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第
1
章　

伝
説
へ
の
序
奏
　

―
　

「
鳥
獣
虫
魚
」

　

吉
行
淳
之
介
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
森
茉
莉
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
く
。

　

あ
る
夏
の
夜
、
吉
行
家
に
お
け
る
芝
生
の
庭
で
の
こ
と
。
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
の
最
中
に
ふ
と
吉
行
が
皆
に
背
を
向
け

る
か
た
ち
で
立
ち
、
俯
向
い
た
ま
ま
、
煙
草
に
火
を
つ
け
た
。
少
し
肘
を
張
る
よ
う
に
し
て
、
掌
で
煙
草
の
火
を
囲

っ
た
そ
の
姿
を
、
森
は
見
る
。

「
吉
行
淳
之
介
が
、
小
説
を
書
く
こ
と
で
孤
独
で
あ
り
、（
誰
で
も
そ
う
で
は
あ
る
が
）
そ
の
寂
し
さ
に
耐
え
て
い
、

又
そ
の
こ
と
で
腰
に
刀
を
差
し
て
世
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
胸
の
底
に
ひ
び
く
よ
う
に
、
感
じ
と
っ
た
」

　

つ
ね
づ
ね
、
武
士
の
よ
う
に
刀
を
差
し
て
い
る
作
家
は
室
生
犀
星
が
最
後
だ
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
こ
こ
で

語
ら
れ
る
刀
と
は
、
ど
う
や
ら
一
本
刀
の
落
し
差
し
―
つ
ま
り
、
刀
を
き
ち
ん
と
差
さ
ず
、
鞘
尻
を
地
面
に
向
け

て
落
し
た
か
た
ち
で
差
す
、
い
わ
ば
遊
び
人
風
の
差
し
方
で
あ
る
。

「
広
い
、
広
い
、
と
て
つ
も
な
く
広
い
、
た
と
え
ば
夢
の
中
で
み
る
野
原
の
真
中
（
で
は
な
い
。
少
し
隅
に
片
寄
っ

た
と
こ
ろ
）
に
、
ス
ッ
と
立
っ
て
い
る
繊
い
木
の
よ
う
な
、
そ
ん
な
立
ち
方
だ
っ
た
。
そ
の
姿
勢
の
中
に
、
柔
し
さ
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が
、
あ
っ
た
。（
略
）
あ
る
瞬
間
に
そ
の
人
間
を
愛
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
作
用
が
、
私
に
は
決
し
て
な
く
て
、（
私

は
私
な
り
に
愛
す
る
の
で
あ
る
が
）
た
だ
そ
の
立
ち
姿
を
い
つ
も
覚
え
て
い
て
想
い
泛
べ
、（
あ
あ
）
と
思
う
の
で

あ
る
」

　

落
し
差
し
の
吉
行
に
、（
あ
あ
）
と
嘆
息
す
る
。
幻
想
の
ご
と
き
光
景
に
、
官
能
的
な
つ
ぶ
や
き
を
洩
ら
す
奇
怪

な
文
章
だ
が
、「
柔
し
さ
を
想
い
出
し
て
ゆ
け
ば
き
り
が
な
い
。
吉
行
淳
之
介
は
そ
う
い
う
人
で
あ
る
。
彼
の
一
寸

似
た
人
の
な
い
美
し
さ
に
つ
い
て
書
く
の
に
は
頁
が
足
り
な
く
な
っ
た
」（「
広
い
野
原
の
中
の
吉
行
淳
之
介
」『
吉
行
淳

之
介
全
集
4
』
月
報
第
3
号
）
と
短
文
を
閉
じ
て
い
る
。

　

こ
の
文
章
が
発
表
さ
れ
た
一
九
七
一
（
昭
和
46
）
年
、
吉
行
淳
之
介
は
四
十
七
歳
に
な
っ
て
い
る
。
文
中
の
夏
の

夜
が
そ
れ
よ
り
何
年
前
の
こ
と
な
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
自
宅
の
芝
生
に
立
つ
吉
行
は
四
十
代
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
家
は
、
吉
行
が
最
期
ま
で
を
過
ご
し
た
世
田
谷
区
上
野
毛
の
邸
宅
か
、
あ
る
い
は
昭
和
四
十
三
年
ま
で

暮
ら
し
た
北
千
束
の
借
家
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
吉
行
淳
之
介
は
こ
の
時
期
す
で
に
妻
・
文
枝
の
い
る
家
を
出
て
、

〝
同
居
人
〟
で
あ
る
女
優
・
宮
城
ま
り
子
と
の
生
活
を
は
じ
め
て
十
年
以
上
が
経
過
し
て
い
た
。

　

こ
れ
ま
で
多
く
の
作
家
が
、
批
評
家
が
、
そ
し
て
詩
人
、
音
楽
家
、
画
家
、
漫
画
家
、
役
者
た
ち
が
吉
行
淳
之
介

に
つ
い
て
、
惹
か
れ
る
よ
う
に
語
っ
た
。
あ
る
者
は
侍
に
た
と
え
、
あ
る
者
は
ス
ト
イ
ッ
ク
な
芸
術
家
と
言
い
、
ま

た
、
イ
ン
テ
リ
や
く
ざ
の
風
が
あ
っ
た
と
か
、
そ
し
て
女
好
き
の
女
嫌
い
、
と
も
語
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
文
学
は

人
工
的
な
冷
や
か
さ
を
持
ち
、
虚
無
と
抽
象
性
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
に
み
ち
て
い
て
、
云
々
。
事
実
、
開
高
健

は
「
人
が
セ
ン
チ
単
位
で
感
ず
る
こ
と
を
ミ
ク
ロ
ン
単
位
で
感
受
す
る
潔
癖
と
誠
実
」（「
吉
行
淳
之
介
の
短
篇
」）
と
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書
い
た
。

　

お
そ
ら
く
そ
の
ど
れ
も
が
、
吉
行
淳
之
介
と
い
う
人
な
の
で
あ
り
、
吉
行
淳
之
介
と
い
う
文
学
な
の
に
違
い
な
い
。

た
だ
、
こ
れ
ほ
ど
妄
信
的
に
語
ら
れ
た
個
性
を
、
私
は
ほ
か
に
思
い
出
せ
な
い
。
村
上
春
樹
の
、「
吉
行
淳
之
介
と

い
う
人
は
（
略
）
か
な
り
畏
れ
お
お
い
人
で
あ
る
。
し
か
し
な
ぜ
吉
行
さ
ん
が
畏
れ
お
お
い
か
と
い
う
と
、
こ
れ
が

上
手
く
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
」（「
僕
の
出
会
っ
た
有
名
人
」）
と
い
う
言
葉
は
、
大
方
の
作
家
・
編
集
者
が
抱
い

た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
吉
行
淳
之
介
と
い
う
生
き
方
と
、
そ
の
創
り
あ
げ
た
文
学
は
、
き
わ
め
て
個
性
的
な
結
晶

と
し
て
人
々
を
惹
き
つ
け
た
。
い
つ
の
時
代
に
も
、
そ
の
文
章
に
関
し
て
は
決
し
て
文
句
を
付
け
ら
れ
な
い
と
い
う

作
家
が
一
人
は
い
る
と
い
う
。
か
つ
て
の
志
賀
直
哉
が
そ
う
で
あ
り
、
谷
崎
潤
一
郎
も
ま
た
そ
う
い
う
存
在
だ
っ
た
。

そ
し
て
昭
和
の
後
半
に
お
い
て
は
、
吉
行
淳
之
介
こ
そ
が
そ
ん
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
…
…
あ
の
昭
和
二
十

年
五
月
の
東
京
大
空
襲
の
際
、
麴
町
の
自
宅
か
ら
、
自
作
の
詩
五
十
篇
を
書
き
つ
け
た
ノ
ー
ト
と
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー

と
シ
ョ
パ
ン
の
Ｓ
Ｐ
ア
ル
バ
ム
だ
け
を
持
っ
て
逃
げ
た
二
十
一
歳
の
大
学
生
は
、
そ
れ
か
ら
十
年
ほ
ど
が
経
過
し
た

と
き
、
文
学
的
な
出
発
を
遂
げ
、
や
が
て
独
自
の
結
晶
へ
の
行
程
を
歩
み
は
じ
め
て
い
る
。

　

吉
行
淳
之
介
も
通
っ
た
銀
座
の
バ
ア
に
「
葡
萄
屋
」
が
あ
り
、「
数
寄
屋
橋
」
が
あ
る
。
作
家
た
ち
も
集
ま
っ
た

そ
れ
ら
の
店
に
勤
め
る
女
性
が
、
図
ら
ず
も
お
な
じ
言
葉
を
口
に
し
た
の
を
、
以
前
、
耳
に
し
た
。

「
吉
行
さ
ん
と
い
う
人
は
、
浮
気
を
し
て
帰
っ
て
き
て
も
不
潔
な
感
じ
が
な
い
。
汚
れ
た
感
じ
が
少
し
も
し
な
い
」

　

と
も
に
二
十
代
後
半
の
二
人
が
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
言
葉
を
口
に
し
た
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
断
言
で
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き
る
立
場

0

0

に
彼
女
た
ち
は
な
か
っ
た
。
吉
行
淳
之
介
と
個
人
的
な
関
係
は
な
い
と
言
っ
た
し
、
店
に
お
け
る
吉
行
担

当
で
も
な
く
、
と
き
ど
き
席
に
着
く
程
度
で
、
た
い
て
い
は
遠
く
か
ら
吉
行
淳
之
介
と
い
う
作
家
を
見
て
い
た
。
そ

れ
で
も
か
な
り
の
確
信
に
満
ち
て
、
言
い
切
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
ら
え
る
男
と
い
う
の
を
私
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
。
た
と
え
結
婚
し
て
い
な
い
関
係
で
も
、

こ
う
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
さ
す
が
は
…
…
と
い
う
感
が
強
く
な
る
。

　

思
い
浮
べ
る
の
は
、
開
高
健
が
前
出
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
書
い
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

「
吉
行
淳
之
介
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
、
一
人
の
モ
ラ
リ
ス
ト
を
感
ず
る
。
内
容
の
ア
モ
ラ
ル
や
イ
モ
ラ
ル
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
核
心
に
お
い
て
モ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
」（「
吉
行
淳
之
介
の
短
篇
」）

　

核
心
に
お
い
て
の
モ
ラ
リ
ス
ト
と
い
う
言
葉
に
は
、
先
ほ
ど
の
「
ミ
ク
ロ
ン
単
位
で
感
受
す
る
潔
癖
と
誠
実
」
と

い
う
評
言
が
か
さ
な
っ
て
く
る
。
モ
ラ
リ
ス
ト
と
潔
癖
と
誠
実
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
、
あ
る
い
は
前
述
の
バ
ア
の

女
性
た
ち
の
言
葉
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
い
え
ば
一
九
五
一
（
昭
和
26
）
年
、
吉
行
に
十
六
歳
で
出
会
っ
た
女
優
・
中
村
メ
イ
コ
は
、
相
手
の
指
先
と

手
首
に
目
が
釘
づ
け
に
な
っ
た
。
当
時
、
吉
行
は
三
世
社
（
出
版
社
。「
新
太
陽
社
」
の
後
身
）
に
勤
め
、
だ
が
そ
の
年

に
「
原
色
の
街
」
を
発
表
し
て
、
芥
川
賞
の
候
補
に
な
っ
て
い
た
。
二
十
七
歳
の
と
き
で
あ
る
。
中
村
メ
イ
コ
は
、

編
集
部
内
で
て
き
ぱ
き
と
原
稿
や
ゲ
ラ
の
整
理
を
す
る
吉
行
の
、
煙
草
の
臭
い
が
絡
み
つ
い
た
よ
う
な
指
を
、
綺
麗

だ
と
思
っ
て
い
る
自
分
に
奇
妙
な
感
じ
を
憶
え
る
。
と
同
時
に
、
吉
行
の
白
い
手
首
に
見
と
れ
て
い
た
。

「
気
味
の
悪
い
情
景
だ
な
―
も
う
一
人
の
私
は
、
吉
行
淳
之
介
の
手
首
に
み
と
れ
て
い
る
私
を
見
て
、
そ
う
思
っ
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て
い
た
」（「
そ
の
翳
に
惚
れ
た
十
六
歳
の
私
」）

　

当
時
の
吉
行
と
言
え
ば
、
そ
の
評
判
は
中
村
に
よ
る
と
、「
グ
ウ
タ
ラ
。
妻
帯
者
の
く
せ
に
放
蕩
者
。
精
神
的
不

健
康
、
肉
体
的
ボ
ロ
ボ
ロ
。
夜
の
女
を
漁
り
尽
く
し
た
バ
イ
菌
」
だ
っ
た
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
鼻
血
が
出
る
直
前
の
瞬
間
、
鼻
の
へ
ん
が
フ
ッ
と
キ
ナ
臭
く
な
る

―
あ
の
感
じ
、
あ
の

予
感
」
に
中
村
は
襲
わ
れ
、「
こ
の
、
混
乱
、
分
裂
」
と
慌
て
る
。
中
村
の
父
親
は
新
興
芸
術
派
倶
楽
部
の
会
員
で

あ
っ
た
作
家
の
中
村
正
常
だ
が
、
そ
の
血
ゆ
え
の
混
乱
と
分
裂
と
い
う
こ
と
に
し
て
も
、
や
は
り
吉
行
の
ひ
と
つ
の

個
性
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
あ
る
。

　

吉
行
二
十
七
歳
の
と
き
の
「
原
色
の
街
」
は
、
同
人
誌
「
世
代
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
同
人
だ
っ
た
日
高
晋
に
、
当

時
の
吉
行
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
「
仰
げ
ば
尊
し
吉
行
の
恩
」
が
あ
る
。
ま
だ
赤
線
地
帯
だ
っ
た
新
宿
二
丁
目
を
、

吉
行
に
連
れ
ら
れ
て
歩
く
話
だ
。

　

絶
対
に
あ
が
ら
な
い
、
二
丁
目
を
お
ま
え
に
教
え
て
や
る
だ
け
だ
、
と
言
わ
れ
て
深
夜
の
新
宿
二
丁
目
を
歩
い
た
。

並
ん
だ
娼
家
の
ま
え
に
女
た
ち
が
屯た

む
ろし

て
い
て
、
声
を
か
け
て
く
る
。
す
る
と
吉
行
は
、「
ひ
や
か
す
よ
う
な
、
ば

か
に
す
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
調
子
の
言
葉
」
を
返
し
た
。
具
体
的
な
台
詞
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
相
手
を
侮

辱
す
る
よ
う
な
言
葉
を
吉
行
は
口
に
し
、
そ
れ
に
対
し
て
女
た
ち
が
猛
然
と
反
発
し
は
じ
め
た
。
そ
ん
な
悪
口
雑
言

を
あ
び
な
が
ら
、「
か
れ
は
さ
も
得
意
そ
う
な
、
ど
う
で
す
、
と
云
わ
ん
ば
か
り
の
、
い
ま
に
も
よ
だ
れ
を
流
し
そ

う
な
表
情
で
、
ぼ
く
を
み
や
っ
た
」。

　

一
つ
の
通
り
を
歩
き
切
る
と
、
つ
ぎ
の
通
り
へ
入
り
、
ま
た
お
な
じ
こ
と
を
や
る
。
こ
の
繰
り
返
し
が
つ
づ
い
て
、
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や
が
て
日
高
は
気
づ
く
。

「
悪
口
の
や
り
と
り
を
し
て
い
る
吉
行
と
娼
婦
た
ち
の
間
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
何
か
し
ら
暖
い
も
の
が
流
れ
て
い

る
の
だ
。
女
た
ち
は
、
ま
る
で
吉
行
の
悪
口
の
順
番
が
廻
っ
て
く
る
の
を
待
ち
か
ま
え
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
楽
し

げ
で
あ
っ
た
。（
略
）
互
い
に
罵
詈
雑
言
を
な
げ
つ
け
あ
う
。
な
げ
つ
け
あ
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
暖
い
心
が
通
じ
る
。

（
略
）
お
ま
え
に
教
え
て
や
る
と
い
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
な
の
か
と
気
が
つ
き
だ
し
た
」

　

こ
れ
に
つ
い
て
吉
行
自
身
は
「
わ
が
文
学
生
活
」
の
な
か
で
、「
つ
ま
り
、
こ
う
な
る
ま
で
に
は
年
季
が
必
要
で
、

道
場
で
鍛
え
な
く
て
は
」
と
言
い
、
し
か
し
「
ち
ょ
っ
と
得
意
に
な
っ
て
み
せ
た
か
っ
た
」
だ
け
な
の
だ
ろ
う
と
他

人
事
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
新
宿
の
赤
線
地
帯
に
連
れ
て
行
っ
た
の
は
男
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
本
人
か
ら
聞
い
た
話
と
し

て
山
本
容
朗
が
『
人
間
・
吉
行
淳
之
介
』
に
書
い
て
い
る
。
要
約
す
る
と
―
、

「
原
色
の
街
」
が
書
か
れ
た
翌
年
の
一
九
五
二
（
昭
和
27
）
年
、
新
宿
の
バ
ア
「
ド
レ
ス
デ
ン
」
の
背
が
高
く
美
人

の
女
の
子
と
、
店
が
終
っ
た
後
ハ
モ
ニ
カ
横
丁
で
飲
ん
だ
吉
行
は
、
そ
の
ま
ま
二
丁
目
に
連
れ
て
行
っ
た
。
赤
線
地

帯
を
女
連
れ
で
歩
く
こ
と
の
難
し
さ
は
誰
に
も
察
し
が
つ
く
が
、
二
人
は
無
事
に
娼
家
の
並
ぶ
通
り
を
歩
き
、
途
中

で
吉
行
は
連
れ
の
女
の
子
を
「
こ
れ
買
わ
な
い
か
」
と
言
い
、
断
ら
れ
る
と
「
お
前
、
売
れ
な
い
よ
な
あ
。
じ
ゃ
あ
、

親
子
丼
、
食
っ
て
帰
ろ
う
」
と
言
っ
た
。

　

ま
た
、
お
そ
ら
く
こ
の
頃
―
つ
ま
り
新
宿
に
闇
市
の
気
配
が
色
濃
く
残
っ
て
い
た
頃
、
吉
行
が
女
優
の
渡
辺
美

佐
子
を
射
的
屋
に
連
れ
て
行
っ
た
話
も
『
人
間
・
吉
行
淳
之
介
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
店
で
、
二
十
歳
を
わ
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ず
か
に
過
ぎ
た
ば
か
り
の
女
優
は
自
分
が
撃
っ
た
コ
ル
ク
の
弾
で
左
手
の
人
差
し
指
を
痛
め
、
血
が
指
先
に
盛
り
上

が
り
、
レ
ー
ス
の
ハ
ン
カ
チ
で
そ
れ
を
拭
っ
た
。
と
こ
ろ
が
し
ば
ら
く
し
て
吉
行
淳
之
介
の
短
篇
「
風
景
と
女
と
」

を
読
む
と
、
体
験
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
に
書
か
れ
て
い
た
。
た
だ
し
小
説
で
は
、
新
宿
の
射
的
屋
へ
連
れ
て
行
く

の
は
「
娼
婦
」
に
な
っ
て
い
た
。
さ
て
、
鉄
砲
の
コ
ル
ク
弾
で
指
先
を
痛
め
た
場
面
で
あ
る
。

「
私
は
そ
の
指
を
口
に
含
ん
で
、
歯
を
当
て
た
い
欲
望
に
襲
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
替
り
に
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
ハ
ン

カ
チ
を
出
し
て
、
そ
の
指
を
拭
っ
た
。
白
い
布
に
血
が
滲
ん
だ
が
、
指
の
小
さ
な
傷
口
か
ら
は
ま
た
新
し
い
血
が
ゆ

っ
く
り
粒
状
に
盛
り
上
っ
て
き
た
」

　

こ
れ
は
「
小
説
公
園
」
に
書
か
れ
た
作
品
だ
が
、
吉
行
淳
之
介
の
文
章
は
な
ま
な
ま
し
く
、
そ
し
て
緩
む
と
こ
ろ

が
な
い
。
こ
う
い
う
文
章
に
出
会
う
と
、「
や
っ
ぱ
り
玩
具
、
遊
園
地
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
こ
う
い
う
幼
児
的
な

も
の
に
対
す
る
興
味
ね
。
偏
愛
と
い
う
べ
き
か
…
…
」（「
わ
が
文
学
生
活
」）
と
い
う
吉
行
自
身
の
回
想
も
か
さ
な
っ

て
く
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
吉
行
文
学
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
な
ん
と
い
っ
て
も
そ
の
文
章
の
質
な
の
だ
と
い

う
こ
と
に
思
い
至
る
。

「
私
は
明
晰
な
も
の
し
か
信
用
し
な
い
。
一
枚
で
書
け
る
こ
と
に
、
十
枚
を
費
や
す
の
も
芸
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ

の
場
合
も
明
晰
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
私
自
身
は
一
枚
で
書
け
る
こ
と
は
一
枚
で
書
く
よ
う
心
が
け
て

い
る
」（「
い
く
つ
か
の
断
片
　

―
　

わ
が
文
学
の
揺
籃
期
」）

　

あ
る
い
は
ま
た
、

「
頭
だ
け
大
き
く
て
ひ
っ
く
り
返
り
そ
う
な
文
章
や
、
借
り
も
の
の
文
章
で
は
な
い
文
章
を
私
は
書
く
こ
と
が
で
き
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て
い
る
と
お
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
こ
の
期
間
（
筆
者
注
・
二
十
三
歳
か
ら
の
記
者
生
活
）
の
果
た
し
て
く
れ

た
役
目
は
大
き
い
」（『
私
の
文
学
放
浪
』）

　

一
流
誌
で
は
な
く
三
流
誌
の
記
者
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
得
難
い
体
験
が
、
自
分
の
文
章
を
作
っ
た
の
だ
と
言
い

切
る
の
で
あ
る
。

　

吉
行
淳
之
介
が
自
身
の
処
女
作
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
二
十
六
歳
で
書
い
た
「
薔
薇
販
売
人
」（「
真
実
」
第

一
巻
第
一
号
）
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
も
幾
篇
か
の
詩
や
小
説
を
書
い
て
い
て
、
そ
れ
ら
は
『
吉
行
淳
之
介
全
集
』

（
新
潮
社
・
全
15
巻
）
の
「
初
期
作
品
」
や
、
そ
の
十
年
ほ
ど
前
に
出
さ
れ
た
講
談
社
版
の
全
集
（
全
17
巻
・
別
巻
3
）

に
も
「
習
作
集
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
同
人
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
詩
「
盛

夏
」（「
世
代
」
一
九
四
五
年
）
や
、
小
説
「
藁
婚
式
」（「
文
学
会
議
」
一
九
四
八
年
）
と
い
っ
た
佳
品
も
ふ
く
ま
れ
る
。

し
か
し
処
女
作
と
し
て
本
人
が
選
ん
だ
の
は
、「
原
色
の
街
」
の
一
年
前
に
書
か
れ
た
「
薔
薇
販
売
人
」（
一
九
五
〇

年
）
で
あ
っ
た
。

　

高
台
を
歩
い
て
い
る
若
い
主
人
公
（
檜
井
二
郎
）
が
、
道
路
か
ら
少
し
引
っ
込
ん
だ
家
の
窓
か
ら
部
屋
の
内
部
が

見
え
る
の
に
気
づ
く
。
鼠
色
の
壁
に
は
緋
色
の
羽
織
が
掛
け
て
あ
り
、
住
人
の
若
い
男
と
女
の
姿
も
見
え
る
。
こ
の

冒
頭
は
、
い
か
に
も
の
ち
の
吉
行
世
界
を
予
感
さ
せ
る
な
ま
な
ま
し
い
情
景
な
の
だ
が
、
出
来
事
に
展
開
ら
し
い
も

の
は
見
ら
れ
ず
、
贋
の
花
売
り
と
な
っ
た
主
人
公
が
一
輪
の
紅
い
薔
薇
を
手
に
し
て
こ
の
家
を
訪
れ
る
こ
と
か
ら
、

檜
井
と
こ
の
家
の
住
人
で
あ
る
若
い
夫
婦
と
の
あ
い
だ
に
、
心
理
的
な
駆
け
引
き
が
お
こ
な
わ
れ
る
、
と
い
う
話
で



13

第 1章　伝説への序奏　―　「鳥獣虫魚」

あ
る
。

　

若
い
日
、
梶
井
基
次
郎
に
強
い
影
響
を
う
け
た
こ
と
が
偲
ば
れ
る
、
い
わ
ば
空
想
の
心
理
ド
ラ
マ
と
も
い
え
る
作

品
だ
が
、
そ
の
発
想
は
別
に
し
て
、
残
念
な
が
ら
の
ち
の
吉
行
の
端
正
で
艶
や
か
な
文
章
は
こ
こ
で
は
ま
だ
完
成
さ

れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
小
説
の
終
り
近
く
、
主
人
公
が
激
し
く
女
と
も
つ
れ
あ
う
場
面
は
こ
う
書
か
れ
る
。

「
だ
が
こ
の
と
き
、
些
細
な
障
害
が
二
人
の
あ
い
だ
を
遮
っ
た
。
…
…
女
の
乳
房
を
覆
お
う
と
し
た
彼
の
指
に
、
軽

い
そ
し
て
硬
い
抵
抗
が
感
じ
ら
れ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
硬
く
、
乳
首
の
ま
わ
り
に
渦
巻
い
て
い
る
細
毛
だ
っ
た
。
／

彼
の
う
ち
に
点
火
さ
れ
、
あ
る
歪
み
を
も
っ
た
意
識
に
と
っ
て
も
、
そ
の
存
在
は
や
は
り
一
つ
の
抵
抗
だ
っ
た
」

　

そ
し
て
主
人
公
が
そ
の
部
屋
の
襖
の
む
こ
う
に
女
の
夫
（
伊
留
間
）
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
確
信
し
た
あ
と
の
場

面
。

「
今
こ
そ
、
こ
の
襖
を
開
き
、
そ
こ
に
蹲
っ
て
い
る
伊
留
間
の
眼
を
、
彼
の
感
情
の
動
き
の
す
べ
て
を
知
悉
し
た
視

線
を
も
っ
て
、
ハ
ッ
シ
と
打
つ
の
だ
。
そ
の
瞳
の
底
ま
で
潜
っ
て
ゆ
き
、
伊
留
間
が
自
分
自
身
で
意
味
づ
け
た
そ
の

行
為
の
裏
づ
け
を
奪
い
去
っ
て
、
彼
の
う
え
に
そ
の
醜
い
姿
勢
だ
け
を
残
し
て
や
る
の
だ
」

　

説
明
的
で
、
ま
わ
り
く
ど
い
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
二
十
六
歳
と
い
う
若
さ
の
せ
い
か
。

　

川
村
二
郎
は
『
感
覚
の
鏡
―
吉
行
淳
之
介
論
』
の
な
か
で
、
吉
行
文
学
に
「
生
理
的
な
親
近
感
」
を
持
つ
者
と

し
て
、
だ
が
次
の
よ
う
に
注
文
を
つ
け
て
い
る
。

「『
薔
薇
販
売
人
』
の
心
理
戦
争
は
、
一
口
に
い
っ
て
、
わ
ず
ら
わ
し
い
。
そ
れ
は
、
お
の
お
の
の
人
物
の
過
剰
な

意
識
が
、
過
剰
な
部
分
を
触
角
の
よ
う
に
虚
空
に
突
き
だ
し
、
た
が
い
に
戦
わ
せ
て
い
る
さ
ま
が
、
そ
も
そ
も
情
熱
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に
乏
し
い
疲
れ
た
心
同
士
の
、
自
慰
的
な
疑
似
戦
争
の
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
檜
井
が
そ
の
夫
婦
の
家
に
入

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
想
は
現
実
の
動
き
を
ひ
き
お
こ
し
た
は
ず
な
の
だ
が
、
実
は
相
手
も
彼
に
劣
ら
ぬ
空
想
家
で
、

そ
こ
に
起
き
た
の
は
空
想
と
空
想
と
の
無
重
力
状
態
で
の
空
中
戦
、
影
と
影
と
の
眼
に
見
え
ぬ
さ
し
違
え
、
で
し
か

な
い
ら
し
い
」

　

や
は
り
、
読
者
を
満
足
さ
せ
る
吉
行
文
学
の
出
発
に
は
、
も
う
少
し
時
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
川
村

は
、「
薔
薇
販
売
人
」
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
る
「
原
色
の
街
」
を
も
っ
て
、
読
者
を
満
足
さ
せ
、
う
な
ず
か
せ
る
最

初
の
作
品
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
異
存
は
な
い
。
た
だ
、
冒
頭
に
も
書
い
た
よ
う
な
、
き
わ
め
て
個
性
的
な
結
晶

と
し
て
の
吉
行
作
品
の
出
発
と
な
る
と
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
何
年
か
の
歳
月
が
必
要
と
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
こ
こ
は
と
り
あ
え
ず
「
原
色
の
街
」
以
降
の
出
来
事
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

「
原
色
の
街
」
は
、
発
表
翌
年
の
一
月
、
第
二
十
六
回
芥
川
賞
候
補
と
な
っ
た
。
し
か
し
受
賞
に
は
至
ら
ず
、
つ
づ

い
て
書
い
た
「
谷
間
」（「
三
田
文
学
」
6
月
号
掲
載
）
が
ふ
た
た
び
芥
川
賞
候
補
（
第
27
回
）
に
な
る
も
の
の
、
や
は

り
受
賞
を
逃
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
お
な
じ
年
の
暮
、
吉
行
は
「
あ
る
脱
出
」（「
群
像
」
12
月
新
人
小
説
特
集
号
）
を

書
い
て
三
回
連
続
で
芥
川
賞
候
補
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
左
肺
に
空
洞
が
発
見
さ
れ
、
勤
め
先
で
あ
る
三
世
社

を
休
職
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

「
私
は
作
家
と
し
て
立
っ
て
ゆ
け
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
記
者
と
し
て
の
そ
の
日
そ
の
日
に
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
投
入
し
て
い
た
。
／
し
た
が
っ
て
、
私
の
肺
に
発
見
さ
れ
た
空
洞
の
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
仕
事
が
原
因
と
な
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っ
て
い
る
も
の
だ
。
あ
と
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
酒
と
娼
婦
研
究
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
空
洞
が
、

作
家
と
し
て
立
つ
方
向
に
私
を
押
し
や
っ
た
。
そ
れ
よ
り
ほ
か
に
、
生
計
の
道
が
な
く
な
っ
た
た
め
だ
」（「
青
春
放

浪
」）

　

覚
悟
は
出
来
上
が
っ
た
も
の
の
、
三
度
目
の
候
補
と
な
っ
て
も
芥
川
賞
は
取
れ
ず
、
そ
れ
で
も
銀
座
で
、
た
と
え

ば
漫
画
家
の
小
島
功
と
ハ
シ
ゴ
酒
を
し
て
歩
い
た
。「
肺
病
く
ら
い
何
と
か
な
る
さ
」
と
暢の

ん

気き

に
考
え
、
以
前
と
同

じ
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
三
月
に
な
っ
て
正
式
に
辞
表
を
提
出
し
た
。
千
葉
県
佐
原
市
の
病
院
で
療

養
生
活
を
送
り
、
秋
の
終
り
、
清
瀬
病
院
に
入
院
し
た
。
そ
れ
で
も
十
二
月
に
は
短
篇
「
治
療
」（「
群
像
」
新
年
号
）

を
書
き
、
そ
の
掲
載
号
が
出
た
一
月
、
左
肺
区
域
切
除
の
手
術
を
う
け
た
。
そ
し
て
病
床
で
書
い
て
い
た
「
驟
雨
」

（「
文
學
界
」
二
月
号
）
が
四
度
目
の
芥
川
賞
候
補
作
と
な
り
、
よ
う
や
く
受
賞
に
至
る
の
だ
が
、
病
状
は
回
復
せ
ず
、

授
賞
式
へ
の
出
席
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。

　

清
瀬
病
院
か
ら
の
退
院
は
、
受
賞
作
を
収
め
た
短
篇
集
『
驟
雨
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
五
四
（
昭
和
29
）
年
十
月
、

吉
行
淳
之
介
は
ち
ょ
う
ど
三
十
歳
に
な
っ
て
い
る
。

「
受
賞
の
年
の
後
半
は
、
短
文
を
二
、
三
発
表
し
た
だ
け
で
あ
る
。
健
康
状
態
は
き
わ
め
て
悪
く
、
家
の
門
か
ら
外

へ
出
た
こ
と
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
。
翌
三
十
年
も
依
然
と
し
て
病
臥
し
て
い
た
が
、
こ
の
年
は
ほ
と
ん
ど

毎
月
、
文
芸
雑
誌
に
短
篇
を
書
い
た
」（『
私
の
文
学
放
浪
』）

　

翌
一
九
五
五
（
昭
和
30
）
年
も
ほ
と
ん
ど
病
臥
の
ま
ま
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
短
篇
小
説
を
十
一
本
、
随
筆
や
書

評
を
十
五
本
書
き
、
翌
年
に
は
さ
ら
に
多
く
の
仕
事
を
こ
な
し
た
。
か
つ
て
「
世
代
」
に
発
表
し
た
作
品
を
も
と
に
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し
て
書
き
下
し
た
『
原
色
の
街
』
を
刊
行
す
る
一
方
で
、
ほ
と
ん
ど
毎
月
、
文
芸
誌
に
短
篇
・
中
篇
を
書
い
た
。

「
自
筆
年
譜
」
の
な
か
の
「
依
然
と
し
て
病
臥
」「
こ
の
年
も
病
臥
と
い
っ
て
よ
い
」
と
い
う
記
述
は
、
一
九
五
六

（
昭
和
31
）
年
ま
で
つ
づ
く
。
こ
の
間
も
執
筆
は
つ
づ
い
て
い
る
が
、
結
核
手
術
の
予
後
か
ら
ほ
ぼ
解
き
放
た
れ
た
と

思
わ
れ
る
の
は
、
術
後
四
年
が
経
っ
た
一
九
五
七
（
昭
和
32
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
に
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ

に
、
街
の
な
か
で
神
経
を
休
め
る
吉
行
淳
之
介
の
く
つ
ろ
い
だ
姿
が
見
え
て
く
る
。

「
雑
踏
し
て
い
る
街
の
中
に
身
を
置
く
と
、
僕
は
や
っ
と
ひ
と
り
き
り
に
な
れ
た
と
い
う
解
放
感
で
神
経
が
休
ま
っ

て
く
る
。
そ
の
雑
踏
は
、
こ
み
合
っ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
騒
が
し
け
れ
ば
さ
わ
が
し
い
ほ
ど
具
合
が
よ
い
」（「
雑

踏
の
中
で
」）

　

都
会
派
ら
し
い
感
傷
だ
が
、
彼
が
神
経
を
休
め
る
た
め
に
行
く
の
は
、
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
は
た
と
え
ば
パ
チ
ン

コ
屋
で
あ
り
、
ひ
と
り
で
行
く
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
で
あ
り
、
ま
た
酒
場
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
場
所
に
憩
う
姿
が
、
ま
だ
若

い
吉
行
の
確
実
な
体
力
回
復
を
伝
え
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
ま
も
な
く
、
こ
の
新
人
作
家
は
本
格
的
な
仕
事

に
と
り
か
か
っ
た
。
長
篇
へ
の
挑
戦
―
で
あ
る
。

　

吉
行
淳
之
介
三
十
四
歳
の
夏
、「
第
三
の
新
人
」
の
仲
間
の
安
岡
章
太
郎
を
通
し
て
、「
群
像
」
編
集
長
で
「
純
文

学
の
鬼
」
と
言
わ
れ
た
大
久
保
房
男
の
意
見
が
伝
え
ら
れ
た
。『
私
の
文
学
放
浪
』
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
。
…
…
第
三
の
新
人
に
対
す
る
評
価
は
不
当
に
低
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
見
ど
こ
ろ
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
、
発
奮
し
て
長
篇
力
作
を
仕
上
げ
れ
ば
、
そ
れ
を
掲
載
す
る
舞
台
は
用
意
し
よ
う
。

　

こ
の
言
葉
の
背
後
に
は
、
知
ら
れ
る
よ
う
に
「
第
三
の
新
人
」
に
対
す
る
当
時
の
世
評
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
個
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人
的
な
小
さ
な
問
題
に
明
け
暮
れ
て
社
会
性
を
持
た
な
い
「
第
三
の
新
人
」
た
ち
は
、
第
一
次
戦
後
派
と
石
原
慎
太

郎
ら
の
新
人
に
挟
ま
れ
て
や
が
て
消
え
去
る
だ
ろ
う
―
と
い
う
有
難
く
な
い
世
評
。
そ
う
い
っ
た
自
分
た
ち
の
文

壇
的
状
況
を
吉
行
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
明
か
し
て
い
る
。

「
三
十
一
年
か
ら
三
年
間
、
安
岡
と
私
に
は
「
新
潮
」
か
ら
の
原
稿
依
頼
が
一
度
も
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
十
分

に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
要
す
る
に
私
た
ち
に
文
芸
雑
誌
と
し
て
の
商
品
価
値
が
無
い
と
い
う
判
断
に
基
づ
い
て
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
時
期
な
の
で
あ
っ
た
」（『
私
の
文
学
放
浪
』）

　

そ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
新
潮
社
と
は
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
講
談
社
の
大
久
保
が
、
安
岡
、
吉

行
を
応
援
し
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
世
評
と
は
異
な
る
価
値
を
「
群
像
」
編
集
部
が
見
出

し
、「
第
三
の
新
人
」
の
安
岡
、
吉
行
に
ま
ず
長
篇
へ
の
挑
戦
を
提
唱
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
大

久
保
房
男
は
よ
く
「
第
三
の
新
人
の
育
て
の
親
」
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
本
人
が
い
ま
か
ら
十
年
ほ
ど
前
、

こ
ん
な
風
に
否
定
し
た
の
を
「
三
田
文
学
」
の
後
輩
た
ち
は
聞
い
て
い
る
。「
ぼ
く
が
育
て
た
な
ど
、
そ
れ
は
断
じ

て
違
う
。
つ
ま
り
、
作
家
は
〈
育
て
る
〉
も
の
で
は
な
い
、〈
育
つ
〉
も
の
で
ね
。
編
集
者
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
サ

ポ
ー
タ
ー
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
」

　

つ
い
で
に
、
吉
行
と
大
久
保
の
縁
に
つ
い
て
、
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
添
え
て
お
き
た
い
。

　

吉
行
の
三
十
枚
の
作
品
「
花
束
」
が
一
九
六
三
（
昭
和
38
）
年
の
「
群
像
」
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、

原
稿
は
作
者
自
身
が
編
集
部
へ
持
参
し
た
。
す
る
と
大
久
保
が
「
小
説
の
最
後
が
き
ま
っ
て
い
な
い
」
と
注
文
を
つ

け
た
。
終
章
で
主
人
公
が
菊
の
花
を
齧
る
の
だ
が
、「
そ
の
描
写
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
。
と
に
か
く
実
際
に
齧
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っ
て
み
な
さ
い
」
と
言
い
、
編
集
部
員
の
徳
島
高
義
に
、
近
く
の
花
屋
で
買
っ
て
く
る
よ
う
命
じ
た
。
す
る
と
徳
島

が
電
光
石
火
、
菊
の
花
を
一
本
だ
け
持
っ
て
戻
っ
て
き
た
。
会
社
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
降
り
た
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
花

屋
が
あ
る
に
し
て
も
、
あ
ま
り
に
も
速
す
ぎ
る
。
そ
れ
で
吉
行
は
、
あ
れ
は
講
談
社
内
の
便
所
に
飾
っ
て
あ
っ
た
花

で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
そ
う
い
う
花
を
食
わ
せ
た
の
だ
と
疑
い
、
そ
の
後
講
談
社
へ
行
く
た
び
に
便
所
を
の
ぞ
い

て
み
た
と
い
う
が
、
花
な
ど
飾
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
し
か
す
る
と
俺
か
ら
疑
わ
れ
た
か
ら
、
あ
れ
以
後
は
便
所

に
花
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
た
の
か
…
…
と
ふ
た
た
び
邪
推
す
る
。

　

こ
の
辺
り
の
疑
心
暗
鬼
は
い
か
に
も
吉
行
ら
し
い
が
、
さ
て
、
菊
を
齧
っ
た
結
果
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

「
わ
が
文
学
生
活
」
で
こ
う
打
ち
明
け
て
い
る
。

「
主
人
公
は
そ
の
菊
の
花
を
自
分
に
対
す
る
怒
り
み
た
い
な
も
の
と
と
も
に
齧
る
。
菊
の
花
弁
と
い
う
の
は
付
け
根

の
ほ
う
が
管
に
な
っ
て
い
る
の
ね
。
口
の
中
へ
入
れ
る
と
、
一
挙
に
ふ
く
ら
む
ん
だ
。
歯
が
欠
け
る
夢
っ
て
い
う
の

を
み
る
こ
と
が
あ
る
。
歯
が
欠
け
て
ね
、
欠
け
た
の
が
粉
に
な
っ
て
、
口
が
ふ
く
ら
ん
で
く
る
よ
う
な
。（
略
）
じ

つ
に
厭
な
ん
だ
よ
ね
、
そ
の
感
じ
に
似
て
い
る
ん
で
す
ね
。
で
、
や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
仮
に
便
所
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

齧
っ
て
よ
か
っ
た
、
や
っ
ぱ
り
や
っ
て
み
る
も
ん
だ
っ
て
い
う
気
が
し
た
な
あ
」（
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ア
ー
は
徳
島
高
義
）

　

こ
れ
は
し
か
し
吉
行
と
大
久
保
の
関
係
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
よ
り
、
吉
行
淳
之
介
と
い
う
作
家
の
意
外

な
素
直
さ
と
、
歯
に
関
す
る
き
わ
め
て
個
人
的
で
繊
細
な
事
情
を
示
す
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、

吉
行
の
下
顎
の
歯
は
、「
群
像
」
に
最
初
の
長
篇
を
書
く
前
年
の
三
十
三
歳
（
昭
和
32
年
）
で
総
入
れ
歯
と
な
っ
て
い

た
。
ど
う
や
ら
、
十
六
歳
で
罹
っ
た
腸
チ
フ
ス
の
折
に
出
た
高
熱
で
、
琺
瑯
質
が
脆
く
な
り
、
以
来
、
歯
に
は
悩
ま
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さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

話
を
も
ど
せ
ば
、
第
三
の
新
人
に
対
す
る
悪
評
の
な
か
、「
群
像
」
か
ら
励
ま
さ
れ
て
、
安
岡
、
吉
行
は
初
の
長

篇
に
挑
ん
だ
。
結
果
、
掲
載
さ
れ
た
の
が
、
安
岡
章
太
郎
「
舌
出
し
天
使
」（
二
百
五
十
枚
）
と
吉
行
の
「
男
と
女
の

子
」（
二
百
十
枚
）
で
あ
る
。

「
五
ヵ
月
か
か
っ
て
二
百
枚
余
り
の
作
品
を
書
い
た
。
そ
れ
を
読
ん
で
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
大
久
保
氏
は
じ
め
編
集

部
諸
氏
に
よ
っ
て
論
理
の
曖
昧
さ
文
章
の
曖
昧
さ
を
き
わ
め
て
的
確
に
指
摘
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
修
正
に
二
十
日
間

か
か
っ
た
」（『
私
の
文
学
放
浪
』）

　

そ
し
て
作
品
に
つ
い
て
の
こ
ん
な
自
己
評
価
と
分
析
が
添
え
ら
れ
る
。

「
私
の
作
品
も
、
安
岡
の
作
品
も
比
較
的
好
評
を
得
た
が
、
十
分
な
成
功
作
と
は
言
え
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、

私
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
後
一
年
間
に
発
表
し
て
好
評
を
得
た
短
篇
群
（「
娼
婦
の
部
屋
」「
寝
台
の
舟
」「
鳥
獣

虫
魚
」「
青
い
花
」「
海
沿
い
の
土
地
で
」「
手
鞠
」
な
ど
）
が
書
け
た
の
は
、
こ
の
長
い
作
品
の
発
表
が
キ
ッ
カ
ケ

に
な
っ
た
と
い
え
る
」（
同
前
）

　

自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、
十
分
な
る
成
果
と
し
て
の
最
初
の
作
品
は
や
は
り
、
長
篇
「
男
と
女
の
子
」
以
後
の
幾

つ
か
の
短
篇
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
「
男
と
女
の
子
」
を
書
い
て
か
ら
の
執
筆
量

に
は
舌
を
巻
く
。
吉
行
淳
之
介
と
い
う
量
産
型
で
な
い
作
家
に
し
て
は
、
破
格
の
生
産
量
な
の
で
あ
る
。「
娼
婦
の

部
屋
」
は
「
男
と
女
の
子
」
が
発
表
さ
れ
た
翌
月
の
六
月
号
（「
中
央
公
論
」）、「
寝
台
の
舟
」
は
同
じ
年
の
十
二
月

号
（「
文
學
界
」）、「
鳥
獣
虫
魚
」
は
翌
年
の
三
月
号
（「
群
像
」）、「
青
い
花
」
は
七
月
号
（「
新
潮
」）、「
海
沿
い
の
土
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地
で
」
は
十
月
号
（「
群
像
」）、
そ
し
て
「
手
鞠
」
は
十
一
月
号
（「
新
潮
」）
の
掲
載
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
二
年
間
、

ほ
か
に
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
系
の
小
説
が
十
二
篇
（
う
ち
一
篇
は
「
週
刊
現
代
」
へ
の
38
回
の
連
載
小
説
「
す
れ
す

れ
」）、
随
筆
・
書
評
・
映
画
評
・
座
談
・
対
談
は
六
十
三
に
の
ぼ
っ
た
。
職
業
作
家
と
し
て
の
本
格
的
な
出
発
で
あ

る
と
同
時
に
、
肺
区
域
切
除
か
ら
の
完
全
な
る
回
復
が
告
げ
ら
れ
た
と
言
っ
て
い
い
。

「
吉
行
氏
の
文
学
に
つ
い
て
人
々
は
し
ば
し
ば
、「
冷
た
い
人
工
性
」
と
か
「
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
」
と
か
「
し
ゃ
れ

た
繊
細
さ
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
す
る
。
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
さ
ら
に
〝
荒
涼
と
ニ
ヒ
ル
な
抽
象

性
〟
と
い
う
言
い
方
さ
え
加
え
た
い
が
、
同
時
に
「
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
感
じ
も
深
く
も
っ
て
き
た
。
彼

の
文
学
は
〝
非
人
間
的
な
ま
で
に
人
工
的
〟
で
あ
る
と
同
時
に
〝
な
ま
な
ま
し
い
ほ
ど
生
命
的
〟
で
も
あ
る
」（「
世

界
を
支
援
せ
よ
」）

　

こ
れ
は
吉
行
の
『
花
束
』（
中
公
文
庫
）
に
あ
る
日
野
啓
三
に
よ
る
解
説
文
の
一
節
だ
が
、
最
後
の
「
な
ま
な
ま
し

い
ほ
ど
生
命
的
」
と
い
う
語
が
き
わ
立
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
使
わ
れ
る
「
生
命
的
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
少
な
く
と
も
「
娼
婦
の
部
屋
」
以
前
の
吉
行
作
品
に
は
気

配
が
薄
い
。
日
野
が
書
く
よ
う
に
、「
冷
た
い
人
工
性
」
や
「
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
」
も
の
、「
し
ゃ
れ
た
繊
細
さ
」
が

吉
行
作
品
の
特
質
で
あ
り
、
た
と
え
ば
登
場
人
物
と
な
る
男
は
、
醒
め
た
眼
で
女
を
見
つ
め
、
そ
の
体
（
吉
行
作
品

で
は
「
軀
」）
を
も
の

0

0

の
よ
う
に
扱
う
。
そ
こ
に
男
女
の
熱
い
交
錯
は
な
い
。
男
女
の
「
恋
愛
」
は
、
少
な
く
と
も

そ
れ
ま
で
の
吉
行
の
作
品
か
ら
は
遠
ざ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
禁
を
破
る
よ
う
に
し
て
書
か
れ
た
の
が
、
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