
一

梶
井
基
次
郎
の
創
作
方
法
に
言
及
す
る
研
究
は
実
に
多
い
が

(

１)

、
大
体
は
曖

昧
な
表
現
に
止
ま
っ
て
い
て
、
梶
井
の
主
要
な
作
品
の
具
体
的
な
創
作
の
現

実
に
基
い
て
論
証
す
る
も
の
は
殆
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
拙
稿

｢〈

倫
理
性〉

か
ら

〈

存
在
性〉

へ

梶
井
基
次
郎
習
作
の
研
究

(

２)｣
(｢

拙
稿｣

と
略

す)

で
は
、
梶
井
の
習
作
創
作
に
お
け
る
、
作
品
の
主
題
が

〈

倫
理
性〉

か

ら

〈

存
在
性〉

へ
と
転
換
す
る
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
は
、〈

存

在
性〉

の
表
現
に
目
覚
め
始
め
た
梶
井
基
次
郎
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

方
法
で

〈

存
在
性〉

の
表
現
を
試
み
た
か
を
、｢[

瀬
戸
内
海
の
夜]｣

か
ら

｢[

雪
の
日]｣

ま
で
の
諸
習
作
、
作
品
の
考
察
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず

〈

疎
外〉

と
文
学
的
自
己
表
現
と
の
関
係
の
面
か
ら
、〈

倫
理
性〉
か

ら

〈

存
在
性〉

へ
と
変
遷
す
る
過
程
の
理
論
的
必
然
性
を
論
じ
、
そ
れ
か
ら

梶
井
の
習
作
創
作
の
実
践
に
お
け
る
二
つ
の
傾
向
に
照
ら
し
て
、
梶
井
基
次

郎
に
お
け
る

〈

存
在
性〉

表
現
の
二
つ
の
基
本
的
な
方
法
を
抽
出
す
る
。
次

い
で
、
具
体
的
な
作
品
の
分
析
を
通
し
て
、
二
つ
の
方
法
が
実
際
に
実
践
さ

れ
る
過
程
を
辿
っ
て
み
た
い
。

｢

拙
稿｣

で
も
触
れ
た
が
、
梶
井
の
初
期
文
学
創
作
は
、
テ
ー
マ
が

〈

倫

理
性〉

か
ら

〈

存
在
性〉

へ
と
変
遷
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
根
本
的
に
は

〈

存
在
性〉

の
表
現
へ
の
憧
れ
が
彼
の
文
学
的
自
己
表
現
の
最
初
の
動
機
で
、

｢[

瀬
戸
内
海
の
夜]｣

か
ら

｢[

貧
し
い
生
活
よ
り]｣

ま
で
の
実
践
を
通
し

て
や
っ
と
そ
れ
に
辿
り
着
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
最
初
の
文
学
創

作
、
例
え
ば

｢

小
さ
き
良
心｣

か
ら
処
女
作

｢

檸
檬｣

及
び

｢

檸
檬｣

以
降

の
作
品
に
お
い
て
、
取
り
組
ん
で
い
る
テ
ー
マ
に
一
つ
の
共
通
し
た
特
徴
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
即
ち
、
彼
は
最
初
か
ら
文
学
に
お
い
て

〈

人
生〉

を
問
題
と
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
文
学
的
自
己
表
現
に
供

す
る

〈

人
生〉

は
梶
井
に
お
い
て
は
最
初
か
ら
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
る
。

梶
井
の
主
人
公
が

〈

人
生〉

に
で
は
な
く
、
一
つ
一
つ
の
瞬
間
に
惹
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
瞬
間
は
自
分
の
行
為
に
対
す
る
不
可
思
議
の
情

に
せ
よ
、
自
然
や
風
景
に
魅
か
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
社
会
の
主
流

の
価
値
体
系
に
お
い
て
は
、
疑
問
を
感
じ
る
余
地
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
に
疑
問
を
感
じ
て
、
惹
か
れ
る
の
は
、
主
人
公
が

何
ら
か
の
原
因
で

〈

疎
外〉

の
状
態
に
い
る
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
状
態
に
い
る
主
人
公
に
つ
い
て
の
表
現
の
目
標
も
そ
の

〈

疎
外〉

状
態
の
表
現
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

〈

疎
外〉

状
態
の
表
現
こ

そ

｢

拙
稿｣
に
お
い
て
論
じ
て
い
た

〈

存
在
性〉

の
表
現
で
あ
る
。
個
々
の

〈

疎
外〉

状
態
の
契
機
は
、
主
流
の
価
値
体
系
に
対
す
る
挑
戦

(

こ
こ
の
挑

戦
は
勿
論
主
に
精
神
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
が)

の
瞬
間
か
ら
な
っ
て
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い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
挑
戦
の
瞬
間
に
対
し
て
、
日
常
の
道
徳

で
退
治
す
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
主
人
公
が

〈

疎
外〉

状
態
に
陥
る
こ
と
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
主
流
の
価
値
観
に
挑
戦
す
る
瞬
間
に
共
鳴
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
始
め
て
主
人
公
が

〈

疎
外〉

状
態
に
陥
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

〈

疎
外〉

状
態
に
陥
る
こ
と
は
往
々
に
し
て
主
人
公
の
倫
理
的
負
債
を
伴
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
人
公
に
お
け
る
倫
理
的
負
債
に
目
を
奪
わ

れ
る
と
、
表
現
の
テ
ー
マ
は

〈

倫
理
性〉

を
主
な
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
だ
が
、
倫
理
的
負
債
関
係
に
終
始
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
た
だ
日

常
的
負
債
・
弁
償
関
係
に
止
ま
る
だ
け
で
、
文
学
的
表
現
を
要
請
す
る
必
要

も
な
い
。
主
人
公
が

〈

疎
外〉

状
態
に
陥
っ
て
文
学
的
自
己
表
現
が
要
請
さ

れ
る
の
は
、
彼
が
日
常
的
負
債
・
弁
償
関
係
を
維
持
す
る
筈
の
主
流
の
価
値

観
に
挑
戦
す
る
瞬
間
に
共
鳴
す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
主
人
公
は
こ
の
よ
う

な
挑
戦
す
る
瞬
間
に
共
鳴
す
る
か
ら
、
主
流
の
価
値
体
系
内
に
は
自
己
表
現

の
可
能
性
が
失
わ
れ
た
の
で
、
文
学
的
表
現
を
通
し
て
自
己
表
現
の
負
債
を

弁
償
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、｢

拙
稿｣

で
論
じ
た
梶
井
初
期
創
作
に
お

け
る

〈

倫
理
性〉

か
ら

〈

存
在
性〉

へ
の
テ
ー
マ
変
遷
の
傾
向
は
、
作
者
が

表
現
の
負
債
に
促
さ
れ
な
が
ら
、
倫
理
的
負
債
に
目
を
奪
わ
れ
た
こ
と
に
よ

る
試
行
錯
誤
の
過
程
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の

試
行
錯
誤
の
過
程
は
、｢[

瀬
戸
内
海
の
夜]｣

あ
た
り
に
至
っ
て
、
作
者
が

自
分
の
本
来
の
任
務
に
気
が
付
き
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
終
わ
り
を

迎
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

〈

疎
外〉

に
由
来
す
る
主
人
公
の
自
己
表
現
の
負
債
が
文
学
的
自
己
表
現

の
動
機
で
あ
る
か
ら
、〈

疎
外〉

の
日
常
的
契
機
に
な
っ
て
い
る
倫
理
的
負

債
は
常
に
文
学
的
自
己
表
現
に
付
き
纏
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

倫
理
的
負
債
の
表
現
に
拘
っ
て
い
る
と

〈

疎
外〉

そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
表

現

〈

存
在
性〉

の
表
現

が
疎
か
に
な
る
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
自
己

表
現
の
負
債
は
な
く
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
倫
理
的
負
債
そ
の
も
の
の
表
現

は
、
常
に
忌
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論

的
推
理
は
、
梶
井
の
文
学
創
作
の
実
践
に
も
証
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
特

に
彼
の
習
作
に
お
け
る
主
人
公
の
放
蕩
経
験
の
表
現
に
よ
く
裏
付
け
ら
れ
て

い
る
。｢

帰
宅
前
後｣

や

｢

母
親｣

な
ど
に
お
い
て
は
、
主
人
公
の
放
蕩
に

よ
っ
て
齎
さ
れ
た
倫
理
的
負
債
は
ま
だ
作
品
の
主
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る

が
、｢

雪
曇
り
の
日

(

３)｣

や

｢[

瀬
山
の
話]｣

な
ど
で
は
、
た
だ
主
人
公
の
存

在
状
態
を
表
す
材
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
倫
理
的
負
債
の
意
識

は
ほ
と
ん
ど
見
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
創
作
に
お
け
る
倫
理
的
負
債

の
消
去
は
、
梶
井
の
習
作
創
作
の
実
践
に
お
け
る
主
な
目
標
の
一
つ
で
あ
る

と
い
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
の
題
材
に
付
き
纏
っ
て
い

る
倫
理
的
負
債
の
消
去
以
外
に
、〈

存
在
性〉

表
現
の
も
う
一
つ
の
傾
向
は
、

倫
理
的
負
債
を
伴
わ
な
い
題
材
を
作
品
に
使
う
こ
と
で
あ
る

(

例
え
ば
、
風

景
や
遊
戯
を
創
作
の
題
材
と
す
る
こ
と)

。〈

存
在
性〉

表
現
の
こ
の
二
つ
の

傾
向
か
ら
、
二
つ
の
基
本
的
な

〈

存
在
性〉

表
現
の
方
法
を
抽
出
す
る
こ
と

が
出
来
る
。
一
つ
は
、
主
に
倫
理
的
負
債
を
消
去
し
た
後
に
主
人
公
の
感
性

的
な
も
の
が
残
る
こ
と
に
関
る
も
の
、
即
ち
主
人
公
の
感
情
の
劇
的
展
開
の

方
法
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
主
に
倫
理
的
負
債
を
伴
わ
な
い
題
材
に
関
る
も

の
、
即
ち

〈

光
景〉

と
主
人
公
の
内
面
が
照
応
す
る
方
法
で
あ
る
。

二

｢[

瀬
戸
内
海
の
夜]｣

(

大
正
十
二
年
八
月
頃)

は
完
成
し
た
作
品
と
は
言

え
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
瀬
戸
内
海
の

―��―



日
没
の
美
し
い
景
色
に
惹
き
い
れ
ら
れ
る

｢

私｣

は
、｢

午
過
ぎ
に
乗
っ
た

時
か
ら
涼
し
い
喫
煙
室
で
、
戦
争
と
平
和
を
そ
の
夕
方
頃
ま
で
読
み
ふ
け
っ

て
ゐ
た｣
。
そ
し
て
夕
闇
の
中
に

｢

昼
間
本
に
読
み
ふ
け
っ
て
い
る
時｣

気

が
付
い
た
が｢
考
え
る
余
地
が
な
か
っ
た｣

｢

私
の
学
校
の
生
徒｣

｢

Ｃ
‐
君｣

を
見
出
し
て
、
海
上
の
景
色
を
見
な
が
ら
二
人
が
楽
し
く
話
し
た
。
最
後
に

そ
の
頃
の
生
活
の
所
産
で
あ
る

｢

私
自
身
を
冷
や
か
に
省
み
た｣

反
省
の
性

格
が
思
い
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
倫
理
的
負
債
を
示
す
事
件
が
な
く
、
あ
る

の
は

｢

私｣

の
内
面
に
照
応
す
る
三
つ
の

〈

光
景〉

日
没
の

｢

美
し
い

ぐ
る
り
の
情
景｣

、｢

Ｃ
‐
君
の
素
直
な
心｣

、｢

私
が
昼
か
ら
浸
っ
て
ゐ
た
美

し
い
小
説｣

の
情
景

だ
け
で
あ
る
。
う
ま
く
出
来
て
い
る
と
は
言
え
な

い
が
、〈

光
景〉

と

｢

私｣

の
内
面
の
照
応
を
示
そ
う
と
す
る
努
力
が
見
ら

れ
る
。

…

(

三
つ
の

〈

光
景〉

は
＝
引
用
者)
相
ひ
互
ひ
に
組
み
あ
っ
て
私

の
気
持
を
い
く
ら
で
も
押
し
出
し
て
ゆ
く
の
だ
っ
た
。
／

然
し
私
は

時
々
私
自
身
を

〈

冷
や
か
に〉

省
み
た
。
…
そ
し
て
そ
の
反
省

[

の]

は
私
の
そ
の
頃
の
生
活
の
所
産
で
あ
っ
た

[

の
だ]

。
／

私
の
一
つ

の
性
質
を
裏
切
る
他
の
様
々
な
性
質

[

に]

を
私
は
ど
う
し
て
も
見
の

が
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
私
は

[

一
人
の]

そ
う
し
て

[
私
の
一

方
の
友
人
を
裏
切
り
、]

幾
人
も
の
友
人
を
裏
切
り
、
幾
つ
も
の
生
活

[

を
裏]

〈

の
矛
盾〉

を
犯
し
て
来
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
私
は
自
分
の

多
様
な
人
格
が
否
め
な
か
っ
た
。
／

〈

然
し

[

私
が
そ
の
夜
の]

そ

の
時
の
Ｃ
‐
君
と
の
会
話
で〉

私[

は]

が
そ
の
冷
や
か
な
反
省
に
止
っ

て
ゐ

[

る]

た
の
は
極
僅
か
の
間
だ
け
だ
っ
た
。
…

(

４)

｢

そ
の
頃
の
生
活
の
所
産｣

と
し
て
の

｢

反
省｣

か
ら
見
て
、｢

私｣

は

〈

疎

外〉

状
態
に
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。｢

多
様
な
人
格｣

を
持
っ
て
、
素
直
に

生
き
て
い
な
い

｢

私｣

は
三
つ
の

〈

光
景〉

の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
い
く
ら

で
も
気
持
が
押
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
の

〈

光
景〉

が
ど
の
よ
う
な

性
格
を
持
ち
、
如
何
に

｢

私｣

の
内
面
を
照
ら
し
出
し
、
如
何
に
表
現
の
負

債
を
弁
償
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
こ
の
作
品
に
お
け
る

｢

昼
間｣

、｢

日
没｣

に
つ
い
て
の
メ
タ
フ
ァ
ー

の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
主
人
公
が
瀬
戸
内
海
の

｢

昼
間｣

に
は
興

味
が
な
く
、｢

日
没｣

か
ら
急
に

｢

身
も
心
も
と
い
ふ
風
に｣

｢

他
愛
も
な
く

そ
の
中
に
誘
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
た｣

の
は
、
彼
の

〈

疎
外〉

的
精
神

状
況
を
暗
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
状
況
が
、
ま
た
風
景
に

接
す
る

｢

私｣

の
感
情
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。｢

私
自
身
が
威
厳
を
捨
て

さ
せ
ら
れ
る
様
な
美
し
さ
で
あ
る
、

そ
う
思
ひ
な
が
ら
も
私
は
溺
れ
て

ゆ
く
も
の
が
死
の
恍
惚
に
魅
せ
ら
れ
て
苦
し
い
も
が
き
を
や
め
て
し
ま
ふ
様

に
、
魔
術
に
か
か
っ
た
様
に
な
っ
て
し
ま
っ
た｣

の
で
あ
る
。
日
常
世
界
の

象
徴
と
し
て
の

｢

昼
間｣

に
苦
し
ん
で
い
る

｢

私｣

が
拘
っ
て
い
た
の
は
ま

さ
に

｢

威
厳｣

(｢

相
手
に
与
へ
る
印
象
の
奴
隷｣)

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

｢

威
厳｣

を
捨
て
る
の
に
は
、｢

魔
術
に
か
か
っ
た
様
に｣

無
抵
抗
な｢

日
没｣

の
光
景
は
ま
さ
に
原
初
の
世
界
の
象
徴
で
あ
る
。｢

戦
争
と
平
和｣

が
示
す

小
説
の
世
界
は
一
種
の

〈

疎
外〉

の
空
間
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
更
生
の

希
望
を
与
え
て
く
れ
る
原
初
の
世
界
と
、
自
分
の
精
神
状
態
と
同
質
の

〈

疎

外〉

の
世
界
が
同
時
に

｢

私｣

の
前
に
現
れ
る
時
、｢

そ
の
間
で
間
誤
つ
い

て
し
ま
ふ｣

か
ら
、｢

私
の
気
持
が
不
自
然
に
嬉
し
い｣

の
で
あ
る
。
最
後

に｢
Ｃ
‐
君
の
素
直
な
心｣

と
は
何
だ
ろ
う
か
。
彼
は｢

私
の
学
校
の
生
徒｣

で
あ
り
、
共
通
の

｢

学
校
の
話｣

を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
実
は
ほ
か
の

｢

船
員｣

や

｢
船
客｣

と
同
じ
よ
う
に

｢

私｣

の
現
実
に
は
無
関
係
な
存
在

で
あ
る
。
彼
の｢
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
に
似
た
容
貌｣

や｢

若
々
し
い
青
年
の
心｣

―��―



や
｢

素
直
な
心｣

は
た
だ

｢

日
没｣

の
原
初
の
風
景
と
、
小
説
の

〈

疎
外〉

の
世
界
と
に
響
き
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
持
が

｢

い
く
ら
で
も｣

押
し
出

さ
れ
た

｢
私｣

に
よ
っ
て
、
作
り
出
さ
れ
た
理
想
的
人
物
像
に
過
ぎ
な
い
。

作
品
と
し
て
の
完
成
度
は
ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
が
、
主
人
公
の
内
面
を

〈

光
景〉

と
の
照
応
関
係
に
よ
っ
て
表
現
す
る
方
法
意
識
が
は
っ
き
り
現
れ

て
い
る
こ
と
は
、
以
上
の
分
析
か
ら
も
分
る
。
そ
し
て
、
原
初
の
世
界
の
象

徴
と
し
て
の

｢

日
没｣
の
情
景
と

〈

疎
外〉

の
世
界
の
象
徴
と
し
て
の
小
説

の
世
界
と
、〈

疎
外〉

の
世
界
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
し
て
作
り
出
し
た
理
想

的
人
物
像
こ
そ
、
主
人
公
の
内
面
と
照
応
し
、
そ
れ
を
立
体
的
に
照
ら
し
出

す

〈

光
景〉

で
あ
る
。

｢[

貧
し
い
生
活
よ
り]｣

(

大
正
十
三
年
五
〜
六
月
か)

に
お
け
る〈

光
景〉

は
冒
頭
の
一
文
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、｢
そ
の
時
の
生
活｣

に
付
き
纏
っ

て
い
る

｢

薄
暗
い
う
ら
ぶ
れ
た
幻｣

で
あ
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く

｢

そ
の
時
の
生
活｣

に
対
す
る

｢

私｣

の
心
象
風
景
で
あ
る
。
即
ち

｢

私｣

は
そ
の
時
の
生
活
環
境
か
ら
、｢

そ
の
時
の
生
活｣

と
波
長
が
同
じ
で
あ
る

〈

光
景〉

を
切
り
取
っ
た
だ
け
で
、
言
わ
ば
生
活
の
代
わ
り
に

〈
光
景〉

を

描
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の

〈

光
景〉

か
ら
当
時
の

｢
私｣

の
ど
の
よ
う
な
精
神
的
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。

｢

荒
土
の
土
塀
が
お
ち
て
ゐ
た
り
、
溝
が
こ
わ
れ
て
ゐ
た
り
…｣

な
ど
か

ら
、
生
活
の
文
脈
か
ら
離
れ
て

｢

心
を
寂
し
い
静
思
に
導
く｣

〈

光
景〉

が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。｢

目
の
下
の
家
、
そ
れ
は
…｣

や

｢

…
柿
の

木
、
百
日
紅
の
花
。｣

や

｢

…
鞦
韆
の
横
木
。｣

な
ど
の
名
詞
止
は
、
物
事
の

間
の
有
機
的
連
絡
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
。｢

す
が
れ
た
淋
し
い

色｣

の
花
や
病
弱
な
驢
馬
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
生
命
力
の
衰
弱
が
感
じ
ら
れ
る
。

ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
壁
塗
り
や

｢

古
く
く
す
ん
で
ゐ
て｣

｢

大
き
い
破
れ
が
あ
っ
た｣

襖
の
色
紙
な
ど
か
ら
、
無
気
力
が
窺
え
る
。｢

私｣

の
部
屋
内
の

〈

光
景〉

か
ら
生
活
の
文
脈
の
乱
れ
が
覗
か
れ
る
。
一
方
家
の
主
の
母
娘
の
会
話
か
ら

二
重
の
意
味
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
粗
野
な
語
調
は
洗
練
を
価
値
と
す
る
社

会
に
と
っ
て
は
原
初
的
な
意
味
が
あ
る
が
、
そ
の
強
烈
な
自
己
主
張
は
ま
た

主
流
の
価
値
観
と
一
致
す
る
。
従
っ
て
、｢

私｣

に
連
絡
を
求
め
る
彼
女
達

の

｢

独
断
的
な
親
切
気｣

に
対
し
て
、
そ
の

｢

親
切
気｣

に
あ
る
原
初
的
状

態
へ
の
親
近
感
と
、
そ
の

｢

独
断
的
な｣

態
度
に
隠
さ
れ
て
い
る
主
流
の
価

値
観
的
要
素
へ
の
嫌
悪
か
ら
、
き
っ
ぱ
り
断
る
こ
と
も
受
け
入
れ
る
こ
と
も

出
来
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
心
象
風
景
の
違
っ
た

〈

光
景〉

に
よ
っ
て
、
主

人
公
の

〈

疎
外〉

さ
れ
て
い
る
精
神
状
態
を
立
体
的
に
表
現
す
る
試
み
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

三

｢[

瀬
戸
内
海
の
夜]｣

と

｢[

貧
し
い
生
活
よ
り]｣

の
二
作
に
お
い
て
、

主
人
公
の
内
面
と

〈

光
景〉

と
の
照
応
に
よ
っ
て

〈

存
在
性〉

を
表
現
す
る

方
法
は
、
作
品
全
体
を
構
成
す
る
方
法
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
、

こ
の
方
法
を
作
品
全
体
の
構
成
法
と
し
て
使
う
の
は
寧
ろ
少
な
い
方
で
あ
る
。

｢[
瀬
戸
内
海
の
夜]｣

が
終
っ
た
頃
か
ら
、｢

雪
曇
り
の
日

(

５)｣

に
お
い
て
別
の

方
法
の
試
み
も
始
ま
っ
て
い
た
。

主
人
公
の
内
面
と

〈

光
景〉

と
の
照
応
に
よ
っ
て
作
品
全
体
を
構
成
す
る

方
法
に
比
べ
て
、｢

雪
曇
り
の
日｣

が
一
番
違
っ
て
い
る
の
は
、｢

其
の
日｣

の
主
人
公
の
感
情
の
変
化
に
よ
っ
て
作
品
全
体
を
貫
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
感
情
の
変
化
を
、
現
れ
る
順
に
簡
単
に
示
す
と
次
の
通
り
に
な
る
。

―��―



①
｢

其
の
日｣

｢

心
の
底
に
変
に
沈
ん
で
喜
ば
な
い
も
の｣

の
拡
が
り
と

｢
一
度
甘
い
涙
を
流
し
て
見
れ
ば
清
々
し
そ
う
な
憂
鬱｣

を
感
じ
、｢

幾
度
胸

に
擬
し
て
も
宜
な
は
な
か
っ
た｣

散
歩
へ
の
欲
望
が
大
き
く
な
っ
て
外
出
し

た
。
②
道
で
見
た
女
の
子
に｢

可
愛
い
喜
び｣

と
話
し
か
け
る
誘
惑
を
感
じ
、

｢

彼
女
の
幼
心
に｣
、
羨
ま
し
さ
を
感
じ
た
。
③
去
年
の
檸
檬
体
験
を

｢

悲
し

い
遊
戯｣

と
し
て
思
い
出
し
て
語
り
、｢

私
自
身
を
い
た
は
り
度
い
様
な
気

に
な
り
つ
ゝ
も
そ
の
馬
鹿
気
た
狂
気
を
は
か
な
く
思
っ
た｣

。
④

｢

数
日
来

の
そ
の
地
獄
の
近

(

づ)
い
て
来
る
予
感
に
恐
怖
を
感
じ
て
い
た｣

。
⑤
自

分
を
励
ま
し
て
も

｢

心
は
た
ゞ
浮
ん
で
は
消
え
る
捕
捉
し
難
ひ
想
ひ
の
端
く

れ
を
彷
徨
す
る
ば
か
り｣

で
、｢

頑
な
に
浮
か
び
上
が
ら｣

ず
、｢

明
か
に
疲

労
と
倦
怠
を
感
じ
て
ゐ
た｣

。
⑥

｢

ま
た
道
々
去
年
の
今
頃
の
こ
と
を
思
ひ

出
し
は
ぢ
め
た｣

。

①
か
ら
⑥
ま
で
は

｢

其
の
日｣

の
主
人
公
の
感
情
の
変
遷
を
は
っ
き
り
示

し
て
い
る
か
ら
、
感
情
の
展
開
で
作
品
を
貫
く
意
図
を
認
め
る
こ
と
は
出
来

る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
形
式
と
し
て
成
功
す
る
の
に
は
ま
だ
幾
多
の
克
服

す
べ
き
問
題
を
残
し
て
い
る
。
ま
ず
は
一
つ
の
連
続
し
た
時
間
の
中
の
出
来

事
を
題
材
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
要
求
し
て
い
る
必
然
性
と
偶
然
性
の
相

関
関
係
の
表
現
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
一
続
き
の
時
間
内
に
お
け
る
主
人

公
の
感
情
の
変
化
で
あ
る
か
ら
、
偶
然
性
と
必
然
性
が
同
時
に
備
わ
っ
て
い

る
筈
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
に
は
必
然
性
つ
ま
り
感
情
変
化
の
内
的
必
然
の

表
現
は
足
り
な
い
。
即
ち
、｢

其
の
日｣

の
始
め
に
現
れ
る
感
情
と
そ
の
後

色
々
な
偶
然
的
要
素
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
感
情
と
の
間

に
、
は
っ
き
り
し
た
繋
が
り
が
表
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
回

想
の
時
間
の
挿
入
か
ら
発
生
す
る
、
現
在
の
時
間
と
回
想
の
時
間
の
折
り
合

い
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は

｢

其
の
日｣

散
歩
の
道
々
に
見
た
光
景
と

思
い
出
し
た
二
つ
の
挿
話
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
回
想
の

〈

光
景〉

が

｢

其

の
日｣

見
た

〈

光
景〉

に
組
み
込
ま
れ
る
か
、｢

其
の
日｣

見
た

〈

光
景〉

が
回
想
の

〈

光
景〉

に
組
み
込
ま
れ
る
か
俄
に
判
断
し
に
く
い
状
態
に
な
っ

て
い
る
。
最
後
に
感
情
の
展
開
に
よ
っ
て
作
品
全
体
を
貫
く
時
、〈

光
景〉

と
主
人
公
の
内
面
と
の
照
応
関
係
を
如
何
に
全
体
の
感
情
の
展
開
と
適
合
さ

せ
る
か
も
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
感
情
の
展
開
に
よ
っ
て
作
品
全
体
を
貫
く
表
現
方
法
の
試
み

が
提
起
し
て
い
た
問
題
は
、
そ
の
後
の
諸
習
作
の
創
作
に
お
い
て
試
行
錯
誤

的
に
取
り
組
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。｢[

夕�
橋
の
狸]｣

は

｢

十
幾

年｣

前
の
こ
と
の
回
想
で
あ
り
な
が
ら
、
語
り
現
在
の
状
況
を
極
端
に
切
り

詰
め
る
こ
と
で
、｢

雪
曇
り
の
日｣

に
見
ら
れ
た
回
想
の
時
間
と
語
り
現
在

の
時
間
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
現
象
を
避
け
て
い
た

(

６)

。
次
は

｢

犬
の
話

(

７)｣

と

｢[

犬
を
売
る
男]｣

の
創
作
に
よ
っ
て
、
感
情
の
展
開
に
よ
る
表
現
方
法
の

ど
の
よ
う
な
方
面
が
試
み
ら
れ
た
か
を
、
具
体
的
な
分
析
に
基
い
て
考
察
し

て
み
よ
う
。

｢

犬
の
話｣

と

｢[

犬
を
売
る
男]｣

(

大
正
十
三
年
夏
か
ら
秋
に
か
け
て)

の
創
作
時
間
が
非
常
に
近
い
が
、
前
者
に
対
す
る
後
者
の
大
量
の
改
作
か
ら
、

こ
の
頃
梶
井
の
表
現
方
法
探
求
の
積
極
的
意
欲
が
窺
え
る
。｢

犬
の
話｣

は
、

小
説
と
し
て
の
良
し
悪
し
を
別
と
し
て
、｢[

雪
曇
り
の
日]｣

に
比
べ
て
、

最
も
目
立
つ
の
は
殆
ん
ど
均
質
な
小
説
空
間
の
造
型
に
あ
る
。
作
品
は
冒
頭

の
話
題
の
引
き
出
し
以
外
に
、
語
り
現
在
は
殆
ん
ど
小
説
に
登
場
し
て
い
な

い
か
ら
、
時
間
的
に
は
均
質
的
に

｢

去
年
の
冬
頃｣

に
止
ま
っ
て
い
た
。
そ

れ
か
ら
、
当
時
の

｢

私｣

の
精
神
状
況
の
紹
介
に
よ
る
中
断
以
外
に
、
作
品

の
進
行
は
殆
ん
ど
時
間
順
に
場
面
の
転
換
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
主
人
公
の
感
情
の
展
開
に
条
件
を
備
え
る
こ
と
が
出
来
た
と
考
え

―��―



ら
れ
る
。
ほ
か
に
こ
の
小
説
の
試
み
で
意
義
が
あ
る
の
は
感
情
展
開
に
劇
的

要
素
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
後
に

｢

特
に
大

き
い
字｣
で

｢

私
こ
そ
犬
を
買
う
べ
き
人
間
で
は
な
い
か｣

の
一
文
を
書
き

付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
作
者
が
主
人
公
の
感
情
に
劇
的
要
素
を
導
入
す

る
こ
と
に
目
を
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
分
る
。

｢

犬
の
話｣

に
対
す
る
改
稿
で
主
に
二
つ
の
面
か
ら
梶
井
の
方
法
意
識
を

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
個
々
の

〈

光
景〉

の
描
写
と
主
人
公
の
内
面

と
の
照
応
関
係
へ
の
注
目
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
描
写
に
内
面
性
を
帯
び
さ

せ
る
工
夫
と
、
新
た
に

｢

私｣
の
精
神
状
態
を
語
る
内
容
を
加
え
た
こ
と
に

現
れ
る
。
描
写
の
内
面
性
の
工
夫
は
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
が
、
簡
単
に
一
、

二
例
を
挙
げ
る
に
止
め
よ
う
。

夜
店
商
人
が
雇
仲
居
を
呼
ん
で

[

三
味
線]

狭
い
座
敷
で
騒
い
で
ゐ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
私
に
も
そ
れ
を
呼
べ
と
云
っ
て
私
を
困
ら
せ
た
の

は
、
こ
ゝ
の

[

妹]

姉
の
娘
で
あ
っ
た
、
三
十
位
の
女
で
客
の
相
手
を

し
て

[

は]

、
い
く
ら
で
も
酒
を
飲
ん
だ
、
妹
娘
と
い
ふ
の
が
ゐ
た
、

さ
き
の
女
を

｢

ね
え
は
ん｣

と
呼
ん
で
ゐ
た
。
ま
た
兄
さ
ん
と
い
ふ
の

が
ゐ
た
、
二
人
の
兄
だ
と
云
っ
て
ゐ
た
。

(｢
犬
の
話｣)

〈

…

《

そ
の
部
屋
か
ら
は》

雇
仲
居
と
い
ふ
も
の
が
三
味
線
を
ひ
い

て
客
と
騒
い
で

[

ゐ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。]

《

ゐ
た
り
、》〉

(

次
の
原
稿

用
紙
裏)

こ
ゝ
の
女
が
酒
に
酔
っ
て

[

叩
く]

旧
式
な
毒
舌

[

が]

を

叩
い
て
ゐ

[

る
声]

た
り
す
る
声
が
き
こ
え
て
来
た
、

(｢[

犬
を
売
る
男]｣)

前
者
に
お
い
て

｢

雇
仲
居｣

が
い
く
ら
騒
い
で
も

｢

私｣

に
関
っ
て
い
た
と

は
言
い
難
い
が
、
後
者
で
は
酒
に
酔
っ
て
い
た
女
の
叩
い
て
い
た

｢

旧
式
な

毒
舌｣

の
声
に
よ
っ
て
主
人
公
に
関
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

｢[

犬
を
売
る
男]｣

に
挿
入
さ
れ
た

｢

私｣

の
精
神
状
態
の
内
容
に
一
番

目
立
つ
の
は

｢

憂
鬱｣

な
遊
戯
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

｢

憂
鬱｣

な
遊
戯
こ
そ

が
、
作
者
の
第
二
の
方
法
意
識
を
刺
戟
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
、
露
店
の
犬
及
び
犬
売
り
に
感
じ
て
い
た

｢

不
思
議｣

な
感
情
を
、
当

時
自
分
の
基
調
的
な
感
情

｢

憂
鬱｣

に
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、｢

憂
鬱｣

を
追
払
う
手
段
と
し
て
の

｢

仔
犬
を
買
ふ｣

こ
と
に
繋
が
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。〈

疎
外〉

状
態
に
い
る

｢

私｣

は
、
中
学
生
に
と
っ

て
突
飛
な

｢

仔
犬
を
買
ふ｣

想
像
に
よ
っ
て
表
現
を
得
て
、｢

興
奮｣

と

｢｢

中
学
生
の
西
郷
隆
盛｣

の
様
な
情
熱｣

を
感
じ
、｢

生
活
は
瑞
く
蘇
っ
て

ゆ
く
様
に
思
へ
た｣

が
、
こ
の
よ
う
な
感
情
の
維
持
は
出
来
な
か
っ
た
。
感

情
の
維
持
は
想
像
に
よ
る
が
、
想
像
の
維
持
は
意
味
づ
け
に
よ
る
。
意
味
づ

け
は
恣
意
的
に
で
は
な
く
、
そ
の
動
機
は
究
極
的
に
は
主
人
公
の〈

存
在
性〉

に
由
来
す
る
。
主
流
の
価
値
観
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

〈

疎
外〉

状
態

に
い
る
主
人
公
に
と
っ
て
、
意
味
づ
け
に
よ
る

〈

存
在
性〉

の
表
現
は
現
実

の
意
味
と
違
っ
た
方
向
へ
と
意
味
づ
け
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
筈
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
実
と
方
向
の
違
っ
た
意
味
づ
け
こ
そ
劇
的
要
素
を
導
入
す
る

き
っ
か
け
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、｢

仔
犬
を
買
う｣

行
為
か
ら

｢

中
学
生
の
西
郷
隆
盛｣

と
思
い
つ
い
た
の
は
、
後
に
檸
檬
か
ら

｢

総
て
の

善
い
も
の
総
て
の
美
し
い
も
の｣

を
感
じ
る
こ
と
に
比
べ
て
何
で
も
な
い
が
、

梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
意
味
付
け

劇
的
要
素
導
入

の
萌
芽
と
見
て

も
い
い
の
で
あ
る
。

四

｢

犬
の
話｣

か
ら

｢[
犬
を
売
る
男]｣

へ
の
改
稿
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た

―��―



表
現
の
課
題
は
、
大
き
な
方
面
か
ら
言
う
と
、
感
情
の
展
開
で
作
品
を
全
体

的
に
貫
く
過
程
に
お
い
て
、
如
何
に
主
人
公
の
内
面
と
照
応
す
る

〈

光
景〉

を
作
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
主
人
公
の
感
情
の
展
開
に
お
い
て
如
何
に
劇
的

要
素
を
導
入
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。｢

雪
曇
り
の
日｣

と

｢

犬
の
話｣

で
は
、
回
想
す
る
形
で
過
去
の
経
験
を
語
っ
て
い
た
が
、
前
者
は
回
想
の
中

の
感
情
と
語
り
現
在
の
感
情
の
有
機
的
融
合
が
実
現
で
き
ず
に
、
創
作
が
放

棄
さ
れ
た
。
後
者
で
は
冒
頭
に
弟
と
の
冗
談
で
話
題
を
引
き
出
し
た
が
、
語

り
現
在
の
感
情
が
出
さ
れ
て
い
な
い
た
め
過
去
と
現
在
の
感
情
の
融
合
の
問

題
は
な
い
が
、
語
り
現
在
を
ど
う
処
理
す
る
か
は
新
た
に
考
慮
す
べ
き
問
題

と
な
っ
た
。
こ
の
問
題
は

｢[

犬
を
売
る
男]｣

に
お
い
て
は
も
っ
と
具
体
的

な
形
と
し
て
現
れ
た
。
即
ち

｢[

犬
を
売
る
男]｣

で
は
、
完
全
に
語
り
現
在

の
視
点
の
下
で
、
主
人
公
の
内
面
と〈

光
景〉
と
の
照
応
の
面
に
も
注
意
し
、

主
人
公
の
精
神
状
態
の
特
徴
を
伝
え
る
内
容
と
そ
の
よ
う
な
精
神
状
態
の
下

で
行
っ
て
い
た

｢

憂
鬱｣

な
遊
戯
を
も
新
た
に
加
え
た
の
だ
か
ら
、
一
般
的

状
況
に
属
す
る
主
人
公
の
精
神
状
態
及
び

｢

憂
鬱｣

な
遊
戯
は
、
犬
を
売
る

〈

光
景〉

及
び
最
後
の
犬
を
買
う
想
像
な
ど
と
ど
の
よ
う
な
位
置
関
係
に
あ

る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
課
題

に
た
い
す
る
対
策
は

｢[

瀬
山
の
話]｣

に
お
い
て
は
、
主
に
そ
の
語
り
方
の

工
夫
に
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

｢[

瀬
山
の
話]｣

は

｢

私｣

が

｢

瀬
山｣

と
い
う
友
人
の
こ
と
に
つ
い
て

語
る
と
い
う
語
り
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
作
品
は
四
つ
の
部
分
か
ら
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
部
分
は

｢

私｣

が

｢

瀬
山｣

の
乱
脈
な
生
活
を

自
分
の
感
情
を
込
め
て
語
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
部
分
は

｢

私｣

が

｢

瀬
山｣

か
ら
聞
い
た
乱
脈
な
生
活
の
中
に
発
生
し
た
檸
檬
挿
話
を
、｢

彼
の

語
り
振
り
の
幾
分
か
を
彷
彿
さ
せ
や
う
と｣

思
っ
て
、
一
人
称
の
ナ
レ
ー
シ
ョ

ン
で
語
る
の
で
あ
る
。
第
三
部
分
は
や
は
り
一
人
称
で
乱
脈
な
生
活
の
中
の

｢

或
晩
の
事｣

｢

瀬
山｣

が

｢

悲
し
い
遊
戯｣

と
名
付
け
る
い
ろ
い
ろ

な
狂
態
を
演
じ
、
最
後
に
自
分
の
名
前
を
連
呼
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

最
後
は
、｢

最
近｣

｢

瀬
山｣

の

｢

手
紙
を
受
け
取
っ
て
か
ら
の
や
や
軽
い
安

堵
の
下
に｣

、｢

彼
の
手
紙
の
抄
録
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
稿
を
留
め

様
と｣

し
て
実
現
で
き
ず
に
、
中
断
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
の
構
成

に
つ
い
て
、
梶
井
の

｢

シ
ン
フ
ォ
ニ
ー｣

的
効
果
を
狙
う

｢

全
体
の
暗
‐
明

‐
暗
‐
明
の
構
成｣

意
識
の
現
れ
と
す
る
論
や

(

８)

、｢

京
都
時
代
に
別
れ
を
告

げ
よ
う
と
す
る
意
図｣

の
現
れ
と
す
る
意
見
や

(

９)

、
佐
藤
春
夫
の

｢

都
会
の
憂

鬱｣

の
影
響

(�)

と
主
張
す
る
な
ど
い
ろ
い
ろ
考
察
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
作
者
の
意
図
の
こ
と
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
梶
井
基
次
郎
と

い
う
作
家
の
状
況
の
下
で
は
、
文
学
に
よ
る
自
己
表
現
の
負
債
は
、
創
作
方

法
の
面
か
ら
見
て
ど
の
よ
う
な
内
的
に
必
然
的
な
ル
ー
ト
を
経
て
行
わ
れ
て

き
た
の
か
を
辿
る
こ
と
を
本
務
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
は

｢〈

私〉

の
生
地
へ

〈

瀬
山〉

と
い
う
人
間
が

〈

織
り
出
さ
れ
て
ゐ

る

(�)〉｣

と
い
う

｢

都
会
の
憂
鬱｣

を
真
似
た
と
す
る
方
法
は
、
作
品
全
体
を

貫
く
感
情
の
展
開
と
主
人
公
の
内
面
と

〈

光
景〉

と
の
照
応
の
表
現
の
面
か

ら
見
て
、
理
解
し
や
す
い
面
が
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
に
よ
っ
て

｢

瀬
山｣

の

状
況
に
つ
い
て
の

｢

私｣

の
感
情
の
変
遷
と
、
檸
檬
挿
話
や
そ
の
後
の
夜
の

〈
光
景〉

に
照
応
す
る

｢

瀬
山｣

の
内
面
の
表
現
と
い
う
二
つ
の
目
標
も
一

応
達
成
で
き
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
重
要
な
の
は
、｢[

犬
を

売
る
男]｣

の
一
元
化
し
た
語
り
現
在
の
時
間
の
中
に
お
い
て
、
大
量
な
私

の
精
神
状
況
を
示
す
内
容
の
、
現
実
の
犬
を
売
る
光
景
の
中
に
お
け
る
曖
昧

な
位
置
関
係
が
、｢
私｣

と

｢

瀬
山｣

の
語
り
の
区
分
に
よ
っ
て
見
事
に
解

消
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
性
の
解

―��―



消
は
、｢

私｣

の
感
情
の
変
遷
と

｢

瀬
山｣

の
内
面
と

〈

光
景〉

と
の
照
応

と
の
有
機
的
関
係
を
犠
牲
に
し
て
い
る
こ
と
が
、
致
命
的
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

梶
井
に
相
対
的
視
点
を
捨
て
さ
せ
、
一
つ
の
挿
話
に
絞
る
形
で

｢

檸
檬｣

に

仕
上
げ
さ
せ
た
一
番
大
き
な
原
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

｢

檸
檬｣

(『
青
空』

創
刊
号

大
正
十
四
年
一
月)

は

｢[

瀬
山
の
話]｣

の
こ
の
よ
う
な
表
現
課
題
を
受
け
止
め
て
出
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。｢[

瀬
山

の
話]｣

に
お
け
る

｢
私｣
の
感
情
の
変
遷
と

〈

光
景〉

に
よ
る

｢

瀬
山｣

の
内
面
の
表
現
の
有
機
的
関
係
の
欠
如
は
、
主
に
主
体
の
不
一
致
に
由
来
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
作
品
の
第
一
部
分
の
よ
う
に
、
如
何
に

｢

私｣

が

｢

瀬
山｣

の
話
を
感
情
を
込
め
て
語
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
の
主
体

に
属
す
る
感
情
と
内
面
は
、
有
機
的
関
係
を
た
も
つ
の
が
難
し
い
か
ら
で
あ

る
。
従
っ
て
、
相
対
的
視
点
を
捨
て
さ
せ
、
感
情
の
主
体
と
内
面
の
主
体
を

｢

私｣

に
一
元
化
す
る
こ
と
は
、
必
然
の
成
り
行
き
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ

る
。
後
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
作
品
を
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
け
れ
ば
、

｢

あ
る
朝｣

を
境
に
、
そ
の
前
の
部
分
は
主
に

〈

光
景〉
に
よ
っ
て

｢

私｣

の
内
面
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
後
の
部
分

は｢

そ
の
日｣

の｢

私｣

の
感
情
の
劇
的
展
開
の
表
現
を
中
心
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
作
品
全
体
は
そ
の
よ
う
な
内
面
状
態
の
下
で
の

｢

私｣

の
感
情
の

劇
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、
こ
れ
か
ら
感
情
の
展
開
を
中
心
に
考
察
し

て
み
た
い
。

｢

拙
稿｣

に
も
論
じ
た
よ
う
に
、
三
好
行
雄
の
檸
檬
論
は

｢

美
意
識
の
世

界｣

へ
と
辿
り
着
い
た
が
、
筆
者
が
主
張
す
る
の
は
主
人
公
の

〈

存
在
性〉

の
表
現
で
あ
る
。
即
ち
三
好
の

｢

美
意
識
の
世
界｣

の
論
点
に
対
し
て
、
本

稿
は

〈

構
造
の
世
界〉

を
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。｢

美
意
識
の
世
界｣

と

は
つ
ま
り
、
色
々
な
偶
然
的
要
素
を
利
用
し
て

｢

感
性
の
織
り
な
す
一
瞬
の

恍
惚｣

(

三
好)

に
よ
っ
て
出
来
た
一
種
の
当
意
即
妙
の
世
界
で
あ
る
。
三

好
の
言
葉
で
言
う
と
即
ち
、
美
の

｢

両
極
を
自
在
に
彷
徨｣

し
な
が
ら
、

｢

レ
モ
ン
ヱ
ロ
ウ
の
絵
具
を
チ
ュ
ー
ブ
か
ら
搾
り
出
し
て
固
め
た
や
う
な
単

純
な
色｣

と
い
う
偶
然
的
契
機
に
出
会
っ
た
時
、
始
め
て

｢

小
説
の
や
や
む

ぞ
う
さ
な
構
造
は
急
速
に
ひ
と
つ
の
焦
点
に
収
斂｣

し
て
出
来
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
当
意
即
妙
に
見
え
る

｢

美
意
識
の
世
界｣

は
、
実

は
隅
々
ま
で
行
き
届
い
て
い
た
計
算
に
基
い
た
一
種
の

〈

構
造
性
の
世
界〉

で
あ
る
。
次
は
、｢[

瀬
山
の
話]｣

に
お
け
る
檸
檬
挿
話
と
の
比
較
を
通
し

て
、｢

檸
檬｣

の
構
造
性
を
考
察
し
、
そ
の
中
に
現
れ
る
感
情
の
劇
的
展
開

の
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
冒
頭
の
部
分
を
見
よ
う
。
両
者
の
間
の
細
か
い
差
異
に
は
拘
ら
な
い

が
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
面
に
注
意
し
た
い
。
一
つ
は

｢

檸
檬｣

に
お
け
る
日

常
的
次
元
の
否
定
と

〈

存
在
性〉

の
次
元
の
確
立
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

｢

檸
檬｣

で
は
、｢

え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
が
…｣

は
勿
論
そ
う
で
あ

る
が
、
そ
の
後
に
続
く

｢

嫌
悪｣

や

｢

焦
燥｣

に
つ
い
て
進
ん
だ
説
明
を
す

る

｢

…
肺
尖
カ
タ
ル
や
神
経
衰
弱
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
…
借
金
な
ど

が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
…｣

な
ど
は
、
も
っ
と
明
確
な
形
で
問
題
の
日

常
的
次
元
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

(�)

。
挿
話
で
は
、
こ
の
よ
う
な
日

常
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
繋
が
る
、｢

嫌
厭｣

と

｢

焦
燥｣

の
後
の
説
明
が

欠
け
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
効
果
が
非
常
に
弱
い
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
段
落
の
分
け
方
で
あ
る
。
挿
話
で
は
三
つ
の
段
落
に
分
け
ら
れ
て
い

る
内
容
を
、｢

檸
檬｣

で
は
一
つ
段
落
に
纏
め
る
こ
と
で
、
作
品
全
体
の
内

容
的
出
発
点
と
終
極
点
を
同
時
に
示
す
。
特
に

｢

そ
れ
で
始
終
私
は
街
か
ら

街
を
浮
浪
し
続
け
て
ゐ
た｣

の
一
文
を
挿
話
に
あ
る
よ
う
に
次
の
段
落
の
冒

頭
に
で
は
な
く
、
前
の
段
落
の
最
後
に
置
く
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
効
果
を
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一
層
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
文
を
前
の
段
落
の
最
後
に
置

く
こ
と
で
、
作
品
の
こ
れ
か
ら
の
内
容
は
こ
の
一
文
の
具
現
と
見
て
も
い
い

こ
と
を
示
す
が
、
次
の
段
落
の
冒
頭
に
置
く
な
ら
、
た
だ
次
の
段
落
の
提
示

に
そ
の
役
割
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
文

は
作
品
全
体
の
現
実
的
実
質
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
前
の
内
容

は
作
品
全
体
の
精
神
的
実
質
を
指
標
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら

｢

生
活
が
ま
だ
蝕
ま
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
以
前
か
ら
の
私
の
好
き

で
あ
つ
た
所
は
…｣

か
ら
始
ま
る
一
段
落
の
役
割
を
考
え
て
み
よ
う
。
挿
話

で
は

｢

丸
善｣

に
入
る
前
に
位
置
し
て
い
る
内
容
を

｢

檸
檬｣

で
は

｢

私｣

の
色
々
な
趣
味
を
語
っ
た
後
に
移
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は

構
造
的
に
は
三
つ
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
対
照
と
し

て
の

｢

以
前｣

の
趣
味
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の

｢

私｣

の
趣

味
の
精
神
性
を
照
ら
し
出
す
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、｢

蝕
ま
れ
て
ゐ

な
か
つ
た
以
前｣

は
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
段
落
の
前
後
の
段
落
に
あ
る

｢

大
き
く

な
つ
て
落
魄
れ
た
私
に
…｣

と

｢

友
達
の
下
宿
を
転
々
と
し
て
暮
ら
し
て
ゐ

た｣

と
と
も
に
、
挿
話
に
は
な
い

｢

私｣

の
行
為
の
背
景
を
提
供
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
言
わ
ば

｢[

瀬
山
の
話]｣

の
第
二
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
内
容
を

煮
詰
め
て
出
来
た
も
の
で
、
日
常
性
の
水
分
を
す
っ
か
り
蒸
発
さ
せ
て
い
る

か
ら
、
背
景
か
ら

｢

私｣

の
感
性
的
な
行
為
を
強
力
に
支
え
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
後
に
現
れ
る

｢

丸
善｣

に
関
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
日

の
檸
檬
爆
弾
の
話
に
と
っ
て
は
、｢

私｣

の
ほ
か
の
趣
味
の
話
と
同
じ
く
背

景
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
趣
味
の
す
ぐ
後
に
置
く
こ
と
は
、
背

景
の
一
体
性
と
後
の
檸
檬
の
話
の
連
続
性
を
保
つ
こ
と
に
役
に
立
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

最
後
に
場
面
転
換
に
関
す
る
面
を
挙
げ
よ
う
。
挿
話
に
あ
る

｢

と
こ
ろ
で

私
は
ま
た
序
説
が
過
ぎ
た
様
だ｣

や

｢

舞
台
は
換
っ
て
丸
善
に
な
る｣

の
削

除
と
、｢

然
し
変
に
そ
の
日
は
丸
善
に
足
が
向
い
た
の
だ｣

を

｢

何
処
を
ど

う
歩
い
た
の
だ
ろ
う
、
私
が
最
後
に
立
つ
た
の
は
丸
善
の
前
だ
つ
た
。
平
常

あ
ん
な
に
避
け
て
ゐ
た
。
丸
善
が
其
の
時
の
私
に
は
易
々
と
入
れ
る
や
う
に

思
へ
た
。
／

｢

今
日
は
一
つ
入
つ
て
見
て
や
ら
う｣

そ
し
て
私
は
づ
か
づ

か
入
つ
て
行
つ
た｣

に
書
き
換
え
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
変

化
は
要
す
る
に

｢

私｣

が
自
分
の
語
る
行
為
を
対
象
化
す
る
作
用
を
減
じ
、

臨
場
感
を
増
や
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
臨
場
感
の
増
加
と

日
常
性
の
減
少
が
比
例
す
る
と
こ
ろ
に
、
梶
井
の
創
作
に
お
け
る
、
感
情
の

劇
的
展
開
に
よ
る

〈

存
在
性〉

表
現
の
秘
密
が
あ
る
の
で
あ
る
。

上
の
分
析
か
ら
、｢

檸
檬｣

の
構
造
を
次
の
よ
う
に
纏
め
る
こ
と
が
出
来

る
。
ま
ず
冒
頭
の
一
段
落
で
主
人
公
の
現
実
的
に
は

｢

浮
浪｣

す
る
実
質
と

精
神
的
に
は

｢

不
吉
な
塊｣

に
苦
し
ん
で
い
る
実
質
を
示
し
、
全
編
の
基
調

を
定
め
る
。
そ
れ
か
ら

｢

あ
る
朝｣

ま
で
の
部
分
で
冒
頭
部
に
対
し
て
、
感

性
的
具
体
性
に
お
け
る
展
開
を
行
う
。
最
後
の
部
分
は
、
劇
的
要
素
を
導
入

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
臨
場
感
の
高
い
感
情
の
劇
の
場
面
で
、
第
二
部
分
で

敷
衍
さ
れ
た

｢

私｣

の
精
神
世
界
を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
次
は
、

ま
ず
三
好
行
雄
の
言
う

｢

感
性
の
劇｣

と
こ
こ
の
感
情
の
劇
の
違
い
を
簡
単

に
説
明
し
、
そ
れ
か
ら
先
の
構
造
的
分
析
に
基
い
て
、
劇
的
要
素
を
具
体
的

に
導
入
す
る
手
立
て
を
示
し
、｢

私｣

の
感
情
的
劇
が
実
現
さ
れ
る
秘
密
を

明
ら
か
に
す
る
。

三
好
は

｢｢

檸
檬｣

は
肉
体
の
病
気
と
精
神
の
病
気
と
の
微
妙
な
一
致
の

う
え
に
成
熟
し
た
感
性
の
劇
で
あ
る｣

と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
も

檸
檬
爆
弾
に
つ
い
て
の
一
種
の
比
喩
的
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
感

情
の
劇
は
比
喩
と
言
え
な
く
も
な
い
面
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
に
主
人
公
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の
感
情
の
劇
的
展
開
を
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。｢

あ
る
朝｣

か
ら
の

｢
私｣
の
足
跡
を
追
っ
て
、
そ
の
感
情
の
劇
的
展
開
の
実
態
を
見
よ
う
。
ま

ず

｢
あ
る
朝｣

｢

何
か｣

に
追
い
立
て
ら
れ
て
、
裏
通
り
を
ぶ
ら
つ
く

｢

私｣

は

｢

其
処
の
果
物
屋｣

の
前
に
来
る
。
こ
こ
か
ら
す
ぐ
果
物
屋
に
入
る
か
と

思
う
と
、
長
々
と
果
物
屋
と
其
処
の
家
の
美
し
い
夜
の
紹
介
に
入
る
。
表
面

に
は
こ
れ
は
要
領
を
得
て
い
な
い
阿
呆
の
よ
う
な
叙
述
に
な
っ
て
い
る
が
、

実
は

〈

疎
外〉

さ
れ
て
い
る

｢

私｣

が
こ
れ
か
ら
檸
檬
を
買
う
こ
と
の
必
然

性
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
次
に
檸
檬
を
買
っ
た
後
の
理
由
説

明
は
、｢

珍
し
い
檸
檬｣

と

｢
檸
檬
な
ど
極
あ
り
ふ
れ
て
ゐ
る｣

と

｢

そ
れ

ま
で
あ
ま
り
見
か
け
た
こ
と
は
な
か
つ
た｣

と
い
う
よ
う
に
矛
盾
に
満
ち
て

い
る
。
無
意
識
の
内
に
必
然
的
要
素
を
暗
示
す
る
が
、
意
図
的
に
説
明
し
よ

う
と
し
て
も
偶
然
性
し
か
物
語
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
第
一
の
劇
的
要
素
を

導
入
す
る
。
そ
れ
か
ら

｢

一
体
私
は
あ
の
檸
檬
が
好
き
だ｣

と
理
由
の
説
明

を
放
棄
す
る
と
、｢

視
覚
的｣

｢

冷
覚｣

｢

触
覚｣

で
実
体
の
檸
檬
に
触
れ
る

よ
う
に
な
り
、
感
情
的
高
ま
り
と
懐
疑
的
不
思
議
感
に
よ
る
感
情
の
鎮
め
の

繰
り
返
し
を
経
験
す
る
が
、
や
は
り

｢

幸
福
な
感
情｣

を
持
っ
て
丸
善
に
入

る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、｢

丸
善｣

に
入
っ
て
中
の
雰
囲
気
に
接
す

る
と
、
そ
の
幸
福
感
は

｢

憂
鬱｣

に
よ
っ
て
徹
底
的
に
駆
逐
さ
れ
る
。
そ
れ

か
ら
、
憂
鬱
の
中
に
ま
た
檸
檬
を
思
い
出
す
こ
と
で

｢

興
奮｣

を
取
り
戻
す

こ
と
で
、
第
二
の
劇
的
要
素
を
導
入
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
ま
た
憂
鬱
と
興
奮

が
交
替
し
て
現
れ
る
か
と
思
う
と
、｢

第
二
の
ア
イ
デ
イ
ア｣

と

｢

想
像
を

熱
心
に
追
及｣

す
る
こ
と
で
、
感
情
は
高
ま
り
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
で
第
三
の
劇
的
要
素
が
入
る
。
こ
れ
で
、｢

檸
檬｣

に
お
け
る
感
情
の

劇
的
展
開
の
秘
密
が
分
る
の
で
あ
る
。

五

｢

拙
稿｣

で
論
じ
て
い
た
梶
井
基
次
郎
の
方
法
転
換
の
実
質
は
、〈

感
性
的

な
生〉

と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る

〈

存
在
性〉

の
表
現
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
方
法
は
、
実
は
感
情
の
劇
的
展
開
と
い
う
表
現
方
法
に
は
根
本
的

に
矛
盾
す
る
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
主
に
二
つ

の
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
日
常
性
の
捨
象
と
文
学
的
表
現
効
果
の
獲

得
の
矛
盾
で
あ
る

(�)

。〈

存
在
性〉

へ
の
関
心
は
始
め
に
主
人
公
の
放
蕩
行
為

の
原
因
へ
の
止
む
こ
と
の
な
い
問
い
掛
け
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問

い
掛
け
は
始
め
は
比
喩
的
な
言
葉
で
放
蕩
の
原
因
を
仄
め
か
す
表
現
と
な
っ

て
い
た
。
そ
の
後
風
景
描
写
を
通
し
て
主
人
公
の
内
面
を
表
現
す
る
方
法
に

目
覚
め
、
比
喩
的
な
言
葉
で
は
な
く
も
っ
と
感
性
的
な
、
感
覚
的
な
表
現
で

放
蕩
行
為
に
お
け
る
主
人
公
の
内
面
の
表
現
を
手
掛
け
た
の
で
あ
る
。｢

雪

曇
り
の
日｣

に
お
け
る
檸
檬
挿
話
が
そ
の
最
初
の
試
み
で
あ
る
。｢

檸
檬｣

成
立
ま
で
の
挫
折
に
挫
折
を
重
ね
る
過
程
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
の
根
本
性

を
物
語
る
。
も
う
一
つ
は

〈

感
性
的
な
生〉

と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
劇
的
要
素
を
導
入
す
る
と
い
う
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
。
劇
的
要
素
は

そ
も
そ
も
偶
然
的
契
機
を
利
用
し
て
前
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
変
化
を
齎
す
こ

と
を
基
本
と
し
て
い
る
。
如
何
に

〈

感
性
的
な
生〉

と
い
う
根
本
的
な
コ
ン

テ
ク
ス
ト
を
変
え
る
こ
と
な
く
偶
然
的
契
機
を
利
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
は

｢

檸
檬｣
の
創
作
に
現
れ
る
主
な
難
所
で
あ
る
。｢

あ
る
朝｣

に
至
る
ま
で
の

念
入
り
な
根
回
し
や
、
檸
檬
を
買
う
前
後
か
ら
劇
的
要
素
を
導
入
す
る
た
め

に
執
念
深
く
感
性
と
対
象
の
商
量
を
量
る
姿
勢
な
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
ジ
レ

ン
マ
の
深
刻
さ
を
物
語
る
。｢

檸
檬｣

の
成
立
を
通
し
て
確
立
さ
れ
た
方
法
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に
は
こ
の
よ
う
な
深
刻
な
ジ
レ
ン
マ
と
根
本
的
な
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
こ
の
後
年
彼
の
代
表
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
処
女
作
に
対
し
て
、

作
品
脱
稿
直
後
に

｢

あ
ま
り
魂
が
入
つ
て
ゐ
な
い｣

と
い
う
素
っ
気
な
い
評

価
を
し
た
の
だ
ろ
う

(�)
。｢

檸
檬｣

で
確
立
さ
れ
た
方
法
、
特
に
劇
的
要
素
の

導
入
と
い
う
方
法
の
難
し
さ
を
感
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
次
の
作
品

｢

城
の
あ
る
町
に
て｣
に
お
い
て
全
く
対
照
的
な
方
法

〈

光
景〉

と
主

人
公
の
内
面
の
照
応
と
い
う
方
法
へ
の
完
全
な
依
拠
と
劇
的
要
素
の
極
力
的

排
除

を
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は｢

城
の
あ
る
町
に
て｣

(『

青
空』

第
二
号

大
正
十
四
年
二
月)

の
具
体
的
内
容
に
立
ち
入
ら
ず
に
、
た
だ
そ
の
方
法
的
意
義
に
つ
い
て
簡
単

に
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
作
品
は

｢
あ
る
午
後｣

、｢

手
品
と
花
火｣

、｢

病

気｣

、｢

昼
と
夜｣

、｢

雨｣

の
五
つ
の
章
で
五
つ
の

〈

光
景〉

群
を
提
示
し
、

主
人
公
の
内
面
状
態
を
立
体
的
に
表
現
し
て
い
る
。
各
章
の
間
に
内
的
な
繋

が
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、｢

城
の
あ
る
町｣
と
い
う
空
間
に
い
る
と

い
う
共
通
項
以
外
に
は
外
的
な
連
絡
は
殆
ん
ど
な
い
。
内
的
繋
が
り
と
い
っ

て
も
飽
く
迄
も

〈

光
景〉

と
の
照
応
に
よ
る
暗
示
の
次
元
に
止
ま
っ
て
い
る

か
ら
、
作
品
全
体
の
印
象
は
散
漫
を
免
れ
て
い
な
い

(�)
。
こ
の
後
、〈
光
景〉

と
内
面
の
照
応
と
い
う
方
法
と
、
主
人
公
の
感
情
の
展
開
と
い
う
方
法
の
融

合
は
梶
井
の
文
学
創
作
に
お
け
る
緊
急
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

｢

城
の
あ
る
町
に
て｣

が
出
来
た
直
後
に
試
み
ら
れ
た

｢[

雪
の
日]｣

の
創

作
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
的
融
合
の
課
題
の
意
識
的
な
取
り
組
み
と
見
て
い

い
の
で
あ
る
。
こ
の
取
り
組
み
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
が
、
そ
の
方
法
的
探
索

の
経
験
は
そ
の
後
に
創
作
さ
れ
た
作
品
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

｢[

雪
の
日]｣

(

大
正
十
四
年
冬
か
ら
春
に
か
け
て)

は
完
成
し
て
い
な
い

作
品
で
あ
る
か
ら
、
作
品
全
体
の
構
想
が
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の

で
は
な
い
が
、
全
集
に
残
っ
て
い
る
部
分
か
ら
見
て
、｢

檸
檬｣

の
よ
う
に

感
情
の
劇
的
展
開
を
中
心
と
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば

｢

城
の
あ
る
町
に
て｣

の
よ
う
に〈

光
景〉

と
主
人
公
の
内
面
の
照
応
を
中
心
と
す
る
の
で
も
な
く
、

両
者
の
融
合
を
計
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
便

宜
的
に
作
品
が
途
中
で
中
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
境
に
、
全
体
を
三
つ
の
部

分
に
分
け
て
、
第
一
部
分
を
例
と
し
て
、〈

光
景〉

と
内
面
の
照
応
す
る
方

法
と
感
情
が
展
開
す
る
す
る
方
法
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
方
法
意

識
を
明
ら
か
に
す
る
に
止
め
よ
う

(�)

。

こ
の
部
分
で
は
、
雪
片
が
水
面
に
滅
入
り
込
む
情
景
や
雀
の
羽
音
と
恰
好

の
想
像
や
女
の
子
の
様
子
な
ど
外
的

〈

光
景〉

と
主
人
公
の
内
面
と
の
間
に

何
ら
か
の
相
互
作
用
が
あ
り
、
主
人
公
の
感
情
も
外
的
光
景
の
推
移
に
従
っ

て
変
遷
し
て
い
る
こ
と
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
主
人
公
の
感

情
は
、｢

近
頃
に
な
い
珍
し
い
気
持｣

と
動
き
始
め
、
そ
れ
か
ら
少
し

｢

感

傷
的
に
な
っ
た｣

が
間
も
な
く

｢

清
々
し
い
も
の
を
感
じ｣

｢

涙
で
心
を
洗

ひ
浄
め
た
い｣

気
持
に
な
っ
て
行
動
へ
と

｢

身
構
へ｣

し
、
そ
れ
か
ら
外
の

景
色
に
接
す
る
こ
と
で

｢

希
望
が
出
来
て｣

、
女
の
子
を
見
て

｢

羨
ま
し
い｣

気
持
が
出
て
自
分
の

｢

此
の
間
か
ら
の｣

精
神
状
態
を
点
検
す
る
よ
う
に
導

か
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
紹
介
か
ら
も
、
作
者
が

〈

光
景〉

と

内
面
の
照
応
に
よ
っ
て
主
人
公
の
感
情
を
引
き
出
し
、〈

光
景〉

の
変
遷
に

従
っ
て
主
人
公
の
感
情
の
展
開
を
計
っ
て
い
る
方
法
意
識
が
働
い
て
い
る
こ

と
が
分
る
。
が
、
こ
こ
に
お
け
る

〈

光
景〉

と
内
面
と
の
照
応
は
、｢[

貧
し

い
生
活
よ
り]｣

や

｢

城
の
あ
る
町
に
て｣

に
お
い
て
考
え
に
入
れ
て
い
な

い
、
ほ
か
の

〈
光
景〉

と
の
関
係
や

〈

光
景〉

が
引
き
起
こ
す
感
情
及
び
感

情
の
繋
が
り
な
ど
の
要
素
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
ら
単
純
の

〈
光
景〉

と
内
面
と
の
照
応
に
比
べ
て
、
課
題
の
困
難
さ
が

―��―



級
数
的
に
増
長
す
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な

〈

光
景〉

と
内
面
と
の
照

応
の
方
法
と
主
人
公
の
感
情
の
展
開
の
方
法
と
の
融
合
に
よ
っ
て
新
し
く
直

面
し
て
い
た
課
題

〈

光
景〉

と
内
面
の
照
応
に
基
い
て
い
た
、〈

光
景〉

間
の
繋
が
り
や

〈

光
景〉

の
引
き
起
こ
す
感
情
や
こ
れ
ら
の
感
情
の
繋
が
り

な
ど
の
有
機
的
な
連
絡

が
、
処
女
作

｢

檸
檬｣

と
そ
の
次
の
名
作

｢

城

の
あ
る
町
に
て｣
を
矢
継
ぎ
早
に
発
表
し
た
直
後
に
、
梶
井
を
し
て
方
々
に

創
作
難

(�)
を
訴
え
さ
せ
て
い
た
本
当
の
原
因
か
も
し
れ
な
い
。

終
わ
り
に

｢

檸
檬｣

か
ら
始
ま
る
梶
井
の
完
璧
に
近
い
作
品
は
如
何
に
出
来
た
の
か

と
い
う
よ
う
な
疑
問
を
抱
い
て
、｢

檸
檬｣
の
前
史
と
な
る
習
作
草
稿
類
に

眼
を
向
け
る
と
い
う
の
は
梶
井
研
究
の
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る

(�)

。
論
者
も
始
め
は
こ
の
パ
タ
ー
ン
を
逸
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

後
に
所
謂

｢｢

檸
檬｣

前
史｣

以
外
の
総
て
の
習
作
類
を
、｢
檸
檬｣

の
創
作

方
法
の
前
史
と
し
た
ら
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
始
め
て

｢
拙
稿｣

に

始
ま
る

〈

存
在
性〉

の
表
現
の
研
究
を
手
が
け
た
の
で
あ
る
。〈
光
景〉

と

内
面
の
照
応
の
方
法
及
び
主
人
公
の
感
情
の
展
開
に
よ
っ
て
作
品
を
貫
く
方

法
は
、
梶
井
の
試
み
の
全
て
で
は
な
い
が
、
疑
い
な
く
そ
の
主
な
内
容
で
あ

る
。
そ
し
て
、
最
も
梶
井
ら
し
い
方
法
は

〈

光
景〉

と
内
面
の
照
応
の
方
法

で
あ
る
こ
と
が
、｢[

瀬
戸
内
海
の
夜]｣

や

｢[

貧
し
い
生
活
よ
り]｣

や

｢

城
の
あ
る
町
に
て｣

な
ど
の
創
作
か
ら
も
、
直
感
的
に
感
じ
ら
れ
る
が
、

こ
の
方
法
だ
け
で
は
創
作
が
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、

恐
ら
く
同
じ
よ
う
に
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。｢

城
の
あ
る
町
に
て｣

ま
で

の
創
作
実
践
を
通
し
て
、
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
二
つ
の
表
現
方
法
の
融
合

が
如
何
な
る
様
相
を
呈
す
る
か
、
こ
れ
か
ら

｢

泥
濘｣

以
降
の
作
品
の
分
析

を
通
し
て
明
か
に
し
て
行
き
た
い
。

【

注】

(

１)

こ
れ
に
つ
い
て
枚
挙
に
遑
が
な
い
が
、
拙
稿

｢
〈

倫
理
性〉

か
ら

〈

存
在
性〉

へ

梶
井
基
次
郎
習
作
の
研
究

｣
(『

千
葉
大
学
人

文
社
会
科
学
研
究』

第
十
五
号
、
二
〇
〇
七
、
九)

に
言
及
し
て
い
る

三
好
行
雄
、
鈴
木
貞
美
、
棚
田
嘉
輝
、
古
閑
章
諸
氏
の
梶
井
論
が
、
こ

の
よ
う
な
梶
井
の
方
法
に
つ
い
て
の
考
え
を
は
っ
き
り
出
し
て
い
る
。

(

２)

注
１
参
照
。

(

３)

論
者
に
よ
る
仮
題
、
ノ
ー
ト
第
三
帖

[

九
一]

〜

[

一
六
三]

。(

鈴

木
貞
美
編

『

梶
井
基
次
郎
全
集
第
二
巻』

注
４
参
照)

(

４)

テ
ク
ス
ト
の
引
用
は

『

梶
井
基
次
郎
全
集
第
一
〜
三
巻』

(

筑
摩
書

房

鈴
木
貞
美

一
九
九
九
・
一
一
〜
二
〇
〇
〇
・
一)

に
よ
る
。
引

用
の
中
に
出
て
い
る
記
号
に
つ
い
て
、[

]

は
抹
消
さ
れ
た
部
分
を

翻
刻
し
た
場
合
、〈

〉

は
欄
外
書
入
れ
を
示
す
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

但
し
、｢

｣

に
よ
る
引
用
の
場
合

〈
〉

と

[
]

な
ど
の
記
号
は

使
用
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
詳
細
は
全
集
を
参
照
。
以
下
同
じ
。

(

引
用
文
に
出
て
い
る
促
音
の
表
記
に
つ
い
て
、
旧
版
淀
野
隆
三
編
全

集
で
は
一
律

｢

つ｣

と
表
記
し
て
い
る
が
、
鈴
木
貞
美
編
全
集
で
は
雑

誌
に
発
表
し
た
文
章
と
書
簡
だ
け
は

｢

つ｣

と
表
記
し
て
い
て
、
そ
れ

以
外
は
全
て

｢

っ｣

と
表
記
し
て
い
る)

(

５)
論
者
に
よ
る
仮
題
、
ノ
ー
ト
第
三
帖

[

九
二]

〜

[

一
六
一]

。

(『

梶
井
基
次
郎
全
集
第
二
巻』

注
４
参
照)

(

６)

こ
の
作
品
で
は
、
全
体
を
貫
い
て
い
る
の
は
感
情
の
展
開
よ
り
も
意

―��―



識
の
展
開
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
の
展
開
の
方
法
は
、｢

檸
檬｣

以
降
の
作
品
に
殆
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
考
察
の
範

囲
内
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(

７)
論
者
に
よ
る
仮
題
、
ノ
ー
ト
第
五
帖

[

一
一]

〜

[

四
〇]

。
習
作

｢[

犬
を
売
る
男]｣

の
第
一
稿
と
も
考
え
ら
れ
る
。(『

梶
井
基
次
郎
全

集
第
二
巻』
注
４
参
照)

(

８)

濱
川
勝
彦

｢
１

『
檸
檬』｣

(『

梶
井
基
次
郎
論』

翰
林
書
房

二
〇

〇
〇
年
五
月)

(

９)

赤
塚
正
幸

｢

梶
井
基
次
郎

｢
檸
檬｣

序
説

語
る

｢

私｣

と
語
ら

れ
る｢

私｣
｣

(『

北
九
州
大
学
国
語
国
文
学』

一
九
八
八
・
一
一)

(

10)

大
正
十
二
年
二
月
十
日
中
谷
孝
雄
宛
書
簡
に

｢

都
会
の
憂
鬱｣

に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。｢

…
主
人
公
の
生
地
へ
渚
山
と
い
ふ

人
間
が
織
り
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
主
人
公
が
一
種
の
画
布
で
そ
の
上
に
渚

山
が
一
番
あ
ざ
や
か
に
か
か
れ
て
ゐ
る
…
又
は
あ
の
主
人
公
が
三
人
称

に
彼
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
…
一
人
称
と
大
差
が
な
い
か
ら
読
者
が
そ
の

主
人
公
の
主
観
の
中
へ
入
り
切
つ
て
し
ま
つ
て
周
囲
を
見
る
か
ら
渚
山

が
う
き
出
す
の
か｣

(『

梶
井
基
次
郎
全
集
第
三
巻』

筑
摩
書
房

二
〇

〇
〇
・
一)

。

(

11)

三
好
行
雄

｢

青
春
の
虚
像

｢

檸
檬｣

梶
井
基
次
郎｣

(『

作
品
論

の
試
み』

至
文
堂

一
九
七
八
・
五)

(

但
し
三
好
論
文
で
は
、｢

都
会

の
憂
鬱｣

を

｢

田
園
の
憂
鬱｣

と
間
違
え
て
い
る
。)

(

注
９
参
照)

(

12)

日
常
性
の
否
定
に
繋
が
る
表
現
は
例
え
ば

｢

時
ど
き
そ
ん
な
路
を
歩

き
な
が
ら
…｣

か
ら
始
ま
る

｢

錯
覚｣

を
語
る
一
段
落
の
追
加
か
ら
も

窺
え
る
。｢

私｣

を
引
き
付
け
て
い
た

｢

み
す
ぼ
ら
し
く
て
美
し
い
も

の｣

及
び

｢

親
し
み
の
あ
る
、
汚
い
…
裏
通
り｣

が

｢

錯
覚｣

と
名
付

け
ら
れ
る
よ
う
な
想
像
と
の

｢

二
重
写
し｣

に
繋
が
っ
て
い
る
か
ら
、

｢

私｣

の
営
み
の
非
現
実
性
と
精
神
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

(

13)

な
ぜ
日
常
性
を
捨
象
す
る
ま
で

〈

存
在
性〉

の
表
現
に
拘
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
梶
井
の
表
現
の
一
番
根
本
的
な
根
源

に
か
か
わ
る
が
、
高
橋
英
夫
の
言
葉
で
言
う
と
、
梶
井
が

｢

存
在
の
一

元
性
を
凝
視
す
る｣

資
質
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
っ
て
も
い
い
だ

ろ
う
。
高
橋
英
夫

｢

解
説

存
在
の
一
元
性
を
凝
視
す
る｣

(『

梶
井
基

次
郎
全
集

全
一
巻』

筑
摩
書
房(

文
庫
版)

一
九
九
七
・
七)

参
照
。

(

14)

大
正
十
三
年
十
一
月
十
二
日
近
藤
直
人
宛
書
簡

[

一
二
〇]

(『

梶
井

基
次
郎
全
集
第
三
巻』

筑
摩
書
房

二
〇
〇
〇
・
一)

。

(

15)

梶
井
基
次
郎
の
作
品
に
は
幾
章
か
か
ら
な
る
作
品
は
他
に
も
多
く
あ

る
が
、
各
章
に
小
見
出
し
を
付
け
た
の
は
こ
の
作
品
が
唯
一
で
あ
る
。

小
見
出
し
で
各
章
の
内
容
を
提
示
し
な
け
れ
ば
、
一
つ
の
作
品
と
し
て

の
必
然
性
を
見
失
い
か
ね
な
い
ほ
ど
、
各
章
間
の
日
常
的
繋
が
り
が
欠

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

16)

こ
の
作
品
は
三
つ
の
中
断
し
て
い
る
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
各

部
分
の
内
容
か
ら
見
て
同
じ
日
の
同
じ
行
動

外
出

が
時
間
順

に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
感
情
の
展
開
で
作
品
全
体
を
貫
こ
う
と
す
る

意
図
が
は
っ
き
り
分
る
。
が
、
作
品
は
中
断
し
て
い
て
、
最
後
も
完
成

し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
首
尾
一
貫
し
た
感
情
の
展
開
も
望
め
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
、
上
記
の
二
つ
の
方
法
の
融
合
は
、｢

泥
濘｣

以
降

の
梶
井
創
作
の
主
な
方
法
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
は
別
稿

に
お
い
て
主
題
的
に
論
ず
る
べ
き
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
た
だ

そ
の
よ
う
な
傾
向
を
示
す
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。

―��―



(
17)

｢[

雪
の
日]｣

の

｢

解
題｣

に
紹
介
し
て
い
る
大
正
十
四
年
二
月
十

六
日
近
藤
直
人
宛
の
書
簡
及
び
、｢

泥
濘｣

草
稿
中
に
あ
る
創
作
失
敗

の
例
も
、
当
時
こ
の
よ
う
な
創
作
難
が
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
る
。

(

前
記
鈴
木
貞
美
編

『

梶
井
基
次
郎
全
集
第
三
巻』)

(

18)

鷺
只
雄

｢
解
説

梶
井
基
次
郎
・
中
島
敦
研
究
小
史｣

(『

日
本
文

学
研
究
資
料
叢
書

梶
井
基
次
郎
・
中
島
敦』

有
精
堂

一
九
七
八
・

二)

(

た
い
・
し
ょ
う
り
ん

千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
後

期
課
程
在
学
／
湖
南
大
学
教
師)

―��―




