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研
究
ノ
ー
ト

皇
學
館
論
叢

第
四
十
九
巻
第
四
号

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

小
林
秀
雄
「
私
小
説
論
」
に
関
す
る
一
考
察

転
向
文
学
論
と
し
て
読
ん
だ
場
合

木

村

優

芽

□

要

旨

小
林
秀
雄
の
「
私
小
説
論
」
に
つ
い
て
吉
田
煕
生
や
平
野
謙
、
横

光
利
一
な
ど
を
巻
き
込
み
な
が
ら
考
察
す
る
。
な
お
、
そ
の
際
、「
社

会
化
し
た
『
私
』」
を
考
察
の
中
心
に
据
え
る
。

「
社
会
化
し
た
『
私
』」
は
戦
後
、
平
野
謙
ら
『
近
代
文
学
』
の
同

人
た
ち
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
し
か
し
、
彼

ら
の
「
社
会
化
し
た
『
私
』」
に
つ
い
て
の
言
説
は
政
治
的
な
意
図

を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
小
論
で
は
「
私
小
説
論
」
が

発
表
さ
れ
た
昭
和
十
年
の
時
点
に
立
ち
返
り
、
考
察
を
行
う
。
ま

た
、「
社
会
化
し
た
『
私
』」
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ジ

イ
ド
に
つ
い
て
も
、
横
光
利
一
の
「
純
粋
小
説
論
」
と
の
比
較
を
試

み
な
が
ら
、
考
え
て
い
く
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、「
社
会
化
し
た

『
私
』」
や
ジ
イ
ド
の
「
純
粋
小
説
」
の
問
題
が
「
私
小
説
論
」
の
末

尾
部
分
へ
と
収
斂
し
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

□

キ
ー
ワ
ー
ド

小
林
秀
雄

私
小
説
論

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

平
野
謙

純
粋
小
説
論

横
光
利
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は
じ
め
に

小
林
秀
雄
「
私
小
説
論
」
の
研
究
史
を
紐
解
い
て
み
る
と
、
吉
田
煕
生

の
次
の
よ
う
な
主
張
に
ぶ
つ
か
る
。

「
私
小
説
」
と
い
う
近
代
日
本
独
特
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
論

で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
崩
壊
と
い
う
状
況
の
中
で
の
転
向

文
学
論
で
あ
り
、
横
光
利
一
「
純
粋
小
説
論
」
に
対
す
る
批
判
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
ジ
ー
ド
論
で
さ
え
あ
る
（
注
一
）。

右
の
引
用
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
吉
田
は
、「
私
小
説
論
」
の
解

釈
に
つ
い
て
そ
の
多
様
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

戦
後
、「
私
小
説
論
」
に
つ
い
て
は
平
野
謙
に
よ
っ
て
「
社
会
化
し
た

『
私
』」
だ
け
が
恣
意
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
経
緯
が
あ

る
。
小
論
は
戦
後
の
タ
ー
ム
で
は
な
く
、
小
林
が
「
私
小
説
論
」
を
実
際

に
書
い
た
戦
前
の
タ
ー
ム
に
戻
り
、「
社
会
化
し
た
『
私
』」
の
本
来
の
意

味
を
取
り
戻
す
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
章
、
平
野
謙
と
「
社
会
化
し
た
『
私
』」

「
私
小
説
論
」
に
は
「
政
治
と
文
学
」、
そ
れ
に
加
え
て
「
社
会
化
し
た

『
私
』」
と
い
う
二
つ
の
柱
が
あ
る
。
両
者
は
日
本
の
文
学
史
上
で
離
れ
る

こ
と
な
く
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。

ま
ず
は
、「
社
会
化
し
た
『
私
』」
が
「
私
小
説
論
」
の
中
で
、
ど
の
よ

う
に
登
場
す
る
か
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
も
自
然
主
義
小
説
が
爛
熟
期
に
達
し
た
時
に
、
私
小
説

が
あ
ら
わ
れ
た
。
パ
レ
ス
が
そ
う
で
あ
り
，
つ
づ
く
ジ
イ
ド
も
プ
ル

ウ
ス
ト
も
そ
う
で
あ
る
。
彼
等
が
遂
に
い
か
な
る
頂
に
達
し
た
と
し

て
も
、
そ
の
創
作
の
動
因
に
は
、
同
じ
憧
憬
、
つ
ま
り
十
九
世
紀
自

然
主
義
思
想
の
重
圧
の
為
に
、
解
体
し
た
人
間
性
を
再
建
し
よ
う
と

す
る
焦
燥
が
あ
っ
た
。
彼
ら
が
こ
の
仕
事
の
為
に
「
私
」
を
研
究
し

て
誤
ら
な
か
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
「
私
」
が
そ
の
時
す
で
に
十
分
に

社
会
化
し
た
「
私
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

右
が
「
私
小
説
論
」
で
「
社
会
化
し
た
『
私
』」
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
部
分
で
あ
る
。

「
社
会
化
し
た
『
私
』」
と
は
孤
立
し
て
い
た
自
我
が
社
会
と
の
つ
な
が

り
得
た
状
態
を
さ
す
。

「
私
小
説
論
」
で
小
林
は
「
社
会
化
し
た
『
私
』」
を
フ
ラ
ン
ス
で
起
き

た
現
象
と
し
て
い
る
。

平
野
謙
は
昭
和
八
年
の
『
文
学
界
』
の
結
成
と
「
私
小
説
論
」
の
発
表

と
同
年
で
あ
る
昭
和
一
〇
年
に
成
立
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
民
戦
線
の
誕
生
と

を
重
ね
て
文
学
の
領
域
に
お
け
る
「
人
民
戦
線
の
結
成
（
注
二
）」

を
小
林
が
企
図

し
た
と
し
て
、
政
治
的
な
意
味
合
い
を
「
私
小
説
論
」
に
見
出
そ
う
と
し

小
林
秀
雄
「
私
小
説
論
」
に
関
す
る
一
考
察
（
木
村
）
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た
。
そ
こ
で
目
を
付
け
た
の
が
「
社
会
化
し
た
『
私
』」
で
あ
る
。「
社
会

化
し
た
『
私
』」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
平
野
の
意
図
と
し
て
は
二
つ

考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、「
私
小
説
論
」
中
の
「
社
会
化
し
た
『
私
』」
と
い
う
表
現
だ

け
を
取
り
出
し
て
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
政
治
的
意
味
合
い
を
持
た
せ

る
こ
と
。

も
う
一
つ
は
、「
社
会
化
し
た
『
私
』」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
自
身
の

戦
時
中
の
言
動
に
整
合
性
を
持
た
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
「
文
学
的
希
望
（
注
三
）」

に
す
ぎ
な
い
と
し
て
同
じ
『
近
代
文
学
』

の
同
人
で
あ
る
佐
々
木
基
一
が
批
判
し
た
。

平
野
は
若
輩
の
こ
ろ
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
近
づ
い
た
が
、
最
後
は
革
命

運
動
か
ら
は
脱
落
、
戦
時
中
は
情
報
局
に
勤
め
、
戦
争
に
協
力
す
る
と
い

う
経
歴
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
平
野
の
経
歴
を
か
ん
が
み
る
と
、

「
社
会
化
し
た
『
私
』」
に
政
治
的
な
意
味
合
い
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
こ

と
は
、
彼
に
と
っ
て
戦
時
中
に
お
け
る
自
身
の
行
動
に
つ
い
て
の
言
い
訳

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

「
社
会
化
し
た
『
私
』」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
後
年
、
小
林
自
身
も

「『
社
会
化
』
な
ん
て
言
葉
が
悪
か
っ
た
（
注
四
）」

と
反
省
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

小
林
の
意
図
を
超
え
て
「
社
会
化
し
た
『
私
』」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ

た
こ
と
を
、
小
林
自
身
が
暗
に
認
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
早
い
話
が
小

林
は
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

平
野
は
「
私
小
説
論
」
か
ら
「
社
会
化
し
た
『
私
』」
と
い
う
言
葉
だ

け
を
取
り
出
し
、
そ
れ
の
み
を
一
人
歩
き
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、「
私
小
説
論
」
に
関
す
る
議
論
を
歪
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
私
小
説
論
」
を
考
察
す
る
と
き
に
、「
社
会
化
し
た
『
私
』」
と
い
う

表
現
の
み
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

二
章
、
昭
和
一
〇
年
に
お
け
る
「
私
」
の
「
社
会
化
」

こ
こ
か
ら
は
、
戦
前
に
お
い
て
作
家
の
「
私
」
が
「
社
会
化
」
し
た
過

程
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
れ
に
加
え
て
、
外
国
か
ら
渡
来
し
た
「
思

想
」
の
「
社
会
化
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
考
察
す
る
。

最
近
の
転
向
問
題
に
よ
っ
て
、
作
家
が
ど
う
い
う
も
の
を
齎
す
か
、

そ
れ
は
ま
だ
言
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
確
実
な
こ
と

は
、
彼
ら
が
自
分
達
の
資
質
が
文
学
的
実
現
に
あ
た
っ
て
、
嘗
て
信

奉
し
た
非
常
な
思
想
に
ど
う
い
う
具
合
に
堪
え
る
か
を
究
明
す
る
時

が
来
た
事
だ
。
彼
ら
に
新
し
い
自
我
の
問
題
が
起
っ
て
来
た
こ
と

だ
。
そ
う
い
う
時
彼
ら
は
自
分
の
な
か
に
ま
だ
征
服
し
き
れ
な
い

「
私
」
が
あ
る
事
を
疑
わ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

右
は
小
林
が
転
向
に
つ
い
て
言
及
し
た
部
分
の
引
用
で
あ
る
。
こ
こ
で

注
目
す
べ
き
は
「
新
し
い
自
我
の
問
題
」
や
「
ま
だ
征
服
し
き
れ
な
い

『
私
』」
と
い
う
表
現
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
日
本
で
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作
家
の
「
私
」
が
「
社
会
化
」
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。

こ
う
し
て
唐
突
に
転
向
に
つ
い
て
小
林
は
記
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
実
際
の
順
序
と
し
て
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
渡
来
が
あ
り
、
そ
の

後
、
転
向
の
問
題
が
起
き
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
で
は
小
林
の
記
述
を
た

ど
り
つ
つ
、
時
系
列
を
整
理
し
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
渡
来
以
前
か
ら
順
を

追
っ
て
説
明
し
て
い
く
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
以
前
に
も
日
本
に
は
様
々
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
渡

来
し
た
が
、
小
林
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
す
で
に
「
完
成
さ
れ
た
審
美
感
」

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
日
本
の
作
家
は
「
新
し
い
思
想
を
技
法
の
う
ち
に

解
消
す
る
」
の
み
で
あ
っ
て
、「
文
学
自
体
に
外
か
ら
生
き
物
の
よ
う
に

働
き
か
け
る
思
想
の
力
」
を
体
感
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
日
本
の
作
家
が
西
洋
よ
り
渡
来
し
た
「
思
想
」
に
つ
い
て
小
説

を
書
く
う
え
で
の
技
術
と
し
て
個
人
で
「
解
消
」
す
る
の
み
で
、
そ
の
「
思

想
」
の
背
景
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
を
一
般
化
、
つ
ま
り
「
社
会
化
」

し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

近
代
以
後
、
私
小
説
と
い
う
日
本
固
有
の
ジ
ャ
ン
ル
が
発
達
し
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
「
私
小
説
論
」
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

私
の
封
建
的
残
滓
と
社
会
の
封
建
的
残
滓
と
の
微
妙
な
一
致
の
上
に

私
小
説
は
爛
熟
し
て
い
っ
た
。

右
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
小
林
は
、
作
家
と
そ
の
「
私
」

を
取
り
巻
く
社
会
が
共
通
し
て
所
有
し
て
い
た
「
封
建
的
残
滓
」
を
私
小

説
の
発
展
の
要
因
に
挙
げ
て
い
る
。

小
林
は
、
日
本
の
作
家
に
つ
い
て
「
思
想
」
を
「
遊
戯
」
的
に
、
す
な

わ
ち
「
技
法
的
に
解
消
」
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
等
は
、

「
思
想
」
の
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
小
説
を
書
く
技
術
と
し
て
の

み
受
容
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
彼
等
が
「
思
想
」
を
本
質
的

に
で
は
な
く
、
表
層
的
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
小
林
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

わ
が
國
の
作
家
達
は
、
西
洋
作
家
等
の
技
法
に
現
は
れ
て
い
る
限
り

の
思
想
を
成
る
程
悉
く
受
け
入
れ
た
に
は
違
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ

ら
の
思
想
は
、
作
家
め
い
め
い
の
夢
を
育
て
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

め
い
め
い
の
夢
か
ら
脱
し
て
社
会
化
し
よ
う
に
も
、
そ
の
地
盤
が
な

か
っ
た
。
外
来
思
想
が
作
家
達
に
技
法
的
に
の
み
受
け
入
れ
ら
れ
、

技
法
的
に
の
み
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
…
以
下
略
）

右
の
引
用
で
は
日
本
に
お
い
て
「
思
想
」
が
共
通
し
て
「
社
会
化
」
す

る
「
地
盤
が
な
か
っ
た
」
と
し
て
、「
技
法
的
に
の
み
受
け
入
れ
ら
れ
、

技
法
的
に
の
み
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
こ
と
を
小
林
は
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
小
林
は
日
本
の
作
家
が
、「
思
想
」
を
「
め
い
め
い
の
夢
」
と

し
て
「
育
て
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
も
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の

作
家
が
本
来
、
普
遍
的
で
あ
る
は
ず
の
「
思
想
」
を
己
の
好
み
に
曲
解
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
本
来
の
姿
か
ら
言
え
ば
、
彼
ら
の
作
品

に
表
象
さ
れ
る
「
思
想
」
は
い
わ
ば
畸
形
な
の
で
あ
る
。

小
林
秀
雄
「
私
小
説
論
」
に
関
す
る
一
考
察
（
木
村
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以
上
の
こ
と
か
ら
日
本
の
作
家
が
「
思
想
」
を
受
容
す
る
際
に
、
普
遍

性
が
欠
如
し
て
い
た
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
反

対
に
普
遍
性
を
失
っ
た
た
め
に
、
彼
等
の
作
品
は
各
々
「
個
人
の
明
瞭
な

顔
立
ち
」
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
後
に
記
す
「
私
」
が
偏
狭

で
あ
る
こ
と
と
通
じ
る
の
で
あ
る
。

右
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
渡
来
以
前
の
事
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
輸
入
後
、
事
態
が
一
変
す
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
持
つ
「
思
想
の
力
」
は
そ
れ
ま
で
に
渡
来
し
た

思
想
の
よ
う
に
「
技
法
的
に
解
消
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
シ
ロ
モ
ノ
で

あ
っ
た
。

劇
薬
と
も
言
う
べ
き
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
結
果
と
し
て
、
己
が
持
つ

強
力
な
「
思
想
の
力
に
よ
る
純
化
」
の
た
め
に
私
小
説
の
書
き
手
た
ち
の

「
顔
立
ち
」
を
「
抹
殺
」
し
て
し
ま
っ
た
と
小
林
は
い
う
。
つ
ま
り
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
私
小
説
の
強
み
で
あ
っ
た
個
性
を
「
思
想
の
力
」
で

消
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。

「
思
想
の
力
に
よ
る
純
化
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
こ
の
「
純
化
」

と
い
う
ワ
ー
ド
を
小
林
は
「
社
会
化
」
と
等
し
い
意
味
で
用
い
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
「
純
化
」
や
「
社
会
化
」
は
画
一
化
や
普
遍
化
に
通
じ

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
多
分
に
マ
イ
ナ
ス
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
。

い
い
か
え
る
と
こ
れ
は
日
本
風
な
「
社
会
化
」
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
フ

ラ
ン
ス
に
は
「
思
想
」
を
共
通
し
て
「
社
会
化
」
す
る
〈
土
壌
〉
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
日
本
に
は
そ
の
よ
う
な
〈
土
壌
〉
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
先
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
力
を
借
り
て

「
私
」
を
普
遍
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
注
意
す
べ

き
は
、
右
で
言
う
「
社
会
化
」
や
「
純
化
」
は
戦
時
中
無
力
で
あ
っ
た
こ

と
に
負
い
目
を
感
じ
て
い
る
平
野
謙
が
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
我
田
引
水

し
た
も
の
と
は
異
質
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
章
、
転
向
文
学
の
可
能
性

思
想
が
各
作
家
の
独
特
の
解
釈
を
許
さ
ぬ
絶
対
的
な
相
を
帯
び
て
い

た
時
、
そ
し
て
実
は
こ
れ
こ
そ
社
会
化
し
た
思
想
の
本
来
の
姿
な
の

だ
（
…
以
下
略
）

右
の
引
用
は
「
思
想
」
の
「
社
会
化
」
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。「
社

会
化
し
た
思
想
の
本
来
の
姿
」
は
「
思
想
」
そ
れ
自
体
が
「
絶
対
的
な
相

を
帯
び
て
い
」
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
、「
各
作
家
の
独
特
の

解
釈
を
許
さ
」
な
い
ほ
ど
の
強
烈
さ
を
備
え
た
「
絶
対
的
な
相
」
で
あ
る
。

こ
の
説
明
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
当
て
は
ま
る
。

「
絶
対
的
な
相
を
帯
び
て
い
た
」
た
め
に
「
各
作
家
の
独
特
の
解
釈
を

許
さ
」
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、「
私
小
説
論
」
に

お
い
て
は
そ
れ
自
体
が
「
社
会
化
し
た
思
想
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
そ
れ
ま
で
に
渡
来
し
た
「
外
来
思
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想
」
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
の
作
家
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

渡
来
以
前
の
「
外
来
思
想
」
に
つ
い
て
は
「
技
法
的
」
に
「
解
消
」
す
る

の
み
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
「
無
用
な
技
巧
の
遊
戯
」
を
す
る
こ

と
が
「
不
可
能
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
解
消
」
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

ほ
ど
に
「
絶
対
的
な
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ

は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
「
技
法
的
に
受
け
入
れ

る
」
こ
と
の
で
き
る
範
疇
を
超
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
強
力
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
前
に
し
て
「
作
家
の
技
法
」
は
「
貧
し

く
」
な
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
技
法
の
貧
し

さ
の
う
ち
に
私
小
説
の
伝
統
は
決
定
的
に
死
ん
だ
」
の
で
あ
る
。

結
果
と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
「
外
来
思
想
」
を
「
技
法
的
」
に

「
解
消
」
し
て
い
た
私
小
説
を
滅
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
小
林
の
表
現
を

借
り
る
な
ら
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
「
我
が
国
」
の
私
小
説
を
「
征

服
」
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
私
小
説
を
滅
ぼ
し
、
文
壇
を
席
巻
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

は
わ
が
世
の
春
を
謳
歌
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
栄
華
は
長
く
は
続

か
な
か
っ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
私
小
説
を
「
抹
殺
」
し
た
後
、
退

潮
の
一
途
を
た
ど
り
、
転
向
文
学
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
退
潮
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
は
外
的
要
因
に
収

斂
さ
れ
る
。
端
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
国
家
が
マ
ル
キ
ス
ト
に
対
し
て

弾
圧
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
共
産
主
義
者
は
逮
捕
さ
れ
て
、
投
獄
さ
れ

た
。
当
然
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
書
き
手
た
ち
に
も
逮
捕
者
が
出
た
。
彼

ら
の
中
に
転
向
し
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
を
捨
て
た
も
の
が
い
る
。
こ
れ
が
転

向
文
学
の
起
こ
り
で
あ
る
。

以
上
の
説
明
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
側
か
ら

自
発
的
に
姿
を
変
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
国
家

に
よ
っ
て
外
か
ら
そ
の
姿
を
変
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
家

権
力
が
文
学
を
変
質
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
て
外
部
か
ら
の

弾
圧
に
よ
っ
て
転
向
文
学
は
誕
生
し
た
。

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
「
政
治
と
文
学
（
注
五
）」

の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
政
治

が
文
学
の
領
域
に
侵
入
し
て
い
き
、
一
種
の
文
芸
思
潮
を
壊
滅
へ
と
追
い

込
ん
だ
の
で
あ
り
、
転
向
と
い
う
結
果
は
そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
の
優
位
性

が
示
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

転
向
し
た
後
に
執
筆
さ
れ
た
小
説
は
あ
る
種
異
様
な
も
の
で
、
そ
れ
ま

で
の
小
説
と
は
一
風
変
わ
っ
て
い
る
。
か
つ
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の

書
き
手
た
ち
は
も
は
や
転
向
し
て
い
る
た
め
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
理

論
を
創
作
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
行
き
場
を
な
く
し
た
彼
等
は

先
天
的
に
身
に
つ
け
て
い
る
「
完
成
さ
れ
た
審
美
感
」
を
頼
り
に
、「
伝

統
的
な
」
私
小
説
へ
と
回
帰
し
、
獄
中
で
の
体
験
や
出
所
し
て
か
ら
の
暮

ら
し
を
小
説
に
書
く
の
で
あ
る
。

転
向
者
の
「
私
」
は
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
発

小
林
秀
雄
「
私
小
説
論
」
に
関
す
る
一
考
察
（
木
村
）
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揮
し
た
「
思
想
の
力
」
に
よ
っ
て
す
で
に
「
純
化
」
さ
れ
画
一
化
さ
れ
た

は
ず
で
あ
る
が
、
作
品
の
題
材
は
私
小
説
の
流
れ
を
く
み
、
身
の
回
り
の

も
の
が
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
的
な
題
材
を
用
い
な
が
ら
も
社
会

性
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
私
小
説
と
は
趣
が
異
な
る
新
た

な
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
が
転
向
文
学
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
抹
殺
」
さ
れ
た
か
に
見
え
た
私
小
説
は
転
向
文
学
と
し
て

姿
を
か
え
な
が
ら
再
生
さ
れ
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
転
向
文
学
が

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
単
な
る
な
れ
の
果
て
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
私
小
説
を
「
抹
殺
」
し
た
か
に
見
え
た
が
そ
れ

は
違
う
。
む
し
ろ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
私
小
説
を
「
征
服
」
し
、
自

身
の
懐
に
私
小
説
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、「
征
服
」
さ
れ
た
私
小
説
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
外
的
要
因
に

よ
り
そ
の
存
続
の
危
機
を
迎
え
た
と
き
、
内
側
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

へ
影
響
を
及
ぼ
し
、
作
用
す
る
こ
と
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
か
ら
転
向
文

学
へ
の
移
行
を
行
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

転
向
文
学
と
は
、「
私
」
が
「
純
化
」
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
備
わ
っ
た

社
会
性
と
従
来
の
私
小
説
が
持
っ
て
い
た
個
人
性
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で

あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
社
会
性
と
個
人
性
が
交
錯
す
る
点
で
転
向
文
学
は

当
時
に
お
け
る
新
し
い
文
学
と
し
て
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
小

林
は
示
唆
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
転
向
文
学
の
出
生
は
歪
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
歪

で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
よ
う
な
文
学
は
、
日
本
風
に
「
私
」
が
「
社
会
化
」

し
た
結
果
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
し
て
転
向
文
学
の
書
き
手
た
ち
の
「
私
」
は
、
先
に
引
用
し
た
個
所

に
あ
る
「
ま
だ
征
服
し
き
れ
な
い
私
」
で
あ
り
、「
新
し
い
自
我
の
問
題
」

と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

「
新
し
い
自
我
」
や
「
ま
だ
征
服
し
き
れ
な
い
私
」
と
は
「
思
想
の
力
」

の
お
か
げ
で
「
純
化
」
さ
れ
て
普
遍
化
、
あ
る
い
は
一
般
化
し
た
「
私
」

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
新
し
い
自
我
」
や
「
ま
だ
征
服
し
き
れ
な
い
私
」

の
こ
と
を
小
林
は
「
社
会
化
し
た
『
私
』」
と
表
現
し
た
。

先
の
考
察
で
明
ら
か
で
あ
る
が
、
小
林
は
「
社
会
化
し
た
『
私
』」
と

い
う
表
現
を
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
力
に
よ
っ
て
「
純
化
」
し
、
画
一
化
し
た

「
私
」
と
い
う
意
味
で
用
い
た
わ
け
で
あ
る
。

四
章
、
視
点
の
保
持
者
と
し
て
の
「
私
」

―
ジ
イ
ド
の
提
唱
し
た
「
純
粋
小
説
の
思
想
」

「
私
小
説
論
」
で
は
、「
私
」
が
す
で
に
「
社
会
化
」
し
て
い
た
作
家
と

し
て
ジ
イ
ド
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ジ
イ
ド
と
横
光
利
一
は
「
純
粋
小
説
」
で
結
び
つ
く
。
ジ
イ
ド
は
「
社

会
に
於
け
る
個
人
と
い
う
も
の
の
持
つ
意
味
」
や
「
自
然
に
於
け
る
人
間

の
位
置
」
を
理
解
し
て
い
た
作
家
と
し
て
「
私
小
説
論
」
に
登
場
す
る
の
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で
あ
る
。
ジ
イ
ド
に
端
を
発
し
た
「
純
粋
小
説
の
思
想
」
は
日
本
に
輸
入

さ
れ
、
太
宰
治
や
尾
崎
士
郎
な
ど
が
影
響
を
受
け
る
わ
け
で
あ
る
が
、
横

光
利
一
も
ま
た
そ
の
一
人
で
あ
る
。
横
光
は
昭
和
十
年
に
評
論
「
純
粋
小

説
論
」
を
『
改
造
』
の
四
月
号
に
発
表
す
る
形
で
、
自
身
の
ジ
イ
ド
受
容

を
昇
華
さ
せ
た
。

「
純
粋
小
説
論
」
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
評
論
と
し
て
文
壇
内
で
受

け
止
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
内
に
は
当
然
批
判
的
な
反
応
も
少
な
か
ら
ず
存

在
し
た
の
で
あ
る
。
中
村
光
夫
や
守
山
啓
、
川
端
康
成
の
反
応
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
小
林
は
横
光
の
「
純
粋
小
説
論
」
の
た

め
に
、
こ
の
ま
ま
ジ
イ
ド
の
「
純
粋
小
説
の
思
想
」
ま
で
が
誤
解
さ
れ
る

こ
と
を
恐
れ
た
。
そ
の
た
め
、
連
載
し
て
い
た
「
私
小
説
論
」
の
第
三
回

で
ジ
イ
ド
と
横
光
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
横
光
が
「
純
粋
小
説
論
」
で
主
張
し
て
い
る
事
柄
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

横
光
利
一
の
「
純
粋
小
説
論
」
は
冒
頭
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

も
し
文
芸
復
興
と
い
う
べ
き
こ
と
が
あ
る
も
の
な
ら
、
純
文
学
に
し

て
通
俗
小
説
、
こ
の
こ
と
以
外
に
文
芸
復
興
は
絶
対
に
有
り
得
な

い
、
と
今
も
私
は
思
っ
て
い
る
（
注
六
）。

昭
和
一
〇
年
、
そ
れ
ま
で
権
勢
を
誇
っ
て
い
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
戦

線
は
崩
壊
し
、
彼
ら
に
よ
っ
て
退
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
明
治
・
大
正
期

か
ら
の
大
家
は
文
壇
で
の
地
位
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
っ
た
。
右
に
引
用
し

た
個
所
に
出
て
く
る
「
文
芸
復
興
」
と
い
う
表
現
は
そ
う
い
う
時
代
背
景

を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。

横
光
利
一
の
「
純
粋
小
説
論
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
十
年
の
四

月
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
私
小
説
論
」
の
連
載
が
開
始
す
る
一
月
前
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
横
光
は
先
の
引
用
部
分
に
続
け
て
こ
う
記
し
て
い
る
。

今
の
文
学
の
種
類
に
は
、
純
文
学
と
、
藝
術
文
学
と
、
純
粋
小
説
と

大
衆
小
説
と
、
通
俗
小
説
と
、
お
よ
そ
五
つ
の
概
念
が
巴
と
な
っ
て

乱
れ
て
い
る
が
、
最
も
高
級
な
文
学
は
、
純
文
学
で
も
な
け
れ
ば
、

藝
術
小
説
で
も
な
い
。
そ
れ
は
純
粋
小
説
で
あ
る
。

右
で
は
、
当
時
の
文
壇
で
主
だ
っ
た
小
説
の
種
類
を
羅
列
し
た
う
え
で

「
純
粋
小
説
」
の
優
位
性
を
説
い
て
い
る
。
加
え
て
横
光
は
そ
の
性
質
に

つ
い
て
「
通
俗
小
説
と
純
文
学
と
を
一
つ
に
し
た
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
先
の
引
用
部
分
に
続
け
て
「
純
粋
小
説
」
の
語
り
の
問
題
に
つ
い

て
は
次
の
よ
う
に
提
唱
し
て
い
る
。

近
代
個
人
の
道
徳
と
理
知
と
の
探
索
を
見
捨
て
て
、
わ
れ
ら
何
を
な

す
べ
き
で
あ
る
の
か
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
作
家
の
楽
し
み
が
新
し

く
生
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
は
、
四
人
称
の

設
定
の
自
由
が
赦
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
純
粋
小
説
は
こ
の

四
人
称
を
設
定
し
て
、
新
し
く
人
物
を
動
か
し
進
め
る
可
能
の
世
界

を
実
現
し
て
い
く
こ
と
だ
。

横
光
利
一
が
「
純
粋
小
説
論
」
で
主
張
し
て
い
る
事
柄
は
以
上
で
あ
る
。

小
林
秀
雄
「
私
小
説
論
」
に
関
す
る
一
考
察
（
木
村
）
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こ
れ
に
対
し
て
小
林
は
、
横
光
の
「
文
章
が
心
理
的
に
書
か
れ
て
い
」

る
と
し
て
、
批
判
し
、
続
け
て
ジ
イ
ド
の
「
純
粋
小
説
の
思
想
」
の
解
説

を
施
す
こ
と
で
、
横
光
独
自
の
「
純
粋
小
説
論
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
ジ
イ

ド
の
「
純
粋
小
説
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
誤
解
を
解
こ
う
と
腐
心
し
て
い

る
。
小
林
に
よ
れ
ば
、
ジ
イ
ド
の
「
純
粋
小
説
の
思
想
」
は
「
四
人
称
」

で
語
ら
れ
る
小
説
で
は
な
く
、
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
に
重
き
を
置
い
た
も
の

で
あ
る
。

自
然
派
の
小
説
家
た
ち
は
人
生
の
断
片
と
い
う
こ
と
を
い
っ
た
が
、

彼
等
の
大
き
な
欠
点
は
、
そ
の
断
片
を
い
つ
も
同
じ
方
向
、
つ
ま
り

時
間
の
方
向
に
、
あ
る
長
さ
に
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
何
故
、
縦

に
も
横
に
も
上
に
も
下
に
も
切
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
。

右
の
引
用
で
小
林
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、「
自
然
派
」
の
作
家
へ
の

批
判
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
作
品
は
単
一
的
な
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
た

め
に
平
面
的
に
進
ん
で
い
く
。
小
林
は
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は

言
い
か
え
れ
ば
、
小
林
が
「『
人
生
の
断
片
』
の
切
り
方
、
鋏
の
入
れ
方
」

を
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の

「
鋏
の
入
れ
方
」
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
時
間
を
「
縦
横
十
文
字
に
切
っ
て
」

い
る
小
説
、
そ
れ
が
ジ
イ
ド
の
「
贋
金
つ
く
り
（
注
七
）」

で
あ
る
。

「
贋
金
つ
く
り
」
は
切
り
口
が
い
く
つ
も
存
在
す
る
よ
う
作
ら
れ
て
い

る
た
め
「
読
者
は
読
み
な
が
ら
無
数
の
切
り
口
に
出
会
う
」
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
「
在
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
は
こ
の
無
数
の
切
り
口
に

「
鈍
感
」
だ
っ
た
」
と
小
林
は
記
し
、
既
存
の
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
へ
の
批

判
を
展
開
し
て
い
る
。

ジ
イ
ド
は
自
身
の
実
験
小
説
「
贋
金
作
り
」
で
複
数
の
語
り
手
を
配
置

し
、
様
々
な
角
度
か
ら
「
事
件
」
に
つ
い
て
語
ら
せ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
ジ
イ
ド
は
物
語
が
一
本
調
子
に
終
わ
る
こ
と
を
避
け
、
多
面
的
に

物
語
を
構
成
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
小
説
に
お
け
る
「
鋏
の
入
れ
方
」
と
は
語
り
の
問
題

に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
視
点
の
保
持
者
と
し
て
の
「
私
」
が
問
題
と
な

る
と
言
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ど
こ
か
ら
「
事
件
」
を
眺
め
る
か
が

問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

人
物
を
ど
の
よ
う
に
配
置
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
語
ら
せ
る
か
、
こ
れ
が

「
純
粋
小
説
の
思
想
」
の
要
諦
で
あ
る
。
何
も
横
光
が
提
唱
し
た
よ
う
に

「
四
人
称
」
の
小
説
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
人
称
を
増
や
す
こ

と
に
よ
っ
て
純
粋
さ
が
増
す
わ
け
で
は
な
い
。

五
章
、
新
た
な
る
私
小
説
―
末
尾
部
分
の
考
察

私
小
説
は
滅
び
た
が
、
人
々
は
「
私
」
を
征
服
し
た
ろ
う
か
。
私
小

説
は
又
新
し
い
形
で
現
わ
れ
て
来
る
だ
ろ
う
。
フ
ロ
オ
ベ
ル
の
「
マ

ダ
ム
・
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
は
私
だ
」
と
い
う
有
名
な
図
式
が
滅
び
な
い
か

ぎ
り
は
。
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「
私
小
説
論
」
は
右
の
よ
う
な
文
章
で
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
末
尾
部

分
が
こ
れ
ま
で
多
く
の
評
論
家
を
悩
ま
せ
て
き
た
。
一
見
と
っ
て
つ
け
た

よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
「
私
小
説
論
」
の
各
章
ご
と

に
言
及
さ
れ
て
い
る
問
題
は
全
て
こ
の
末
尾
部
分
へ
と
収
斂
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

「
私
小
説
は
滅
び
た
が
、
人
々
は
『
私
』
を
征
服
し
た
ろ
う
か
。」
と
「
私

小
説
は
又
新
し
い
形
で
現
わ
れ
て
来
る
だ
ろ
う
。」
と
い
う
二
つ
の
表
現

に
つ
い
て
は
三
章
で
明
ら
か
に
し
た
私
小
説
の
再
生
と
関
係
が
あ
る
。

ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
た
と
え
既
存
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て

の
「
私
小
説
」
の
書
き
手
が
い
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
作
者
が
「
私
」

を
「
征
服
」
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
限
り
、
小
説
は
生
み
出
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
「
征
服
」
し
た
「
私
」
を
十
全
に
表
現
し
つ
く
し
た
小
説
が
現

れ
た
際
、
読
者
は
そ
れ
を
「
私
小
説
」
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
。
そ

の
場
合
、
作
者
の
「
私
」
は
そ
の
作
品
の
主
人
公
に
還
元
さ
れ
て
い
る
。

次
に
後
者
で
あ
る
が
、
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
日
本
の
作
家
の
「
私
」

は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
「
思
想
の
力
」
に
よ
っ
て
画
一
化
さ
れ
た
。
だ

が
そ
こ
で
立
ち
止
ま
る
こ
と
な
く
、「
社
会
化
し
た
『
私
』」
を
「
新
し
い

自
我
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
な
お
し
、「
ま
だ
征
服
し
き
れ
な
い
私
」
が

あ
る
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
征
服
」
し
た
と
き
初
め
て
私
小
説
が
転

向
文
学
と
し
て
再
生
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
私
小
説
は
又
新
し
い
形
で
現
わ
れ
て
来
る
だ
ろ
う
。」
と
小

林
が
記
し
た
「
新
し
い
形
」
の
「
私
小
説
」
と
は
転
向
文
学
と
し
て
復
活

し
た
「
私
小
説
」
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ

れ
は
既
存
の
私
小
説
と
は
性
質
が
異
な
る
。「
新
し
い
形
」
の
「
私
小
説
」

で
あ
る
転
向
文
学
の
書
き
手
は
、「
私
」
が
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
力
を
借
り

て
す
で
に
「
社
会
化
」
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
存
の
私
小
説
の
書

き
手
の
よ
う
な
物
事
の
平
面
的
な
把
握
と
は
異
な
り
、
立
体
的
に
対
象
を

把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
「『
マ
ダ
ム
・
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
は
私
だ
』
と
い
う
有
名
な
図
式
」
で

あ
る
が
、『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
が
ゴ
シ
ッ
プ
と
な
っ
た
時
に
、
フ
ロ
オ

ベ
ル
は
「
マ
ダ
ム
・
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
は
私
だ
」
と
答
え
た
と
さ
れ
る
。
フ
ロ

オ
ベ
ル
=マ
ダ
ム
・
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
。
つ
ま
り
、
作
者
=主
人
公
。
こ
れ
は

文
学
の
一
種
の
公
式
で
あ
る
。

先
に
記
し
た
よ
う
に
、
小
説
が
執
筆
さ
れ
る
と
き
、
作
者
が
十
全
に
表

現
し
つ
く
し
た
「
私
」
は
そ
の
作
品
の
主
人
公
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

読
者
は
一
般
に
小
説
を
読
む
と
き
に
作
品
の
語
り
手
で
あ
る
主
人
公
と
作

者
を
重
ね
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
主
人
公
の
背
後
に
潜
む
作
者
の
存
在

を
掴
も
う
と
す
る
。

作
者
＝
主
人
公
と
し
て
物
語
を
把
握
し
よ
う
と
し
、
読
者
は
物
語
に
没

入
す
る
こ
と
で
主
人
公
に
己
を
重
ね
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
る
と
、
読
者

が
主
人
公
の
視
点
か
ら
物
語
の
展
開
を
追
っ
て
い
く
こ
と
を
表
す
。

小
林
秀
雄
「
私
小
説
論
」
に
関
す
る
一
考
察
（
木
村
）
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以
上
の
説
明
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、「『
マ
ダ
ム
・
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
は
私

だ
』
と
い
う
有
名
な
図
式
」
は
単
な
る
作
者
＝
主
人
公
と
い
う
一
般
的
な

公
式
を
表
す
だ
け
で
な
く
、
一
元
的
な
主
人
公
の
視
点
か
ら
の
語
り
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
事
件
」
の
全
貌
を
把
握
す
る
た
め

に
語
り
手
を
幾
人
も
配
置
し
た
ジ
イ
ド
の
「
純
粋
小
説
の
思
想
」
と
は
一

見
相
反
す
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
見
相
反

す
る
よ
う
に
見
え
る
両
者
こ
そ
が
む
し
ろ
転
向
文
学
の
特
徴
を
構
成
す
る

重
要
な
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。

「『
マ
ダ
ム
・
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
は
私
だ
』
と
い
う
有
名
な
図
式
」
は
リ
ア
リ

ズ
ム
文
学
に
代
表
さ
れ
る
単
一
的
な
視
点
か
ら
の
語
り
を
示
唆
す
る
も
の

で
あ
っ
て
こ
れ
は
私
小
説
の
名
残
を
残
す
転
向
文
学
の
一
元
的
な
語
り
と

一
致
す
る
。

一
方
ジ
イ
ド
は
、
複
数
の
語
り
手
を
作
中
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

多
角
的
に
語
ろ
う
と
す
る
。
で
は
、
転
向
文
学
の
場
合
は
ど
う
か
。
転
向

文
学
に
お
い
て
は
語
り
手
が
一
人
で
ジ
イ
ド
の
｢純
粋
小
説
の
思
想
｣に
お

け
る
複
数
の
語
り
手
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
社
会
化
し
た
『
私
』」
と
向
き
合
う
転
向
文
学
は
、
一
人

の
語
り
手
に
よ
る
単
一
的
な
視
点
で
の
多
角
的
な
語
り
を
可
能
に
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
単
一
的
な
視
点
か
ら
多
角
的
に
語
る
こ
と
が
転
向
文
学
の

特
徴
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
「
マ
ダ
ム
・
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
は
私
だ
」
と
い
う
フ
ロ
オ

ベ
ル
の
台
詞
と
ジ
イ
ド
の
「
純
粋
小
説
の
思
想
」、
両
者
は
転
向
文
学
に

お
い
て
邂
逅
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
吉
田
煕
生
の
主
張
を
足
掛
か
り
に
、
平
野
謙
や
横
光
利
一
、

ジ
イ
ド
な
ど
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
考
察
を
重
ね
て
来
た
。
冒
頭
に
述
べ

た
よ
う
に
吉
田
は
「
私
小
説
論
」
の
解
釈
の
多
様
性
を
示
し
て
い
る
。
小

論
は
、
吉
田
が
提
示
し
た
複
数
の
論
点
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
転
向
文
学

の
語
り
の
問
題
と
い
う
新
た
な
論
点
を
見
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
読
み

の
可
能
性
が
少
し
で
も
広
が
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注
注
一
、
吉
田
煕
生
「
私
小
説
論
」『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞

５
１
４

小
林
秀
雄
の
道
程
』（
昭
和
五
〇
年
八
月
一
日
発
行

至
文
堂
）

注
二
、
平
野
謙
『
昭
和
文
学
入
門
』（
昭
和
三
一
年
、
河
出
新
書
）

注
三
、
佐
々
木
基
一
『
昭
和
文
学
の
諸
問
題
』（
昭
和
三
一
年
、
現
代
新
書
）

注
四
、
座
談
「
文
学
と
人
生
」（
昭
和
三
八
年
八
月
『
新
潮
』
中
村
光
夫
、

福
田
恒
存
、
小
林
秀
雄
）

注
五
、
具
体
例
と
し
て
は
昭
和
九
年
に
解
散
し
た
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
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家
同
盟
（
ナ
ル
プ
）
の
ケ
ー
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ナ
ル
プ
は
治
安
維

持
法
の
改
悪
に
よ
っ
て
合
法
団
体
で
は
な
く
な
っ
た
た
め
解
散
に
追

い
込
ま
れ
た
。

注
六
、
横
光
利
一
「
純
粋
小
説
論
」『
現
代
日
本
文
学
論
争
史

下
巻
（
平

野
謙
・
小
田
切
秀
雄
・
山
本
健
吉
共
編
・
昭
和
三
一
年
、
未
来
社
）

な
お
、
横
光
利
一
「
純
粋
小
説
論
」
の
引
用
は
全
て
右
記
の
も
の
に

拠
っ
た
。

注
七
、
一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
年
）『
新
フ
ラ
ン
ス
評
論
』
に
発
表
し

た
長
編
小
説
。

付
記※

小
林
秀
雄
「
私
小
説
論
」
の
引
用
は
『
近
代
文
学
評
論
体
系
第
７

巻
昭
和
期
Ⅱ
』（
昭
和
四
七
年
、
角
川
書
店
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、

漢
字
仮
名
表
記
は
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。
ま
た
、
ル
ビ
は
適
時

省
略
し
た
。

（
き
む
ら

ゆ
う
が
・

皇
學
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
国
文
学
専
攻
）

小
林
秀
雄
「
私
小
説
論
」
に
関
す
る
一
考
察
（
木
村
）
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