
変
容
す
る

「私」
|
|
梶
井
基
次
郎

棒
榛

は
じ
め
に

本
論
は
梶
井
基
次
郎

「棒
榛
」

の
受
容
に
関
す
る
研
究
の
一
環
で

あ
り
、
梶
井
基
次
郎
の
「
棒
様
」
が
な
ぜ
梶
井
の
他
作
品
と
比
べ
て
、

高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
の

か
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
試

み
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
「
樽
橡
」
に
お
け
る
「
私
」
を
中
心
に
「
棒

様
」
研
究
を
概
観
し
な
が
ら
、
研
究
史
に
お
け
る
「
私
」
像
の
変
遷

を
追
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
「
棒
様
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド

の

一
つ
と
さ
れ

て
い
な
が
ら
、
先
行
研
究
に
お
い
て
不
明
瞭
な
ま
ま
論
じ
ら
れ
て
い

た

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
が
、
実
際
に
は

「
私
」
像
と

と
も
に
変
容
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
れ
ま
で
拙
稿
に
お
い
て
、
先
行
研
究
が

「
袴
様
」

の
評
価
が
高

研
究
の
言
説
か
ら
|

|

西
尾

泰
貴

ま
っ
た
理
由
を
、
「
全
集
」
の
刊
行
に
よ
っ
て
の
み
説
明
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
「
全
集
」
以
外
の
梶
井
基
次
郎
作
品
集

と
し
て
の
刊
行
物
の
タ
イ
ト
ル
に
着
目
し
、
変
遷
を
追
っ
た
。
そ
v
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で

一
九
六
七
年
に
新
潮
文
庫
が
そ
れ
ま
で
刊
行
し
て
い
た
『
梶
井
基

次
郎
集
』
を
『
棒
橡
』
へ
と
改
題
し
て
以
降
、
「
棒
様
」
が
梶
井
基
次

郎
の
作
品
集
と
し
て
の
刊
行
物
の
タ
イ
ト
ル
に
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
が

通
例
化
し
て
い

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ま
た
、
作
品
集
に
お
け
る
「
樽
榛
」
タ
イ
ト
ル
の
通
例
化
と
並
行

す
る
形
で
、
「
棒
楼
」
が
習
作
や
草
稿
と
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
研
究

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
う
し
た
研
究
は
、

九

五
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
筑
摩
書
一
房
版

『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
に
「
棒

榛
」
の
草
稿
や
習
作
が
掲
載
さ
れ
た
以
降
増
加
し
て
い
っ
た
。



ま
た
、

拙
稿
で
は
前
述
し
た

タ
イ
ト
ル
の
通
例
化
と
研

「
袴
榛
」

究
の
隆
盛
と
さ
ら
に
パ
ラ
レ
ル
に
、

国
語
教
科
書
の
採
録
数
が
増
加

し
て
い
っ
た
こ
と
を
中
心
に
論
じ
た
。
拙
稿
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る

カミ

こ
こ
で
大
ま
か
に
、
年
代
ご
と
の
教
科
書
に
お
け
る
「
格
楼
」

の
設
問
の
変
遷
を
述
べ
て
お
く
。

「
棒
榛
」
が
初
め
て
三
省
堂
の
教
科
書
に
採
録
さ

一
九
五
二
年
、

れ
た
際
、
「
梶
井
基
次
郎
に
つ
い
て
調
べ
、
さ
ら
に
大
正
末
期
か
ら
昭

和
初
期
頃
の
日
本
の
文
壇
(
特
に
小
説
)

の
こ
と
を
調
べ
て
み
よ
う
」

や
「
こ
の
よ
う
な
小
説
を
私
小
説
と
い
う
が
、

そ
の
理
由
お
よ
び
特

色
を
考
え
て
み
よ
う
」
、

「
私
小
説
な
ど
を
中
心
に
し
て
、

日
本
の
近

代
小
説
の
特
色
を
研
究
し
て
み
よ
う
」
と
い
っ
た
作
家
や
文
学
史
に

関
す
る
問
い
が
中
心
で
あ
っ
た
。

一
九
六

0
年
代
で
は

「
「
そ
の
中
に
現
実
の
私
自
身
を
見
失
う
の

を
楽
し
ん
だ
。
」
(
一
五
七
ペ
ー
ジ
8
行
)
と
あ
る
が

こ
の
と
き
の
主

人
公
の
気
持
を
想
像
し
て
み
よ
う
」
「
「
何
か
が
私
を
追
い
た
て
る
。
」

(
一
五
八
ペ
ー
ジ
1
4
行
)
と
あ
る
が
、
何
が
主
人
公
を
追
い
た
て
て

い
る
の
か
考
え
て
み
よ
う
」
「
「
第
一
に
安
静
。
が
ら
ん
と
し
て
旅
館

の
一
室
。
」
(
一
五
七
ペ
ー
ジ
4
行
)

の
よ
う
に
、
体
言
で
文
が
終
止
し

て
い
る
例
を
抜
き
出
し

そ
の
は
た
ら
き
を
考
え
て
み
よ
う
」
と
い

っ
た
、
作
品
の
読
解
を
基
本
と
し
た
設
聞
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

一
九
七

O
年
以
降
に
な
る
と
、
「
棒
榛
」

の
設
問
の
ほ
ぼ
全
て
が

「
「
私
」
は
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

(
P
7
4
・
2
)
と
ど

の
よ
う
に
し
て
戦
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
」
「
「
み
す
ぼ
ら
し
く
て
美

ど
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
か
。
」
と
い
っ
た
「
私
」
に
関
す
る
問
い
へ
と
変
化
し
た
。

し
い
も
の
」

(
P
7
4
・
9
)
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
「
私
」

へ
の
焦
点
化
は
国
語
教
科
書
に
お
い
て
現
在
も

続
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
聞
い
の
設
定
や
採
録
数
増
加
の
理
由
を
、
学
習
指
導
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要
領
の
変
遷
や
同
時
代
の
教
育
に
お
け
る
モ
ー
ド
、
国
語
教
科
書
に

お
け
る
「
棒
橡
」
の
読
み
方
か
ら
考
察
し
、
「
棒
榛
」
の
設
聞
が
「
私
」

に
関
す
る
問
い
へ
と
焦
点
化
し
て
い
っ
た
理
由
を
、
「
人
間
形
成
」
と

い
う
役
割
が

「
樽
橡
」

に
担
わ
さ
れ
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。

本
論
の
第
一
節
で
は

「棒
榛
」
発
表
当
時
(
一
九
二
五
年
)
、

「私」

治宝

「
イ
ン
テ
リ
」
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
可
能
性
を
同
時
代
評
と
当

時
の
文
学
状
況
か
ら
示
す
。
第
二
節
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が

衰
退
し
た

一
九
三
五
年
以
降
、
「
私
」
を
「
梶
井
基
次
郎
」
と
す
る
読



み
方
と
、
「
文
士
」
と
す
る
読
み
方
が
パ
ラ
レ
ル
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
を
研
究
か
ら
明
ら
か
に
し
、
第
三
節
で
は

「
え
た
い
の
知
れ
な
い

不
吉
な
塊
」

の
読
み
方
が

「
私
」
像
の
変
遷
と
と
も
に
、
変
化
し
て

い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
第
四
節
で
は
一
九
七

0
年
代

以
降
、
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
が
抽
象
化
し
て

い
き
、
同

様
に
「
私
」
像
も
「
青
年
」

へ
と
抽
象
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。

一
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
と
し
て
の
『
私
』

前
述
し
た
通
り

国
語
教
科
書
に
お
い
て

の
設
聞
は

「
棒
様
」

次
第
に
「
私
」

へ
と
焦
点
化
さ
れ
て
い

っ
た
。

で
は
研
究
史
に
お
い

て

「
棒
様
」

の

「私」

は
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
っ
て
い
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

「
棒
榛
」
に
お
い
て
、
「
私
」
が
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
る
理
由
は
い
く

っ
か
あ
る
。

つ
は
、
こ
の
小
説
が
、
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な

塊
が
私
の
心
を
始
終
圧
へ
つ
け
て
ゐ
た
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
る
、

一
人
称
形
式
の
小
説
で
あ
る
と
い
う
点
だ
。

特
に
研
究
史
上
で
は
私
小
説
で
あ
る
か
否
か
、

と
い
う
論
議
が
盛

ん
で
あ
っ
た
。

日
沼
倫
太
郎
は
梶
井
基
次
郎
を
私
小
説
家
で
あ
る
と

い
う
潮
流
に
対
し
、「
私
小
説
作
家
と
し
て
」
見
な
さ
れ
て
い
る
が
「
断

じ
て
現
実
再
現
型
す
な
わ
ち
自
然
主
義
文
学
の
系
列
に
属
す
る
作
家

で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
梶
井
を
「
主
情
的
な
作
家
」

で
は
な
く
「
認
識
に
よ
る
作
家
」

そ
の
上
で

「
樽
様
」
も

と
し
た
。

結私
三百込 .1、
日附I 'J、

づ説
けで
ては
いな
るzく

宝JiI
聞い、

識

に
よ
っ
て
善
か
れ
た
小
説
で
あ
る
、

と

こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
明
記
し
て
お
く
が
、
本
論
で
は

「
棒
様
」
が

「私
小
説
」

日
比
嘉

で
あ
る
か
否
か
、

と
い
う
考
察
は
行
わ
な
い
。

高
の
『
〈
自
己
表
象
〉
の
文
学
史
|
|
自
分
を
書
く
小
説
の
登
場
|
|

』
や
、

山
口
直
孝
の
『
「
私
」
を
語
る
小
説
の
誕
生
|

|
近
松
秋
江

・

志
賀
直
哉
の
出
発
期
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
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「
私
小

説
」
と
い
う
ワ
ー
ド
自
体
が
抽
象
化
さ
れ
た
暖
昧
な
言
葉
で
あ
り
(
そ

の
た
め
、

日
比
や
山
口
も
「
私
小
説
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
、
「
自
己
表
象
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
)
、
私
小
説
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
検
証
は
、

鷺
只
雄
が
一
九
九
九
年
、
「
『
棒
様
』
」
に
お
い
て

「梶
井
は
私
小
説
作

家
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
が
早
く
か
ら
あ
っ
て
現
在
ま
で
続

い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
棒
榛
」
の
研
究
史
を
術
服
し

て
み
て
も
、
明
確
な
答
え
を
見
出
せ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
。



し
か
し
、
こ
こ
で
あ
え
て
、
「
棒
様
」
が
私
小
説
で
あ
る
か
ど
う
か

が
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
取
り
上
げ
た
の
は

私
小
説
と
し
て

あ
る
い
は
私
小
説
を
否
定
す
る
形
で

「
棒
榛
」

の
研
究
は
行
わ
れ
て

き
た
、

と
い
う
研
究
史
に
お
け
る
流
れ
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
重

要
で
あ
る
か
ら
だ
。

つ
ま
り

私
小
説
と
し
て
認
識
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た

形
式
を
持
つ
小
説
で
あ
る

「
棒
様
」

は
、
主
人
公

ま
た
は
一
人
称

の
語
り
手
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る

「
私
」
を
中
心
と
し
た
研
究
が
行

わ
れ
る
場
合
が
多
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
私
小
説
で
あ
る
か
と
い
う
検
証
で
は
な
く
、
「
棒

榛
」
の
研
究
史
上
に
お
い
て

「
私
」
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た

か
、
言
い
換
え
れ
ば

「
私
」
像
、
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
の

か
を
概
観
し
て
い
き
た
い
。
現
在
の
教
科
書
で
は
「
棒
榛
」
の
「
私
」

は
、
学
習
者
と
の
心
的
距
離
が
近
い
非
常
に
幅
の
広
い

「
青
年
」
と

し
て
想
定
さ
れ
、
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
、
「
棒
榛
」
研
究
に

お
い
て
も
同
様
の

「
私
」
像
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

同
時
代
評
で
は
あ
ま
り
注
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

「
棒
榛
」
だ
っ

た
が
、
近
藤
一
郎
は
一
九
三
二

年
に
「
梶
井
君
の
棒
様
」

の
中
で
次

の
よ
う
な
評
を
述
べ
て
い
る
。

「
棒
様
」
|
|
知
識
人
に
時
ど
き
起
こ
る
深
い
憂
欝
の
谷
問
。

そ
れ
は
駆
け
出
し
の
マ
ル
ク
シ
ス
ト
が

「
没
落
資
本
主
義
第
三
期

に
於
け
る
イ
ン
テ
リ
の
特
質
」
だ
と
簡
単
に
片
付
け
る
も
の
と
は
、

ま
た
性
質
の
全
然
に
異
な
る
も
の
だ
。

憂
欝
の
内
容
が
、
読
者
に
背
を
向
け
て
ゐ
る
の
で
、
或
い
は
、
役

落
に
瀕
し
た
イ
ン
テ
リ
の
悲
哀
だ
と
頭
か
ら
や
ら
れ
な
い
と
も

{
1
0
]
 

限
ら
な
い
ス
キ
が
発
見
で
き
る
。
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評
と
し
て
は
印
象
批
評
に
近
い
も
の
で
あ
る
が

こ
こ
で
示
さ
れ

て
い
る
「
私
」
像
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
「
棒
橡
」
の

「私」

一
般
的
に
は

「
憂
惨
を
抱
え
た
イ
ン
テ
リ
、

知
識
人
」

lま

と
読
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
棒
榛
」
の
同
時
代
評
は
少
な
い
た
め
、
当
時
の
文
学
状
況
か
ら
「
棒

様
」

「
私
」
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た
の
か
を
想
定
し
て
み

の

ょ
う
。

一
九
三
三
年
の
も
の
だ
が
、
深
田
久
弥
は
次
の
よ
う
な
批
判

を
同
時
代
の
小
説
全
般
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
。



イ
ン
テ
リ
の
苦
悩
を
描
け
、

と
い
う
声
が
申
し
合
は
せ
た
様
に

叫
ば
れ
る
。

し
か
し
そ
の
現
は
れ
た
も
の
を
見
る
と
、
多
く
は
た

だ
左
翼
へ
行
か
う
か
行
く
ま
い
か
と
い
ふ
感
傷
的
な
迷
ひ
や
、
大

学
は
出
た
が
職
が
な
く
そ
の
日
の
暮
ら
し
に
困
る
と
い
ふ
世
俗

的
な
苦
し
み
な
ど
で
あ
っ
て
、
未
だ
イ
ン
テ
リ
の
知
識
の
苦
悩
を

真
に
描
い
た
も
の
は
殆
ど
な
い
と
云
っ
て
い
い
。

深
田
の
批
判
か
ら

一
九
三

O
年
初
め
の
小
説
に
は

「
イ
ン
テ
リ

の
苦
悩
を
描
く
」

こ
と
、
が
期
待
さ
れ
て
い
た
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
だ
ろ
う
。
松
本
和
也
は
こ
れ
ら
の
批
判
か
ら
、
「
棒
榛
」
が
発

表
さ
れ
た
大
正
末
期
は

“
知
識
人
青
年
の
苦
悩
"
が
同
時
代
的

課
題
と
切
り
結
び
な
が
ら
純
文
学
の
主
題
と
し
て
浮
上
し
つ
つ
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。

時
期
」

で
あ
っ
た
、

こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
評
や
状
況
か
ら

発
表
当
時
の

「
棒
橡
」

「
私
」
は
、
現
在
の
教
科
書
に
お
け
る
「
青
年
」
と
は
異
な
る
、
「
知

識
人
青
年
」
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
現
代

の

「
青
年
」
と
異
な
る
、
あ
く
ま
で

「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
属
す

る
青
年
」

と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
単
純
に

「
イ
ン
テ
リ
」

と
し
て

「
私
」
を

設
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

近
藤
が

「
不
思
議
な

し
か
し

明
暗
神
経
」
を
抱
え
た

で
あ
る
「
私
」
を
想
定

「
大
人
の
大
学
生
」

し
、
抱
え
て
い
る

「
憂
欝
」
が

た
め

「
読
者
に
背
を
向
け
て
ゐ
る
」

に
、
「
イ
ン
テ
リ
の
悲
哀
」
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
あ
る
程
度
回
避

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
述
べ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
批
判
自
体

が
、
「
私
」
を
「
イ
ン
テ
リ
」
と
し
て
想
定
す
る
読
み
方
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る

と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

加
え
て

「
袴
榛
」

で
は
な
い
が
、
梶
井
の

「或
る
崖
上
の
感
情
」

と
い
う
作
品
に
対
し
て
、
匿
名
で
『
大
学
左
派
』
の

「
同
人
雑
誌
短

言平

其
の
ご
に
お
い
て
、
「
変
な
安
っ
ぽ
い
無
常
主
義
し
か
響
い
て
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は
来
な
い
。
五
日
々
は
さ
う
し
た
無
常
感
に
安
住
し
て
ゐ
る
梶
井
氏
の

境
地
を
噛
う
と
共
に
、
積
極
的
に
生
き
る
こ
と
を
切
に
希
望
す
る
」

と
い
う
批
判
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
当
時
の
小
説
全
般
に
対
し

の

て
、
「
私
」

U

「
イ
ン
テ
リ
」
「
知
識
人
青
年
」
と
い
う
読
ま
れ
方
が
、

あ
る
程
度
成
立
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

二
、
「
梶
井
基
次
郎
』
・
「
文
士
」
と
し
て
の
『
私
」

昭
和

一
0
年
代

一
九
三
五
年
以
降
に
な
る
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文



学
の
衰
退
も
あ
り
、
「
イ
ン
テ
リ
」
と
し
て

「私
」
を
読
む
言
説
は
見

ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
「私」

「イ
ン
テ
リ
」
「
知
識
人
青
年
」

と
い
う
構
図
の
読
ま
れ
方
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

で
は

「イ
ン
テ
リ
」
や
「
知
識
人
青
年
」
と
し
て
読
ま
れ
な
く
な

っ
た

「私」

は
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

梶
井
は
死
後
、
『
作
品
』
の

「
梶
井
基
次
郎
追
悼
競
」

を
は
じ
め

と
し
て
、
多
く
の
特
集
が
組
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う

な
死
後
の
特
集
の
中
で
、
梶
井
と
親
交
が
あ
り
同
人
雑
誌
「
青
空
」

を
と
も
に
創
刊
し
た
淀
野
隆
三
や
中
谷
孝
雄
な
ど
、
多
く
の
人
物
に

よ
っ
て
梶
井
と
の
思
い
出
だ
け
で
な
く
、
趣
味
噌
好
や
病
の
様
子
、

生
涯
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
梶
井
の

「作
家

情
報
」
が
幾
度
も
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
戦
後
に
な
る
と
、
筑
摩
書
一房
版
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
の

淀
野
隆
三
に
よ
る
梶
井
の

「
年
諸
」
が
掲
載
さ
れ

よ
り
多
く
の
読

者
へ
と

「作
家
情
報
」
が

ま
と
ま
っ
た
形
で

「梶
井
基
次
郎
」
の

受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
作
家
情
報
と
、
習
作

や
草
稿
が
絡
む
形
で
「
棒
様
」
は
研
究
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
筑
摩
書
一
房
版
全
集
の
刊
行
後
、
梶
井
基
次
郎
の
作
家
情
報

と
習
作
や
草
稿
か
ら
「
樽
榛
」
を
読
む
手
法

い
わ
ゆ
る

「
資
質
還

元
主
義
」
的
な
読
ま
れ
方
が
行
わ
れ
始
め
る
。
そ
し
て
、
「
資
質
還
元

主
義
」
的
な
、
作
家
に
依
拠
し
た
読
み
方
か
ら
は
、
多
く
の
場
合
「
私
」

「
梶
井
基
次
郎
」
と
い
う
読
ま
れ
方
の
構
図
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。

「私
H
梶
井
基
次
郎
」

と
い
う
読
ま
れ
方
の
代
表
的
な
も
の
と
し

て
、
大
谷
晃
一
の

「梶
井
基
次
郎
『
樽
様
』
」
を
挙
げ
る
。

作
者
は
常
に
何
か
昂
奮
す
る
こ
と
を
愛
し
た
。
そ
の
陶
酔
が
い

く
つ
か
の
現
実
に

た
び
た
び
醒
め
る
。
醒
め
て
は
ま
た
昂
奮
を
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見
つ
け
る
。

不
吉
な
塊
と
は
、
そ
の
い
く
つ
か
の
現
実
が
作
者
の

下
意
識
の
中
に
ひ
そ
ん
だ
嫌
悪
と
焦
燥
で
は
な
か
っ
た
か
。

私
も
さ
っ
き
寅
っ
た
棒
楼
を
画
集
の
棚
に
置
い
て
帰
り
た
い

誘
惑
に
か
ら
れ
た
。
あ
た
り
を
見
廻
し
て
い
る
。
だ
が
、
実
行
で

き
な
か
っ
た
。
作
者
の
よ
う
な
不
吉
な
塊
や
倦
怠
が
な
い
せ
い
な

な の
の か
カミ丁 。
O~ そ

の
，し、

の
ょ
っ

純
粋
で
野
性
的
で
豊
か
で
な
い
ゆ
え

大
谷
は

「え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
を
抱
え
て
い
る
「
私
」



は

「
作
者
」
、

「
棒
橡
」

「
梶
井
基
次
郎
」

つ
ま
り

で
あ
る
と
し
て

を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
中
谷
孝
雄
『
梶
井
基
次
郎
』
や
鈴
木
沙
那
美
『
転

梶
井
基
次
郎
』
、
大
谷
晃
一
『
評
伝
梶
井
基
次
郎
』
な

位
す
る
魂

ど
に
よ
り
作
家
情
報
が
追
加
さ
れ
、
整
理
さ
れ
、
受
容
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
作
家
情
報
の
強
化
に
加
え
、
習
作
と
草

稿
と
の
比
較
検
討
に
よ
る

「
資
質
還
元
主
義
」
的
な
読
ま
れ
方
が
研

究
上
で
主
流
と
な
り

再
生
産
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
私
」

「
梶
井
基
次
郎
」
と
い
う
構
図
も
ま
た
、
再
生
産
さ
れ
、
強
化
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
私
」
を

「
梶
井
基
次
郎
」
と
す
る
読
み
方
が
あ
る
一
方
で
、
磯

貝
英
夫
は
一
九
六
二
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、

「
不
吉
な
塊
」

と
は
、
暗
い
、

い
ら
だ
ち
に

満
ち
た
、
虚
無
的
感
覚
で
あ
り

そ
の
根
源
に
は
、
個
人
の
生
活

的
、
肉
体
的
条
件
を
さ
ら
に
ご
え
て
、
自
我
と
社
会
(
日
常
、
現
実
)

と
の
非
適
合
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
く

そ
れ
を
も
た
ら
し
た
も
の

lま

つ
に
は
、
過
敏
な
感
受
性
で
あ
り

つ
に
は
時
代
だ
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
大
正
末
年
代
と
い
う
時
代
が
、
多
く
の
知

識
人
た
ち
を
、
崩
壊
感
も
し
く
は
焦
燥
感
に
お
ち
い
ら
せ
た
こ
と

に
つ
い
て
は

い
く
ら
で
も
事
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し

そ
の
原
因
を
社
会
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

そ
れ
は
、

今
日
的
な
疎
外
状
況
か
ら
も
お
お
よ
そ
類
推
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ

の
上
に
、

こ
の
青
年
に
作
用
し
て
い
る
の
は
、
大
正
後
期
に
一
般

化
し
た
、
ニ
ヒ
ル
と
デ
カ
ダ
ン
ス
を
地
色
と
す
る
文
士
気
質
の
伝

統
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
伊
藤
整
は
一
九
六
九
年
に

「
梶
井
基
次
郎
」
に
お
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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梶
井
の
初
期
の
作
品
を
読
む
と
、
神
経
過
敏
さ
や
、
倦
怠
感
な

ど
の
た
め
に
こ
行
動
的
に
な
る
こ
と
を
自
ら
封
じ
て
ゐ
る
青
年

の
気
分
を
写
さ
う
と
し
た
習
作
的
な
も
の
が
目
立
っ
て
ゐ
る
。

「
棒
様
」

の
田
目
頭
、

「
泥
湾
」
、

「
過
古
」
等
に
は

共
通
し
て
そ

れ
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
や
む
を
得
ぬ
倦
怠
感
な
る
も

の
は
、
実
に
大
正
期
の
知
識
階
級
、
特
に
文
士
の
日
常
の
、
む
し

ろ
定
型
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
心
的
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
倦
怠

と
無
為
の
中
か
ら
突
然
ま
た
は
徐
々
に
、

あ
る
事
件
が
描
き
出
さ



れ
る
の
が
、
多
く
の
私
小
説
の
定
型
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
評
か
ら
は
同
時
代
に
お
い
て
読
ま
れ
て
い
た

「
知
識
人

青
年
」
を

さ
ら
に
限
定
的
に
し
た
形
で
あ
る

「
文
士
」
と
し
て
、

「
私
」
が
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う

な
「
私
」
を
「
梶
井
基
次
郎
」
と
す
る
読
み
方
か
ら
考
え
る
と
、
「
梶

井
基
次
郎
」
と
い
う
作
家
個
人
か
ら
「
小
説
家
」

と
い
う
性
質
を
抜

き
出
し
、

よ
り

一
般
化
し
た

「
私
」
を
読
ん
で
い

「
文
土
」
と
し
て

る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
拡
張
は
、
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

の
読
ま
れ
方
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉

な
塊
」
は
、
「
私
」

H

「
梶
井
基
次
郎
」
と
い
う
読
ま
れ
方
の
構
図
に

お
い
て

小
林
秀
雄
が

「
氏
(
論
者
注
梶
井
基
次
郎

の
焦
燥
は
知

的
と
い
ふ
よ
り
も
鋭
敏
な
感
受
性
が
強
ひ
ら
れ
た
一
種
の
胸
苦
し
さ

で
あ
る
」
と
し
、
前
述
し
た
大
谷
が

「
不
吉
な
塊
と
は
、

そ
の
い
く

っ
か
の
現
実
が
作
者
の
下
意
識
の
中
に
ひ
そ
ん
だ
嫌
悪
と
焦
燥
で
は

な
か
っ
た
か
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
梶
井
の
資
質
に
回
収
さ
れ
る

も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
え
た
い
の
知
れ
な

い
不
吉
な
塊
」

「
嫌
悪
」
や
「
焦
燥
」

は
梶
井
個
人
が
抱
え
て
い
る

と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
の
だ
。

し
か
し
、

「私」

「
文
士
」
と
し
て
読
ま
れ
る
場
合
、

「
え
た
い

の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

「
梶
井
」

lま

で
は
な
く
当
時
の

「
文
士
」

が
抱
え
て
い
る
も
の
と
な
る
。
磯
貝
や
伊
藤
が
大
正
の
末
期
、
当
時

の
時
代
背
景
に
起
因
す
る

「
暗
い

い
ら
だ
ち
に
満
ち
た
、
虚
無
的

感
覚
」
、
「
定
型
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
心
的
状
態
」
と
し
た
よ
う
に
、

梶
井
個
人
の

「
嫌
悪
」
や
「
焦
燥
」

「
文
士
」

で
は
な
く
、
当
時
の

が
皆
抱
え
て
い
た

「
倦
怠
」
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」

と
し
て
、
「
え
た
い
の

知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
は
意
味
を
変
容
し
て
い
く
。
「
私
」
の
意
味
が

梶
井
基
次
郎
個
人
か
ら
「
文
士
」
へ
と
拡
張
さ
れ
る
と
同
時
に
、
「
え
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た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
も
ま
た
、
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。、

変
容
す
る
『
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

先
に
述
べ
た
よ
う
な
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
を
「
梶

井
」
の
資
質
に
還
元
す
る
読
み
方
と
、
当
時
の

「
文
士
」
が
共
有
し

て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
す
る
読
み
方
は
、
「
棒
楼
」
研
究
の
主
な
読
み

方
と
し
て
続
い
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
梶
井
の
三



高
時
代
の
実
生
活
か
ら
検
証
し
た
も
の
と
し
て
先
に
も
述
べ
た
中
谷

孝
雄
や
大
谷
晃
一
に
よ
る
評
伝
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
。

一
九
八
五
年
に
三
好
行
雄
は
こ
れ
ら
の
読
み
方
を
「
従
来
の
論
」

で
あ
る
と
し
、

二
節
で
挙
げ
た
伊
藤
整
の
論
を
「
デ
カ
ダ
ン
ス
や
倦

怠
を
単
に
作
者
の
資
質
や
病
気
に
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
同
時
代
の

と
く
に
若
い
知
識
世
代
の
精
神
の
共
通
項
と
し
て
理
解
し
て
お
く
こ

と
が
、
梶
井
基
次
郎
論
の
新
し
い
視
野
を
開
く
こ
と
に
な
る
は
ず
で

「
新
し
い
視
点
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

あ
る
」
と
延
べ
、

そ
う
し
た

「
新
し
い
視
点
」

と
し
て

「私」

「
文
士
」
と
い
う

読
ま
れ
方
が
登
場
す
る
中
で
、
宮
内
豊
は
一
九
六
九
年
に
「
棒
様
と

爆
弾
」
の
中
で
、
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
を
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

主
人
公
は

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
と
い
う
が
ご
と

き
、
そ
れ
こ
そ
え
た
い
の
知
れ
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
悩
ま
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
度
か
さ
な
る
飲
酒
放
蕩
、
放
榔
し
た
学
業

堆
積
す
る
借
金
と
い
う
ま
っ
た
く
現
実
的
か
つ
具
体
的
な
問
題

に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

に
由
来
す
る

〈
不
安
〉

こ
の
論
の
冒
頭
に
お
い
て
、
宮
内
は
河
上
徹
太
郎
や
小
島
信
夫
に

よ
る
梶
井
の
資
質
へ
と
還
元
し
て
い
く
論
を
、
「
え
た
い
の
知
れ
な
い

不
吉
な
塊
」
が

と
い
う
抽
象
的
な
言
葉
に
回
収
さ
れ
て
い

〈倦
怠〉

っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
棒
様
」
研

究
の
主
流
で
あ
る
習
作
や
草
稿
と
の
比
較
検
討
を
避
け
、
テ
ク
ス
ト

の
み
で

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
を
考
察
し
て
い
る
。
鈴

木
貞
美
は
こ
の
論
を

コ
棒
榛
」

の
精
神
の
特
質
を

し
ば
し
ば
梶

井
作
品
群
の
全
体
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
き
た
「
倦
怠
」
で
は
な
く
、

「
不
安
」
に
特
定
」
し
た
と
評
し
て
い
る
。

古
関
章
は
、
先
に
述
べ
た
小
林
秀
雄
や
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
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吉
な
塊
」
を
「
精
神
と
肉
体
と
の
狭
間
に
在

っ
て
別
個
に
独
立
し、

そ
の
両
者
を
痛
め
つ
け
る
生
理
的
病
患
の
よ
う
な
存
在
」
と
述
べ
た

漬
川
勝
彦
に
よ
る
資
質
還
元
主
義
的
な
読
み
方
を
批
判
し
、
前
述
の

宮
内
の
論
を
「
確
か
に
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
」
と
し
つ
つ
も

「
だ
が
、
私
に
は
こ
れ
ら
の
論
は
あ
ま
り
に
も
平
板
な
「
不
吉
な
塊
」

の
捉
え
方
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
と
思
え
て
な
ら
な
い
」
と
反
論
し
て

一刊。。
一

いザ。
。

古
関
自
身
は
磯
貝
英
夫
に
よ
る
「
結
核
や
神
経
衰
弱
、
さ
ら
に
は

大
正
年
末
の
混
乱
し
た
社
会
状
況
」
を
「
因
子
」

と
し
た

「虚
無
的



感
覚
」
と
す
る
論
を

「
均
整
が
と
れ
て
い
た
」
と
し
て
積
極
的
に
評

価
し
た
。
そ
の
上
で
、
「
瀬
山
の
話
」
と
の
比
較
か
ら
「
え
た
い
の
知

れ
な
い
不
吉
な
塊
」
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
何
か
」

わ
け
の
分
か
ら
な
い
青
年
期
の
生
の
不
安
に
、
肉
体

と
精
神
の
病
い
と
い
う
内
部
世
界
の
要
因
と
、
時
代
の
病
弊
と
い

う
外
部
世
界
の
要
因
と
を
絡
み
合
わ
せ
た
も
の
か
ら
沸
き
立
つ

抽
象
観
念
で
あ
り
、

ほ
ぼ
「
瀬
山
の
話
」

か
ら
帰
納
し
た

「
不
吉

な
塊
」

と
径
庭
の
な
い
内
実
を
示
し
て
い
る
と
見
な
し
て
良
か
っ

た
の
で
あ
る
。

梶
井
が

「
樗
様
」

で
発
見
し
た
も
の
は
、
青
年
期
の
生
の
不
安

や
胸
苦
し
さ
と
い
っ
た
憂
悶
を
美
的
カ
タ
ル
シ
ス
に
よ
り
美
意

識
の
世
界
に
解
消
し
て
ゆ
く
変
換
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
、

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
を
青
年
の
不

安
と
す
る
読
み
方
を
し
て
い
る
の
は
古
関
だ
け
で
は
な
い
。
鷺
只
雄

も
先
の
宮
内
の
論
に
対
し
て
、
「
、
ま
さ
に
出
る
べ
く
し
て
出
た
レ
モ
ン

ジ
ュ
ー
ス
の
如
き
爽
快
さ
」
が
あ
る
論
だ
と
評
価
し
つ
つ
も
、
「
そ
れ

が
全
て
か
と
問
わ
れ
れ
ば
ノ
!
と
い
う
ほ
か
は
な
い
」
と
し
、

「
何
故

な
ら

そ
れ
ら
は

現
実

「
不
吉
な
塊
」

の
具
体
的
な
原
因
で
あ
り
、

的
な
中
味
で
は
あ
っ
て
も
、
結
果
で
は
な
い
」

と
し
て
い
る
。
そ
の

上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

換
言
す
れ
ば
「
棒
橡
」
が
何
故
多
く
の
若
者
た
ち
の
支
持
を
得

青
春
の
文
学
と
し
て
評
価
さ
れ
る
か
と
言
え
ば
そ
れ
は
恐
ら
く

次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

私
は
思
う
。
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つ
に
は
青
春
の
未
熟
さ
で
あ
る
。
飲
酒

・
借
金

・
怠
学

・
不

摂
生
ゆ
え
の
病
気
等
々
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
度
を
越
し
た
り

繰
り
返
す
こ
と
は
有
害
で
あ
り
、
挫
折
や
破
滅
を
も
た
ら
す
も
の

で
あ
る
こ
と
は
百
も
承
知
で
あ
り
な
が
ら

心
弱
く
も
悪
習
と
の

腐
れ
縁
を
断
ち
切
れ
ず
に
ず
る
ず
る
と
引
き
因
さ
れ
て
い
る
不

に甲
違 斐
い な
なさ
しワ で
o 2あ

る

こ
れ
は
若
者
の
誰
で
も
が
経
験
す
る
と
こ
ろ

鷺
は
さ
ら
に
未
熟
さ
故
の
不
安
と
時
代
の
不
安
に
よ
っ
て

「
不
吉



な
塊
」

「
生
の
不
安
」
や
「
青
年
の
不

は
完
成
し
、
青
年
は
自
身
の

安
」
を
読
ん
で
い
る

と
し
て
い
る
。

鷺
の
ス
タ
ン
ス
は
古
関
と
非
常
に
近
似
し
て
お
り

「
え
た
い
の

知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
を
「
青
春
の
未
熟
さ
」
と

「
青
年
の
不
安
」

と

「
時
代
的
な
不
安
」

に
よ
っ
て
完
成
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
点

も
か
な
り
似
通
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
両
者
と
も
に
「
梶
井
基
次
郎
」

と
い
う
作
者
に
還
元
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
。

以
上
の
論
を
辿
っ
て
い
く
と

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

は
、
「
樽
様
」

研
究
に
お
い
て
、
鷺
只
雄
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
生

の
不
安

・
社
会
的
不
安

・
時
代
的
不
安
・
青
春
の
欝
屈
苦
悶
・
倦
怠
・

病
的
(
肺
結
核
)
不
安

・
世
紀
末
的
デ
カ
ダ
ン
ス
等
々
が
あ
り
、
そ
の

実
体
は
作
品
の
中
で
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
、
追
求
は
さ

れ
て
い
な
い
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
未
だ
に
文
字
通
り
、
「
え
た
い

の
知
れ
な
い
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

四
、
「
青
年
」

へ
と
抽
象
化
さ
れ
る
『
私
」

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

は
研
究
史
上
で
も
明
確
な
答

え
を
見
出
だ
せ
な
い
ま
ま
、
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た

こ
と
は
鷺
の
指
摘
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不

吉
な
塊
」

の
読
み
方
に
は
、
多
く
の
研
究
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る

点
、
が
あ
る
。

「
焦
燥
」
や
「
倦
怠
」
、
「
不
安
」
と
い
っ
た

そ
れ
は

抽
象
度
の
高
い
言
葉
へ
と
回
収
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
点
だ
。

研
究
史
を
術
敵
す
る
と
、

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

の

主
体
、

「
え
た
い
の
知
れ
な
い

つ
ま
り

「私
」
像
の
変
容
に
よ
っ
て

不
吉
な
塊
」

の
読
ま
れ
方
も
ま
た
、
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

だ
ろ
う
。
「私」

H

「
知
識
人
青
年
」
と
い
う
読
ま
れ
方
で
は
「
え
た

い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

lま

「
イ
ン
テ
リ
の
悲
哀
や
苦
悩
」
と
な

る
。
そ
し
て
、

と
い
う
読
ま
れ
方
で
は
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「私」

「
梶
井
基
次
郎
」

「
作
者
の
焦
燥
や
嫌
悪
」
で
あ
り
、
「
私
」

H

「
文
士
」
で
は
「
文
士

の
倦
怠
、
デ
カ
ダ
ン
ス
」
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
明
確
に
異

な
る
も
の
で
は
な
い
が
、

「
私
」
像
の
違
い
に
よ
っ
て

「
え
た
い
の

知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

に
は
、
確
か
な
差
異
が
あ
る
と
い
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
宮
内
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
論
的
な
読
み
方
に
お
い
て
は
、

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

は
ま
た
違
っ
た
意
味
へ
と
変
容

す
る
。
作
家
情
報
を
意
図
的
に
切
断
し
た
テ
ク
ス
ト
論
的
な
読
み
方

の
中
で
は
、

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
は
、
宮
内
の
指
摘
通



り
テ
ク
ス
ト
内
部
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
「
度
か
さ
な
る
飲
酒
放
蕩
、

放
榔
し
た
学
業
、
堆
積
す
る
借
金
と
い
う
ま
っ
た
く
現
実
的
か
つ
具

体
的
な
問
題
」

と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
テ
ク
ス
ト
の
み
で
考
察
し
た
宮
内
の

「
度
か
さ
な
る
飲

酒
放
蕩
、
放
榔
し
た
学
業
、
堆
積
す
る
借
金
と
い
う
ま
っ
た
く
現
実

的
か
つ
具
体
的
な
問
題
」

は
古
関
や
鷺
に
よ
る
と
「
平
板
」
で
あ
り

単
純
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
。

「
平
板
」
さ

あ
る
い
は
単

そ
の

純
さ
を
避
け
る
た
め
に
テ
ク
ス
卜
内
で
読
む
こ
と
が
で
き
る

体
的
な
問
題
」
を
再
び
抽
象
化
し
、
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

は
「
不
安
」
や
「
憂
欝
」
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

「
私
」
を

「
文
士
」
と
す
る
読
み

「
梶
井
基
次
郎
」

あ
る
い
は

方
同
様
、

抽
象
度
の
高
い
言
葉
で
あ
る

「
不
安
」
や
「
憂
欝
」

と

変
化
し
た

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

で
は
あ
る
が
、
古
関

や
鷺
の
論
に
お
い
て
、
「
私
」
を
「
梶
井
基
次
郎
」
や
「
文
士
」
と
は

し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
具
体
的
な
主
体
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で

「
不
安
」
や
「
憂
欝
」
を
抱
え
る
人
物
、

と
い
う

「私」

主
体
を
改
め
て
想
定
し
た
結
果
、
「
私
」
は
、
梶
井
個
人
や
同
時
代
の

イ
ン
テ
リ

文
士
で
は
な
く

一
般
的
な
「
青
年
」

へ
と
変
容
し
て

い
っ
た
。
抽
象
化
し
て
い

っ
た

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

と
パ
ラ
レ
ル
に
、

「
私
」
像
も
ま
た
、

「
青
年
」

へ
と
抽
象
化
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の

「私」

の
抽
象
化
こ
そ
が
、
二
章
で
述
べ
た
教
科
書
に
お
け

る

「私」

つ
の
答
え
と
な
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
な

へ
の
焦
点
化
の

「
私
」
で
は
な
く

一
般
的
な
、
学
習
者
と
近
し
い
距
離
を
持
つ
「
青

年
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、
「
私
」

を
対
象
化
し

人
間
形
成
を
促
進
さ
せ
る
教
材
と
し
て
、
採
録
数
が

「回一(

増
え
て
い
っ
た
の
だ
。

た
だ
し
、
教
科
書
が
研
究
と
同
様
に
「
私
」
を
「
青
年
」
と
し
て

読
む
一
方
で
、
「
棒
榛
」
の
読
み
方
、
具
体
的
に
は
「
憂
欝
か
ら
の
解
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放
」
と
い
う
読
み
方
に
お
い
て
、
両
者
の
聞
に
は
ズ
レ
が
生
じ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

七

0
年
代
の
教
科
書
に
は

「
「
画
本
」

の

「
城
壁
の
頂
に
お
そ
る

お
そ
る
棒
榛
を
す
え
つ
け
」

(
P
8
1
・
3
)

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
憂

欝
」
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
心
の
働
き

に
よ
る
も
の
か
、
あ
と
づ
け
て
み
よ
う
」
や
「
「
私
」
は
「
憂
穆
」
か

ら、

何
に
よ
っ
て
、

で
の

「私」

ど
の
よ
う
に
解
放
さ
れ
た
か
。
ま
た
、
そ
れ
ま

の
心
理
や
行
動
で
あ
と
づ
け
よ
う
」
と
い
っ
た
問
い
が

設
定
さ
れ
て
い
た
。

七

0
年
代
の
教
科
書
で
は

「
棒
榛
」

つ
ま
り



を
、
研
究
を
反
映
し
な
が
ら
、
「
私
」
が
「
憂
欝
」
か
ら
解
放
さ
れ
て

い
く
作
品
と
し
て
読
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
設
聞
が
削
除
さ
れ

「
憂
欝
」

か
ら
の
解
放
に
重
点
を

置
か
な
い
教
科
書
に
お
け
る
読
み
方
は
八

0
年
代
か
ら
始
ま
る
。

一
九
八
四
年
の
古
関
の
論
で
は
コ
私
」
の
現
実
的
苦
渋
を
精

神
的
カ
タ
ル
シ
ス
効
果
で
救
抜
す
る
過
程
を
描
い
た
」
と
し
て
お
り
、

か
し

一
九
九
九
年
の
鷺
の
論
に
お
い
て
も
「
た
っ
た
一
頼
の

レ
モ
ン
に
よ

っ
て

「
私
」
を
圧
迫
し
続
け
て
い
た
「
不
吉
な
塊
」

は
弛
緩
し
、
し

つ
こ
い
「
憂
欝
」
か
ら
は
解
放
さ
れ
、
「
幸
福
」
を
実
感
す
る
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鈴
木
貞
美
も
二

O
O
二
年
に
、
「
棒
様
」
を

二
個
の
レ
モ
ン
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
憂
欝
が
す
っ
か
り
晴
れ

た
」
「
憂
さ
晴
ら
し
の
テ
ー
マ
」

が
あ
る
小
説
と
し
て
読
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
、
研
究
の
中
で
は
「
憂
欝
」
か
ら
の
「
救
抜
」
、
あ
る
い
は
「
解

放
」
と
い
っ
た
読
み
方
が
続
い
て
い
っ
た
の
だ
。

以
上
を
整
理
す
る
と
、

「
憂
欝
」
を
抱
え
た
青
年
、

「
不
安
」
を
抱

え
た
青
年
と
い
う
「
私
」
像
は
、
「
袴
榛
」
研
究
と
「
棒
榛
」
研
究
を

参
考
に
し
て
い
る
国
語
教
科
書
に
よ
っ
て
、
相
互
的
に
紡
が
れ
て
い

っ
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
研
究
に
お
い
て
、
「
私
」
が
「
憂

欝
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
読
み
方
は
続
い
て
い
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

あ
え
て
教
科
書
で
は

か
ら
解
放
さ
れ
た
か
ど
う

「私」

は;

憂
穆
」

か
は

明
記
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し

お
わ
り
に

本
論
で
は

「
棒
榛
」

の

「
私
」
像
の
研
究
史
上
の
変
遷
を
追
い

「私」

の
変
容
と
と
も
に

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
も
変

H ヲ

廿

し

「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
が

「
憂
欝
」
や
「
不
安
」

と
い
っ
た
抽
象
的
な
言
葉
に
な
っ
た
結
果
と
し
て

年
」
へ
と
抽
象
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
「
私
」
を
「
青

「
私
」
像
も
「
青
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年
」
と
す
る
読
み
方
は
研
究
と
教
科
書
、
両
者
が
相
互
的
に
紡
い
で

い
っ
た
一
方
で
、
「
青
年
」
が
「
憂
欝
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
か
ど
う
か

に
関
し
て
、

両
者
の
聞
に
は
ズ
レ
が
生
じ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

た

し
か
し
、
本
論
に
は
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

つ
は

研
究
を
概
観
す
る
た
め
、
「
私
」
の
読
み
方
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
が
か
な

り
大
ま
か
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
点
で
あ
る
。
例
え
ば
「
私
」

を
「
梶
井
基
次
郎
」
と
し
て
読
む
場
合
で
も
各
論
に
は
差
異
が
あ
る
。

本
論
で
は
研
究
史
を
大
き
く
捉
え
る
た
め
、
細
か
な
差
異
に
着
目
し



つ
つ
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、

研
究
と
教
科
書
の
二
つ
の
み
に
焦
点
化
し
た
結
果
と
し
て
、

「
私
」
像
が

「
青
年
」

へ
と
抽
象
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る

に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
論
で
扱
っ
た
各
年
代
の
メ
デ
ィ
ア
や
文

学
状
況
か
ら
、
よ
り
具
体
的
な
「
青
年
」
像
を
捉
え
て
い
く
こ
と
は
、

大
き
な
課
題
で
あ
る
。

[
注
]

1 

「
梶
井
基
次
郎
作
品
の
受
容
に
つ

い
て

『
格
稼
』
刊
行
形
態
と
評
価

の
変
遷
」
(
『
リ
テ
ラ
シ
|
史
研
究

第
九
号
』
二

O
二
ハ
年
)

2 

「「
棒
様
」

の
受
容
論
教
科
書
掲
載
を
視
座
と
し
て
」
(
『
リ
テ
ラ
シ

ー
史
研
究

第
一

O
号
』
二

O
一
七
年
)

3 

『
新
国
語
(
改
訂
版
)
文
学
三
』
(
一
九
五
二
年
、
三
省
堂
)

4 

『
国
語

現
代
編
三
』
(
一
九
六
五
年
、
秀
英
出
版
)

5 

『
新
訂
版

現
代
国
語
三
』
(
一
九
七
二
年
、
大
日
本
図
書
)

6 

日
沼
倫
太
郎
「
梶
井
基
次
郎
」
(
『
現
代
作
家
論
』

一
九
六
六
年
、
南
北

キ土7 

日
比
嘉
高
『
〈
自
己
表
象
〉
の
文
学
史
|

|
自
分
を
書
く
小
説
の
登
場

|

|
』
(
二

O
O
二
年
、
翰
林
書
房
)

8 

山
口
直
孝

『
「私
」
を
語
る
小
説
の
誕
生
|

|
近
松
秋
江
・
志
賀
直
哉
の

出
発
期
』
(
二

O
一
一
年
、
翰
林
書
房
)

9 

鷺
只
雄
「
『
抽
砕
機
』
」
(
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
九
年
)

1 
0 

近
藤

一
郎

「梶
井
君
の
絡
様
」
(
『
新
文
向
学
研
究
』

一
九
=
二
年
七
月

号
、
金
星
堂
)

1 

1 

深
田
久
弥
「
純
文
学
の
更
正
」
(
『
新
潮
』

一
九
三
三
年
七
月
号
)

1 
2 

松
本
和
也
「
第
一
章

〈
苦
悩
す
る
作
家
〉
の
文
壇
受
場
期
|

|
メ

デ
イ
ア
の
中
の
作
品
評

・失
肘
師
事
件
」
(
『
昭
和
十
年
前
後
の
太
宰
治
〈
青

年〉

・
メ
デ
ィ
ア

・
テ
ク
ス
ト
』
二

O
O九
年
、
ひ
つ
じ
書
房
)
初
出
は

「
あ
る
新
進
作
家
の
文
塩
登
場
期
|
|
〈
太
宰
治
〉
を
め
ぐ
っ
て
|

|
」
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(
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
二

O
O
一
年
)

1 
3 

匿
名

「同
人
雑
誌
短
評

一
九
二
八
年

其
の
ご
(
『
大
阿
倍
左
派
』

大
島
十
左
派
編
相
判
所
)

1 
4 

『作
品
』
五
月
号
(
一
九
三
二
年
、
作
品
社
)

1 
5 

大
谷
晃

梶
井
基
次
郎
『
棒
榛
』
」
(
『
続
関
西
名
作
の
風
土
』

一
九

七

一
年
、
創
元
社

1 
6 

中
谷
孝
雄
『
梶
井
基
次
郎
』
(
一
九
五
一
年
、
筑
摩
書
房
)

1 
7 

鈴
木
沙
那
美
『
転
位
す
る
魂

梶
井
基
次
郎
』
(
一
九
七
七
年
、
社
会

思
想
社



1 
8 

大
谷
晃

『
評
伝
梶
井
基
次
郎
』
(
一
九
七
八
年
、
河
出
書
一
房
新
社

1 
9 

磯
貝
英
夫
「
梶
井
基
次
郎

・
棒
様
」
(
『
現
代
日
本
文
学
講
座

小
説

6 
'= 

一
九
六
二
年
、
三
省
堂

2 
0 

伊
藤
整
「
梶
井
基
次
郎
」
(
『
日
本
現
代
文
学
全
集
』
第
八
二
巻
解
説

一
九
六
四
年
、
講
談
社

2 
1 

小
林
秀
雄
「
文
芸
時
評
1
1
1
梶
井
基
次
郎
と
嘉
村
磁
多
」
(
『
中
央
公

論』、

一
九
三
二
年
、

中
央
公
論
社

2 
2 

大
谷
晃

『
評
伝
梶
井
基
次
郎
』

(
一
九
七
八
年
、
河
出
書
一
房
新
社
)

2 
3 

ニ
好
行
雄
「
梶
井
基
次
郎
作
家
論
作
品
論
辞
典
」
(
『
園
文
皐

解
釈

と
教
材
の
研
究
』
昭
和
六
三
年
十
二
月
号
、

一
九
八
八
年
、
皐
燈
社
)

2 
4 

宮
内
豊
「
待
機
と
爆
悌
」
(
『
早
稲
田
文
学
』

一
九
六
九
年

2 
5 

河
上
徹
太
郎

「
梶
井
文
学
の
近
代
性
」
(
『
梶
本
次
郎
全
集
』
第
一
巻

月
報
、

一
九
五
九
年
、
筑
摩
書
一
房
)

2 
6 

小
島
信
夫
「
病
者
の
心
理
と
健
康
の
文
学
」
(
福
永
武
彦
編
『
近
代
文

学
鑑
賞
講
座
第

お

巻

中
島
敦
・
梶
井
基
次
郎
』

一
九
五
九
年
、
角

川
書
庖

ワ
ム

ウ
t

鈴
木
貞
美
「
解
説
」

(
『
梶
井
基
次
郎
『
棒
様
』
作
品
論
集

近
代
文

学
作
品
論
集
成
⑫
』
二

O
O
二
年
、
ク
レ
ス
出
版
)

2 
8 

小
林
秀
雄
「
文
芸
時
評
|

|
梶
井
基
次
郎
と
嘉
村
磯
多
」
(
『
中
央
公

論』、

一
九
三
二
年
、
中
央
公
論
社
)

2 
9 

演
川
勝
彦
「
『
棒
様
』
鑑
賞
」
(
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
第
一
七
巻

梶

井
基
次
郎

・
中
島
敦
』

一
九
八
一
年
、
角
川
書
庖

3 
0 

古
関
章
「
美
的
自
己
慰
安
の
文
学
「
棒
機
」
」
(
熊
本
近
代
文
学
研
究

会
編
『
方
位
』
第
八
号

一
九
八
四
年

3 
1 

古
関
章
「
美
的
自
己
慰
安
の
文
学
「
棒
様
」
」
(
熊
本
近
代
文
学
研
究

会
編
『
方
位
』
第
八
号

一
九
八
四
年

3 
2 

鷺
只
雄
「
『
棒
様
』
」
(
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』

九
九
九

年3 
3 

鷺
只
雄
「
『
神
様
』
」
(
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
九
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年3 
4 

『
新
訂
版

現
代
国
語
三
』
(
一
九
七
二
年
、
大
日
本
図
書

3 
b 

『
現
代
国
語

一
一
』
(
一
九
七
三
年
、
教
育
出
版
)

3 
6 

古
関
章
「
美
的
自
己
慰
安
の
文
学
「
格
稼
」
」
(
熊
本
近
代
文
学
研
究

会
編
『
方
位
』
第
八
号
、

一
九
八
四
年

3 
7 

鷺
只
雄
「
『
棒
様
』
」
(
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』

一
九
九
九

年3 
8 

鈴
木
真
美
「
『
体
様
』

ー
ー
そ
の
魅
力
と
表
現
方
法
、
文
芸
史
的
位
置

の
解
明
の
た
め
に
」
(
『
梶
井
基
次
郎
『
棒
榛
』
作
品
論
集

近
代
文
学



作
品
論
集
成
⑫
』
二

O
O
二
年
、
ク
レ
ス
出
版
)
。
『
梶
井
基
次
郎
の
位

界』

二
O
O
一
年
、
作
品
社

「研
究
の
目
的
と
方
法
」

二
、
三
を
編
集

し
た
も
の
。
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