
『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』

の
文
学
趣
味

田
　
辺

佐
　
保
　
子

（37）’『エウIゲーニイ’オネ■ギン』の文学趣味

　
プ
ー
シ
キ
ン
の
韻
文
小
説
『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』

（
一
八
二
三
－
三
一
年
）
は
文
学
趣
味
の
濃
厚
な
作
品
で
あ
る
。

と
は
い
え
こ
の
作
品
は
、
煩
わ
し
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
文
学
趣
味

を
無
視
し
て
登
場
人
物
た
ち
の
繰
り
ひ
ろ
げ
る
愛
と
死
の
物
語
を

追
っ
て
も
小
許
の
愉
し
み
を
味
わ
い
得
る
構
え
を
そ
な
え
て
お
り
、

だ
れ
に
も
近
付
き
や
す
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
主
人
公
オ
ネ
ー

ギ
ン
を
ロ
シ
ア
の
大
地
と
民
衆
か
ら
遊
離
し
、
存
在
の
根
を
枯
ピ

し
た
浮
草
的
な
人
間
と
し
て
女
主
人
公
タ
チ
ヤ
ー
ナ
と
対
照
的
に

と
ら
え
、
十
九
世
紀
ロ
シ
ア
文
学
に
続
出
し
た
余
許
脊
た
ち
の
栄

、
疋
あ
る
始
祖
と
す
る
伝
統
的
な
批
評
も
こ
う
し
た
読
ま
れ
か
た
か

ら
な
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
文
学
趣
味
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
向
け
て
こ
の
作
品
に

対
し
て
み
る
と
、
作
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
内
外
古
今
の
文
学
者

名
、
作
品
名
や
、
作
中
作
と
し
て
織
り
込
ま
れ
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル

は
枚
挙
に
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、
ま
た
作
者
が
物
語
の
叙

述
か
ら
そ
れ
て
、
様
々
な
文
学
的
意
見
や
感
慨
を
披
涯
す
る
逸
脱

箇
所
も
非
常
に
多
い
。
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
で
は
文
学
趣
味
が
誇
示

さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
顕
著
な
文
学
趣
味
は
単
な
る
窓
意
的
な
現
象
で
は

な
く
、
文
学
と
い
う
営
為
そ
れ
自
体
を
生
と
の
関
わ
り
の
中
で
・

多
面
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
と
す
る
一
貫
し
た
意
志
の
存
在
を
背

景
に
し
て
お
り
、
批
評
的
性
格
の
濃
い
こ
の
作
品
の
方
法
の
問
題

と
も
関
わ
り
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
筆
者
は
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
に
お
け
る
文
学
趣
味
に
関
心
を
向
け
、
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作
中
で
登
場
人
物
た
ち
に
よ
り
行
わ
れ
る
読
書
と
創
作
に
注
目
し

て
彼
ら
の
生
と
文
学
と
の
関
係
を
眺
め
、
作
品
の
文
学
的
伝
統
と

起
源
に
つ
い
て
の
展
望
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

　
作
品
の
主
人
公
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
女
主
人
公
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
高
い

自
意
識
を
そ
な
え
た
貴
族
の
子
女
で
あ
り
、
両
者
と
も
文
学
に
対

し
て
は
主
と
し
て
読
者
と
い
う
立
場
で
関
わ
り
を
持
つ
が
、
両
者

の
読
書
の
対
象
と
読
書
と
い
う
行
為
の
内
実
は
全
く
異
な
っ
た
も

の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
オ
ネ
ー
ギ
ン
は
第
一
章
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
作
者
つ
ま
り

文
挙
者
と
い
う
友
人
を
持
ち
、
田
舎
で
は
レ
ン
ス
キ
イ
と
い
う
若

い
詩
人
と
友
誼
を
結
ぷ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
学
と
は
深
い
関
わ

り
を
持
た
ず
、
読
書
も
そ
の
生
活
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な

も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
作
中
で
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
生
活
の
場
は
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
か
ら
田

舎
へ
、
そ
し
て
再
び
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
ヘ
と
移
動
す
る
。
そ
し
て
読

書
に
立
ち
向
か
う
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
様
子
が
特
に
詳
し
く
描
か
れ
る

の
が
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
お
け
る
二
度
の
精
神
的
危
機
の
時
で
あ

か
。
最
初
は
、
社
交
界
の
若
き
蕩
児
と
し
て
の
明
け
暮
れ
の
な
か

で
憂
愁
に
と
り
つ
か
れ
、
家
に
引
き
寵
も
り
「
退
屈
し
の
ぎ
に
」

著
述
と
読
書
を
試
み
る
条
り
で
あ
る
。

　
　
あ
く
ぴ
ま
じ
り
に
ベ
ン
を
取
り

　
　
物
を
書
こ
う
と
思
い
立
っ
た
が
1
根
気
仕
事
は

　
　
生
ま
れ
つ
き
大
の
苦
手
で
あ
っ
た
の
で

　
　
：
冒
半
句
も
ま
と
ま
ら
ず
－
－
・
（
第
一
章
4
3
連
）

本
を
ず
ら
り
と
書
棚
に
並
ぺ

・
か
た
っ
ぱ
し
か
ら
読
ん
で
み
た
ー
だ
が
一
切
は
無
駄
だ
っ
た
。

エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
は
女
同
様
　
本
も
見
隈
り

挨
だ
ら
け
の
脊
族
も
ろ
と
も

　
　
　
　
貞
　
　
フ
　
　
』

奮
棚
に
黒
い
琉
珀
織
り
を
掛
け
た
。
（
同
4
4
連
）
（
詑
）

　
オ
ネ
ー
ギ
ン
は
一
切
の
本
を
「
退
屈
」
で
「
古
め
か
し
い
」
と

決
め
つ
け
て
斥
け
、
読
書
は
生
の
倦
怠
を
癒
す
ど
こ
ろ
か
、
退
屈

し
の
ぎ
に
す
ら
な
り
得
ず
、
無
意
味
な
も
の
に
終
っ
て
い
る
。
・

　
こ
の
場
面
に
先
立
っ
て
、
オ
ネ
ー
・
ギ
ン
の
受
け
た
教
育
が
皮
肉

た
調
子
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
オ

ネ
ー
ギ
ン
は
亡
命
フ
ラ
ン
ス
人
の
家
庭
教
師
に
よ
る
「
遊
び
半

分
」
の
授
業
で
西
欧
の
学
問
の
断
片
を
知
っ
た
程
度
。
知
的
興
味

が
経
済
学
と
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
実
際
的
な
方
面
に
向
い
た
こ
と

鎚



（39）　『エヴゲーニイ・オネーギン』の文学趣味

と
、
詩
、
と
く
に
そ
の
韻
律
へ
の
無
理
解
が
特
記
さ
れ
て
い
る
。

青
年
と
な
っ
た
オ
ネ
ー
ギ
ン
は
西
欧
渡
来
の
最
新
流
行
の
衣
装
、

食
事
、
風
俗
に
囲
ま
れ
た
生
活
を
享
楽
し
な
が
ら
、
西
欧
の
書
物

と
い
う
精
神
文
化
を
素
通
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
田
舎
に
移
っ
た
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
生
活
の
中
で
、
読
書
は
他
の
す

ぺ
て
の
行
動
と
同
じ
よ
う
に
、
暇
つ
ぶ
し
と
し
て
な
さ
れ
、
「
俗

な
雑
誌
」
と
、
多
少
の
文
学
作
品
が
読
ま
れ
る
。

　
　
わ
れ
わ
れ
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
　
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
は

　
　
だ
い
ぷ
前
・
か
ら
読
書
に
愛
想
を
つ
か
し
て
い
た
が

　
　
そ
れ
で
も
あ
る
種
の
作
品
は

　
　
彼
の
不
興
を
ま
ぬ
か
れ
て
い
た
。

　
　
ギ
ャ
ウ
ー
ル
と
ジ
ュ
ア
ン
の
詩
人

　
　
そ
の
他
に
二
　
三
の
小
説
（
第
七
章
2
2
連
）

　
ギ
ャ
ウ
ー
ル
と
ジ
ュ
ア
ン
の
詩
人
と
は
バ
イ
ロ
ン
の
こ
と
。
続

く
詩
行
で
こ
れ
ら
が
現
代
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
オ
ネ

ー
ギ
ン
の
「
流
行
界
の
模
範
生
徒
」
ぷ
り
が
知
的
方
面
に
も
及
ん

で
い
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
。
新
し
さ
と
い
う
こ
と
は
オ
ネ
ー
ギ

ン
に
特
徴
的
な
価
値
基
準
の
よ
う
で
あ
る
。

　
最
終
章
に
は
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
舞
い
も
ど
っ
た
オ
ネ
ー
ギ
ン

が
遅
す
ぎ
た
タ
チ
ヤ
ー
ナ
ヘ
の
恋
を
斥
け
ら
れ
、
か
つ
て
の
よ
う

に
家
に
引
き
寵
も
り
、
再
び
読
書
に
向
か
う
場
面
が
あ
る
。

　
　
彼
は
ふ
た
た
ぴ
手
当
り
次
第
に
読
書
を
は
じ
め
た
。

　
　
読
ん
だ
の
は
ギ
ボ
ン
　
ル
ヅ
ソ
ー

　
　
マ
ン
ゾ
ー
二
　
ヘ
ル
ダ
ー
　
シ
ャ
ン
フ
ォ
ー
ル

　
　
わ
が
国
の
も
の
も
い
く
っ
か

　
　
何
一
つ
毛
嫌
い
せ
ず
に
読
ん
で
み
た
。

　
　
『
文
集
』
も
薙
誌
も
読
ん
だ
（
第
八
章
3
5
連
）

　
第
；
早
で
オ
ネ
ー
ギ
ン
に
全
否
定
さ
れ
る
書
物
の
題
名
は
挙
げ

ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
広
い
分
野
に
わ
た
る
内
外
の
著
述

家
が
知
的
流
行
の
趨
勢
を
示
す
目
録
の
よ
う
に
雑
然
と
列
挙
さ
れ

た
あ
げ
く
、
雑
誌
で
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時

に
も
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
読
書
は
不
首
尾
に
終
る
。

さ
て
そ
れ
で
ど
う
な
っ
た
ろ
う
？
　
目
は
文
字
を
追
っ
て
は
い
た
が

思
い
は
遠
く
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
申
　
凸

さ
ま
ざ
ま
な
空
想
や
願
い
や
悲
し
み
が

ひ
し
ひ
し
と
心
の
底
へ
押
し
入
っ
て
く
る
。

印
刷
さ
れ
た
行
の
間
に

そ
れ
と
は
別
の
行
を
ぱ
彼
は

霊
の
眼
で
読
ん
で
い
た
。
そ
う
し
た
行
に

彼
は
没
頭
し
き
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
あ
の
な
つ
か
し
い
ほ
の
暗
い
遠
い
昔
の

神
秘
な
説
話
。
（
同
3
6
連
）

39
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親
友
レ
ン
ス
キ
イ
の
殺
害
、
そ
し
て
杜
交
界
の
女
王
と
な
っ
た

タ
チ
ヤ
ー
ナ
ヘ
の
恋
と
い
う
生
の
重
大
事
に
直
面
し
て
、
オ
ネ
ー

ギ
ン
の
う
ち
で
石
化
し
て
い
た
根
源
的
な
感
情
が
目
覚
め
、
理
性

の
統
御
を
欠
い
た
過
剰
な
想
像
カ
が
民
間
伝
承
や
夢
と
い
っ
た
意

識
下
の
幽
暗
な
世
界
を
解
放
す
る
。
そ
れ
は
書
物
と
い
う
他
者
の

世
界
に
向
か
お
う
と
す
る
理
性
の
働
き
を
鈍
ら
せ
（
霊
の
眼
は
実

の
眼
を
曇
ら
せ
）
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
読
書
は
不
首
尾
に
終
る
。
第

一
章
に
お
い
て
、
社
交
界
を
舞
台
と
す
る
生
活
の
中
で
、
オ
ネ
ー

ギ
ン
の
枯
渇
し
た
感
情
生
活
が
理
性
の
専
横
を
ゆ
る
し
、
そ
の
た

め
に
読
書
が
不
首
尾
に
終
る
の
と
逆
の
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
第
；
早
で
詩
を
解
さ
な
い
と
さ
れ
た
オ
ネ
ー
ギ
ン
の

変
貌
ぷ
り
が
次
の
よ
う
に
椰
楡
さ
れ
る
。

　
　
彼
は
今
に
も
発
狂
す
る
か
　
ま
た
は
詩
人
に

　
　
な
り
そ
う
な
気
配
で
あ
う
た
。
（
同
3
8
連
）

　
生
へ
の
倦
怠
（
第
一
章
）
と
失
恋
（
第
八
章
）
と
い
う
危
機
の

時
に
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
試
み
る
読
書
は
、
本
の
世
界
に
生
き
る
行
為

と
し
て
の
真
の
読
書
た
り
得
ず
、
そ
こ
か
ら
は
慰
安
も
心
の
糧
も

得
ら
れ
て
い
な
い
。
結
局
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
本
と
の
何
ら
か
の
交

流
は
、
時
代
の
流
行
児
バ
イ
ロ
ン
の
文
掌
と
二
、
三
の
現
代
小
説

に
関
し
て
の
み
見
受
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
交
流
の
内
実

は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

三

　
女
主
人
公
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
は
対
照
的
に
書
物

（
と
く
に
文
学
書
）
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
生
活
を
送
っ
て
い
る
。

こ
の
女
主
人
公
が
作
者
の
想
像
裡
に
初
め
て
登
場
し
た
時
の
様
子

は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
彼
女
は
今
や
悲
し
い
思
い
を
目
に
た
た
え

　
　
フ
ラ
ン
ス
の
本
を
手
に
し
た

　
　
田
含
育
ち
の
令
嬢
と
し
て

　
　
私
の
庭
に
現
わ
れ
た
。
（
第
八
章
5
連
）

　
フ
ラ
ン
ス
語
の
小
説
を
抜
き
に
し
て
の
タ
チ
ヤ
ー
ナ
像
は
考
え

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
小
説
は
早
い
頃
か
ら
好
い
て
い
た
。
彼
女
に
と
っ
て

　
　
小
説
は
す
ぺ
て
で
あ
っ
た
。
（
第
二
章
2
9
連
）

　
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
愛
読
す
る
小
説
と
は
、
ル
ソ
ー
、
リ
チ
ャ
「
ド

ソ
ン
、
ゲ
ー
テ
等
の
手
に
な
る
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
の
感
情
主
義
の
小
説

と
総
称
さ
れ
る
作
品
群
で
あ
り
、
タ
チ
ア
ー
ナ
は
そ
れ
ら
を
フ
ラ

ン
ス
語
で
読
ん
で
い
る
。
淋
し
い
村
里
と
い
う
環
境
、
孤
独
好
き

な
夢
想
家
と
い
う
性
格
に
助
長
さ
れ
た
タ
チ
ア
ー
ナ
の
小
説
へ
の

如



（41）『エヴゲーニイ・オネーギン』の文挙趣昧

傾
倒
の
激
し
さ
は
、
母
親
ラ
ー
リ
ン
夫
人
の
娘
時
代
に
見
ら
れ
た

流
行
作
家
リ
チ
ャ
、
ド
ソ
ン
ヘ
の
一
過
性
の
軽
い
発
熱
と
は
全
く

異
質
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
我
ら
に
恋
を
教
え
る
の
は
自
然
に
あ
ら
ず
し
て
ス
タ
ー
ル
夫
人
、
さ

　
　
も
な
く
ぱ
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン

　
　
我
ら
は
人
生
を
前
以
て
知
ろ
う
と
願
い

　
我
ら
は
小
説
で
そ
れ
を
知
る
…
－
（
第
一
章
草
稿
）

　
こ
の
捨
て
ら
れ
た
草
稿
の
内
容
は
ち
上
う
ど
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
該

当
す
る
。
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
オ
ネ
ー
ギ
ン
ヘ
の
初
恋
は
、
小
説
へ
の

傾
倒
か
ら
生
じ
た
恋
愛
へ
の
憧
れ
が
強
い
．
動
機
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
従
っ
て
小
説
で
知
っ
た
恋
愛
が
自
分
の
身
に
起
こ
る
に

及
ん
で
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
小
説
へ
の
傾
倒
は
い
ち
だ
ん
と
熱
を
お

ぴ
、
自
己
を
女
主
人
公
に
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
を
主
人
公
に
な
ぞ
ら
え
・

小
説
の
中
の
恋
愛
を
な
ぞ
る
。

　
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
熱
中
す
る
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
－
感
情
主
義
の
小
説

1
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
（
ル
ソ
ー
）
、
『
マ
テ
ィ
ル
ド
』
（
コ
タ
ン

夫
人
）
、
『
ヴ
ァ
レ
リ
ー
』
（
ク
リ
ュ
ー
デ
ネ
ル
男
爵
夫
人
）
、
『
若

き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
（
ゲ
ー
テ
）
、
『
グ
ラ
ン
デ
ィ
ソ
ン
』
『
ク

ラ
リ
ヅ
サ
』
（
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
）
『
デ
ル
フ
ノ
ー
ヌ
』
（
ス
タ
ー

ル
夫
人
）
等
ー
の
主
人
公
・
女
主
人
公
た
ち
を
並
べ
た
て
た
後

で
、
作
者
は
次
の
よ
う
な
批
評
を
述
べ
る
。

　
そ
の
昔
　
情
熱
に
燃
え
る
作
者
は
　
文
体
の

　
威
儀
を
正
し
て
　
さ
て
お
の
が
主
人
公
を
ば

　
完
全
無
欠
の
お
手
本
と
し
て
　
わ
れ
ら
読
者
に

　
示
し
た
も
の
吠
。
（
第
三
章
1
1
連
）

　
だ
が
今
は
人
の
心
は
お
し
な
ぺ
て
　
霧
に
蔽
わ
れ

　
モ
ラ
ル

　
道
徳
は
眠
け
を
誘
う
だ
け
。
小
説
の

　
中
に
あ
っ
て
も
悪
が
愛
さ
れ

　
い
つ
も
き
ま
っ
て
凱
歌
を
あ
げ
る
。
（
同
1
2
連
）

　
引
周
の
後
半
は
、
現
在
流
行
の
ロ
マ
ン
主
義
の
暗
黒
小
説
の
類

い
を
指
し
て
い
る
。
旧
舎
住
ま
い
の
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
都
会
人
オ
ネ

ー
ギ
ン
と
異
な
り
、
流
行
遅
れ
の
感
情
主
義
の
小
説
を
読
ん
で
い

る
わ
け
で
あ
る
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
を
そ
う
し
た
完
全
無
欠
の
主
人
公

に
重
ね
合
わ
せ
、
現
実
を
、
作
者
の
言
う
「
危
い
本
」
と
同
一
視

し
が
ち
な
タ
チ
ア
ー
ナ
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
的
心
性
を
作
者
は
危

む
か
の
よ
う
⊆
言
う
。

　
　
と
は
い
え
　
わ
れ
ら
の
圭
人
公
が
だ
れ
あ
ろ
う
と

　
　
グ
ラ
ン
デ
ィ
ソ
ン
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
1
0
連
）

手
紙
と
い
う
形
式
は
感
情
主
義
の
小
説
の
母
胎
で
も
あ
り
、
そ
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れ
ら
の
小
説
に
よ
り
大
い
に
練
磨
さ
れ
た
形
式
で
あ
る
。
『
新
エ

ロ
イ
ー
ズ
』
は
全
篇
が
手
紙
か
ら
成
る
書
簡
体
小
説
で
あ
り
、

『
ウ
ェ
ル
テ
ル
』
で
も
手
紙
の
占
め
る
比
重
は
大
き
い
。
「
最
愛
の

主
人
公
に
宛
て
た
手
紙
を
そ
ら
で
さ
さ
や
く
」
ほ
ど
に
ま
で
こ
う

し
た
小
説
を
耽
読
す
る
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
、
つ
い
に
小
説
の
女
主
人

公
さ
な
が
ら
手
紙
の
作
者
と
化
し
、
小
説
の
影
響
の
著
し
い
フ
ラ

ン
ス
語
の
手
紙
を
オ
ネ
ー
ギ
ン
宛
に
し
た
た
め
る
。

　
手
紙
を
送
っ
て
二
日
目
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
来
訪
を
知
っ
て
戸
外

に
逃
げ
出
し
た
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
、
村
の
娘
た
ち
が
毒
つ
み
の
仕
事
．

を
し
な
が
ら
歌
う
『
蕪
つ
み
の
歌
』
を
耳
に
す
る
。
婚
礼
歌
謡
の

性
格
を
そ
な
え
た
こ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
風
の
歌
は
、
女
主
人
公
及

び
主
人
公
の
手
紙
二
通
と
と
も
に
作
品
の
連
形
式
の
外
に
置
か
れ
、

異
性
間
の
愛
を
共
通
の
テ
ー
マ
と
し
な
が
ら
、
形
式
的
に
も
内
容

的
に
も
手
紙
の
対
極
に
あ
る
文
学
的
世
界
を
展
開
し
て
い
る
。
貴

族
子
女
が
綴
る
、
個
人
的
な
深
刻
な
求
愛
の
手
紙
に
対
し
て
、
こ

れ
は
民
衆
が
集
団
的
に
歌
う
、
遊
戯
的
な
求
愛
の
媚
態
の
歌
で
あ

る
。

　
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
返
答
と
い
う
運
命
の
瞬
間
を
前
に
し
た
タ
チ
ヤ

ー
ナ
の
心
を
慰
撫
す
る
よ
う
に
響
く
こ
の
歌
に
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は

「
聞
く
と
も
な
し
に
」
聞
き
入
っ
て
い
る
。
こ
の
条
り
は
タ
チ
ヤ

ー
ナ
が
半
ぱ
無
意
識
の
う
ち
に
行
っ
て
い
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
形

の
読
書
ー
フ
ラ
ン
ス
語
の
小
説
と
は
別
の
、
ロ
シ
ヤ
の
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
の
読
書
（
そ
れ
は
母
国
語
に
よ
る
耳
を
通
し
て
の
読
書
で

あ
る
）
ー
の
存
在
を
語
っ
て
い
る
。

　
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
生
活
に
は
、
ロ
シ
ア
の
民
衆
の
生
活
と
文
化
、

と
く
に
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
文
学
と
の
接
触
が
顕
著
に
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
ロ
シ
ァ
の
冬
の
民
衆
的
祝
祭
の
期
間
、
ス
ヴ
ヤ
ー

ト
キ
に
お
け
る
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
行
動
が
描
か
れ
る
第
五
章
に
お
い

て
最
も
鮮
明
に
集
約
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ー
リ
ン
家
は
も

と
も
と
ロ
シ
ア
の
伝
統
的
生
活
習
憤
を
墨
守
す
る
地
主
の
一
家
で

あ
る
が
、
そ
の
娘
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
民
衆
の
生
活
や
文
学
を
知
る
上

で
、
椅
好
の
導
き
手
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
民
衆
出
身
の
乳
母
フ

イ
リ
ー
ピ
エ
ヴ
ナ
で
あ
る
o

　
草
稿
に
は
こ
の
乳
母
が
ロ
シ
ァ
民
話
の
『
ボ
ヴ
ァ
皇
子
』
を
語

り
聞
か
せ
る
と
い
う
条
り
も
見
受
け
ら
れ
る
。
乳
母
唯
こ
の
貴
族

の
令
嬢
に
民
衆
文
化
の
豊
穣
な
伝
統
を
授
乳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
乳
母
か
ら
授
か
っ
た
教
育
は
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
亡

命
フ
ラ
ン
ス
人
の
家
庭
教
師
か
ら
受
け
た
教
育
と
ま
さ
に
好
対
照

を
見
せ
る
も
の
で
あ
り
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
人
間
形
成
に
深
い
影
響

を
及
ぽ
し
て
い
る
。
外
国
の
小
説
を
耽
読
す
る
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
ド

螂
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ン
・
キ
ホ
ー
テ
的
狂
気
に
傾
か
ず
、
地
に
足
を
据
え
た
均
衡
の
と

れ
た
人
間
た
り
得
て
い
る
事
情
に
は
、
こ
う
し
た
民
衆
的
世
界
と

の
触
れ
合
い
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
圭
言
え
よ
う
。

　
最
終
章
で
首
都
の
社
交
界
の
女
王
と
な
っ
た
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
オ

ネ
ー
ギ
ン
に
向
か
い
、
故
郷
へ
の
愛
着
を
語
る
際
に
、
娘
時
代
に

愛
読
し
た
本
と
と
も
に
、
亡
き
乳
母
の
墓
に
心
を
回
ら
せ
る
の
は
、

こ
う
し
た
事
憎
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
オ
ネ
ー
ギ
ン
に
愛
を
拒
ま
れ
、
苦
悩
と
懐
疑
に

苛
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
い
う
人
間
を
知
り
た

い
と
い
う
情
熱
は
冷
め
る
こ
と
が
な
い
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
を
よ
く
知

ら
ぬ
ま
ま
に
恋
に
陥
っ
た
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
手
紙
に
は
、
「
あ
な
た

は
だ
れ
で
し
ょ
う
？
　
わ
た
し
の
守
護
天
使
？
　
そ
れ
と
も
危
険

な
誘
惑
者
？
　
こ
の
疑
い
を
解
い
て
く
だ
さ
い
。
」
と
い
う
間
い

か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
愛
の
対
象
で
あ
る
オ
ネ
ー
ギ
ン
を
知

ろ
う
と
す
る
情
熱
の
成
果
は
、
作
中
で
二
つ
の
形
式
を
通
じ
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
自
分
の
寝
室
で
見
る
夢
、

も
う
一
つ
は
タ
チ
ア
ー
ナ
が
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
立
ち
去
っ
た
後
の
書

斎
に
出
か
け
て
行
っ
て
、
そ
こ
で
行
う
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
読
ん
だ
本

の
読
書
で
あ
る
。
夢
で
は
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
オ
ネ

ー
ギ
ン
の
姿
が
肉
体
的
に
感
受
さ
れ
る
の
に
対
し
、
読
書
で
は
現

代
文
学
を
手
が
か
り
に
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
精
神
が
抽
象
的
に
把
握
さ

れ
る
。

　
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
夢
と
は
、
ス
ヴ
ヤ
ー
ト
キ
の
夢
占
い
と
い
う
伝

承
行
事
に
の
っ
と
っ
て
見
ら
れ
る
夢
で
あ
る
。
こ
の
夢
は
タ
チ
ヤ

ー
ナ
と
民
衆
的
世
界
と
の
交
感
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
、
予
見
カ
を

秘
め
た
自
然
の
創
造
と
し
て
人
工
の
創
造
で
あ
る
作
品
の
中
に
組

み
込
ま
れ
、
夢
以
外
の
表
層
を
逆
照
射
す
る
深
層
の
よ
う
な
独
自

の
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　
魔
物
民
話
や
民
謡
な
ど
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
色
彩
ら
れ
た
夢
の

世
界
の
登
場
人
物
と
な
っ
た
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
熊
に
運
ぱ
れ
る
形
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
呂
［

オ
ネ
ー
ギ
ン
に
出
会
う
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
は
妖
怪
た
ち
の
主
人
と
し

て
登
場
し
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
ヘ
の
欲
望
の
妨
げ
と
な
る
レ
ン
ス
キ
イ

を
ナ
イ
フ
で
刺
殺
す
る
。
こ
れ
が
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
観
点
に
拠
り
、

明
か
る
み
に
出
さ
れ
た
オ
ネ
i
ギ
ン
の
婆
で
あ
る
。
タ
チ
ヤ
ー
ナ

は
愛
読
書
の
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ザ
デ
ー
カ
の
夢
占
い
の
本
を
頼
り
に
、

夢
に
現
わ
れ
た
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
謎
を
解
こ
う
と
す
る
が
、
そ
の
成

果
の
ほ
ど
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。

　
も
う
一
方
の
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
書
き
込
み
や
爪
痕
の
残
さ
れ
た

本
を
通
じ
て
の
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
精
紳
へ
の
探
究
は
タ
チ
ヤ
i
ナ
の

意
識
的
な
活
動
で
あ
り
、
そ
の
成
果
が
灰
か
さ
れ
る
。
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オ
ネ
ー
ギ
ン
に
斥
け
ら
れ
ず
に
す
ん
だ
本
、
す
な
わ
ち
バ
イ
ロ

ン
の
作
品
と
二
、
三
の
現
代
小
説
（
こ
れ
は
草
稿
か
ら
、
コ
ン
ス

タ
ン
の
『
ア
ド
ル
フ
』
、
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
の
『
ル
ネ
』
が
最

終
的
に
作
者
の
念
頭
に
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
）
は
流
行
の

文
学
で
あ
り
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
未
だ
知
ら
な
い
本
で
あ
る
。
タ
チ

ヤ
ー
ナ
は
そ
れ
ら
の
本
の
繰
り
ひ
ろ
げ
る
「
新
し
い
世
界
」
を
読

み
な
が
ら
、
行
間
に
残
さ
れ
た
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
書
き
込
み
や
爪
痕

を
追
っ
て
、
そ
の
読
書
反
応
を
も
読
み
、
こ
の
二
重
の
作
業
を
通

し
て
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
精
神
の
在
り
様
を
探
っ
て
い
く
。

　
　
彼
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
？
　
人
真
似
か

　
　
取
る
に
足
ら
な
い
幻
か
　
さ
て
は
妄
た

　
　
ハ
ロ
ル
ド
の
マ
ン
ト
を
つ
け
た
モ
ス
ク
ワ
人
か

　
　
ひ
　
と

　
　
他
人
の
む
ら
気
の
注
釈
か

　
　
完
備
し
た
は
や
り
言
葉
の
辞
書
な
の
か
？
・
－
：

　
　
結
局
あ
れ
は
パ
ロ
デ
ィ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
七
章
2
4
連
）

　
夢
に
お
け
る
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
イ
メ
ー
ジ
と
憎
感
を
通
し
て
生
々

し
く
具
体
的
に
現
わ
れ
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
推
測
の
か
た
ち
で

言
葉
に
よ
り
表
現
さ
れ
る
オ
ネ
ー
ギ
ン
像
は
「
い
ず
れ
も
抽
象
化

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
な
か
で
一
つ
だ
け
、
他
に
比
し
て
具

体
性
を
お
ぴ
た
規
定
で
あ
る
「
ハ
ロ
ル
ド
の
マ
ン
ト
を
つ
け
た
モ

ス
ク
ワ
人
L
が
、
初
め
の
二
行
で
の
人
間
と
し
て
の
規
定
を
四
行

目
以
降
の
文
学
的
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
規
定
に
回
転
さ
せ
る
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
主
人
公
の
人
間
像
の
規
定
が
文
学

的
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
規
定
に
切
り
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人

間
の
生
と
文
学
と
を
同
時
に
語
る
こ
の
作
品
の
構
想
を
と
り
わ
け

象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
オ
ネ
ー
ギ
ン
ヘ
の
人
間
的
な
規
定
か
ら
は
、
存
在
感
の
欠
け
た

人
間
が
、
文
学
的
な
規
定
か
ら
は
、
創
造
に
と
っ
て
は
二
義
的
な

も
の
で
し
か
な
い
技
術
的
形
式
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

「
ハ
ロ
ル
ド
の
マ
ン
ト
を
つ
け
た
モ
ス
ク
ワ
人
」
と
い
う
評
言
は
、

オ
ネ
ー
ギ
ン
の
文
学
（
バ
イ
ロ
ン
の
作
品
）
の
受
容
に
お
け
る
、

作
品
や
主
人
公
へ
の
精
神
的
交
流
、
あ
る
い
は
共
感
の
欠
除
、
つ

ま
り
は
表
面
的
な
受
容
を
示
唆
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
・

よ
う
o

　
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
と
っ
て
夢
と
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
本
と
の
出
会
い

と
は
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
を
知
る
た
め
の
啓
示
と
も
言
う
べ
き
体
験
で

あ
っ
た
。
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
生
活
の
最
大
の
課
題
で
あ
る
オ
ネ
ー
ギ

ン
と
い
う
人
間
の
探
究
に
お
い
て
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
や
文
学
の

「
読
書
」
は
必
須
の
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

タ
チ
ア
ー
ナ
に
あ
っ
て
は
生
と
文
学
と
は
愛
を
契
機
と
し
て
有
機

μ
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的
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
文
学
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
自
分
の
人

生
を
読
み
か
つ
創
造
す
る
こ
と
（
す
な
わ
ち
生
き
る
こ
止
）
を
教

，
、
札
、
人
生
の
慰
安
と
糧
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
簡
明
な
例
を

挙
げ
る
な
ら
ぱ
、
例
え
ぱ
タ
升
ヤ
ー
ナ
の
手
に
な
る
唯
一
最
大
の

創
作
で
あ
る
手
紙
は
文
学
の
影
響
に
色
彩
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

オ
ネ
ー
ギ
ン
の
手
紙
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る
。

　
オ
ネ
ー
ギ
ン
は
本
の
世
界
に
入
り
得
ず
、
文
挙
を
読
む
に
し
て

も
本
質
に
ふ
れ
ぬ
皮
相
な
読
み
方
を
し
て
い
る
こ
と
は
見
て
き
た

と
お
り
で
あ
る
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
は
人
生
を
読
む
こ
と
も
浅
い
の
で

あ
る
。

　
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
に
お
い
て
主
人
公
と
女
主
人
公
の
行
う
読
書

は
、
彼
ら
の
人
生
の
描
出
に
貢
献
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
は
同
時
に
こ
の
韻
文
小
説
の
小
説
と
し
て
の
伝
統
の
大
筋
を
語

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
小
説
と
し
て
の
こ
の
作
品
は
、
タ
チ
ヤ
ー

ナ
の
愛
読
す
る
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
の
感
情
主
義
の
小
説
と
ロ
シ
ア
の
フ

ォ
ー
ク
ロ
ア
、
そ
れ
に
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
読
む
バ
イ
ロ
ン
の
作
品
と

現
代
の
小
説
を
批
評
的
に
受
容
し
な
が
ら
創
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ

の
伝
統
の
受
け
継
が
れ
方
は
、
両
者
の
読
書
の
質
に
対
応
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

　
作
中
で
は
バ
イ
ロ
ン
の
作
品
、
と
く
に
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ

ル
ド
の
巡
礼
』
の
主
人
公
ハ
ロ
ル
ド
が
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
に
関
連
し

て
し
ぱ
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
同
作
と
の
共
通

性
を
議
る
た
め
で
は
な
く
、
梱
違
性
を
強
調
す
る
た
め
に
な
さ
れ

て
い
る
。
第
一
章
で
憂
愁
に
と
り
つ
か
れ
た
才
ネ
ー
ギ
ン
の
様
子

は
、
「
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
さ
な
が
ら
」
（
3
8
連
）
と
形
容
さ

れ
て
い
る
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
の
文
学
的
流
行
病
と
し

て
の
憂
愁
に
苦
し
め
ら
れ
る
賛
族
の
青
年
の
主
人
公
と
い
う
設
定

に
お
い
て
の
み
、
バ
イ
ロ
ン
の
主
人
公
と
共
通
性
を
持
つ
。
し
か

し
な
が
ら
プ
i
シ
キ
ン
は
、
自
作
と
バ
イ
ロ
ン
の
作
品
と
の
根
本

的
な
相
違
を
、
作
者
と
主
人
公
と
の
関
係
と
い
う
角
度
か
ら
早
々

と
明
言
し
て
い
る
。

エ
ブ
ゲ
ー
ニ
イ
と
創
分
と
の
違
い
が
指
摘
で
き
る
の
を

私
は
い
つ
も
う
れ
し
く
思
う
。

そ
れ
と
い
う
の
も
皮
肉
な
読
者
や
手
の
こ
ん
だ

陰
口
を
ふ
れ
歩
く
ど
こ
か
の
御
仁
が

エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
を
私
自
身
と

く
ら
ぺ
合
わ
せ
て
　
さ
て
あ
と
で

七
ご
o

騒
慢
の
詩
人
　
バ
イ
ロ
ン
卿
の
　
や
つ
は
真
似
し
て

　
　
　
寸
が
た

お
の
れ
の
肖
像
を
描
い
た
な
ど
と
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臆
面
も
な
く
吹
聴
さ
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
章
脆
連
）

　
バ
イ
ロ
ン
の
作
品
の
主
人
公
た
ち
の
多
く
は
、
故
郷
を
捨
て
る

か
、
家
を
持
た
ず
に
、
異
郷
あ
る
い
は
非
日
常
的
世
界
を
舞
台
に

冒
険
や
旅
を
行
う
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
。
、
世
界
を
放
浪
す
る

自
己
中
心
的
な
懐
疑
家
あ
る
い
は
叛
逆
者
と
い
っ
た
役
柄
を
さ
ず

か
り
、
時
に
は
デ
モ
ン
や
永
遠
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
た
と
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
彼
ら
は
作
者
で
あ
る
強
烈
な
自
我
を
も
っ
た
バ
イ

ロ
ン
の
メ
ガ
フ
ォ
ン
的
役
割
を
に
な
わ
さ
れ
て
お
り
、
詩
的
即
自

性
か
ら
脱
け
出
す
こ
と
が
な
い
。
従
っ
て
他
者
と
の
対
話
と
し
て

の
恋
愛
は
挿
話
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
女
主
人
公
の
影
は
薄
く

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
オ
ネ
ー
ギ
ン
は
冷
笑
癖
を
そ
な
え
な
が
ら
叛
逆
の
情
念
を
欠
き
、

詩
的
光
背
を
剥
ぎ
と
ら
れ
て
ロ
シ
ア
杜
会
を
放
浪
す
る
小
デ
モ
ン

と
し
て
作
中
に
登
場
す
る
。
作
者
と
は
独
立
し
た
存
在
と
し
て
日

常
的
世
界
の
人
間
関
係
に
ま
き
込
ま
れ
、
恋
愛
と
決
闘
と
い
う
二

つ
の
事
件
を
通
し
て
作
中
で
自
ず
か
ら
人
楕
的
な
検
証
に
さ
ら
さ

れ
る
。

　
そ
の
た
め
に
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
は
、
バ
イ
ロ
ン
の
作
品
の
よ
う

な
ロ
マ
ン
ス
小
説
風
の
世
界
と
は
反
対
の
、
ノ
ヴ
ェ
ル
小
説
、
と

く
に
家
庭
を
単
位
と
し
た
社
会
を
背
最
に
恋
愛
が
描
か
れ
、
女
主

人
公
が
活
躍
す
る
感
情
主
義
の
小
説
の
伝
統
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
、

こ
れ
に
学
ぱ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
感
憎
主
義
の
小
説
は
日
常
生
活
を
背
景
に
、
多
感
で
気
高
い
心

情
の
持
ち
主
で
あ
る
主
人
公
と
女
主
人
公
の
真
撃
な
恋
愛
を
描
い

た
も
の
が
多
い
。
そ
の
恋
愛
は
何
ら
か
の
外
的
障
碍
（
例
え
ぱ

『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
で
は
身
分
違
い
に
こ
だ
わ
る
父
親
の
反
対
、

『
ウ
ェ
ル
テ
ル
』
で
は
一
方
が
既
婚
者
で
あ
る
こ
と
）
に
よ
り
結

婚
と
い
う
幸
福
な
結
末
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
書
簡
形
式

に
依
存
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
に
、
人
間
の
行
動
よ
り
も
精
神
生

活
の
描
出
に
有
利
で
あ
り
、
主
人
公
た
ち
が
関
心
を
抱
く
多
様
な

問
題
（
文
挙
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
）
が
導
入
さ
れ
る
。
作
品
の
舞

台
は
狭
く
、
筋
は
起
伏
に
乏
し
く
、
事
件
は
書
簡
を
通
し
て
間
接

的
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
女
主
人
公
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
知
情
と
も
に
秀

で
た
理
想
的
な
女
性
で
あ
り
、
真
剣
な
恋
に
陥
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
、
感
情
主
義
の
小
説
の
女
主
人
公
の
血
を
引
い
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
感
情
主
義
の
小
説
の
主
人
公
と
は

全
く
異
質
の
散
文
的
な
人
間
で
あ
る
た
め
に
二
人
の
恋
愛
は
す
れ

違
い
、
外
的
な
障
碍
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
当
事
者
の
意
志
と
い
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う
内
的
な
障
碍
に
よ
ウ
て
何
ら
発
展
を
見
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し

て
恋
愛
が
不
首
尾
に
終
わ
る
こ
と
が
か
え
っ
て
主
人
公
・
女
主
人

公
の
人
間
性
を
深
く
、
多
面
的
に
探
索
す
る
可
能
性
を
も
た
ら
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
感
情
主
義
の
小
説
に
見
受
け
ら
れ
る
相
思
相

愛
の
恋
愛
は
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
に
お
い
て
は
む
し
ろ
副
次
的
な
カ

ヅ
プ
ル
で
あ
る
レ
ン
ス
キ
イ
と
オ
リ
ガ
の
恋
に
、
牧
歌
的
単
純
化

と
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
色
合
い
を
ほ
ど
こ
さ
れ
て
受
け
継
が
れ
て
い

る
と
言
え
よ
・
フ
o

　
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
に
お
け
る
筋
は
単
純
で
は
あ
る
が
・
こ
こ
で

は
諸
事
件
は
直
接
的
に
提
示
さ
れ
、
し
か
も
人
間
存
在
の
諸
条
件

と
緊
密
に
か
ら
み
合
い
な
が
ら
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
る
と
い
う

風
に
客
観
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
に
お
い
て
作
者
は
感
情
主
義
の
小
説
群
か
ら

濃
い
養
分
を
吸
収
し
な
が
ら
そ
れ
ら
に
批
評
的
に
対
し
、
一
段
と

高
い
展
望
に
立
つ
て
、
時
代
の
ロ
シ
ア
の
広
汎
な
生
活
と
そ
こ
に

生
き
る
人
間
の
運
命
を
よ
り
巨
視
的
な
視
野
と
、
は
る
か
に
複
雑

な
表
現
形
式
の
下
に
展
開
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
革
新
に
必
須
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
、
ロ

シ
ア
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
で
あ
る
。
民
衆
生
活
の
中
で
培
わ
れ
、
口

承
で
生
き
永
ら
え
て
き
た
集
団
の
創
造
で
あ
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
は
、

あ
ら
ゆ
る
文
学
の
母
胎
と
し
て
、
バ
イ
ロ
ン
の
作
品
や
感
惜
主
義

の
小
説
等
の
、
近
代
の
記
述
さ
れ
た
個
人
の
創
造
を
．
相
対
的
に
眺

め
、
批
評
す
る
広
い
視
野
と
基
盤
を
こ
の
作
品
に
も
た
ら
し
た
。

と
り
わ
け
7
オ
ー
ク
回
ア
は
人
間
の
肉
体
あ
る
い
は
無
意
識
の
領

域
や
、
社
会
の
底
辺
を
な
す
民
衆
生
活
に
対
し
て
作
者
の
目
を
開
．

か
せ
、
人
間
性
と
く
に
そ
の
倫
理
の
問
題
を
深
く
探
究
す
る
手
が

か
り
を
与
え
、
作
品
の
世
界
の
広
が
り
と
深
ま
り
に
大
き
く
貢
献

し
て
い
る
。

五

　
こ
の
韻
文
小
説
の
小
説
的
伝
統
が
専
ら
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
近
代
文

挙
の
影
響
下
に
あ
る
の
に
対
し
、
韻
文
的
伝
統
は
十
八
世
紀
よ
り

ロ
シ
ア
の
土
壌
で
育
く
ま
れ
、
華
や
か
な
開
花
の
季
節
を
迎
え
つ

つ
あ
っ
た
近
代
ロ
シ
ア
詩
（
作
者
自
身
が
そ
の
最
先
峰
に
立
っ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
が
）
の
豊
か
な
資
産
が
批
評
的
に
受
け
継
が
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
作
中
で
は
主
人
公
、
女
主
人
公
の
読
書
が
小
説
の
伝
統
を
浮
か

ぴ
上
が
ら
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
副
主
人
公
で
あ
る
若
い
詩
人
レ

ン
ス
キ
イ
の
人
と
創
作
は
、
そ
れ
に
関
連
す
る
作
者
の
逸
脱
と
相

侯
っ
て
、
ロ
シ
ァ
詩
の
伝
統
と
こ
の
作
品
と
の
関
係
を
示
唆
し
、

〃
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作
者
に
お
け
る
『
才
ネ
ー
ギ
ン
』
創
造
の
内
的
起
源
を
明
か
る
み

に
出
し
て
い
る
。

　
レ
ツ
ス
キ
イ
は
ド
イ
ツ
の
理
想
主
義
的
哲
学
と
文
学
に
憧
撮
と

共
感
を
抱
き
、
ロ
シ
ァ
の
ロ
マ
ン
主
義
詩
人
、
ジ
ュ
コ
ー
フ
ス
キ

イ
等
の
詩
を
愛
読
し
て
い
る
。
自
ら
も
詩
を
作
り
、
そ
れ
を
恋
人

の
オ
リ
ガ
に
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
を
喜
び
と
し
て
い
る
純
朴
な
十

八
歳
の
青
年
で
あ
る
。
そ
の
作
品
は
日
常
生
活
に
お
い
て
味
わ
う

あ
れ
こ
れ
の
感
動
を
無
技
巧
に
歌
う
掃
情
詩
で
あ
る
。
作
者
は
レ

ン
ス
キ
イ
の
詩
が
、
詩
歌
の
原
初
的
条
件
を
み
た
す
も
の
で
あ
る

こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
テ
ー
マ
の
時
代
錯
誤
性
や
、
批
評

精
神
の
乏
し
さ
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
指
摘
す
る
。

・
作
中
に
あ
っ
て
、
恋
愛
に
酔
い
痴
れ
、
世
の
完
全
を
信
じ
る
レ

ン
ス
キ
イ
の
幸
福
は
、
田
舎
募
ら
し
、
裕
福
な
貴
族
、
若
さ
と
い

っ
た
特
権
の
保
護
の
も
と
で
輝
き
、
遂
に
は
理
想
に
殉
じ
て
の
夫

逝
と
い
う
特
権
の
世
界
に
封
じ
込
め
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
。

　
作
中
に
は
こ
う
し
た
レ
ン
ス
キ
イ
の
文
学
及
ぴ
人
生
へ
の
読
み

の
浅
さ
が
語
ら
れ
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
恋
人
オ
リ
ガ
の

亡
父
の
墓
前
で
の
レ
ン
ス
キ
イ
が
描
か
れ
る
条
り
は
な
か
で
も
そ

れ
を
最
も
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。

　
　
：
：
：
亡
き
人
偲
ん
で
嘆
息
し
つ
つ

し
ぱ
ら
く
は
憂
い
に
心
と
ざ
さ
れ
て

プ
　
ア
　
　
目
　
！
ツ
ク

「
弔
8
H
く
O
ま
Σ
」
と
つ
ぷ
や
く
声
も
物
憂
げ
に

（
第
二
章
3
7
連
）

　
レ
ン
ス
キ
イ
が
こ
こ
で
口
に
す
る
英
語
の
言
葉
に
、
作
者
は
次

の
よ
う
な
註
釈
を
付
け
て
い
る
。
（
「
あ
わ
れ
、
ヨ
ー
リ
ヅ
ク
！
」

の
意
味
。
道
化
の
騒
駿
を
前
に
し
て
の
ハ
ム
レ
ヅ
ト
の
慨
嘆
の
言

葉
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
ス
タ
ー
ン
を
参
照
の
こ
と
。
）

　
衆
知
の
よ
う
に
こ
の
台
詞
は
、
王
子
ハ
ム
レ
ヅ
ト
が
、
た
ま
た

ま
墓
堀
人
に
堀
り
起
こ
さ
れ
た
、
臣
下
で
あ
り
遣
化
で
あ
っ
た
ヨ

ー
リ
ヅ
ク
の
騒
駿
を
手
に
し
て
つ
ぷ
や
く
台
詞
で
あ
る
。
こ
の
台

詞
が
遣
化
と
は
対
極
的
な
仕
事
で
あ
る
軍
務
に
服
し
、
実
直
な
生

活
者
と
し
て
大
往
生
し
た
故
人
の
、
騒
駿
で
は
な
く
墓
の
前
で
大

真
面
目
に
口
に
さ
れ
る
と
、
そ
の
情
況
の
あ
ま
り
の
相
違
に
よ
り

場
違
い
な
滑
稽
感
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
つ
づ
い
て
レ
ン
ス
キ
イ

は
ロ
シ
ア
的
地
方
色
ま
る
だ
し
の
感
傷
に
ひ
た
り
、
墓
畔
の
エ
レ

ジ
ー
を
も
の
す
と
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
台
詞
に
こ
め
ら

れ
た
、
死
と
い
う
む
き
だ
し
の
事
実
に
直
面
し
て
の
哲
学
的
な
懐

凝
は
レ
ン
ス
キ
イ
に
は
理
解
さ
れ
ず
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
単
な

る
感
傷
の
言
葉
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
面
は
、
若
い
レ
ン
ス
キ
イ
の
、
作
品
の
文
脈
の
中
で
言
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葉
を
理
解
す
る
能
カ
の
乏
し
さ
と
、
人
生
と
い
う
文
脈
の
中
で
自

他
を
理
解
す
る
能
カ
の
乏
し
さ
を
同
時
に
語
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
外
国
語
の
ま
ま
の
台
詞
の
引
用
は
、
レ
ン
ス
キ
イ
の
文

学
に
対
す
る
未
消
化
ぷ
り
を
ス
タ
イ
ル
そ
れ
自
体
で
表
現
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ス
タ
ー
ン
は
ハ
ム
レ
ヅ
ト
の
こ
の
台
詞
を
と
り
わ
け

愛
好
し
、
そ
の
合
蓄
を
深
く
受
け
と
め
、
感
情
主
義
の
小
説
の
突

然
変
異
と
で
も
言
う
べ
き
小
説
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ

の
生
涯
と
意
見
』
に
お
い
て
こ
れ
を
効
果
的
に
用
い
て
登
場
人
物

の
一
人
ヨ
ー
リ
ッ
ク
神
父
を
造
型
し
て
い
る
。
プ
ー
シ
キ
ン
は
前

述
の
註
釈
に
お
い
て
、
感
傷
の
詩
人
レ
ン
ス
キ
イ
の
浅
い
理
解
に

明
知
の
散
文
家
ス
タ
ー
ン
の
正
確
で
創
造
的
な
理
解
を
対
置
さ
せ
、

徹
底
し
た
散
文
精
神
と
尖
鋭
な
方
法
意
識
に
よ
り
、
『
オ
ネ
ー
ギ

ン
』
に
強
い
刺
激
を
与
え
た
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
イ
』

の
作
者
に
敬
意
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
創
作
の
自
意
識
を
徹
底
的
に
探
究
し
た
あ
げ
く
、
主
人
公
ト
リ

ス
ト
ラ
ム
の
誕
生
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
逆
子
の
よ
う
な
実
験
小

説
と
な
っ
た
こ
の
小
説
は
、
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
創
作
方
法
に
強

い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
定
石
に
逆
ら
っ
た
非
完
結
的
な
構
成
や
逸

脱
の
方
法
に
拠
り
な
が
ら
、
生
と
文
学
と
を
同
時
に
語
る
と
い
う

『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
基
本
的
構
想
は
、
ス
タ
ー
ン
の
影
響
を
抜
き

に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
プ
ー
シ
キ
ン
は
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
に
着
手
す
る
一
年
ほ
ど
前
に
、

親
友
ヴ
ヤ
i
ぜ
ム
ス
キ
イ
宛
の
手
紙
で
ス
タ
ー
ン
ヘ
の
傾
倒
を
打

ち
明
け
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
「
ジ
ュ
コ
ー
フ
ス
キ
イ
に
は
ま
っ
た
く
腹
が
立
つ
。
詩
的
形
象

の
ぼ
ん
や
り
し
た
東
方
的
想
像
カ
を
念
入
り
に
模
倣
し
て
い
る
あ

ん
な
ム
ー
ア
の
ど
こ
が
気
に
入
っ
た
の
だ
ろ
う
？
　
『
ラ
ー
ラ
・

ル
ー
ク
』
全
篇
を
も
っ
て
し
て
も
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン

デ
ィ
』
の
十
行
の
価
値
も
な
い
」
。
（
一
八
ニ
ニ
年
一
月
二
日
付
）

　
こ
こ
で
プ
ー
シ
キ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
ト
ー
マ
ス
・
ム
ー

ア
の
東
方
の
民
話
を
素
材
に
し
た
長
篇
詩
『
ラ
ー
ラ
・
ル
i
ク
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
翻
訳
し
た
先
葦
格
の
ロ
マ
ン
主
義
詩
人
の
後
進
性
に
慣
慨
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
レ
ン
ス
キ
イ
が
ジ
ュ
コ
ー
フ
ス
キ
イ
に
代
表
さ

れ
る
詩
の
愛
読
者
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
、
こ
の
手
紙
の

一
節
は
さ
き
ほ
ど
の
註
釈
の
下
絵
と
し
て
眺
め
る
こ
と
も
で
き
よ

う
o　

こ
う
し
た
箇
所
に
見
受
け
ら
れ
る
散
文
精
神
へ
の
関
心
の
高
ま

り
は
、
詩
人
プ
ー
シ
キ
ン
の
転
機
の
原
動
カ
と
な
。
り
、
韻
文
小
説

『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
剣
作
の
原
動
カ
と
も
な
っ
た
。
『
オ
ネ
ー
ギ

蜘
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ン
』
に
お
い
て
散
文
的
な
人
間
で
あ
る
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
主
人
公
と

し
て
、
詩
人
レ
ン
ス
キ
イ
が
副
主
人
公
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、

詩
的
世
界
か
ら
散
文
的
世
界
へ
の
作
者
の
関
心
の
推
移
と
い
う
事

情
を
背
景
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
レ
ン
ス
キ
イ
は
ハ
ム
レ
ソ
ト
の
懐
疑
の
精
神
と
は
無
縁
の
、
む

し
ろ
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
的
信
念
の
人
間
で
あ
り
、
懐
疑
の
精
神
の

近
く
に
い
る
の
は
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
方
で
あ
る
。
し
か
し
オ
ネ
ー
ギ

ン
は
憂
愁
あ
る
い
は
心
の
石
化
と
い
う
症
状
を
伴
う
生
の
倦
怠
に

苦
し
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
生
。
へ
の
懐
疑
や
否
定
と
い
う
哲
学
的
問

題
と
し
て
自
覚
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
食
卓
に
安
置
さ
れ
た

伯
父
の
屍
体
や
、
レ
ン
ス
キ
イ
の
生
か
ら
死
へ
の
一
瞬
の
間
の
転

落
と
い
う
む
き
出
し
の
事
実
と
し
て
の
死
に
直
繭
し
な
が
ら
、
死

を
凝
視
し
て
生
の
意
味
を
問
う
と
い
う
ハ
ム
レ
ヅ
ト
の
哲
学
的
姿

勢
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

’、

　
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
最
終
章
に
お
い
て
作
者
は
、
主
人
公
を
自

作
の
拝
憎
詩
『
デ
モ
ン
』
（
一
八
二
三
年
）
に
描
か
れ
た
デ
モ
ン

に
擬
す
る
世
評
が
あ
る
か
の
よ
う
に
仮
想
し
て
、
こ
の
拝
情
詩
の

題
名
を
作
中
に
導
入
し
て
い
る
。
『
オ
ネ
i
ギ
ン
』
が
構
想
さ
れ

た
一
八
二
三
年
は
、
プ
ー
シ
キ
ン
に
と
り
生
。
の
倦
怠
が
以
前
の
よ

う
に
情
緒
的
な
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
生
へ
の
懐
疑
と
い
う
哲

学
的
問
題
と
し
て
自
覚
さ
れ
一
死
に
照
ら
し
て
生
の
意
味
を
問
う

と
い
う
哲
学
的
思
索
が
生
じ
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
（
そ
れ
に
平

行
し
て
散
文
精
神
の
拾
頭
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
．

い
。
）
そ
の
時
期
に
生
み
出
さ
れ
た
デ
モ
ン
作
品
群
と
総
称
さ
れ

る
数
篇
の
拝
情
詩
に
は
そ
う
し
た
思
索
の
軌
跡
が
反
映
さ
れ
て
お

り
、
『
デ
モ
ン
』
は
そ
の
代
表
作
で
あ
る
。

　
全
体
が
二
十
四
行
か
ら
成
る
こ
の
拝
情
詩
は
、
生
の
新
鮮
な
印

象
を
歌
い
、
愛
や
芸
術
に
感
動
し
て
い
た
「
私
」
を
不
意
に
訪
れ

る
よ
う
に
な
り
、
憂
愁
と
、
生
を
否
定
す
る
冷
た
い
毒
の
言
葉
を

吹
き
込
ん
だ
デ
モ
ン
を
描
い
て
い
る
。

　
プ
ー
シ
キ
ン
は
漢
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
生
へ
の
不
信
感
を

「
懐
疑
の
精
神
」
あ
る
い
は
「
否
定
の
精
神
」
（
弁
明
的
内
容
の
批

評
文
「
『
デ
モ
ン
』
の
詩
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
ブ
ー
シ
キ
ン
の

言
葉
）
と
し
て
認
識
し
、
拝
情
詩
に
描
き
得
た
時
に
、
そ
れ
以
前

の
自
己
の
未
熟
さ
を
悟
る
と
と
も
に
、
デ
モ
ン
を
乗
り
越
え
る
道

の
発
見
を
予
感
し
て
い
る
、
よ
り
成
熟
し
た
詩
人
と
し
て
の
自
覚

を
得
た
。
同
時
に
、
こ
の
懐
疑
の
精
神
、
否
定
の
精
神
を
個
人
的

な
問
題
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
普
遍
的
な
永
遠
の
問
題
と
し
て
と

〃
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、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

ら
え
る
広
い
視
野
が
開
け
、
そ
れ
に
デ
モ
ン
と
い
う
伝
統
的
な
名

称
を
付
与
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

　
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
は
成
熟
を
白
覚
し
た
プ
ー
シ
キ
ン
が
、
こ
の

デ
モ
ン
を
掃
惰
詩
と
い
う
私
、
的
文
脈
の
中
で
で
は
な
く
、
同
時
代

の
ロ
シ
ア
と
い
う
社
会
的
文
脈
の
中
で
検
証
し
よ
う
と
す
る
試
み

で
も
あ
っ
た
。
拝
憎
詩
『
デ
モ
ン
』
に
お
け
る
、
デ
モ
ン
の
訪
れ

を
未
だ
知
ら
な
い
素
朴
な
詩
人
と
し
て
の
「
私
」
は
レ
ン
ス
キ
イ

の
原
型
、
デ
モ
ン
は
作
者
の
「
友
人
」
と
も
「
不
思
議
な
道
づ
れ
」

と
も
呼
ぱ
れ
る
主
人
公
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
原
型
と
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
そ
し
て
成
熟
を
自
覚
し
た
詩
人
で
あ
る
作
者
は
、
こ
の
主

人
公
に
拮
抗
し
得
る
新
し
い
女
主
人
公
の
造
型
に
、
デ
モ
ン
を
乗

り
越
え
る
遭
を
探
究
し
た
の
で
あ
る
。

　
拝
情
詩
『
デ
モ
ン
』
は
、
た
だ
の
人
間
と
し
て
の
「
私
」
で
は

な
く
、
詩
人
と
し
て
の
「
私
」
の
体
験
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
う

し
た
文
学
者
と
し
て
の
「
私
」
の
登
場
は
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
に
も

受
け
継
が
れ
（
こ
の
「
私
」
は
む
ろ
ん
デ
モ
ン
の
訪
問
以
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
私
」
で
あ
る
）
、
作
品
に
文
学
の
テ
ー
マ
を
広
汎
に
展
開
さ
せ
る

原
動
カ
と
な
っ
た
。
成
熟
を
自
覚
し
た
プ
ー
シ
キ
ン
は
文
学
の
創

造
と
い
う
営
為
そ
れ
自
体
を
、
生
の
多
様
な
局
面
と
の
関
連
の
中

で
根
本
的
に
検
証
し
よ
う
と
す
る
欲
求
、
自
己
の
創
作
を
内
外
の

文
学
的
伝
統
と
の
関
連
の
中
で
検
証
し
よ
う
と
す
る
欲
求
を
『
オ

ネ
ー
ギ
ン
』
に
お
い
て
大
規
模
に
展
開
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
は
文
学
へ
の
自
己
省
察
を
動
機
と
す
る
文
学

趣
味
に
濃
く
色
彩
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
光
。

　
八
年
の
歳
月
を
費
し
て
完
結
を
見
た
こ
の
作
品
の
最
終
章
の
冒

頭
に
お
い
て
、
作
者
は
文
学
者
と
し
て
の
自
己
の
歩
み
を
回
顧
し

て
い
る
。
作
者
の
も
と
へ
の
ミ
ュ
ー
ズ
の
訪
れ
を
回
想
す
る
こ
れ

ら
の
詩
行
が
、
デ
モ
ン
の
訪
れ
を
語
る
押
情
詩
『
デ
モ
ン
』
の
詩

行
と
韻
律
、
措
辞
の
両
面
に
お
い
て
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
興
味

深
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
プ
ー
シ
キ
ン
は
デ
モ
ン
の
遣
を
ミ
ュ

ー
ズ
に
踏
襲
さ
せ
な
が
ら
、
文
学
者
と
し
て
デ
モ
ン
の
誘
惑
を
乗

り
越
え
る
遣
－
生
へ
の
愛
の
証
し
と
し
て
の
創
造
－
の
守
護

神
ミ
ュ
ー
ズ
を
誇
ら
か
に
言
祝
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

（
註
）
　
「
プ
ー
シ
キ
ン
全
集
」
第
二
巻
。
本
村
彰
一
訳
『
エ
ヴ
ゲ
ー

　
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
（
河
出
書
房
新
社
刊
）
に
よ
る
。
以
下
同
様
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
躍
大
学
講
師
）
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