
北九州市立大学

北九州市立大学文学部

比較文化学科

２０１６

第 86 号

文 学 部 紀 要

太宰治のディコンストラクション
―「葉桜と魔笛」における二つの文脈―
 河　内　重　雄 …………29





－ 29 －

　
　
　

一
　
本
稿
の
狙
い

　

太
宰
治
「
葉
桜
と
魔
笛
」（『
若
草
』
昭
和
十
四
年
六
月
）
は
、「
老
夫
人
」（
注
１
）

が
毎
年
五
月
頃
に
な
る
と
思
い
出
す
と
い
う
三
十
五
年
前
の
出
来
事
を
語

る
、
一
人
称
の
小
説
で
あ
る
。
三
十
五
年
前
の
日
本
海
海
戦
（
明
治
三
十
八

年
五
月
二
十
七
日
～
二
十
八
日
）
当
時
、
老
夫
人
は
二
十
歳
。
母
親
は
す
で
に
他

界
し
て
い
る
。
厳
格
で
頑
固
一
徹
な
中
学
校
長
の
父
親
と
、
腎
臓
結
核
に

侵
さ
れ
、
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
十
八
歳
の
妹
の
面
倒
を
み
る
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
結
婚
の
話
は
あ
る
も
の
の
、
老
夫
人
は
よ
そ
へ
嫁
に
行
く

気
が
起
こ
ら
な
い
。
以
下
、
老
夫
人
の
こ
と
は
姉
と
記
す
が
、
あ
る
日
、

妹
の
箪
笥
を
整
理
し
て
い
た
姉
は
、
三
十
通
ほ
ど
の
妹
宛
の
手
紙
を
発
見

す
る
。
手
紙
の
お
も
て
に
は
妹
の
友
人
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
手
紙

の
中
に
は
全
て
Ｍ
・
Ｔ
と
い
う
男
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
手
紙
に
よ
る

と
、
妹
と
Ｍ
・
Ｔ
の
関
係
は
「
心
だ
け
の
も
の
で
は
な
」
く
、「
醜
く
す

す
ん
」
だ
も
の
で
、
去
年
の
秋
、
Ｍ
・Ｔ
は
妹
の
病
気
を
知
る
と
と
も
に
、

妹
を
捨
て
る
内
容
の
手
紙
を
妹
に
送
り
、
そ
れ
以
来
、
一
通
の
手
紙
も
寄

越
し
て
い
な
い
。
こ
の
事
実
を
人
に
語
ら
な
け
れ
ば
、
妹
は
「
き
れ
い
な

少
女
の
ま
ま
死
ん
で
ゆ
け
る
」
の
だ
か
ら
、
苦
し
さ
を
自
分
の
胸
一
つ
に

お
さ
め
て
生
き
て
い
こ
う
と
思
う
も
の
の
、
妹
の
こ
と
を
可
哀
想
に
思
う

姉
は
、
Ｍ
・
Ｔ
の
筆
跡
を
ま
ね
て
妹
宛
の
恋
文
を
書
く
。
手
紙
を
読
ん
だ

妹
は
、
手
紙
は
姉
の
書
い
た
も
の
だ
と
見
抜
き
、
三
十
通
も
の
手
紙
は
全

て
自
分
に
宛
て
て
自
分
で
書
い
た
も
の
だ
と
告
白
。
自
分
は
男
の
人
と
話

し
た
こ
と
す
ら
な
い
、
自
分
た
ち
姉
妹
は
も
っ
と
青
春
を
大
事
に
し
、
男

の
人
と
大
胆
に
遊
べ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
と
妹
は
姉
に
語
る
。そ
の
三
日
後
、

妹
は
安
ら
か
に
息
を
引
き
取
る
。
葉
桜
の
頃
に
な
る
と
思
い
出
す
と
い
う

姉
の
思
い
出
は
、
妹
と
の
や
り
取
り
が
中
心
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

拙
稿
の
タ
イ
ト
ル
は
「
太
宰
治
の
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
」。
こ

れ
は
、
花
田
俊
典
氏
の
論
文
「
坂
口
安
吾
の
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
」（
注
２
）
を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ
ィ
コ
ン
ス

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
。
花
田
氏
の
場
合
は
、
皇
国

史
観
な
ど
の
既
成
の
物
語
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
の
も
つ
本
当
ら
し
さ
に
対
抗
す

る
の
に
、
歴
史
的
事
実
（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
を
も
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
、

　
　
太
宰
治
の
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
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別
の
本
当
ら
し
い
物
語
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
を
作
り
出
し
て
ぶ
つ
け
る
こ
と
を

デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
い
る
。
拙
稿
に
お
け
る
デ
ィ
コ
ン
ス

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
は
、
廣
野
由
美
子
『
批
評
理
論
入
門
』（
注
３
）

の
言
う
よ
う
な
意
味
に
近
い
。

  
　
「
脱
構
築
批
評
」
は
、
現
代
の
批
評
理
論
の
な
か
で
も
も
っ
と
も

難
解
な
も
の
だ
と
い
う
定
評
が
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
明
快
な
作
品

解
釈
に
出
会
っ
た
と
き
、
そ
れ
に
説
得
さ
れ
る
一
方
で
、「
本
当
だ

ろ
う
か
？
」
と
い
う
疑
問
の
声
が
生
じ
て
く
る
経
験
は
、
だ
れ
に
で

も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
は
衝
突
す
る
別
の
解
釈
の
可
能
性
が
あ
る

よ
う
な
気
が
し
て
く
る
の
だ
。
こ
う
い
う
と
き
、
私
た
ち
は
衝
動
的

に
テ
ク
ス
ト
を
脱
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
脱
構
築
批

評
と
は
、
テ
ク
ス
ト
が
互
い
に
矛
盾
し
た
読
み
方
を
許
す
も
の
で
あ

る
こ
と
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
テ
ク
ス
ト
と
は
論
理
的
に
統
一
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
不
一
致
や
矛
盾
を
含
ん
だ
も
の
だ
と
い
う
こ
と

を
、
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
批
評
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
な

脱
構
築
批
評
家
Ｊ
・
ヒ
リ
ス
・
ミ
ラ
ー
は
、「
脱
構
築
と
は
、
テ
ク

ス
ト
の
構
造
を
分
解
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
が
す
で
に
自

ら
を
分
解
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
だ
」と
説
明
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
従
来
の
解
釈
を
否
定
し
て
別
の
正
し
い
解
釈
を
示
す
の
で

は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
が
矛
盾
し
た
解
釈
を
両
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
の
が
、
脱
構
築
批
評
の
目
的
な
の
で
あ
る
。

  

  

一
つ
の
小
説
で
、
相
反
す
る
解
釈
が
同
時
に
成
り
立
つ
こ
と
を
示
す
と

い
う
脱
構
築
批
評
＝
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
。
矛
盾
す
る
読
み
が
両

立
し
て
し
ま
う
の
は
、
作
者
が
意
図
す
る
・
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
の
こ
と

だ
が
、「
葉
桜
と
魔
笛
」（
以
下
、
本
作
と
す
る
）
の
場
合
は
、
意
図
的
に
両
立

す
る
よ
う
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
掲
載
雑
誌
の
狙
い
・
目
的

に
合
わ
せ
る
ふ
り
を
し
な
が
ら
、
こ
っ
そ
り
掲
載
誌
を
裏
切
る
よ
う
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
も
く
み
取
れ
る
よ
う
工
夫
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
本

稿
で
は
、
意
図
的
に
相
反
す
る
解
釈
が
可
能
な
書
き
方
を
し
て
い
る
こ
と

を
、
太
宰
治
の
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
た
い
。

  

本
作
が
矛
盾
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
同
時
に
発
す
る
の
は
、
妹
の
男
性
関

係
に
関
す
る
箇
所
に
お
い
て
で
あ
る
。
以
下
、
妹
の
告
白
等
に
注
目
し
つ

つ
、
本
作
か
ら
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か

を
検
討
す
る
。

　
　
　

二
　
妹
の
性
体
験
の
有
無
及
び
告
白
の
真
偽
に
つ
い
て

  

本
作
に
お
い
て
読
者
が
想
像
力
を
発
揮
で
き
る
点
の
一
つ
は
、
妹
は
Ｍ
・

Ｔ
と
性
的
な
関
係
を
も
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。言
い
換
え
る
と
、

妹
は
「
き
れ
い
な
少
女
」
＝
処
女
の
ま
ま
死
ん
だ
か
否
か
と
い
う
空
白
を

埋
め
る
自
由
が
、
読
者
に
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
無
論
、
分
か
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
積
極
的
に
意
味
を
求
め
る
よ
う
な
読
み
方
も
あ
り
得
よ
う
。

本
稿
で
は
、
妹
は
関
係
を
も
っ
た
と
す
る
か
、
し
な
い
か
で
、
く
み
取
れ

る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
逆
の
も
の
と
な
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
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ラ
ク
シ
ョ
ン
は
こ
の
点
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

　
妹
宛
の
三
十
通
ほ
ど
の
手
紙
を
読
み
、
妹
と
Ｍ
・
Ｔ
の
関
係
を
知
っ
た

姉
は
、
妹
を
可
哀
想
に
思
い
、「
Ｍ
・
Ｔ
の
筆
蹟
を
真
似
て
」
妹
に
宛
て

た
恋
文
を
書
く
。
そ
の
恋
文
を
読
ん
だ
妹
は
、
恋
文
は
姉
が
書
い
た
も
の

で
あ
り
、
姉
が
恋
文
を
書
い
た
理
由
は
Ｍ
・
Ｔ
か
ら
の
手
紙
を
姉
が
読
ん

だ
か
ら
だ
と
悟
る
。
そ
し
て
妹
は
姉
に
、
Ｍ
・
Ｔ
か
ら
の
手
紙
は
全
て
自

分
で
自
分
に
書
い
た
も
の
だ
と
告
白
す
る
。

  

「
姉
さ
ん
、
あ
た
し
知
つ
て
ゐ
る
の
よ
。」
妹
は
、
澄
ん
だ
声
で
さ
う

呟
き
、「
あ
り
が
た
う
、
姉
さ
ん
、
こ
れ
、
姉
さ
ん
が
書
い
た
の
ね
。」

　

私
は
、
あ
ま
り
の
恥
づ
か
し
さ
に
、
そ
の
手
紙
、
千
々
に
引
き
裂

い
て
、
自
分
の
髪
を
く
し
や
く
し
や
引
き
毟
つ
て
し
ま
ひ
た
く
思
ひ

ま
し
た
。（
略
）
私
が
書
い
た
の
だ
。
妹
の
苦
し
み
を
見
か
ね
て
、
私

が
、
こ
れ
か
ら
毎
日
Ｍ
・
Ｔ
の
筆
蹟
を
真
似
て
、
妹
の
死
ぬ
る
日
ま

で
、
手
紙
を
書
き
、
下
手
な
和
歌
を
、
苦
心
し
て
つ
く
り
、
そ
れ
か

ら
晩
六
時
に
は
、
こ
つ
そ
り
塀
の
外
へ
出
て
、
口
笛
吹
か
う
と
思
つ

て
ゐ
た
の
で
す
。（
略
）

「
姉
さ
ん
、
心
配
な
さ
ら
な
く
て
も
、
い
い
の
よ
。」
妹
は
、
不
思
議

に
落
ち
つ
い
て
、
崇
高
な
く
ら
ゐ
に
美
し
く
微
笑
し
て
ゐ
ま
し
た
。

「
姉
さ
ん
、
あ
の
緑
の
リ
ボ
ン
で
結
ん
で
あ
つ
た
手
紙
を
見
た
の
で

せ
う
？　

あ
れ
は
、
ウ
ソ
。
あ
た
し
、
あ
ん
ま
り
淋
し
い
か
ら
、
を

と
と
し
の
秋
か
ら
、
ひ
と
り
で
あ
ん
な
手
紙
書
い
て
、
あ
た
し
に
宛

て
て
投
函
し
て
ゐ
た
の
。
姉
さ
ん
、
ば
か
に
し
な
い
で
ね
。
青
春
と

い
ふ
も
の
は
、
ず
ゐ
ぶ
ん
大
事
な
も
の
な
の
よ
。
あ
た
し
、
病
気
に

な
つ
て
か
ら
、
そ
れ
が
、
は
つ
き
り
わ
か
つ
て
来
た
の
。
ひ
と
り
で
、

自
分
あ
て
の
手
紙
な
ん
か
書
い
て
る
な
ん
て
、汚
い
。
あ
さ
ま
し
い
。

ば
か
だ
。
あ
た
し
は
、
ほ
ん
た
う
に
男
の
か
た
と
、
大
胆
に
遊
べ
ば
、

よ
か
つ
た
。
あ
た
し
の
か
ら
だ
を
、
し
つ
か
り
抱
い
て
も
ら
ひ
た
か

つ
た
。
姉
さ
ん
、
あ
た
し
は
今
ま
で
い
ち
ど
も
、
恋
人
ど
こ
ろ
か
、

よ
そ
の
男
の
か
た
と
話
し
て
み
た
こ
と
も
な
か
つ
た
。
姉
さ
ん
だ
つ

て
、
さ
う
な
の
ね
。
姉
さ
ん
、
あ
た
し
た
ち
間
違
つ
て
ゐ
た
。
お
利

巧
す
ぎ
た
。
あ
あ
、
死
ぬ
な
ん
て
、
い
や
だ
。
あ
た
し
の
手
が
、
指

先
が
、
髪
が
、
可
哀
そ
う
。
死
ぬ
な
ん
て
、
い
や
だ
。
い
や
だ
。」

　

私
は
、
か
な
し
い
や
ら
、
こ
は
い
や
ら
、
う
れ
し
い
や
ら
、
は
づ

か
し
い
や
ら
、
胸
が
一
ぱ
い
に
な
り
、
わ
か
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
ひ

ま
し
て
、
妹
の
痩
せ
た
頬
に
、
私
の
頬
を
ぴ
つ
た
り
押
し
つ
け
、
た

だ
も
う
涙
が
出
て
来
て
、
そ
つ
と
妹
を
抱
い
て
あ
げ
ま
し
た
。

    

Ｍ
・
Ｔ
か
ら
の
三
十
通
も
の
手
紙
は
全
て
自
分
で
書
い
た
も
の
だ
と
い

う
妹
の
告
白
は
、
一
見
真
実
の
告
白
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
妹
の
告
白
が
真
実
で
あ
る
と
い
う
証
拠
は
、
実
の
と
こ
ろ
何
一
つ
な

い
。
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
ず
第
一
に
、
妹
の
告
白
を
信
じ
る
か

ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
妹
の
告
白
は
、
姉
へ
の

思
い
や
り
か
ら
つ
い
た
嘘
で
あ
る
と
す
る
解
釈
も
、
可
能
で
は
あ
る
ま
い

か
。
手
紙
は
全
て
実
在
す
る
Ｍ
・
Ｔ
か
ら
の
も
の
で
、
妹
た
ち
の
関
係
も

手
紙
に
あ
る
通
り
の
も
の
で
あ
り
、妹
は
姉
に
対
す
る
感
謝
と
愛
情
か
ら
、
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手
紙
は
全
て
自
作
自
演
の
も
の
だ
と
嘘
の
告
白
を
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

妹
が
嘘
の
告
白
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
も
、
無
い
訳
で
は
な
い
。

本
作
の
姉
は
十
三
歳
の
時
に
母
を
亡
く
し
て
以
降
、
母
親
の
代
わ
り
と
し

て
父
と
妹
の
面
倒
を
み
て
い
る
。母
親
の
代
わ
り
を
つ
と
め
て
き
た
姉
が
、

三
十
通
も
の
手
紙
を
読
ん
だ
時
に
、
そ
れ
ら
が
妹
の
「
筆
蹟
」
か
ど
う
か

分
か
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
実

際
、
姉
は
三
十
通
の
手
紙
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
妹
の
筆
跡
か
も
し
れ
な
い

と
疑
っ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
妹
に
は
、
姉
に
自
ら
の
告
白
を
信
じ

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
、
男
性
的
な
筆
跡
で
書
く
力
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、三
十
通
も
の
手
紙
が
全
て
自
作
自
演
の
も
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
手
紙
を
「
去
年
の
秋
」
か
ら
大
事
に
一
年
近
く
保
管
し
て
お

く
だ
ろ
う
か
。淋
し
さ
を
紛
ら
わ
せ
る
た
め
の
自
作
の
手
紙
で
あ
る
な
ら
、

去
年
の
秋
の
時
点
で
焼
き
捨
て
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
緑
の
リ

ボ
ン
で
結
ん
で
箪
笥
の
奥
底
に
隠
し
て
い
た
の
は
、
辛
く
と
も
忘
れ
ら
れ

な
い
思
い
出
の
品
だ
っ
た
か
ら
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
加
え
て
、
姉
が
妹
の
告
白
を
真
実
と
思
っ
た
と
い
っ
た
記
述
も
特
に
見

当
た
ら
な
い
。
妹
の
告
白
を
信
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
姉
の
語
り
は
、「
妹

た
ち
の
恋
愛
は
、
心
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
す
。
も
つ
と
醜
く

す
す
ん
で
ゐ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
い
っ
た
断
定
的
な
も
の
で
は
な

く
、「
あ
と
で
そ
れ
は
間
違
い
だ
っ
た
と
分
か
っ
た
の
で
す
が
」
な
ど
と

付
け
加
え
る
よ
う
な
語
り
で
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
妹
の
告
白
を

聞
い
た
姉
は
、「
か
な
し
い
や
ら
、
こ
は
い
や
ら
、
う
れ
し
い
や
ら
、
は

づ
か
し
い
や
ら
、
胸
が
一
ぱ
い
に
な
」
っ
た
と
い
う
。
嬉
し
い
の
は
、
自

分
の
こ
と
を
心
配
し
て
妹
が
嘘
を
つ
い
て
く
れ
た
と
思
っ
た
か
ら
だ
と
、

解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
妹
は
告
白
の
時
、「
崇
高
な
く
ら
ゐ

に
美
し
く
微
笑
し
て
ゐ
」
る
。
姉
の
こ
と
を
思
い
や
っ
て
嘘
を
つ
い
た
か

ら
こ
そ
の
崇
高
さ
と
、
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
前
述
の
筆
跡
の
件
も

そ
う
だ
が
、
姉
は
妹
の
告
白
を
信
じ
て
い
な
い
と
も
解
釈
で
き
る
。

　
以
上
、
決
定
的
な
物
的
証
拠
と
は
言
え
な
い
が
、
妹
の
告
白
は
姉
を
気

遣
っ
て
の
嘘
だ
と
解
釈
で
き
る
根
拠
を
述
べ
た
。
妹
の
性
体
験
の
有
無
と

い
う
空
白
を
有
っ
た
と
い
う
形
で
埋
め
、
姉
は
妹
の
告
白
を
信
じ
て
い
な

い
と
す
る
の
も
、
あ
な
が
ち
穿
ち
過
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
。

　

こ
の
姉
は
母
親
代
わ
り
に
一
家
を
支
え
て
き
た
こ
と
か
ら
、「
妹
た
ち

の
恋
愛
は
（
略
）
醜
く
す
す
ん
で
ゐ
た
」
と
い
う
姉
の
推
測
が
当
た
っ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
他
の
姉
の
推
測
も
大
体
に
お
い
て
当
た
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
例
え
ば
、
小
説
ラ
ス
ト
の
軍

艦
マ
ー
チ
の
口
笛
を
吹
い
た
の
は
誰
か
と
い
う
空
白
。
こ
れ
も
、
姉
の
予

想
通
り
、
父
親
が
吹
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
彼
女
た
ち

が
当
時
住
ん
で
い
た
の
は
、
小
説
の
最
初
の
段
落
に
あ
る
よ
う
に
、
町
は

ず
れ
に
ぽ
つ
ん
と
一
つ
離
れ
て
建
っ
て
い
る
寺
の
、
そ
の
ま
た
離
れ
で
あ

る
。誰
か
が
偶
然
口
笛
を
吹
き
な
が
ら
通
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
し
、

寺
の
人
が
話
を
聞
い
て
口
笛
を
拭
い
て
あ
げ
た
と
も
考
え
に
く
い
。ま
た
、

神
隠
し
な
ど
が
起
き
た
り
す
る
山
の
中
で
は
な
く
、「
山
に
近
い
と
こ
ろ
」

に
寺
が
建
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
か
ら
も
、
神
秘
的
な
現
象
と
解
す
る
よ

り
は
、リ
ア
ル
な
現
象
と
解
す
る
方
が
自
然
だ
と
言
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
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三
人
家
族
の
残
り
の
父
親
が
吹
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
と
も
あ
れ
、
Ｍ
・
Ｔ
は
実
在
し
、
妹
に
は
性
体
験
が
あ
っ
た
と
い
う
形

で
空
白
を
埋
め
る
と
、
小
説
全
体
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る

で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。

  　
　
　

三
　
男
性
と
積
極
的
に
遊
ぶ
よ
う
す
す
め
る
文
脈

　
妹
が
Ｍ
・
Ｔ
と
関
係
を
も
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
姉
が
妹
の
告
白
を

嘘
だ
と
思
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
問
題
に
な
る
の
は
次
の
一
節
で
あ
る
。

  

　

私
も
、
ま
だ
そ
の
こ
ろ
は
二
十
に
な
つ
た
ば
か
り
で
、
若
い
女
と

し
て
の
口
に
は
言
へ
ぬ
苦
し
み
も
、
い
ろ
い
ろ
あ
つ
た
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。
三
十
通
あ
ま
り
の
、
そ
の
手
紙
を
、
ま
る
で
谷
川
が
流
れ
走

る
や
う
な
感
じ
で
、
ぐ
ん
ぐ
ん
読
ん
で
い
つ
て
、
去
年
の
秋
の
、
最

後
の
一
通
の
手
紙
を
、
読
み
か
け
て
、
思
は
ず
立
ち
あ
が
つ
て
し
ま

ひ
ま
し
た
。（
略
）
妹
た
ち
の
恋
愛
は
、
心
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
つ

た
の
で
す
。
も
つ
と
醜
く
す
す
ん
で
ゐ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、

手
紙
を
焼
き
ま
し
た
。
一
通
の
こ
ら
ず
焼
き
ま
し
た
。
Ｍ
・
Ｔ
は
、

そ
の
城
下
ま
ち
に
住
む
、
ま
づ
し
い
歌
人
の
様
子
で
、
卑
怯
な
こ
と

に
は
、
妹
の
病
気
を
知
る
と
と
も
に
、
妹
を
捨
て
、
も
う
お
互
ひ
忘

れ
て
し
ま
ひ
ま
せ
う
、
な
ど
残
酷
な
こ
と
平
気
で
そ
の
手
紙
に
も
書

い
て
あ
り
、
そ
れ
つ
き
り
、
一
通
の
手
紙
も
寄
こ
さ
な
い
ら
し
い
具

合
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
、
私
さ
へ
黙
つ
て
一
生
ひ
と
に

語
ら
な
け
れ
ば
、
妹
は
、
き
れ
い
な
少
女
の
ま
ま
で
死
ん
で
ゆ
け
る
。

誰
も
、
ご
ぞ
ん
じ
無
い
の
だ
、
と
私
は
苦
し
さ
を
胸
一
つ
に
を
さ
め

て
、
け
れ
ど
も
、
そ
の
事
実
を
知
つ
て
し
ま
つ
て
か
ら
は
、
な
ほ
の

こ
と
妹
が
可
哀
さ
う
で
、
い
ろ
い
ろ
奇
怪
な
空
想
も
浮
ん
で
、
私
自

身
、
胸
が
う
づ
く
や
う
な
、
甘
酸
つ
ぱ
い
、
そ
れ
は
、
い
や
な
切
な

い
思
ひ
で
、
あ
の
や
う
な
苦
し
み
は
、
年
ご
ろ
の
女
の
ひ
と
で
な
け

れ
ば
、
わ
か
ら
な
い
、
生
地
獄
で
ご
ざ
い
ま
す
。

  　
自
分
さ
え
黙
っ
て
い
れ
ば
妹
は
「
き
れ
い
な
少
女
の
ま
ま
で
死
ん
で
ゆ

け
る
」
と
姉
は
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ

「
妹
た
ち
の
恋
愛
は
（
略
）
醜
く
す
す
ん
で
ゐ
た
」
な
ど
と
語
る
の
か
。

　
妹
の
告
白
が
真
実
で
あ
れ
ば
、
こ
の
矛
盾
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
妹

の
告
白
が
真
実
の
場
合
は
、
単
に
妹
は
「
き
れ
い
な
少
女
の
ま
ま
で
死
ん

で
」
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
姉
が
妹
の
告
白
を
嘘
だ
と

思
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
二
つ
の
語
り
は
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。
繰
り

返
し
に
な
る
が
、
姉
は
「
妹
た
ち
の
恋
愛
は
（
略
）
醜
く
す
す
ん
で
ゐ
た
」

こ
と
を
最
後
ま
で
否
定
し
て
い
な
い
。

　
こ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
一
つ
の
解
釈
は
、次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
妹
の
「
あ
た
し
は
、
ほ
ん
た
う
に
男
の
か
た
と
、
大
胆
に
遊

べ
ば
、
よ
か
つ
た
。（
略
）
姉
さ
ん
、
あ
た
し
た
ち
間
違
つ
て
ゐ
た
。
お
利

巧
す
ぎ
た
。」
と
い
う
言
葉
を
姉
は
受
け
入
れ
た
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

姉
は
妹
の
言
葉
に
接
し
、「
き
れ
い
な
少
女
の
ま
ま
で
死
」
ぬ
よ
り
も
、
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男
性
と
大
胆
に
遊
ぶ
方
が
よ
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
処
女
で
い
る
こ
と
よ
り
も
、
男
性
と
関
係
を
も
つ
こ
と
を
積
極
的

に
肯
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
。

　
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
姉
が
妹
の
性
的
な
体
験
に
つ
い
て
「
黙
つ

て
」
い
な
か
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
妹
の
性
体
験
に
つ
い
て
沈
黙
を

破
っ
た
の
は
、私
の
妹
は
死
ぬ
前
に
大
胆
に
男
の
人
と
遊
ん
だ
の
で
す
よ
、

素
晴
ら
し
い
で
し
ょ
う
、と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

「
醜
く
す
す
ん
で
ゐ
た
」
と
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
語
ら
れ
て
い
る
の

は
、
妹
の
言
葉
を
受
け
入
れ
る
前
の
時
点
で
は
醜
い
と
感
じ
た
か
ら
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

　
妹
の
一
件
が
あ
っ
た
頃
、
姉
は
「
二
十
に
な
つ
た
ば
か
り
で
、
若
い
女

と
し
て
の
口
に
は
言
へ
ぬ
苦
し
み
も
、
い
ろ
い
ろ
あ
つ
た
」
と
い
う
。
そ

の
苦
し
み
が
恋
愛
に
関
す
る
も
の
、
例
え
ば
両
想
い
の
相
手
が
い
た
が
、

家
庭
故
に
我
慢
し
て
い
た
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
二
十
四
歳

で
結
婚
す
る
ま
で
の
空
白
の
時
間
に
何
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。
妹
の
思
い
や
り
に
満
ち
た
言
葉
に
接
し
、
価
値
観
が
変
わ
り
、
男

性
と
積
極
的
に
遊
ん
だ
と
い
う
想
像
も
、
可
能
で
は
あ
る
ま
い
か
。
小
説

の
最
後
、「
物
慾
」と
い
う
言
葉
が
二
度
出
て
く
る
が
、「
信
仰
」に
対
し「
物

慾
」
を
強
調
す
る
と
い
う
の
も
、
精
神
的
愛
か
ら
肉
欲
へ
の
価
値
観
の
変

化
を
示
唆
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
当
時
の
恋
愛
・
結
婚
に
つ
い
て
は
、
小
泉
和
子
編
『
昭
和
の
結
婚
』（
注
４
）

が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
第
３
節　

認
め
ら
れ
な
い
恋

愛
結
婚
」
か
ら
の
引
用
。

大
正
時
代
の
中
頃
か
ら
、
自
由
恋
愛
こ
そ
人
間
の
自
然
な
姿
だ
と
説

く
人
々
が
現
れ
て
は
い
た
が
、
受
け
入
れ
た
の
は
一
部
の
知
識
層
に

限
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
人
々
も
恋
愛
結
婚
を
理
想
と
し
な
が

ら
も
、
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
が
見
合
い
結
婚
を
し
て
い
た
。
一
般
の

人
々
に
と
っ
て
恋
愛
結
婚
は
親
不
孝
者
の
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
自

由
恋
愛
を
謳
歌
し
、
恋
愛
結
婚
を
す
る
の
は
、
失
う
も
の
を
持
た
な

い
下
層
の
人
々
か
、
人
道
主
義
や
自
由
意
志
を
標
榜
し
時
代
の
先
端

を
ゆ
く
一
部
の
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

      

　

ま
た
、
当
時
の
「
恋
愛
結
婚
」
の
多
く
は
男
性
主
導
の
恋
愛
で
、

見み

初そ

め
ら
れ
た
女
性
が
そ
れ
に
応
じ
〝
清
く
正
し
い
（
不
純
異
性
交
遊
で

は
な
い
＝
性
的
関
係
を
伴
わ
な
い
）〟交
際
を
経
て
、結
ば
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ

た
。

　

女
性
か
ら
愛
を
打
ち
明
け
る
の
は
は
し
た
な
い
こ
と
で
あ
り
、
交

際
が
始
ま
っ
て
も
「
結
婚
を
前
提
」
に
し
た
〝
き
ち
ん
と
し
た
お
つ

き
あ
い
〟
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
結
婚
す
る
ま
で
は
、
た
と
え

婚
約
者
だ
ろ
う
と
決
し
て
〝
肌
身
を
許
し
て
〟
は
い
け
な
い
と
さ
れ

て
い
た
。

　

結
婚
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
求
め
ら
れ
る
ま
ま
〝
処
女
を
捧
げ
て
〟

し
ま
う
と
、「
キ
ズ
も
の
に
さ
れ
た
」
と
い
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
。

燃
え
る
よ
う
な
恋
を
し
て
身
も
心
も
捧
げ
た
も
の
の
、
結
果
的
に
相

手
と
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
生
を
は
か
な
ん
で
自
ら
命
を
絶

つ
よ
う
な
悲
劇
も
あ
っ
た
。
親
た
ち
は
娘
が
年
頃
に
な
る
と
、「
悪
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い
虫
が
つ
く
前
に
（
恋
愛
沙
汰
に
な
る
前
に
）」
と
、
見
合
い
を
勧
め
、
娘

た
ち
も
適
齢
期
に
な
る
と
、
持
ち
込
ま
れ
る
縁
談
を
心
待
ち
に
し
て

い
た
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
（「「
見
合
い
結
婚
」
か
ら
「
恋
愛
結
婚
」
へ
」）

      
　

結
婚
適
齢
期
を
迎
え
た
娘
た
ち
の
も
と
に
は
、
ち
ら
ほ
ら
と
縁
談

が
舞
い
込
む
。
昭
和
に
な
る
と
、
家
族
を
養
う
た
め
に
働
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
よ
ほ
ど
の
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
、
中
流
家
庭

に
生
ま
れ
育
っ
た
娘
の
多
く
は
女
学
校
に
進
学
し
、
卒
業
後
は
良
縁

を
得
て
結
婚
す
る
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
。（
略
）

　

恋
愛
感
情
よ
り
も
家
と
家
の
結
び
つ
き
に
重
点
が
お
か
れ
た
時

代
、
好
き
な
人
と
結
ば
れ
る
幸
運
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
。
恋
は
「
は

し
か
に
か
か
っ
た
よ
う
な
」
も
の
で
あ
り
、
本
人
の
感
情
よ
り
も
、

家
長
の
意
向
や
世
間
と
の
義
理
が
優
先
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
淡
い

恋
心
を
抱
い
て
も
心
の
奥
に
封
印
し
、
親
の
決
め
た
縁
談
に
し
た
が

わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

愛
だ
の
恋
だ
の
と
い
う
以
前
に
、
親
に
背
い
て
自
分
を
通
す
こ
と

自
体
が
と
ん
で
も
な
い
こ
と
、許
さ
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

 （「
恋
愛
す
る
の
は
親
不
孝
者
」）　

      

　

結
婚
を
前
提
に
〝
し
か
る
べ
き
〟
人
を
立
て
て
〝
親
に
〟
交
際
を

申
し
込
む
と
い
う
手
順
を
踏
ま
ず
、
直
接
娘
に
声
を
か
け
た
り
、
恋

文
を
送
っ
て
き
た
り
す
る
よ
う
な
異
性
は
不
良
青
年
で
あ
り
、
そ
れ

に
軽
々
し
く
応
じ
る
よ
う
な
娘
は
「
蓮は
す

っ
葉ぱ

」
な
不
良
娘
と
後
ろ
指

を
さ
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
娘
の
ほ
う
か
ら
好
意
を
も
っ
た
相
手
に
交

際
を
申
し
込
む
よ
う
な
は
し
た
な
い
真
似
は
で
き
な
い
。
慎
ま
し
く

相
手
か
ら
望
ま
れ
る
縁
を
待
つ
し
か
な
か
っ
た
。

 （「
見
る
目
の
な
い
恋
愛
は
「
貞
操
の
危
機
」」）　

  　
親
、
特
に
父
親
の
許
し
を
得
な
い
当
人
同
士
の
自
由
恋
愛
は
よ
ろ
し
く

な
い
、
交
際
す
る
に
し
て
も
「
清
く
正
し
」
く
つ
き
あ
う
べ
き
だ
と
す
る

考
え
が
主
流
だ
っ
た
、
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
姉
は
妹
宛
の
手
紙
を
見
つ

け
た
時
、「
あ
の
厳
格
な
父
に
知
れ
た
ら
、
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
、

と
身
震
ひ
す
る
ほ
ど
お
そ
ろ
し
く
」
感
じ
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
父
親
の

考
え
は
、
当
時
主
流
だ
っ
た
考
え
方
と
か
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
だ
か
ら
こ
そ
、
口
笛
を
吹
い
た
の
が
父
親
だ
っ
た
場
合
、
読
者
（
知
識
人
）

の
う
け
る
感
銘
は
大
き
く
な
る
と
言
え
よ
う
。

　
厳
格
な
父
に
育
て
ら
れ
た
姉
が
妹
の
言
葉
を
受
け
入
れ
、
結
婚
を
ひ
か

え
た
女
性
が
男
性
と
積
極
的
に
遊
ぶ
こ
と
を
肯
定
す
る
と
い
う
の
は
、
当

時
の
恋
愛
観
か
ら
す
れ
ば
、
衝
撃
的
な
こ
と
に
違
い
あ
る
ま
い
。
妹
に
性

体
験
が
あ
っ
た
場
合
に
読
み
と
れ
る
の
は
、
結
婚
適
齢
期
の
女
性
に
積
極

的
に
男
性
と
関
係
を
も
つ
よ
う
す
す
め
る
、
つ
ま
り
「
不
良
娘
」
に
な
る

こ
と
を
す
す
め
る
と
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
言
え
よ
う
。

　
　
　

四
　
掲
載
雑
誌
に
協
力
し
つ
つ
裏
切
る
書
き
方

　
本
作
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
『
若
草
』
だ
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
性
格
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の
雑
誌
か
。
一
言
で
言
う
と
、
中
流
家
庭
の
女
学
生
な
ど
若
い
女
性
を
読

者
と
し
て
想
定
し
た
、
教
養
を
高
め
る
た
め
の
文
芸
雑
誌
で
あ
る
。
以
下

は
日
本
近
代
文
学
館
編
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』（
注
５
）
か
ら
の
引
用
。

  

「
若
草
」　

文
芸
雑
誌
。
大
正
一
四
・
一
〇
～
昭
和
二
五
・
二
。
編
集
藤

村
耕
一
、
の
ち
田
辺
耕
一
郎
、
北
村
秀
雄
、
福
田
信
夫
ら
。
東
京
日

本
橋
区
本
銀
町
三
丁
目
一
四
番
地
、
宝
文
館
発
行
。
は
じ
め
は
、
同

じ
発
行
所
か
ら
発
行
し
て
い
た
「
令
女
界
」
の
姉
妹
誌
と
し
て
、
単

な
る
若
い
女
性
向
き
雑
誌
と
し
て
発
行
し
て
い
た
が
、
創
刊
翌
年
か

ら
雑
誌
協
会
か
ら
文
芸
部
門
の
雑
誌
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
表
紙
絵
は

竹
久
夢
二
、
の
ち
佐
野
繁
次
郎
、
東
郷
青
児
ら
。
文
壇
に
新
し
い
潮

流
が
起
こ
る
ご
と
に
そ
れ
ら
の
新
人
を
執
筆
人
に
迎
え
、
太
宰
治
の

は
じ
め
て
の
連
載
小
説
『
乞
食
学
生
』（
昭
一
五
・
七
～
一
二
）、
田

中
英
光
の
『
鍋
鶴
』（
昭
一
四
・
四
）
な
ど
を
載
せ
た
。
お
も
な
執
筆

者
は
、
当
初
南
部
修
太
郎
、
橋
爪
健
、
北
川
千
代
、
井
上
康
文
、
城

し
づ
か
、
八
木
重
吉
ら
ほ
か
、
中
条
百
合
子
、
吉
屋
信
子
、
佐
藤
春

夫
、
川
端
康
成
、
田
山
花
袋
、
小
島
政
二
郎
、
片
岡
鉄
兵
ら
の
多
彩

な
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。「
若
き
女
性
の
雑
記
帳
」
を
標
榜
し
て
、
読

者
か
ら
文
芸
作
品
の
懸
賞
募
集
を
行
い
、
無
名
の
人
の
投
稿
作
品
の

掲
載
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
鼓
舞
し
、
文
壇
に
新
風
を
送
る

機
関
と
も
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
少
女
小
説
の
流
行
に
寄
与
す
る
と
こ

ろ
が
大
き
か
っ
た
。

　
『
若
草
』
に
掲
載
さ
れ
た
太
宰
作
品
は
、「
乞
食
学
生
」
以
外
に
も
「
雌

に
就
い
て
」（
昭
和
十
一
年
五
月
）、「
喝
采
」（
昭
和
十
一
年
十
月
）、「
燈
籠
」（
昭
和

十
二
年
十
月
）、「
誰
も
知
ら
ぬ
」（
昭
和
十
五
年
四
月
）
な
ど
が
あ
る
。『
令
女
界
』

の
姉
妹
誌
と
い
う
こ
と
だ
が
、『
令
女
界
』
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。

 

「
令
女
界
」　

文
芸
雑
誌
、
投
書
雑
誌
。
大
正
一
一
・
四
～
昭
和

二
五
・
九
。
八
巻
九
号
（
昭
一
九
・
五
～
二
一
・
三
休
刊
）
ま
で
。
宝

文
館
発
行
。
研
秀
社
発
行
の
幼
年
雑
誌
「
樫
の
実
」
を
母
体
と
し
純

然
た
る
少
女
雑
誌
を
目
ざ
し
て
創
刊
さ
れ
た
。
編
集
者
は
竹
原
久
之

助
、
実
質
的
な
編
集
の
中
心
は
藤
村
耕
一
（
白
光
）。
創
刊
時
定
価

は
三
〇
銭
。
各
号
一
五
〇
ペ
ー
ジ
前
後
。
事
務
所
は
は
じ
め
東
京
市

日
本
橋
区
本
石
町
に
あ
っ
た
が
、
大
正
一
三
年
四
月
、
同
市
外
大
森

に
移
転
。
内
容
は
ほ
と
ん
ど
が
少
女
小
説
、
少
女
詩
で
あ
っ
た
が
、

一
三
年
ご
ろ
よ
り
詩
、
短
編
と
だ
け
銘
打
つ
も
の
が
多
く
な
っ
た
。

こ
れ
は
内
容
的
進
歩
と
捉
え
る
に
は
い
た
ら
な
い
が
、
本
誌
の
対
象

と
す
る
読
者
層
の
お
の
ず
か
ら
な
る
変
化
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
創
刊
時
に
は
広
く
少
女
向
け
で
あ
っ
た
の
が
し
だ
い
に
限
定
さ

れ
女
学
校
上
級
生
を
対
象
と
し
、
い
わ
ゆ
る
少
女
雑
誌
と
婦
人
雑
誌

の
中
間
に
介
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
全
巻
を
通
し
て

の
執
筆
者
に
荒
江
啓
、
加
藤
ま
さ
お
、
山
田
み
の
る
（
漫
画
）、
蕗

谷
虹
児
（
口
絵
）
が
あ
り
、
吉
屋
信
子
（『
離
れ
鳥
』）、
西
条
八
十
、

北
原
白
秋
ら
も
佳
品
を
発
表
。さ
ら
に
は
室
生
犀
星（『
卓
上
小
園
』）、

田
山
花
袋
（『
父
親
』）、
与
謝
野
晶
子
、
岡
本
か
の
子
、
南
部
修
太
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郎
ら
が
寄
稿
。
こ
れ
ら
一
級
の
作
家
を
迎
え
、
ま
た
編
集
に
北
村
秀

雄
が
加
わ
る
に
お
よ
ん
だ
一
四
年
に
は
そ
の
全
盛
時
を
迎
え
た
。「
令

女
髪
」「
令
女
履
」の
新
語
を
生
ん
だ
の
は
こ
の
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

本
誌
の
特
色
は
読
者
層
の
限
定
、
一
流
作
家
の
参
加
と
、
い
ま
一
つ

あ
げ
る
べ
き
こ
と
は
、
竹
久
夢
二
、
岩
田
専
太
郎
ら
一
流
の
画
家
を

擁
し
、
口
絵
も
一
作
品
と
し
て
小
説
と
同
列
に
扱
い
、
美
し
い
雑
誌

を
目
ざ
し
て
そ
の
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
再
刊
後
は
花
村
奨

を
中
心
と
し
、
投
書
欄
が
縮
小
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
小
説
読
物
に
力
を

入
れ
、
大
林
清
『
花
譜
』、
柴
田
錬
三
郎
『
憂
愁
夫
人
』、
武
者
小
路

実
篤
『
或
日
の
午
前
』、
北
町
一
郎
『
姉
弟
』、
お
よ
び
福
田
清
人
の

伝
記
小
説
な
ど
を
掲
載
。
大
正
後
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
若
い
女

性
の
心
の
糧
と
し
て
の
役
割
は
大
き
か
っ
た
。別
働
隊
に「
若
草
」「
小

令
女
」
が
あ
る
。

  　

掲
載
雑
誌
の
読
者
︱
結
婚
を
ひ
か
え
た
育
ち
の
い
い
女
性
た
ち
︱
に
、

あ
か
ら
さ
ま
に
男
性
と
関
係
を
も
つ
よ
う
す
す
め
る
訳
に
は
い
か
な
い
。

注
意
深
く
読
め
ば
そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
読
み
取
れ
る
に
し
て
も
、

少
な
く
と
も
表
面
上
は
、
男
性
と
大
胆
に
遊
ぶ
こ
と
を
戒
め
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
本
作
は
こ
れ
ま
で
、
妹
は
「
き
れ
い
な
少
女
」
＝
処
女
の
ま
ま
死
ん
だ

と
し
て
一
般
に
読
ま
れ
て
き
た
。
妹
の
告
白
を
そ
の
ま
ま
信
じ
れ
ば
そ
の

通
り
で
あ
る
。
筆
跡
に
関
し
て
は
、
管
見
で
は
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
は
な

い
。
無
論
、
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
訳
で
も
な
く
、
問
題

に
す
る
に
し
て
も
、
例
え
ば
姉
は
妹
ほ
ど
「
で
き
る
」
人
物
で
は
な
か
っ

た
た
め
、
妹
の
筆
跡
に
ま
で
注
意
が
向
か
な
か
っ
た
な
ど
と
考
え
れ
ば
、

姉
は
妹
の
告
白
を
信
じ
た
、
妹
は
処
女
の
ま
ま
死
ん
だ
と
解
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
ろ
う
。
一
年
近
く
手
紙
を
箪
笥
に
隠
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

も
、
単
に
捨
て
に
行
く
機
会
が
な
い
ま
ま
入
れ
っ
ぱ
な
し
に
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
、
な
ど
と
考
え
れ
ば
、
や
は
り
妹
の
告
白
を
疑
う
必
要
は
な

い
と
言
え
る
。

　
妹
は
処
女
の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
と
す
る
解
釈
を
、
姉
の
「
妹
た
ち
の
恋

愛
は
、
心
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
す
。
も
つ
と
醜
く
す
す
ん
で

ゐ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
略
）
私
さ
へ
黙
つ
て
一
生
ひ
と
に
語
ら
な
け

れ
ば
、
妹
は
、
き
れ
い
な
少
女
の
ま
ま
で
死
ん
で
ゆ
け
る
。」
と
い
う
台

詞
と
つ
な
げ
れ
ば
、
本
作
に
は
処
女
で
あ
る
こ
と
、
貞
操
を
価
値
化
す
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
と
言
え
る
。
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
て
約
二
年
、
本
作

掲
載
誌
が
求
め
る
の
は
こ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。

　
念
の
た
め
こ
こ
で
一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
作
の
語
り
手
は

ど
の
よ
う
な
人
物
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
は
本
作
冒
頭
の
一
文
。

  

　

桜
が
散
つ
て
、
こ
の
や
う
に
葉
桜
の
こ
ろ
に
な
れ
ば
、
私
は
、
き

つ
と
思
ひ
出
し
ま
す
。
︱
と
、
そ
の
老
夫
人
は
物
語
る
。（
略
）

  　
本
稿
の
最
初
の
作
品
梗
概
で
は
、
煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
べ
く
あ
え

て
触
れ
な
か
っ
た
が
、
本
作
に
は
、「
そ
の
老
夫
人
」
の
「
物
語
る
」
の

を
聞
き
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
話
を
引
用
す
る
形
で
読
者
に
語
っ
て
い
る
語
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り
手
が
存
在
す
る
。
こ
の
も
う
一
人
の
語
り
手
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
こ
こ
だ
け
で
、
こ
の
語
り
手
に
つ
い
て
は
、「
老
夫
人
」
が
こ
の

よ
う
な
話
を
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
な
相
手
と
い
う
こ
と
以
外
、

不
明
で
あ
る
。

　
姉
が
信
仰
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
父
な
ど
を
こ
の
語
り

手
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
読
者
と
し
て
は
貞
操

を
よ
し
と
す
る
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
く
み
取
る
の
が
妥
当
と
言
え
よ

う
。
時
局
や
掲
載
雑
誌
の
性
格
と
も
齟
齬
は
き
た
さ
な
い
。

　
作
者
・
太
宰
ら
し
き
人
物
を
こ
の
語
り
手
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
処
女
性
を
貴
ぶ
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
つ
つ
、
同

時
に
真
逆
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
く
み
取
れ
る
よ
う
仕
掛
け
を
施
し
て
い
る
、

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
稿
で
言
う
デ
ィ
コ
ン

ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
は
異
な
る
が
、
例
え
ば
松
本
常
彦
氏
は
「
テ
ク
ス
ト

の
毒
・
太
宰
治
「
津
軽
」
の
政
治
学
」（
注
６
）
で
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
。

  

　

た
と
え
ば
「
国
防
上
」
表
現
す
る
こ
と
が
禁
止
も
し
く
は
躊
躇
さ

れ
る
対
象
に
配
慮
す
る
方
法
と
し
て
、
そ
れ
に
一
言
半
句
も
費
や
さ

ず
や
り
す
ご
す
こ
と
と
、「
津
軽
」
の
よ
う
に
「
国
防
上
」
表
現
で

き
な
い
と
い
う
表
現
を
六
度
も
繰
り
返
す
こ
と
と
、
い
ず
れ
が
、「
国

防
上
」
有
効
か
は
問
う
ま
で
も
な
く
、
戦
時
下
の
表
現
者
が
、
そ
れ

に
気
づ
か
な
か
っ
た
は
ず
も
な
い
。「
国
防
上
」
表
現
で
き
な
い
と

言
い
募
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
不
可
避
的
に
、
い
や
で
も
「
国
防
上
」
重

要
な
地
点
へ
と
人
を
誘
導
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
表
現

は
「
形
式
的
あ
る
い
は
儀
礼
的
な
辞
句
」
な
ど
で
は
な
く
、
ま
し
て

や
現
実
の
「
国
防
」
に
対
す
る
配
慮
な
ど
で
は
な
い
。

  　
国
防
に
対
し
一
見
配
慮
し
て
い
る
よ
う
で
、事
実
は
逆
の
書
き
方
。「
津

軽
」
の
場
合
は
悪
意
は
見
え
透
い
て
い
る
。
し
か
し
、
本
作
の
場
合
は
、

筆
跡
の
こ
と
に
注
目
す
る
な
ど
、
細
か
な
点
に
注
意
し
て
読
ん
で
い
か
な

け
れ
ば
悪
意
は
伝
わ
ら
な
い
。
伝
わ
る
人
に
は
伝
わ
る
書
き
方
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
津
軽
」
等
の
作
者
・
太
宰
ら
し
い
語
り
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
薄
幸
の
美
少
女
が
処
女
の
ま
ま
一
生
を
終
え
る
、
時
局
や
掲
載
誌
の
求

め
る
処
女
賛
美
の
文
脈
を
用
意
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
文
脈
の
解
体
構
築

（
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
）
も
行
う
。
本
作
は
処
女
性
や
貞
操
観
念
を
価
値

化
し
つ
つ
攻
撃
し
て
い
る
、
掲
載
誌
に
協
力
し
つ
つ
反
抗
し
て
い
る
作
品

と
考
え
る
。

【
注
記
】

１ 

以
下
、「
葉
桜
と
魔
笛
」
本
文
の
引
用
は
『
太
宰
治
全
集　

第
二
巻
』（
昭
和

四
十
六
年
四
月　

筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
文
中

の
傍
線
は
全
て
筆
者
に
よ
り
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省

略
し
た
。

２ 
『
坂
口
安
吾
生
成
』（
平
成
十
七
年
六
月　

白
地
社
）
収
録
。

３ 

平
成
十
七
年
三
月
、
中
央
公
論
新
社
。

４ 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
、
河
出
書
房
新
社
。
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５ 

昭
和
五
十
二
年
十
一
月
、
講
談
社
。

６ 

『
敍
説
』（
平
成
十
年
八
月
）。　
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