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第
一
節　

は
じ
め
に

　

澁
澤
龍
彦
の
短
篇
「
う
つ
ろ
舟
」
は
『
海
燕
』、
一
九
八
四
年
九
月
号
に
発

表
さ
れ
た
八
〇
年
代
以
降
の
〈
小
説
の
時
代
〉
に
お
け
る
幻
想
譚
で
あ
る
。
澁

澤
は
そ
の
時
期
に
、
従
来
の
エ
ッ
セ
イ
や
評
伝
の
よ
う
な
創
作
ス
タ
イ
ル
か
ら
、

古
今
東
西
の
物
語
を
組
み
合
わ
せ
る
よ
う
な
小
説
ス
タ
イ
ル
へ
と
移
行
す
る
。

本
論
で
取
り
上
げ
る
テ
ク
ス
ト
は
、〈
う
つ
ろ
舟
）
1
（

〉
と
い
う
同
時
代
的
な
Ｓ
Ｆ

ブ
ー
ム
の
中
で
も
注
目
さ
れ
た
表
象
を
一
般
の
読
者
層
に
開
く
形
で
提
示
し
て

い
る
。
従
っ
て
澁
澤
の
八
〇
年
代
に
お
け
る
受
容
の
一
端
を
明
確
に
示
唆
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
ア
ン
グ
ラ
や
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
に
受
容
さ

れ
て
い
た
澁
澤
の
テ
ク
ス
ト
が
、
大
衆
へ
と
開
い
て
ゆ
く
よ
う
な
小
説
へ
の
移

行
を
示
す
特
徴
を
明
確
に
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
先
行
研
究
で

は
、
澁
澤
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
収
束
さ
せ
る
方
向
へ
と
閉
じ
た
読
み
が
中
心

化
さ
れ
て
き
た
。

　

例
え
ば
全
集
解
題
で
は
「
オ
ブ
ジ
ェ
〜
球
体
小
説
）
2
（

」
と
い
う
短
篇
集
全
体
を

通
じ
た
テ
ー
マ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
そ
れ
は
「
首
」

が
鞠
玉
の
よ
う
に
投
げ
交
わ
さ
れ
る
点
が
該
当
す
る
）
3
（

。
そ
し
て
「
う
つ
ろ
舟
」

の
最
終
場
面
で
重
ね
ら
れ
る
「
水
」
や
「
音
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
導
入
に
よ
り
「
球

体
」
の
構
造
が
解
体
さ
れ
る
と
い
う
。
オ
ブ
ジ
ェ
の
「
解
体
」
と
は
「
時
間
性

や
空
間
性
、
因
果
性
か
ら
人
物
を
解
放
す
る
こ
と
で
、
そ
の
個
別
性
が
消
滅
し

て
い
く
世
界
）
4
（

」
と
短
篇
集
全
体
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
て
読
ま
れ
る
。
そ
し

て
「
解
体
」
の
結
果
「
球
体
」
と
し
て
の
「
自
己
」
が
生
滅
す
る
こ
と
は
、
自

己
の
「
唯
一
の
本
質
」
が
「
空
虚
」
で
あ
り
、
そ
こ
へ
の
「
回
帰
」
を
志
向
す

る
澁
澤
自
身
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
重
ね
ら
れ
る
と
い
う
読
み
）
5
（

が
後
続
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
オ
ブ
ジ
ェ
譚
」
が
「
解
体
」
そ
し
て
「
消
滅
」
す
る
と
い

う
短
篇
集
全
体
の
構
造
や
作
家
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
へ
と
還
元
す
る
読
み
が
主

な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
〈
う
つ
ろ
舟
〉
と
い
う
表
象
の
変
遷
と
い

う
視
点
か
ら
澁
澤
の
テ
ク
ス
ト
を
巨
視
的
に
捉
え
直
せ
ば
、
作
家
の
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
あ
る
い
は
〈
幻
想
文
学
）
6
（

〉
作
家
と
い
う
澁
澤
の
従
来
の
位
置
づ
け
に

幻
想
の
越
境
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

│
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澤
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と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
な
「
領
域
の
中
間
」
│
〝
ハ
ブ
〞
と
し
て
の
澁
澤
と
い
う

独
特
の
立
ち
位
置
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
観
点
を
ふ
ま
え
、
本
論
で
は
〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
を
軸
に
、
澁
澤
の

Ｓ
Ｆ
と
純
文
学
の
領
域
横
断
的
な
性
質
と
は
結
果
的
に
ど
の
よ
う
な
政
治
性
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
提
起
す
る
。
そ
し
て
国
家
間
の

対
立
と
い
う
寓
意
に
絡
め
取
ら
れ
た
Ｓ
Ｆ
的
想
像
力
と
結
実
し
た
既
存
の
〈
う

つ
ろ
舟
〉
表
象
を
、
古
今
東
西
の
テ
ク
ス
ト
へ
と
接
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国

家
と
い
う
絶
対
的
な
境
界
線
を
問
い
直
す
よ
う
な
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
想

像
力
に
よ
っ
て
大
衆
化
す
る
と
い
う
政
治
性
を
提
示
す
る
。

　

そ
の
た
め
に
本
論
で
は
、〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
に
て
先
駆
的
な
光
瀬
龍
の
Ｓ

Ｆ
小
説
「
天
の
空
舟
忌
記
」（
一
九
七
六
年
）
と
の
比
較
を
通
じ
て
澁
澤
が
Ｓ

Ｆ
小
説
か
ら
受
け
継
ぐ
も
の
或
は
捨
象
し
た
事
柄
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
し

て
、
澁
澤
が
焦
点
化
し
た
「
う
つ
ろ
舟
の
女
」
お
よ
び
「
少
年
」
と
い
う
登
場

人
物
が
、
澁
澤
の
エ
ッ
セ
イ
よ
り
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
。

第
二
節　

Ｓ
Ｆ
ブ
ー
ム
と
〈
う
つ
ろ
舟
〉

　
〈
う
つ
ろ
舟
〉
と
は
、
滝
沢
馬
琴
『
兎
園
小
説
』（
一
八
二
五
年
）
に
て
代
表

的
に
知
ら
れ
る
日
本
各
地
に
伝
わ
る
怪
異
譚
で
あ
る
。

　
〈
う
つ
ろ
舟
〉
は
、「
空う
つ

穂ぼ

舟ふ
ね

」
や
「
う
つ
ぼ
舟
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
著
名
な

事
例
は
一
八
〇
三
（
享
和
三
）
年
常
陸
国
の
海
岸
に
「
Ｕ
Ｆ
Ｏ
」
そ
っ
く
り
の

形
を
し
た
「
う
つ
ろ
舟
」
が
漂
流
し
た
こ
と
で
あ
る
。
船
の
中
に
は
見
知
ら
ぬ

文
字
が
書
か
れ
て
い
て
、
美
し
い
女
性
が
一
人
乗
っ
て
い
た
と
い
う
内
容
で
あ

り
、
江
戸
の
文
人
や
好
事
家
の
集
ま
り
「
兎
園
会
」
で
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の

奇
談
・
怪
談
を
、
会
員
の
一
人
で
あ
る
曲
亭
馬
琴
が
『
兎
園
小
説
』（
一
八
二

五
年
刊
行
）
に
「
虚
舟
の
蛮
女
」
の
題
で
図
版
と
と
も
に
収
録
し
た
も
の
で
よ

く
知
ら
れ
る
が
、
同
様
の
話
が
全
国
各
地
に
も
見
ら
れ
る
。

　
「
常
陸
国
う
つ
ろ
舟
伝
説
」
を
伝
え
る
資
料
は
、
現
在
ま
で
六
種
類
七
個
（
一

個
は
焼
失
）
が
発
見
さ
れ
て
い
る
）
7
（

。
そ
れ
ら
の
記
述
に
関
し
て
は
若
干
の
差
異

が
見
ら
れ
る
が
、「
常
陸
国
」「
小
笠
原
」「
う
つ
ろ
舟
＋
女
性
搭
乗
員
の
絵
」「
女

性
は
持
つ
箱
を
見
せ
よ
う
と
し
な
い
」
の
よ
う
な
記
述
が
共
通
し
て
い
る
）
8
（

。

　
〈
う
つ
ろ
舟
〉
は
民
俗
学
の
分
野
で
も
言
及
さ
れ
る
。『
折
口
信
夫
全
集
』
第図一　『歴史読本』掲載時の挿絵
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三
巻
に
収
録
さ
れ
る
「
霊
魂
の
話
）
9
（

」
で
は
、
折
口
信
夫
や
柳
田
國
男
の
「
う
つ

ぼ
舟
」「
か
が
み
の
舟
」
に
対
す
る
考
察
が
あ
る
。
ま
た
〈
う
つ
ぼ
舟
〉
の
伝

説
は
「
海
上
他
界
観
」
や
「
補
陀
落
渡
海
」、
養
蚕
の
き
っ
か
け
と
さ
れ
る
伝

承
「
金
色
姫
伝
説
」
な
ど
と
結
び
付
け
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
奇
妙
な
舟
の
漂
着

は
、
黒
船
来
航
を
背
景
と
し
た
同
時
代
の
異
国
船
に
対
す
る
不
安
の
反
映
で
あ

る
と
研
究
家
に
よ
っ
て
寓
意
的
に
読
ま
れ
て
い
る
）
10
（

。

　

こ
う
し
て
民
俗
学
や
歴
史
学
的
な
観
点
か
ら
様
々
な
解
釈
を
呼
び
込
む
〈
う

つ
ろ
舟
〉
表
象
は
、
六
〇
年
代
以
降
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ブ
ー
ム
そ
し
て
七
〇
年
代
の
オ

カ
ル
ト
ブ
ー
ム
の
文
脈
へ
と
接
続
す
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
「
江
戸
時
代
の

Ｕ
Ｆ
Ｏ
」
と
し
て
「
発
見
」
さ
れ
、
Ｓ
Ｆ
や
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
の
波
に
乗
じ
て

言
及
が
増
加
す
る
）
11
（

。
こ
う
し
た
〈
う
つ
ろ
舟
〉
の
Ｓ
Ｆ
化
の
中
で
物
語
の
素
材

と
し
て
と
ら
れ
る
は
や
い
例
が
光
瀬
龍
「
天
の
空
舟
忌
記
」（
一
九
七
六
年
）

で
あ
る
。

　

光
瀬
は
日
本
の
Ｓ
Ｆ
創
世
記
に
関
わ
る
重
要
な
作
家
で
あ
る
が
、
発
表
媒
体

が
『
歴
史
読
本
』
と
い
う
歴
史
フ
ァ
ン
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
雑
誌
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
Ｓ
Ｆ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
〈
歴
史
改
変
モ
ノ
〉
へ
と
拡
大
さ
れ
る

点
で
も
興
味
深
い
一
作
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
ま
ず
光
瀬
版
を
参
照
す
る
こ
と
で
「
江
戸
時
代
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
」
と

し
て
Ｓ
Ｆ
フ
ァ
ン
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
と
物
語
の
枠

組
み
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
約
一
〇
年
後
に
描
か
れ
た
澁
澤
の
テ
ク

ス
ト
が
〈
う
つ
ろ
舟
〉
を
ど
の
よ
う
に
Ｓ
Ｆ
か
ら
〈
幻
想
文
学
〉
の
領
域
へ
と

接
続
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
「
天
の
空
舟
忌
記
」
は
『
歴
史
読
本
』
の
特
集
「
宇
宙
人
の
古
代
」
に
て
古

代
史
を
オ
カ
ル
テ
ィ
ッ
ク
に
語
る
記
事
と
共
に
掲
載
さ
れ
た
）
12
（

。

　
『
歴
史
読
本
』
は
、「
偽
史
、
幻
想
文
学
を
中
心
に
し
た
オ
カ
ル
ト
雑
誌
）
13
（

」
と

分
類
さ
れ
る
。
戦
後
、
い
わ
ゆ
る
「
オ
カ
ル
ト
」
と
目
さ
れ
る
よ
う
な
逸
話
は
、

〈
怪
奇
小
説
〉
や
〈
幻
想
文
学
〉
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
と
の
関
係
も
あ
り
、
文

芸
誌
や
思
想
雑
誌
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
専
門
誌
に
も
あ
ら

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
に
も
頻
出
す
る
「
神
代
文
字
」
に

つ
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
を
含
む
史
料
や
超
古
代
史
、
義
経
＝

ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
説
な
ど
と
い
っ
た
「
偽
史
」
は
、
江
戸
時
代
か
ら
一
部
の
好
事

家
や
国
学
者
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
、
近
代
の
国
家
権
力
と
連
動
し
て
伝
播
し

た
。
そ
れ
ら
は
戦
後
に
な
っ
て
も
一
部
の
大
衆
的
史
雑
誌
や
青
少
年
雑
誌
に
折

に
触
れ
て
特
集
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
オ
カ
ル
ト
を
め
ぐ
る
状
況
の
な
か

『
歴
史
読
本
』
は
、「
宗
教
的
・
秘
境
的
に
、
あ
る
意
味
色
物
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
た
偽
史
を
、
ひ
と
つ
の
娯
楽
的
「
歴
史
ジ
ャ
ン
ル
」
の
域
に
高
め
た
）
14
（

」
と
規

定
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
性
質
を
有
す
る
媒
体
に
お
い
て
光
瀬
は
、
歴
史
小
説
と

Ｕ
Ｆ
Ｏ
譚
と
を
重
ね
合
わ
せ
た
。

　

原
舎
浜
に
飛
行
物
体
が
墜
落
し
、
美
し
い
女
性
が
武
士
に
テ
レ
パ
シ
ー
で
語

り
か
け
る
。
四
〇
〇
年
前
に
も
同
じ
場
所
に
飛
行
物
体
が
現
れ
た
と
老
人
が
語

り
、
女
性
は
「
人
形
」
の
よ
う
な
姿
で
描
か
れ
る
。
こ
の
飛
行
物
体
と
は
図
一

の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
よ
う
な
形
態
を
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
は
「
つ
よ
い
光
」

が
放
た
れ
、
四
〇
〇
年
前
の
目
撃
者
を
老
人
を
除
い
て
全
員
消
滅
さ
せ
て
し

ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
う
し
た
描
写
は
、「
核
」
や
「
原
爆
」
を
想
起
さ
せ
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る
表
象
と
し
て
描
か
れ
る
。
同
時
代
の
Ｓ
Ｆ
が
、
東
西
対
立
や
核
の
脅
威
を

ベ
ー
ス
に
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
）
16
（

、
光
瀬
版
に
お
け
る
村
人
の
滅
亡
の

描
写
と
は
、
同
時
代
の
科
学
技
術
に
対
す
る
脅
威
や
国
家
間
の
対
立
に
よ
る
悲

劇
を
寓
話
化
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
17
（

。

第
三
節　

生
首
と
い
う
装
置

　

光
瀬
龍
「
天
の
空
舟
忌
記
」（
一
九
七
六
年
）
は
、〈
う
つ
ろ
舟
〉
と
い
う
伝

承
を
Ｕ
Ｆ
Ｏ
と
い
う
Ｓ
Ｆ
表
象
の
汲
む
政
治
性
や
科
学
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と

い
う
寓
意
と
接
続
す
る
。

　

澁
澤
も
同
時
期
に
〈
う
つ
ろ
舟
〉
を
Ｓ
Ｆ
的
で
あ
る
と
形
容
す
る
。
光
瀬
「
天

の
空
舟
忌
記
」
の
前
年
、
一
九
七
五
年
一
二
月
七
日
か
ら
約
一
年
、
四
八
回
に

わ
た
り
「
毎
日
新
聞
」
の
日
曜
版
に
お
け
る
連
載
「
東
西
不
思
議
物
語
」
の
な

か
で
澁
澤
は
「
ウ
ツ
ボ
舟
の
女
の
こ
と
」
と
〈
う
つ
ろ
舟
〉
の
女
に
注
目
し
て

紹
介
し
て
い
る
。

　
「
い
ち
ば
ん
奇
想
天
外
で
、
な
に
か
Ｓ
Ｆ
作
品
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
随
筆
「
兎
園
小
説
」
に
出
て
く
る
話
」
で
あ
る
と

〈
う
つ
ろ
舟
〉
の
逸
話
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
「
円
盤
の
形
を
し
た
ウ
ツ
ボ
舟

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
、
超
時
代
的
な
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
」
と
同
時
代
の
オ
カ

ル
ト
ブ
ー
ム
を
江
戸
期
に
お
け
る
怪
異
と
の
連
関
の
中
で
捉
え
直
す
。
光
瀬
が

〈
う
つ
ろ
舟
〉
を
Ｕ
Ｆ
Ｏ
と
し
て
描
き
、
科
学
技
術
に
対
す
る
脅
威
を
軸
に
据

え
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
澁
澤
は
〈
う
つ
ろ
舟
〉
と
は
時
代
区
分
を
超
越
す

る
よ
う
な
表
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
に
対
す
る
澁
澤
の
見
解
と
は
、
光
瀬
版
よ
り

一
〇
年
後
に
書
か
れ
る
小
説
「
う
つ
ろ
舟
」
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

光
瀬
版
に
お
い
て
前
景
化
さ
れ
て
い
た
〈
う
つ
ろ
舟
〉
に
対
す
る
脅
威
に
重
ね

ら
れ
る
同
時
代
の
Ｓ
Ｆ
表
象
と
密
着
し
て
国
家
間
対
立
に
対
す
る
寓
意
性
が
、

漂
白
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

光
瀬
版
で
は
、
寓
意
を
介
入
さ
せ
る
た
め
に
、
目
撃
者
を
「
つ
よ
い
光
」
に

よ
っ
て
消
し
去
り
登
場
人
物
が
テ
ク
ス
ト
の
背
景
に
後
退
す
る
よ
う
な
語
り
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
澁
澤
版
は
む
し
ろ
〈
う
つ
ろ
舟
〉
を
出
現
さ
せ

る
よ
う
な
社
会
的
事
象
が
後
景
化
す
る
。
そ
し
て
「
う
つ
ろ
舟
の
蛮
女
」
そ
の

も
の
が
中
心
化
さ
れ
、「
少
年
」
と
の
交
わ
り
を
通
し
て
幻
想
小
説
の
中
に
頻

出
す
る
「
生
首
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
加
筆
さ
れ
る
。
つ
ま
り
澁
澤
は
、〈
う

つ
ろ
舟
〉
と
い
う
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
の
象
徴
で
あ
る
Ｕ
Ｆ
Ｏ
に
纏
わ
る
社
会
情

勢
お
よ
び
科
学
技
術
に
対
す
る
恐
怖
や
不
安
を
結
果
的
に
捨
象
す
る
形
で
幻
想

譚
を
織
り
な
お
す
の
で
あ
る
。

　

寓
意
性
は
澁
澤
の
描
く
「
う
つ
ろ
舟
の
蛮
女
」
と
「
少
年
」
の
間
に
は
あ
る

意
味
ノ
イ
ズ
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
寓
意
性
の
捨
象
と
は
、
Ｕ

Ｆ
Ｏ
と
い
う
同
時
代
的
に
は
国
家
間
同
士
の
対
立
に
起
因
す
る
よ
う
な
政
治
的

な
暗
喩
性
の
強
い
表
象
を
〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
か
ら
あ
え
て
切
り
離
す
〈
脱
政

治
性
〉
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
古
今
東
西
の
テ
ク
ス
ト
と
〈
う
つ
ろ

舟
〉
表
象
を
新
た
に
接
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
国
家
」
と
い
う
境
界
線

を
前
提
と
し
な
い
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
18
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な
時
空
間
へ
と
テ
ク
ス
ト
を
ひ
ら
き
、
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人
々
を
規
定
す
る
既
存
の
共
同
体
や
制
度
の
硬
直
性
を
問
い
直
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
エ
ッ
セ
イ
の
素
材
が
小
説
と

し
て
編
み
直
さ
れ
る
こ
と
で
〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
を
ひ
ら
い
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う

か
。

　

そ
れ
は
第
一
に
「
生
首
」
と
い
う
政
治
的
文
脈
と
連
関
し
た
表
象
を
、「
う

つ
ろ
舟
の
女
」
と
の
遊
戯
の
素
材
へ
と
意
味
性
を
脱
臼
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
。
澁
澤
版
「
う
つ
ろ
舟
」
は
、『
兎
園
小
説
』
を
材
に
と
っ
た
〈
う

つ
ろ
舟
〉
の
逸
話
と
「
後
日
の
談
」
そ
し
て
「
は
る
か
以
前
の
談
」
と
い
う
三

部
構
成
か
ら
な
る
。〈
う
つ
ろ
舟
〉
の
逸
話
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

舞
台
と
な
る
「
は
ら
ど
ま
り
」
の
浜
辺
に
て
、
漁
師
た
ち
が
沖
に
奇
妙
な
舟

が
漂
っ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。
浜
に
引
き
上
げ
た
奇
妙
な
舟
の
上
部
は
ガ
ラ

ス
障
子
、
底
部
は
鉄
で
で
き
て
お
り
「
さ
し
ず
め
空
飛
ぶ
円
盤
」
の
よ
う
な
形

を
し
た
小
型
の
潜
水
艦
」
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
中
に
は
左
わ
き
に
黒
い
小
箱
を

抱
え
た
西
洋
の
美
女
が
乗
っ
て
い
る
。
漁
師
た
ち
は
、
皆
美
女
に
心
を
奪
わ
れ

る
。
長
老
は
、「
女
は
異
国
の
姫
で
、
男
と
の
密
通
が
バ
レ
、
島
流
し
に
あ
っ
た
。

箱
の
中
身
は
情
婦
の
首
で
、
そ
れ
を
大
事
に
抱
え
て
い
る
。」
と
私
見
を
述
べ
る
。

長
老
が
去
っ
た
後
、
漁
師
た
ち
は
酒
盛
に
て
銘
々
が
女
に
対
す
る
邪
な
思
い
を

語
り
出
す
。
そ
こ
に
長
老
の
一
六
歳
に
な
る
孫
の
仙
太
郎
が
混
じ
っ
て
い
た
が
、

漁
師
た
ち
は
彼
を
子
ど
も
扱
い
し
て
そ
の
場
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
う
。
し
か

し
仙
太
郎
は
女
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
海
岸
に
出
向
い
た
と
こ
ろ
、
い
つ
の
間

に
か
仙
太
郎
は
舟
の
内
部
に
入
り
込
み
女
と
対
面
し
て
い
た
。
女
が
抱
え
て
い

た
箱
を
あ
け
る
と
そ
こ
に
は
仙
太
郎
の
首
が
入
っ
て
お
り
、
二
人
が
生
首
で
鞠

投
げ
を
し
、
女
と
交
わ
る
。
そ
の
後
、
女
は
抱
え
て
い
た
箱
の
な
か
に
小
水
を

し
、
そ
の
音
が
「
諸
行
無
常
／
是
生
滅
法
／
生
滅
滅
己
／
寂
滅
為
楽
」
と
法
文

を
唱
え
る
の
を
聞
く
。
そ
の
音
の
氾
濫
に
仙
太
郎
は
何
処
か
へ
運
ば
れ
て
ゆ
く

よ
う
な
恍
惚
感
を
覚
え
る
。
そ
し
て
仙
吉
と
女
は
翌
日
浜
か
ら
消
え
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
従
来
の
〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
を
基
盤
に
し
て
少
年
「
仙
太
郎
」

を
視
点
人
物
に
据
え
、
舟
に
乗
っ
て
い
た
西
洋
の
美
女
と
の
邂
逅
譚
と
い
う
趣

へ
拡
張
す
る
。
と
く
に
澁
澤
「
う
つ
ろ
舟
」
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
舟
に

乗
っ
て
い
た
女
と
の
「
生
首
」
を
介
し
た
交
歓
だ
ろ
う
。

　
「
生
首
」
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
の
場
面
は
、『
聊
斎
志
異
』
の
「
首
の
す
げ
か

え
（
陸
判
）」
と
、
短
篇
集
『
ね
む
り
姫
』（
一
九
八
三
年
）
収
録
の
「
狐
媚
記
」

の
結
末
に
活
用
さ
れ
た
、『
大
語
園
』
の
〈
接
吻
の
玉
〉（
原
話
・「
温
突
夜
話
」）

と
の
、
二
つ
の
着
想
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
る
）
19
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。
こ

れ
よ
り
古
今
東
西
の
怪
異
譚
を
変
形
し
、
一
つ
の
場
面
に
収
束
さ
せ
て
い
る
こ

と
が
伺
え
る
。
で
は
な
ぜ
「
生
首
」
を
介
し
て
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
間
の
交
合

が
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
生
首
」
が
、
日
本
文
学
に
お
い
て
あ
る

種
の
政
治
性
が
捨
象
さ
れ
た
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
投
影
物
と
し
て
描
か
れ
て
き

た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

野
口
武
彦
は
、
日
本
文
学
に
お
け
る
「
斬
首
」
の
系
譜
を
体
系
的
に
ま
と
め

る
）
20
（

。「
生
首
」
と
は
戦
国
時
代
に
お
い
て
実
際
の
金
品
や
領
土
と
い
っ
た
物
質

的
な
も
の
へ
還
元
さ
れ
、
武
士
の
功
績
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
江

戸
時
代
以
後
、
平
和
な
世
に
な
る
と
「
斬
首
」
は
歌
舞
伎
の
中
で
材
に
取
ら
れ
、

「
悲
哀
」
を
示
す
「
装
置
」
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
「
生
首
」
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が
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
誘
発
す
る
モ
ノ
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
転
換
点
と
な

る
。
さ
ら
に
「
生
首
」
に
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
付
与
す
る
の
は
江
戸
期
の
怪
談

を
通
じ
て
演
出
さ
れ
る
も
の
と
変
遷
し
て
ゆ
く
。

　

後
述
す
る
が
澁
澤
も
江
戸
期
の
怪
談
に
つ
い
て
「
ろ
く
ろ
首
」
と
ネ
ク
ロ

フ
ィ
リ
ア
的
願
望
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
生
首
」
は
江
戸
期
の

怪
談
に
お
い
て
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
装
置
と
し
「
発
見
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
。
そ
れ
を
近
代
文
学
の
中
で
如
実
に
反
映
し
て
い
る
の
が
谷
崎
潤
一
郎

『
武
州
公
秘
話
』（
一
九
三
五
年
）
に
お
け
る
「
生
首
」
へ
の
変
身
願
望
だ
と
野

口
は
指
摘
す
る
。
美
し
い
女
た
ち
に
よ
っ
て
残
酷
に
扱
わ
れ
た
い
と
い
う
マ
ゾ

ヒ
ズ
ム
の
欲
望
の
投
影
物
が
「
生
首
」
だ
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
物
質
と
し
て

の
「
生
首
」
か
ら
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
投
影
さ
れ
る
モ
ノ
へ
の
転
換
的
テ
ク
ス

ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
21
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。

　
「
生
首
」
が
物
質
的
価
値
か
ら
、「
物
語
」
の
中
で
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
対
象

へ
と
記
述
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
道
筋
の
中
に
「
う
つ
ろ
舟
」
の
玩
具
と
し
て
の

「
生
首
」
も
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
少
年
と
女
の
生
首
の
キ
ャ
ッ

チ
ボ
ー
ル
は
、
女
へ
の
性
的
関
心
お
よ
び
「
少
年
」
自
身
の
オ
ブ
ジ
ェ
化
願
望

が
入
り
乱
れ
る
も
の
と
了
解
で
き
る
）
22
（

。

　
〈
う
つ
ろ
舟
〉
は
も
と
も
と
「
毎
日
新
聞
」
の
日
曜
版
の
連
載
の
中
で
「
ウ

ツ
ボ
舟
の
女
の
こ
と
」
と
い
う
題
で
大
衆
に
向
け
て
紹
介
さ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
〈
う
つ
ろ
舟
〉
と
は
、
当
初
か
ら
舟
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
に
乗
っ

て
い
た
不
思
議
な
女
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

伺
え
る
。
小
説
で
は
そ
う
し
た
女
に
対
す
る
「
欲
望
」
が
少
年
の
視
線
を
通
し

て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
う
つ
ろ
舟
」
は
、
江
戸
期
や
中
国
の
怪
談
を
「
フ
ェ
テ
ィ

シ
ズ
ム
」
と
い
う
欲
望
の
投
影
物
と
し
て
近
代
的
に
描
き
直
す
こ
と
に
よ
っ
て

〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
に
独
自
の
解
釈
を
加
え
た
。
古
典
籍
に
対
す
る
近
代
的
な

解
釈
と
は
、
澁
澤
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
小
説
へ
の
編
み
直
し
の
軸
と
な
る
。

　

例
え
ば
澁
澤
は
『
ユ
リ
イ
カ
』
に
て
一
九
八
〇
年
五
月
号
か
ら
一
九
八
一
年

六
月
号
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
『
ド
ラ
コ
ニ
ア
綺
譚
集
』（
一
九
八
三
年
）

の
中
で
、「
飛
ぶ
頭
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
で
「
首
」
に
ま
つ
わ
る
怪
談
を
掲

載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
期
の
怪
談
に
現
れ
る
「
ろ
く
ろ
首
」
を
「
女
体

へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
の
投
影
だ
と
い
う
澁
澤
の
独
自
の
読
み
が
展
開
さ
れ

る
も
の
で
、〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
に
添
加
さ
れ
た
「
生
首
」
の
モ
チ
ー
フ
に
も

通
底
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
」
と
い
う
澁
澤
自
身
を
想
起
さ
せ
る
語
り
手
が
、
日
本
の
「
ろ
く

ろ
首
」
と
中
国
の
「
飛
頭
蛮
」
と
い
う
怪
異
の
類
似
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
飛
頭
蛮
は
中
国
南
方
の
辺
境
に
住
む
種
族
と
さ
れ
、
古
い

中
国
の
地
誌
や
博
物
誌
に
記
述
さ
れ
る
。
こ
の
種
族
が
日
本
の
江
戸
時
代
の
随

筆
や
小
説
に
も
登
場
し
、
ろ
く
ろ
首
と
同
様
の
怪
異
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が

多
い
と
述
べ
る
。
し
か
し
、「
私
」
は
そ
の
多
く
が
単
純
で
荒
唐
無
稽
な
話
で

あ
り
、
面
白
さ
に
欠
け
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
荒
木
田
麗
女
の
『
怪
世
語
』

の
中
に
あ
る
「
ろ
く
ろ
首
」
に
つ
い
て
の
話
は
、「
わ
た
し
」
の
認
識
を
改
め

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
話
で
は
、
陸
奥
の
守
の
屋
敷
で
働
く
女
が
実
は

首
が
飛
ぶ
怪
異
で
あ
り
、
そ
の
正
体
が
ば
れ
て
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
る
も
の
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で
あ
る
。
そ
の
後
、
場
面
は
「
私
」
と
比
較
文
学
を
研
究
す
る
若
い
友
人
「
Ｙ

君
」
と
の
会
話
に
移
る
。
二
人
は
『
怪
世
語
』
の
話
を
「
斬
首
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
」
と
い
う
視
点
で
解
釈
す
る
。「
Ｙ
君
」
は
、
ユ
デ
ィ
ッ
ト
と
ホ
ロ
フ
ェ
ル

ネ
ス
の
物
語
を
引
き
合
い
に
出
し
、
首
を
切
る
こ
と
が
男
性
の
去
勢
恐
怖
に
関

連
す
る
と
論
じ
、
陸
奥
の
守
と
怪
異
の
女
の
関
係
を
こ
の
視
点
で
分
析
す
る
の

で
あ
っ
た
。

　

こ
の
逸
話
で
興
味
深
い
の
は
、
そ
う
し
た
「
解
釈
」
を
「
わ
た
し
」（
＝
澁
澤
）

と
い
う
作
者
と
同
じ
水
準
に
語
り
が
あ
る
と
い
う
多
く
の
読
者
の
読
み
を
利
用

し
て
、「
Ｙ
君
」
に
「
わ
た
し
」
自
身
を
「
精
神
分
析
」
さ
せ
る
こ
と
で
、
解

釈
さ
れ
る
対
象
と
し
て
「
わ
た
し
」
を
物
語
化
す
る
点
で
あ
る
。

　
「
Ｙ
君
」
の
「
解
釈
」
に
よ
り
「
わ
た
し
」
は
、
単
な
る
「
語
り
手
」
の
位

置
に
と
ど
め
置
か
れ
ず
、「
Ｙ
君
」
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
登
場
人
物
に
な
り
、

「
Ｙ
君
」
の
「
わ
た
し
」
に
関
す
る
「
斬
首
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
「
解
釈
」

に
納
得
す
る
。
そ
し
て
「
Ｙ
君
」
の
帰
宅
後
、
深
夜
「
わ
た
し
」
の
前
に
、「
首

な
し
」
の
「
伝
プ
ラ
ク
テ
ス
の
大
理
石
の
少
女
」
が
現
れ
、
彼
女
と
不
思
議
な

情
交
を
交
わ
す
。
テ
ク
ス
ト
冒
頭
部
で
は
語
り
手
に
す
ぎ
な
か
っ
た
「
わ
た
し
」

は
、
こ
う
し
て
「
首
な
し
」
の
少
女
と
戯
れ
る
者
と
し
て
完
全
に
物
語
に
取
り

込
ま
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
『
ド
ラ
コ
ニ
ア
綺
譚
集
』
は
、「
エ
ッ
セ
イ
」
と
い
う
体
裁

を
取
り
な
が
ら
「
物
語
」
の
よ
う
で
も
あ
る
と
表
現
さ
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な

「
語
り
手
」
で
あ
る
「
わ
た
し
」
が
召
喚
す
る
人
物
あ
る
い
は
オ
ブ
ジ
ェ
に
よ
っ

て
「
わ
た
し
」
自
ら
も
テ
ク
ス
ト
の
内
部
へ
と
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
構
造
ゆ
え

と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
わ
た
し
」
が
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
言
及
さ
れ
た
事
象
を
も
と
に
別
の

物
語
を
語
る
作
家
と
し
て
の
欲
望
を
発
露
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点

で
あ
る
。「
Ｙ
君
」
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
「
斬
首
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と

い
う
診
断
の
結
果
に
触
発
さ
れ
て
「
わ
た
し
」
が
、「
も
し
お
れ
が
作
者
だ
っ

た
ら
、
話
の
筋
を
少
し
変
え
て
、
ま
ず
守
に
女
と
情
交
」
さ
せ
、
そ
の
後
に
「
首

が
な
い
こ
と
」
に
気
づ
か
せ
る
」
と
い
う
筋
を
夢
想
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
私
」

に
よ
る
「
斬
首
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
に
ま
つ
わ
る
解
釈
の
変
奏
が
、
後
続
す
る

小
説
「
う
つ
ろ
舟
」
へ
と
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
「
う
つ
ろ
舟
」
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
生
首
の
鞠
投
げ
、
そ
し

て
「
う
つ
ろ
舟
の
女
」
と
「
仙
太
郎
」
の
情
交
は
、『
ド
ラ
コ
ニ
ア
綺
譚
集
』

に
お
け
る
「
わ
た
し
」
と
「
Ｙ
君
」
の
〈
セ
ッ
シ
ョ
ン
〉
に
よ
っ
て
編
み
出
さ

れ
た
別
の
物
語
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
生
首
」
は
、「
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
し
て
ま
な
ざ
さ
れ
る
こ
と
で
、

そ
れ
を
見
る
も
の
の
「
無
意
識
」
を
語
る
装
置
と
し
て
澁
澤
の
記
述
す
る
テ
ク

ス
ト
の
中
に
遍
在
し
て
い
る
。

　
「
う
つ
ろ
舟
」
へ
視
線
を
戻
す
と
、〈
う
つ
ろ
舟
〉
│
〈
女
〉
│
〈
生
首
〉
│

〈
男
根
〉
と
い
う
よ
う
に
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
が
連
鎖
す
る
構
造
が
「
う
つ
ろ
舟
」

に
は
見
い
だ
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
を
女
と
共
に
遊
ぶ
「
少
年
」

の
存
在
が
介
入
し
な
け
れ
ば
そ
れ
は
従
来
の
政
治
色
に
塗
れ
た
Ｓ
Ｆ
的
寓
話
と

し
て
読
み
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

で
は
具
体
的
に
〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
を
「
少
年
」
を
軸
に
媒
介
さ
せ
る
こ
と
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で
彼
ら
を
縛
る
寓
意
性
か
ら
如
何
に
逸
脱
し
、
新
た
な
る
〈
他
者
〉
へ
と
開
か

れ
る
場
と
し
て
〈
う
つ
ろ
舟
〉
を
編
み
直
し
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。〈
う
つ
ろ

舟
〉
の
逸
話
に
接
続
さ
れ
る
「
後
日
の
談
」
お
よ
び
「
は
る
か
以
前
の
談
」
の

役
割
か
ら
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
テ
ク
ス
ト
の
志
向
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
四
節　

ト
ラ
ン
ス
す
る
時
空

　
「
う
つ
ろ
舟
」
は
、「
う
つ
ろ
舟
の
女
」
と
「
少
年
」
の
邂
逅
譚
に
接
続
す
る

形
で
「
後
日
の
談
」
と
「
は
る
か
以
前
の
談
」
と
い
う
三
部
構
成
か
ら
な
る
。

全
集
解
題
で
は
、
紙
幅
の
関
係
で
「
蛇
足
」
的
に
記
述
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
と

否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
う
つ
ろ
舟
」
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
に
接
続
す
る
後
の
二
話
は
、
政
治
的
な
寓
意
性
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
〈
う

つ
ろ
舟
〉
表
象
を
、
異
な
る
時
空
間
へ
連
な
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ト
ポ

ス
と
し
て
解
釈
の
地
平
を
拓
く
た
め
に
重
要
な
部
分
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て

み
た
い
。
ま
ず
「
後
日
の
談
」
と
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

父
の
隣
で
飛
行
機
の
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
で
音
楽
を
聴
い
て
い
た
少
年
「
友
彦
」

は
、
そ
こ
か
ら
突
然
流
れ
て
き
た
澄
ん
だ
声
の
「
諸
行
無
常
」
の
法
文
に
不
安

な
気
持
ち
を
覚
え
る
。
父
に
そ
の
こ
と
を
訴
え
て
も
気
の
せ
い
だ
ろ
う
と
相
手

に
し
て
も
ら
え
な
い
。
友
彦
は
気
晴
ら
し
の
た
め
に
飛
行
機
の
ト
イ
レ
で
自
慰

を
し
て
水
を
流
す
。
す
る
と
そ
の
奔
流
の
渦
か
ら
ふ
た
た
び
先
ほ
ど
の
法
文
が

聞
こ
え
て
く
る
。
友
彦
は
個
室
に
鍵
を
か
け
オ
イ
フ
ォ
リ
ー
（
多
幸
症
）
と
い

う
「
誰
に
も
邪
魔
さ
れ
た
く
な
い
無
限
の
状
態
」
に
浸
り
き
る
。
そ
う
し
て
い

る
う
ち
に
、
な
か
な
か
ト
イ
レ
か
ら
出
て
こ
な
い
「
友
彦
」
が
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ

ク
を
試
み
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
機
内
は
騒
然
と
し
は
じ
め
る
。

　
「
後
日
の
談
」
は
〈
う
つ
ろ
舟
〉
の
伝
承
か
ら
時
空
が
遠
く
未
来
へ
移
り
、

飛
行
機
の
中
に
お
け
る
「
少
年
」
の
不
思
議
な
体
験
と
し
て
反
復
さ
れ
る
。
い

わ
ば
〈
う
つ
ろ
舟
〉
と
い
う
村
の
共
同
体
か
ら
少
年
を
連
れ
出
し
た
乗
り
物
は
、

時
空
を
越
え
て
日
本
か
ら
異
国
へ
と
少
年
を
連
れ
出
す
た
め
の
飛
行
機
へ
と
拡

張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
は
る
か
以
前
の
談
」
も
法
文
の
音
に
導
か
れ
る
形
で
少
年
が
共
同

体
か
ら
の
逸
脱
を
果
た
す
型
を
と
る
。『
今
昔
物
語
集
』
に
同
型
の
逸
話
が
あ

る
と
い
う
但
し
書
き
が
な
さ
れ
、
天
竺
に
あ
る
天
狗
の
国
の
王
と
王
子
が
、
大

雪
山
（
ヒ
マ
ラ
ヤ
）
を
越
え
て
震
旦
（
中
国
）
へ
向
か
お
う
と
す
る
物
語
で
あ

る
。

　

旅
の
途
中
、
王
子
は
氷
河
の
溶
け
た
水
の
音
か
ら
「
諸
行
無
常
」
な
ど
の
仏

教
の
法
文
が
聞
こ
え
る
の
を
耳
に
す
る
が
、
王
に
は
そ
の
音
が
聞
こ
え
な
い
。

王
は
、
そ
の
法
文
が
天
狗
の
種
族
を
滅
ぼ
す
た
め
に
仏
教
徒
が
作
っ
た
も
の
で

あ
り
、
王
子
が
目
を
つ
け
ら
れ
た
の
だ
と
警
告
し
、
旅
を
中
断
し
て
帰
国
す
る
。

王
が
死
ん
だ
後
、
王
子
は
再
び
大
雪
山
を
越
え
、
法
文
の
声
を
探
し
て
日
本
の

川
を
進
む
。
そ
し
て
比
叡
山
近
く
の
川
で
法
文
の
音
が
響
く
の
を
聞
き
、
そ
の

音
が
僧
の
厠
か
ら
流
れ
る
小
水
に
よ
る
も
の
だ
と
知
り
、
こ
れ
に
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
た
王
子
は
、
自
ら
も
山
の
僧
に
な
る
こ
と
を
誓
う
。

　
「
は
る
か
以
前
の
談
」
で
は
、〈
う
つ
ろ
舟
〉
は
天
狗
の
少
年
を
中
国
か
ら
日

本
の
比
叡
山
へ
運
ぶ
乗
り
物
と
し
て
描
き
直
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
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き
は
、
法
文
の
音
は
天
狗
の
父
に
よ
れ
ば
「
天
狗
の
種
族
を
滅
ぼ
す
た
め
に
仏

教
徒
が
作
っ
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
政
治
的
な
音
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
少
年
は
父
の
忠
告
を
気
に
せ
ず
に
国
境
を
簡
単
に
超
え
、

あ
っ
さ
り
と
日
本
の
僧
侶
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
、
少
年
が
国
境
を
越
え
た
空
間
で
〈
他

者
〉
と
出
会
う
こ
と
で
あ
る
。「
後
日
の
談
」
で
は
、
少
年
「
友
彦
」
が
飛
行

機
と
い
う
ど
こ
の
国
に
も
属
さ
な
い
空
間
の
中
で
不
思
議
な
声
を
聴
く
。「
は

る
か
以
前
の
談
」
で
は
、
天
狗
の
子
が
国
境
を
越
え
て
旅
を
し
な
が
ら
不
思
議

な
声
に
遭
遇
す
る
こ
と
で
僧
侶
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
う
つ
ろ
舟
の
女
」
と

い
う
〈
他
者
〉
と
の
遭
遇
が
、
少
年
た
ち
が
国
境
を
越
え
て
別
の
空
間
へ
と
誘

う
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
「
成
長
」
を
促
す
物
語
と
し
て
〈
う
つ
ろ
舟
〉
表

象
を
流
動
的
に
読
み
替
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

従
来
の
〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
が
、
黒
船
来
航
の
比
喩
や
、
戦
後
の
東
西
対
立
、

そ
し
て
原
爆
な
ど
科
学
技
術
に
対
す
る
警
告
で
あ
っ
た
こ
と
は
第
二
節
で
確
認

し
た
。
と
こ
ろ
が
澁
澤
は
そ
う
し
た
国
家
間
の
対
立
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
寓

意
を
捨
象
す
る
。
そ
し
て
国
家
と
い
う
線
引
き
を
時
空
間
ご
と
飛
び
越
え
る
こ

と
で
「
少
年
」
と
「
う
つ
ろ
舟
の
女
」
と
い
う
名
も
国
籍
も
不
明
の
〈
他
者
〉

と
遭
遇
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
未
知
の
〈
他
者
〉
と
の
遭
遇
が
、
創
作
メ
モ
に
お

け
る
フ
ァ
リ
ッ
ク
な
も
の
の
オ
ブ
ジ
ェ
化
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
特
に
「
後
日
の
談
」
に
て
顕
著
に
読
み
取
れ
る
。

　
「
後
日
の
談
」
の
創
作
メ
モ
よ
り
、
当
初
の
構
想
で
は
一
九
七
〇
年
三
月
三

一
日
に
発
生
し
た
よ
ど
号
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
な
ど
新
左
翼
の
青
少
年
が
引
き

起
こ
し
、
七
〇
年
代
に
急
増
す
る
「
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
」
と
い
う
文
言
が
「
ス

チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
に
関
す
る
性
的
関
心
」
と
併
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
社
会

的
事
件
と
少
年
の
性
的
関
係
が
閉
じ
た
機
内
の
中
で
融
合
さ
れ
る
ポ
ル
ノ
グ
ラ

フ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
想
像
力
が
前
提
に
あ
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
創
作
メ
モ
で

前
景
化
さ
れ
て
い
た
政
治
的
・
社
会
的
事
件
を
喚
起
さ
せ
る
よ
う
な
モ
チ
ー
フ

は
少
年
の
ト
イ
レ
の
中
に
お
け
る
自
慰
と
い
う
個
室
の
中
の
描
写
に
よ
っ
て
後

景
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
少
年
に
だ
け
聞
こ
え
る
「
う
つ
ろ
舟
の
女
」
の
声
へ
と

少
年
の
意
識
は
中
心
化
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
政
治
性
の
後
景
化
と
は
、「
少
年
」
の
オ
ブ
ジ
ェ
志
向
の
論
理
的

支
柱
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
創
作
メ
モ
で
は
友
彦
が
飛
行
機
の
中
で
「
拳
銃
」

を
弄
ぶ
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
精
神
分
析
的
文
脈
で
は
、

「
拳
銃
」
と
は
男
根
の
象
徴
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
小
説
に
お
い
て
は
、
友

彦
の
自
慰
、
つ
ま
り
「
男
根
」
と
の
戯
れ
に
「
拳
銃
」
が
置
換
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
実
際
に
事
件
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
「
拳
銃
」
と
い
う
凶

器
が
、
遊
戯
の
道
具
と
し
て
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
と
い
う
社
会
的
事
件
は
、
法
文
と
共
に
「
個

室
」
で
の
享
楽
へ
と
凝
縮
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
少
年
」
が
声
に
導
か
れ
「
内
部
」

に
入
り
、〈
他
者
〉
と
遭
遇
す
る
と
い
う
構
造
は
、〈
う
つ
ろ
舟
〉
伝
承
の
部
分

と
対
応
し
て
い
る
。

　

浜
辺
に
お
け
る
「
男
た
ち
」
の
〈
社
会
〉
を
離
れ
て
、
女
と
「
少
年
」
が
二

人
だ
け
の
遊
戯
に
興
ず
る
と
い
う
密
室
性
は
時
空
を
越
え
て
繰
り
返
し
記
述
さ

れ
る
。
そ
れ
は
、
単
純
に
少
年
の
「
逃
避
」
を
示
す
の
で
は
な
く
、
既
存
の
政
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治
的
文
脈
を
安
易
に
記
述
す
る
よ
う
な
比
喩
と
し
て
の
Ｓ
Ｆ
的
表
象
を
相
対
化

し
、
そ
の
基
盤
と
す
る
共
同
体
の
成
立
の
硬
直
性
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
精
神
分
析
的
な
「
男
根
」
を
オ
ブ
ジ
ェ
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
基
盤
と
す
る
「
父
の
法
」
の
絶
対
性
を
問
い
直
す
と
い
う
方
法

に
よ
っ
て
読
み
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
「
父
の
法
」
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
い
う
観
点
で
テ
ク
ス
ト
を
捉
え
直
す
と
、

「
後
日
の
談
」
の
「
少
年
」
の
傍
ら
に
「
父
」
が
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
「
創
作
メ
モ
」
に
は
少
年
が
「
イ
ヤ
ホ
ー
ン
」
か
ら
法
文
が
聞
こ

え
る
と
隣
に
い
る
父
に
伝
え
る
部
分
に
は
、「
お
や
じ
真
青　

コ
ロ
ン
ブ
レ
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
た
め
だ
。

　
「
コ
ロ
ン
ブ
レ
」
は
、
デ
ィ
ー
ノ
・
ブ
ッ
ツ
ァ
ー
テ
ィ
に
よ
る
短
編
「
コ
ロ

ン
ブ
レ
）
23
（

」
に
登
場
す
る
幻
の
魚
の
名
前
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
少
年
が
父
の

言
葉
に
拠
る
呪
縛
を
逃
れ
る
た
め
に
獲
得
す
る
成
長
譚
で
あ
る
。
主
人
公
で
一

二
歳
の
ス
テ
フ
ァ
ノ
・
ロ
イ
は
、
父
の
帆
船
で
巨
大
な
鮫
コ
ロ
ン
ブ
レ
を
目
撃

し
、
海
に
出
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
。
コ
ロ
ン
ブ
レ
は
一
度
狙
っ
た
相
手
を
追

い
続
け
る
恐
ろ
し
い
魚
で
あ
り
、
ス
テ
フ
ァ
ノ
は
そ
の
恐
怖
か
ら
逃
げ
つ
つ
も

海
の
男
と
し
て
成
長
し
て
ゆ
く
。
年
老
い
た
彼
は
、
つ
い
に
コ
ロ
ン
ブ
レ
と
対

決
し
、
魚
が
彼
を
追
い
続
け
た
真
の
理
由
を
知
る
。

　

こ
の
物
語
で
は
「
コ
ロ
ン
ブ
レ
」
と
い
う
言
葉
自
体
に
は
特
別
な
意
味
は
な

く
、
そ
れ
を
追
い
求
め
る
「
少
年
」
の
行
為
が
「
コ
ロ
ン
ブ
レ
」
の
意
味
内
容

を
膨
張
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
構
造
を
と
る
。
こ
の
設
定
は
、「
少
年
」
の
成
長

物
語
を
通
じ
て
、
言
葉
の
音
と
意
味
は
恣
意
的
に
結
び
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
言
語
の
本
質
を
突
く
も
の
と
読
み
得
る
。
さ
ら
に
父
が
「
コ
ロ
ン
ブ

レ
」
を
危
険
だ
と
航
海
を
禁
じ
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
少
年
の
「
コ
ロ
ン
ブ
レ
」

の
内
実
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
「
欲
望
」
を
刺
激
す
る
と
い
う
精
神
分
析
的

な
禁
止
に
よ
る
欲
望
の
創
出
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
重
な
る
。
し
た
が
っ
て
「
父
」

の
「
少
年
」
へ
の
「
禁
止
」
と
は
、
ラ
カ
ン
の
い
う
「
父
の
法
」
を
意
味
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
短
篇
「
コ
ロ
ン
ブ
レ
」
は
、
手
に
入
ら
な
い
も
の
を
永
遠
に

追
い
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
象
徴
界
）
24
（

」（
＝
言
葉
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
世

界
）
を
浮
遊
す
る
余
り
に
も
教
科
書
的
な
欲
望
原
理
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
戯
画
化

し
た
寓
話
と
読
み
得
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
コ
ロ
ン
ブ
レ
」
と
い
う
謎
の
音
は
、「
後
日
の
談
」
で
は
、「
う
つ
ろ

舟
の
女
」
の
声
に
も
重
ね
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
う
つ
ろ
舟
」
に

お
い
て
、
漁
師
の
共
同
体
の
長
に
妖
し
い
〈
う
つ
ろ
舟
〉
に
は
近
づ
く
な
と
禁

止
を
命
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
少
年
は
そ
の
禁
止
を
破
っ
て
女
と
情
交
し
、
共

同
体
を
離
脱
す
る
。
続
く
「
後
日
の
談
」
で
も
、「
父
」
に
声
の
存
在
は
否
定

さ
れ
る
も
の
の
、「
う
つ
ろ
舟
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
外
へ
と
響
き
出
し
た
女
の

声
は
、
少
年
を
再
び
「
父
」
の
支
配
す
る
現
実
の
世
界
か
ら
連
れ
出
す
。

　

そ
の
際
に
象
徴
的
に
弄
ば
れ
る
「
男
根
」
と
は
、「
拳
銃
」
と
し
て
暴
力
的

に
世
界
を
変
え
得
る
力
を
有
す
る
「
武
器
」
で
は
な
く
、
単
な
る
「
玩
具
」
と

し
て
の
意
味
し
か
持
ち
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
父
の
法
」
│
現
実
的
な

世
界
に
影
響
を
与
え
る
言
葉
が
物
語
世
界
の
解
釈
を
硬
直
化
さ
せ
て
し
ま
う
こ

と
に
対
す
る
批
判
と
し
て
機
能
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

本
テ
ク
ス
ト
は
一
見
す
る
と
「
少
年
」
が
好
奇
心
に
駆
ら
れ
て
父
と
の
関
係
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か
ら
抜
け
出
し
、
別
の
世
界
を
志
向
す
る
と
い
う
あ
ま
り
に
も
エ
デ
ィ
プ
ス
的

な
成
長
譚
と
読
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
論
理
的
支
柱
を
〈
う
つ
ろ
舟
〉

と
い
う
政
治
的
な
寓
意
性
に
絡
め
取
ら
れ
た
怪
異
譚
と
抱
き
合
わ
せ
て
表
象
す

る
意
味
を
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
既
存
の
政
治
的
背
景

に
絡
め
取
ら
れ
た
Ｓ
Ｆ
的
想
像
力
を
、〈
う
つ
ろ
舟
〉
を
媒
介
に
し
て
解
放
す

る
た
め
の
遊
戯
的
精
神
と
し
て
読
み
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
こ
で
い
う

遊
戯
的
精
神
と
は
、「
少
年
」
の
成
長
譚
の
も
つ
「
父
の
法
」
に
対
す
る
批
判

精
神
と
い
う
澁
澤
の
逆
説
的
な
政
治
性
を
意
味
す
る
。

　

以
上
「
後
日
の
談
」
と
「
は
る
か
以
前
の
談
」
に
つ
い
て
、
創
作
メ
モ
や
そ

こ
か
ら
導
か
れ
る
典
籍
に
共
通
す
る
論
理
を
分
析
し
、「
生
首
」
や
「
男
根
」

と
い
っ
た
精
神
分
析
的
モ
チ
ー
フ
が
遊
戯
的
な
玩
具
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
遊
戯
性
と
は
、
既
存
の
「
国
家
」
を
前
提
と
し
た
寓
意
性
を

描
く
従
来
の
Ｓ
Ｆ
を
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
視
点
に
よ
っ
て
描
き
直
す

〈
脱
政
治
性
〉
と
い
う
論
理
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
〈
う
つ
ろ
舟
〉
と
は
、
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
想
像
力
で
「
父
の
法
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
国
家
」

と
い
う
時
空
間
の
硬
直
性
か
ら
飛
翔
し
、
古
今
東
西
の
〈
他
者
〉
と
の
交
歓
の

地
平
に
ひ
ら
く
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
に
つ
い
て
光
瀬
龍
「
天
の
空
舟
忌
記
」（
一
九
七
六
年
）

と
澁
澤
龍
彦
「
う
つ
ろ
舟
」（
一
九
八
四
年
）
の
比
較
を
行
い
、
澁
澤
の
〈
う

つ
ろ
舟
〉
表
象
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
志
向
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

　

前
者
は
Ｕ
Ｆ
Ｏ
に
読
み
込
ま
れ
る
国
家
間
の
対
立
に
よ
り
生
じ
る
社
会
情
勢

や
科
学
技
術
へ
の
恐
怖
・
不
安
と
い
う
寓
意
を
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て

澁
澤
版
は
そ
う
し
た
も
の
を
む
し
ろ
後
景
化
し
、〈
う
つ
ろ
舟
の
女
〉
や
「
生

首
」
に
関
す
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
投
影
さ
れ
た
幻
想
譚
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
寓
意
性
の
棄
却
と
は
、
単
な
る
「
少
年
」

の
「
生
首
」
に
対
す
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
読
む
こ
と
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な

い
。

　

先
行
研
究
で
は
〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
に
お
け
る
「
蛇
足
」
と
し
て
指
摘
さ
れ

る
「
後
日
の
談
」
お
よ
び
「
は
る
か
以
前
の
談
」
は
、
閉
鎖
的
な
共
同
体
か
ら

「
少
年
」
を
連
れ
出
す
よ
う
な
〈
他
者
〉
と
の
遭
遇
、
そ
し
て
成
長
譚
と
し
て

の
性
質
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

話
型
は
、
単
な
る
怪
異
や
幻
想
譚
と
し
て
〈
う
つ
ろ
舟
〉
の
表
象
を
留
め
お
か

ず
、
そ
の
共
有
す
る
時
空
間
を
分
節
す
る
よ
う
な
意
識
の
恣
意
性
を
問
い
直
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
し
た
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
に
対
す
る
作
家
の
脱
臼
へ
の
志
向
と
は
、
八
〇
年

代
と
い
う
少
年
少
女
向
け
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
化
す
る
時
代
に

お
い
て
、
純
文
学
／
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
う
枠
組
み
を
横
断
的
に
縫
い
合
わ

せ
な
が
ら
接
続
さ
せ
る
作
家
の
性
質
の
根
底
に
横
た
わ
る
問
題
意
識
と
し
て
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
「
毎
日
新
聞
」
の
日
曜
版
に
連
載
さ
れ
た
「
東
西
不
思
議
物
語
」
の
中
で
、

澁
澤
龍
彦
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
〈
う
つ
ろ
舟
〉
は
、
少
年
少
女
た
ち
に
広
く
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知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
〈
う
つ
ろ
舟
〉
は
、
時
空
間
を
超
え
て
彼
ら

の
視
線
を
海
の
彼
方
へ
と
誘
い
、
未
知
な
る
〈
他
者
〉
と
の
交
歓
を
予
期
さ
せ

る
物
語
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
物
語
は
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
で
あ
り
な

が
ら
古
典
的
な
要
素
を
持
ち
、
さ
ら
に
「
う
つ
ろ
舟
」
と
い
う
小
説
化
の
過
程

を
経
る
こ
と
で
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
視
点
か
ら
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
同
時
代
に
革
命
を
夢
見
て
暴
力
を
通
じ
て
国
境
を
越
え
よ
う
と
し

た
新
左
翼
の
少
年
少
女
た
ち
の
姿
と
対
比
さ
れ
る
。
澁
澤
は
、
物
語
の
力
を
通

し
て
遊
戯
的
に
境
界
を
超
え
る
こ
と
を
示
し
、
暴
力
で
は
な
く
想
像
力
に
よ
る

越
境
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
応
答
は
、
戦
後
民
主
主
義
の
中
で
国
家
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
に
、
青
少
年
た
ち
の
ゲ
バ
ル
ト
と

い
う
実
際
の
暴
力
と
は
異
な
る
形
で
、
テ
ク
ス
ト
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
遊
戯

を
用
い
て
そ
の
枠
を
逸
脱
す
る
澁
澤
的
な
領
域
無
為
性
を
象
徴
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

【
注
記
】

（
１

） 　

作
品
名
を
指
す
場
合
は
「
う
つ
ろ
舟
」、
伝
承
を
指
す
場
合
は
〈
う
つ
ろ
舟
〉
と
表

記
す
る
。

（
２

） 　

松
山
俊
太
郎
「
解
題
」『
澁
澤
龍
彦
全
集　

21
』
河
出
書
房
新
社　

一
九
九
五
年
二

月

（
３

） 　

高
桑
法
子
「
澁
澤
龍
彦
「
う
つ
ろ
舟
」
│
消
滅
の
オ
イ
フ
ォ
リ
ー
」『
国
文
学　

教

材
と
教
材
の
研
究
』
三
三
巻
四
号　

學
燈
社　

一
九
八
八
年
三
月

（
４

） 　

吉
崎
裕
子
「
渋
沢
龍
彦
論　

５

│
後
期
小
説　

そ
の
２

『
ね
む
り
姫
』『
う
つ
ろ
舟
』

『
高
丘
親
王
航
海
記
』」『
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
』
一
四
号　

群
馬
県
立
女

子
大
学
国
語
国
文
学
会　

一
九
九
四
年
三
月

（
５

） 　

右
に
同
じ
。

（
６

） 　

雑
誌
名
の
場
合
は
『
幻
想
文
学
』、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
〈
幻
想
文
学
〉
と
表
記
す
る
。

（
７

） 　

①
駒
井
乗
邨
「
常
陸
国
う
つ
ろ
船
流
れ
し
事
」『
鶯
宿
雑
記
』
一
四
巻
一
八
一
五
年

頃②
曲
亭
馬
琴
「
う
つ
ろ
舟
の
蛮
女
」『
兎
園
小
説
』
一
八
二
五
年

③
屋
代
弘
賢
『
弘
賢
随
筆
』
一
八
二
五
年

④
長
橋
亦
次
郎
「
空
船
の
事
」『
梅
の
塵
』
一
八
四
四
年

⑤
『
漂
流
紀
集
』「
小
笠
原
越
中
守
知
行
所
着
舟
」
一
八
三
五
年
頃

⑥
『
稲
生
家
文
書
』「
日
記
（
安
政 

安
政
二
年
正
│
一
二
月
）」
一
八
五
五
年

（
８

） 　

加
門
正
一
『
江
戸
「
う
つ
ろ
舟
」
ミ
ス
テ
リ
ー
』
楽
工
社　

二
〇
〇
九
年
一
月

（
９

） 　

初
出
は
『
民
俗
学
』
第
一
巻
第
三
号　

郷
土
研
究
会
講
演　

一
九
二
九
年
九
月

（
10
） 　
（
８

）に
同
じ
。

（
11
） 　

拙
論
「〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
序
説
│
│
澁
澤
龍
彦
「
う
つ
ろ
舟
」
を
読
む
た
め
に

│
│
」『
繍
』
第
三
五
号　

早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
繡
の
会　

二
〇
二
三
年
三

月

（
12
） 　
『
歴
史
読
本
』
二
一
巻
一
三
号　

新
人
物
往
来
社　

一
九
七
六
年
一
〇
月

（
13
） 　

Ａ
Ｓ
Ｉ
Ｏ
Ｓ
編
著
『
昭
和
・
平
成
オ
カ
ル
ト
研
究
読
本
』
サ
イ
ゾ
ー　

二
〇
一
九
年

七
月

（
14
） 　

右
に
同
じ
。

（
15
） 　
（
８

）に
同
じ
。

（
16
） 　
『
幻
想
文
学
』
に
お
け
る
Ｕ
Ｆ
Ｏ
特
集　

新
田
雅
章
「
Ｕ
Ｆ
Ｏ
運
動
と
日
本
Ｓ
Ｆ
の

起
源
」『
幻
想
文
学
』
二
二
号　

ア
ト
リ
エO

CT
A

　

一
九
八
八
年
四
月

（
17
） 　

光
瀬
の
原
爆
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
テ
ク
ス
ト
に
『
紐
育
、
宜
候
│
Ｓ
Ｆ　

太
平
洋
戦

争
』（
角
川
書
店　

一
九
八
七
年
七
月
）
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
Ｓ
Ｆ
に
対
す
る
核
兵

器
や
科
学
技
術
に
た
対
す
る
同
時
代
的
な
脅
威
を
持
ち
続
け
て
い
る
作
家
と
し
て
光
瀬

は
位
置
付
け
ら
れ
る
。

（
18
） 　
「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
岩
淵
功
一
は
『
ト
ラ
ン
ス
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
』（
二
〇
一
六
年
）
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。「
ハ
ナ
ー



幻想の越境とトランスナショナリズム

（273）818

ツ
（H

annerz 1996

）
が
言
う
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
語
は
、
世

界
の
隅
々
を
覆
う
こ
と
を
意
味
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
よ
り
も
、
誇
張
的
で
な
く
控
え
め
で

現
実
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
。
さ
ら
に
は
、「
国
際
」
が
国
民
国
家
と
い
う
単
位
を
前

提
と
し
が
ち
な
の
に
対
し
て
、「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
は
国
家
の
規
制
や
拘
束
力

を
軽
々
と
飛
び
越
え
る
資
本
や
企
業
の
マ
ク
ロ
な
動
き
と
、
移
民
や
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ

る
人
間
の
移
動
の
加
速
化
と
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
の
発
展
が
も
た

ら
し
て
い
る
、
統
制
す
る
こ
と
の
困
難
な
人
・
モ
ノ
・
情
報
・
イ
メ
ー
ジ
の
ミ
ク
ロ
な

つ
な
が
り
の
双
方
を
視
野
に
入
れ
て
お
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
枠
組
み
で
は
捉
え
き
れ
な

い
新
し
い
国
境
を
越
え
た
文
化
の
流
れ
と
つ
な
が
り
、
そ
し
て
想
像
力
が
生
成
さ
れ
続

け
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
（A

ppadurai 1996

）。

（
19
） 　

松
山
俊
太
郎
「
解
題
」『
澁
澤
龍
彦
全
集
』
二
一
巻　

河
出
書
房
新
社　

一
九
九
五

年
二
月
。

　

生
首
交
換
以
外
の
典
籍
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
も
あ
る
。
結
末
部
で

女
の
小
水
の
音
の
調
子
が
ふ
っ
と
変
わ
っ
て
、
玲
瓏
た
る
響
き
と
と
も
に
「
諸
行
無
常

／
是
生
滅
法
／
生
滅
滅
己
／
寂
滅
為
楽
」
と
聞
こ
え
た
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
は
、「
花

妖
記
」（
短
篇
集
『
う
つ
ろ
舟
』
所
収
）
で
も
同
様
に
言
及
さ
れ
て
い
る
『
乱
菊
物
語
』

の
中
の
「
発
端
」
に
お
い
て
、『
撰
集
鈔
』
や
口
碑
を
も
と
に
語
ら
れ
る
場
面
と
の
類

似
性
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
20
） 　

野
口
武
彦
「
生
首
と
旅
す
る
男
│
江
戸
文
学
と
「
死
」
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
│
」『
文

学
界
』
三
七
巻
六
号　

文
化
公
論
社　

一
九
八
三
年
六
月

（
21
） 　

言
う
ま
で
も
な
く
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
の
「
生
首
」
は
、
江
戸
川
乱
歩
『
白
昼
夢
』（
一

九
二
五
年
）
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
「
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」
の
文
脈
に
お
け

る
探
偵
小
説
の
中
で
も
繰
り
返
し
描
か
れ
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
っ
た
。

（
22
） 　
「
生
首
」
を
扱
う
女
が
無
邪
気
な
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ル
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
首
を
無
邪
気
に
扱
う
「
姫
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

は
、
坂
口
安
吾
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』（
一
九
四
七
年
）
が
ま
ず
は
想
起
さ
れ
る
。

こ
れ
は
澁
澤
龍
彦
が
編
纂
し
た
『
暗
黒
の
メ
ル
ヘ
ン
』（
一
九
七
一
年
）
に
収
め
ら
れ

て
お
り
、
澁
澤
の
「
好
み
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
23
） 　

デ
ィ
ー
ノ
・
ブ
ッ
ツ
ァ
ー
テ
ィ
「
コ
ロ
ン
ブ
レ
」『
コ
ロ
ン
ブ
レ　

ほ
か
五
十
篇
』

一
九
六
六
年

（
24
） 　

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
人
間
は
言
語
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
生
涯
こ
れ
を
通

し
て
し
か
事
物
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
世
界
│
「
象
徴
界
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ

る
と
い
う
。
当
然
言
語
と
は
恣
意
的
な
記
号
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
ほ
つ
れ
目

や
矛
盾
に
固
執
し
て
し
ま
う
よ
う
に
な
る
と
人
は
「
精
神
病
」
に
な
る
。
す
な
わ
ち
人

は
「
言
語
」
に
よ
っ
て
し
か
〈
現
実
〉
を
認
識
で
き
な
い
の
で
、「
言
語
」
ル
ー
ル
（
＝

「
父
の
法
」）
自
体
に
疑
い
が
生
じ
る
と
〈
現
実
〉
把
握
に
歪
み
が
生
じ
、〈
正
常
〉
の
〈
認

識
〉
が
で
き
な
く
な
る
。

【
図
】

（
図
一
）『
歴
史
読
本
』
二
一
巻
一
三
号　

新
人
物
往
来
社　

一
九
七
六
年
七
月

【
附
記
】　

本
文
引
用
は
澁
澤
龍
彦
「
う
つ
ろ
舟
」（
一
九
八
四
年
）
は
『
澁
澤
龍
彦
全
集

21
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
四
年
二
月
）
所
収
に
拠
っ
た
。


