
発
さ
れ

な
が
ら
、
サ
イ
ー
ド
は
「
調
和
的
で
も
穏
や
か
で
も
な
い
緊
張
を
内
包
し

た
晩
年
様
式
の
経
験
」
、
と
り
わ
け
「
何
か
に
逆�

ら�

う�

よ
う
な
、
意
図
的

に
非
生
産
的
な
生
産
性
を
内
包
し
た
晩
年
様
式
の
経
験
」
を
探
究
し
て
い

く
。
そ
の
よ
う
な
晩
年
様
式
が
「
客
観
的
か
つ
主
観
的
」
で
あ
る
と
す
る
、

次
の
ア
ド
ル
ノ
の
分
析
は
、
サ
イ
ー
ド
に
と
っ
て
も
大
江
に
と
っ
て
も
、

深
い
意
味
を
も
っ
て
響
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

客
観
的
な
の
は
、
断
片
と
な
っ
た
光
景
で
あ
る
。
主
観
的
な
の
は
、

生
き
る
こ
と
の
内
へ
そ
う
し
た
光
景
を
照
ら
し
出
す
よ
う
な
（
た
だ

一
つ
の
）
光
で
あ
る
。
［
晩
年
の
芸
術
家
］
は
、
両
者
を
調
和
的
な

総
合
へ
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
。
晩
年
の
芸
術
家
は
、
解
離
の
力
と

な
っ
て
両
者
を
引
き
裂
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
は
、
永
遠
に
両

者
を
保
持
す
る
こ
と
で
も
あ
り
う
る
の
だ
。
芸
術
の
歴
史
に
お
い
て
、

晩
年
の
作
品
と
は
、
破
局
（
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
）
で
あ
る
（
14
）
。

「
破
局
（
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
）」
は
誇
張
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
よ
う
に

も
見
え
る
。
し
か
し
サ
イ
ー
ド
は
こ
の
語
に
特
に
着
目
し
、「
失
わ
れ
た

全
体
性
」
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。「
断
片
と

な
っ
た
光
景
」
を
ま
と
め
る
唯
一
の
光
と
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
存
在
す
る

も
の
が
芸
術
家
の
主
体
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
音
楽
の
場
合

と
小
説
の
場
合
で
は
、
事
情
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
が
楽
曲
形
式
の
規
範
か
ら
外
れ
た
よ
う
に
、
晩
年
の
大
江
は
小
説

イ
ン
・
レ
イ
ト
・
ス
タ
イ
ル

を
統
合
す
る
物
語
の
契
機
か
ら
次
第
に
自
由
に
な
り
、『
晩
年
様

式
集
』

で
は
、
手
紙
や
手
記
の
よ
う
な
文
字
通
り
の
断
片
を
寄
せ
集
め
た
も
の
を

も
っ
て
作
品
と
し
て
い
る
と
い
う
並
行
性
は
、
注
目
に
値
す
る
。
後
者
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
断
片
に
な
ん
と
か
脈
絡
ら
し
き
も
の
が
生
ま
れ
、
原
発

事
故
の
後
の
日
本
に
お
け
る
生
を
か
ろ
う
じ
て
照
ら
し
出
す
と
こ
ろ
に
プ

ロ
ッ
ト
が
生
じ
る
。
し
か
も
こ
の
作
品
の
場
合
、
小
説
を
統
合
す
る
形
式

の
断
片
化
は
、
原
発
事
故
と
い
う
歴
史
的
現
実
と
響
き
合
い
な
が
ら
、
確

か
に
「
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
」
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

現
実
に
生
じ
て
い
る
破
局
が
、
散
文
芸
術
の
形
式
的
破
局
に
よ
う
や
く
追

い
つ
い
た
と
い
う
よ
う
な
印
象
す
ら
与
え
る
。
つ
ま
り
形
式
の
破
断
が
、

遊
技
的
な
も
の
で
は
な
く
、
避
け
が
た
い
歴
史
的
必
然
で
あ
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
の
で
あ
る
。
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４

文
学
に
お
け
る
永
遠
性
の
歴
史
的
位
相

以
上
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
晩
年
の
大
江
の
文
学
に
お
い
て
は
、

「
ズ
レ
」
を
産
出
し
な
が
ら
断
片
化
す
る
散
文
形
式
と
、
父
権
や
原
子
力

を
め
ぐ
る
現
実
感
覚
と
は
、
不
可
分
な
か
た
ち
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
し

か
し

後
に
、
そ
う
し
た
結
合
そ
の
も
の
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
す
べ
く
、

も
う
一
度
散
文
と
詩
と
の
関
係
に
目
を
向
け
よ
う
。
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
の

意
識
と
そ
の
際
限
な
く
開
か
れ
た
文
学
的
表
現
に
お
い
て
、
大
江
の
文
学

は
、
た
と
え
ば
ダ
ン
テ
の
文
学
の
対
蹠
点
に
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

も
偉
大
な
キ
リ
ス
ト
教
文
学
と
し
て
の
『
神
曲
』
が
神
意
に

沿
っ
て
完
結
さ
れ
る
詩
的
世
界
像
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

神
な
き
時
代
の
啓
蒙
意
識
を
も
っ
た
大
江
の
散
文
作
品
は
、
単
な
る
断
片

の
連
な
り
に
な
っ
た
の
だ
と
。
な
る
ほ
ど
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
言
語
を

介
し
た
意
識
と
現
実
と
の
関
わ
り
方
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
な
ら
ば
、

大
江
の
作
品
世
界
ほ
ど
ダ
ン
テ
の
言
語
世
界
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
は
な

い
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
ダ
ン
テ
の
詩
的
世
界
は
常
に
求
心
的
・
凝
集

的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
大
江
の
小
説
の
散
文
は
、
た
え
ず
視
点
を
移
し

な
が
ら
外
部
へ
向
け
て
増
殖
し
て
い
く
の
だ
か
ら
。

だ
が
、
大
江
文
学
と
ダ
ン
テ
の
詩
と
の
あ
い
だ
に
は
、
思
い
が
け
な
い

イ
ン
・
レ
イ
ト
・
ス
タ
イ
ル

共
通
性
を
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
第
一
に
、
『

晩
年
様
式
集
』

は
絶
望
の
内
に
閉
じ
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。

む
し
ろ
こ
の
作
品
は
明
瞭
に
、
来
た
る
べ
き
社
会
へ
の
希
望
を
示
唆
し
な

が
ら
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
作
品
を
閉
じ
る
長
い
詩
は
、
七
〇
歳
の
老
人

の
回
想
と
思
索
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
敗
戦
を
経
験
し
た
日
、
ラ
ジ
オ

放
送
を
聞
い
て
「
私
ら
が
生
き
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
！
」
と
叫
ん
だ
校

長
の
言
葉
を
受
け
て
、
一
〇
歳
の
少
年
は
老
人
と
な
っ
た
自
分
に
問
い
か

け
る
。「
私
は
生
き
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
」
老
人
は
、
今
後

の
世
界
の
「
過
酷
さ
」
を
述
べ
つ
つ
も
、
母
親
の
残
し
た
「
謎
」
の
言
葉

を
掴
み
直
す
こ
と
で
少
年
の
問
い
に
答
え
る
。
小
説
そ
の
も
の
を
結
ぶ
そ

の
応
答
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
。

私
の
な
か
で

母
親
の
言
葉
が
、

は
じ
め
て

謎
で
な
く
な
る
。

小
さ
な
も
の
ら
に
、
老
人
は
答
え
た
い
、

私
は
生
き
直
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し

私
ら
は
生
き
直
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
詩
が
持
つ
「
言
葉
の
勢
い
」
に
つ
い
て
、
千
樫
は
「
と�

も�

か�

く�

希�

望�

が�

感�

じ�

ら�

れ�

る�

と
い
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
単
数
の
「
私
」
と

複
数
の
「
私
ら
」
の
単
純
な
対
比
に
生
存
の
鍵
を
見
出
す
結
語
は
、
詩
を

漠
然
を
支
配
す
る
「
否
定
の
感
情
」
と
裏
腹
に
、
人
類
が
協
力
し
て
生
き

延
び
る
遠
い
先
に
目
を
見
張
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
大
江
の
作
品
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
が
、
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現
実
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
〈
モ
デ
ル
〉
で
あ
る
反
面
、
現
実
と
何
ら
つ
な

が
り
を
持
た
な
い
寓
意
的
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ

と
も
指
摘
し
て
お
こ
う
。
小
説
ご
と
に
入
れ
替
わ
り
現
れ
て
、
冒
険
的
な

企
図
で
プ
ロ
ッ
ト
を
推
進
す
る
様
々
な
人
物
た
ち
に
つ
い
て
言
え
ば
、
む

し
ろ
現
代
日
本
社
会
の
動
向
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
。
一
方
、
一
連
の
作

品
に
連
続
的
に
現
れ
る
人
物
た
ち
、
つ
ま
り
傍
観
し
な
が
ら
計
画
に
巻
き

込
ま
れ
る
内
向
的
で
非
行
動
的
な
語
り
手
を
は
じ
め
、
思
慮
あ
る
家
族
や
、

無
垢
な
存
在
、
理
想
化
さ
れ
た
存
在
ら
は
、
確
か
に
現
実
に
根
を
持
ち
な

が
ら
、
非
実
在
的
な
類
型
へ
と
半
ば
純
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

た
と
え
ば
無
垢
な
人
物
像
や
、
理
想
化
さ
れ
た
人
物
像
が
、
ス
ト
ー
リ
ー

の
要
請
に
よ
っ
て
あ
る
時
点
で
豹
変
し
、
裏
切
り
に
よ
っ
て
語
り
手
を
失

望
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
世
界
の
中
で
は
原

理
的
に
起
こ
り
得
な
い
。
人
物
た
ち
の
役
割
の
不
変
の
た
た
ず
ま
い
は
、

ダ
ン
テ
の
詩
的
想
像
力
に
お
け
る
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
や
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
、

そ
し
て
他
な
ら
ぬ
キ
リ
ス
ト
を
思
わ
せ
る
。

事
実
、
大
江
の
後
期
作
品
を
読
む
体
験
の
実
質
の
一
面
は
、
ユ
ー
ト
ピ

ア
的
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
、
人
物
の
思
考
・
言
葉
・
行
動
の
純
度
に

あ
る
と
言
え
よ
う
。
思
慮
の
細
や
か
さ
、
人
格
の
穏
や
か
さ
、
愛
情
の
深

さ
に
お
い
て
、
森
に
由
来
す
る
一
群
の
人
々
は
、
日
本
近
代
文
学
に
お
い

て
他
に
類
を
見
な
い
特
異
な
形
姿
を
備
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

形
姿
は
、
私
た
ち
が
冒
頭
で
論
じ
た
「
ズ
レ
」
に
よ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化

を
、
現
実
だ
け
で
な
く
永
続
的
な
理
念
と
の
関
係
に
お
い
て
照
ら
し
出
す
。

ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
や
ダ
ン
テ
自
身
を
は
じ
め
『
神
曲
』
に
現
れ
る
ほ
と
ん

ど
の
魂
が
歴
史
的
に
実
在
し
な
が
ら
も
永
遠
に
地
獄
・
煉
獄
・
天
国
に
留

ま
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
ら
も
戦
後
日
本
社
会
に
由
来
し
な
が
ら
、
想

像
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
物
語
世
界
の
住
人
へ
と
再
創
造
さ
れ
て
い

る
。
ダ
ン
テ
の
作
品
世
界
に
お
い
て
は
、
詩
人
と
そ
の
導
き
手
が
様
々
な

人
々
に
出
会
う
こ
と
で
詩
が
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
帯
び
つ
つ
前
進
す
る
。
こ

れ
と
同
様
に
、
大
江
作
品
に
お
け
る
〈
モ
デ
ル
〉
的
な
人
物
た
ち
は
、
作

品
ご
と
に
出
来
事
を
生
起
さ
せ
る
人
物
た
ち
に
出
会
い
、
彼
ら
の
企
図
に

心
を
動
か
さ
れ
、
そ
の
悲
劇
的
な
運
命
を
見
届
け
る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら

が
目
撃
す
る
相
手
は
行
動
的
な
ヒ
ー
ロ
ー
や
ヒ
ロ
イ
ン
だ
け
で
は
な
い
。

地
獄
に
あ
っ
て
責
め
苦
を
受
け
続
け
る
教
皇
の
よ
う
に
、
文
部
省
の
役
人

や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ら
が
、
物
語
全
体
の
倫
理
的
な
枠
組
み
の
中
に
、
然

る
べ
き
位
置
を
定
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

同
時
に
ま
た
、
ダ
ン
テ
の
詩
的
表
現
に
お
け
る
意
味
の
体
系
は
、
け
っ

し
て
単
純
に
完
結
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
エ
ー
リ
ヒ
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ダ
ン

テ
は
中
世
の
素
朴
な
実
在
感
覚
と
、
彼
岸
の
知
と
を
、
そ
れ
ま
で
と
は
異

な
る
フ
ィ
グ
ー
ラ
（
形
象＝

人
物
像＝

比
喩
）
の
方
法
を
用
い
て
結
合
し

た
。
た
と
え
ば
、
小
カ
ト
ー
が
『
神
曲
』
に
登
場
す
る
場
面
に
そ
れ
が
見

ら
れ
る
。
カ
ト
ー
は
異
教
徒
で
あ
り
、
し
か
も
ウ
テ
ィ
カ
で
自
殺
を
遂
げ

た
人
物
で
あ
る
た
め
、
永
遠
の
摂
理
に
照
ら
せ
ば
地
獄
の
圏
域
で
永
劫
の

罰
に
苦
し
む
べ
き
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
驚
い
た
こ
と
に
カ
ト
ー
は
煉
獄

一七

投 稿 論 文



の
番
人
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
、
カ
ト
ー
が
自

由
の
た
め
に
己
の
命
を
捨
て
た
こ
と
を
讃
え
て
述
べ
る
。
「
汝
こ
れ
［
自

由
］
を
知
る
、
そ
は
そ
が
た
め
に
ウ
テ
ィ
カ
に
て
汝
は
死
を
も
苦
し
み
と

せ
ず
、
大
い
な
る
日
に
燦
か
な
る
べ
き
衣
を
こ
ゝ
に
棄
て
た
れ
ば
な
り
」

（
15
）
。
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
ー
の
追
い
求
め
た
政
治
的
自

由
は
、「
栄
光
あ
る
神
の
子
の
自
由
」
へ
と
導
く
キ
リ
ス
ト
教
的
自
由
の

「
予
型a

prefiguration

」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
実
の
カ
ト
ー
も
作
中

の
カ
ト
ー
も
同
様
に
「
現
実
的
か
つ
具
体
的
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

「
歴
史
上
の
カ
ト
ー
は
ダ
ン
テ
の
煉
獄
の
カ
ト
ー
の
フ
ィ
グ
ー
ラ
」（
16
）
と

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
文
学
的
効
果
の
中
で
、
歴

史
の
な
か
に
実
在
す
る
者
は
、
永
遠
の
相
に
お
い
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
。

ダ
ン
テ
に
お
い
て
、
フ
ィ
グ
ー
ラ
は
、
歴
史
と
普
遍
の
「
ズ
レ
」
か
ら

現
実
を
捉
え
る
手
法
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
大
江
の
想
像
力
が
創
り
出
す

世
界
も
ま
た
、
「
ズ
レ
」
に
よ
っ
て
時
代
の
現
実
を
永
遠
の
相
の
も
と
に

映
し
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
ア

ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
言
う
よ
う
に
ダ
ン
テ
の
方
法
論
は
「
彼
岸
に
お
け
る
リ

ア
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
大
江
の
作
中
人
物
た
ち
は
ち
ょ
う
ど
そ

れ
と
は
逆
の
方
向
性
を
持
ち
、
〈
モ
デ
ル
〉
か
ら
生
ま
れ
な
が
ら
も
永
遠

を
志
向
す
る
フ
ィ
グ
ー
ラ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
に
は
、
ダ
ン
テ

か
ら
七
〇
〇
年
後
の
歴
史
的
状
況
―
核
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
や
環
境
破
壊
に

よ
っ
て
彩
ら
れ
た
状
況
―
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
る
、
永
遠
な
も
の
と
現
実

的
な
も
の
の
対
決
の
形
姿
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

大
江
の
晩
年
の
作
品
に
は
、
ダ
ン
テ
の
作
品
を
支
え
て
い
る
よ
う
な
意
味

で
の
神
慮
が
働
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
読
者
は
、
あ
た
か
も

こ
の
世
界
の
外
部
に
あ
る
（
超
越
的
な
）
視
点
か
ら
出
来
事
を
照
ら
し
出

す
光
源
が
実
在
す
る
感
覚
を
覚
え
る
。
上
に
述
べ
た
非
実
在
的
な
人
物
描

写
は
、
こ
の
超
越
的
・
普
遍
的
な
も
の
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
先
に
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
」
と
い
う
語
を
用
い
た
の
は
、
そ
う
し
た
人

物
た
ち
の
立
ち
居
振
る
舞
い
が
こ
の
世
界
に
実
在
し
な
い
と
い
う
意
味
に

お
い
て
で
あ
る
。
彼
ら
の
穏
や
か
さ
と
た
く
ま
し
さ
は
、
凡
そ
こ
の
世
界

で
は
実
現
で
き
な
い
も
の
の
影
と
し
て
作
品
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
「
精
妙
な
つ
な
が
り
」
を
創
造
し
う
る
現
代
小
説
の
書
き
手
は
、
大
江

以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
私
小
説
的
で
あ
り
、
リ
ア

リ
ズ
ム
小
説
的
で
も
あ
り
、
寓
話
で
も
あ
り
サ
ー
ガ
で
も
あ
り
、
詩
の
批

評
を
も
含
み
な
が
ら
、
し
か
し
正
確
に
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
よ
う
な

複
合
的
な
散
文
が
大
江
の
小
説
で
あ
る
が
、
過
酷
な
歴
史
的
現
実
と
天
上

的
な
心
性
の
美
し
さ
と
を
交
錯
さ
せ
る
人
物
た
ち
の
意
識
や
行
為
に
ま
つ

わ
る
そ
の
固
有
の
力
は
、
フ
ィ
グ
ー
ラ
的
性
格
に
よ
っ
て
こ
そ
適
切
に
捉

え
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

註（
１
）『
さ
よ
う
な
ら
、
私
の
本
よ
！
』
の
中
で
、
千
樫
が
次
の
よ
う
に
語
る
。「
あ

な
た
が
い
つ
の
間
に
か
、『
私
小
説
』
の
書
き
手
と
批
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

一八
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た
で
し
ょ
う
？

そ
れ
に
つ
い
て
私
は
、
自
分
を
ふ
く
め
て
の
経
験
か
ら
、

反
論
で
き
る
と
感
じ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
と
は
別
に
、
あ

な
た
は
自
分
が
出
会
っ
た
人
の
こ
と
だ
け
を
、
書
い
て
き
た
の
か
も
し
れ
な

い
…
…
」
（
『
さ
よ
う
な
ら
、
私
の
本
よ
！
』
講
談
社
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、

二
八
頁
）

（
２
）
大
江
健
三
郎
（
聞
き
手
・
構
成

尾
崎
真
理
子
）『
大
江
健
三
郎

作
家
自

身
を
語
る
』
新
潮
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
三
一
二
頁
。

（
３
）『
大
江
健
三
郎

作
家
自
身
を
語
る
』
三
一
一
頁
。

（
４
）『
大
江
健
三
郎

作
家
自
身
を
語
る
』
三
一
三
頁
。

（
５
）『
大
江
健
三
郎

作
家
自
身
を
語
る
』
三
〇
九
頁
。

（
６
）『
大
江
健
三
郎

作
家
自
身
を
語
る
』
二
三
七
頁
。

（
７
）
と
く
に
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
ら
に
よ
る
一
連
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
批

判
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
過
去
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
に
お
い
て
も
、

ロ
マ
ン
主
義
の
後
の
「
イ
ロ
ニ
ー
」
の
流
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
価
値
を

形
式
的
に
相
対
化
す
る
こ
と
が
自
己
目
的
化
し
が
ち
な
局
面
が
存
在
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
美
的
批
判
は
一
切
を
踏
み
越
え
う
る
か

―
ロ
マ
ン
主
義
的
イ
ロ
ニ
ー
を
め
ぐ
る
攻
防
―
」（『
京
都
美
学
美
術
史
学
』

第
三
号
、
京
都
美
学
美
術
史
学
会
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

（
８
）Fredric

Jam
eson,‘M

adm
an
like
K
ings’,C

hapter
18
in
T
he
M
odern-

ist
Papers,Verso,2007,p.361.

（
９
）
大
江
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
レ
ス
ト
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
こ
う

し
た
手
法
を
「
繰
り
返
し
的
な
差
異divergence

réitérative

」「
ズ
レ
を

伴
っ
た
反
復répétition

avec
des
décalages

」
と
呼
び
、
そ
れ
ら
が
長
編

小
説
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。Philippe

Forest,
Ô
é

K
enzaburô:Légendes

anciennes
etnouvelles

d’un
rom
ancier

japonais,

É
ditions

N
ouvelles

C
écile

D
efaut,2012,p.317.

（『
大
江
健
三
郎

作

家
自
身
を
語
る
』
三
四
八
頁
以
下
も
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。）

（
10
）
大
江
健
三
郎
『
水
死
』
講
談
社
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
三
七
一
頁
以
下
。

（
11
）『
水
死
』
三
八
八
頁
以
下
。

（
12
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
以
下
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
思
想
と

し
て
の
子
別
れ

＜

父＞
＜

母＞

イ
メ
ー
ジ
と
戦
後
日
本
の
文
化
意

識
」
（
高
石
恭
子
編
『
甲
南
大
学
人
間
科
学
研
究
所
叢
書

心
の
危
機
と
臨

床
の
知
一
三

子
別
れ
の
た
め
の
子
育
て
』、
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
）

（
13
）E

dw
ard
W
.
Said,

O
n
Late

Style
:
M
usic

and
Literature

against
the

G
rain,V

intage,2006,P.7

（
14
）Ibid.p.12.

（
15
）
ダ
ン
テ
『
神
曲
（
中
）
浄
火
』
山
川
丙
三
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
五
頁
。

（
16
）E

rich
A
uerbach,

‘T
ypological

Sym
bolism

in
M
edieval

Literature’,

in
:E
rich
A
uerbach

G
esam

m
elte
A
ufsätze

zur
R
om
anistischen

Philolo-

gie,B
ern
&
M
ünchen

:
Francke,

1967,
p.112.

エ
ー
リ
ヒ
・
ア
ウ
エ

ル
バ
ッ
ハ
「
中
世
文
学
に
お
け
る
予
型
論
的
象
徴
表
現
」『
世
界
文
学
の
文

献
学
』
所
収
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
三
四
頁
。
古
典
古
代
か
ら

中
世
に
か
け
て
の
「
フ
ィ
グ
ー
ラ
」
の
史
的
展
開
を
跡
付
け
、
特
に
ダ
ン
テ

の
作
品
に
お
い
て
豊
か
に
用
い
ら
れ
る
こ
の
手
法
を
分
析
す
る
こ
と
は
ア
ウ

エ
ル
バ
ッ
ハ
の
文
献
学
の
中
で
も
き
わ
め
て
大
き
な
意
義
を
持
つ
部
分
を
な

し
て
い
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
論
文
の
ほ
か
「
フ
ィ
グ
ー
ラ
」「
ダ
ン
テ
の

一九
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『
神
曲
』
の
い
く
つ
か
の
節
を
例
証
す
る
比
喩
形
象
的
テ
ク
ス
ト
」
（
い
ず
れ

も
『
世
界
文
学
の
文
献
学
』
所
収
）
を
参
照
。

（
に
し

き
ん
や
／
思
想
史
・
芸
術
理
論
）
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