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独
自
の
文
体
を
貫
い
た 

今 こ
ん 

官
一

か
ん
い
ち 

   

独
自
の
文
体
で
小
説
を

 

書
き
、
「
コ
ン
カ
ン
」
の
愛
称
で
読
者
に
親
し
ま
れ
、
第
三
十
五
回
直
木
賞
を
受
賞
し
た
作
家
、
今
官
一
は
、
小
説
を
書
く
己お

の

れ
の
姿
勢
を

次
の
よ
う
に

 

述
べ
て
い
る
。 

  
 

私
は
小
説
と
い
う
も
の
に
心

こ
こ
ろ

惹ひ

か
れ
、
自

み
ず
か

ら
も
そ
の
実
作
者
と
な
っ
て
筆
を
弄ろ

う

す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
た
っ
た
一
つ
の
こ
と
だ
け
を
目
指
し
て
筆
を
と
っ

て
来
た
。
私
は
、
な
に
ご
と
に
よ
ら
ず
、
物
ご
と
が
不
当
に
扱
わ
れ
る
こ

 

と
を
好
ま
な
い
の
で
、
力
を
つ
く
し
て
、
そ
れ
ら
の
処
遇
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
、
私
の

小
説
活
動
の
唯
一

ゆ
い
い
つ

の
目
標
に
し
て
来
た
。
悪
で
な
い
も
の
が
、
悪
と
し
て
処
遇
さ
れ
た
り
、
善
で
な
い
も
の
が
善
で
あ

 

る
よ
う
に
評
価
さ
れ
た
り
す
る
不
当
な
扱
い

を
、
正
当
に
評
価
し
、
出
来
れ
ば
正
当
に
是
正
し
た
い

 

と
、
ど
ん
な
小
さ
な
書
き
も
の
に
も
私
は
心
を
こ
め
て
、
努
力
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
私
の
小
説
な
ど
、
め

っ
た
に
読
ん
で
も
ら
え
な
い
の
で

 

、
そ
う
い
っ
て
も
判
っ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
読
ん
で
頂
け
れ

 

ば
、
私
の
小
説
に
一
貫
し
た
「
主
題
」
と
し
て
、
そ
の
こ
と

は
納
得
し
て
貰も

ら

え
る
筈は

ず

で
あ
る
。(

『
手
前
味
噲
で
韲あ

え
た
大
塚
甲
山
論
』) 

  

右
の
言
葉
の
通
り
、
今
官
一
は
、
彼
自
身
の
「
主
題
」
を
、
生
涯
、
枉ま

げ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
稀
有

け

う

の
作
家
で
あ
っ
た
。「
主
題
」
ば
か
り
で
は
な
い
。
文
章
に
お
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い
て
も
、
枉
げ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
官
一
は
「
私
の
小
説
な
ど
、
め
っ
た
に
読
ん
で
も
ら
え
な

 

い
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
自
分
の
言
葉
や
文
体
を
大

事
に
し
、
絶
対
に
妥
協
を
許
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
独
自
の
文
体
は
、
あ
る
読
者
に
は
珠
玉

し
ゅ
ぎ
ょ
く

の
名
文
と
好
ま
れ
た
が
、
あ
る
読
者
に
は
晦
渋

か
い
じ
ゅ
う

の
文
章
と
し
て

敬
遠
さ
れ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
官
一
に
対
す
る
出
版
社
の
注
文
は
多
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
に
屈
す
る
こ
と
な
く

 

、
一
貫
し
て
、
そ
の
姿
勢
を
変
え
る
こ

と
が
な

 

か
っ
た
。 

 

そ
し
て
、
そ
の
不
変
の
姿
勢
が
、
名
作
と
い
わ
れ
る
『
巨お

お

い
な
る
樹
々
の
落お

ち

葉ば

』『
幻げ

ん

花か

行こ
う

』『
壁か

べ

の
花
』『
牛
飼
い
の
座
』
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。 

  

今
官
一
は
、
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
）
十
二
月
八
日
、
弘
前
市
西
茂
森
町
八
拾
壱
番
戸
、
曹
洞
宗
蘭ら

ん

庭て
い

院い
ん

に
お
い
て
、
父
官
吾
、
母
さ
だ
の
長
男
と
し
て
生
ま

れ
た
。
父
官
吾
は
南
津
軽
郡
藤
崎
町
舟
場
、
藤
田
三
次
郎
の
三
男
で
、
蘭
庭
院
住
職
の
今
晃
運

ち
ょ
う
う
ん

の
婿
養
子
と
な
り
、
そ
の
娘
さ
だ
と
結
婚
し
た
。
官
吾
、
さ
だ
に
は
、

官
一
の
ほ
か
、
姉
の
正
代
、
弟
の
勝
雄
、
礼
三
、
妹
の
春
代
、
し

 
げ
、
が
い
た
。 

 

父
の
官
吾
は
国
鉄
職
員
で
、
奥
羽
線
に
乗
務
し
て
い
た
。
家
庭
的
で
、
子
煩
悩

ぼ
ん
の
う

な
父
親
で
あ
っ
た
。
当
時
と
し
て
は
、
大
変
ハ
イ
カ
ラ
な
父
親
で
、
ク
リ
ス
マ
ス
の

と
き
な
ど
、
子
供
た
ち
に
た
く
さ
ん
の

 

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
持
っ
て
帰
っ
た
と
い
う
。 

 

母
の
さ
だ
も
や
さ
し
い
人
で
、
幼
児
の
こ
ろ
の
官
一
は
、
い
つ
も
母
の
う
し
ろ
に
く
っ
つ
い
て
歩
い
た
。
官
一
は
晩
年
ま
で
、
母
か
ら
教
わ
っ
た
蕎
麦

そ

ば

ま
ん
じ
ゅ
う
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や
草
も
ち
の
作
り
方
を
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
夫
人
に
教
え
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
後
年
、
官
一
は
「
母
の
灯あ

か

り
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
が
、
幼
児
の
こ
ろ
の
官
一

と
母
と
の
、
心
の
交
流
が
う
か
が
わ
れ

 

て
胸
を
う
た
れ
る
。 

  
 

細
い
竹
の
枝
の
さ
き
に
、
糸
で
つ

 

る
し
た
「
金
魚
ね
ぷ
た
」
を
、
後
生
大
事
に
片
手
に
か
ざ
し
な
が
ら
、
母
の
背
に
負
わ
れ
て
、
暗
い
、
お
城
下
の
お
濠
ば
た
の 

 

道
を
、
息
づ
ま
る
思
い
で
通
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
目
を
つ
む
る
と
、
い
ま
で
も
、
そ
れ
が
暗
い
お
濠
の
水
の
よ
う
に
淀よ

ど

ん
だ
、
暗
い
眼ま

ぶ
た
の
う
ら
の
闇
に
、
小
さ 

 

な
赤
い
光
の
点
に
な
っ
て

 

、
小
き
ざ
み
に
ゆ
れ
な
が
ら
、
ち
ら
ち
ら
と
浮
か
ん
で
み
え
る
の
だ
。 

 
 

母
は
、
私
に
、
そ
れ
は
提
灯

ち
ょ
う
ち
ん

の
か
わ
り
に
、
か
ざ
さ
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
津
軽
で
は
、
母
の
背
を
必
要
と
す
る
、
そ
ん
な
年
ご
ろ
の
子
供
た
ち
が
、 

 

灯
り
の
点と

も

る
、
「
金
魚
ね
ぷ
た
」
を
持
た
さ
れ
る
こ
と
な
ど
め
っ
た
に
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
構
造
が
ち
が
っ
て
い
た
。
中
に
蝋
燭

ろ
う
そ
く

を
立
て
る
こ
と
の
出
来
る 

 

「
金
魚
ね
ぷ
た
」
に
は

 

、
金
魚
の
腹
の
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
を
操
作
す
る
た
め
の
、
小
さ
な
切
り
こ
み
が
出
来
て
い
た
が
―
―
灯
り
の
点
ら
な
い
「
金
魚
」
は
、
死
ん 

 

だ
魚
の
よ
う
に

 

、
の
っ
ぺ
り
し
た
白
い
腹
を
し
て
い
た
。 

 
 

け
れ
ど
も
子
供
た
ち
が
泣
い
た
り
せ

 

が
ん
だ
り
し
て
「
生
き
た
ね
ぷ
た
」
を
欲
し
が
る
と
、「
死
ん
だ
ね
ぷ
た
」
の
よ
う
に
乱
暴
に
扱
わ
な
い
こ
と
を
条
件
に
し

て
、
灯あ

か

り
の
点と

も

る
「
ね
ぷ
た
」
を
持
た
せ
て
く
れ
た

 

。 
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「
し

 

っ
か
り
と
、
つ
か
む
ん
で
す
ェ
。
落
と
す
ん
で
ヘ
ェ
ん
ね
ェ
―
―
落
と
せ
ば
、
ぼ
う
っ
と
燃
え
て
、
な
く
な
っ
て

 

し
ま
る
ん
で

 

す
ェ
」 

 
 

子
供
た
ち
は

 

、
落
と
す
ま
い
と
し
て
、
そ
れ
を
、
小
さ
な
手
の
ひ
ら
が
、
汗
ば
む
ほ
ど
、
し
っ
か
と
に
ぎ
り
し
め
る
。
母
の
心
配
そ
う
な
顔
が

 

、
い
つ
も
、
そ
の

光
の
な
か
に
あ
る
、
や
が
て
、
子
供
た
ち
が
一
人
で
歩
け
る
よ
う
に

 

な
っ
て
、
も
っ
と
勇
ま
し
く
、
も
っ
と
大
人
っ
ぽ
い
武
者
絵
の
「
扇
灯
籠
」
を
欲
し
が
る
よ
う
に

 

な

る
ま
で
、
そ
れ
は
つ
づ
く
の

 

で
あ
る
。 

 
 

落
と
す
な
と
い
っ
た
の
は
、
ど
ん
な
に
落
と
す
ま
い
と
し
て
も

 

、
い
つ
か
は
次
第
に
う
す
ら
い
で
行
く
、
あ
れ
は
母
の
灯と

も

し
び
だ
っ
た
と
、
い
ま
私
は
そ
れ
を
了

り
ょ
う

得と
く

し
て
い
る
。
津
軽
に
生
ま
れ
て
育
っ
た
も
の
た
ち
に
と
っ
て
、
い
う
な
ら
ば
「
金
魚
ね
ぷ
た
」
は
遠
く
老
い
し
「
母
の
灯
」
―
― 

in
 th

e
 v

a
lle

y
 

な
の
で
あ
る
。 

  

こ
の
よ
う
に

 

、
官
一
は
両
親
の
愛
に
つ
つ
ま
れ
、
幸
福
な
幼
年
時
代
を
過
ご
し
た
が
、
小
学
校
に
入
学
す
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
父
の
転
勤
で
、
各
地
を
転
々
と
す
る
。

一
九
一
六
年
（
大
正
五
）
四
月
、
官
一
は

 

岩
手
県
の
一
戸
尋
常
小
学
校
に
入
学
す
る
が
、
翌
年
一
月
、
弘
前
に
帰
っ
て
、
朝
陽
尋
常
小
学
校
に
転
入
学
す
る
。
そ
れ
も

束つ
か

の
間ま

、
半
年
後
に
は
青
森
市
新
町
尋
常
小
学
校
に
転
入
学
、
一
九
二
二
年
三
月
同
校
を
卒
業
す
る
。 

 

そ
の
間
、
官
一
は
土
地
の
子
供
た
ち
か
ら
「
官
舎
の
子
」
と
呼
ば
れ
て
、
余
所

よ

そ

者も
の

扱
い
を
受
け
た
。
普
通
そ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
と
、
心
が
い
じ
け
て
し
ま
う

も
の
だ
が
、
官
一
は
違
っ
て
い
た

 

。
彼
は
そ
の
土
地
に
し
ば
ら
れ
な
い
自
由
な
立
場
で
も
の
を
見
、
と
ら
わ
れ
な
い
考
え
方
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
小
学
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生
の
時
か
ら

 

、
文
学
者
に
な
ろ
う
と
心
に
決
め
て
い
た
。 

 

一
九
二
二
年
（
大
正
十
一
）
四
月
、
小
学
校
を

 

卒
業
し
た
官
一
は
、
弘
前
の
東
奥
義
塾
に
進
学
す
る
。 

 

東
奥
義
塾
は
、
そ
れ
ま
で
廃
校
に
な
っ
て
い
た
が

 

、
こ
の
年
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
と
し
て
再
興
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
塾
長
は
、
ア
メ
リ
カ
遊
学
を
終
え
て
帰
朝

し
た
笹
森
順
造
で
、
三
十
六
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た

 

。
笹
森
は
、
日
本
の
武
士
道
と
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
組
み
合
わ
せ
た
教
育
を
実
施
し
よ
う
と
、
小
学
校
の
成
績
証
明

だ
け
に
よ
る
入
学
の
許
可
、
成
績
別
ク
ラ
ス
の

 

編
成
、
メ
ン
タ
ル
テ
ス
ト
の
実
施
、
単
位
時
間
の
採
点
、
背
広
服
の
着
用
と
ネ
ク
タ
イ
の
色
に
よ
る
学
年
の
分
け
方
な

ど
、
斬
新

ざ
ん
し
ん

な
教
育
を
打
ち
出
し
た
。 

 

笹
森
の
教
育
方
針
に
共
鳴
し
た

 

親
た
ち
は
、
県
内
各
地
か
ら
そ
の
子
弟
を
入
学
さ
せ
た
が
、
今
官
吾
も
そ
の
子
官
一
を
、
東
奥
義
塾
に
入
学
さ
せ
た
。 

 

義
塾
入
学
の
面
接
試
験
の
と
き

 

、
笹
森
塾
長
は
官
一
に
、 

「
き
み
は
将
来
、
な
ん
に

 

な
り
た
い
か
ね
。」 

 

と
尋
ね
た
。
官
一
は

 

す
か
さ
ず
、 

「
自
分
は
文
学
者
に

 

な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
」 

 

と
答
え
た
。
こ
の
答
え
に

 

、
さ
す
が
の
笹
森
も
驚
い
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
こ
ろ
の
学
校
や
親
た
ち
は
、
小
説
な
ど
読
む
子
に
ろ
く
な
者
が
な
い
、
と
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考
え
、
学
校
に
よ
っ
て
は

 

、
生
徒
に
小
説
を
読
む
こ
と
を
禁
止
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
時
代
に
、「
自
分
は
文
学
者
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。」
と
平
然

と
い
っ
て
の
け
た
官
一
の

 

自
主
自
立
の
精
神
に
、
笹
森
は
驚
く
と
同
時
に
感
心
し
た
。 

 

笹
森
は
、
終
生
そ
の
と
き
の
こ
と
を

 

覚
え
て
い
て
、
官
一
に
向
か
っ
て
、
お
前
は
文
学
者
だ
か
ら
、
あ
あ
い
う
こ
と
を
し
て
は
い
か
ん
、
こ
う
い
う
こ
と
を
し
て
は

い
か
ん
、
と
忠
告
し
た
と

 

い
う
。 

 

ま
た
、
笹
森
塾
長
は
雄
弁
家
で

 
、
な
に
か
に
つ
け
て
演
説
を
し
た
。
そ
れ
が
名
演
説
な
の
で
、
生
徒
た
ち
は
圧
倒
さ
れ
た
。
卒
業
式
の
演
説
で
「
誰
か
人
あ
っ
て
、

コ
ン
ゴ
ー
の
野
に
自
由
の
鐘
を

 

鳴
ら
さ
ん
」
と
い
う
一
句
が
あ
っ
た
。
官
一
は
こ
の
言
葉
を
忘
れ
ず
、「
大
正
末
年
の
中
学
生
に
は
、
コ
ン
ゴ
ー
が
、
い
っ
た
い
ど
こ

に
あ
る
の
か
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
が

 

、
そ
の
言
葉
に
、
胸
が
高
鳴
っ
た
も
の
だ
。」
と
、
の
ち
に
述
懐
し
て
い
る
。
良
き
教
師
に
め
ぐ
り
会
え
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
の
ほ
か
、
官
一
は
東
奥
義
塾
に

 

お
い
て
、
英
語
力
を
培
い
、
聖
書
に
精
通
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
後
年
、
官
一
の
文
学
に
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。 

 

一
九
二
五
年
（
大
正
十
四
）
秋
、
官
一
が

 

四
年
生
の
と
き
、
福
士
幸
次
郎
が
、
国
語
教
師
と
し
て
着
任
し
た
。
そ
の
と
き
福
士
は
三
十
七
歳
。
す
で
に
詩
人
と
し
て
、

中
央
詩
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
。
着
任
の
時
の
よ
う
す
を
、
官
一
は
「
秋
の
陽
ざ
し
の
中
を
、
先
生
は
煙
草
を
プ
カ
プ
カ
ふ
か
し
な
が
ら
、
裏
門
か
ら
悠
然

ゆ
う
ぜ
ん

と
入
っ
て
来

ら
れ
た
。
そ
の
姿
を
、
私
た
ち
は
教
室
の
窓
か
ら
眺
め
な
が
ら
、
驚
嘆

き
ょ
う
た
ん

し
た
。
私
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
の
掟
に
し
ば
ら
れ
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
た
の
で
、
教
師
と
い

え
ど
も
、
キ
ャ
ン
パ
ス
内
で
悠
々
と
煙
草
を
ふ
か
し
て
い
る
、
自
由
な
先
生
の
姿
に
な
か
ば
呆
気

あ

っ

け

に
と
ら
れ
、
な
か
ば
憧
憬
の
ま
な
ざ
し
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
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書
い
て
い
る
が

 

、
こ
の
出
会
い
が
、
本
格
的
な
官
一
の
文
学
開
眼
に
つ
な
が
り
、
福
士
を
生
涯
、
師
と
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

官
一
た
ち
は

 

、
福
士
の
着
任
し
た
そ
の
日
か
ら
、「
文
学
の
研
究
会
を
開
い
て
く
だ
さ
い
。」
と
せ
が
ん
だ
。
そ
し
て
週
一
回
の
文
学
研
究
会
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な

る
が
、
や
が
て
官
一
た
ち
は
、
雑
誌
『
わ
ら
は
ど
』
を
刊
行
す
る
。『
わ
ら
は
ど
』
の
命
名
は
福
士
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
同
人
は
今
井
富
士
雄
、
奥
田
啓
二
、
古こ

川が
わ

英

雄
、
木
村
繁

し
げ
し

、
成
田
三
男
、
行
方

な
め
か
た

薫
、
蒔
苗

ま
か
な
え

忠
男
、
三
上
斎さ

い

太た

郎ろ
う

、
柳
田
英え

い

治じ

、
そ
れ
に
今
官
一
で
あ
る
。 

 

ガ
リ
版
刷
の
創
刊
号
が
出
た
と
き

 

、
官
一
た
ち
は
喜
び
勇
ん
で
、
第
一
番
に
福
士
先
生
に
見
せ
に
い
っ
た
。
す
る
と
福
士
は
、
眉
を
し
か
め
て
、 

「
青
年
と
い
う
も
の
は

 

、
も
っ
と
き
れ
い
な
仕
事
を
す
る
も
ん
だ
よ
。」 

 

と
い
っ
た
と
い
う
。
の
ち
に
官
一
は

 

「
よ
っ
ぽ
ど
刷
り
上
が
り
の
き
た
な
い
雑
誌
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
い
わ
れ
た
先
生
の
言
葉
は
、
私
の
一
生

の
指
針
と
な
っ
た
。
青
年
よ
清
く
あ
れ
、
と
私
は
い
ま
も
そ
う
思
っ
て
い
る
。」
と
書
い
て
い
る
が
、
些さ

細さ
い

な
師
の
言
葉
か
ら
、
身
の
処
し
方
を
考
え
る
、
官
一
の
素

直
さ
に
心
う
た
れ

 

る
。 

 

福
士
が
東
奥
義
塾
で
教
え
た
の
は

 

、
半
年
余
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
生
徒
た
ち
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
。
作
家
と
し
て
の
今
官
一
を
育
て
た
だ
け
で
な
く
、『
わ

ら
は
ど
』
同
人
は
、
の
ち
に

 

大
学
教
授
、
医
師
、
新
聞
記
者
、
音
楽
家
、
教
育
者
、
詩
人
な
ど
、
み
な
ひ
と
か
ど
の
人
物
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

一
九
二
七
年
（
昭
和
二
）
四
月
、
義
塾
を
卒
業
し
た
官
一
は

 

、
早
稲
田
第
一
高
等
学
院
ロ
シ
ア
文
学
科
に
入
学
す
る
。
進
学
の
た
め
、
上
京
す
る
官
一
を
、
福
士
は
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青
森
駅
に
見
送
り
に
来
た
。
和
服
の
尻し

り

っ
ぱ
し
ょ
り
を
し
、
ゴ
ム
長
を
は
い
て
、
ぴ
ち
ゃ
ぴ
ち
ゃ
と
み
ぞ
れ
の
道
を
踏
み
し
め
な
が
ら
送
っ
て
く
れ
た
福
士
の
姿
を
、

官
一
は
い
つ
に
な
っ
て
も
思
い
出
し
た

 

。 

 

福
士
は
口
ぐ
せ
の

 

よ
う
に
、 

「
万
葉
集
と
唐
詩
選
を

 
読
み
な
さ
い
。」 

と
い
っ
た
が
、
官
一
は
こ
れ
だ
け
は
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
死
去
す
る
ま
で
座ざ

右ゆ
う

に
備
え
、
読
み
返
し
た
。 

「
思
え
ば
、
そ
し
て
こ
れ
だ
け
が

 

、
先
生
の
教
え
に
忠
実
な
、
た
だ
一
つ
の
実
行
に
な
っ
て
い
る
。」 

 

と
官
一
は
、
そ
の
思
い
出
の
中
に
書
い
て
い
る
が

 
、
こ
の
師
弟
愛
に
は
胸
を
う
た
れ
る
。 

 

上
京
し
た
昭
和
二
年
の
こ
ろ
か
ら
、
官
一
は
小
説
を
書
き
は
じ
め
た
。「
書
き
換
へ
ら
れ
た
運
命
」「
パ
ン
屑
は
ま
だ
か
！
」「
町
と
喇
叭

ら

っ

ぱ

」
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
習
作
と
し
て
、
津
軽
書
房
発
行
の

 

『
今
官
一
作
品
』
上
巻
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
叙
情
と
理
知
に
彩
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
到
底
十
八
歳
の
青
年
の
作
と
は

思
わ
れ
な
い
出
来
栄
え
で
あ
る
。
し
か
も

 

、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
後
年
の
完
成
さ
れ
た
官
一
の
作
品
に
見
ら
れ
る
、
独
自
の
文
体
が
そ
こ
に
発
見
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
）
、
官
一
は

 

大
学
を
中
退
し
て
、
弘
前
に
帰
っ
た
。
作
家
と
し
て
立
と
う
と
、
創
作
に
没
頭
す
る
た
め
で
あ
る
。
弘
前
に
帰
っ
て
間
も
な
い

こ
ろ
、
官
一
は
、
友
人
で
詩
人
の
白し

ろ

戸と

郁い
く

之の

介す
け

の
紹
介
で
、
九
州
帝
大
の
学
生
井
上
靖

や
す
し

と
知
り
合
っ
た
。
井
上
の
父
は
弘
前
第
八
師
団
の
軍
医
を
し
て
い
て
、
弘
前
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に
居
住
し
て
い
た
。
井
上
は

 

家
族
と
一
緒
に
正
月
を
迎
え
る
た
め
、
弘
前
に
来
た
の
で
あ
る
。 

 

官
一
、
白
戸
、
井
上
の
三
人
は

 

会
っ
た
と
た
ん
意
気
投
合
し
て
、『
文
学
Ａ
Ｂ
Ｃ
』
と
い
う
同
人
雑
誌
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
編
集
は
官
一
が
担
当
し
、
白

戸
と
井
上
は
詩
を
発
表
、
官
一
は

 

青
木
了
介
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
「
嬰
児
の
父
の
歌
へ
る
」
を
発
表
し
た
。『
文
学
Ａ
Ｂ
Ｃ
』
は
、
ほ
ど
な
く
廃
刊
に
な
る
が
、
同
人
の

井
上
靖
は
の
ち
に
芥
川
賞
を
受
賞
し

 

、
官
一
は
直
木
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
い
ま
思
う
と
、
な
ん
と
豪
華
な
顔
ぶ
れ
の
同
人
と
思
え
る
が
、
当
時
は
も
ち
ろ
ん
、
二
人

と
も
無
名
の
文
学
青
年
だ

 

っ
た
の
で
あ
る
。 

 

同
じ
年
、
官
一
は
、
作
家
に
な
る
た
め
の
本
格
的
な
勉
強
を
し
よ
う
と
、
再
び
上
京
す
る
。
中
野
区
野の

方か
た

町
に
居
を
構
え
た
が
、
そ
の
家
は
師
福
士
幸
次
郎
の
隣
で
、

二
人
の
交
流
は
頻
繁

ひ
ん
ぱ
ん

に
な
る
。 

 

そ
の
こ
ろ
、
作
家
と
し
て
売
り
出
す
に
は

 

、
同
人
雑
誌
を
発
行
し
、
そ
れ
に
作
品
を
発
表
し
て
、
世
間
に
力
量
を
認
め
て
も
ら
う
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
。
考
え
を

同
じ
く
す
る
者
が
集
ま
っ
て
発
行
す
る
雑
誌
を

 

同
人
雑
誌
と
い
う
が
、
雑
誌
発
行
の
費
用
は
、
同
人
各
自
が
負
担
す
る
。
作
品
を
書
く
だ
け
で
大
変
な
の
に
、
雑
誌
発

行
の
費
用
の
工く

面め
ん

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
作
家
修
行
は
並
大
抵

た
い
て
い

で
な
か
っ
た
。
同
人
の
な
か
に
は
苦
し
さ
の
あ
ま
り
、
脱
落
す
る
も
の
も
あ
る
。
あ
る
い
は
同
人
た

ち
の
意
見
が
合
わ
ず
、
解
散
す
る
こ
と
も
あ
る

 

。 

 

上
京
し
た
官
一
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
同
人
雑
誌
の

 

同
人
と
な
っ
て
、
作
家
と
し
て
の
腕
を
磨
き
、
苦
労
を
重
ね
る
が
、
以
下
、
年
表
か
ら
そ
れ
を
誌
す
。 
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一
九
三
三
年
（
昭
和
八
）
二
十
四
歳
。
古ふ

る

谷や

綱
武

つ
な
た
け

ら
と
『
海
豹

か
い
ひ
ょ
う

』
創
刊
、
太
宰
治
を
同
人
に
加
え
る
。「
蒸
気
」
を
発
表
。
翌
年
脱
会
す
。 

 

一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）
二
十
五
歳
。
太
宰
治
、
壇
一
雄
、
山
岸
外が

い

史し

ら
と
『
青
い
花
』
創
刊
、
編
集
責
任
者
と
な
る
。「
三
つ
の
祈
り
」
発
表
。
第
一
号
合
評
会

を
新
宿
「
モ
ナ
ミ
」
に
開
く
。
席
上
、
議
論
沸
騰
し
『
青
い
花
』
解
散
と
な
る
。
そ
の
後
『
日
本
浪
曼

ろ
う
ま
ん

派は

』
に
合
流
。 

 

一
九
三
五
年
（
昭
和
十
）
二
十
六
歳
。
十
二
月
「
海
鷗

か
い
お
う

の
章
」
を
『
作
品
』
に
発
表
。
朝
日
新
聞
「
豆
船
艦
」
で
好
評
を
得
る
。「
豆
船
艦
」
は
当
時
の
最
も
権
威

あ
る
コ
ラ
ム
で
あ
っ
た

 

。 

  

こ
の
よ
う
に

 

、
勉
強
と
苦
労
を
重
ね
て
、
官
一
の
小
説
は
次
第
に
人
々
に
認
め
ら
れ
、
読
者
の
支
持
を
得
る
。
官
一
の
小
説
は
、
選
び
抜
か
れ
た
言
葉
と
独
自
の
文

体
で
つ
づ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
小
説
は
「
玄
人

く
ろ
う
と

好
み
の
文
学
」
と
い
わ
れ
、
文
学
に
造
詣
深
い
人
々
に
高
い
評
価
を
得
た
。 

 

そ
し
て
一
九
三
八
年
（
昭
和
十
三
）
、『
文
学
汎
論
』
に
連
載
さ
れ
た
官
一
の
「
旅
雁

タ
ッ
プ
カ
ル

の
章
」「
雷
鳥

フ
ミ
ラ
イ

の
章
」「
和
人
埋
葬
（
朱
実

ア

ト

ニ

の
章
と
改
題
）」
は
、
芥
川
賞
候
補

と
な
っ
た
。
候
補
に
は
な
っ
た
も
の
の
、
官
一
を
こ
こ
ろ
よ

 

く
思
わ
な
か
っ
た
一
審
査
員
の
反
対
で
、
受
賞
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
落
胆

し
た
り
、
身
の
不
運
を
嘆な

げ

く
の
が
普
通
だ
が
、
官
一
は
恬
淡

て
ん
た
ん

と
し
て
、
動
ず
る
色
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
官
一
は
文
学
に
よ
っ
て
名
利
を

 

求
め
ず
、
ひ
た
す
ら
小
説
を

書
く
喜
び
だ
け
を
求
め
た
作
家
だ
っ
た

 

。 
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一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
）
十
二
月
八
日
、
太
平
洋
戦
争
が
勃
発

ぼ
っ
ぱ
つ

し
た
。
こ
の
日
は
奇
し
く
も
官
一
の
誕
生
日
で
あ
る
。
日
本
中
は
戦
争
一
色
と
な
り
、
文
学
な
ど

顧
み
る
余
裕
も
な
く
な
っ
た
。
そ
の

 

こ
ろ
、
官
一
は
鉄
道
省
観
光
局
に
職
を
得
て
、
雑
誌
『
観
光
』
の
編
集
に
従
事
し
て
い
た
。
そ
の
か
た
わ
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
雑
誌

に
文
章
を
書
い
て
い
た
が
、
戦
局
が
苛か

烈れ
つ

に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
雑
誌
も
次
々
と
廃
刊
に
な
っ
た
。
ま
た
、
自
由
に
も
の
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
状
態

と
な
っ
た
。
作
家
と
し
て

 

、
自
由
に
も
の
が
書
け
な
い
く
ら
い
、
辛
い
、
苦
し
い
こ
と
は
な
い
。
官
一
は
絶
望
的
な
毎
日
を
送
っ
て
い
た
。 

 

一
九
四
四
年
（
昭
和
十
九
）
四
月
、
官
一
の

 

も
と
に
、
召
集
令
状
が
届
い
た
。
召
集
令
と
い
う
の
は
、
政
府
の
命
令
に
よ
っ
て
、
軍
隊
に
入
隊
す
る
こ
と
で
、
戦
争

中
に
出
さ
れ
る
の
で

 

あ
る
。 

 

こ
の
と
き
官
一
は
三
十
五
歳
だ
っ
た

 

。
普
通
、
召
集
は
三
十
歳
く
ら
い
ま
で
の
青
年
に
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
十
九
年
当
時
、
戦
争
の
た
め
に
若
い
男
子
が
少
な
く
な

り
、
つ
い
に

 

、
三
十
五
歳
の
壮
年
ま
で
が
、
召
集
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

三
十
五
歳
の
老
兵

、

、

、
今
官
一
は
、
た
だ
ち
に
横
須
賀
海
兵
団
に
入
団
し
、
戦
闘
に
参
加
す
べ
く
、
水
兵
と
し
て
の
猛
訓
練
を
受
け
た
。
そ
し
て
翌
一
九
四
五
年
、
海

軍
二
等
水
兵
と
し
て
、
戦
艦
「
長
門
」
に
乗
り
組
ん
だ
。
日
本
の
中
で
窒
息

ち
っ
そ
く

し
そ
う
に
な
る
よ
り
、
軍
艦
旗
の
も
と
で
死
ぬ
こ
と
を
、
官
一
は
願
っ
た
。
し
か
し
、
水

兵
と
し
て
の
官
一
は

 

、
誠
心
誠
意
義
務
を
つ
く
し
た
。
そ
し
て
、
目
ま
ぐ
る
し
い
艦
内
生
活
の
中
で
、
官
一
は
所
持
し
た
小
さ
な
ノ
ー
ト
に
、
艦
内
の
出
来
事
を
細
大

も
ら
さ
ず
、
克
明
に
記
入
し
た
。
そ

 

の
努
力
執
念
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
は
書
か
ず
に
お
れ
な
い
作
家
の
宿
命
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。 
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こ
の
よ
う
な
官
一
の
行
為
は

 

、
や
が
て
艦
内
乗
り
組
み
員
の
理
解
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
お
前
食
え
」
と
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
配
給
の
菓
子
を
ゆ
ず
っ
て
く
れ
る

兵
曹
が
い
た
り
、
美
し
い
皮
表
紙
の

 

ノ
ー
ト
を
く
れ
て
「
軍
機
に
触
れ
な
い
か
ぎ
り
、
存
分
に
記
入
し
た
ま
え
」
と
好
意
を
示
す
少
尉
候
補
生
が
い
た
り
す
る
の
で
あ

る

 

。 

 

戦
艦
「
長
門
」
は

 

、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
レ
イ
テ
沖
海
戦
に
参
加
す
る
。
僚
艦
が
す
べ
て
撃
沈
さ
れ
る
な
か
で
、「
長
門
」
だ
け
た
だ
一
艦
、
母
港
横
須
賀
へ
帰
投
す
る
。

そ
の
と
き
、
乗
り
組
み
水
兵
千
二
百
人
の

 

う
ち
、
生
き
残
っ
た
の
は
わ
ず
か
三
十
数
人
だ
っ
た
と
い
う
。
さ
い
わ
い
官
一
は
、
生
き
残
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
最
愛
の

母
は
、
彼
が
「
長
門
」
乗
り
組
み
中
に

 

亡
く
な
っ
て
い
た
。 

 

官
一
は
、
こ
の
体
験
を

 

『
幻
花
行
』
『
不
沈
戦
艦
長
門
』
に
生
か
し
た
。
戦
争
と
軍
隊
を
書
き
な
が
ら
『
幻
花
行
』
ほ
ど
、
静
か
で
、
美
し
い
小
説
は
、
他
に
類
が

な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
名
作
が
、
亡
き
母
と
戦
艦
「
長
門
」
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
表

徴

ひ
ょ
う
ち
ょ
う

的
で
あ
る
。『
幻
花
行
』
を
発
表
し
て
以
来
、
官
一
は
『
壁
の
花
』『
牛

飼
い
の
座
』
な
ど
、
次
々
と

 

秀
れ
た
作
品
を
発
表
し
た
。『
壁
の
花
』
で
は
、
一
九
五
六
年
（
昭
和
三
十
一
）
の
直
木
賞
を
受
賞
し
た
。
し
か
し
、
今
官
一
は
つ
い
に

流
行
作
家
に
な
ら
な
か
っ
た

 

。 

 

普
通
、
直
木
賞
な
ど
受
賞
す
る
と
、
出
版
社
か
ら
の
執
筆
注
文
が
次
々
と
来
る
の
が
常つ

ね

で
あ
る
。
事
実
、
官
一
に
も
有
名
出
版
社
か
ら
、
続
々
と
注
文
が
来
た
。
し

か
し
、
官
一
は
、
自
分
が
書
こ
う
と
し
て
い
る
小
説
、
自
分
が
書
き
た
い
小
説
以
外
、
絶
対
に
書
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
作
家
と
し
て
の
今
官
一
の
真
骨
頂

し
ん
こ
っ
ち
ょ
う

が
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あ
る

 

。 

 

今
官
一
は

 

、
そ
の
小
説
作
法
で
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
物
ご
と
が
不
当
に
扱
わ
れ
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
力
を
つ
く
し
て
、
そ
れ
ら
の
処
遇
を
正
当
化
す
る
こ
と
」

を
、
小
説
活
動
の
唯
一
の
目
標
と
し
た
作
家
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
高
邁

こ
う
ま
い

な
理
想
を
持
つ
作
家
が
、
ど
う
し
て
出
版
社
の
注
文
通
り
、
売
る
た
め
の
文
章
が
書
け
よ
う
。

彼
は
、
そ
の
よ
う
な

 

文
章
を
書
こ
う
と
も
し
な
い
し
、
ま
た
、
書
け
な
い
作
家
だ
っ
た
。 

 

官
一
は
そ
の
夫
人
公き

み

恵え

に
、 

「
理
想
と
い
う
も
の
は

 

現
実
に
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
れ
は
理
想
を
捨
て
な
い
ぞ
、
と
い
う
の
が
自
分
の
理
想
主
義
だ
。」 

 

と
語
っ
た
と
い
う
が

 

、
彼
は
そ
の
理
想
に
忠
実
に
生
き
た
作
家
で
あ
っ
た
。 

 

一
九
七
九
年
（
昭
和
五
十
四
）
十
月
、
官
一
は
脳
梗
塞

の
う
こ
う
そ
く

に
た
お
れ
た
。
そ
の
後
、
小
康
を
得
た
が
、
言
葉
を
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
物
を
の
み
込
む
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
看
病
し
て
い
た
公
恵
夫
人
が
、
あ
る
雑
誌
を
読
ん
で
い
た
時
、
言
葉
が
話
せ
な
く
な
っ
た
病
人
に
、
第
一
母
国
語
を
聞
か
せ
た
ら
治な

お

っ
た
、
と
い
う
話
が
出

て
い
た

 

。 

「
官
一
に
と
っ
て
の

 

第
一
母
国
語
は
津
軽
弁
だ
。」 

 

そ
う
思
っ
た
夫
人
は

 

、
一
九
八
○
年
（
昭
和
五
十
五
）
一
月
十
二
日
、
車
椅
子
生
活
の
官
一
を
、
故
郷
弘
前
に
連
れ
帰
っ
た
。 
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弘
前
に
帰
っ
た
官
一
は
、
夫
人
と
小
野
淳
信

あ
つ
の
ぶ

医
師
の
手
厚
い
看
護
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
回
復
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
車
椅
子
の
生
活
の
中
、
口
述
し
な
が
ら
文
章

を
書
き
続
け
た

 

。 

 

一
九
八
三
年
（
昭
和
五
十
八
）
三
月
一
日
、
今
官
一
は

 

急
性
肺
炎
で
七
十
三
歳
の
生
涯
を
終
え
た
。
東
京
を
出
発
の
と
き
、
半
年
も
も
た
な
い
と
い
わ
れ
た
彼
の
命

が
、
三
年
半
も

 

生
き
続
け
、
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
第
一
母
国
語
の
津
軽
弁
の
中
で
の
生
活
が
、
彼
に
力
を
与
え
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

今
官
一
は

 

、
生
家
蘭
庭
院
の
墓
地
に
葬
ら
れ
、
戒
名
は
「
幽
玄
院
純
文
官
光
清
居
士
」
と
い
う
。 
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