
虚
、
実
　
の
　
系
　
脈

－
　
明
治
初
頭
　
の
　
小
説
意
識
　
－

わ
が
国
に
お
い
て
、
虚
実
の
観
念
が
、
俳
論
の
上
に
成
熟
し
た
こ
と
は
、
改

め
て
言
う
ま
で
も
な
い
と
亡
ろ
で
あ
る
。
す
で
に
早
く
、
宗
田
の
独
吟
百
日
前

書
に
、
「
俳
詔
の
道
虚
を
先
と
し
て
輿
妄
後
と
す
」
と
見
え
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
全
体
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
自
負
言
で
は
な
く
、
和
歌
・
連
歌
に
対
す
る

一
応
の
卑
辞
と
し
て
う
け
と
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
う
い
う
発
想
を
う
け
つ
い

で
、
さ
ら
に
ま
と
も
に
虚
実
を
対
応
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
鬼
貫
の
「
ま
こ
と
」

「
い
つ
わ
り
」
の
諭
も
、
薫
風
の
虚
実
論
も
出
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

薫
風
に
お
け
る
虚
輿
論
の
大
成
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
支
考
だ
が
、
か
れ

に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
主
に
実
際
的
な
表
現
方
法
の
論
と
し
て
あ
っ
た
虚
実
論

を
い
わ
ば
形
而
上
化
し
て
、
虚
の
哲
学
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
観
念
論
争
っ

ち
出
す
こ
と
に
な
る
。
表
甜
方
法
論
と
し
て
の
慮
輿
論
が
漢
詩
に
お
け
る
中
田

の
虚
輿
論
の
形
瞥
下
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
支
考
に
お
け
る
虚
の
哲
学
を
支
え
た
も
の
は
、
仏
教
に
お
け
る
空
窯
の
観

念
、
ま
た
、
老
荘
に
お
け
る
太
虚
の
懇
芯
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

磯

　

　

貝

　

　

英

　

　

夫

「
虚
実
の
自
在
」
と
い
っ
た
こ
と
を
説
く
文
考
の
論
法
自
体
は
、
ま
こ
と
に

東
洋
的
に
自
在
で
、
超
人
か
ら
「
何
集
配
狂
の
望
己
聞
く
や
う
に
て
喝
が
明
か

ず
」
と
非
難
さ
れ
た
よ
う
な
性
路
を
た
し
か
に
持
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
当

時
の
慧
監
竺
紋
の
性
路
で
も
あ
っ
て
、
と
に
か
く
、
か
れ
に
お
い
て
、
詩
の

根
源
に
鹿
の
輿
芯
が
す
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
文
学
論
史
上
に
お
い
て
注
目
す
べ

き
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ま
で
の
歌
論
そ
の
他
に
お
い
て
も
、
た
と

え
ば
花
実
の
対
応
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
虚
の
必
要
性
の
自
覚
は
決
し
て
な
く

は
な
い
の
だ
が
、
実
の
根
源
に
虎
を
見
る
よ
う
な
、
あ
る
意
味
で
徹
底
し
た
思

念
の
発
場
は
、
や
は
り
こ
こ
ま
で
菜
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た

と
え
、
そ
れ
が
老
荘
的
観
念
の
移
入
に
す
ぎ
ず
、
．
創
作
論
と
し
て
空
理
に
ち
か

か
っ
た
と
し
て
も
、
文
学
の
上
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
発
想
の
登
場
自
体
が
注

目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

物
語
の
論
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
う
発
想
は
つ
い
に
登
場
し
な
か
っ
た
。
虚

実
の
対
生
思
識
そ
の
も
の
は
、
前
提
的
に
実
感
表
出
物
と
し
て
容
態
d
れ
て
い

る
詩
宗
列
よ
り
も
、
出
精
作
と
し
て
の
物
語
の
方
に
、
当
然
、
早
く
ま
た
鋭
く

ぁ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
、
平
安
朝
に
お
け
る
、
物
語
に
つ
い
て
の
反
竺
息
謡
に

頻
出
す
る
「
そ
ら
ご
と
」
の
岩
念
は
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
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「
そ
ら
ご
と
」
競
珊
l
接
が
、
そ
の
こ
と
ば
に
本
来
的
に
附
訂
し
て
い
る
否
罠
的
意
味

あ
い
を
超
え
て
進
む
こ
と
は
き
わ
め
て
田
猥
で
あ
っ
た
。
既
出
論
と
し
て
の
、

近
松
の
有
名
な
虚
実
皮
膜
の
論
は
、
や
は
り
、
芭
詩
論
の
影
響
を
う
け
た
創
作

論
と
し
て
う
け
と
ら
れ
る
が
、
こ
の
漠
然
と
し
た
二
体
論
が
ま
ず
そ
の
上
限
で

あ
ろ
う
。

全
体
と
し
て
、
物
語
に
つ
い
て
の
反
省
意
識
は
、
つ
ね
に
、
異
に
対
し
て
、

虚
偽
の
意
識
・
無
用
の
意
識
に
な
や
ま
さ
れ
つ
づ
け
、
結
局
、
そ
れ
を
運
転
さ

せ
る
よ
う
な
発
想
を
生
み
だ
す
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
点
で
、
俳
論
の
場
合
と
対
照
的
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
は
、
当
然

理
由
が
あ
る
。
第
一
、
基
本
的
に
心
情
の
表
出
物
と
し
て
、
ほ
か
に
対
立
的
な

難
関
物
を
持
た
な
い
詩
の
場
合
と
、
郡
を
叙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に

具
鉦
・
庶
史
の
類
と
鎧
合
対
比
の
関
係
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
物
語
の
瘍
令
と

で
は
、
お
の
ず
か
ら
発
想
の
質
が
変
っ
て
く
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
折
氏
物
語

の
な
か
の
物
語
論
で
は
、
対
立
物
と
し
て
の
日
本
紀
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
う
い
う
相
対
の
場
に
お
い
て
、
物
語
は
い
や
お
う
な
く
そ
の
意
味
を
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ
う
い
う
緊
張
は
詩
の
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
物
語
は
、
現
実
・
人
生
の
総
体
に
よ
り
近
い
だ
け
に
、
そ
こ
で
は
、

宍
メ
生
上
の
詰
問
祝
－
－
効
房
の
問
題
・
伶
聖
の
間
置
な
ど
が
、
必
然
的
に
大

き
な
問
檻
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
情
緒
表
出
物
と
し
て
、
l
応
そ
う
い
う

も
の
と
離
れ
て
存
在
し
う
る
詩
と
、
そ
の
点
で
ち
が
う
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
詩
に
お
い
て
も
、
仏
教
的
遺
念
に
向
き
あ
っ
て
は
、
自
己
否
足
的
な
狂
言

綺
語
観
が
生
ま
れ
て
き
た
り
も
す
る
の
だ
が
、
事
態
は
、
当
然
、
物
語
弄
列
に

お
い
て
さ
ら
に
重
い
の
で
あ
る
。

物
語
の
反
省
意
識
に
お
い
て
、
良
具
の
対
立
意
識
が
特
に
き
び
し
く
、
つ
ね

に
、
虚
が
、
真
に
向
き
あ
っ
て
卑
小
感
に
つ
き
ま
と
わ
れ
つ
づ
け
た
こ
と
の
棍

本
に
は
、
こ
う
い
う
事
情
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
場
合
の
「
冥
」
の
概
念
に
、
か
な
り
の
ひ
ろ
が
り
が

あ
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
一
の
義

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

は
、
事
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
事
実
を
記
録
し
た
実
録
・
史
輿
で

あ
る
。
そ
の
帯
二
は
、
い
わ
ゆ
る
等
什
宍
の
薄
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
第
二
の

意
味
は
、
本
来
的
に
、
政
情
の
前
提
的
容
認
の
上
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
性
質
の

も
の
で
、
虚
そ
の
も
の
が
一
重
的
に
不
信
の
対
象
と
し
て
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
状
態
の
な
か
で
は
、
明
桔
な
年
賀
の
班
念
は
生
ま
れ
る
ペ
く
も
な
い
。

串
黒
、
近
世
ま
で
に
、
写
呉
は
あ
っ
て
も
、
年
賀
巴
論
と
い
っ
た
も
の
は
登
場

し
て
い
な
い
。
（
宝
長
の
す
ぐ
れ
た
物
語
論
も
、
こ
の
虚
実
の
問
題
を
論
由
化

し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
る
い
は
、
そ
の
摸
詩
論
的
苑
恕
そ
の
も
の
を
き
ら

っ
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
）
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
時
期
の
「
実
」
と
い
一

え
ば
、
ほ
と
ん
ど
第
一
の
意
味
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
の
　
8
1

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

だ
が
、
そ
こ
に
さ
ら
に
別
の
琶
味
あ
い
が
附
嵩
し
て
く
る
バ
そ
の
第
l
が
、

質
問
・
賀
効
の
義
で
あ
り
、
㌫
二
が
、
道
・
倫
理
の
票
で
あ
る
。
事
冥
が
異
相

に
つ
な
が
る
の
は
当
然
だ
が
、
そ
こ
に
ま
た
、
実
1
－
ま
こ
と
1
道
と
い
う

発
想
迂
関
に
お
け
る
伶
理
意
語
が
重
な
り
あ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
稿
に
お
け
る
尖
の
E
心
悪
が
強
力
な
場
合
に
は
、
良
の
物
語
は
、
所

詮
、
な
ぐ
さ
み
も
の
・
た
わ
む
れ
ご
と
と
し
て
自
己
を
意
識
す
る
は
か
は
な

い
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
は
な
ら
ぬ
と
考
え
た
と
き
に
は
、
鐙
を
貴
て
て
実
録
に

近
づ
く
か
、
あ
る
い
は
、
長
を
賃
の
半
面
で
あ
る
椅
巴
に
種
属
さ
せ
て
、
つ
ま

り
、
教
戒
の
共
と
化
し
て
、
容
訂
す
る
か
、
の
ど
ち
ら
か
の
方
向
へ
進
ま
ざ
る

を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
冥
際
に
、
仏
教
的
道
の
意
識
の
盛
ん
な
中
世
期
に
は
、
物



語
は
多
く
教
戒
の
共
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
し
、
ま
た
、
儒
貴
的
輿
臓
椅
理
忠
思

が
支
配
力
を
持
っ
た
近
世
の
特
に
後
期
に
は
、
物
語
類
は
、
み
ず
か
ら
を
戯
作

の
庖
置
に
置
い
て
あ
ま
ん
ず
る
か
、
あ
る
い
は
、
馬
票
の
よ
う
に
、
一
方
で
項

録
に
近
づ
く
と
と
も
に
他
方
で
勧
徴
の
意
を
花
立
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
い

き
か
た
を
と
る
か
の
、
二
様
の
生
態
に
お
い
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

倫
甲
主
語
に
よ
る
政
治
的
弾
圧
の
な
か
で
は
、
そ
の
両
崇
が
損
合
し
て
、
拗

懲
を
欺
袋
す
る
娯
楽
作
品
も
大
量
に
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
い
へ
ん
大
ま
か
だ
が
、
以
上
が
、
些
戸
畑
ま
で
の
物
語
系
流
に
お
け
る
虚

実
関
係
の
意
識
の
大
概
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
の
い
ま
の
関
心
は
、
そ
う
い

ぅ
虚
実
意
識
の
明
治
に
入
っ
て
の
動
き
の
上
に
あ
る
。
実
際
に
、
日
本
の
物
語

系
は
、
画
期
的
な
実
学
時
代
で
あ
る
明
治
期
に
突
入
し
て
、
最
も
撫
酷
か
つ
尖

鋭
な
か
た
ち
で
虚
実
の
問
題
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
反
応

ぶ
り
が
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
注
目
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
状
況
を
江
戸
期
の
延

長
根
上
に
追
う
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

〓

明
治
に
な
っ
て
、
虚
実
の
論
が
、
物
語
市
に
お
け
る
伝
統
的
な
虚
実
観
か
ら

は
っ
き
り
離
れ
、
ま
た
、
俳
論
的
虚
実
観
を
も
癖
え
て
新
し
い
両
目
を
示
す
の

は
、
第
一
に
は
、
実
相
に
よ
っ
て
血
相
を
写
す
と
論
じ
た
四
迷
に
お
い
て
で
あ

り
（
「
小
説
総
論
」
明
誓
、
第
二
に
は
、
わ
が
国
お
よ
び
中
国
の
談
理
者
に

濫
用
さ
れ
た
虚
実
の
対
語
を
き
ら
っ
て
、
患
実
の
対
に
よ
っ
て
文
学
を
論
じ
た

悶
外
に
お
い
て
で
あ
る
（
「
『
文
学
卜
自
然
』
ヲ
詑
ム
」
明
2
2
以
下
）
、
と
私
は

考
え
る
。
追
遠
は
、
こ
れ
ら
と
は
ま
た
一
応
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
私
が
こ
こ
で
眺
め
よ
う
と
思
う
の
は
、
そ
れ
以
前
に
お
け
る
戯
作
者
た
ち

の
意
識
の
動
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
で
き
れ
ば
、
新
文
学
の
試
作
者
た
ち
の
そ

れ
で
あ
完
。
こ
の
時
期
の
文
学
思
想
全
般
の
引
き
に
つ
い
て
は
、
柳
田
栗
氏
の

近
著
『
明
治
初
期
の
文
学
思
想
r
缶
に
く
わ
し
い
が
、
こ
こ
で
は
、
初
期
作
品
の

序
文
賃
を
た
ど
っ
て
、
そ
の
発
想
の
動
き
を
追
っ
て
み
た
い
。

仮
名
垣
魯
文
の

や
つ
が
れ
、
J
ろ

『
甜
西
洋
這
中
莞
喜
初
絹
の
凡
例
（
明
3
・
9
）
に

は
、
「
僕
年
完
競
作
の
筆
に
口
を
粕
せ
ど
滑
稽
の
道
に
疎
く
笑
語
頂
る
不
可

さ
、
つ
し

に
し
て
斯
る
稗
史
を
軍
ら
ん
こ
と
世
の
嘲
り
を
招
く
に
似
た
れ
ど
活
計
を
如
何

せ
ん
」
と
あ
る
。
慣
例
的
な
単
一
上
調
だ
が
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
当
時
の
既
作

者
の
自
然
の
情
念
は
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
れ
を
う
け
て
、
堕
二
編
自
序

け

い

せ

い

　

ラ

そ

　

ま

こ

と

　

ま

こ

と

　

う

（
研
4
・
1
）
に
は
、
「
戯
作
者
と
娼
妓
は
。
虚
謀
が
訳
尖
で
。
真
面
目
が
妄

語
な
り
。
」
と
い
っ
た
脱
文
も
出
て
く
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
年
秋
の
窮
拾
福
に
は
、
「
其
趣
英
文
輿
．
望
属
ス
ト
躇
モ
責

蒙
婦
女
ヲ
シ
テ
罵
其
地
名
事
情
ヲ
知
ラ
シ
メ
竿
ス
其
方
位
虫
程
ヲ
知
ラ
シ
ム
是

レ
世
間
ノ
妄
説
些
言
ノ
習
ト
全
日
ノ
論
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
、
こ
の
本
の
実
際
的
有

効
性
を
宣
伝
す
る
、
友
人
昌
一
の
序
を
つ
け
、
ま
た
、
魯
文
の
筆
と
し
て
最
後

に
な
る
第
拾
を
編
（
開
5
・
1
）
に
は
、
「
開
化
の
兄
を
も
て
諭
る
時
は
小
説

ノ
ヽ
わ
く

も
大
道
の
粟
に
し
て
寓
言
必
ず
相
賀
の
試
た
り
な
ん
ぞ
戯
れ
の
み
な
ら
ん
や
」

と
な
へ

「
自
今
以
て
稗
史
の
号
を
廃
し
戯
作
者
の
戯
の
字
を
除
き
著
作
師
或
は
翠
述
家

た
t
え

と
称
て
可
な
ら
ん
」
と
い
う
、
ま
こ
と
に
昂
然
と
し
た
、
久
保
田
重
信
の
銀
を

の
せ
て
い
る
。

そ
の
五
年
四
月
に
「
三
条
の
故
意
」
が
発
令
さ
れ
、
魯
文
と
有
人
が
、
「
良

ヲ
主
ト
シ
実
ヲ
客
ト
シ
」
て
き
た
「
従
来
ノ
作
風
ヲ
一
変
シ
」
、
三
条
の
趣
旨

に
軍
っ
旨
の
「
著
作
遺
言
き
上
げ
」
を
提
出
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
に
お
け
る
序
の
変
貌
は
、

そ
こ
に
い
た
る
空
気
の
反
映
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
世
は
あ
げ
て
実
学
万
能
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の
時
代
と
な
り
、
戯
作
者
も
四
、
五
名
に
ま
で
減
少
し
た
（
「
著
作
遠
書
き
上

げ
」
）
よ
う
な
時
勢
の
動
き
の
な
か
で
、
こ
う
い
う
滑
稽
本
も
、
実
用
性
と
ま

じ
め
さ
を
表
に
う
た
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
第
三
編
の
序

で
は
、
う
そ
を
う
そ
と
し
て
ロ
≡
出
す
る
戯
作
者
に
堕
地
獄
の
罪
は
な
い
と
強
調

し
て
い
た
の
に
、
十
、
十
一
編
の
序
で
は
、
妄
言
寓
説
排
除
の
説
を
か
か
げ
る

に
い
た
る
、
そ
ん
な
矛
盾
に
特
別
こ
だ
わ
る
戯
作
者
た
ち
で
も
な
か
っ
た
の
だ

が
、
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
時
の
流
れ
の
忠
実
な
反
映
が
あ
っ

た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

そ
し
て
、
こ
こ
に
あ
き
ら
か
に
、
実
の
前
に
動
揺
し
、
実
に
あ
や
か
っ
て
切

ヽ

り
抜
け
よ
う
と
す
る
、
虚
の
一
つ
の
典
型
的
な
動
き
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
戯
作
者
自
身
、
三
条
の
改
憲
あ
た
り
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
多
く
、
新
開

界
に
入
っ
て
実
の
仕
事
に
つ
く
か
、
あ
る
い
は
、
少
数
の
作
品
活
動
も
実
録
も

の
へ
移
行
す
る
、
と
い
う
風
に
な
る
。

そ
の
一
つ
、
校
村
春
輔
の
『
復
百
夢
物
語
』
は
、
初
編
自
序
（
明
6
・
4
）

く
比
へ

に
、
「
醒
る
復
古
の
夢
物
語
は
。
滑
稽
僧
蕗
の
波
欄
を
加
筆
ず
。
事
実
時
勢
を

う
つ
　
　
　
み

其
ま
ゝ
に
。
著
し
て
覗
す
る
等
再
興
。
」
と
う
た
い
、
ま
た
、
標
野
有
人
の

『
近
世
紀
聞
』
初
編
の
序
（
明
7
・
H
）
は
、
「
貌
言
は
花
也
至
言
は
実
也
」

み

き

き

　

　

　

　

　

　

も

と

よ

h

ソ

と
説
き
お
こ
し
て
、
「
見
聞
の
侭
を
普
く
記
せ
ど
原
采
実
事
な
る
か
ら
に
枝
葦

さ
び
し
　
　
　
　
さ
も
に
お
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み

も
飾
れ
る
色
な
け
れ
ば
抑
楕
さ
秋
に
労
狩
是
に
於
て
画
を
加
え
婦
幼
の
眼
を
巻

き
し
む
」
と
述
ヾ
て
い
る
。
事
実
性
尊
重
の
姿
勢
が
あ
り
あ
り
と
見
ら
れ
る
わ

け
で
あ
る
。

な
お
、
時
は
す
こ
し
お
く
れ
る
が
、
三
条
の
改
憲
に
関
し
て
興
味
ぶ
か
い
資

料
が
あ
る
。
講
談
師
松
林
伯
団
の
『
欝
賢
新
編
伊
香
保
土
産
』
初
編
（
明

は
・
1
）
　
に
、
フ
ァ
ン
で
あ
る
描
浜
の
秒
損
が
一
文
を
寄
せ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
こ
に
、
「
（
伯
図
は
）
世
は
文
折
の
域
に
進
み
専
ら
人
智
開
運
す
る
の
秋
に

際
し
身
教
導
師
の
尊
称
を
辱
う
す
る
に
到
て
大
に
視
る
所
あ
り
て
如
斯
有
害
無

み
み

益
の
雑
談
を
童
毅
の
耳
菜
に
橘
る
を
址
て
張
扇
と
共
に
断
然
之
を
硝
粟
し
専
ら

新
聞
に
拠
て
事
理
明
確
な
る
新
譜
を
演
舌
す
」
と
、
率
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
伯
団
が

教
導
師
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
こ
れ
で
明
ら
か
だ
が
、
そ
れ
に
対
す
る
こ
う
い

う
反
応
ぶ
り
は
、
当
時
の
戯
作
者
全
般
に
通
じ
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
伯
田
の
作
品
は
、
実
万
能
の
な
か
で
一
た
び
は
相
投
に
衰
出

し
た
戯
作
が
、
世
の
中
も
一
応
お
ち
つ
い
て
、
小
新
開
の
つ
づ
き
物
掲
故
を
き

っ
か
け
に
か
な
り
め
ざ
ま
し
く
復
興
し
て
き
た
時
期
の
作
品
で
あ
る
が
、
十
年

こ
ろ
か
ら
の
こ
の
復
興
が
、
や
は
り
実
を
表
立
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
新
流
行
の
さ
漣
が
け
を
な
し
た
、
久
保
田
彦
作
の
『
烏
追
何
校
海
上
新

託
し
初
編
の
魯
文
の
叙
（
肌
1
1
・
1
）
は
、
「
温
故
知
新
の
大
実
録
」
を
標
捺

し
、
そ
の
督
又
の
『
高
橋
阿
伝
夜
叉
謂
』
の
緒
言
（
明
1
2
・
2
）
　
は
、
「
本
編

は
略
そ
の
実
に
近
さ
を
採
り
倍
々
糊
か
文
飾
し
て
男
児
婦
劫
の
初
役
一
m
に
供

ふ
る
而
己
」
と
述
べ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は
、
実
際
は
、
今
日
の
い

わ
ゆ
る
実
話
物
語
と
は
ほ
お
な
じ
も
の
で
、
実
話
を
借
り
て
、
ま
こ
と
の
と
こ

ろ
は
択
奄
物
語
を
娯
楽
に
供
す
る
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。
勧
態
も
も
ち
ろ
ん

た
て
ま
え
で
あ
る
。

お
き
ぬ

岡
本
拗
造
『
校
規
阿
衣
花
酒
仇
夢
』
三
宿
の
叙
（
折
目
・
9
）
は
、
「
前
編

に
阿
八
重
が
亡
魂
ら
し
き
も
の
を
お
H
に
か
け
L
は
是
ぞ
和
紀
病
の
何
た
る
を

こ
ど
も
し
l
少

琶
男
女
に
会
得
さ
せ
ん
L
L
の
方
便
に
一
寸
す
ご
み
を
持
た
せ
し
の
み
」
と
わ
ざ

は
な
あ
や
め
ぶ
し
げ
の
な
り
ゆ
き

わ
ざ
こ
と
わ
り
、
ま
た
、
岡
本
起
泉
冒
．
妄
　
阿
禁
荘
未
』
二
編
の
叙
（
明

さ
う
し
　
　
　
　
　
　
う
そ
　
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

1
3
・
3
）
　
に
は
、
「
古
は
冊
子
を
綴
る
に
藍
を
旺
ね
ば
売
れ
ず
今
は
実
を
記
さ

ね
ば
見
る
人
な
し
古
今
看
客
の
変
更
す
る
折
の
如
し
ア
、
メ
ン
望
な
世
の
中
と

」

ぺ

　

　

　

　

　

　

　

ぶ

ち

な
っ
て
…
：
お
さ
き
が
箪
少
も
再
綜
七
て
と
有
の
侭
に
打
ま
け
る
大
岡
も
時
の
廻

ふ
し
き

り
合
せ
と
現
か
ら
折
っ
て
見
る
と
不
倒
も
な
く
」
云
々
と
蔓
ら
れ
て
い
る
。
こ
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の
あ
た
り
に
、
当
世
流
の
合
理
主
発
・
突
忠
恕
に
忘
の
あ
い
さ
つ
を
送
り
つ

つ
、
実
際
に
は
昔
な
が
ら
の
技
法
で
詔
を
進
め
て
い
っ
た
そ
の
実
態
が
、
か
な

り
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ま
と
の
よ
あ
ら
し

も
ち
ろ
ん
、
な
か
に
は
、
武
田
交
采
『
冠
校
真
土
夜
菰
勤
』
　
（
明
1
3
）
　
の
よ
う

に
、
か
な
り
忠
実
な
実
録
も
の
も
出
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
、
事
実
を
た
ど
・

る
こ
と
は
し
て
も
、
写
実
意
識
の
成
長
は
見
ら
れ
な
い
。
事
実
を
つ
な
ぐ
も
の

は
古
風
な
想
像
力
で
あ
り
、
こ
れ
を
裁
断
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ま
た
昔
な
が
ら

の
因
果
応
報
の
勧
懲
説
で
あ
っ
た
。

こ
の
頃
の
作
品
の
だ
い
た
い
が
そ
ん
な
性
質
の
も
の
で
、
し
か
も
、
そ
れ
が

大
衆
に
う
け
た
と
す
れ
ば
、
や
が
て
、
窮
屈
な
実
の
仮
面
も
ぬ
い
で
、
手
な
れ

た
娯
楽
品
提
供
と
い
う
方
向
へ
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
も
、
自
然
の
理
で

あ
ろ
う
。

「
白
銀
屋
文
七
の
実
録
に
写
真
の
阿
若
を
合
併
し
潤
色
な
せ
し
…
…
所
謂
七

虚
三
実
」
　
（
前
掲
『
新
編
伊
香
保
土
産
』
第
三
編
叙
、
明
1
2
・
3
）

．
「
此
吉
に
取
る
所
の
。
人
物
今
な
は
朝
野
の
問
に
在
す
を
以
て
虚
飾
を
旨
と

か

き

か

へ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ひ

お

す

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く

さ

こ

て

う

し

　

　

と

く

い

し
。
宗
翻
る
事
を
待
ざ
れ
ど
も
。
一
向
正
史
に
の
み
因
ば
。
合
巻
の
御
花
主

な
へ
ま
ぜ

に
は
。
侮
れ
て
不
向
な
る
故
に
。
想
像
説
の
虚
実
を
和
雑
。
…
…
」
　
（
桃
川
燕

ほ
め
つ
と
ふ

林
『
誉
集
花
洒
匝
木
戸
』
二
編
叡
＜
転
々
堂
主
人
∨
、
．
開
1
3
・
5
）

あ
h
ツ
さ
ま

「
仁
責
の
道
も
甲
ら
け
く
治
ま
る
田
代
の
形
勢
を
倍
て
綴
り
し
狂
言
綺
語
を

わ
が
も
の

我
有
顔
に
編
厩
の
名
も
恥
か
し
き
業
な
が
ら
…
…
」
　
（
武
田
交
采
『
宗
夜
鈍

つ
じ
1
へ
′
ら

十
字
辻
簑
』
五
編
叙
＜
芳
川
春
蕾
V
、
明
1
3
・
1
1
）

「
兼
て
璽
京
新
聞
に
掲
げ
て
御
評
判
に
預
り
し
近
来
の
妊
婦
於
竹
の
尾
胚
は

あ
だ
な

某
跡
畷
腔
と
し
て
綽
号
の
幻
碇
均
し
く
未
だ
判
黙
せ
ざ
る
所
も
あ
れ
ど
既
に
聞

指
し
喧
だ
け
を
面
白
く
宙
綴
り
・
…
⊥
　
（
岡
本
起
泉
『
幻
阿
竹
噂
の
聞
苔
』
初

編
叡
＜
芳
川
春
蓄
∨
、
開
1
4
・
1
）

実
の
名
目
の
か
げ
に
ひ
た
す
ら
身
を
か
く
す
の
で
な
′
＼
、
実
と
同
時
に
、
大

な
り
小
な
り
、
虚
を
も
表
に
か
か
げ
て
い
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
叙
の
特
色
で
あ

る
。
実
の
呪
縛
か
ら
の
離
脱
の
路
線
を
こ
れ
ら
の
上
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ

け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
、
実
を
超
え
た
新
し
い
虚
楕
意
識
な
ど
言
っ
た
ら

ま
ち
が
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
開
放
さ
れ
た
も
の
は
、
ほ
ぼ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

戯
作
意
識
で
あ
る
。

く

吾

I

う

し

　

あ

そ

ぴ

　

t

と

へ

「
此
合
葬
二
空
相
妓
罠
に
比
論
は
、
初
編
は
則
ち
初
会
に
て
、
質
は
二
編
の

か
ん
じ
ん
か
な
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
う
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
わ
り

肝
腎
郡
㌢
作
者
は
娼
妓
、
画
工
は
ま
た
、
衣
裳
と
部
屋
の
寄
に
ご
と
、
画
割

お
い
ら
ん

は
さ
か
な
の
本
文
を
、
引
立
さ
せ
る
巧
み
の
筆
先
、
名
に
お
ふ
当
帖
売
出
し
の
、

ぅ

し

ろ

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

げ

ん

じ

な

周
重
は
ん
を
後
見
に
ま
だ
引
込
み
の
於
の
字
名
同
様
、
戯
名
な
ら
ぬ
ひ
こ
さ
く

が
、
床
よ
り
硯
の
海
浅
く
、
手
管
も
何
も
白
波
や
、
他
人
の
作
意
を
借
着
の

ぅ

ち

か

け

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

じ

み

打
棺
、
こ
の
荒
出
も
三
会
日
、
ど
ふ
か
お
馴
染
を
つ
け
て
頂
虹
と
し
か
い
ふ
」

れ
う
り
こ
ひ
の
は
ら
わ
王

（
久
保
田
彦
作
『
荒
由
割
烹
鮮
魚
提
』
三
編
叙
、
囲
1
4
・
買
）

さ
き
の
、
『
四
絆
道
中
膝
栗
毛
』
の
な
か
に
も
、
戯
作
の
う
そ
と
娼
妓
の
う

そ
を
並
べ
た
叙
が
あ
っ
た
が
、
自
分
を
娼
妓
に
な
ぞ
ら
え
て
、
「
お
馴
染
を
つ

け
て
頂
較
」
な
ど
と
言
う
、
・
こ
ん
な
前
古
き
は
、
戯
作
意
識
も
柘
ま
っ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
作
品
は
魯
文
の
若
血
の
拉
骨
牽
胎
な
の
で
、
こ
の
製

作
意
記
は
、
あ
り
あ
わ
せ
の
話
で
客
の
機
焙
を
と
る
宵
闇
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど

お
な
じ
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
一
方
に
は
、
ま
と
も
な
拗
懲
意
識
の

作
品
も
な
く
は
な
い
の
だ
が
．
、
戯
作
昇
に
お
け
る
戊
復
活
を
支
え
た
意
識
は
、

全
体
と
し
て
、
こ
ん
な
風
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
荒
唐
無
稽
の
虚
構
の
類
も
大
手
を
ふ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ

て
、
か
え
っ
て
、
お
上
の
思
惑
や
大
衆
常
識
を
つ
よ
く
意
識
し
て
、
そ
の
上

に
、
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
に
勧
態
の
趣
意
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
な
や
り
か
た
が
、

一
般
化
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
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げ

わ

づ

ら

か

「
苛
に
は
婆
の
結
果
あ
り
悪
に
は
悪
の
柊
を
睾
せ
ぬ
宴
に
奇
珍
な
る
一
条
の

長
物
語
を
厩
換
へ
例
の
賢
芸
に
仕
草
…
＝
」
（
花
笠
文
京
『
鋼
管
月

雨
日
記
』
序
詞
、
開
1
6
・
1
0
）

「
笈
に
文
政
年
間
博
徒
押
倍
を
以
て
世
に
鳴
河
内
山
の
事
跡
を
蔑
め
贋
衣
東

侠
客
と
顕
せ
し
一
小
冊
子
を
も
の
し
琶
裳
の
為
に
櫓
へ
て
翻
睾
徹
悪
の
一
助
と

為
る
は
金
香
氏
の
筆
力
に
し
て
鶴
声
社
主
人
の
老
婆
心
よ
り
成
る
な
り
鳴
呼
是

も
ま
た
文
明
進
歩
の
二
部
分
と
萱
ん
の
み
」
（
梅
亭
金
香
『
翻
内
田
礫
衣
菓

侠
客
』
叙
＜
梅
亭
金
管
∨
、
明
1
6
・
．
6
）

こ
ん
な
例
を
あ
げ
れ
ば
き
り
も
な
い
が
、
特
隼
後
者
な
ど
「
文
明
進
歩
」

と
ま
で
よ
く
も
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
塁
言
の
う
ら
の
真
意
は
、
次

の
よ
う
な
文
事
に
よ
く
あ
豆
勒
て
い
る
と
言
っ
て
よ
船
持
タ
フ
。
あ
し
き

「
此
頃
我
社
の
紙
面
へ
、
祝
賀
が
物
せ
し
明
治
小
僧
、
悪
を
記
し
て
霞
を
懲

ひ
め
と
の
七
ち

す
、
長
物
語
を
滑
稽
蛍
が
、
一
部
に
硯
て
新
年
の
、
売
物
に
為
し
婦
女
蓋
劫

の
、
脛
下
の
お
伽
に
供
へ
な
げ
、
自
然
と
叶
ふ
勧
慾
の
、
道
は
ぬ
か
ら
ぬ
商
法

年
⊥
（
雑
賀
柳
香
『
明
治
小
僧
哩
の
高
松
』
叙
＜
伊
東
橋
塘
∨
明
ほ
・
1
2
）

こ
の
一
貫
に
は
、
勧
懲
と
商
法
と
が
ま
こ
と
に
自
然
に
掠
揖
し
て
い
て
興
味

ぶ
か
い
の
だ
が
、
こ
う
い
う
文
か
ら
お
の
ず
か
ら
伺
わ
れ
る
の
は
、
勧
懲
も
す

な
わ
ち
こ
れ
商
売
と
わ
り
き
っ
た
戯
作
意
識
で
あ
る
。

明
治
十
年
代
に
お
け
る
戯
作
復
興
の
実
態
が
ほ
ば
こ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
と

す
る
と
、
こ
れ
ら
が
、
十
年
代
末
の
新
文
学
登
場
の
機
運
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど

自
滅
す
る
に
い
た
る
の
も
、
ま
ず
は
当
然
の
運
命
と
し
か
言
え
な
い
の
だ
が
、

そ
う
い
う
な
か
で
は
、
彗
禍
仙
『
崇
岩
報
（
明
1
f
4
、
前
編
）
の
ー

つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
な
ど
は
、
わ
ず
か
に
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
さ
1
か
に
の
雲
の
上
人
で
も
あ
ま
さ
が
る
部
の
下
等
者
で
も
迷
ふ
は
恋
の

道
に
し
て
迷
ふ
が
散
に
物
の
哀
れ
は
是
よ
り
ぞ
知
る
と
粋
師
は
夙
に
穿
れ
た
り

然
ば
人
情
は
法
梓
規
則
外
の
棄
ペ
か
ら
ざ
る
物
と
言
ヾ
し
此
む
の
如
き
既
に
新

聞
雑
誌
に
出
て
世
に
浮
名
高
き
物
な
れ
ど
も
今
を
た
一
小
冊
子
と
放
し
血
気
い

ひ

め

と

の

た

ち

ま
だ
苧
ら
ざ
る
女
子
男
児
達
の
戒
め
草
に
物
し
た
り
L
を
良
の
巻
筆
の
鹿
に
因

マ
マ

み
あ
る
彼
の
放
次
席
に
肇
を
採
此
瑞
書
に
駈
出
す
も
叉
こ
れ
物
書
た
き
の
人
情

に
こ
そ
あ
れ
」
　
（
弄
花
庵
香
蘭
）

「
戒
め
茸
」
と
い
う
禁
語
と
結
び
つ
き
な
が
ら
も
T
物
の
哀
れ
」
1
「
人

情
」
の
強
調
に
一
文
の
主
意
は
あ
る
わ
け
で
、
事
実
、
こ
の
作
品
自
体
、
こ
の
時

期
の
戯
作
類
と
、
や
が
て
出
て
く
る
、
硯
友
社
の
よ
り
写
実
的
な
人
情
風
俗
小

説
と
の
問
を
つ
な
ぐ
、
ご
く
わ
ず
か
な
作
品
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ

る
。
だ
が
、
と
に
か
く
、
こ
の
程
段
の
人
情
強
調
さ
え
目
立
つ
ほ
ど
に
．
も
、
戯

作
一
般
は
、
閉
じ
ら
れ
た
通
俗
的
発
想
の
枠
内
に
い
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
戯
作
者
た
ち
は
、
突
思
想
の
未
曾
有
の
興
隆
の
前
に
、
一
た
び
は
ま

っ
た
く
自
信
を
喪
失
し
、
わ
ず
か
に
実
録
に
逃
げ
道
を
求
め
て
い
た
の
だ
が
、

た
ま
た
ま
、
実
録
の
物
語
化
が
時
好
に
投
ず
る
や
、
生
気
を
と
り
も
ど
し
て
、

昔
な
が
ら
の
勧
慾
の
尻
尾
を
つ
け
た
娯
楽
品
を
量
産
す
る
よ
う
に
な
っ
薫
と

大
ざ
っ
ぱ
に
あ
み
を
か
ぶ
せ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
か
ら
め
と
ら
れ
る
よ
う
な
状
態

に
お
い
て
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
も
っ
と
ま
と
も
に

大
文
学
に
近
づ
こ
う
と
し
た
者
も
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理
想
主
苑
も
封

建
時
代
の
形
式
倫
理
を
超
え
な
い
た
め
に
、
勧
魅
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
ん
だ
娯
楽

作
品
と
異
質
の
作
品
を
生
む
こ
と
も
ほ
L
C
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

虚
実
の
問
題
と
し
て
言
え
ば
、
か
れ
ら
は
、
実
録
か
つ
く
り
話
か
と
い
う
平

面
対
立
の
問
を
た
だ
往
来
し
た
だ
け
で
、
あ
る
い
は
、
虎
何
分
、
実
何
分
と
い

う
具
合
の
折
衷
を
考
え
た
だ
け
で
、
実
を
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
と
し
て
と
ら
え

て
、
文
学
の
質
を
変
え
よ
う
と
す
る
よ
う
な
発
想
は
、
い
っ
さ
い
あ
ら
わ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
明
治
初
期
の
、
合
理
主
義
と
実
恩
恵
の
未
曾
有
の
攻
勢
も
、
若
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局
、
江
戸
伝
来
の
作
家
た
ち
を
内
面
か
ら
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
結
論
づ

け
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
学
革
新
の
仕
事
は
、
新
し
い
教
養
を
身
に

つ
け
た
新
知
識
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

≡

そ
れ
な
ら
ば
、
翻
訳
文
学
か
ら
政
治
小
説
へ
進
み
、
さ
ら
に
近
道
ら
の
写
実

開
眼
ま
で
生
ん
だ
新
知
識
人
た
ち
の
文
学
意
識
の
動
き
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
も
う
、
わ
ず
か
な
余
白
の
許
す
範
囲
で
し
か
ふ
れ
ら
れ
な

い
が
、
や
は
り
、
戯
作
売
抗
よ
り
注
目
す
べ
き
発
恕
を
多
く
山
現
さ
せ
て
い
る
。

本
来
、
い
わ
ゆ
る
上
の
文
学
の
系
流
に
立
っ
て
い
る
、
明
治
の
知
的
エ
リ
ー

ト
た
ち
の
文
学
観
が
、
基
本
的
に
、
経
史
主
体
の
、
倫
理
的
、
実
践
的
性
格
の

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
う
い
う
な
か
か
ら
、
西
洋
の

文
学
に
刺
斑
さ
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
文
学
自
律
の
思
念
が
か
な
り
早
く
か

ら
現
れ
て
く
る
こ
と
が
、
な
か
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

序
文
類
と
し
て
そ
の
最
も
早
い
も
の
は
、
丹
羽
純
一
郎
訳
『
郡
錮
花
柳
寄

託
』
の
、
成
島
柳
北
の
翠
言
（
明
1
1
・
春
）
　
で
あ
ろ
う
。

「
而
シ
テ
彼
ノ
園
障
学
士
ハ
毎
必
ス
言
ハ
ン
ト
ス
情
史
世
二
於
テ
果
シ
テ
何

ノ
用
ヲ
為
ス
ヤ
適
マ
以
テ
誘
一
鞋
啓
訂
ノ
具
ト
ナ
ル
耐
巳
ト
噴
吾
徒
ノ
情
人
此
ノ

借
界
二
生
レ
テ
以
テ
情
史
ヱ
批
ム
是
レ
亦
造
物
主
ノ
賜
ナ
リ
人
蓋
茸
木
ト
同
シ

カ
ラ
ン
ヤ
花
柳
亦
惜
有
ル
カ
如
シ
人
蓋
花
柳
二
如
カ
サ
ル
可
ケ
ン
ヤ
世
上
ノ
オ

子
以
テ
如
何
卜
為
ス
カ
試
二
巻
首
二
書
シ
テ
以
テ
質
ス
」

こ
う
い
う
考
え
か
た
は
、
こ
の
前
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
柳
北
が
、
西
洋
に

お
い
て
実
学
と
同
時
に
情
を
も
尊
琵
す
る
空
気
の
あ
る
こ
と
を
、
市
長
見
関
し

て
き
た
結
果
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は
、
柳
北
特
有
の
反
時
代
的

情
念
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
テ
。
だ
が
、
何
に
せ
よ
、
こ

の
実
学
万
能
期
に
お
い
て
、
こ
う
い
う
、
情
お
よ
び
情
史
の
価
値
独
立
の
主
張

は
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ
い
た
い
、
明
治
に
お
け
る
、
小

説
の
価
値
の
白
枠
の
意
識
は
、
酉
押
詰
学
の
導
入
の
延
長
線
上
に
く
る
も
の
と

言
っ
て
よ
い
が
、
こ
れ
は
、
そ
う
い
う
も
の
と
は
ま
た
別
田
の
発
想
と
し
て
、

注
目
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

続
い
て
は
、
橘
覇
王
訳
『
春
風
情
話
』
の
訳
者
附
言
（
明
1
3
・
4
）
が
注
意

さ
れ
る
。

「
そ
の
物
語
因
果
応
報
の
こ
と
わ
り
に
も
と
づ
き
人
情
の
こ
ま
か
な
る
ふ
し

7
1
世
の
手
ぶ
り
の
さ
ま
ふ
＼
な
る
け
ぢ
め
を
も
あ
わ
れ
に
お
か
し
く
耽
な
し

心
ゆ
く
ば
か
り
に
書
き
写
し
て
い
と
も
！
1
お
も
し
ろ
き
壁
紙
な
り
か
つ
そ
の

事
ざ
ま
も
す
こ
ぶ
る
我
国
に
て
も
て
は
や
す
伝
記
小
説
に
似
た
れ
ば
こ
れ
を
読

み
見
ん
人
は
入
禿
の
汐
路
を
へ
だ
て
よ
ろ
づ
の
さ
ま
こ
と
な
る
国
に
て
も
物
の

あ
わ
れ
の
い
た
り
ふ
か
き
く
ま
は
な
は
た
が
へ
る
こ
と
な
く
て
そ
を
う
つ
せ
る

小
説
の
類
も
じ
ね
ん
に
お
も
む
き
を
お
な
じ
く
せ
る
を
知
り
ぬ
べ
し
」

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
、
宣
長
の
も
の
の
あ
わ
れ
諭
の
釆
流
に
立
つ
発

言
で
、
「
因
果
応
報
」
な
ど
と
い
う
も
の
の
混
入
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
市
況

の
理
念
が
全
般
に
も
っ
と
出
る
べ
く
し
て
出
て
い
な
い
だ
け
に
、
注
意
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
追
茄
の
『
小
説
神
髄
』
は

宣
長
説
を
大
き
く
引
用
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
、
宣
長

説
が
深
く
省
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
は
、
時
勢
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と

同
時
に
、
そ
れ
を
誘
発
す
る
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
作
品
が
出
な
か
っ
た
せ
い
で
も

あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
西
洋
の
よ
り
精
緻
な
人
情
描
写
が
、
比
較
的
に
早

く
、
こ
う
い
う
意
見
を
さ
そ
い
だ
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
そ
の
う
ら
づ
け
に

な
る
。政

治
小
説
は
、
そ
れ
自
体
が
本
粟
目
的
的
小
説
で
あ
る
だ
け
に
、
当
然
、
こ
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う
し
た
花
数
は
あ
ま
り
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
の
だ
が
（
「
小
説
神
髄
」
以
後

の
作
品
は
ま
た
別
で
あ
る
。
）
、
な
か
で
特
記
さ
れ
る
の
は
、
矢
野
鵠
漢
の

「
楯
管
国
美
談
」
の
自
序
（
明
1
f
2
）
で
あ
る
。

「
世
人
動
モ
ス
レ
ハ
報
チ
日
フ
稗
史
小
説
モ
亦
夕
世
道
二
補
ヒ
ア
リ
ト
蓋
シ

坦
言
ノ
ミ
薯
シ
夫
レ
真
押
正
道
ヲ
説
ク
者
世
間
自
ラ
其
書
ア
リ
何
ソ
稗
史
小
説

ヲ
恨
ル
ヲ
用
ヰ
ン
曜
日
ラ
遭
ヒ
易
カ
ラ
サ
ル
ノ
別
天
地
ヲ
作
為
シ
巻
ヲ
開
ク
ノ

人
ヲ
シ
テ
苦
楽
ノ
夢
境
二
遊
ハ
シ
ム
ル
モ
ノ
是
レ
則
チ
稗
史
小
説
ノ
木
色
ノ
、
、
、

故
二
稗
史
小
説
ノ
世
二
於
ケ
ル
ハ
音
楽
面
図
ノ
詔
美
術
卜
一
般
、
尋
営
遊
戯
ノ

具
二
過
キ
サ
ル
ノ
ミ
此
書
ヲ
託
ム
者
亦
夕
之
ヲ
遊
戯
具
ヲ
モ
テ
祝
ル
可
ナ
リ
唯

其
大
体
骨
子
ハ
則
チ
正
史
突
蹟
ナ
ル
ヲ
記
セ
ン
ノ
、
、
、
」

こ
の
徹
底
し
た
見
解
の
う
ら
が
わ
に
は
、
「
鳴
呼
一
部
ノ
戯
箸
予
力
数
旬
ノ

恩
ヲ
費
ス
閃
文
字
ヲ
作
ル
ノ
嘲
リ
ヲ
志
士
二
免
レ
サ
ル
ヲ
知
ル
ナ
リ
」
　
（
自

序
）
と
い
う
、
い
か
に
も
士
人
ら
し
い
心
の
動
き
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を

一
つ
転
ず
れ
ば
、
こ
れ
は
、
担
憲
を
も
と
び
こ
え
て
、
の
ち
の
鵜
外
の
文
学
自

縛
の
主
張
に
ほ
と
ん
ど
重
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ

れ
は
、
『
小
説
神
髄
』
以
前
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
発
言
な
の
で
あ
る

が
、
こ
う
い
う
「
別
天
地
－
遊
戯
」
諭
が
、
「
正
史
ノ
突
事
二
陣
ラ
サ
ル
ヲ

勉
メ
」
　
（
凡
例
）
た
と
い
う
、
ま
じ
め
な
精
神
と
相
と
も
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
が
、
な
か
な
か
興
味
ぶ
か
い
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
は
じ
め
か
ら
下
の
存
在
と
し
て
自
己
を
意

識
し
て
い
る
人
情
木
系
の
発
想
と
は
性
柏
を
異
に
す
る
、
上
か
ら
の
文
学
意
訟

で
あ
り
、
や
が
て
小
説
を
拗
慾
の
具
か
ら
救
い
だ
す
近
道
の
『
小
説
神
髄
』
に

い
た
る
ス
テ
ッ
プ
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
〔
特
に
前
二
者
の
よ
う
な
人
情
尊
重
が
、
西
洋
小

説
の
抽
籍
叙
速
に
触
発
さ
れ
て
山
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
写

実
意
識
に
移
行
す
る
の
も
、
当
撃
て
ん
な
に
遠
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

ま
た
、
写
実
と
い
う
こ
と
が
文
学
と
い
う
虚
構
体
内
部
の
問
題
と
し
て
意
識
さ

れ
る
と
き
に
は
、
あ
ら
た
め
て
、
虚
実
の
問
題
が
、
実
錠
か
う
そ
話
か
と
い
っ

た
素
朴
な
班
象
論
を
超
え
て
、
文
学
本
質
論
と
し
て
登
場
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
に
も
な
る
。

だ
い
た
い
、
そ
ん
な
風
に
し
て
、
虚
実
諭
も
よ
う
や
く
木
棺
化
す
る
こ
と
に

な
る
わ
け
で
あ
る
。
は
じ
め
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
良
実
鈴
の
そ
う
い
う
木
棺

化
は
、
観
念
哲
学
の
思
考
法
を
身
に
つ
け
た
四
迷
・
打
外
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
の
前
段
帽
に
位
置
し
て
い
る
の
が
近
道
で
あ
る
。
そ
の
拾
遺
に

い
た
る
ま
で
に
も
、
実
は
も
う
す
こ
し
考
察
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
だ
が
、
本

稿
は
、
こ
こ
で
竹
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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