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世
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よ
み
の
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学
理
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第
３
章

作
者
・
語
り
手
・
主
人
公

「
か
つ
て
物
語
の
世
界
で
は
、
作
者
に
よ
っ
て
常
に
見
ら
れ
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
主
人
公
が
、
近
代
リ
ア

リ
ズ
ム
の
世
界
で
は
、
作
者
の
認
識
や
感
受
を
代
行
し
な
が
ら
見
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
す
。
し
か
も
同
時
に
、
主
人
公
は
（
中
略
）
物
語
の
世
界
と
同
じ
よ
う
な
、
作
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る

も
の
と
し
て
の
役
割
を
も
代
行
し
て
い
る
の
で
す
。
」
（
右
遠
俊
郎
『
文
学
・
真
実
・
人
間
』
）

１

現
実
の
世
界
と
作
品
の
世
界

小
説
を
表
現
よ
み
す
る
と
き
に
は
、
内
容
と
と
も
に
文
章
の
構
造
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
文

字
づ
ら
を
追
っ
て
よ
む
だ
け
で
は
表
現
に
な
り
ま
せ
ん
。
小
説
の
も
つ
独
自
の
文
章
構
造
を
よ
み
分
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
作
品
は
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
る
の
で
す
。

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
理
論
で
小
説
の
文
章
構
造
を
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
小

説
の
構
造
と
い
う
と
一
般
に
「
視
点
」
が
問
題
に
さ
れ
ま
す
。
表
現
よ
み
で
は
一
つ
一
つ
の
コ
ト
バ
を
残
ら
ず

よ
む
の
で
す
か
ら
、
「
視
点
」
も
文
章
と
の
か
か
わ
り
で
と
ら
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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視
点
や
文
章
構
造
と
い
う
の
は
、
作
者
は
作
品
を
ど
の
よ
う
な
立
場
で
書
く
か
と
い
う
問
題
で
す
。
つ
ま
り
、

作
者
が
ど
の
位
置
か
ら
作
品
の
世
界
を
構
成
す
る
か
、
作
品
の
世
界
を
ど
の
位
置
か
ら
見
る
か
と
い
う
問
題
で

す
。「

作
品
の
世
界
は
作
者
か
ら
独
立
し
て
い
る
」
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
独
立
性
と
は
い
っ
た
い
何
か

と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

小
説
の
世
界
と
現
実
の
世
界
と
は
ち
が
い
ま
す
。
小
説
の
世
界
は
文
章
で
描
か
れ
た
も
の
で
、
作
者
や
読
者

の
生
活
す
る
世
界
と
は
次
元
が
ち
が
い
ま
す
。
か
と
い
っ
て
、
小
説
は
作
者
の
経
験
し
て
い
な
い
世
界
を
書
か

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
自
分
の
経
験
し
た
こ
と
を
書
く
の
は
作
文
か
随
筆
で
、
小

説
は
経
験
し
な
か
っ
た
こ
と
を
書
く
も
の
だ
」
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
の
経
験
そ
の
も
の
を
事

実
に
忠
実
に
書
い
て
も
、
文
章
に
な
っ
た
も
の
は
作
者
の
生
活
や
体
験
と
は
次
元
の
ち
が
う
世
界
に
な
り
ま
す
。

小
説
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
成
立
す
る
基
礎
は
コ
ト
バ
と
い
う
表
現
手
段
に
あ
り
ま
す
。
コ
ト
バ
そ
の
も
の

は
現
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ト
バ
で
表
現
さ
れ
た
も
の
は
独
立
し
た
世
界
な
の
で
す
。
作
者
の
日
常
生
活
や

伝
記
に
も
と
づ
く
作
品
で
も
、
コ
ト
バ
で
表
現
さ
れ
れ
ば
、
作
者
の
経
験
か
ら
独
立
し
た
世
界
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
作
文
や
随
筆
の
場
合
、
作
品
は
書
き
手
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
ま
す
。
よ
み
手
の
側
も
、

書
き
手
に
つ
い
て
の
知
識
、
つ
ま
り
作
者
の
生
活
ぶ
り
や
考
え
方
な
ど
を
意
識
し
て
よ
み
ま
す
。
文
章
が
書
き

手
の
生
活
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
の
で
、
内
容
を
十
分
に
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
文
章
が
「
作
品
」

に
な
る
た
め
に
は
、
作
品
だ
け
読
ん
で
も
わ
か
る
と
い
う
自
立
性
が
必
要
で
す
。

表現よみとは何か(第10章)
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つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
作
品
と
し
て
独
立
し
た
小
説
の
世
界
に
、
作
者
は
ど
の
よ
う
な
立
場
で
か
か
わ

り
を
も
つ
の
か
と
い
う
点
で
す
。
そ
れ
を
「
視
点
」
の
問
題
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

２

視
点
を
図
解
す
る

「
視
点
」
と
は
、
英
語
で

Po
in
ts

o
f
vi
ew

と
い
う
よ
う
に
、
も
と
も
と
目
で
も
の
を
見
る
と
き
の
視

覚
的
な
位
置
を
意
味
し
ま
す
。
絵
画
の
理
論
で
は
、
コ
ト
バ
ど
お
り
対
象
に
向
か
う
と
き
の
描
き
手
の
目
の
位

置
を
意
味
し
ま
す
が
、
小
説
の
場
合
に
は
「
視
点
」
と
い
う
コ
ト
バ
は
比
喩
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
小
説
に
登
場
す

る
人
物
は
「
目
」
を
も
ち
、
作
品
の
世
界
で
い
ろ
い
ろ
な
対
象
を
見
ま
す
。
し
か
し
、
小
説
は
作
者
の
想
像
の

世
界
を
文
章
と
い
う
独
自
の
表
現
に
置
き
換
え
た
も
の
で
す
か
ら
、
視
覚
的
な
比
喩
で
は
説
明
し
き
れ
ま
せ
ん
。

小
説
に
お
け
る
視
点
の
問
題
は
、
作
中
の
「
語
り
手
」
や
「
主
人
公
」
と
い
う
「
人
物
」
の
立
場
だ
け
で
な
く
、

文
章
構
成
の
面
か
ら
も
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
問
題
は
作
品
を
構
成
す
る
と
き
の
文
章
上
の
統

一
を
ど
う
作
り
出
す
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
書
き
手
は
ど
の
よ
う
な
位
置
か
ら
作
中
の
人
物
や
も
の
ご

と
を
と
ら
え
て
文
章
に
表
現
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

視
点
に
つ
い
て
右
遠
俊
郎
が
考
案
し
た
わ
か
り
や
す
い
図
が
あ
り
ま
す
の
で
、
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
（
右
遠

俊
郎
『
文
学
・
真
実
・
人
間
』
49
ペ
）
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円
の
内
部
は
、
作
品
に
描
か
れ
る
虚
構
の
世
界
の
全
体
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
範
囲
を
設
定
す
る
の
は
作

者
で
す
。
作
者
は
書
こ
う
と
す
る
作
品
の
テ
ー
マ
に
応
じ
て
、
現
実
か
ら
必
要
な
材
料
を
取
り
入
れ
て
加
工
す

る
の
で
す
。
そ
れ
は
「
題
材
の
切
り
取
り
」
と
か
「
素
材
の
選
択
」
な
ど
と
呼
ば
れ
ま
す
。
円
の
外
部
は
、
作

者
や
読
者
の
生
活
し
て
い
る
現
実
生
活
の
世
界
で
す
。
こ
ち
ら
は
、
作
品
の
世
界
よ
り
も
広
が
り
が
あ
り
ま
す
。

Ａ

作
者
（
＝
語
り
手
）
…
…
作
者
は
作
品
の
外
部
の
実
人
生
の
世
界
に
い
て
、
作
品
の
世
界
を
客
観
的
に

な
が
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
位
置
か
ら
作
品
の
内
部
を
見
る
視
点
を
「
外
部
視
点
」
と
も
い
い
ま
す
。

た
い
て
い
の
作
品
は
、
作
者
が
直
接
に
書
い
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
際
に
は
「
語
り
手
」
が
立
て
ら
れ
ま
す
。

Ｂ

主
人
公
…
…
作
品
世
界
の
中
心
に
位
置
し
、
そ
こ
に
お
い
て
「
Ｃ
対
象
」
と
関
係
し
ま
す
。
人
物
に
つ

い
て
は
単
な
る
作
者
の
意
見
の
代
弁
者
で
は
な
く
、
作
者
と
対
話
す
る
者
と
し
て
相
対
的
に
自
立
し
た
考
え
や

表現よみとは何か(第10章)

- 5 -

個
性
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｃ

対
象
（
物
・
人
物
・
事
件
な
ど
）
…
…
作
品
の
世
界
、
つ
ま
り
円
の
中
に
登
場
す
る
対
象
は
無
数
に
あ

り
ま
す
が
、
「
Ｃ
対
象
」
を
選
択
す
る
の
は
「
Ａ
作
者
」
で
す
か
ら
、
作
品
構
成
の
最
終
の
責
任
は
作
者
に
あ

り
ま
す
。

主
人
公
の
思
想
と
作
品
の
思
想
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

Ｃ
は
ま
ず
Ａ
に
よ
っ
て
認
識
の
対
象
と
さ
れ
、
Ａ
Ｃ
の
線
で
表
わ
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
「
語
り
手
の
コ
ト
バ
」

と
し
て
表
現
さ
れ
る
作
者
の
思
想
で
す
。
「
語
り
手
」
が
「
私
」
を
名
の
ら
ず
に
、
主
人
公
に
三
人
称
の
人
物

を
立
て
た
場
合
に
は
、
ふ
つ
う
Ａ
Ｃ
の
コ
ト
バ
は
直
接
に
は
現
わ
れ
ま
せ
ん
。
作
品
に
直
接
に
表
現
さ
れ
る
の

は
、
Ｂ
Ｃ
の
「
人
物
の
コ
ト
バ
」
で
す
。
こ
れ
が
「
主
人
公
の
思
想
」
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
Ａ
Ｃ
と
Ｂ
Ｃ
の
考
え
に
は
ズ
レ
が
あ
り
ま
す
。
対
象
Ｃ
に
対
す
る
判
断
や
感
受
の
在
り
方
が
Ａ

と
Ｂ
で
は
異
な
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
Ａ
Ｃ
と
Ｂ
Ｃ
と
の
差
が
角
α
と
な
っ
て
生
じ
ま
す
。
こ
れ
が
「
作
品

の
思
想
」
と
し
て
テ
ー
マ
を
生
み
出
し
ま
す
。
こ
の
角
α
の
大
き
さ
が
、
作
者
と
主
人
公
の
思
想
的
な
距
離
で

す
。
ま
た
、
Ａ
Ｂ
の
長
さ
は
作
者
と
主
人
公
の
題
材
的
な
距
離
と
な
り
ま
す
。
Ａ
が
円
に
近
け
れ
ば
α
は
小
さ

く
な
り
、
遠
け
れ
ば
α
は
大
き
く
な
り
ま
す
。
Ａ
が
Ｂ
Ｃ
の
延
長
線
の
背
後
に
位
置
す
る
な
ら
、
Ｂ
は
Ａ
の

「
等
身
大
の
分
身
」
と
な
る
わ
け
で
す
。

一
般
に
い
わ
れ
る
内
部
視
点
（
一
人
称
小
説
）
と
外
部
視
点
（
三
人
称
小
説
）
と
の
関
係
は
、
こ
の
図
か
ら

も
説
明
で
き
ま
す
。
矢
印
線
Ａ
Ｂ
・
Ａ
Ｃ
が
「
外
部
視
点
」
で
す
。
こ
れ
は
「
Ａ
作
者
」
が
外
か
ら
客
観
的
に
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作
品
世
界
を
見
つ
め
る
線
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
矢
印
線
Ｂ
Ｃ
は
内
部
視
点
で
す
。
「
Ｂ
主

人
公
」
は
作
品
世
界
の
内
部
に
い
な
が
ら
、
「
Ｃ
対
象
」
を
見
て
い
ま
す
。

ど
ち
ら
の
場
合
で
も
作
者
が
Ａ
の
位
置
に
い
る
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
が
い
は
、
「
Ｂ
主
人
公
」

を
ど
の
よ
う
な
名
称
で
よ
ぶ
の
か
と
い
う
点
で
す
。
主
人
公
を
一
人
称
の
「
私
」
で
よ
ぶ
の
が
私
小
説
で
す
。

「
作
者
」
も
「
主
人
公
」
も
「
私
」
を
名
の
り
ま
す
が
、
ふ
た
つ
の
役
割
は
ち
が
い
ま
す
。
「
Ａ
私
」
は
「
語

り
手
」
で
あ
り
、
「
Ｂ
私
」
が
「
主
人
公
」
で
す
。
私
小
説
の
「
私
」
は
二
重
な
の
で
す
。
私
小
説
を
「
内
部

視
点
」
と
す
る
の
は
、
作
品
す
べ
て
が
「
Ｂ
私
」
の
視
点
で
書
か
れ
た
か
の
よ
う
に
と
ら
え
た
た
め
で
す
。
し

か
し
、
主
人
公
の
「
Ｂ
私
」
は
自
分
を
直
接
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
「
Ａ
私
」
と
い
う
外
部
視
点
が
必
要

で
す
。
つ
ま
り
、
「
Ｂ
私
」
を
批
評
す
る
の
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
Ａ
私
」
の
目
で
す
。
こ
こ
に
、
「
私
小
説
」

に
お
け
る
自
己
批
評
の
根
拠
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
語
り
手
が
「
Ｂ
主
人
公
」
を
固
有
名
詞
や
三
人
称
「
彼
」
で
よ
ぶ
場
合
、
外
か
ら
見
る
の

は
語
り
手
と
な
っ
た
「
Ａ
作
者
」
で
す
。
語
り
手
は
ふ
つ
う
「
私
」
と
い
う
人
称
を
も
っ
て
登
場
し
ま
せ
ん
か

ら
、
「
Ｂ
主
人
公
」
に
対
し
て
作
者
は
外
部
視
点
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
作

者
は
「
Ｂ
主
人
公
」
が
ま
る
で
自
分
で
あ
る
か
の
よ
う
に
内
面
に
は
い
り
こ
ん
で
心
理
や
感
情
を
描
く
こ
と
の

で
き
る
「
内
部
視
点
」
Ｂ
Ｃ
も
持
ち
ま
す
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
ふ
た
つ
の
視
点
が
統
合
さ
れ
て
成
立

し
て
い
る
の
で
、
単
純
に
内
部
視
点
の
小
説
と
か
外
部
視
点
の
小
説
と
か
に
分
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

作
品
を
構
成
す
る
場
合
、
ふ
つ
う
は
「
視
点
」
を
も
つ
人
物
を
主
人
公
に
し
ま
す
。
「
視
点
」
を
決
め
る
こ

表現よみとは何か(第10章)
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と
は
、
作
品
世
界
を
登
場
人
物
の
だ
れ
の
立
場
か
ら
見
た
り
考
え
た
り
す
る
か
設
定
す
る
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
原
理
的
な
も
の
で
す
。
実
際
の
作
品
の
構
成
は
こ
ん
な
単
純
で
は
な
い
の
で
、
実
際
の
文
章

の
分
析
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
実
際
の
作
品
で
は
視
点
が
文
章
の
部
分
ご
と
に
細
か
く
変
化
し
ま
す
。
さ
ら
に
、

文
と
文
と
の
あ
い
だ
は
も
ち
ろ
ん
、
一
つ
の
文
の
内
部
で
も
変
化
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
文
章
表
現
で
の
一
語

一
句
に
ま
で
視
点
の
変
化
を
と
ら
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

３

小
説
の
文
章
構
成
の
図

で
は
、
「
視
点
」
の
理
論
を
も
と
に
し
て
小
説
の
文
章
の
基
本
構
造
を
考
え
て
見
ま
し
ょ
う
。

つ
ぎ
の
小
説
の
文
章
構
造
の
図
は
わ
た
し
が
考
案
し
た
も
の
で
す
。
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（
１
）

「
作
者
自
身
」
と
「
作
者
」
と
の
ち
が
い

作
品
と
作
者
と
は
ち
が
い
ま
す
。
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
作
品
は
作
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
な
が
ら
も
、
作

品
と
し
て
自
立
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
作
品
に
は
作
者
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
か
ら
、
作
品
を
よ
む
と
作
者

が
ど
ん
な
人
間
で
あ
る
か
想
像
で
き
ま
す
。

で
は
、
作
者
と
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
「
作
者
」
と
「
作
者
自
身
」
を
区
別
し
ま
す
。
一

般
に
「
作
者
」
は
人
格
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
「
作
者
」
と
は
作
品
を
構
成
す
る
は
た
ら
き
の

こ
と
で
す
。
一
般
に
い
わ
れ
る
「
作
者
」
は
「
作
者
自
身
」
と
い
え
ま
す
。
わ
た
し
の
図
に
「
作
者
」
は
登
場

し
ま
せ
ん
が
、
（

）
で
く
く
っ
て
作
品
の
か
げ
に
「
作
者
自
身
」
が
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

「
作
者
自
身
」
と
は
、
作
品
を
作
る
人
間
、
あ
る
い
は
作
品
を
作
っ
た
そ
の
人
の
こ
と
で
す
。
そ
の
人
は
作

品
を
書
か
な
け
れ
ば
「
作
者
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
散
歩
し
た
り
食
事
を
し
た
り
と
い
う
生
活
を
す
る
の
は

「
作
者
自
身
」
で
す
。

「
作
者
」
と
は
、
作
品
を
書
き
つ
つ
あ
る
と
き
の
「
機
能
（
は
た
ら
き
）
」
で
す
。
「
作
者
」
の
作
品
構
成

の
形
跡
は
作
品
そ
の
も
の
か
ら
よ
み
と
る
べ
き
も
の
で
す
。
「
作
者
」
は
作
品
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
作
品
の
内
容
を
作
家
の
私
的
生
活
か
ら
理
解
す
る
よ
う
な
よ
み
方
は
邪
道
で
す
。

で
は
、
「
作
者
」
と
「
作
品
」
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
「
作
品
は
作
者
か
ら
離
れ
て

表現よみとは何か(第10章)
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ひ
と
り
歩
き
す
る
」
と
い
う
と
き
の
「
作
者
」
と
は
「
作
者
自
身
」
の
こ
と
で
す
。
「
作
品
」
と
は
「
作
者
自

身
」
が
「
作
者
」
の
機
能
を
発
揮
し
て
、
創
作
過
程
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
作
品
が

「
作
者
自
身
」
か
ら
独
立
す
る
こ
と
は
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

作
品
を
よ
む
と
き
に
「
作
品
」
か
ら
「
作
者
自
身
」
の
日
常
生
活
や
思
想
を
よ
み
と
ろ
う
と
す
る
の
は
ま
ち

が
い
で
す
。
た
し
か
に
、
作
品
に
は
作
者
自
身
が
日
常
考
え
た
り
思
っ
て
い
る
こ
と
が
入
り
こ
ん
で
き
ま
す
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
作
品
が
そ
の
ま
ま
作
者
自
身
の
体
験
と
同
一
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
言

語
に
よ
る
表
現
の
本
質
的
な
性
質
か
ら
来
る
も
の
で
す
。

言
語
は
記
号
で
す
か
ら
、
そ
れ
自
体
は
作
者
自
身
の
体
験
や
思
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
作
者
自
身

の
体
験
を
「
写
し
た
」
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
作
者
が
体
験
を
忠
実
に
コ
ト
バ
に
写
し
た
つ
も
り
で

も
、
「
作
品
」
は
作
者
自
身
の
体
験
の
コ
ピ
ー
で
は
な
く
「
表
現
」
で
す
。
作
品
の
世
界
は
現
実
と
は
ち
が
っ

た
次
元
の
世
界
で
す
。
現
実
の
「
体
験
」
を
そ
の
ま
ま
「
写
す
」
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
現
実
世
界
で
の
体
験

は
そ
れ
自
体
で
完
了
し
て
い
ま
す
。

以
上
の
こ
と
が
、
作
品
と
作
者
自
身
と
は
切
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
す
。
一
般
に
文
章
を
書
く
こ

と
に
不
慣
れ
な
人
ほ
ど
文
章
が
体
験
そ
の
も
の
と
ち
が
っ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
ず
に
、
作
品
が
書

き
手
の
思
想
や
意
識
の
直
接
の
「
写
し
」
で
あ
る
と
考
え
が
ち
で
す
。
自
分
の
書
い
た
文
章
を
、
自
分
の
体
験

そ
の
も
の
の
よ
う
に
恥
ず
か
し
が
る
の
も
、
作
品
に
表
現
さ
れ
た
内
容
と
作
者
自
身
と
の
体
験
と
を
混
同
す
る

た
め
で
す
。
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(

２)

作
者
・
語
り
手
・
主
人
公

小
説
の
構
造
は
「
語
り
手
」
の
立
て
方
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
「
語
り
手
」
の
立
て
方
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
の
図
は
作
者
の
は
た
ら
き
を
「
語
り
手
」
と
の
関
係
で
示
し
た
も
の
で
す
。
「
作
者
」
の
機
能
は
二
つ

に
分
か
れ
ま
す
。
今
ま
で
「
作
者
」
と
呼
ん
だ
機
能
は
、
さ
ら
に
本
来
の
機
能
の
「
作
者
」
と
「
語
り
手
」
に

分
け
ら
れ
ま
す
。

表現よみとは何か(第10章)
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(

３)

作
品
全
体
に
つ
い
て

「
作
者
」
は
作
品
創
造
に
お
い
て
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
よ
う
な
役
割
を
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
あ
る
テ
ー
マ

に
つ
い
て
作
品
を
書
こ
う
と
す
る
と
き
に
考
え
る
こ
と
す
べ
て
が
「
作
者
」
の
機
能
で
す
。
何
を
材
料
に
し
て

書
こ
う
か
、
ど
う
い
う
人
物
を
登
場
さ
せ
よ
う
か
、
ど
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
し
よ
う
か
、
場
面
を
い
く
つ
作
ろ

う
か
、
題
名
を
何
に
す
る
か
、
い
つ
ご
ろ
ま
で
に
仕
上
げ
よ
う
か
、
ど
ん
な
テ
ン
ポ
で
書
こ
う
か
な
ど
と
、
さ

ま
ざ
ま
な
こ
と
が
思
い
浮
か
ぶ
は
ず
で
す
。
小
説
の
内
容
に
限
ら
ず
に
考
え
る
こ
と
が
「
作
者
」
の
役
目
で
す
。

い
ろ
い
ろ
考
え
た
こ
と
が
、
直
接
に
作
品
の
字
づ
ら
に
表
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
裏
方
の
仕
事

で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
語
り
手
」
は
作
品
を
文
章
で
進
行
さ
せ
る
も
の
で
す
。
い
わ
ば
作
品
展
開
の
「
司
会
役
」

で
す
。
し
か
し
、
一
口
に
司
会
役
と
い
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
人
が
い
ま
す
し
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法

が
あ
り
ま
す
。
で
き
る
だ
け
目
立
た
ず
に
会
を
進
行
さ
せ
る
司
会
者
も
い
れ
ば
、
自
分
が
オ
モ
テ
に
立
っ
て
会

の
中
心
と
な
り
か
ね
な
い
人
も
い
ま
す
。
で
き
ご
と
に
同
情
し
て
感
動
し
た
り
、
反
対
に
、
冷
静
に
客
観
的
に

で
き
ご
と
に
か
か
わ
る
人
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

小
説
で
は
「
語
り
手
」
が
無
人
称
で
展
開
す
る
も
の
が
基
本
で
す
。
し
か
し
、
「
語
り
手
」
が
「
私
」
と
名

の
っ
て
登
場
す
る
作
品
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
司
会
役
の
「
語
り
手
」
が
主
人
公
を
か
ね
て
し
ま
う
の
が
私
小

- 12 -



説
で
す
。
私
小
説
で
は
「
語
り
手
」
と
「
主
人
公
」
は
同
一
の
立
場
に
あ
る
の
で
、
下
手
を
す
る
と
自
作
自
演

の
自
己
満
足
に
な
る
危
険
も
あ
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
司
会
役
で
あ
る
「
語
り
手
」
の
設
定
に
よ
り
、
作
品
の
基
本
的
な
性
格
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
小
説
、
と
く
に
一
九
世
紀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
で
は
、
司
会
役
で
あ
る
「
語
り
手
」
は
作
品
の
オ

モ
テ
に
は
表
わ
れ
ず
に
控
え
て
い
る
方
が
よ
い
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
「
私
」
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
も

な
く
、
性
格
も
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
し
た
。
作
品
が
語
ら
れ
る
と
い
う
意
識
さ
え
も
表
面
に
あ
ら
わ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

し
か
し
、
現
代
の
小
説
で
は
「
語
り
手
」
が
で
き
ご
と
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
し
た
り
、

「
人
物
」
と
し
て
姿
を
あ
ら
わ
す
書
き
方
も
目
立
ち
ま
す
。
そ
れ
も
、
小
説
に
真
実
性
を
も
た
ら
す
た
め
の
一

つ
の
方
法
な
の
で
す
。

(

４)

主
人
公
に
対
し
て

「
主
人
公
」
に
対
す
る
関
係
で
も
「
作
者
」
と
「
語
り
手
」
の
ち
が
い
が
あ
り
ま
す
。
作
品
の
軸
と
な
る

「
主
人
公
」
の
性
格
と
環
境
が
定
ま
れ
ば
、
行
動
の
仕
方
や
事
件
の
展
開
も
決
ま
り
ま
す
。
ふ
つ
う
の
小
説
で

は
、
「
語
り
手
」
は
展
開
さ
れ
る
事
実
に
対
し
て
「
な
ぜ
そ
う
な
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
は
し
ま
せ
ん
。
小

説
の
「
語
り
手
」
は
進
行
役
で
す
。
そ
の
点
は
、
催
し
物
を
進
行
さ
せ
る
司
会
者
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
司
会

表現よみとは何か(第10章)
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役
が
い
ち
い
ち
登
場
す
る
人
物
の
批
評
や
批
判
を
し
た
ら
討
論
会
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
ら
、
観
客
は
興
味
を

そ
が
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
、
作
者
は
作
品
の
進
行
を
ま
る
っ
き
り
「
語
り
手
」
に
任
せ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
語
り
手
」
の
背
後
に
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
役
で
あ
る
「
作
者
」
が
控
え
て
い
ま
す
。
作
品
に
よ
っ
て
は
「
作
者
」

が
黙
っ
て
い
ら
れ
ず
に
、
「
私
は
…
…
」
な
ど
と
顔
を
出
し
て
、
作
品
に
注
釈
や
批
評
を
加
え
た
り
し
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
意
図
的
な
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
作
品
の
ま
と
ま
り
を
こ
わ
す
危
険
が
あ
り
ま
す
。

「
主
人
公
」
に
つ
い
て
「
語
り
手
」
の
基
本
的
な
役
割
は
紹
介
で
す
。
お
も
な
方
法
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一

つ
は
「
語
り
手
」
が
主
人
公
を
描
写
す
る
方
法
で
す
。
こ
れ
は
主
人
公
の
描
き
方
が
「
語
り
手
」
の
主
観
に
か

な
り
影
響
さ
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
は
「
語
り
手
」
が
主
人
公
の
会
話
を
引
用
す
る
方
法
で
す
。
「
語
り
手
」
が

描
写
で
人
物
を
紹
介
し
た
と
き
は
、
人
物
が
登
場
し
て
自
分
自
身
の
コ
ト
バ
で
直
接
に
会
話
を
す
る
か
た
ち
を

と
り
ま
す
。

し
か
し
、
人
物
た
ち
が
い
か
に
自
由
に
話
し
て
い
る
よ
う
で
も
、
そ
の
内
容
は
あ
ら
か
じ
め
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

で
あ
る
「
作
者
」
が
設
定
し
た
も
の
で
す
。
人
物
の
コ
ト
バ
は
自
由
で
は
な
く
、
作
者
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ

れ
て
い
る
の
で
、
作
者
が
ま
っ
た
く
意
図
し
な
い
こ
と
は
し
ゃ
べ
り
は
し
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
が
作
品
創
造
の
お
も
し
ろ
さ
で
す
が
、
書
い
て
い
る
最
中
に
ち
ょ
っ
と
筆
が
す
べ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
登
場
し
た
人
物
が
「
作
者
」
の
最
初
の
意
図
と
ち
が
っ
て
何
か
の
言
葉
を
口
ば
し
っ
た
り
し
ま

す
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
話
が
ど
ん
ど
ん
そ
っ
ち
の
方
に
す
す
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
前
に
紹
介
し
た
バ
フ
チ
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ン
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
を
、
そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
典
型
だ
と
い
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
す
も
会
の
持
ち
方
に
た
と
え
ら
れ
ま
す
。
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
起
こ
る
と
、
慣
れ
な
い
司
会
者
は
あ
わ

て
て
し
ま
い
ま
す
が
、
慣
れ
た
司
会
者
は
、
そ
の
機
会
を
利
用
し
て
会
を
も
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

れ
と
同
じ
よ
う
に
、
し
た
た
か
な
「
作
者
」
は
作
品
の
構
成
を
変
更
で
き
ま
す
。
そ
の
人
物
の
発
言
が
一
段
落

す
る
と
、
そ
れ
ま
で
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
別
の
人
物
を
登
場
さ
せ
た
り
、
予
定
と
は
ち
が
う
話
に
展
開
し
た

り
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
作
品
の
展
開
の
こ
と
を
「
人
物
が
一
人
歩
き
を
す
る
」
と
よ
ぶ
わ
け
で
す
。

こ
れ
ほ
ど
小
説
の
文
章
は
微
妙
な
も
の
で
す
。
作
品
と
い
う
も
の
は
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
、
書
き

な
が
ら
組
み
立
て
ら
れ
る
も
の
で
す
。
表
現
よ
み
は
、
そ
の
よ
う
な
作
品
の
変
化
に
応
じ
て
進
行
す
る
も
の
で

す
。こ

こ
で
参
考
の
た
め
に
「
語
り
手
」
の
設
定
に
特
徴
の
あ
る
作
品
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
お
き
ま
す
。
は
っ
き

り
し
た
対
立
を
示
す
の
は
、
太
宰
治
「
女
生
徒
」
と
森
鴎
外
「
最
後
の
一
句
」
で
す
。
「
女
生
徒
」
は
、
語
り

手
が
主
人
公
と
な
っ
て
自
分
で
自
分
を
語
る
形
式
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
最
後
の
一
句
」
は
ほ
と
ん
ど
性

格
の
な
い
無
人
称
の
語
り
手
が
語
る
も
の
で
す
か
ら
、
作
品
全
体
が
客
観
的
な
調
子
で
す
。

志
賀
直
哉
は
一
人
で
二
つ
の
傾
向
の
作
品
を
も
つ
作
家
で
す
。
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
「
小
僧
の
神
様
」
な
ど

で
は
、
「
語
り
手
」
と
「
主
人
公
」
と
に
大
き
な
距
離
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
和
解
」
「
暗
夜
行

路
」
な
ど
の
自
伝
的
な
作
品
の
場
合
は
、
語
り
手
も
主
人
公
も
作
者
に
近
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
、
形
式
の
上
で
は
小
説
か
随
筆
か
区
別
し
に
く
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
表
現
よ
み
に
か
け
る
こ
と
に
よ
っ

表現よみとは何か(第10章)
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て
、
語
り
手
の
コ
ト
バ
と
主
人
公
の
コ
ト
バ
は
、
は
っ
き
り
感
じ
ら
れ
ま
す
。

４

二
種
類
の
主
人
公

小
説
に
は
、
作
者
が
作
中
の
「
主
人
公
」
の
内
面
に
入
り
こ
め
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
表
現
よ
み
を

す
る
た
め
に
は
、
作
者
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
コ
ト
バ
と
、
作
者
が
「
主
人
公
」
の
内
面
に
入
り
こ
ん
だ
コ
ト

バ
と
を
文
章
の
組
立
て
か
ら
よ
み
分
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

一
般
に
「
主
人
公
」
は
作
品
の
中
心
人
物
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
で
は
「
中
心
人
物
」
と
は
、
い
っ
た
い

ど
う
い
う
意
味
な
の
で
し
ょ
う
。
小
説
の
文
章
の
構
成
を
み
る
場
合
、
「
主
人
公
」
を
二
つ
の
面
か
ら
考
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
作
品
の
内
容
に
お
け
る
「
主
人
公
」
で
す
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
文
章
の
組

立
て
の
上
で
の
「
主
人
公
」
で
す
。
内
容
上
の
「
主
人
公
」
と
い
う
の
は
、
芝
居
な
ど
の
主
人
公
と
同
じ
で
す
。

わ
た
し
た
ち
は
小
説
を
読
む
と
き
に
、
い
く
つ
か
の
点
か
ら
主
人
公
を
考
え
ま
す
。
登
場
の
回
数
が
多
い
こ
と
、

ど
の
場
面
に
も
必
ず
登
場
し
て
い
る
こ
と
、
重
要
な
場
面
に
は
必
ず
立
ち
会
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
、
「
こ
れ

が
主
人
公
だ
な
」
と
判
断
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
小
説
は
文
章
で
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
作
者
を
通
じ
て
作
品
世
界
の
中
心
に
立
つ
「
主
人
公
」

と
い
う
も
の
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
作
者
は
語
り
手
と
し
て
語
り
、
語
り
手
は
こ
の
構
成
上
の
主
人
公
を
通
じ

て
作
品
世
界
を
見
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
主
人
公
が
作
品
の
内
容
の
上
で
も
主
人
公
と
な
る
と
は
か
ぎ
り
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ま
せ
ん
。
表
現
よ
み
で
は
、
こ
ち
ら
の
「
主
人
公
」
を
文
章
の
表
現
か
ら
ど
れ
だ
け
よ
み
と
れ
る
か
が
重
要
で

す
。二

〇
世
紀
を
代
表
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
で
、
文
学
に
も
造
詣
の
深
い
ア
ラ
ン
は
、
小
説
の
作
中
人
物
を

三
種
類
に
分
け
て
い
ま
す
。

ａ

読
者
の
代
わ
り
に
思
考
し
、
ま
た
読
者
が
い
つ
も
そ
の
位
置
に
身
を
置
く
べ
き
人
物
―
―
そ
の
意
味
で

小
説
は
ひ
と
つ
の
独
語
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
と
な
る
。

ｂ

そ
の
他
の
諸
人
物
―
―
主
要
人
物
が
知
覚
す
る
限
り
の
彼
ら
の
行
動
・
身
振
り
・
言
葉
に
よ
っ
て
の
み

知
ら
れ
る
。

ｃ

自
動
人
形
の
群
れ
―
―
絵
画
的
に
、
ま
た
行
動
に
よ
っ
て
の
み
描
か
れ
た
粗
が
き
（
エ
ス
キ
ス
）
。

ａ
は
、
作
品
構
成
の
上
で
作
者
と
小
説
の
世
界
と
の
中
間
に
立
つ
「
視
点
」
を
に
な
う
人
物
で
す
。
こ
の
人

物
を
中
心
に
小
説
の
ま
と
ま
り
を
考
え
る
と
、
ア
ラ
ン
の
い
う
と
お
り
小
説
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
い
え
ま
す
。
し

か
し
、
小
説
の
文
章
は
こ
の
人
物
の
立
場
だ
け
か
ら
書
か
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
者
が
モ
ノ
ロ
ー
グ
の

つ
も
り
で
書
い
て
も
、
必
ず
「
語
り
手
」
と
「
主
人
公
」
と
の
二
つ
の
立
場
に
分
裂
し
ま
す
。
日
本
の
「
私
小

説
」
に
お
い
て
も
「
私
」
が
分
裂
す
る
点
は
同
じ
で
す
。
ま
た
、
「
作
者
」
と
「
語
り
手
」
と
「
主
人
公
」
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
間
に
必
ず
対
立
や
矛
盾
も
生
ま
れ
ま
す
。

表現よみとは何か(第10章)
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と
こ
ろ
で
、
作
品
の
内
容
の
上
で
は
、
ａ
が
必
ず
し
も
主
人
公
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ｂ
の
人
物

が
内
容
的
な
主
人
公
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
読
者
の
か
わ
り
に
思
考
す
る
人
物
（
ａ
）
が
、
主
人
公
で
あ

る
ｂ
を
観
察
す
る
作
品
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
ａ
は
観
察
者
で
あ
り
、
作
品
の
テ
ー
マ
は
ｂ
の
行
動
や
思

想
に
あ
り
ま
す
。

む
か
し
の
物
語
と
は
ち
が
っ
て
、
近
代
小
説
で
は
人
間
を
そ
の
心
理
や
思
想
と
と
も
に
深
く
描
こ
う
と
す
る

た
め
に
、
そ
の
世
界
を
「
思
考
す
る
」
特
定
の
人
物
を
必
要
と
し
ま
す
。
作
品
の
世
界
は
、
そ
の
人
物
の
立
場

か
ら
観
察
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
作
品
構
成
の
上
で
の
「
主
人
公
」
で
す
。
そ
れ
以
外
の
人
物
ｂ
・
ｃ
は
、
ａ
に

よ
っ
て
見
ら
れ
た
り
、
考
え
ら
れ
た
り
す
る
対
象
で
す
。
作
者
は
こ
の
人
物
の
内
面
を
通
じ
て
、
作
中
の
世
界

を
感
じ
た
り
、
考
え
た
り
す
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
立
場
の
「
主
人
公
」
は
、
近
代
小
説
に
お
い
て
は
じ
め
て
登
場
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
の
物
語

や
叙
事
詩
の
世
界
で
は
、
作
者
が
す
べ
て
の
人
物
た
ち
の
性
格
や
行
動
や
運
命
を
知
り
つ
く
し
た
も
の
と
し
て

描
か
れ
ま
し
た
。
い
わ
ば
「
神
の
視
点
」
に
立
ち
ま
し
た
。
作
者
は
登
場
す
る
人
物
の
行
動
や
会
話
の
す
べ
て

を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
ま
す
。
作
者
は
そ
れ
を
な
ぞ
る
わ
け
で
す
。
今
で
も
、
こ
の
よ
う
な
創
作
態
度
は
子

ど
も
向
け
の
童
話
や
通
俗
小
説
な
ど
に
見
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
近
代
小
説
に
お
い
て
は
作
者
が
神
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
も
そ

も
小
説
は
、
人
間
が
個
人
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
発
生
し
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
な
の
で
、
作
者
個
人
の
思
想
表
現

が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
作
品
の
構
成
で
も
「
主
人
公
」
に
は
個
性
的
に
思
考
す
る
役
割
が
受
け
持
た
さ
れ
ま
し
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た
。
「
主
人
公
」
は
作
者
の
い
う
な
り
に
動
か
さ
れ
る
人
物
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
「
作
者
」
と
「
主
人
公
」

と
の
思
想
的
な
立
場
は
対
等
に
な
り
、
「
主
人
公
」
は
一
方
的
に
「
作
者
」
か
ら
批
評
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
な

り
ま
し
た
。
「
作
者
」
の
思
想
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
「
主
人
公
」
が
自
立
し
、
逆
に
「
作
者
」
の
思
想
に
影
響

を
与
え
て
「
作
者
」
を
変
化
・
成
長
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
「
作
者
」
と
「
主
人
公
」
と
は
相
互
に
批
評

し
あ
う
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
相
互
批
評
の
姿
が
「
対
話
」
と
し
て
文
章
に
表
現
さ
れ
て

い
ま
す
。

近
代
小
説
で
は
、
「
作
者
」
は
作
品
の
背
後
に
姿
を
か
く
す
よ
う
に
な
っ
て
、
か
わ
り
に
「
主
人
公
」
が
作

品
の
中
心
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。
作
品
の
世
界
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
「
作
者
」
の
直
接
の
声
で
あ
る

「
語
り
手
」
に
よ
っ
て
外
側
か
ら
叙
述
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
世
界
に
身
を
お
い
た
主
人
公
が
直
接
そ

の
世
界
を
感
じ
・
考
え
・
行
動
す
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
「
主
人
公
」
を
描
き
だ
す

の
は
、
作
品
の
背
後
に
い
る
作
者
自
身
の
行
為
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
作
者
に
は

二
重
の
機
能
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
あ
る
と
き
は
「
語
り
手
」
と
し
て
作
品
を
構
成
し
、
あ
る
と
き
は
「
主
人
公
」

に
同
化
し
て
作
品
世
界
に
と
び
こ
む
の
で
す
。

表
現
よ
み
の
魅
力
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
小
説
の
内
容
を
作
品
の
文
章
表
現
か
ら
と
ら
え
て
立
体
的
に
よ
む

こ
と
に
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
向
け
の
童
話
や
通
俗
小
説
は
、
主
人
公
が
作
者
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
、
よ
み

手
も
客
観
的
な
態
度
で
よ
み
ま
す
。
し
か
し
、
近
代
小
説
は
人
物
の
内
面
に
入
り
こ
ん
だ
部
分
が
多
い
の
で
、

「
主
人
公
」
の
意
識
に
深
く
同
化
し
な
け
れ
ば
よ
め
ま
せ
ん
。

表現よみとは何か(第10章)
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５

主
人
公
の
コ
ト
バ

小
説
の
基
本
構
造
は
、
作
者
の
同
一
化
で
き
る
人
物
が
一
人
で
す
。
そ
れ
を
作
品
構
成
の
上
で
の
「
主
人
公
」

と
よ
び
ま
し
た
。
小
説
の
文
章
を
分
析
す
る
と
き
は
、
作
者
が
主
観
移
入
し
た
人
物
（
＝
主
人
公
）
の
文
章
表

現
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
文
体
の
表
現
に
な
る
か
の
問
題
に
な
り
ま
す
。

実
際
の
作
品
で
は
、
「
語
り
手
」
は
「
主
人
公
」
の
コ
ト
バ
を
、
お
も
に
三
つ
の
方
法
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

（
１
）
単
語
と
し
て
と
り
い
れ
る

（
２
）
主
人
公
の
「
会
話
」
と
し
て
引
用

（
３
）
「
内
言
」
と
し
て
地
の
文
に
う
め
こ
む

（
１
）

単
語
と
し
て
と
り
入
れ
る

小
説
は
「
語
り
手
」
に
よ
る
語
り
の
形
式
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
人
が
何
か
を
語
る
と
き
に
は
「
対
話
」
の
形

を
と
り
ま
す
。
だ
れ
か
が
何
か
に
つ
い
て
話
す
場
合
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
の
他
の
人
の
考
え
や
意
見
を
コ
ト

バ
の
上
で
も
意
識
し
て
発
言
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
発
言
は
他
の
人
の
意
見
に
対
す
る
疑
問
や
解
答
な
ど
の
対
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話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

い
い
例
は
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
会
話
で
す
。
あ
る
人
の
発
言
を
聞
い
た
人
が
、
「
○
○
さ
ん
が
い
わ
れ
た

よ
う
に
…
…
」
な
ど
と
話
し
ま
す
。
は
じ
め
の
う
ち
話
し
手
は
「
○
○
さ
ん
が
…
…
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
」
と

い
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
に
「
○
○
さ
ん
が
…
…
い
わ
れ
た
」
と
い
う
コ
ト
バ
が
省
略
さ
れ
て
、
最
後
は
あ
る

単
語
が
○
○
さ
ん
の
い
っ
て
い
た
コ
ト
バ
だ
と
は
分
か
ら
な
い
か
た
ち
で
話
し
手
の
コ
ト
バ
の
文
脈
に
と
り
こ

ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
コ
ト
バ
の
と
り
入
れ
方
が
、
小
説
の
「
地
の
文
」
に
も
現
わ
れ
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
よ
ん

だ
だ
け
で
は
、
だ
れ
の
コ
ト
バ
な
の
か
わ
か
ら
な
い
単
語
が
「
語
り
手
」
の
文
脈
に
と
り
入
れ
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
は
見
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
微
妙
な
表
現
で
す
が
、
表
現
よ
み
を
し
て
み
る
と
、
そ
の
語
句
に
な
ん
ら
か

の
調
子
が
つ
く
の
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
が
バ
フ
チ
ン
の
い
う
ア
ク
セ
ン
ト
（
強
調
）
で
す
。
そ
れ
は
一
般
に

い
う
ア
ク
セ
ン
ト
と
ち
が
っ
て
、
「
語
り
手
」
と
「
主
人
公
」
と
の
関
係
で
生
じ
る
同
調
や
批
判
を
意
味
し
ま

す
。（

２
）
「
会
話
」
と
し
て
引
用
す
る

「
主
人
公
」
の
コ
ト
バ
が
、
い
ち
ば
ん
よ
く
分
か
る
の
は
、
会
話
の
か
た
ち
に
な
っ
た
部
分
で
す
。
小
説
の

文
章
構
造
は
、
基
本
的
に
は
「
語
り
手
」
が
語
る
か
た
ち
を
と
り
ま
す
が
、
よ
り
深
く
主
人
公
を
描
く
た
め
に

表現よみとは何か(第10章)

- 21 -

主
人
公
の
コ
ト
バ
を
引
用
し
ま
す
。
そ
の
と
き
、
「

」
（
カ
ギ
）
を
つ
け
て
、
そ
の
コ
ト
バ
が
「
語
り
手
」

の
直
接
の
コ
ト
バ
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
会
話
の
内
容
が
ま
っ
た
く
「
語
り

手
」
（
さ
ら
に
「
作
者
」
）
の
責
任
を
ま
ぬ
か
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
人
公
が
い
っ
た
コ
ト
バ
を
引

用
す
る
直
接
話
法
の
か
た
ち
は
と
っ
て
も
、
そ
の
コ
ト
バ
を
作
品
に
と
り
入
れ
た
最
終
的
な
責
任
は
作
者
に
あ

り
ま
す
。

も
う
一
歩
考
え
を
進
め
て
、
作
品
を
作
者
の
創
造
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
し
て
も
同
じ
こ
と
で
す
。
ま
ず
、

主
人
公
は
作
者
が
創
造
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
在
す
る
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
「
会
話
」
も
作
者

の
創
造
で
す
。
で
す
か
ら
、
作
者
の
責
任
の
な
い
「
引
用
」
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
主
人
公
に
実
在
す

る
人
物
の
モ
デ
ル
が
い
る
場
合
で
も
、
作
品
を
構
成
す
る
と
き
の
思
想
的
意
図
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
コ
ト
バ

の
内
容
は
あ
る
程
度
の
修
正
や
変
更
が
加
え
ら
れ
ま
す
。
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
、
作
品
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
原
理
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
す
。

（
３
）
「
内
言
」
と
し
て
地
の
文
に
う
め
こ
む

日
本
語
で
は
話
法
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
外
国
語
で
は
「

」
の
つ
い
た
引
用
の
仕
方
を
直
接
話

法
と
よ
び
、
「

」
の
つ
か
な
い
引
用
の
仕
方
を
間
接
話
法
と
よ
ん
で
い
ま
す
。
主
人
公
の
コ
ト
バ
の
と
り
入

れ
方
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
比
較
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
主
人
公
の
コ
ト
バ
を
会
話
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の
形
態
を
と
ら
ず
に
引
用
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
間
接
話
法
に
似
た
と
り
入
れ
方
で
す
。

前
に
の
べ
ま
し
た
が
、
日
常
会
話
で
人
の
コ
ト
バ
を
自
分
の
話
に
と
り
入
れ
て
語
る
場
合
、
い
つ
の
間
に
か

だ
れ
の
コ
ト
バ
の
引
用
で
あ
る
か
を
示
さ
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
傾
向
は
、
直
接
話
法
よ
り
も
間
接
話
法
に
お

い
て
強
い
も
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
直
接
話
法
が
相
手
の
コ
ト
バ
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
の
に
対
し
て
、
間

接
話
法
で
は
相
手
の
コ
ト
バ
を
話
し
手
の
主
観
に
よ
っ
て
改
造
し
て
引
用
す
る
か
ら
で
す
。
引
用
さ
れ
る
コ
ト

バ
は
、
話
し
手
の
考
え
や
話
の
内
容
や
意
図
に
よ
っ
て
容
易
に
歪
め
ら
れ
、
主
観
化
さ
れ
る
の
で
す
。

小
説
に
お
い
て
も
、
主
人
公
の
コ
ト
バ
の
と
り
入
れ
方
は
「
語
り
手
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。
作
品
の

内
容
は
「
語
り
手
」
を
通
じ
て
、
そ
の
背
後
で
作
品
を
支
配
す
る
作
者
の
思
想
に
近
づ
く
の
で
す
。
作
品
が
作

者
の
表
現
意
図
に
強
く
支
配
さ
れ
る
に
連
れ
て
、
主
人
公
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
加
わ
っ
た
コ
ト
バ
も
「
語
り
手
」

の
文
脈
に
と
け
こ
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
表
現
よ
み
の
生
命
が
「
地
の
文
」
の
よ
み
に
あ
る
と
、
く
り
か
え
し
述
べ
て
き
た
の
は
そ
の
こ

と
で
す
。
「
地
の
文
」
は
一
見
す
る
と
ご
く
ふ
つ
う
の
文
章
に
見
え
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
「
語
り
手
の
コ
ト
バ
」

と
「
主
人
公
の
コ
ト
バ
」
と
の
対
話
的
な
入
れ
か
わ
り
が
潜
ん
で
い
ま
す
。
あ
る
と
き
に
は
段
落
単
位
で
、
あ

る
と
き
に
は
文
と
文
と
で
、
さ
ら
に
一
文
中
の
一
単
語
ご
と
に
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
文
章
に
お
け
る
そ

の
よ
う
な
変
化
に
応
じ
た
よ
み
を
す
る
こ
と
で
立
体
的
な
表
現
よ
み
が
可
能
に
な
る
の
で
す

（
渡
辺
知
明
著
『
表
現
よ
み
と
は
何
か
―
朗
読
で
楽
し
む
文
学
の
世
界
』1995

明
治
図
書
）

表現よみとは何か(第10章)
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