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は
じ
め
に

筒
井
康
隆
は
一
九
七
〇
年
頃
か
ら
、
小
説
が
持
つ
虚
構
性
を
表
現
す
る

た
め
、
意
欲
的
に
言
語
実
験
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
一
九
七
九

年
一
月
か
ら
九
月
に
『
野
性
時
代
』
で
連
載
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
虚
構
と
現

実
」
に
お
い
て
、「
疑
似
現
実
と
し
て
の
虚
構
の
中
か
ら
現
実
に
は
絶
対

に
あ
り
得
ぬ
虚
構
独
自
の
も
の
を
抽
出
し
て
き
て
そ
れ
の
み
を
主
張
し
よ

う
と
す
る
よ
う
な
虚
構
性
を
持
つ
作
品
の
方
法
論
」
を
展
開
し
、「
時
間
」

「
社
会
」「
人
物
」「
着
想
」「
事
件
」「
風
景
」「
場
所
」「
性
格
」「
虚
構
」

の
九
項
目
か
ら
、
実
験
的
な
表
現
技
法
を
ま
と
め
た
。
そ
の
後
、「
虚
人

た
ち
」（
一
九
八
一
年
）、「
虚
航
船
団
」（
一
九
八
四
年
）、「
残
像
に
口
紅
を
」

（
一
九
八
九
年
）、「
朝
の
ガ
ス
パ
ー
ル
」（
一
九
九
二
年
）
な
ど
、
虚
構
性

に
富
む
前
衛
的
な
長
編
小
説
を
発
表
し
た
。「
夢
の
木
坂
分
岐
点
」（『
新
潮
』

一
九
八
五
年
一
月
か
ら
一
九
八
六
年
一
〇
月
に
か
け
て
三
カ
月
お
き
の
八

回
連
載
）
も
こ
の
系
譜
に
含
ま
れ
る
作
品
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
こ
れ

ま
で
の
研
究
は
、
作
品
の
虚
構
性
を
中
心
に
論
じ
て
き
た（

1
（

。

　

し
か
し
、
本
作
品
に
は
虚
構
性
以
外
に
も
注
目
す
べ
き
要
素
が
あ
る
。

そ
れ
は
夢
で
あ
る
。
本
作
品
は
「
彼
」
の
夢
の
中
の
世
界
が
描
か
れ
る
。

漢
字
一
文
字
ず
つ
名
前
の
異
な
る
様
々
な
視
点
人
物
は
、「
彼
」
が
見
る

夢
の
中
の
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
人
物
は
、
若
侍
と
や
く
ざ
が
現
れ
る

夢
を
見
る
。
つ
ま
り
、
二
重
の
夢
世
界
が
描
出
さ
れ
る
。
故
に
、
作
品
の

テ
ー
マ
を
考
察
す
る
上
で
、
夢
世
界
は
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
木
野
光

司
は
、
虚
構
性
の
言
説
の
中
に
夢
へ
の
言
及
を
盛
り
込
み
、「
夢
と
虚
構

と
現
実
と
が
綯
い
交
ぜ
に
な
っ
た
奇
妙
な
物
語
世
界
の
創
出
に
成
功
し
て

い
る
」
と
指
摘
す
る（

2
（

。
ま
た
、
加
藤
夢
三
は
「
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
の
近

代
小
説
に
描
か
れ
て
い
た
「
私
」
の
葛
藤
を
す
り
抜
け
て
し
ま
う
よ
う
な
、

筒
井
康
隆
「
夢
の
木
坂
分
岐
点
」
論

―
夢
世
界
に
お
け
る
死
を
め
ぐ
っ
て
―

松
　
山
　
哲
　
士
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き
わ
め
て
独
特
の
世
界
認
識
が
書
き
込
ま
れ
」
る
こ
と
に
よ
り
、「
現
実

世
界
の
唯
一
性
・
特
権
性
を
め
ぐ
る
揺
ら
ぎ
」
が
発
生
し
、
そ
の
「
思
想

的
課
題
を
取
り
扱
う
ギ
ミ
ッ
ク
」と
し
て
夢
世
界
を
位
置
づ
け
る（

3
（

。
だ
が
、

現
在
の
研
究
状
況
に
お
い
て
、
本
作
品
の
夢
世
界
へ
の
言
及
は
限
定
的
で

あ
り
、
解
釈
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

筒
井
は
夢
に
対
し
て
か
ね
て
よ
り
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
大
学
時
代
に

は
通
学
電
車
の
中
で
「
フ
ロ
イ
ド
選
集
の
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｄ
・
１
」
で
あ
る
、
丸

井
清
泰
訳
『
精
神
分
析
学
入
門
・
上
』（
日
本
教
文
社
、
一
九
五
三
年
）

の
第
二
部
の「
夢
」に
魅
了
さ
れ
た
と
明
か
し
て
い
る（

4
（

。
卒
業
論
文
は「
心

的
自
動
法
を
主
と
す
る
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
創
作
心
理
の

精
神
分
析
的
批
判
」
と
題
し
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
夢
と
の
関
係
を

論
じ
た（

5
（

。
ま
た
一
九
八
九
年
六
月
に
は
、
同
時
代
の
作
家
一
五
人
が
夢
を

題
材
に
し
て
描
い
た
作
品
を
筒
井
自
ら
が
編
集
し
た
『
夢
探
偵
：
光
る
話

の
花
束
１
』
が
光
文
社
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
序
文
に
お
い
て
筒

井
は
、「
現
実
は
夢
化
さ
れ
、
夢
は
現
化
さ
れ
る
」
と
、
夢
と
現
実
と
の

関
係
性
に
言
及
し
、「
文
学
が
夢
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」

と
指
摘
す
る（

6
（

。
こ
の
よ
う
に
、
筒
井
は
学
生
時
代
か
ら
継
続
し
て
夢
に
関

心
を
抱
き
続
け
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
作
品
に
描
か
れ
る
夢
世
界
を

丹
念
に
考
証
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、「
夢
の
木
坂
分
岐
点
」
に
お
け
る
「
彼
」
の
夢
世
界

に
登
場
す
る
若
侍
と
や
く
ざ
の
役
割
を
分
析
し
、
や
く
ざ
と
対
面
す
る
こ

と
で
も
た
ら
さ
れ
る
、
結
末
で
の
「
彼
」
の
死
が
暗
喩
す
る
も
の
を
取
り

上
げ
、
作
品
の
テ
ー
マ
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
筒
井
本
人
に
よ
っ
て
本

作
と
の
関
係
が
言
及
さ
れ
る
、
即
興
劇
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
や
、
筒
井
が
長
期

間
に
渡
り
テ
ー
マ
と
し
て
扱
う
「
内
宇
宙
」、
ユ
ン
グ
心
理
学
の
夢
理
論

と
の
関
連
を
検
証
す
る
。

一
、
夢
世
界
・
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
・
内
宇
宙

本
作
品
の
概
要
を
こ
こ
で
記
載
し
て
お
く
。
本
作
品
に
二
重
の
夢
世
界

が
描
出
さ
れ
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
だ
が
、
夢
の
中
に
登
場
す
る
様
々
な

視
点
人
物
は
次
第
に
「
彼
」
に
集
約
さ
れ
る
。「
彼
」
は
夢
の
中
に
生
き

て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
自
身
の
深
層
世
界
へ
と
進
ん
で
い
く
。「
彼
」

は
そ
の
深
層
世
界
を
探
索
し
な
が
ら
、
二
重
の
夢
世
界
に
現
れ
る
若
侍
と

や
く
ざ
に
関
わ
り
、
両
者
の
役
割
を
考
え
る
。
ど
ち
ら
も
「
彼
」
の
深
層

心
理
を
表
す
「
シ
ャ
ド
ウ
」
で
あ
り
、
両
者
と
の
同
化
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
理
解
し
た
「
彼
」
は
、
結
末
部
で
「
殺
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
自

覚
し
て
」
や
く
ざ
と
対
峙
し
、「
彼
」
の
死
が
暗
示
さ
れ
る
形
で
物
語
は

幕
を
閉
じ
る
。

ま
た
、
夢
の
中
の
様
々
な
視
点
人
物
は
複
雑
に
入
れ
替
わ
る
。
新
潮
文
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庫
版
で
は
次
の
よ
う
に
視
点
人
物
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

夢
の
木
坂
駅
で
乗
り
換
え
て
西
へ
向
か
う
と
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
小

畑
重
則
が
住
み
、
東
へ
向
か
う
と
、
文
学
賞
を
受
賞
し
て
会
社
を
辞

め
た
ば
か
り
の
大
村
常
賢
が
住
む
。
乗
り
換
え
な
い
で
そ
の
ま
ま
行

く
と
、
専
業
作
家
・
大
村
常
昭
が
豪
邸
に
住
み
、
改
札
を
出
て
路
面

電
車
に
乗
り
、
商
店
街
を
抜
け
る
と
…
…（

7
（

。

本
作
の
設
定
は
、「
夢
の
木
坂
駅
」
を
分
岐
点
と
し
て
、
各
方
面
に
視

点
人
物
が
住
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
人
物
は
物
語
の
中
で
唐

突
に
変
化
し
、
そ
の
人
物
を
取
り
巻
く
環
境
も
そ
の
都
度
変
容
す
る
。
次

第
に
人
物
名
と
そ
の
状
況
が
合
致
し
な
く
な
り
、
最
終
的
に
視
点
人
物
は

「
彼
」と
い
う
人
物
に
収
斂
す
る
。し
た
が
っ
て
、本
作
品
の
主
人
公
は「
彼
」

で
あ
る
。

そ
し
て
、小
畑
重
則
、大
村
常
賢
、大
村
常
昭
な
ど
の
視
点
人
物
は
、「
彼
」

が
見
る
夢
の
中
の
一
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
視
点
人
物
の

中
に
、
自
身
の
存
在
す
る
場
所
が
「
彼
」
の
夢
世
界
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

す
る
人
物
が
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
顕
著
な
の
は
、
四
人
目
の
視
点

人
物
と
な
る
大
村
重
昭
で
あ
る
。
大
村
重
昭
は
夢
世
界
を
自
覚
し
、
夢
と

虚
構
と
現
実
と
を
等
価
値
な
も
の
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
努
め
る
。
そ
の

様
子
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
。

夢
の
す
べ
て
は
現
実
や
虚
構
に
知
恵
だ
の
情
感
だ
の
と
い
っ
た
さ
ま

ざ
ま
な
膨
ら
み
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
か
ら
た
と
え
夢
の
中
と
悟
っ

て
い
て
も
け
ん
め
い
に
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
だ
と
重
昭
は
確
信
し
て

い
る
。
そ
う
と
も
。
な
に
も
ひ
と
つ
の
生
き
か
た
だ
け
に
縛
ら
れ
て

い
る
必
要
は
な
い
。
夢
で
あ
ろ
う
が
現
実
で
あ
ろ
う
が
虚
構
で
あ
ろ

う
が
、
幸
不
幸
や
貧
富
や
時
代
の
違
い
は
あ
っ
て
も
ひ
と
り
の
人
間

が
多
く
の
生
を
繰
り
返
し
生
き
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
筈
だ
。

つ
ま
り
、
大
村
重
昭
の
生
き
る
世
界
は
「
夢
の
中
」
で
あ
り
、
夢
見
る

主
体
で
あ
る
「
彼
」
と
い
う
「
ひ
と
り
の
人
間
」
が
「
多
く
の
生
」
を
夢

見
る
こ
と
に
よ
り
、
様
々
な
視
点
人
物
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自

覚
の
後
か
ら
、
人
物
名
と
そ
の
状
況
と
の
整
合
性
が
な
く
な
る
た
め
、
大

村
重
昭
が
夢
世
界
を
自
覚
す
る
こ
と
は
、
本
作
に
と
っ
て
重
要
な
出
来
事

で
あ
る
。

続
け
て
、
五
人
目
の
視
点
人
物
で
あ
る
大
村
常
昭
は
、
そ
の
自
覚
に
つ

い
て
講
演
す
る
。
す
る
と
、「
彼
」と
い
う
存
在
が
視
点
人
物
に
認
知
さ
れ
、

「
彼
」
の
意
識
の
深
層
を
表
す
新
た
な
世
界
が
現
れ
る
。
大
村
常
昭
も
大

村
重
昭
と
同
様
に
、
夢
と
虚
構
と
現
実
の
三
つ
の
世
界
を
等
価
値
に
捉
え
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よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
理
由
を
「
自
分
を
無
意
識
な
ど
の
側
面
か
ら
立
体

的
に
捕
捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
だ
と
明
示
す
る
。
よ
っ
て
、「
彼
」

の
夢
世
界
は
自
身
の
無
意
識
を
表
し
、「
彼
」
が
自
身
の
内
面
と
向
き
合

う
た
め
に
用
意
さ
れ
た
舞
台
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
夢
と
虚
構
と
現
実
の

す
べ
て
を
「
懸
命
の
努
力
で
生
活
」
す
る
決
意
を
し
、「
彼
」
は
新
た
に

現
れ
る
深
層
意
識
の
世
界
へ
進
ん
で
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
視
点
人
物
が

自
ら
の
力
で
物
語
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
物
語
の
展
開
に
影
響
を

及
ぼ
す
。

こ
の
設
定
に
つ
い
て
筒
井
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
を
述
べ
る
。

あ
の
小
説
で
は
主
人
公
の
社
会
的
立
場
が
ひ
と
つ
だ
け
で
は
な
い
ん

で
す
。
主
人
公
が
何
も
ひ
と
り
の
人
間
が
一
つ
の
人
生
だ
け
を
生
き

な
け
れ
ば
な
ら
ん
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
、
別
の
人
生
も
生
き
て

い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
夢
の
中
で
あ
っ
た
り
、
虚
構
の
中
で

あ
っ
た
り
、
ま
た
、
虚
構
の
中
で
見
た
夢
の
中
で
あ
っ
た
り
す
る
ん

で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
が
ひ
と
り
の
人
間
に
あ
り
う
る
と
い
う
こ

と
が
テ
ー
マ
で
す
か
ら
、
主
人
公
に
も
、
そ
の
テ
ー
マ
に
即
し
た
夢

を
見
せ
て
い
る
ん
で
す（

8
（

。

「
あ
の
小
説
で
は
主
人
公
の
社
会
的
立
場
が
ひ
と
つ
だ
け
で
は
な
」
く
、

「
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
が
ひ
と
り
の
人
間
に
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
テ
ー

マ
」
だ
と
い
う
の
で
あ
り
、大
村
重
昭
や
大
村
常
昭
が
自
覚
し
た
よ
う
に
、

物
語
は
主
人
公
「
彼
」
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
」
を
夢
見
る
こ
と
に
よ
り

展
開
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
筒
井
本
人
の
言
及
も
あ
る
た
め
か
、
先

行
研
究
で
も
論
述
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
武
田
信
明
は
、「
彼
は
夢
を
見
て

い
る
自
己
を
認
識
し
、
虚
構
内
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
無
意
識

の
領
域
を
意
識
的
に
観
察
す
る
」
こ
と
が
「
単
な
る
夢
と
現
実
の
往
還
の

物
語
に
終
わ
ら
せ
て
い
な
い
最
大
の
理
由
で
あ
る
」
と
し
、「
ま
っ
た
く

新
し
い
「
私
」
小
説
」
だ
と
指
摘
す
る（

9
（

。
ま
た
井
口
時
男
は
、「
こ
の
小

説
を
「
超
虚
構
」
と
し
て
「
成
長
」
さ
せ
る
た
め
の
、
作
者
の
配
慮
の
周

到
さ
」
が
明
ら
か
に
な
る
と
し（

11
（

、
物
語
と
作
者
を
近
づ
け
て
解
釈
す
る
。

先
行
論
で
夢
世
界
は
、「
私
小
説
」
や
「
作
者
の
配
慮
」
な
ど
筒
井
自
身

と
関
連
付
け
て
把
握
さ
れ
る
が
、
後
に
作
中
人
物
で
あ
る
「
彼
」
の
深
層

意
識
を
表
す
こ
と
に
な
り
、
物
語
を
解
釈
す
る
上
で
重
要
な
も
の
と
な
る

た
め
、
作
品
中
の
夢
世
界
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
。

「
彼
」
が
深
層
意
識
の
世
界
を
進
む
要
因
は
、
視
点
人
物
が
夢
世
界
を

自
覚
す
る
こ
と
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。「
彼
」
の
夢
の
中
の
人
物
は
、
相

手
と
役
割
を
と
り
か
え
合
っ
て
演
技
す
る
即
興
劇
「
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
」
に

関
心
を
持
つ
と
い
う
共
通
項
が
あ
る
。
物
語
中
で
は
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
が
四

つ
の
場
面
で
行
わ
れ
る（

11
（

。
例
え
ば
、
第
一
章
で
小
畑
重
則
と
槙
口
部
長
が
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サ
イ
コ
ド
ラ
マ
を
演
じ
る
場
面
で
は
、
小
畑
が
槙
口
の
役
を
、
槙
口
が
小

畑
の
役
を
演
じ
合
う
こ
と
に
よ
り
、
小
畑
は
普
段
意
識
し
て
い
な
い
自
身

の
考
え
に
気
づ
く
な
ど
、
作
中
人
物
の
潜
在
意
識
を
顕
在
化
さ
せ
る
作
用

が
あ
る
。

サ
イ
コ
ド
ラ
マ
が
も
た
ら
す
効
果
を
め
ぐ
っ
て
は
、
作
品
の
同
時
期
の

新
聞
紙
面
に
お
い
て
も
、「
舞
台
と
い
う
安
全
で
自
由
な
仮
の
世
界
の
中

で
自
分
の
課
題
を
表
現
し
、危
機
を
克
服
す
る
も
の
で
」、「
気
づ
か
な
か
っ

た
自
分
の
一
面
を
再
発
見
し
、
新
し
い
役
割
や
生
き
方
を
身
に
つ
け
る
」

も
の
と
説
明
さ
れ
る（

11
（

。
つ
ま
り
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
は
、「
自
分
の
課
題
」
を

演
技
に
よ
っ
て
感
得
し
、
解
決
へ
と
導
く
も
の
で
あ
り
、
好
意
的
な
効
果

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
物
語
中
で
は
、
四
場
面
全
て
に
お
い

て
視
点
人
物
以
外
の
作
中
人
物
は
み
な
、
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
の
恩
恵
を
受
け

て
い
る
。

し
か
し
、
視
点
人
物
は
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
の
効
果
を
否
定
す
る
立
場
を
取

る
。
例
え
ば
、
大
村
重
昭
は
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
を
次
の
よ
う
に
表
す
。

日
本
に
お
い
て
心
理
劇
は
、
も
し
普
及
し
た
と
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
が

属
し
て
い
る
組
織
の
制
度
、
さ
ら
に
社
会
制
度
を
容
認
す
る
方
向
へ

向
か
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
自
己
の
制
度
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す

る
た
め
利
用
さ
れ
る
の
み
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お

の
れ
の
内
部
の
反
逆
や
改
革
に
向
か
う
種
子
を
見
つ
け
出
し
て
は
そ

れ
を
圧
殺
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。（
中
略
）
そ
れ

は
決
し
て
個
性
を
の
ば
す
方
向
へ
は
向
か
う
ま
い
。
む
し
ろ
周
囲
に

対
し
て
邪
魔
に
な
る
枝
葉
を
自
分
で
切
り
落
と
し
て
い
く
方
向
に
向

か
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
村
重
昭
は
、
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
の
視
点

を
介
入
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
自
身
の
個
性
を
自
ら
の
手
で
破
壊
し
、
組

織
や
社
会
の
制
度
に
従
属
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
考
え
る
。そ
の
た
め
、

サ
イ
コ
ド
ラ
マ
に
否
定
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
を
否
定
す

る
思
考
は
、
当
然
夢
見
る
主
体
で
あ
る
「
彼
」
も
持
つ
。
こ
の
出
来
事
が

原
因
と
な
り
、「
彼
」
は
他
者
の
視
点
か
ら
自
身
の
精
神
的
課
題
を
解
消

さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
真
摯
に
自
ら
の
内
面
と
向
き
合
う
こ
と
に
解
決
策

を
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
彼
」
は
自
身
の
意
識
の
深

層
を
進
む
の
で
あ
る
。

そ
の
深
層
世
界
は
、
筒
井
が
重
要
視
す
る
、
Ｓ
Ｆ
に
お
け
る
「
内
宇
宙
」

の
概
念
と
結
び
付
く
。「
彼
」は
自
身
の
深
層
世
界
の
情
景
を
自
ら
描
写
し
、

「
自
分
の
脳
細
胞
の
ひ
と
つ
を
覗
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
気
分
」
と
い

う
、
自
身
の
内
面
を
目
に
す
る
感
覚
に
な
る
。
そ
こ
で
、
目
の
前
に
広
が

る
光
景
を
「
な
ん
と
貧
弱
な
お
れ
の
内
宇
宙
で
あ
る
こ
と
か
」
と
感
受
す
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る
。
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
中
田
浩
二
は
、「
自
己
同
一
性
を
求
め
て
の
、

内
宇
宙
の
旅（

11
（

」
と
い
う
筒
井
の
言
葉
か
ら
、「
夢
を
見
る
た
び
に
夢
の
中

に
虚
構
が
構
築
さ
れ
、
そ
の
虚
構
の
中
で
ま
た
夢
を
見
る
、
そ
の
連
続
に

よ
っ
て
、
次
第
に
自
分
の
無
意
識
の
中
に
入
っ
て
ゆ
き
、
自
分
と
い
う
も

の
を
見
届
け
よ
う
と
い
う
小
説
」
だ
と
示
す

（
11
（

。「
彼
」
は
「
内
宇
宙
の
旅
」

に
よ
っ
て
「
自
分
の
無
意
識
の
中
に
入
っ
て
」
い
く
た
め
、「
彼
」
の
内

面
世
界
を
熟
考
す
る
上
で
「
内
宇
宙
」
は
見
過
ご
せ
な
い
も
の
と
な
る
。

そ
の
う
え
、
こ
の
「
内
宇
宙
」
は
、
筒
井
の
Ｓ
Ｆ
を
考
証
す
る
た
め
に
も

欠
か
せ
な
い
用
語
で
あ
る
。

「
内
宇
宙
」と
は
、上
海
生
ま
れ
の
イ
ギ
リ
ス
の
Ｓ
Ｆ
作
家
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

グ
レ
ア
ム
・
バ
ラ
ー
ド
が
中
心
と
な
っ
て
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。バ
ラ
ー

ド
は
一
九
六
二
年
に
、
今
後
の
Ｓ
Ｆ
が
扱
う
べ
き
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
な
象
徴
的
な
主
張
を
し
た
。

　

サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
未
来
の
想
像
力
に
富
ん
だ
通
訳

と
し
て
、
今
後
も
そ
の
役
割
を
ひ
ろ
げ
て
ゆ
く
こ
と
を
信
じ
る
と
す

れ
ば
、
ア
イ
デ
ア
の
新
し
い
源
泉
を
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
い
だ
ろ
う

か
？　

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
最
初
に
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
は
、
宇
宙
に
背
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。（
中
略
）

　

近
未
来
に
お
い
て
最
も
大
き
な
発
展
が
お
こ
る
の
は
、
月
で
も
火

星
で
も
な
く
、
地
球
上
で
あ
る
。
そ
し
て
探
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
外

ア
ウ
タ
ー
・
ス
ペ
ー
ス

宇
宙
で
は
な
く
〝イ

ナ
ー
・
ス
ペ
ー
ス

内
〟
宇
宙
だ
。（

11
（

バ
ラ
ー
ド
の
言
明
は
筒
井
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。筒
井
は「
バ
ラ
ー

ド
は
、
人
間
精
神
の
内
部
に
広
が
る
空
間
こ
そ
、
Ｓ
Ｆ
の
新
し
い
領
域
だ

と
主
張
し
て
い
る
」
と
解
釈
し
、「
新
し
い
Ｓ
Ｆ
の
探
究
す
べ
き
テ
ー
マ

は
「
内
宇
宙
、
す
な
わ
ち
外
な
る
現
実
と
内
な
る
精
神
が
出
会
い
、
触
れ

あ
う
場
所
に
あ
る
」
と
い
う
バ
ラ
ー
ド
の
宣
言
」
と
書
き
表
す

（
11
（

。
後
に
も

「
文
学
の
至
上
の
命
題
と
さ
れ
て
い
る
人
間
性
の
探
求
」
を
「
Ｓ
Ｆ
で
い

う
イ
ン
ナ
ー
・
ス
ペ
ー
ス
」、
す
な
わ
ち
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
エ
ー
ヴ
Ｓ
Ｆ
が

追
及
し
て
い
る
内
宇
宙
」
に
求
め

（
11
（

、「
内
宇
宙
」
を
描
く
重
要
性
を
意
識

す
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
本
作
品
に
お
い
て
は
、「
彼
」
の
夢
世
界
が
「
彼
」

の
「
内
宇
宙
」
空
間
と
読
み
取
れ
る
た
め
、
本
作
品
の
主
題
を
考
証
す
る

た
め
に
不
可
欠
な
要
素
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
夢
世
界
、
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
、「
内
宇
宙
」
を
用
い
て
描

出
さ
れ
る
の
は
、
夢
見
る
主
体
で
あ
る
本
作
品
の
主
人
公
「
彼
」
の
内
面

世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
彼
」
の
「
内
宇
宙
」
を
表
す
夢
世
界
を
検
討

す
れ
ば
、「
彼
」
の
抱
え
る
精
神
的
課
題
が
浮
上
す
る
と
と
も
に
、
本
作

品
の
テ
ー
マ
を
論
証
す
る
上
で
意
義
深
い
、
若
侍
と
や
く
ざ
の
役
割
も
明

ら
か
に
な
る
。
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二
、「
彼
」
の
精
神
的
課
題

若
侍
と
や
く
ざ
は
、
既
述
の
通
り
「
彼
」
の
夢
の
中
の
視
点
人
物
が
見

る
夢
と
い
う
、
二
重
の
夢
世
界
で
登
場
す
る
。
前
章
で
夢
世
界
の
重
要
性

に
言
及
し
た
が
、
二
重
の
夢
世
界
に
存
在
す
る
若
侍
と
や
く
ざ
も
同
様
に

そ
の
重
要
性
を
明
瞭
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
両
者
は
作
品
冒
頭
か
ら

登
場
す
る
。
そ
の
場
面
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
。

ひ
と
り
の
や
く
ざ
が
歩
い
て
い
る
。
股
旅
物
の
映
画
な
ど
に
出
て
く

る
折
目
正
し
い
仁
義
の
人
と
し
て
の
や
く
ざ
で
は
な
い
。
所
謂
無
頼

漢
と
所
謂
や
く
ざ
の
あ
い
の
こ
程
度
の
や
く
ざ
で
あ
る
。（
中
略
）

や
く
ざ
の
行
く
手
に
あ
っ
て
、
そ
の
町
並
み
の
中
心
を
な
し
て
い
る

大
き
な
宿
屋
ら
し
い
構
え
の
正
面
か
ら
、
く
ぐ
り
戸
を
あ
け
て
ひ
と

り
の
侍
が
通
り
へ
出
て
き
た
。
こ
れ
は
若
く
て
い
か
に
も
侍
ら
し
い

侍
で
あ
り
、
怒
り
っ
ぽ
く
感
じ
ら
れ
る
若
侍
的
な
若
侍
だ
。
や
く
ざ

と
出
会
う
の
だ
ろ
う
な
と
、
こ
の
情
景
全
体
を
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ

か
ら
一
定
し
な
い
視
点
で
見
て
い
る
彼
が
そ
う
思
う
。
ま
た
こ
の
話

か
。
い
や
だ
な
あ
。

こ
の
二
重
の
夢
に
は
「
所
謂
無
頼
漢
と
所
謂
や
く
ざ
の
あ
い
の
こ
程
度

の
や
く
ざ
」
と
、「
怒
り
っ
ぽ
く
感
じ
ら
れ
る
若
侍
的
な
若
侍
」
と
、「
少

し
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
一
定
し
な
い
視
点
で
見
て
い
る
彼
」
の
三
者
が
登

場
す
る
。「
彼
」
は
自
身
の
夢
に
登
場
す
る
若
侍
と
や
く
ざ
に
つ
い
て
、

物
語
の
中
盤
で
「
あ
の
連
中
は
お
れ
の
シ
ャ
ド
ウ
で
は
な
い
か
」
と
感
じ

る
よ
う
に
な
る
た
め
、「
彼
」
の
性
質
を
捉
え
る
上
で
も
若
侍
と
や
く
ざ

は
肝
要
な
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
シ
ャ
ド
ウ
と
は
ユ
ン
グ
心
理
学
の
用

語
で
あ
り
、「
彼
」
の
夢
は
ユ
ン
グ
心
理
学
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
。

ユ
ン
グ
心
理
学
と
の
関
連
は
若
侍
と
や
く
ざ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
例

え
ば
、「
彼
」
が
自
身
の
深
層
世
界
に
登
場
す
る
見
知
ら
ぬ
男
と
対
話
す

る
場
面
で
は
、
会
話
の
舞
台
と
な
る
場
所
が
「
意
識
の
最
も
深
層
」、「
集

合
的
無
意
識
」、「
人
類
共
通
の
無
意
識
」
と
い
っ
た
、
ユ
ン
グ
心
理
学
の

用
語
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、場
面
の
最
後
に
は
直
接
「
ユ
ン
グ
」

と
人
物
名
が
表
れ
る
。
つ
ま
り
、「
彼
」
が
行
き
着
く
自
身
の
意
識
の
深

層
も
、
ユ
ン
グ
心
理
学
に
よ
っ
て
成
立
す
る（

11
（

。

ユ
ン
グ
心
理
学
に
お
け
る
シ
ャ
ド
ウ
の
内
容
に
つ
い
て
、
河
合
隼
雄
は

次
の
よ
う
に
概
説
す
る
。

　

影
の
内
容
は
、
簡
単
に
い
っ
て
、
そ
の
個
人
の
意
識
に
よ
っ
て
生

き
ら
れ
な
か
っ
た
反
面
、
そ
の
個
人
が
認
容
し
が
た
い
と
し
て
い
る

心
的
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
字
ど
お
り
、
そ
の
ひ
と
の
暗
い
影
の
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部
分
を
な
し
て
い
る
。（
中
略
）

　

影
の
部
分
の
う
ち
、
個
人
的
色
彩
の
強
い
部
分
は
、
そ
の
ひ
と
に

と
っ
て
否
定
的
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
結
局
は
、
そ
の
否
定
的
な
面
に

直
面
し
同
化
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
と
き
に
は
肯
定
的
な
意
味
を
も
っ

て
く
る
こ
と
が
多
い

（
11
（

。

本
作
に
お
い
て
は
、
若
侍
と
や
く
ざ
が
「
彼
」
の
シ
ャ
ド
ウ
で
あ
る
た

め
、
両
者
が
「
彼
」
の
深
層
意
識
を
象
徴
す
る
人
物
と
な
る
。
そ
し
て
、

「
彼
」
に
と
っ
て
「
否
定
的
に
感
じ
ら
れ
る
」
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、「
否

定
的
な
面
に
直
面
し
同
化
」
す
べ
き
存
在
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
性
質
を
有
す
る
若
侍
と
や
く
ざ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う

か
。
本
章
で
は
ま
ず
、
若
侍
が
「
彼
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ

る
か
を
考
察
す
る
。

物
語
の
冒
頭
で
若
侍
は
「
怒
り
っ
ぽ
く
感
じ
ら
れ
る
」
と
描
か
れ
て
い

た
。
そ
の
特
徴
は
、「
彼
」
の
夢
の
中
の
視
点
人
物
に
も
当
て
は
ま
る
。

例
え
ば
、
第
二
章
に
登
場
す
る
大
村
重
昭
と
、
第
三
章
に
登
場
す
る
松
村

常
賢
は
、
些
細
な
事
柄
に
対
し
て
激
怒
す
る
様
子
が
描
写
さ
れ（

11
（

、「
怒
り
っ

ぽ
く
感
じ
ら
れ
る
」
気
質
を
有
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
夢
の
中
の
人
物
が

そ
う
で
あ
れ
ば
、
当
然
夢
見
る
主
体
で
あ
る
「
彼
」
自
身
も
「
怒
り
っ
ぽ

く
感
じ
ら
れ
る
」
性
格
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
の
性
質
は
「
彼
」
自
ら
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
超
克
す
べ

き
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
次
の
引
用
部
は
「
彼
」
の
深
層
世
界
で
の
出

来
事
だ
が
、
怒
り
っ
ぽ
い
性
格
は
「
お
れ
の
癇
癪
玉
の
正
体
」
を
表
す
怪

物
と
し
て
出
現
す
る
。

　

突
然
そ
い
つ
は
撥
ね
た
。（
中
略
）
あ
き
ら
か
に
こ
れ
は
お
れ
だ

と
彼
は
思
う
。
お
れ
の
癇
癪
玉
の
正
体
。
ち
ょ
っ
と
の
刺
戟
で
過
剰

反
応
を
し
対
人
関
係
の
デ
リ
ケ
ー
ト
・
バ
ラ
ン
ス
は
じ
め
何
も
か
も

を
滅
茶
苦
茶
に
し
て
し
ま
う
こ
い
つ
。
寝
て
い
る
と
こ
ろ
を
起
こ
さ

れ
た
と
い
う
だ
け
で
狂
気
の
如
く
荒
れ
狂
う
お
れ
。
ぬ
る
ま
湯
じ
み

た
液
体
の
中
か
ら
出
た
が
ら
ぬ
こ
い
つ
と
お
れ
の
非
社
会
性
。

　
「
こ
い
つ
、
退
治
し
て
し
ま
っ
た
方
が
い
い
み
た
い
」

　

娘
の
こ
と
ば
に
怪
物
へ
大
き
く
見
ひ
ら
い
た
眼
を
向
け
た
ま
ま
で

彼
は
頷
く
。「
わ
し
も
そ
う
思
う
」

「
彼
」
は
「
癇
癪
玉
の
正
体
」
の
出
現
に
よ
り
、
対
人
関
係
の
「
何
も

か
も
を
滅
茶
苦
茶
に
し
て
」、「
狂
気
の
如
く
荒
れ
狂
う
」
夢
の
中
の
視
点

人
物
の
短
気
な
言
動
を
猛
省
す
る
。
そ
し
て
、「
彼
」の
深
層
世
界
に
現
れ
、

探
索
を
共
に
す
る
娘
と
の
会
話
の
後
、「
癇
癪
玉
の
正
体
」
を
退
治
す
る
。

こ
の
「
癇
癪
玉
の
正
体
」
は
、「
彼
」
の
中
に
シ
ャ
ド
ウ
と
し
て
ひ
そ
む
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「
怒
り
っ
ぽ
く
感
じ
ら
れ
る
」若
侍
を
象
徴
す
る
。
そ
の「
癇
癪
玉
の
正
体
」

を
退
治
す
る
こ
と
か
ら
、
自
身
の
人
格
を
表
す
「
怒
り
っ
ぽ
く
感
じ
ら
れ

る
」
若
侍
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
「
彼
」
の
姿
が
表
面
化
す
る
。

さ
て
、
若
侍
に
対
す
る
嫌
悪
は
、「
怒
り
っ
ぽ
く
感
じ
ら
れ
る
」
部
分

だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
管
理
社
会
や
社
会
制
度
に
対
し
て
も
向
け
ら

れ
る
。「
彼
」
の
深
層
世
界
に
お
い
て
、「
彼
」
が
若
侍
と
直
接
会
話
す
る

場
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
彼
」
は
若
侍
に
向
か
っ
て
「
わ
た
し
は
あ
な
た

を
む
し
ろ
、
管
理
と
か
制
度
と
か
い
っ
た
も
の
の
代
表
と
し
て
見
て
」
い

る
と
述
べ
る
。「
彼
」
の
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
若
侍
は
、「
怒
り
っ
ぽ
く

感
じ
ら
れ
る
」
と
同
時
に
、
管
理
や
制
度
の
代
表
を
担
う
存
在
な
の
で
あ

る
。
こ
の
管
理
や
制
度
に
つ
い
て
は
、「
彼
」
の
夢
の
中
の
人
物
が
、
サ

イ
コ
ド
ラ
マ
を
通
じ
て
否
定
し
た
事
柄
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
若
侍

の
要
素
も
、「
彼
」
に
と
っ
て
否
定
的
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
管
理
や
制
度
も
、「
彼
」
の
夢
の
中
の
人
物
の
特
徴
に

該
当
す
る
。
例
え
ば
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
設
定
さ
れ
る
、
小
畑
重
則
、

大
畑
重
則
、
大
畑
重
昭
、
大
村
重
昭
は
、
勤
務
先
の
会
社
に
お
い
て
中
間

管
理
職
で
あ
る
課
長
に
就
い
て
お
り
、
管
理
や
制
度
と
関
わ
る
立
場
に
あ

る
。
だ
が
、
大
畑
重
昭
は
、
若
侍
と
や
く
ざ
が
登
場
す
る
二
重
の
夢
か
ら

目
覚
め
た
際
、「
出
勤
す
る
の
は
背
を
裂
か
れ
る
よ
り
も
憂
鬱
だ
」
と
感

じ
る
。
出
勤
に
対
す
る
憂
鬱
感
は
大
畑
重
昭
に
限
ら
ず
、
他
の
視
点
人
物

で
も
、
二
重
の
夢
か
ら
醒
め
る
場
面
で
露
わ
に
な
る
。
こ
れ
は
、
中
間
管

理
職
と
し
て
の
自
分
自
身
を
否
定
す
る
感
情
で
あ
り
、
管
理
や
制
度
を
代

表
す
る
こ
と
へ
の
否
定
的
な
「
彼
」
の
様
相
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
拒
否

感
は
、
そ
の
ま
ま
若
侍
に
対
す
る
嫌
悪
に
結
び
付
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
作
品
全
体
を
通
し
て
若
侍
の
要
素
を
否
定
す
る
描
写
が

多
く
見
ら
れ
る
。「
彼
」
の
夢
の
中
の
人
物
は
こ
れ
ら
の
若
侍
の
要
素
を

持
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
若
侍
を
否
定
す
る
こ
と
は
「
彼
」
が
自
ら

の
性
質
を
自
嘲
的
に
把
捉
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
時
に
、
若
侍

の
要
素
か
ら
超
克
し
よ
う
と
試
み
る
「
彼
」
の
姿
も
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
超
克
を
達
成
さ
せ
る
た
め
、「
彼
」
は
も
う
一
人
の
シ
ャ
ド

ウ
で
あ
る
や
く
ざ
と
の
同
化
を
目
指
す
。
で
は
、や
く
ざ
は
「
彼
」
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
夢
世
界
に
お
け
る
死

前
述
の
よ
う
に
、
や
く
ざ
も
若
侍
と
同
様
に
「
彼
」
の
シ
ャ
ド
ウ
で
あ

る
た
め
、
憎
悪
す
る
対
象
と
し
て
登
場
す
る
。「
彼
」
は
自
身
の
深
層
世

界
の
中
で
や
く
ざ
と
も
直
接
会
話
す
る
。そ
こ
で「
彼
」は
や
く
ざ
を「
や
っ

ぱ
り
お
れ
の
い
ち
ば
ん
い
や
な
部
分
だ
」
と
理
解
す
る
。
そ
の
理
由
と
し

て
、「
こ
い
つ
は
お
れ
の
中
に
ひ
そ
み
、誰
の
中
に
で
も
ひ
そ
む「
死
」で
あ
」
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り
、「
死
へ
の
願
望
な
ど
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
死
そ
の
も
の
」
だ

か
ら
だ
と
認
識
す
る
。
す
な
わ
ち
、
や
く
ざ
は
「
彼
」
が
最
も
忌
避
す
べ

き
、「
彼
」の
中
に
ひ
そ
む「
死
そ
の
も
の
」を
表
す
。
や
く
ざ
と
い
う
シ
ャ

ド
ウ
と
の
同
化
は
「
彼
」
の
死
へ
と
直
結
す
る
た
め
、
容
易
に
同
化
が
で

き
な
い
。
よ
っ
て
、
や
く
ざ
は
若
侍
以
上
に
嫌
悪
す
る
対
象
と
し
て
描
か

れ
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
河
合
隼
雄
の
『
ユ
ン
グ
心
理
学
入
門
』
に

よ
れ
ば
、
よ
り
否
定
的
に
感
じ
ら
れ
る
分
、「
彼
」
に
と
っ
て
は
同
化
す

べ
き
存
在
と
し
て
強
調
さ
れ
る
と
解
釈
で
き
る
。

こ
こ
ま
で
の
若
侍
と
や
く
ざ
の
役
割
に
つ
い
て
、「
彼
」
の
視
点
か
ら

次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

や
く
ざ
は
そ
れ
自
身
で
は
生
の
不
愉
快
さ
を
表
現
し
て
い
て
死
に
結

び
つ
い
た
存
在
だ
。
や
く
ざ
に
同
化
し
て
し
ま
え
ば
死
が
待
っ
て
い

る
。
ど
う
や
ら
や
く
ざ
の
魅
力
と
い
う
の
は
滅
び
て
行
く
も
の
の
魅

力
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
抵
抗
し
て
い
る
の
が
侍
な
の
で
あ
り
、
侍

は
や
く
ざ
を
否
定
し
続
け
て
い
る
が
魅
力
の
な
さ
は
覆
い
よ
う
が
な

い
。

や
く
ざ
が
死
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
れ
ば
、
や
く
ざ
に
抵
抗
す
る
若
侍

は
生
を
表
す
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
若
侍
と
同
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
彼
」
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
若
侍
に
対
し
て
嫌
悪
感
を

抱
く
「
彼
」
は
、こ
の
時
点
で
若
侍
を
魅
力
の
な
い
人
物
と
し
て
感
受
し
、

や
く
ざ
に
魅
力
を
感
じ
始
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
彼
」
が
こ
の
物

語
で
迫
ら
れ
る
の
は
、
若
侍
と
同
化
し
、
自
ら
が
嫌
忌
す
る
癇
癪
持
ち
の

ま
ま
、
管
理
社
会
の
制
度
を
容
認
し
て
生
き
続
け
る
か
、
や
く
ざ
と
同
化

し
、
嫌
悪
す
る
若
侍
の
要
素
か
ら
解
放
さ
れ
る
代
わ
り
に
死
ぬ
か
、
そ
の

ど
ち
ら
を
選
択
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
述
す
る
が
、
こ
の

葛
藤
を
乗
り
越
え
る
過
程
が
「
彼
」
の
「
内
宇
宙
」
を
表
す
夢
世
界
で
描

か
れ
る
こ
と
に
重
大
な
意
味
が
込
め
ら
れ
る
。

「
彼
」
は
生
き
る
た
め
に
、
若
侍
と
同
化
し
て
死
を
表
す
や
く
ざ
を
殺

そ
う
と
す
る
が
、
そ
の
行
為
は
周
囲
の
存
在
に
否
定
さ
れ
る
。「
彼
」
は

意
識
の
深
層
を
顕
在
化
さ
せ
る
夢
世
界
に
お
い
て
、「
今
な
ら
あ
い
つ
を

殺
し
て
も
大
丈
夫
」
と
や
く
ざ
を
殺
す
決
意
を
す
る
も
、「
げ
ご
ご
、
げ

ご
ご
」
と
鳴
く
鶏
の
声
を
「
殺
す
な
、
殺
す
な
と
言
っ
て
い
る
」
と
解
釈

し
、
踏
み
と
ど
ま
る
。
そ
の
後
も
、「
や
く
ざ
な
ど
と
い
う
も
の
は
当
然

の
こ
と
だ
が
無
明
の
中
で
斬
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
決
心
し
て
も
、
今
度

は
深
層
世
界
を
共
に
探
検
す
る
「
娘
も
彼
に
や
く
ざ
を
斬
ら
せ
ま
い
と
し

て
」
お
り
、
遂
に
「
彼
」
は
や
く
ざ
の
殺
害
を
断
念
す
る
。
や
く
ざ
は
若

侍
と
同
様
に
「
彼
」
の
シ
ャ
ド
ウ
で
あ
る
た
め
、や
く
ざ
の
排
除
は
、「
彼
」

自
身
の
存
在
を
脅
か
す
、危
険
の
伴
う
行
為
に
な
る
。
こ
う
し
て「
彼
」は
、
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や
く
ざ
を
殺
さ
ず
、
む
し
ろ
や
く
ざ
に
殺
さ
れ
る
こ
と
を
選
び
、
物
語
は

終
幕
を
迎
え
る
。

そ
の
結
末
に
向
か
う
道
中
で
、「
彼
」
の
内
面
は
こ
の
よ
う
に
描
出
さ

れ
る
。

管
理
社
会
の
方
じ
ゃ
自
殺
者
、
精
神
病
者
、
犯
罪
者
、
浮
浪
者

の
数
が
そ
れ
ぞ
れ
現
在
の
百
倍
く
ら
い
に
な
っ
て
や
っ
と
う
ろ
た

え
出
す
の
だ
ろ
う
。
今
の
と
こ
ろ
は
絶
望
的
だ
。
な
あ
ん
て
こ
と

言
い
な
が
ら
お
れ
だ
っ
て
中
間
管
理
職
だ
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
。
い

や
も
う
ま
っ
た
く
絶
望
的
だ
。（
中
略
）

　
　

何
を
言
う
。
何
を
言
う
。
お
前
は
そ
う
い
う
社
会
で
楽
し
ん
で

い
た
じ
ゃ
な
い
か
。（
中
略
）
そ
ん
な
も
の
に
執
着
し
て
い
て
な
ん

で
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
来
る
も
の
か
。
な
あ
に
を
言
っ
て
い
る
。
ま

た
蒸
し
返
す
つ
も
り
か
。
こ
ん
な
討
論
は
こ
れ
で
も
う
何
度
め
か

ね
。
単
純
な
も
ん
で
す
な
あ
。
軽
い
軽
い
あ
ん
た
は
。
そ
の
時
右

手
の
急
坂
の
頂
き
に
夢
の
木
が
見
え
た
。
そ
れ
と
同
時
に
彼
の
中

で
反
論
し
て
い
た
彼
か
ら
は
切
り
離
せ
ぬ
筈
の
も
う
ひ
と
り
の
彼

が
す
い
と
彼
か
ら
離
れ
た
よ
う
だ
。

こ
こ
で
は
ま
ず
点
線
部
で
そ
の
状
況
を
把
握
す
る
が
、「
管
理
社
会
」

や
「
中
間
管
理
職
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
若
侍
の
視

点
に
拠
る
も
の
だ
と
見
て
取
れ
る
。
そ
の
直
後
、
若
侍
の
視
点
を
否
定
す

る
波
線
部
の
語
り
が
続
く
。
こ
れ
は
、
若
侍
と
対
立
す
る
や
く
ざ
の
視
点

だ
と
分
か
る
。
そ
し
て
、「
夢
の
木
」
が
視
界
に
入
る
と
同
時
に
、「
彼
の

中
で
反
論
し
て
い
た
彼
か
ら
は
切
り
離
せ
ぬ
筈
の
も
う
ひ
と
り
の
彼
が
す

い
と
彼
か
ら
離
れ
」、
遂
に
「
彼
」
の
中
か
ら
や
く
ざ
が
分
離
す
る
。
つ

ま
り
「
彼
」
は
、
若
侍
の
み
が
内
面
に
残
っ
た
状
態
で
、「
彼
」
の
中
か

ら
分
離
し
た
や
く
ざ
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
舞
台
と

し
て
「
彼
」
の
夢
の
中
の
様
々
な
視
点
人
物
が
帰
宅
す
る
分
岐
点
と
な
っ

た
「
夢
の
木
坂
駅
」
の
由
来
で
あ
る
「
夢
の
木
」
が
用
意
さ
れ
る
た
め
、

若
侍
と
や
く
ざ
の
対
峙
は
「
彼
」
に
ま
つ
わ
る
全
て
の
人
物
に
と
っ
て
重

大
な
出
来
事
と
し
て
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
迎
え
る
終
結
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

彼
は
町
の
灯
を
見
お
ろ
し
た
ま
ま
彼
を
殺
す
存
在
に
向
か
い
、
殺

さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
自
覚
し
て
几
帳
面
に
宣
言
し
た
。

　
「
来
た
ぞ
。
さ
あ
出
て
こ
い
。
お
前
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
る
ん
だ
」

　

彼
は
振
り
返
っ
て
夢
の
木
に
向
か
い
あ
う
。
幹
の
彼
方
か
ら
は
背

中
を
軸
に
し
て
身
を
ゆ
っ
く
り
と
裏
返
し
、
脇
差
の
抜
き
身
を
手
に
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し
た
陰
惨
な
眼
の
や
く
ざ
が
あ
ら
わ
れ
る
。

物
語
の
最
後
で
、「
彼
」
は
「
殺
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
自
覚
し
て
」

や
く
ざ
に
対
す
る
。
や
く
ざ
は
死
を
内
包
す
る
存
在
で
あ
る
た
め
、
こ
の

結
末
は
「
彼
」
の
死
を
暗
示
す
る
。「
彼
」
は
若
侍
と
し
て
生
き
る
の
で

は
な
く
、
や
く
ざ
に
殺
さ
れ
る
こ
と
を
選
択
す
る
。
だ
が
、
作
品
全
体
が

現
実
世
界
と
は
異
な
り
、「
彼
」
の
深
層
世
界
を
表
す
「
内
宇
宙
」、
す
な

わ
ち
「
彼
」
の
夢
世
界
が
舞
台
で
あ
る
た
め
、「
彼
」
の
死
に
現
実
と
は

異
な
る
意
味
づ
け
が
可
能
と
な
る
。「
彼
」
の
死
は
実
際
に
命
を
落
と
す

も
の
で
は
な
く
、や
く
ざ
と
い
う
シ
ャ
ド
ウ
と
の
同
化
を
表
す
。
さ
ら
に
、

や
く
ざ
が
「
彼
」
か
ら
分
離
し
、「
彼
」
の
中
に
若
侍
し
か
存
在
し
な
い

状
態
で
、「
彼
」
の
死
を
表
す
や
く
ざ
に
臨
む
こ
と
は
、
魅
力
が
な
か
っ

た
若
侍
と
し
て
の
生
か
ら
超
克
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
そ
し
て「
彼
」

は
、「
夢
の
木
」
と
い
う
分
岐
点
を
経
て
、夢
の
中
の
視
点
人
物
と
同
様
に
、

分
岐
す
る
世
界
を
進
む
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
。「
彼
」
の
場
合
は
、
夢
世

界
か
ら
現
実
世
界
へ
の
目
覚
め
で
あ
り
、
現
実
世
界
で
「
彼
」
が
生
き
続

け
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
結
末
に
つ
い
て
、

次
章
で
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。

四
、
結
末
の
解
釈
に
つ
い
て

本
章
で
は
、「
彼
」
が
自
ら
の
意
志
で
死
を
受
け
入
れ
る
本
作
の
結
末

を
意
味
づ
け
る
た
め
に
、
筒
井
の
過
去
作
品
の
結
末
や
、
死
が
夢
世
界
で

起
き
た
こ
と
を
考
慮
し
、
結
末
の
核
心
へ
と
迫
っ
て
み
る
。

柘
植
光
彦
は
「『
脱
走
と
追
跡
の
サ
ン
バ
』『
虚
人
た
ち
』『
夢
の
木
坂

分
岐
点
』
の
三
作
品
を
つ
な
ぐ
立
論
が
必
要
と
な
る（

11
（

」
と
述
べ
、
三
作
に

関
係
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
三
作
品
は
、
主

人
公
が
結
末
で
消
滅
、
も
し
く
は
消
滅
が
暗
示
さ
れ
る
と
い
う
共
通
項
が

あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
消
滅
の
理
由
に
は
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
簡
潔
に
他
の
二
作
品
の
内
容
を
ま
と
め
る
。「
脱
走
と
追
跡
の

サ
ン
バ
」（
一
九
七
一
年
）
は
、
主
人
公
「
お
れ
」
が
「
こ
の
世
界
」
か

ら
「
以
前
い
た
世
界
」
に
脱
走
し
よ
う
と
す
る
物
語
で
あ
る
。「
お
れ
」

は
そ
の
脱
走
を
阻
止
す
る
正
子
と
尾
行
者
を
殺
害
す
る
が
、
自
ら
も
同
じ

よ
う
な
傷
を
負
う
。
最
終
的
に
「
お
れ
」
と
尾
行
者
の
意
識
が
入
れ
替
わ

り
、「
お
れ
」
は
尾
行
者
と
し
て
死
ぬ
。
ま
た
「
虚
人
た
ち
」
は
、
主
人

公
「
彼
」
が
現
実
と
は
異
な
る
虚
構
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
を
自
覚
し
た

上
で
、
同
時
に
別
々
の
犯
人
に
誘
拐
さ
れ
た
妻
と
娘
を
捜
索
す
る
物
語
で

あ
る
。
妻
と
娘
は
「
彼
」
の
内
面
世
界
を
表
す
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

「
彼
」
は
懸
命
に
探
索
し
な
い
。
結
局
妻
と
娘
は
殺
害
さ
れ
、
内
面
世
界
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を
失
っ
た
「
彼
」
は
自
身
の
存
在
意
義
を
見
失
い
、
物
語
世
界
か
ら
消
滅

す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
作
品
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
過
去
の
二
作
に
お
い

て
は
、
主
人
公
に
関
わ
る
人
物
を
殺
害
し
た
り
、
見
殺
し
に
し
た
り
す
る

こ
と
に
よ
り
、
主
人
公
自
身
の
存
在
が
危
機
に
瀕
し
た
。
た
だ
、
過
去
作

の
舞
台
は
夢
世
界
で
は
な
く
、
虚
構
世
界
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
た

め
、
主
人
公
の
死
に
は
否
定
的
な
意
味
が
付
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
本

作
品
で
は
、
舞
台
が
主
人
公
の
夢
の
中
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
死
の

意
味
が
変
転
す
る
。「
彼
」
の
シ
ャ
ド
ウ
で
あ
り
、「
彼
」
の
死
を
包
含
す

る
や
く
ざ
を
敢
え
て
殺
さ
ず
、
自
ら
の
死
を
覚
悟
し
て
や
く
ざ
と
向
き

合
っ
た
点
に
、
本
作
特
有
の
意
味
を
見
出
せ
る
の
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、

や
く
ざ
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
夢
世
界
に
お
け
る
死
を
省
察
す
る
必
要
が

あ
る
。

本
作
の
結
末
に
つ
い
て
、
筒
井
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。結

末
が
悲
劇
に
な
っ
た
が
、
書
き
あ
げ
て
か
ら
Ｊ
・
Ａ
・
ホ
ー
ル
「
ユ

ン
グ
派
の
夢
解
釈
」を
読
ん
で
、そ
の
結
末
は
正
し
い
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
な
ん
と
、
個
性
化
は
、
究
極
的
に
は
自
分
の
死
に
直
面
す
る
課

題
が
あ
っ
た
の
だ（

11
（

。

結
末
に
つ
い
て
筒
井
本
人
に
よ
り
、
Ｊ
・
Ａ
・
ホ
ー
ル
／
氏
原
寛
、
片

岡
康
訳
『
ユ
ン
グ
派
の
夢
解
釈
』（
創
元
社
、
一
九
八
五
年
一
一
月
）
と

の
連
関
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
結
末
も
ユ
ン
グ
心
理
学
と
の
直
接
的

な
繋
が
り
が
あ
り
、本
作
の
テ
ー
マ
に
関
わ
る
。
若
侍
と
や
く
ざ
が
「
彼
」

の
シ
ャ
ド
ウ
で
あ
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
勘
考
す
る
こ
と
で
、
本
作
の
よ
り

深
い
理
解
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
具
体
的
に
書
籍
名
が
挙
が
る
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

精
神
科
医
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ａ
・
ホ
ー
ル
は
、
ユ
ン
グ
心
理
学
に
お
け
る
死

の
夢
を
肯
定
的
な
意
味
で
解
釈
す
る
。
ホ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

死
の
夢
は
、
本
質
的
に
は
自
我
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
の
夢
で
あ
る
。

意
識
的
な
自
我
が
特
定
の
自
我
イ
メ
ー
ジ
に
同
一
化
し
て
い
る
限

り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
存
続
を
脅
か
す
も
の
は
す
べ
て
肉
体
を
亡
ぼ

そ
う
と
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。と
い
う
の
は
、自
我
は
身
体
イ
メ
ー

ジ
と
強
く
一
体
化
し
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）

　

夢
の
中
の
死
は
、
通
常
の
覚
醒
時
の
文
脈
に
お
け
る
死
の
意
味
と

は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る（

11
（

。

ホ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
夢
世
界
に
お
け
る
死
は
、「
通
常
の
覚
醒
時
」
す
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な
わ
ち
現
実
世
界
で
の
死
と
は
意
味
が
異
な
り
、「
自
我
イ
メ
ー
ジ
の
変

容
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
。
こ
れ
は
本
作
に
お
い
て
、「
彼
」
が
や
く
ざ

に
夢
世
界
の
中
で
殺
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
魅
力
の
な
い
若
侍
か
ら
「
変

容
」
す
る
こ
と
と
同
義
と
解
釈
で
き
る
。

ま
た
、
ホ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
河
合
隼
雄
も
死
の
夢
に
肯
定
的
な
側

面
を
認
め
て
い
る
。
河
合
の
指
摘
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
現
実
の
死
は
一
般
に
は
何
と
し
て
も
避
け
た

い
否
定
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
夢
に
お
け
る
内
的
な
死

は
必
ず
し
も
否
定
的
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
は
、

心
像
の
世
界
に
お
け
る
「
死
」
は
「
再
生
」
へ
と
つ
な
が
る
と
き
、

む
し
ろ
劇
的
な
変
化
の
前
ぶ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る（

11
（

。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、
本
作
の
結
末
に
お
け
る
「
彼
」
の
死
の
暗

示
は
、
肯
定
的
な
意
味
で
解
釈
で
き
る
。「
彼
」
の
「
内
宇
宙
」
を
表
す

夢
世
界
の
中
で
、「
彼
」
が
自
身
の
シ
ャ
ド
ウ
で
あ
る
や
く
ざ
に
殺
さ
れ

る
こ
と
は
、
否
定
的
に
認
識
し
て
い
た
若
侍
と
し
て
生
き
る
こ
と
か
ら
脱

却
し
た
、
新
し
い
現
実
世
界
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
暗
喩
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
。
や
く
ざ
と
の
対
峙
は
、
自
身
の
シ
ャ
ド
ウ
と
の
同
化
が
達

成
さ
れ
る
瞬
間
で
あ
り
、夢
の
中
の
死
を
厭
わ
ず
行
動
す
る「
彼
」の
姿
に
、

内
面
世
界
と
向
き
合
う
決
意
が
読
み
取
れ
る
。「
彼
」
は
夢
の
中
の
出
来

事
を
通
じ
て
、
否
定
的
に
知
覚
し
て
い
た
若
侍
の
要
素
を
超
克
し
、
や
く

ざ
が
も
た
ら
す
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
現
実
世
界
を
生

き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、「
夢
の
木
坂
分
岐
点
」
に
お
い
て
夢
世
界
と
「
内
宇
宙
」

が
結
び
つ
く
こ
と
を
指
摘
し
、
主
人
公
「
彼
」
の
二
重
の
夢
世
界
に
登
場

す
る
若
侍
と
や
く
ざ
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
後
、「
彼
」
が
や
く
ざ
と

対
峙
し
、
死
が
暗
示
さ
れ
る
結
末
を
考
察
し
た
。
本
作
で
描
か
れ
る
夢
世

界
は
「
彼
」
の
「
内
宇
宙
」
の
空
間
で
あ
り
、「
彼
」
の
意
識
の
深
層
が

表
れ
る
世
界
で
あ
る
。「
内
宇
宙
」
は
バ
ラ
ー
ド
の
言
説
に
由
来
し
、
筒

井
が
重
視
し
て
き
た
Ｓ
Ｆ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
作
品
の

主
題
が
表
れ
る
。
ま
た
夢
世
界
は
、
作
品
内
の
出
来
事
や
筒
井
の
言
及
を

考
慮
す
れ
ば
、
ユ
ン
グ
心
理
学
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
。

若
侍
と
や
く
ざ
は
「
彼
」
の
シ
ャ
ド
ウ
で
あ
り
、「
彼
」
に
と
っ
て
否

定
的
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
向
き
合
う
べ
き
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
若
侍

は
「
彼
」
が
嫌
悪
す
る
自
ら
の
性
質
で
あ
る
、「
怒
り
っ
ぽ
く
感
じ
ら
れ
る
」
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こ
と
や
、管
理
社
会
や
社
会
制
度
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
る
。「
彼
」は「
癇

癪
玉
の
正
体
」
と
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
の
効
果
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
若
侍
か

ら
の
超
克
を
図
ろ
う
と
し
た
。
ま
た
、
や
く
ざ
は
「
彼
」
の
死
を
表
す
存

在
で
あ
る
。「
彼
」
は
若
侍
と
し
て
生
き
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
死
を

厭
わ
ず
や
く
ざ
と
向
き
合
う
こ
と
を
選
択
し
た
。
こ
れ
は
、
物
語
の
舞
台

が
「
彼
」
の
夢
世
界
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
現
実
と
異
な
る
死
の
意
味

が
付
さ
れ
る
た
め
に
可
能
だ
っ
た
。
ユ
ン
グ
心
理
学
に
お
い
て
、
死
の
夢

に
は
肯
定
的
な
側
面
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
が
関
連
性
の

指
摘
さ
れ
る
過
去
作
「
脱
走
と
追
跡
の
サ
ン
バ
」
や
「
虚
人
た
ち
」
と
は

異
な
る
新
た
な
展
開
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
作
品
は
、
ユ
ン
グ
心
理
学
に
お
け
る
シ
ャ
ド
ウ
と
の
同

化
や
、
夢
世
界
に
お
け
る
死
と
合
わ
せ
て
、「
夢
の
木
」
と
い
う
分
岐
点

を
経
て
「
彼
」
が
新
た
な
現
実
世
界
へ
生
ま
れ
変
わ
る
、
肯
定
的
な
物
語

と
し
て
解
釈
で
き
る
。

〔
注
〕

（
1
）　

虚
構
の
視
点
か
ら
論
じ
た
先
行
研
究
に
、
井
上
ひ
さ
し
「「
夢
の

木
坂
分
岐
点
」
筒
井
康
隆
―
―
夢
の
昇
格
」（『
新
潮
』
第
八
四
巻
第

四
号
、
一
九
八
七
年
四
月
）、
篠
田
一
士
「
虚
構
と
現
実
と
夢
に
生

き
る
―
―
筒
井
康
隆
『
夢
の
木
坂
分
岐
点
』」（『
新
潮
45
』
第
七
巻
第

一
〇
号
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
）、
林
浩
平
「
夢
の
力
は
生
き
て
い
る

か
―
―
『
夢
の
木
坂
分
岐
点
』
論
」（『
国
文
学
：
解
釈
と
鑑
賞
』
第

七
六
巻
第
九
号
、
二
〇
一
一
年
九
月
）
が
あ
る
。
ま
た
、
谷
崎
潤
一

郎
賞
選
後
評
（『
中
央
公
論
』
第
一
〇
二
巻
第
一
三
号
、
一
九
八
七
年

一
一
月
）
で
は
、
遠
藤
周
作
、
吉
行
淳
之
介
、
丸
谷
才
一
、
大
江
健

三
郎
が
、
虚
構
世
界
を
扱
う
筒
井
の
力
量
を
評
価
し
て
い
る
。

（
2
）　

木
野
光
司
「
虚
構
性
と
物
語
性
―
―
筒
井
康
隆
『
虚
人
た
ち
』
と

『
美
藝
公
』―
―
」（
北
岡
誠
司
、三
野
博
司
編『
小
説
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
：

主
題
と
変
奏
』、
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
三
年
一
月
）

（
3
）　

加
藤
夢
三
「
第
四
章　

筒
井
康
隆
『
夢
の
木
坂
分
岐
点
』
―
―

壊
れ
て
い
る
の
は
「
私
」
か
世
界
か
」（「
並
行
世
界
へ
の
招
待
：
現

代
日
本
文
学
の
一
断
面
」、「
未
草
：
ひ
つ
じ
書
房
ウ
ェ
ブ
マ
ガ
ジ
ン
」

http://w
w

w
.hituzi.co.jp/hituzigusa/2020/09/15/pu-04/

、

二
〇
二
〇
年
九
月
一
五
日
公
開
、
同
年
九
月
二
九
日
閲
覧
）

（
4
）　

筒
井
康
隆
「
演
技
の
た
め
人
間
心
理
学
ぶ
（
漂
流 

本
か
ら
本
へ
：

26
）」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
四
日
朝
刊
）

（
5
） 『
ユ
リ
イ
カ
』
第
二
〇
巻
第
五
号
（
一
九
八
八
年
五
月
）
に
全
文
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）　

筒
井
康
隆
「
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
」（
筒
井
康
隆
編
『
夢
探
偵
：
光
る

話
の
花
束
１
』、
光
文
社
、
一
九
八
九
年
六
月
）
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（
7
）　

筒
井
康
隆
『
夢
の
木
坂
分
岐
点
』（
新
潮
社
（
新
潮
文
庫
）、

一
九
九
〇
年
四
月
）
の
裏
表
紙
記
載
の
あ
ら
す
じ
よ
り
引
用
。

（
8
）　

筒
井
康
隆
、
玉
城
正
行
、
柘
植
光
彦
、
永
島
貴
吉
、
与
那
覇
恵
子

「
虚
構
へ
の
航
跡
」（『
現
点
』
第
六
号
、
一
九
八
五
年
一
一
月
）

（
9
）　

武
田
信
明
「「
夢
の
木
坂
分
岐
点
」
論
―
―
覚
醒
す
る
こ
と
の
危

う
さ
に
つ
い
て
」（『
国
文
学
：
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
三
三
巻
第

一
〇
号
、
一
九
八
八
年
八
月
）

（
10
）　

井
口
時
男
「
解
説
」（（
７
）
に
同
じ
）

（
11
）　

そ
の
四
場
面
と
は
、
①
小
畑
重
則
と
槙
口
部
長
（
一
章
）、
②
大

畑
重
昭
と
妻
（
二
章
）、
③
大
畑
重
昭
と
浜
中
（
途
中
か
ら
大
村
重
昭

と
中
浜
）（
二
章
）、
④
「
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
の
会
」
で
の
集
団
演
技
（
八

章
）
で
あ
る
。

（
12
）　

山
本
健
一
「
演
技
す
る
人
間
３
」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
六
年
六

月
一
六
日
東
京
夕
刊
）

（
13
）　

筒
井
康
隆
、
関
井
光
男
「
文
体
転
々
」（『
文
学
界
』
第
四
〇
巻
第

二
号
、
一
九
八
六
年
二
月
）

（
14
）　

中
田
浩
二
「
文
藝
’86
１
月
〈
下
〉」（『
読
売
新
聞
』
一
九
八
六
年

一
月
二
四
日
夕
刊
）

（
15
）　

Ｊ
・
Ｇ
・
バ
ラ
ー
ド
／
伊
藤
典
夫
訳
「
内
宇
宙
へ
の
道
は
ど
れ

か
？
」（『
季
刊
Ｎ
Ｗ
―
Ｓ
Ｆ
』
創
刊
号
、一
九
七
〇
年
七
月
）
原
著
：J. 

G. Ballard, 

“Which W
ay T
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” New
 W

orlds, N
o. 
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ay 1962

）

（
16
）　

筒
井
康
隆「
Ｓ
Ｆ
」（『
読
売
新
聞
』一
九
六
八
年
三
月
二
二
日
夕
刊
）

（
17
）　

筒
井
康
隆
「
虚
構
と
現
実
」（『
野
性
時
代
』
第
六
巻
第
九
号
、

一
九
七
九
年
九
月
）

（
18
）　

筒
井
は
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
ユ
ン
グ
心
理
学
に
ま
つ
わ
る
書
籍
を

具
体
的
に
挙
げ
て
い
る
。「
演
技
の
た
め
人
間
心
理
学
ぶ
（
漂
流 

本

か
ら
本
へ
：
26
）」（（
4
）
に
同
じ
）
で
は
、
河
合
隼
雄
『
ユ
ン
グ

心
理
学
入
門
』（
培
風
館
、
一
九
六
九
年
一
〇
月
）
が
、「
虚
構
と
現

実
」（（
17
）
に
同
じ
）
で
は
、
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
／
小
川
捷
之
訳
『
分

析
心
理
学
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
六
年
二
月
）、
Ａ
・
ス
ト
ー

／
河
合
隼
雄
訳
『
ユ
ン
グ
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
六
月
）
が
、

「
個
性
化
―
―
筒
井
康
隆
（
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
）」（『
日
本
経
済
新
聞
』

一
九
八
七
年
一
月
二
六
日
夕
刊
）
で
は
、
Ｊ
・
Ａ
・
ホ
ー
ル
／
氏
原
寛
、

片
岡
康
訳
『
ユ
ン
グ
派
の
夢
解
釈
』（
創
元
社
、
一
九
八
五
年
一
一
月
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
定
期
的
に
ユ
ン
グ
心
理
学
に
触
れ
た
形
跡
が
見
受

け
ら
れ
、
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
19
）　

河
合
隼
雄
『
ユ
ン
グ
心
理
学
入
門
』（
培
風
館
、
一
九
六
九
年

一
〇
月
）

（
20
）　

大
村
重
昭
は
、会
社
で
勝
手
に
自
分
の
資
料
を
見
た
部
下
に
対
し
、
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「
浜
中
と
い
っ
た
か
中
浜
と
い
っ
た
か
。
彼
が
拡
げ
て
い
る
の
は
今
朝

の
会
議
で
配
布
さ
れ
た
書
類
ホ
ル
ダ
ー
で
あ
る
。
重
昭
は
怒
り
で
口

中
に
血
を
味
わ
う
。
獅
子
身
中
の
虫
、
日
の
中
に
い
て
そ
の
光
を
辱

し
む
る
者
め
ス
パ
イ
は
お
前
で
あ
っ
た
か
。「
こ
ら
」
手
を
の
ば
し
て

勢
い
よ
く
書
類
ホ
ル
ダ
ー
を
閉
じ
、
そ
の
手
で
そ
の
ま
ま
浜
中
と
も

中
浜
と
も
思
い
出
せ
ぬ
男
の
頬
を
払
う
。
乾
い
た
音
が
し
た
」
と
激

高
す
る
。
松
村
常
賢
は
、
編
集
者
に
向
か
っ
て
「
で
し
ょ
う
け
ど
と

は
何
だ
。
貴
様
編
集
者
だ
ろ
う
が
。
原
稿
読
ん
で
い
な
が
ら
内
容
や

文
章
の
よ
さ
を
自
分
で
判
断
で
き
な
い
の
か
。
知
る
か
そ
ん
な
こ
と
。

帰
れ
こ
の
気
ち
が
い
め
。
こ
っ
ち
は
い
そ
が
し
い
ん
だ
。
何
を
。
お

の
れ
。
ど
う
し
て
く
れ
よ
う
」
と
憤
慨
す
る
。

（
21
）　

柘
植
光
彦
「
筒
井
康
隆　

虚
人
た
ち
」（『
国
文
学
：
解
釈
と
教
材

の
研
究
』
第
二
八
巻
第
一
五
号
、
一
九
八
三
年
一
一
月
）

（
22
）　

筒
井
康
隆
「
個
性
化
―
―
筒
井
康
隆
（
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
）」（『
日

本
経
済
新
聞
』
一
九
八
七
年
一
月
二
六
日
夕
刊
）

（
23
）　
Ｊ
・
Ａ
・
ホ
ー
ル
／
氏
原
寛
、
片
岡
康
訳
『
ユ
ン
グ
派
の
夢
解
釈
』

（
創
元
社
、
一
九
八
五
年
一
一
月
）

（
24
）　
（
19
）
に
同
じ

※
本
文
の
引
用
は
、
筒
井
康
隆
『
夢
の
木
坂
分
岐
点
』（
新
潮
社
、

一
九
八
七
年
一
月
）
に
拠
っ
た
。
引
用
部
の
点
線
と
波
線
は
引
用
者
が

付
し
た
。

 

（
ま
つ
や
ま　

さ
と
し
／
本
学
大
学
院
生
）


