
Title 小説における<偶然> : 織田作之助、昭和二十一年の実践
Sub Title Coincidence' within the novels of Sakunosuke Oda with focus on those of Showa 21(1946)
Author 尾崎, 名津子(Ozaki, Natsuko)

Publisher 慶應義塾大学藝文学会
Publication year 2008

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.94, (2008. 6) ,p.44- 62 
JaLC DOI
Abstract
Notes 西脇順三郎没後25周年記念号
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-00940001-

0044

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


小
説
に
お
け
る
〈
偶
然
〉

|
|
織
田
作
之
助
、
昭
和
二
十
一
年
の
実
践
ー
ー
ー

(323) 

尾
崎

名
津
子

昭
和
二
十
年
九
月
、
敗
戦
後
の
世
界
を
前
に
し
て
織
田
作
之
助
は
、
一
つ
の
宣
言
を
す
る
。
そ
れ
は
、
大
阪
と
い
う
土
地
に
か
こ
つ
け
、
「
風
-44-

変
わ
り
な
人
人
」
や
「
国
民
学
校
の
少
年
少
女
」
と
い
っ
た
「
新
人
」
の
た
め
に
、
「
骨
董
的
存
在
の
老
朽
、
老
捨
、
旧
人
は
速
か
に
退
陣
し
て
、

こ
れ
ら
の
新
人
に
席
を
譲
る
べ
き
」
だ
と
い
う
内
容
の
も
の
だ
っ
た
。
「
旧
人
よ
去
れ
。
親
に
似
ぬ
子
は
鬼
子
と
い
う
が
、
新
人
は
常
に
旧

人
に
似
ぬ
鬼
子
だ
。
鬼
子
の
新
人
を
継
子
虐
め
さ
せ
ぬ
た
め
に
も
、
旧
人
は
退
却
し
て
貰
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
!
|
こ
の
宣
言
に
お
い
て
、
「
大

阪
」
は
「
文
学
」
と
置
換
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
一
年
後
、
織
田
が
「
私
は
ま
だ
新
人
だ
。
い
や
、
永
久
に
新
人
で
あ
り
た
い
。
永
久
に

小
説
以
外
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
人
間
で
あ
り
た
い
」
と
述
べ
る
と
き
、
「
新
人
」
は
と
り
も
な
お
さ
ず
自
身
の
立
ち
位
置
の
表
明
と
な
る

の
で
あ
る
。
「
新
人
」
が
「
旧
人
」
と
の
類
同
を
拒
む
「
鬼
子
」
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
指
す
「
旧
人
」
と
は
何
者
な
の
か
。
ま
た
「
鬼
子
」

た
る
織
田
は
「
旧
人
」
と
如
何
に
似
て
い
な
い
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
「
改
造
」
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
号
で
発
表
さ



れ
た
彼
の
最
後
の
文
芸
評
論
『
可
能
性
の
文
学
』
及
び
昭
和
二
十
一
年
の
創
作
の
中
か
ら
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

織
田
作
之
助
の
代
表
作
と
も
さ
れ
る
『
可
能
性
の
文
学
』

で
は
、
志
賀
直
哉
を
頂
点
と
す
る
所
謂
心
境
小
説
的
私
小
説
が
、
「
小
説
形
式

の
退
歩
」
、
そ
し
て
「
近
代
小
説
の
思
想
性
か
ら
の
逆
行
」
を
促
し
た
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
可
能
性
の
文
学
」
自
体
に
明
確

な
理
論
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
「
可
能
性
の
文
学
」
が
可
能
か
を
追
究
す
る
、
と
い
う
態
度
を
表
明
し
た
。

こ
の
評
論
に
対
し
て
大
き
く
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
横
光
利

『
純
粋
小
説
論
』
と
の
関
係
で
あ
る
。
本
多
秋
五
は
、
「
「
可
能
性
の
文
学
」

は
、
ひ
と
口
に
い
え
ば
、
横
光
利
一
の
「
純
粋
小
説
論
」
を
継
承
発
展
さ
せ
、
そ
れ
を
坂
口
安
吾
の
口
調
で
語
っ
た
も
の
だ
が
、
横
光
の
議

論
よ
り
は
据
わ
り
も
よ
く
、
割
切
れ
も
い
バ

o
」
と
評
価
し
た
が
、
こ
の
発
言
は
現
在
に
あ
っ
て
も
定
論
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
織

田
自
身
が
『
可
能
性
の
文
学
』

の
中
で
「
志
賀
直
哉
の
文
学
の
影
響
か
ら
脱
す
べ
く
純
粋
小
説
論
を
も
の
し
て
、
日
本
の
伝
統
小
説
の
日
常

-45-

性
に
反
抗
し
て
虚
構
と
偶
然
を
説
き
、
小
説
は
芸
術
に
あ
ら
ず
と
い
う
主
張
を
持
つ
新
し
い
長
篇
小
説
に
近
代
小
説
の
思
想
性
を
獲
得
し
ょ

う
と
奮
闘
し
た
横
光
利
こ
と
記
し
た
こ
と
か
ら
誘
発
さ
れ
た
事
態
だ
ろ
う
。

『
純
粋
小
説
論
』
は
、
昭
和
十
年
四
月
の
「
改
造
」
に
発
表
さ
れ
た
。
問
題
点
は
錯
綜
し
て
い
る
が
、
要
約
す
れ
ば
、
純
粋
小
説
と
は
何
か
、

通
俗
小
説
で
用
い
ら
れ
る
「
偶
然
性
と
感
傷
性
」
と
を
純
粋
小
説
で
は
如
何
に
表
出
す
べ
き
か
、
純
粋
小
説
を
成
立
せ
し
め
る
四
人
称
の
創

出
、
の
三
点
に
絞
ら
れ
る
。

留
意
し
た
い
の
は
、
『
可
能
性
の
文
学
』
と
『
純
粋
小
説
論
』
が
、
共
に
〈
偶
然
〉
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
横
光
の
立
論
の
場

合
は
小
説
に
お
け
る
〈
偶
然
〉
を
め
ぐ
る
議
論
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
『
純
粋
小
説
論
』
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
十
年
前
後

に
お
け
る
小
説
と
〈
偶
然
〉
を
め
ぐ
る
論
争
で
は
、
大
き
く
二
つ
の
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
。

一
つ
は
中
河
与
一
ら
の
偶
然
文
学
論
争
、

(322) 

そ
し
て
横
光
ら
の
純
粋
小
説
論
争
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
個
別
の
文
学
論
争
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
文
学
界
に
お
い
て
主
流
を
占



め
て
き
た
、
唯
物
論
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
異
議
を
呈
し
た
点
、
そ
し
て
〈
偶
然
〉
に
こ
そ
リ
ア
リ
テ
ィ
を
見
る
態
度
を
提
示
し
た
点
で
、

(321) 

根
底
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
〈
偶
然
〉
と
は
、
日
頃
か
ら
遍
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
常
性
の
本
質
と
さ
れ
た
。
こ

の
認
識
は
、
『
純
粋
小
説
論
』
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
人
は
人
間
の
行
策
を
観
察
し
た
だ
け
で
は
、
近
代
人
の
道
徳
も
分
明
せ
ず
、
思
考
を

追
求
し
た
だ
け
で
は
、
思
考
と
い
ふ
理
智
と
、
行
矯
の
連
結
力
も
、
洞
察
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
近
代
人
」
と
し
て

の
自
覚
の
下
に
、
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
を
小
説
で
如
何
に
表
現
す
る
か
、
と
い
う
議
論
だ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の

論
争
当
時
、
織
田
は
旧
制
三
高
に
在
学
中
だ
っ
た
が
、
約
十
年
後
に
書
か
れ
た
「
可
能
性
の
文
学
』
も
ま
た
、
『
純
粋
小
説
論
」
に
触
れ
て

い
る
以
上
こ
の
流
れ
の
上
に
布
置
で
き
る
。
そ
の
〈
偶
然
〉
を
織
田
が
〈
戦
後
〉
に
至
っ
て
語
り
出
し
た
こ
と
が
、
「
鬼
子
」
で
あ
る
こ
と

を
め
ぐ
る
宣
言
と
密
接
に
繋
が
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
織
田
の
著
作
を
辿
っ
て
い
く
と
、

こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
作
品
群
に
言
及
す
る
前
提
と
し
て
、
〈
偶
然
小
説
〉
自
体
を
規
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
(
一
)
作
中
の

一
連
の
作
品
群
を
見
出
せ
る
。
そ
れ
ら
を
仮
に
〈
偶
然
小
説
〉
と
名
付
け
る
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叙
述
レ
ベ
ル
に
お
い
て
〈
偶
然
〉
の
語
が
現
れ
る
こ
と
。
つ
乙
プ
ロ
ッ
ト
展
開
の
要
所
に
お
い
て
、
〈
偶
然
〉
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
。
(
三
)
自
覚
的
に
〈
偶
然
〉
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
読
者
に
示
唆
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
の
三
つ
の
要

素
を
持
つ
と
い
え
る
。
こ
の
規
定
に
即
す
る
〈
偶
然
小
説
〉
と
し
て
、
『
そ
れ
で
も
私
は
行
く
』
(
「
京
都
日
日
新
聞
」
昭
和
二
十
一
年
四
月

二
十
五
日
1

七
月
二
十
五
日
)
、
『
夜
光
虫
』
(
「
大
阪
日
日
新
聞
」
昭
和
二
十
一
年
五
月
二
十
四
日
1

八
月
九
日
)
、
『
夜
の
構
図
』
(
「
婦
人
画

報
」
昭
和
二
十
一
年
五
月
l

十
二
月
)
、
『
土
曜
夫
人
』
(
「
読
売
新
聞
」
昭
和
二
十
一
年
八
月
三
十
日
1

十
二
月
八
日
(
中
絶
)
)
の
四
作
が

挙
げ
ら
れ
る
。

『
可
能
性
の
文
学
』
が
、
先
行
す
る
こ
れ
ら
の
〈
偶
然
小
説
〉
と
い
う
実
作
と
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
関
係
を



跡
づ
け
る
た
め
に
は
、
そ
こ
で
〈
偶
然
〉
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
い
え
る
。
紙
幅
の
関
係
で

プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
に
具
体
的
に
論
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
〈
偶
然
〉
と
い
う
語
が
出
て
く
る
箇
所
を
中
心
に
分
析
を
試
み
た
い
。

2 

第
一
に
挙
げ
た

『
そ
れ
で
も
私
は
行
く
』
は
、
は
じ
め
の
う
ち
は
高
校
生
の
梶
鶴
雄
を
物
語
の
中
心
に
据
え
て
い
る
。
鶴
雄
は
決
断
に
迷

う
と
サ
イ
コ
ロ
を
振
り
、
自
の
数
に
よ
っ
て
自
ら
の
行
動
を
決
め
る
。
こ
の
よ
う
に
偶
然
性
を
企
図
す
る
人
物
を
造
型
し
た
に
も
拘
ら
ず
、

次
第
に
彼
は
後
景
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
。
そ
れ
は
作
家
の
小
田
策
之
助
と
い
う
作
中
人
物
が
登
場
し
、
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
作
中
人
物
を
描

く
こ
と
に
筆
が
割
か
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
小
田
こ
そ
が
、
作
中
で
唯
一

〈
偶
然
〉
を
語
る
人
物
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
彼
は
「
こ
ん
ど
の
「
そ
れ
で
も
私
は
行
く
」
と
い
う
新
聞
小
説
で
、
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
、

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
式

-47-

に
、
出
来
る
だ
け
小
田
自
信
の
想
像
を
加
え
ず
に
書
き
、
場
所
も
人
物
も
実
在
の
ま
ま
使
う
」
(
「
蛸
薬
師
」
)
と
い
う
試
み
を
行
っ
て
い
た
。

し
か
し
作
品
終
盤
で
の
鶴
雄
と
の
会
話
で
、
小
田
は
次
の
よ
う
に
語
る
こ
と
に
な
る
。

「
な
る
ほ
ど
、
ち
ゃ
ん
と
小
説
に
な
っ
て
る
ね
。
し
か
し
、

い
や
だ
ね
、
こ
ん
な
に
岡
闘
が
つ
づ
い
ち
ゃ
、
こ
ん
ど
の
小
説
は
ど
う
考

え
て
み
て
も
、
通
俗
小
説
だ
ね
」
(
中
略
)
「
じ
ゃ
、
こ
ん
ど
の
あ
な
た
の
小
説
は
通
俗
小
説
に
な
る
ん
で
す
か
」
/
と
、
鶴
雄
は
き
い

た
。
/
「
残
念
だ
が
、
通
俗
小
説
だ
ね
。
夕
刊
新
聞
小
説
は
通
俗
小
説
で
な
く
っ
ち
ゃ
読
ま
れ
な
い
し
、
だ
い
い
ち
こ
う
岡
闘
が
多
く
つ

ち
ゃ
ね
」
(
「
高
台
寺
」
)

(320) 



こ
こ
で
の
通
俗
小
説
と
は
、
都
合
よ
く
〈
偶
然
〉
が
出
て
き
て
出
来
事
を
つ
な
い
で
い
く
と
い
う
小
説
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
〈
偶
然
〉

を
多
用
し
つ
つ
小
田
が
書
こ
う
と
し
て
い
る

『
そ
れ
で
も
私
は
行
く
』
を
、
作
中
の
小
田
自
身
が
通
俗
小
説
で
あ
る
と
認
定
す
る
こ
と
で
、

実
在
の
織
田
が
書
く
『
そ
れ
で
も
私
は
行
く
』
は
、
そ
の
メ
タ
レ
ベ
ル
で
自
覚
的
に
通
俗
小
説
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
表
明
が
可
能

に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
『
夜
光
虫
』
で
は
、
〈
偶
然
〉
を
解
説
し
、
物
語
内
の
出
来
事
に
意
味
を
付
与
す
る
〈
作
者
〉
が
は
じ
め
か
ら
現
れ
る
。
〈
偶
然
〉

と
い
う
語
は
常
に
作
中
人
物
の
復
員
兵
・
小
沢
十
吉
を
媒
介
に
し
て
い
る
。

①
作
者
は
こ
こ
で
い
さ
さ
か
註
釈
を
は
さ
み
た
い
。
/
ー
ー
岡
闘
と
い
う
も
の
は
、
ユ
ー
モ
ア
と
共
に
人
生
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要

素
で
あ
る
。
(
中
略
)
小
沢
十
吉
が
た
ま
た
ま
は
い
っ
た
梅
田
の
闇
市
の
食
堂
で
、
刺
青
を
し
た
男
が
唖
の
浮
浪
少
女
と
連
立
っ
て

出
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
た
ー
ー
と
い
う
閥
幽
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
大
し
た
こ
と
も
な
い
と
言
え
る
が
、や
が
て
乗
っ
た
市
電

の
中
に
、
そ
の
二
人
も
乗
り
合
わ
せ
て
い
た
と
い
う
閥
幽
と
折
重
っ
て
み
る
と
、
既
に
何
と
な
く
た
だ
ご
と
で
な
く
な
っ
て
来
る
。

(
「
大
阪
の
憂
欝
」
)

②
(
作
者
は
こ
こ
で
再
び
注
釈
を
は
さ
み
た
い
o
l
l
l

即
ち
、
岡
幽
と
い
う
も
の
は
、
続
き
出
す
と
き
り
が
な
い
:
:
:
と
。
)
(
「
大
阪

の
憂
欝
」
)

③
「
岡
凶
と
い
う
も
の
は
、
続
き
だ
す
と
き
り
が
な
い
」
/
と
、
作
者
は
か
つ
て
書
い
た
。
/
「
岡
幽
の
な
い
人
生
ほ
ど
つ
ま
ら
ぬ
も

の
は
な
い
」
/
と
も
書
い
た
。
/
例
え
ば
、
小
沢
十
吉
!
(
中
略
)
深
夜
雨
の
四
ツ
辻
で
、
裸
の
娘
を
拾
っ
た
と
い
う
閥
幽
は
、
次
々

に
岡
凶
を
呼
ん
で
、
ま
る
で
欠
伸
を
す
る
暇
も
な
い
く
ら
い
、
目
ま
ぐ
る
し
い
一
昼
夜
を
過
し
た
の
だ
。
(
「
朝
の
構
図
」
)
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④
が
、
作
者
は
こ
の
二
人
に
と
っ
て
は
、
か
な
り
重
要
だ
っ
た
一
夜
を
描
写
す
る
暇
を
も
は
や
も
た
な
い
。
先
を
急
ご
う
。
/
な
ぜ
な

ら
、
翌
朝
小
沢
と
道
子
が
S

署
へ
行
っ
た
時
、
二
人
を
待
ち
受
け
て
い
た
岡
幽
の
方
が
、
作
者
に
と
っ
て
興
味
が
深
い
か
ら
だ
。
(
「
朝

の
構
図
」
)

⑤
伊
部
と
雪
子
は
知
り
合
い
だ
っ
た
の
だ
。
/
し
か
し
、
閥
幽
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
(
「
朝
の
構
図
」
)

⑥
(
作
者
は
こ
こ
で
最
後
の
閥
闘
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
)
(
「
朝
の
構
図
」
)

以
上
の
六
箇
所
に
『
夜
光
虫
』
の
〈
偶
然
〉
は
現
れ
て
い
る
。
小
沢
が
〈
偶
然
〉

の
重
な
り
に
よ
っ
て
、
①
に
あ
る
よ
う
に
「
た
だ
ご
と

で
な
く
な
っ
て
来
る
」
、

つ
ま
り
展
開
の
予
測
が
つ
く
と
い
う
音
山
味
で
の
通
俗
小
説
的
な
時
間
を
逸
脱
し
て
い
く
こ
と
が
、
〈
偶
然
〉
に
よ
っ

能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
た
だ
、
プ
ロ
ッ
ト
自
体
は
『
そ
れ
で
も
私
は
行
く
』

で
小
田
が
提
示
し
た
「
通
俗
小
説
」
の
域
を
出
な
い
。
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て
示
唆
さ
れ
る
。
即
ち
〈
偶
然
〉
に
よ
っ
て
経
常
的
な
時
間
認
識
と
は
一
線
を
画
す
物
語
が
展
開
し
て
い
く
、
と
い
う
主
張
そ
れ
自
体
が
可

続
く
『
夜
の
構
図
』
に
お
い
て
〈
偶
然
〉
と
い
う
語
は
、
以
下
の
二
箇
所
に
現
れ
る
。

①
信
吉
が
舞
台
か
ら
楽
屋
の
裏
口
へ
出
て
行
く
の
と
、
冴
子
が
楽
屋
の
エ
レ
ヴ
ェ

l

タ
l

で
降
り
て
来
る
の
と
殆
ん
ど
同
時
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
の
閥
幽
を
信
吉
は
ね
ら
っ
て
い
る
の
だ
。
(
中
略
)
人
生
は
信
吉
に
と
っ
て
は
閥
幽
の
堆
積
だ
。
こ
の
岡
幽
を
作

り
出
す
運
を
、
信
吉
は
信
じ
て
い
る
の
だ
。
(
「
第
三
章
」
)

②
ま
る
で
、
わ
ざ
と
の
よ
う
な
閥
幽
だ
っ
た
。
|
|
伊
都
子
の
こ
と
を
想
い
出
し
た
途
端
に
、
伊
都
子
が
は
い
っ
て
来
た
の
だ
。
(
「
第

十
一
章
」
)
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こ
こ
で
の
〈
偶
然
〉
は
、
須
賀
信
吉
と
い
う
作
中
人
物
の
信
条
で
あ
る
。
但
し
須
賀
信
吉
に
は
〈
偶
然
〉
以
外
に
も
「
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
」
や
「
ソ(317) 

レ
リ
ア
ン
」
「
反
俗
精
神
」
な
ど
雑
多
な
主
義
主
張
及
び
属
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
た
め
、
〈
偶
然
〉
に
身
を
委
ね
る
こ
と
が
信
条
と
し
て
語

ら
れ
る
も
の
の
、
〈
偶
然
〉
そ
れ
自
体
は
物
語
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
与
え
な
い
。
こ
の
点
は
作
品
末
部
に
現
れ
た
信
吉
の
、
「
お
れ
は
毎
日
こ

の
女
を
追
い
出
す
こ
と
を
考
え
る
、
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
気
の
弱
い
お
れ
は
そ
れ
を
口
に
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
女

は
一
生
お
れ
の
傍
に
い
る
」
と
い
う
自
覚
に
あ
る
よ
う
に
、
終
局
に
至
っ
て
、
未
来
を
必
然
的
な
も
の
と
し
、
自
ら
想
定
し
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
と
も
重
な
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
作
中
人
物
に
と
っ
て
の
時
間
を
大
き
く
組
み
替
え
る
契
機
と
な
る
〈
偶
然
〉
が
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
物
語
は
経
常
的
な
時
間
認
識
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
最
後
の
〈
偶
然
小
説
〉
と
な
っ
た
『
土
曜
夫
人
』
で
、
〈
偶
然
〉
は
い
か
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
小
説
で
は
〈
偶50-

然
〉
を
語
る
存
在
が
、
作
中
人
物
の
木
文
字
章
三
と
作
中
の
〈
作
者
〉
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
ベ
ク
ト
ル
が
二
つ
用
意
さ
れ
る

こ
と
は
、
以
前
の
〈
偶
然
小
説
〉
に
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
章
三
の
〈
偶
然
〉
が
語
ら
れ
る
場
面
は
、
以
下
の
三
箇
所
を
指
摘
で
き
る
。

①
章
三
は
閥
幽
と
い
う
も
の
を
信
じ
て
い
た
。
(
中
略
)
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
誰
の
一
生
も
岡
幽
の
連
続
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

岡
幽
に
対
す
る
鈍
感
さ
と
鋭
敏
さ
が
あ
る
わ
け
だ
。
章
三
は
絶
え
ず
閥
幽
を
感
じ
、
そ
れ
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
そ
れ
を
自
分
に
と
っ
て
の
必
然
に
変
え
て
し
ま
う
く
ら
い
、
岡
凶
を
利
用
す
る
の
が
巧
か
っ
た
。
い
や
、
利
用
す
る
と
い
う

よ
り
、
閥
幽
に
賭
け
る
の
だ
。
そ
し
て
、
賭
に
は
つ
ね
に
勝
っ
て
来
た
。
(
中
略
)
章
三
に
と
っ
て
岡
凶
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
分
は
絶
え
ず
閥
闘
に
よ
っ
て
試
さ
れ
て
行
く
人
間
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
時
自
分
の
頼
る
の
は
結
局
天
よ
り
も
自
分
だ
け
だ
と



い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
(
「
東
京
へ
」
)

②
章
三
は
今
朝
田
村
で
見
た
新
聞
の
売
家
広
告
を
想
い
出
し
た
。
/
「
売
邸
、
東
京
近
郊
、
某
侯
爵
邸
」
と
あ
っ
た
そ
の
広
告
を
見

て
、
大
阪
へ
帰
る
と
、
章
三
は
早
速
東
京
へ
電
話
し
て
、
そ
れ
が
乗
竹
侯
爵
邸
で
あ
る
こ
と
を
調
べ
上
げ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の

閥
幽
に
ス
リ
ル
を
感
じ
て
い
た
。
(
中
略
)
閥
幽
は
岡
幽
を
呼
ん
で
、
章
三
を
取
り
巻
い
て
い
る
。
更
に
い
か
な
る
岡
幽
が
降
っ
て

湧
く
か
ー
ー
と
、
章
三
の
眼
は
人
生
の
サ
イ
コ
ロ
の
数
を
見
つ
め
る
人
間
の
よ
う
に
血
走
っ
て
い
た
。
/
い
わ
ば
、
岡
闘
の
糸
を
、

章
三
は
自
分
の
人
生
の
コ
マ
に
巻
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、

ぶ
っ
ぱ
な
せ
ば
、
コ
マ
は
廻
っ
て
行
く
。
そ
れ
が
章
三
に
と
っ
て
は
、
生

き
甲
斐
で
あ
り
、
章
三
の
人
生
は
絶
え
ず
コ
マ
の
よ
う
に
回
転
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
(
「
登
場
人
物
」
)

③
「
お
れ
が
こ
の
汽
車
に
乗
っ
た
こ
と
は
、
た
だ
で
は
済
む
ま
い
」
/
と
予
感
し
て
い
た
の
は
、
実
は
こ
れ
だ
っ
た
の
か
。
自
分
を
取

り
巻
く
か
ず
か
ず
の
閥
幽
の
重
な
り
に
、
章
三
は
挑
戦
し
て
、
サ
イ
コ
ロ
を
投
げ
た
。
そ
の
返
答
が
こ
れ
だ
っ
た
の
か
。
/
い
わ

ば
人
殺
し
と
い
う
大
き
な
閥
幽
を
、
自
分
の
宿
命
的
な
必
然
に
す
る
た
め
に
、
章
三
は
最
初
の
小
さ
な
閥
凶
の
襟
首
を
つ
か
ん
で
、 51-

自
分
に
ひ
き
寄
せ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
更
に
章
三
を
襲
っ
た
問
凶
は
、
そ
の
時
そ
の
殺
人
行
為
を
目
撃
し
て
い
た
者
が
一

人
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
(
「
登
場
人
物
」
)

『
夜
の
構
図
』
の
信
吉
と
同
様
、
章
三
の
〈
偶
然
〉
も
個
人
の
信
条
と
し
て
浮
上
す
る
。
し
か
し
、
①
に
あ
る
「
賭
け
る
」
、
「
試
さ
れ
て
行
く
」

と
い
う
言
葉
、
③
の
「
挑
戦
」
す
る
と
い
う
表
現
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
「
土
曜
夫
人
』
は
単
に
通
俗
小
説
的
に
物
語
が
展
開
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
〈
偶
然
〉
に
対
す
る
章
三
の
能
動
性
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
徒
に
過
ぎ
て
い
く
と
い
う
時
間
へ
の
抵
抗
を
見
せ
る
、
更
に
言
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う
な
ら
解
体
を
求
め
る
人
物
の
物
語
、
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。



一
方
、
作
中
の
〈
作
者
〉
が
〈
偶
然
〉
を
語
る
箇
所
は
、

一
箇
所
の
み
で
あ
る
。
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こ
の
物
語
も
は
や
八
十
五
回
に
及
ん
だ
が
、
し
か
し
、
時
間
的
に
は
一
昼
夜
の
出
来
事
を
し
か
語
っ
て
い
ず
、
げ
ん
に
新
し
い
事
件
と

新
し
い
登
場
人
物
を
載
せ
た
汽
車
が
東
京
へ
向
っ
て
進
行
し
て
い
る
聞
に
、
京
都
で
も
い
か
な
る
事
件
が
い
か
な
る
人
物
に
よ
っ
て
進

行
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
、
予
測
の
限
り
で
は
な
い
。
/
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
結
局
、
岡
幽
と
い
う
も
の
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
世
相
を
泥
び
上
ら
せ
よ
う
と
い
う
作
者
の
試
み
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
岡
幽
の
網
に
ひ
っ

掛
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
世
相
が
、
つ
ん
だ
人
間
の
一
人
と
し
て
、い
や
日
本
人
の
一
人
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
物

語
の
主
人
公
た
り
得
る
の
だ
と
要
求
す
る
こ
と
が
、
作
者
の
足
を
い
や
応
な
し
に
彼
等
の
周
囲
に
ひ
き
と
ど
め
て
、
駈
足
で
時
間
的
に
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飛
躍
し
て
行
こ
う
と
す
る
作
者
を
さ
ま
た
げ
る
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
(
「
登
場
人
物
」
)

〈
作
者
〉
の
〈
偶
然
〉
は
、
「
世
相
を
泥
び
上
ら
せ
」
る
方
策
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
ま
た
「
京
都
で
も
い
か
な
る
事
件
が
い
か
な

る
人
物
に
よ
っ
て
進
行
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
、
予
測
の
限
り
で
は
な
い
」
と
言
い
、
あ
る
い
は
「
偶
然
の
網
に
引
っ
掛
っ
た
様
々
な
人
物
」

で
あ
る
「
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
物
語
の
主
人
公
た
り
得
る
の
だ
と
要
求
す
る
」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
作
者
〉
が
プ
ロ
ッ
ト
の
必
然
性

を
保
証
し
て
い
な
い
、
と
い
う
態
度
の
表
明
も
な
さ
れ
て
い
る
。

〈
作
者
〉
は
「
世
相
を
泥
び
上
ら
せ
」
る
た
め
、
〈
偶
然
〉
に
注
視
し
、
等
時
性
を
保
持
し
な
が
ら
作
中
人
物
を
追
う
、
と
い
う
姿
勢
を
と
っ

て
い
る
。
で
は
、
〈
作
者
〉
の
い
う
「
世
相
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
風
潮
と
同
義
に
解
釈
さ
れ
る
よ
う
な
、
所
謂
社
会
的
世
相
で
は
な
い
。
こ
の
〈
作

者
〉
に
と
っ
て
「
世
相
」
は
「
風
変
り
な
人
物
」
を
生
む
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
多
く
の
日
本
人
」
を
変
質
さ
せ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。



そ
の
本
体
を
描
出
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
作
者
の
試
み
」
で
あ
り
、
こ
の
目
論
見
に
お
い
て
〈
偶
然
〉
は
、
章
三
の
唱
え
る
レ
ベ
ル
と
は
異
な
っ

た
、
総
体
と
し
て
の
「
世
相
」
を
怖
服
さ
せ
得
る
た
め
に
必
要
な
手
立
て
な
の
だ
。
『
土
曜
夫
人
』
の
作
中
の
時
間
は
、
昭
和
二
十
一
年
の

晩
夏
で
あ
る
。
こ
の
設
定
の
中
で
語
ら
れ
る
「
世
相
」
と
は
、
普
遍
的
で
あ
る
よ
り
も
き
わ
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
、
だ
と
い
え
よ
う
。

『
土
曜
夫
人
』
に
お
い
て
〈
偶
然
〉
は
、
は
じ
め
は
章
三
だ
け
の
も
の
と
し
て
表
出
し
て
い
た
が
、
や
が
て
〈
作
者
〉
が
姿
を
現
し
、
「
風

変
り
な
人
物
」
や
変
質
さ
せ
ら
れ
た
「
多
く
の
日
本
人
」
を
生
ん
だ
誘
因
で
あ
る
「
世
相
」
を
描
出
す
る
た
め
の
方
途
と
な
る
。
こ
こ
に
至
つ

て
は
章
三
も
ま
た
「
世
相
が
、
つ
ん
だ
人
間
の
一
人
」
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
が
章
三
と
い
う
人
物
の
志
向
を
媛
小
化
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。

章
三
が
自
覚
的
且
つ
積
極
的
に
、
〈
偶
然
〉
に
「
試
さ
れ
て
行
く
」
限
り
、
そ
し
て
〈
作
者
〉
が
章
三
を
「
世
相
が
、
つ
ん
だ
人
間
の
一
人
」

と
し
て
追
う
限
り
、
〈
偶
然
〉
は
実
際
に
物
語
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
与
え
る
も
の
と
し
て
機
能
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

〈
偶
然
小
説
〉
中
の
〈
偶
然
〉
に
は
、
推
定
作
者
が
語
る
も
の
か
ら
、
作
中
人
物
自
身
も
語
る
も
の
で
と
い
う
表
層
の
位
相
の
変
化
が
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認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
あ
く
ま
で
通
俗
小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
を
用
い
つ
つ
、
経
常
的
な
時
間
認
識
の
枠
組
み
か
ら
逸
れ
る
こ
と
を
示
唆
す

る
物
語
か
ら
、
よ
り
積
極
的
に
そ
の
よ
う
な
時
間
認
識
の
解
体
を
求
め
る
人
物
を
描
く
物
語
へ
、
と
い
う
変
質
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
変
質

を
招
来
し
た
も
の
が
、
ま
さ
に
〈
偶
然
小
説
〉

の
実
践
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
四
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
辿
る
変
容
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

そ
し
て
終
局
的
に
は
、
昭
和
二
十
一
年
と
い
う
共
時
性
を
明
確
に
言
語
化
し
、
「
世
相
」
を
描
出
す
る
と
い
う
明
確
な
モ
チ
ー
フ
を
確
立
し

た
こ
と
が
、
〈
偶
然
〉
の
使
用
に
本
質
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
導
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
〈
偶
然
小
説
〉
に
お
け
る
〈
偶
然
〉
は
、
「
土

曜
夫
人
』
に
至
っ
て
小
説
の
内
容
と
叙
述
方
法
の
両
面
に
亘
る
言
葉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
を
ふ
ま
え
、
〈
偶
然
小
説
〉
執
筆
の
末
期
に
重
な
る
時
期
に
書
か
れ
た
『
可
能
性
の
文
学
』
を
、
『
純
粋
小
説
論
』
と
の
比(314) 

較
に
お
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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(313) 

比
較
の
前
提
と
し
て
、
『
可
能
性
の
文
学
』
と

『
純
粋
小
説
論
』
と
の
共
通
点
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
織
田
は
、

わ
れ
わ
れ
が
過
去
の
日
本
の
文
学
か
ら
受
け
た
教
養
は
、
過
不
足
な
き
描
写
と
は
小
林
秀
雄
の
い
わ
ゆ
る
「
見
ょ
う
と
し
な
い
で
見
て

い
る
眼
」
の
秩
序
で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
。
(
中
略
)
過
不
足
な
き
描
写
と
い
う
約
束
を
、
な
ぜ
疑
わ
ぬ
の
だ
ろ
う
。

しユ

や

「
過
不
足
な
き
」
と
い
う
が
、
果
し
て
日
本
の
文
学
の
人
間
描
写
に
い
か
な
る
「
過
剰
」
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
(
中
略
)
心
境
小
説
的

私
小
説
の
過
不
足
な
き
描
写
を
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
く
ら
い
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
の
伝
統
小
説
を
遠
く
は
な
れ
て
近
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代
小
説
の
異
境
に
、
さ
ま
よ
い
す
ぎ
た
と
で
も
い
う
の
か
。

と
問
う
。
こ
れ
は
「
見
ょ
う
と
し
な
い
で
見
て
い
る
眼
」
に
よ
っ
て
「
過
不
足
な
き
描
写
」
が
完
遂
さ
れ
る
と
い
う
心
境
小
説
的
私
小
説
へ

の
批
判
と
な
っ
て
お
り
、
「
彼
等
は
人
間
を
描
い
て
い
る
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
結
局
自
分
を
描
い
て
い
る
だ
け
で
、
し
か
も
、
自
分

を
描
い
て
も
自
分
の
可
能
性
は
描
か
ず
、
身
辺
だ
け
を
描
い
て
い
る
だ
け
だ
。
他
人
を
描
い
て
も
、
あ
り
の
ま
ま
自
分
が
眺
め
た
他
人
だ
け

で
、
他
人
の
可
能
性
は
描
か
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

一
方
横
光
は
、
純
文
学
を
名
指
し
つ
つ
、
そ
れ
が
「
一
番
生
活
に
感
動
を
奥
へ
る
偶
然
を
取
り
捨
て
た
り
、
そ
こ
を
避
け
た
り
し
て
、
生

活
に
懐
疑
と
倦
怠
と
疲
勢
と
無
力
さ
と
を
ば
か
り
輿
へ
る
日
常
性
を
の
み
撰
捧
し
て
、
こ
れ
こ
そ
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
と
、

レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
廻

し
て
来
た
」
と
い
う
位
置
付
け
を
施
す
。
ま
た
、
純
文
学
が
「
事
賓
の
報
告
の
み
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
見
出
す
と
い
ふ
錯
覚
に
落
ち
込
ん
で
来



た
」
こ
と
に
よ
り
、
「
物
語
を
構
成
す
る
小
説
本
来
の
本
格
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
護
展
を
、
い
ち
じ
る
し
く
遅
ら
せ
て
し
ま
っ
た
」
と
の
批

判
を
展
開
し
て
い
る
。

即
ち
、
織
田
と
横
光
が
配
慮
し
て
い
た
の
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
り
、
心
境
小
説
的
私
小
説
や
純
文
学
が
内
包
す
る
、
素
朴
実
在
論

的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
疑
義
を
呈
し
て
い
る
点
で
、
両
者
は
共
通
し
て
い
る
の
だ
。

で
は
一
体
そ
れ
ら
に
代
わ
っ
て
何
を
書
く
の
か
、
と
い
う
点
が
次
の
間
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
内
容
面
か
ら
検
討
す
る
と
、
織
田
は
小
説
家

が
「
大
嘘
つ
き
」
で
あ
る
と
し
、
同
時
に
「
嘘
は
小
説
の
本
能
な
の
だ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
「
嘘
」
を
書
く
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

織
田
が
指
針
と
し
た
も
の
は
「
近
代
小
説
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
虚
構
の
群
像
が
描
き
出
す
ロ
マ
ン
を
人
間
の
可
能
性
の
場
と
し
よ
う
と
い

う
」
も
の
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
「
嘘
」
は
結
果
的
に
「
虚
構
の
群
像
が
描
き
出
す
ロ
マ
ン
」
を
描
く
た
め
の
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
嘘
」
は
虚
構
の
言
い
換
え
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
心
境
小
説
的
私
小
説
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
否
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定
す
る
意
図
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
横
光
は
何
を
書
く
べ
き
だ
と
捉
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

今
ま
で
の
日
本
の
純
文
撃
に
現
れ
た
小
説
と
い
ふ
も
の
は
、
作
者
が
、
お
の
れ
ひ
と
り
物
事
を
考
へ
て
ゐ
る
と
思
っ
て
生
活
し
て
ゐ
る

小
説
で
あ
る
。
(
中
略
)
多
く
の
人
々
が
め
い
め
い
勝
手
に
物
事
を
考
へ
て
ゐ
る
と
い
ふ
世
間
の
事
賓
に
は
、
盲
目
同
然
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
横
光
は
問
題
を
、
「
世
間
の
事
賓
」
を
捉
え
る
た
め
に
作
者
は
ど
う
す
べ
き
か
、
と
い
う
態
度
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
一
度
定
義

(312) 

し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
ま
た
、
創
出
す
べ
き
純
粋
小
説
の
内
容
を
「
わ
れ
わ
れ
の
眼
は
、
理
智
と
道
徳
の
前
ま
で
来
る
と
、
何
ぜ
ふ
ら
つ



く
の
で
あ
ら
う
。
純
粋
小
説
の
内
容
は
、
こ
の
ふ
ら
つ
く
眼
の
、
ど
こ
を
眼
ざ
し
て
ふ
ら
つ
く
か
、
何
が
故
に
ふ
ら
つ
く
か
を
索
る
こ
と
だ
」

(311) 

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
「
ふ
ら
つ
く
眼
」
を
横
光
は
、
「
人
と
し
て
の
眼
」
「
個
人
と
し
て
の
眼
」
「
自
分
を
見
る
自
分
の
眼
」
と
三
つ
に

分
け
て
い
る
が
、
総
じ
て
人
間
の
自
意
識
を
指
し
て
い
る
。
「
ロ
マ
ン
」
を
描
く
か
自
意
識
を
描
く
か
、
こ
の
点
で
既
に
両
者
の
視
線
は
位

相
を
異
に
す
る
。

で
は
ど
の
よ
う
に
書
く
か
、
と
い
う
点
で
は
如
何
な
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
織
田
は
、
純
粋
小
説
と
い
う
横
光

利
一
の
用
語
を
用
い
つ
つ
、

純
粋
小
説
と
は
純
粋
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
形
式
が
不
純
に
な
り
、
複
雑
に
な
り
、
構
成
は
何
重
に
も
織
り
重
っ
て
遠
近
法
は
無
視
さ
れ
、

登
場
人
物
と
作
者
の
距
離
は
、
映
画
の
カ
メ
ラ
ア
ン
グ
ル
の
よ
う
に
動
い
て
、
眼
と
手
は
互
い
に
裏
切
り
、

一
元
描
写
や
造
形
美
術
的
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な
秩
序
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

と
説
明
し
、
形
式
や
構
成
の
複
層
性
や
、
作
中
人
物
と
作
者
双
方
の
自
在
に
動
く
距
離
を
方
法
と
し
て
強
調
す
る
。

一
方
横
光
は
、
四
人
称

の
創
出
を
挙
げ
て
い
る
。

横
光
が
自
意
識
に
続
い
て
四
人
称
を
取
り
上
げ
た
こ
と
は
、
従
来
の
私
小
説
/
純
文
学
の
流
れ
の
中
で
よ
し
と
さ
れ
て
き
た
、
部
分
的
と

い
う
意
味
で
実
は
リ
ア
ル
で
な
い
も
の
を
リ
ア
リ
ズ
ム
と
す
る
偏
向
か
ら
、
脱
却
せ
ん
と
す
る
掛
け
声
と
等
し
か
っ
た
。
彼
が
批
判
す
る
リ

ア
リ
ズ
ム
を
強
固
に
支
え
て
き
た
の
が
、
絶
対
的
な
観
察
者
と
し
て
の
見
る
眼
、
そ
の
眼
を
持
っ
た
主
体
の
絶
対
性
だ
っ
た
。
田
口
律
男
は

四
人
称
を
視
点
の
位
置
と
い
う
点
か
ら
考
察
し
、
「
〈
四
人
称
〉
の
ク
眼
。
は
、
新
感
覚
派
時
代
に
横
光
が
駆
使
し
た
ク
眼
。
の
リ
ア
リ
ズ
ム



l
l
l

表
現
者
の
ク
眼
。
を
日
常
性
か
ら
奪
い
取
り
、
そ
こ
に
構
成
的
・
力
学
的
・
能
動
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
秩
序

動
揺
の
本
質
を
別
扶
し
よ
う
と
す
る
も
の
1
1

の
延
長
上
に
位
置
す
る
も
の
」
と
意
味
付
け
て
い
る
。
偏
狭
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
眼

の
絶
対
性
を
是
と
せ
ぬ
と
こ
ろ
に
横
光
の
創
作
観
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
新
感
覚
派
的
な
複
眼
の
技
法
と
い
う
も
の
も
、
以
前
は
あ
っ
た
。

し
か
し
四
人
称
で
は
そ
の
頃
よ
り
も
一
層
自
意
識
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
具
体
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
挙
が
ら
ず
、
「
人
間
を
い
か

い
か
に
書
く
か
と
い
う
問
題
を
述
べ
ず
に
終
え
て
い
る
。

に
書
く
か
と
い
ふ
最
後
の
項
に
は
、
触
れ
る
こ
と
を
や
め
よ
う
」
と
、

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
両
者
の
差
異
が
浮
上
す
る
。
織
田
の
志
向
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
心
境
小
説
的
私
小
説
の
よ
う
な
、
実
態

と
し
て
の
実
生
活
と
の
相
似
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
仮
象
だ
と
一
先
ず
い

え
る
だ
ろ
う
。
か
つ
複
雑
で
視
点
の
動
き
も
自
在
な
見
せ
方
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

一
方
横
光
は
、
「
世
間
」
に
一
度
目
を
向
け
つ
つ
、
「
ふ

-57-

ら
つ
く
眼
」
即
ち
自
意
識
の
表
現
と
い
う
問
題
に
収
赦
し
て
お
り
、
方
法
論
と
し
て
四
人
称
と
い
う
タ
l

ム
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
差
異
は
両
者
の
〈
偶
然
〉
認
識
の
相
違
に
こ
そ
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
二
つ
の
評
論
の
中
で
、
〈
偶
然
〉
は
何
の
た
め

に
用
い
ら
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
の
、
だ
ろ
う
か
。
織
田
は
サ
ル
ト
ル
へ
の
評
価
か
ら
そ
れ
を
導
き
出
し
て
い
る
。

日
本
も
フ
ラ
ン
ス
も
共
に
病
体
で
あ
り
、
不
安
と
混
乱
の
渦
中
に
あ
り
、
こ
と
に
若
き
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
も
は
や
伝
統
と
い
う

ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
既
成
の
観
念
に
、
疑
義
を
抱
い
て
、
虚
無
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
が
フ
ラ
ン
ス
で
は
エ
グ
ジ
ス
タ

ン
シ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
一
つ
の
思
想
的
必
然
を
う
み
、
人
間
と
い
う
も
の
を
包
ん
で
い
た
「
伝
統
」
的
必
然
の
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
ひ
き
さ
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
無
に
沈
潜
し
、
人
聞
を
醜
怪
と
見
、
必
然
に
代
え
る
に
偶
然
を
以
て
し
、
こ
こ
に
自
由
の
極
限
を
見
る
の
で
あ
る
。

(310) 



」
の
箇
所
は
具
体
的
に
は
サ
ル
ト
ル
『
水
い
ら
ず
』
へ
の
評
言
だ
が
、
こ
こ
で
は
織
田
が
サ
ル
ト
ル
の
小
説
の
内
容
に
、
「
伝
統
」
的
必

(309) 

然
を
脱
中
心
化
す
る
た
め
の
〈
偶
然
〉
を
見
出
し
、
そ
の
性
質
に
価
値
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
「
必
然
に
代
え
る
に

偶
然
を
以
て
」
す
る
と
述
べ
る
よ
う
に
、
方
途
と
し
て
の
〈
偶
然
〉
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
具
体
的
な
用
法
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
方
法
と
内
容
、
両
面
の
革
新
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
〈
偶
然
〉
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

横
光
も
ま
た
、
西
欧
の
小
説
に
目
配
り
す
る
点
で
織
田
と
同
じ
論
法
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
見
て
い
る
も
の
は
異
な
る
。

(
『
罪
と
罰
』の
偶
然
性
は
|
稿
者
注
)

一
見
世
人
の
妥
嘗
な
理
智
の
批
判
に
耐
え
得
ぬ
や
う
な
、

い
は
ゆ
る
感
傷
性
を
備
へ
た
現
れ
方

を
し
て
、
わ
れ
わ
れ
護
者
を
喜
ば
す
。
(
中
略
)
そ
れ
が
草
に
通
俗
小
説
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
純
文
撃
に
し
て
、
し
か
も
純
粋

に
適
骨
回
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
か
ら
だ
。
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小
説
で
あ
る
と
い
ふ
定
評
の
あ
る
原
因
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
一
般
妥
嘗
と
さ
れ
る
理
智
の
批
判
に
耐
へ
得
て
来
た
思
想
性
と
、
そ
れ

彼
は
『
罪
と
罰
』
に
現
れ
て
い
る
〈
偶
然
〉
性
に
、
純
粋
小
説
の
見
本
と
し
て
の
価
値
を
見
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
読
者
を
喜
ば
す
」
が
、

物
事
の
筋
に
適
い
得
て
、
そ
の
こ
と
を
不
自
然
と
思
わ
せ
な
い
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
の
た
め
に
、
通
俗
小
説
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
述
べ
る

の
で
あ
る
。
読
者
の
受
容
に
焦
点
化
し
て
い
る
点
で
、
横
光
は
〈
偶
然
〉
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
作
品
の
内
部
を
見
て
い
る
。
続
い
て
、

純
粋
小
説
に
於
け
る
偶
然
(
一
時
性
も
し
く
は
特
殊
性
)
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
小
説
の
構
造
の
大
部
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
日
常
性
(
必

然
性
も
し
く
は
普
遍
性
)

の
集
中
か
ら
、
首
然
起
っ
て
来
る
あ
る
特
殊
な
運
動
の
奇
形
部
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
偶
然
の
起
る



可
能
が
、
そ
の
偶
然
の
起
っ
た
が
た
め
に
、

一
層
そ
れ
ま
で
の
日
常
性
を
強
度
に
す
る
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
中
の
一
つ

を
脱
れ
て
偶
然
が
作
中
に
現
れ
る
な
ら
、
そ
こ
に
現
れ
た
偶
然
は
た
ち
ま
ち
感
傷
に
愛
化
し
て
し
ま
ふ
。
こ
の
た
め
、
偶
然
の
持
つ
リ

ア
リ
テ
ィ
と
い
ふ
も
の
ほ
ど
表
現
す
る
に
困
難
な
も
の
は
な
い
。

と
い
う
よ
う
に
、
〈
偶
然
〉
の
表
現
の
容
易
な
ら
、
さ
る
こ
と
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
容
易
で
な
い
の
は
〈
偶
然
〉
が
「
感
傷
に
愛
化
」
し
易

い
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
感
傷
」
に
は
こ
の
上
な
く
同
時
代
的
な
背
景
が
み
え
て
く
る
。

『
純
粋
小
説
論
』
に
お
い
て
「
感
傷
」
と
は
、
通
俗
小
説
に
あ
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
通
俗
小
説
は
「
そ
の
と
き
に
最
も
好
都
合

な
事
件
を
、
矢
庭
に
何
ら
の
理
由
も
必
然
性
も
な
く
く
っ
つ
け
、
問
問
先
化
と
色
彩
と
で
護
者
を
釣
り
歩
い
て
行
く
感
傷
を
用
い
る
」
も
の
で
あ

は
な
く
、

い
か
に
安
手
で
あ
ら
う
と
、
創
造
が
あ
る
」
と
述
べ
る
横
光
の
視
線
の
先
に
あ
る
の
は
、
「
通
俗
小
説
に
屋
倒
せ
ら
れ
た
純
文
撃
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る
。
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
称
揚
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
通
俗
小
説
に
は
「
自
己
身
遺
の
経
験
事
賓
を
の
み
書
き
つ
ら
ね
る
こ
と

の
衰
亡
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
言
は
全
て
、
昭
和
十
年
前
後
と
い
う
時
期
に
あ
っ
て
盛
ん
に
言
及
さ
れ
た
、
文
雲
復
興
と
い
う
文
壇

内
の
問
題
と
連
動
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
純
粋
小
説
論
」
に
「
文
壇
全
鰭
の
眼
が
、
純
粋
小
説
に
向
っ
て
聞
か
れ
た
ら
、
恐
ら
く
急
流

の
ご
と
き
勢
ひ
で
純
文
撃
が
護
展
し
、
異
の
文
嚢
復
興
も
そ
の
と
き
初
め
て
、
完
成
さ
れ
る
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
保
証
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
横
光
は
既
存
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
疑
義
を
呈
し
な
が
ら
も
、
純
文
学
の
「
衰
亡
」
に
足
を
取
ら
れ
、
〈
偶

然
〉
を
効
果
あ
る
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
具
体
的
な
実
践
へ
の
言
及
を
し
難
い
状
態
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。

上
記
の
よ
う
な
両
者
の
〈
偶
然
〉
観
の
差
異
が
、
「
書
く
べ
き
小
説
」
像
の
差
異
と
も
連
関
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
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織
田
に
お
い
て
見
ら
れ
た
、
内
容
と
方
法
両
面
に
わ
た
る
変
革
へ
の
志
向
性
は
、
『
可
能
性
の
文
学
』
以
外
の
評
論
で
も
確
認
で
き
る
。
「
ジ
ユ

リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
』
(
「
世
界
文
学
」
昭
和
二
十
一
年
九
月
号
)
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
ス
タ
ン
ダ

l

ル
へ
の
評
価
で
あ
る
。

ス
タ
ン
ダ
l

ル
は
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
事
件
を
こ
し
ら
え
る
。
平
気
で
岡
幽
を
ば
ら
ま
く
。
ス
リ
ル
と
サ
ス
ペ
ン
ス
も
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
、

息
も
つ
か
せ
ぬ
く
ら
い
ば
ら
ま
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
事
件
を
描
く
こ
と
が
、
目
的
で
は
な
い
。
(
中
略
)
ジ
ュ
リ
ア
ン
を
行
動
さ

せ
な
が
ら
、
ス
タ
ン
ダ
l

ル
が
見
て
い
る
の
は
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
内
部
だ
。
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織
田
は
ス
タ
ン
ダ
l

ル
の
作
意
に
目
を
向
け
る
が
、
そ
の
際
に
「
平
気
で
偶
然
を
ば
ら
ま
く
」
と
、
『
赤
と
里
山
が
苧
む
〈
偶
然
〉
性
を

指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
話
の
筋
を
運
ぶ
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
主
人
公
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
内
面
を
描
く
た
め
の
手
段
と
認
識

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
評
論
の
発
表
の
後
、
織
田
は

『
土
曜
夫
人
』
と
い
う
実
作
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
い
て
、
主
体
的
に
〈
偶
然
〉
を
選
ぶ
章

三
と
い
う
人
物
を
登
場
さ
せ
、
経
常
的
な
時
間
認
識
の
解
体
を
求
め
る
人
物
の
物
語
を
描
こ
う
と
し
て
い
く
。

他
の
点
で
も
、
「
可
能
性
の
文
学
』
で
の
主
張
は
、
〈
偶
然
小
説
〉
と
い
う
実
作
で
既
に
実
践
さ
れ
た
こ
と
を
、
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
例
え
ば
「
小
説
家
と
い
う
も
の
は
い
つ
も
モ
デ
ル
が
あ
っ
て
実
際
の
話
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
く
も
の
」
と
心
境
小
説
的
私
小
説
の
創

作
態
度
に
言
及
す
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
点
は

『
そ
れ
で
も
私
は
行
く
』
に
お
い
て
、
小
田
策
之
助
の
「
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
ま

ま
」
書
く
と
い
う
目
論
見
が
、
〈
偶
然
〉
の
連
続
に
よ
っ
て
完
遂
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
よ
っ
て
、
既
に
そ
の
よ
う
な
創
作
態
度
の
不
可
能



性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

〈
偶
然
小
説
〉
中
の
〈
偶
然
〉
が
本
質
的
に
変
質
す
る
、
『
土
曜
夫
人
』
で
〈
作
者
〉
が
〈
偶
然
〉
を
講
釈
す
る
箇
所
は
、
「
読
売
新
聞
」

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
し
て
『
可
能
性
の
文
学
』
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
翌
二
十
五
日
の
深
夜
で
あ
る
こ
と
が
、

元
改
造
社
社
昌
ハ
・
西
田
義
郎
に
よ
っ
て
証
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
至
極
近
い
期
間
に
思
考
さ
れ
て
い
た
織
田
の
〈
偶
然
小
説
〉
論
は
、

戦
後
に
至
っ
て
も
未
だ
日
本
の
文
学
上
の
権
威
で
あ
り
続
け
る
、
心
境
小
説
的
私
小
説
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
解
体
す
る
と
い
う
志
向
を
含
有
し

て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
敗
戦
後
の
世
界
に
あ
っ
て
新
た
に
産
み
出
さ
れ
た
人
々
の
、

い
わ
ば
母
胎
で
あ
る
「
世
相
」
を
総

体
と
し
て
描
出
さ
せ
る
た
め
の
方
法
論
と
し
て
、
成
熟
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
多
く
の
人
物
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し

て
い
く
の
か
、
ま
た
、
そ
の
人
物
た
ち
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
織
り
上
げ
る
こ
と
で
如
何
な
る
「
ロ
マ
ン
」
が
現
出
す
る
の
か
、
と
い
う
二
つ

昭
和
二
十
一
年
八
月
十
五
日
付
の
「
毎
日
新
聞
(
大
阪
)
」
に
掲
載
さ
れ
た
、
敗
戦
以
降
一
年
間
の
文
壇
展
望
に
対
し
、
織
田
は
感
想
を
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の
可
能
性
を
積
極
的
に
志
向
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
点
述
べ
て
い
る
。
そ
の
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
の
が
「
新
し
い
文
学
思
想
や
、
ス
タ
イ
ル
の
改
革
が
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

作
家
は
言
論
の
自
由
と
い
う
恵
ま
れ
た
条
件
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
こ
の
好
条
件
を
彼
等
の
作
品
の
飛
躍
の
機
会
と
な
す
だ
け
の
野
心
も
意

慾
も
見
せ
な
か
っ
た
」
と
い
う
述
懐
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
鬼
子
」
た
る
自
覚
を
新
た
に
し
、
先
述
の
志
向
を
遂
行
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の

た
め
の
方
法
論
的
実
践
が
、
〈
偶
然
小
説
〉
だ
っ
た
と
い
え
る
。

横
光
が
訴
え
た
〈
偶
然
〉
の
実
践
を
、
約
十
年
後
の
戦
後
と
い
う
時
期
に
至
っ
て
引
き
受
け
、
自
ら
「
鬼
子
」
を
名
乗
っ
た
織
田
は
、
昭

和
二
十
一
年
に
入
り
き
わ
め
て
自
覚
的
に
創
作
を
続
け
た
。
そ
の
実
践
を
可
能
に
し
た
も
の
の
一
翼
を
、
戦
後
そ
の
も
の
が
担
っ
て
い
る
こ
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と
は
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
。



、
王(

1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

『
永
遠
の
新
人
』
(
「
週
刊
朝
日
」
昭
和
二
十
年
九
月
九
日
)

『
私
の
文
学
』
(
「
夕
刊
新
大
阪
」
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
四
、
二
十
五
日
)

本
多
秋
五
『
物
語
戦
後
文
学
史
(
上
)
』
(
新
潮
社
、
昭
和
四
十
一
年
)

〈
偶
然
小
説
〉
と
い
う
呼
称
に
関
し
て
は
関
根
和
行
が
「
織
田
作
之
助
論
|
|
私
小
説
を
中
心
に
織
田
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
「
園
事
院

雑
誌
」
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
)
に
お
い
て
、
本
論
で
扱
う
作
品
に
『
青
春
の
逆
説
』
を
加
え
た
五
作
を
〈
偶
然
小
説
〉
と
し
て
い
る
が
、

稿
者
は
『
青
春
の
逆
説
』
を
〈
偶
然
小
説
〉
と
は
捉
え
ず
、
従
っ
て
本
論
で
の
考
察
に
も
含
め
な
い
。

(
5
)「
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
弾
き
の
坂
野
も
、
そ
の
細
君
の
芳
子
も
、
そ
の
情
夫
の
グ
ッ
ド
モ
ー
ニ
ン
グ
の
銀
ち
ゃ
ん
も
(
中
略
)
芸
者
の
千
代
若
も
、

仏
壇
お
春
も
(
昨

γ
世
相
が
う
ん
だ
風
変
り
な
人
物
で
あ
る
以
上
、
主
人
公
た
り
得
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
の
だ
o
」
(
「
登
場

人
物
」
)

(
6
)
「
げ
ん
に
い
ま
二
等
車
と
三
等
車
の
聞
の
デ
ッ
キ
に
立
っ
て
、
章
三
と
向
き
合
っ
て
い
る
新
し
い
登
場
人
物
が
主
人
公
と
し
て
の
資
格
を
、
最

も
多
く
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
/
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
は
世
相
が
変
ら
せ
た
多
く
の
日
本
人
の
中
で
、
そ
の
変
り
方
の
最
も

鮮
や
か
な
女
で
あ
り
、
か
つ
て
の
日
本
に
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
か
ら
だ
。
」
(
「
登
場
人
物
」
)

(
7
)「
横
光
利
一
「
紋
章
」
論
|
|
「
純
粋
小
説
論
」
を
光
源
と
し
て
|
|
」
(
「
山
口
国
文
」
昭
和
五
十
八
年
三
月
)

(
8
)
横
光
研
究
に
お
い
て
は
『
紋
章
』
(
「
改
造
」
昭
和
九
年
一l
九
月
)
や
『
家
族
会
議
』
(
「
東
京
日
日
新
聞
」
及
び
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
昭
和

十
年
八
月
九
日
l

十
二
月
三
十
一
日
)
に
『
純
粋
小
説
論
』
の
実
践
や
論
理
が
匪
胎
し
て
い
る
と
み
て
、
諸
氏
の
論
及
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

(
9
)
大
谷
晃
一
『
織
田
作
之
助
』
(
沖
積
舎
、
平
成
十
年
)

(
叩
)
『
最
近
の
日
本
文
学
』
(
初
出
不
詳
、
但
し
内
容
か
ら
昭
和
二
十
一
年
中
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
)

付
記

本
論
に
お
け
る
織
田
作
之
助
著
作
の
引
用
は
、
全
て
『
織
田
作
之
助
全
集
』
(
講
談
社
、
昭
和
四
十
五
年
)
に
よ
っ
た
。
『
純
粋
小
説
論
』
か
ら
の
引

用
は
『
定
本
横
光
利
一
全
集
第
十
三
巻
』
(
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
五
十
七
年
)
に
よ
る
。
ま
た
、
引
用
の
傍
線
及
び
囲
み
線
は
全
て
稿
者
に
よ
る
。
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