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【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
農
民
文
学
／
小
作
農
と
工
場
労
働
者
／
階
級
問
題
と
女
性
解
放
問
題
／
境
界

１

．
公
的
な
活
動
様
式

　

小
堀
甚
二
の
自
伝
的
小
説
『
妖
怪
を
見
た
』（
角
川
書
店
、
一
九
五
九
・
七
）
に
は
、
闘
病
中
の
妻
・
鶴
代
が
坂
井
圭
三
に
対
し
、
季

節
外
れ
の
梨
を
食
べ
た
い
と
言
い
出
す
場
面
が
あ
る
。
鶴
代
は
、
労
農
派
の
一
斉
検
挙
の
際
、
圭
三
の
関
係
で
拘
引
さ
れ
、
不
法
監
禁
さ

れ
た
が
、
結
核
性
腹
膜
炎
と
肋
膜
炎
を
併
発
し
た
た
め
釈
放
さ
れ
た
。
梨
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
予
審
が
済
み
保
釈
さ
れ
た
圭
三
が
、
再
度

入
院
し
た
鶴
代
の
看
病
に
あ
た
っ
て
い
る
最
中
の
出
来
事
で
あ
る
。「
信
州
に
問
い
合
わ
せ
れ
ば
、
囲
い
梨
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
わ
」

（
152
頁
）
と
言
う
鶴
代
に
対
し
、
圭
三
が
「
よ
し
、
問
い
合
わ
せ
て
み
て
は
や
る
が
、
お
前
は
季
節
は
ず
れ
の
食
べ
物
な
ど
要
求
す
る
と
き
、

境
界
を
め
ぐ
る
物
語

│
│
平
林
た
い
子
「
夜
風
」
論

倉

田

容

子
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あ
ら
ゆ
る
意
味
で
た
ま
に
は
お
れ
が
困
り
は
し
な
い
か
と
思
う
と
き
は
な
い
か
ね
」（
同
前
）
と
言
う
と
、
鶴
代
は
こ
う
答
え
る
。

「
私
は
治
る
権
利
が
あ
る
か
ら
、
欲
し
い
と
思
う
も
の
は
な
ん
で
も
要
求
す
る
わ
。
あ
な
た
が
経
済
関
係
や
何
か
で
私
の
要
求
を
容

れ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
は
あ
な
た
の
自
由
だ
け
れ
ど
」（
152
頁
）

こ
れ
を
聞
い
た
圭
三
の
内
面
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。「
坂
井
は
自
分
自
身
に
対
し
て
は
貪
慾
な
要
求
を
持
っ
て
い
た
が
、
他
人
に

対
す
る
要
求
に
は
そ
れ
が
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
至
っ
て
怯
懦
な
男
で
あ
る
。（
略
）
権
利
の
要
求
と
な
る
と
、
要
求
さ
れ
る
側
の
不

快
の
方
が
先
に
心
に
浮
か
ん
で
、
つ
い
臆
病
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
自
分
の
怒マ
マ

隷
性
の
現
わ
れ
と
し
て
、
決
し
て
自

分
に
許
し
て
は
い
な
か
っ
た
。そ
れ
だ
け
に
、自
分
と
対
蹠
的
な
鶴
代
の
明
快
な
権
利
主
張
に
、む
し
ろ
称
讃
の
気
持
ち
さ
え
浮
ぶ
の
だ
っ

た
」（
152
頁
）。

　

鶴
代
の
モ
デ
ル
は
平
林
た
い
子
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
会
話
が
実
際
に
二
人
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
は
定
か
で
は
な
い（
１

）。
し
か
し
、
右
に
引
用
し
た
言
葉
に
は
、
い
か
に
も
た
い
子
ら
し
い
と
思
わ
せ
る
要
素
が
あ
る
。
拙
著
「「
理
知
」

と
「
意
志
」
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
│
│
平
林
た
い
子
の
初
期
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
公
／
私
の
脱
領
域
化
」（「
日
本
文
学
」
二
〇
二
〇
・
一
一
）

で
述
べ
た
よ
う
に
、
た
い
子
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
主
題
が
階
級
に
関
わ
る
も
の
で
あ
れ
婦
人
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
れ
、
公
的
な
活

動
様
式
に
貫
か
れ
て
い
る
。
公
的
な
活
動
様
式
と
は
、
田
村
哲
樹（
２

）が
ペ
ー
タ
ー
・
Ｊ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
議
論
を
紹
介
す
る
形
で

示
し
た
概
念
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
ベ
ル
ガ
ー（
３

）は
、
公
／
私
区
分
を
領
域
や
空
間
と
し
て
捉
え
る
見
方
で
は
現
実
の
複
雑
さ
を
理
解
し
得

な
い
と
し
、
公
／
私
区
分
を
活
動
様
式
（‘m

anners of acting ’

）
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
公
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的
な
活
動
様
式
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

T
o act in a public m

anner is, thus, to be a generalizer. It is to focus on generic sim
ilarities and differences, to 

ignore, or at least to de-em
phasize, that w

hich is eccentric, peculiar, and special. It is to be, roughly, a scientist 

or a law
yer.

　

T
o act in a private m

anner is som
ething very different. N

o parent, qua parent, is a scientist or a law
yer. In 

the fam
ily, the particular is treated not as an instance of a universal idea but, rather, as a thing unto itself, 

som
ething that actually defies generalization. W

e are, indeed, offended by the proposition that our loved ones 

m
ight be m

ere em
bodim

ents of generalized types. Each of us is unique and dem
ands to be treated as such. If 

w
e take this seriously, m

oreover, then w
e m
ust agree that a private m

anner of acting cannot be rule-governed, 

procedural, objective, or legalistic. 

（p.305-306

）

公
的
な
活
動
様
式
と
は
、
規
則
的
、
手
続
き
的
、
客
観
的
、
法
律
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
関
係
性
を
「
一
般
化
」（‘generalizer ’

）

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
振
る
舞
い
は
、
愛
情
や
親
密
さ
に
基
づ
い
て
行
動
・
発
言
し
（‘act 

（say

） ‘affectionately ’ or ‘inti-

m
ately ’ or ‘in confidence ’, ’ p.307

）、
親
密
な
者
を
「
一
般
化
」
不
可
能
な
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
扱
う
場
面
、
た
と
え
ば
家

庭
内
で
の
親
子
間
の
や
り
と
り
な
ど
に
は
な
じ
ま
な
い
と
、
シ
ュ
タ
イ
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
言
う
。

　

た
だ
し
、
シ
ュ
タ
イ
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
こ
の
あ
と
、’W

e generally think of sexual intim
acy, for exam

ple, as a private m
at-
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ter; w

e dem
ur, how

ever, w
hen it involves incest, m

inors, or the absence of consent 

（and w
e are m

uch less inclined 

to agree about, say, sodom
y or sadom

asochism

）’ （p.310

）
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
公
的
な
活
動
様
式
の
概
念
に
は
ホ
モ
フ
ォ
ビ

ア
が
内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
記
述
が
図
ら
ず
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
公
的
な
活
動
様
式
と
は
必
ず
し
も
正
義

や
公
正
さ
を
問
い
直
し
続
け
る
よ
う
な
批
評
的
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
慣
習
的
・
伝
統
的
な
規
範
に
拘
束
さ
れ
る
側
面
を
持
つ
。
公
的

／
私
的
な
活
動
様
式
の
具
体
的
内
実
や
、
そ
の
本
質
は
何
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
田
村
が
重
要
視
す
る
公
私
の
脱
領
域
化
と
、
関
係
性
の
「
一
般
化
」
と
い
う
点
に
着
目
し
た
い
。

　
『
妖
怪
を
見
た
』
の
梨
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
い
か
に
も
た
い
子
ら
し
い
も
の
に
見
え
る
の
は
、
そ
れ
が
、
夫
と
の
関
係
性
を
「
一
般
化
」

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。「
お
れ
が
困
り
は
し
な
い
か
と
思
う
と
き
は
な
い
か
ね
」
と
聞
く
と
き
、
圭
三
は
鶴
代
に
対
し
て
、
愛
情
や

親
密
さ
に
基
づ
く
特
別
な
配
慮
、
す
な
わ
ち
私
的
な
活
動
様
式
を
期
待
し
て
い
る
。
一
方
、
鶴
代
は
自
ら
の
「
権
利
」
に
基
づ
い
て
「
要

求
」
を
行
い
、
自
分
も
愛
情
や
親
密
さ
に
基
づ
く
配
慮
を
行
わ
な
い
代
わ
り
に
、
圭
三
に
も
そ
れ
を
要
求
せ
ず
、「
あ
な
た
が
経
済
関
係

や
何
か
で
私
の
要
求
を
容
れ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
は
あ
な
た
の
自
由
だ
け
れ
ど
」
と
言
う
。
夫
婦
の
間
で
も
個
々
人
の
「
権
利
」
と
「
自

由
」
に
基
づ
く
交
渉
を
行
う
こ
と
を
当
然
と
考
え
る
鶴
代
と
、愛
情
や
親
密
さ
に
基
づ
く
特
別
な
配
慮
を
求
め
る
坂
井
と
は
、同
じ
空
間
・

領
域
を
共
有
し
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の
行
動
様
式
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
い
子
は
、
た
と
え
ば
「
同
性
作
家
へ
の
警
告
そ
の
他
」（「
解
放
」
一
九
二
六
・
六（
４

））
に
お
い
て
、
現
在
の
「
婦
人
作
家
」
は
「
恋
愛
、

道
徳
、
家
族
制
度
の
男
性
中
心
主
義
に
対
す
る
呪
詛
の
声
」（
306
頁
）
を
綴
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
「
い
か
に
し
て
、
我
等
が
、

か
く
も
男
性
の
奴
隷
に
落
ち
た
か
、
男
性
中
心
の
道
徳
は
、
い
か
に
し
て
か
く
も
発
達
し
た
か
、
更
に
我
等
が
、
こ
の
呪
う
べ
き
社
会
の

あ
ら
ゆ
る
制
度
の
鉄
鎖
を
た
ち
き
る
た
め
に
は
、
何
が
必
要
で
あ
る
か
」（
同
前
）
を
追
求
す
る
よ
う
な
「
明
確
な
理
知
と
、
積
極
的
な
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戦
闘
意
志
」（
同
前
）
が
欠
け
て
い
る
と
批
判
し
た
。
こ
う
し
た
た
い
子
の
、
社
会
に
対
し
て
で
あ
れ
私
的
関
係
に
対
し
て
で
あ
れ
「
あ

ら
ゆ
る
制
度
の
鉄
鎖
」
を
剔
抉
す
る
姿
勢
と
、
家
庭
内
に
お
い
て
も
客
観
性
と
交
渉
の
手
続
き
を
保
持
す
る
先
ほ
ど
の
鶴
代
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

旧
稿
で
は
、
た
い
子
の
言
論
に
対
す
る
姿
勢
が
示
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
「
施
療
室
に
て
」（「
文
芸
戦
線
」
一
九
二
七
・
八
）
を
取

り
上
げ
、「
私
」
の
私
的
感
情
が
公
的
な
活
動
様
式
（「
判
断
」
と
「
説
明
責
任
」）
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。「
施
療
室
に

て
」
は
身
辺
に
材
を
取
っ
た
所
謂
「
体
験
小
説
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、「
体
験
」
を
離
れ
た
「
客
観
小
説
」
に
お
い
て
は
、
空
間
・

領
域
や
行
動
様
式
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
農
村
も
の
で
あ
る
「
夜
風
」（「
文
芸
戦
線
」
一

九
二
八
・
三
）
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
た
同
時
代
的
文
脈
を
確
認
し
た
上
で
、
空
間
・
領
域
の
境
界
を
め
ぐ
る
物
語
を
浮
び
が

ら
せ
た
い
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、「
夜
風
」
は
境
界
線
が
引
か
れ
る
そ
の
瞬
間
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
自
明
の
も
の
と
思

わ
れ
て
い
る
領
域
の
区
分
を
脱
自
然
化
し
、
権
力
の
所
在
を
再
考
す
る
視
座
を
提
示
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

２

．「
身
辺
的
認
識
」
か
ら
の
離
陸

　
「
夜
風
」
は
、
二
つ
の
物
語
を
軸
と
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
八
ヶ
岳
の
麓
の
養
蠶
村
の
小
作
農
で
あ
る
末
吉
が
、
隣
家
の
陽
之
助
と
結

託
し
、
地
主
で
あ
り
佱
製
糸
工
場
の
工
場
主
で
も
あ
る
善
兵
衛
に
抵
抗
の
姿
勢
を
示
す
物
語
、
い
ま
一
つ
は
、
夫
に
死
に
別
れ
て
実
家
に

戻
っ
て
い
る
末
吉
の
姉
の
お
仙
が
「
田
植
の
日
傭
ひ
稼
ぎ
で
知
合
つ
た
日
傭
と
い
の
男
」（
123
頁
）
の
子
を
妊
娠
し
、
兄
の
清
次
郎
に
責

め
立
て
ら
れ
な
が
ら
土
間
で
出
産
、
そ
の
子
を
殺
す
ま
で
の
物
語
で
あ
る
。
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テ
ク
ス
ト
の
分
析
に
入
る
前
に
、
こ
れ
ら
の
物
語
の
う
ち
、
ど
の
部
分
が
同
時
代
的
な
文
脈
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。
岡
野
幸
江（
５

）が
「
た
い
子
の
階
級
的
な
意
識
を
生
ん
だ
原
点
は
、
故
郷
信
州
の
農
村
に
あ
っ
た
」（
63
頁
）
と
指
摘
す
る

よ
う
に
、
農
村
と
い
う
題
材
は
た
い
子
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
導
か
れ
た
側
面
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が（
６

）、
同
時
に
一
九
二
〇
年
代
の

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
固
有
の
文
脈
も
内
包
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
身
辺
的
認
識
」
か
ら
の
離
陸
と
、
雑
誌
「
農
民
」
派
と
の

対
立
と
い
う
、
二
つ
の
同
時
代
的
な
文
脈
を
確
認
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
た
い
子
は
「
処
女
作
の
頃
│
│
文
芸
戦
線
と
解
放
に
発
表
」（「
婦
人
文
芸
」
一
九
三
四
・
三（
７

））
に

お
い
て
、「
施
療
室
に
て
」
を
書
き
上
げ
た
頃
の
苦
悩
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

福
本
イ
ズ
ム
と
反
福
本
イ
ズ
ム
│
│
そ
う
い
う
ど
ち
ら
も
多
か
れ
少
か
れ
、
例
の
福
本
イ
ズ
ム
の
潮
気
を
帯
び
て
は
い
た
が
、
や

は
り
、
あ
の
時
の
、
対
立
の
性
質
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
見
て
、
こ
の
二
つ
の
も
の
の
摩
擦
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
の
理
論
に
も
、

目
を
パ
チ
パ
チ
さ
せ
て
い
る
だ
け
の
私
は
、
た
だ
、
自
分
の
心
の
爆
発
に
忠
実
で
あ
る
だ
け
で
、
無
我
夢
中
で
「
施
療
室
に
て
」
を

か
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
っ
き
り
、
一
年
近
く
何
も
書
か
な
か
っ
た
。
私
は
、「
施
療
室
に
て
」
を
書
き
上
げ
る
と
一
緒
に
、
汲
め

ば
尽
き
て
し
ま
う
所
謂
体
験
小
説
の
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
小
説
と
し
て
の
限
界
性
に
気
づ
き
ま
た
、
同
時
に
、
ま
ず
自
分
の
身
辺
の
認

識
か
ら
起
っ
た
階
級
意
識
の
性
質
か
ら
言
っ
て
、
ど
う
し
て
も
自
分
は
体
験
小
説
の
域
を
超
え
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ

き
、
大
き
な
苦
悶
に
打
つ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
一
人
の
苦
し
み
で
は
な
か
っ
た
。
身
辺
的
認
識
を
い
か
に
拡
大
し

て
社
会
的
歩
調
に
追
い
つ
か
せ
る
か
は
、
労
働
者
作
家
が
一
般
に
疲
れ
て
し
ま
っ
た
そ
の
頃
の
一
つ
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。（
380

‒

381
頁
）



129

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
身
辺
的
認
識
を
い
か
に
拡
大
し
て
社
会
的
歩
調
に
追
い
つ
か
せ
る
か
」
と
い
う
課
題
は
青
野
季
吉
「
自

然
生
長
と
目
的
意
識
」（「
文
芸
戦
線
」
一
九
二
六
・
九
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。「
自
然
生
長
と
目
的
意
識
」
に
お
い
て
季
吉
は
、「
プ

ロ
レ
タ
リ
ヤ
階
級
は
自
然
に
生
長
す
る
。
そ
れ
が
自
然
に
生
長
す
る
と
共
に
、
表
現
欲
も
自
然
に
生
長
す
る
。
そ
れ
の
具
体
的
の
顕
れ
が

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
で
あ
る
」（
４

頁
）
と
述
べ
た
上
で
、
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
「
運
動
」
の
段
階
に
は
達
し
て
お
ら
ず
、「
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
階
級
の
闘
争
目
的
を
自
覚
し
て
始
め
て
、
そ
れ
は
階
級
の
た
め
の
芸
術
と
な
る
。
即
ち
社
会
主
義
思
想
に
よ
つ
て
導
か
れ
て
始
め
て
、

そ
れ
は
階
級
の
た
め
の
芸
術
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
ゝ
に
始
め
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
運
動
が
起
る
の
で
あ
り
起
つ
た
の
で
あ

る
」（
同
前
）
と
し
て
「
目
的
意
識
」
の
重
要
性
を
説
い
た
。
た
い
子
は
「
実
感
的
作
家
論
」（「
群
像
」
一
九
五
九
・
一
〜
一
〇（
８

））
の
「
青

野
季
吉
論
」
に
お
い
て
、「
こ
の
論
文
は
、
今
考
え
て
み
る
と
、
ち
ょ
っ
と
あ
と
に
現
れ
た
大
学
マ
ル
キ
シ
ス
ト
た
る
プ
ロ
芸
派
的
主
張

に
非
常
に
近
い
」（
218
頁
）
と
述
べ
、
労
働
者
作
家
を
多
く
擁
す
る
「
文
芸
戦
線
」
派
（
文
戦
派
）
に
と
っ
て
は
こ
の
提
言
が
打
撃
と
な
っ

た
と
振
り
返
っ
て
い
る
。

　
「
プ
ロ
芸
派
」
す
な
わ
ち
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
連
盟
の
主
流
派
は
、
福
本
イ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
鹿
地
亘
や
中
野
重
治
ら
で
あ

り
、
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
）
の
プ
ロ
芸
の
分
裂
に
際
し
て
、
た
い
子
は
、
蔵
原
惟
人
、
青
野
季
吉
、
葉
山
嘉
樹
、
黒
島
伝
治
ら
と
と
も

に
連
盟
を
脱
退
、
労
農
芸
術
家
連
盟
（
労
芸
）
を
創
立
し
、
連
盟
員
と
な
る（
９

）。
プ
ロ
芸
と
労
芸
は
袂
を
分
か
つ
が
、
た
い
子
が
「
プ
ロ
芸

派
的
主
張
に
非
常
に
近
い
」
と
述
べ
た
「
自
然
生
長
と
目
的
意
識
」
の
主
張
は
労
芸
に
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
。
同
年
七
月
号
の
「
文

芸
戦
線
」
に
掲
載
さ
れ
た
労
芸
の
「
綱
領
（
草
案
）」（
青
野
季
吉
・
田
口
憲
一
執
筆
）
の
冒
頭
に
は
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
芸
術
運
動
は
、

自
然
発
生
的
な
運
動
で
は
な
く
し
て
、
目
的
意
識
的
な
運
動
で
あ
る
。
そ
の
発
生
の
形
式
よ
り
云
へ
ば
、
自
然
発
生
的
な
反
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
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的
芸
術
行
動
を
、
無
産
階
級
の
究
極
目
的
の
見
地
よ
り
こ
れ
を
把
握
し
、
一
定
の
方
向
に
目
的
付
け
、
組
織
付
け
ん
と
し
、
且
目
的
付
け

て
、
来
た
運
動
で
あ
る
。
従
つ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
芸
術
運
動
よ
り
、
目
的
意
識
性
を
控
除
し
た
な
ら
ば
全
然
意
味
が
な
い
と
云
つ
て
い
ゝ

で
あ
ら
う
」（
10
頁
）
と
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
身
辺
的
認
識
」
を
「
社
会
的
歩
調
に
追
い
つ
か
せ
る
」
と
い
う
課
題
は
、「
福
本
イ
ズ
ム
の
潮
気
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

た
い
子
自
身
の
思
想
と
も
響
き
合
う
部
分
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
い
子
は
「
施
療
室
に
て
」
を
「
汲
め
ば
尽
き
て
し
ま
う
所
謂
体
験

小
説
」
と
自
ら
評
し
た
が
、
そ
こ
で
は
夫
や
子
に
対
す
る
私
的
感
情
と
主
義
の
相
克
が
語
ら
れ
、
そ
の
語
り
は
「
私
」
が
置
か
れ
て
い
る

状
況
と
彼
女
の
判
断
の
根
拠
を
説
明
し
尽
く
す
も
の
│
│
公
的
な
活
動
様
式
│
│
と
な
っ
て
い
る
。
題
材
は
「
体
験
」
に
取
材
し
た
も
の

で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
た
だ
呪
詛
を
書
き
連
ね
る
の
で
は
な
く
、「
こ
の
呪
う
べ
き
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
制
度
の
鉄
鎖
を
た
ち
き
る
た
め
に
は
、

何
が
必
要
で
あ
る
か
」（「
同
性
作
家
へ
の
警
告
そ
の
他
」
306
頁
）
を
「
明
確
な
理
知
と
、
積
極
的
な
戦
闘
意
志
」（
同
前
）
に
よ
っ
て
追

求
す
べ
き
だ
と
い
う
た
い
子
の
主
張
は
、「
施
療
室
に
て
」
に
お
い
て
も
実
践
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
よ
り
明
確
な
「
体
験
」
か
ら
の
離
陸
の
た
め
、
た
い
子
は
題
材
を
変
更
す
る
こ
と
を
試
み
る
。「
処
女
作
の
頃
」
に

お
い
て
、「
い
わ
ば
「
施
療
室
」
を
「
正
」
と
す
る
と
、「
夜
風
」
は
「
反
」
で
あ
り
、「
殴
る
」
は
「
合
」
の
よ
う
な
も
の
で
、
体
験
で
も
、

非
体
験
で
も
な
い
第
三
の
も
の
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
」（
382
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
夜
風
」
は
「
非
体
験
」
小
説
で
あ
る
。
小
作

農
の
地
主
へ
の
抵
抗
と
い
う
題
材
は
、「
自
然
生
長
」
し
た
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
」
か
ら
の
転
換
と
い
う
同
時
代
的
な
課
題
へ
の
応
答

と
し
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
、
ま
ず
は
言
え
る
だ
ろ
う）
10
（

。
一
方
、「
夜
風
」
の
な
か
で
も
お
仙
の
妊
娠
・
出
産
に
伴
う
身
体
的
苦

痛
の
語
り
は
「
施
療
室
に
て
」
な
ど
の
「
体
験
小
説
」
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
単
に
女
性
の
身
体
性
の
問
題
で
あ
る
か
ら
と
い
う
だ

け
で
な
く
、「
体
験
」
と
の
距
離
の
近
さ
と
い
う
点
で
も
同
時
代
的
な
問
題
意
識
か
ら
逸
脱
す
る
要
素
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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３

．「
農
民
」
派
と
の
対
立

　

い
ま
一
つ
念
頭
に
置
く
べ
き
同
時
代
的
文
脈
に
、
こ
れ
も
「
自
然
生
長
」
か
ら
の
転
換
と
い
う
要
素
と
不
可
分
な
の
だ
が
、
農
民
文
学

を
め
ぐ
る
論
争
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
、
農
民
文
学
の
あ
り
方
や
そ
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
陣
営
と
対
立
し

て
い
た
一
派
に
、
雑
誌
「
農
民
」（
一
九
二
七
・
一
〇
〜
一
九
三
三
・
九
）
に
参
集
し
た
書
き
手
た
ち
が
い
た
。
一
般
に
、「
農
民
」
派
と

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
対
立
と
し
て
は
、
全
日
本
無
産
者
芸
術
連
盟
（
ナ
ッ
プ
）
と
の
間
に
起
き
た
論
争）
11
（

が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
文

戦
派
も
ま
た
「
農
民
」
派
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
。
前
掲
「
自
然
生
長
と
目
的
意
識
」
に
お
い
て
、
季
吉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
し
運
動
の
意
義
が
没
却
さ
れ
て
、
自
然
生
長
へ
の
随
喜
へ
逆
転
す
る
や
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
我
々
は
ど
う
し
て
も
そ
れ
と
闘
争

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
／
私
は
こ
の
頃
よ
く
発
表
さ
れ
る
土
の
芸
術
の
議
論
を
読
む
と
き
、
そ
の
悉
く
と
言
つ
て
も
よ
い
く
ら
ゐ
が
、

自
然
生
長
の
前
に
首
を
垂
れ
て
ゐ
る
や
う
な
気
味
の
あ
る
の
を
、
認
め
な
い
で
は
お
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
ま
だ
運
動
は
な
い
と
言
つ

て
よ
い
。
本
統
の
目
的
意
識
の
た
め
の
運
動
が
こ
れ
か
ら
起
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
そ
れ
が
起
ら
ぬ
以
上
、
理
論
の
混
乱
と
、
個

人
的
満
足
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。（
５

頁
）

　
「
こ
の
頃
よ
く
発
表
さ
れ
る
土
の
芸
術
の
議
論
」
と
は
、「
農
民
」
派
の
代
表
的
な
書
き
手
で
あ
る
犬
田
卯
ら
の
一
連
の
農
民
文
学
論
の

こ
と
で
あ
る
。
卯
は
、
自
ら
も
創
作
を
行
う
と
同
時
に
、
農
民
自
身
の
手
に
な
る
「
土
の
芸
術
」
の
理
念
を
提
唱
し
た
。
加
藤
武
雄
と
の

共
著
『
農
民
文
芸
の
研
究
』（
春
陽
堂
、
一
九
二
六
・
九）
12
（

）
に
お
い
て
、
卯
は
、「
必
要
な
こ
と
は
た
ゞ
一
つ
で
あ
る
。
即
ち
表
現
さ
れ
る
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事
│
│
百
姓
が
表
現
を
持
つ
こ
と
│
│
こ
の
一
事
で
あ
る
。
／
こ
れ
ま
で
百
姓
は
表
現
を
持
た
な
か
つ
た
。
言
葉
を
か
へ
て
云
へ
ば
、
土

の
文
芸
と
云
ふ
も
の
が
、
厳
密
な
意
味
に
於
て
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」（
40

‒
41
頁
）
と
述
べ
た
上
で
、
そ
の
表
現
の
特
質
に
つ
い
て
、「
飽

く
ま
で
も
自
分
の
表
現
、
自
分
達
の
独
特
の
表
現
を
、
文ス
タ
イ
ル体
を
持
た
な
く
て
は
い
け
な
い
。
／
そ
れ
は
力
で
あ
る
。
土
か
ら
生
れ
た
、
何

物
に
よ
つ
て
も
動
か
さ
れ
な
い
、
巌
と
し
た
力
の
表
現
で
あ
る
。
さ
う
し
た
底
力
を
直
截
に
現
は
す
と
こ
ろ
か
ら
新
し
い
文
体
が
生
れ
て

来
る
」（
41
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
主
張
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、「
土
の
文
芸
」
と
は
農
民
の
当
事
者
性
に
根
ざ
し
た
概
念
で

あ
っ
た
。
一
方
、
自
然
発
生
的
な
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
」
を
「
運
動
」
と
は
認
め
な
い
季
吉
の
視
座
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
当
事
者
性
へ

の
信
念
こ
そ
が
「
自
然
生
長
」
へ
の
回
帰
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る）
13
（

。

　

ま
た
、
当
事
者
性
の
是
非
だ
け
で
な
く
、
都
市
と
農
村
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
文
戦
派
と
「
農
民
」

派
は
対
立
す
る
見
方
を
有
し
て
い
た
。
船
戸
修
一）
14
（

は
、
多
く
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
が
「
農
村
社
会
に
お
い
て
地
主
に
搾
取
さ
れ
る
小

作
人
を
資
本
家
に
搾
取
さ
れ
る
都
市
労
働
者
と
同
様
の
存
在
と
見
な
し
、
農
民
階
級
を
小
説
の
題
材
対
象
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
」（
35

頁
）
の
に
対
し
、
卯
は
、「「
一
般
勤
労
農
民
」
は
、
地
主
だ
け
で
な
く
、
資
本
家
や
労
働
者
が
所
属
す
る
「
都
市
」
か
ら
も
搾
取
、
つ
ま

り
「
二
重
搾
取
」
さ
れ
て
い
る
存
在
」（
同
前
）
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
ま
た
「
農
民
を
同
盟
者
で
あ
る
と
見
な
し
な
が
ら
も
、

そ
の
一
方
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
よ
る
農
民
蔑
視
＝
農
民
支
配
を
考
え
て
い
る
」（
同
前
）
と
捉
え
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
卯
の
思
想
の
背
景
に
は
「
農
民
自
治
主
義
」
の
思
想
的
文
脈
が
あ
る
。
蔭
木
達
也）
15
（

に
よ
れ
ば
、「
農
民
自
治
」
と
は
一
九

二
五
年
（
大
正
一
五
）
に
下
中
弥
三
郎
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
雑
誌
「
農
民
自
治
」
を
通
じ
て
共
有
さ
れ
た
。「
農
民

自
治
」
の
概
念
は
「「
農
民
」
と
「
都
会
」、「
自
治
」
と
「
政
治
」
と
い
う
二
つ
の
対
立
項
」（
15
頁
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
前
者
は
、「
小
作
人
」
に
対
す
る
「
地
主
」
と
「
都
会
」
の
二
重
支
配
か
ら
の
解
放
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
「「
私
有
」「
国
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有
」
に
対
す
る
「
公
有
」
化
、「
私
営
」「
国
営
」
に
対
す
る
「
公
営
」
化
」（
同
前
）
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
普
選

を
「
知
識
と
資
本
を
権
力
と
し
て
、
農
民
を
は
じ
め
と
す
る
民
衆
の
権
利
を
奪
い
、
支
配
す
る
た
め
の
非
民
主
的
な
制
度
」（
14
頁
）
と

す
る
見
方
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
農
民
自
治
」
の
観
念
を
発
展
さ
せ
た
の
が
鑓
田
研
一
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
引
き
継
い
で
「
農

民
」
と
「
都
会
」
の
対
立
を
労
働
の
あ
り
方
│
│
都
市
労
働
は
「
商
工
業
」「
産
業
主
義
」
に
付
随
す
る
「
器
械
的
労
働
」
で
あ
る
│
│

へ
と
敷
衍
し
た
の
が
卯
で
あ
っ
た
と
、
蔭
木
は
言
う
。

　
「
文
芸
戦
線
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
土
の
文
芸
」
や
「
農
民
自
治
主
義
」
に
対
す
る
批
判
が
し
ば
し
ば
掲
載
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
林

房
雄
は
「
前
号
創
作
一
人
一
評
（
１

）」（「
文
芸
戦
線
」
一
九
二
六
・
一
二
）
に
お
い
て
、
黒
島
伝
治
「
豚
群
」（「
文
芸
戦
線
」
一
九
二
六
・

一
一
）
を
称
賛
し
つ
つ
、
こ
れ
と
対
置
す
る
形
で
「
土
の
文
芸
」
を
批
判
し
て
い
る
。「
豚
群
」
は
、「
小
作
料
の
代
り
に
、
今
、
相
場
が

高
く
つ
て
、
百
姓
の
生
活
を
支
へ
る
唯
一
の
手
だ
て
に
な
つ
て
ゐ
る
豚
を
差
押
へ
や
う
」（
８

頁
）
と
す
る
地
主
に
対
し
、
農
民
た
ち
が

豚
を
一
斉
に
野
に
放
っ
て
持
ち
主
を
分
か
ら
な
く
す
る
と
い
う
形
で
抵
抗
し
、
成
功
す
る
と
い
う
、「
目
的
意
識
」
を
前
景
化
し
た
小
説

で
あ
る
。
些
か
楽
天
的
に
も
見
え
る
筋
書
き
だ
が
、
房
雄
は
こ
れ
を
「
真
の
意
味
の
農
民
文
学
の
好
型
」（
13
頁
）
を
示
し
た
も
の
と
称

賛
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

農
村
を
都
会
と
対
立
さ
せ
て
、
そ
れ
に
腰
の
抜
け
た
智
識
階
級
の
逃
避
場
を
見
出
さ
う
と
す
る
甘
つ
た
る
い
「
農
村
文
学
」
農
村

を
し
て
国
粋
主
義
と
混
乱
し
た
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
淵
叢
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
封
建
的
な
「
土
の
文
芸
」
│
│
そ
ん
な
出
鱈
目
な
小

ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
な
農
民
文
学
に
対
抗
し
て
、
真
に
自
己
解
放
の
た
め
に
闘
争
し
つ
ゝ
あ
る
溌
剌
と
し
た
日
本
の
農
民
を
代
表
す
る
作

品
の
出
現
を
、
わ
れ
わ
れ
は
常
に
期
待
し
て
ゐ
た
。
心
待
ち
に
待
つ
て
ゐ
た
。
／
明
る
い
、
土
と
空
気
の
匂
ひ
の
す
る
、
そ
れ
で
ゐ
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て
真
に
闘
争
的
な
好
短
篇
黒
島
君
が
、
こ
の
方
向
へ
ぐ
ん
〳
〵
進
ん
で
行
か
れ
る
こ
と
を
、
私
は
喜
び
と
期
待
と
を
持
つ
て
見
て
ゐ

る
。（
13
頁
）

　

こ
こ
で
は
「
土
の
文
芸
」
が
、「
農
村
を
し
て
国
粋
主
義
と
混
乱
し
た
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
淵
叢
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
封
建
的
な
「
土

の
文
芸
」」、「
出
鱈
目
な
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
な
農
民
文
学
」
と
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。「
農
村
」
と
「
都
会
」
を
対
立
的
に
捉
え
る
「
農

民
自
治
主
義
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
小
田
隆
「
展
望
小
感
」（「
文
芸
戦
線
」
一
九
二
六
・
一
一
）
も
、「
い
か
に
日
本
が
農

民
の
国
で
あ
つ
た
に
せ
よ
、
三
百
二
十
万
の
農
民
の
み
過
信
し
て
、
二
百
万
の
工
場
労
働
者
と
、
一
百
万
の
交
通
労
働
者
と
三
十
万
の
鉱

山
労
働
者
等
を
見
向
か
ぬ
こ
と
が
果
し
て
全
無
産
階
級
の
た
め
に
有
利
で
あ
ら
う
か
」（
81
頁
）
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
、「
土
の

文
芸
」
を
「
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
」
と
す
る
批
判
は
、
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
）
四
月
号
か
ら
始
ま
っ
た
投
稿
欄
「
タ
ワ
リ
ー
シ
チ
」（
一

九
二
七
年
五
月
号
以
降
、
表
記
は
概
ね
「
タ
ワ
リ
ッ
シ
」
と
な
る
）
に
掲
載
さ
れ
た
佐
々
木
義
郎
「
農
民
作
家
よ
」（
一
九
二
七
・
四
）

に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
論
理
は
、「
犬
田
氏
に
し
て
も
解
放
や
文
戦
で
度
々
書
い
て
あ
る
が
唯
一
応
は
作
品
の
持
つ
意
図
に
肯
定
す
る
け

れ
ど
氏
自
身
も
一
歩
深
か
く
這
入
れ
ば
影
が
あ
ま
り
に
薄
い
。
も
つ
と
経
済
的
に
ぐ
つ
と
深
か
く
突
き
込
ん
で
、
言
葉
で
な
く
、
理
論
で

な
く
概
念
で
な
く
、
空
想
で
な
い
所
の
あ
る
も
の
に
触
れ
た
ら
、
あ
ゝ
し
た
推
理
の
上
に
立
つ
た
教
化
的
作
品
は
生
れ
て
来
な
い
わ
け
だ
。

氏
も
又
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
作
家
と
し
て
の
み
存
在
が
必
要
だ
」（
109
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

経
済
的
な
洞
察
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
「
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
夜
風
」
に
お
い
て
小
作
人
と
工
場
労
働
者
が
共
に
資
本
家
に
搾
取
さ
れ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
「
文
芸
戦

線
」
に
お
け
る
「
土
の
文
芸
」
や
「
農
民
自
治
主
義
」
に
対
す
る
批
判
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
理
解
で
き
る
。
一
方
、
小
作
人
と
工
場
労
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働
者
の
連
帯
の
萌
芽
を
示
す
一
時
的
な
勝
利
の
後
に
置
か
れ
た
、
読
者
の
「
心
持
」
を
も
「
一
層
ぴ
し
や
ん
こ
に
」（
343
頁）
16
（

）
し
て
し
ま

う
お
仙
の
子
殺
し
は
、
農
民
文
学
論
争
の
文
脈
か
ら
見
て
も
「
目
的
意
識
」
か
ら
逸
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

４

．「
夜
風
」

　

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
夜
風
」
の
プ
ロ
ッ
ト
の
な
か
で
も
同
時
代
性
に
と
く
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
る
部
分
が
明
確
に
な
る
。

改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
代
的
文
脈
が
色
濃
い
の
は
末
吉
の
物
語
で
あ
る
。
末
吉
の
物
語
は
、
階
級
的
意
識
に
目
覚
め
た

小
作
人
が
団
結
し
、
地
主
に
反
旗
を
翻
す
と
い
う
、「
農
民
の
全
意
識
・
心
理
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
に
組
織
す
る
文
学
」（
137
頁）
17
（

）
と
し
て

の
明
快
な
「
目
的
意
識
」
に
貫
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
工
場
で
も
う
け
る
一
方
、
附
近
一
体
の
土
地
を
坪
五
号
五
勺
で
貸
し
て
ゐ
る
地

主
で
も
あ
つ
た
」（
127
頁
）
と
い
う
善
兵
衛
、
お
よ
び
、
小
作
人
を
脱
し
て
佱
製
糸
工
場
の
工
男
と
な
っ
た
兄
の
清
次
郎
や
隣
村
の
孝
三

の
造
形
は
、
と
も
に
資
本
家
に
搾
取
さ
れ
る
存
在
と
し
て
の
小
作
農
と
工
場
労
働
者
の
連
続
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
農
村
」

と
「
都
会
」
の
対
立
を
否
定
し
、
農
民
と
工
場
労
働
者
の
共
闘
を
目
指
す
と
い
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
理
念
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、「
体
験
小
説
」
の
要
素
を
持
つ
と
と
も
に
、
農
民
と
工
場
労
働
者
の
共
闘
の
萌
芽
を
示
唆
す
る
階
級
闘
争
の
盛
り
上
が

り
に
冷
や
水
を
浴
び
せ
る
お
仙
の
物
語
は
、
こ
う
し
た
同
時
代
の
文
脈
か
ら
は
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

こ
れ
ま
で
「
夜
風
」
の
読
み
は
、
他
の
た
い
子
の
初
期
小
説
同
様
、「
再
配
分
」
の
政
治
か
ら
「
承
認
」
の
政
治
へ
と
解
釈
の
軸
が
移

行
し
て
き
て
お
り
、
前
者
の
視
座
に
立
つ
議
論
に
お
い
て
は
末
吉
の
物
語
が
、
後
者
の
視
座
に
立
つ
議
論
に
お
い
て
は
お
仙
の
物
語
が
評

価
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
勝
本
清
一
郎）
18
（

は
、「
夜
風
」
の
自
然
描
写
は
「
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
相
が
時
代
の
経
済
生
活
を
反
映
し
て
見
え
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る
や
う
に
描
か
れ
て
」（
341
頁
）
お
り
、
ま
た
人
物
造
形
に
も
「
現
代
の
社
会
生
活
の
全
体
な
機
構
に
結
び
つ
け
て
取
扱
つ
て
行
か
う
」

（
342
頁
）
と
す
る
意
志
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
、
社
会
的
認
識
と
密
着
し
た
描
写
の
「
圧
迫
感
」（
343
頁
）
を
称
賛
し
た
。
他
方
、
中
山
和

子）
19
（

は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
批
評
の
視
座
に
立
つ
勝
本
の
評
価
に
つ
い
て
「
女
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
こ
の
短
篇
の
特
質
は
、
そ

こ
か
ら
す
っ
か
り
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
」（
178
頁
）
と
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
批
評
が
内
包
す
る
男
性
・
ロ
ゴ
ス
中

心
主
義
に
異
議
申
し
立
て
を
行
う
の
が
お
仙
の
「
狂
気
と
暴
力
」（
185
頁
）
で
あ
り
、「
藪
の
様
に
乱
れ
た
蓬
髪
の
狂
女
は
、
正
義
と
革
命

の
理
念
を
ひ
き
裂
き
、
そ
の
理
念
の
も
つ
権
力
構
造
を
、
身
を
も
っ
て
暴
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
」（
185
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
評
価
は
い
ず
れ
も
、
末
吉
の
物
語
と
お
仙
の
物
語
の
差
異
（「
目
的
意
識
」
か
ら
の
距
離
や
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
非
対
称
性
）

に
注
目
し
た
も
の
と
言
え
る
。
だ
が
本
稿
で
は
、
両
者
の
差
異
で
は
な
く
共
通
性
に
着
目
す
る
こ
と
で
、「
夜
風
」
を
境
界
を
め
ぐ
る
物

語
と
し
て
読
み
直
す
こ
と
を
試
み
た
い
。
実
の
と
こ
ろ
二
つ
の
物
語
は
、
領
域
的
・
空
間
的
に
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
末
吉
と
お
仙
は
、
同
じ
村
の
中
に
あ
る
同
じ
家
で
寝
起
き
し
、
経
済
を
共
に
す
る
家
族
で
あ
る
。
ま
た
、
二
人
は
と
も
に
困

窮
す
る
労
働
者
で
あ
り
、
同
時
に
資
本
家
だ
け
で
な
く
兄
の
清
次
郎
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
い
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。
以
下
に
述
べ

て
い
く
よ
う
に
、
末
吉
と
お
仙
は
と
も
に
公
私
の
領
域
を
跨
い
で
抑
圧
さ
れ
る
者
と
し
て
造
形
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
共
通
性
が
描

か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
階
級
問
題
か
女
性
解
放
問
題
か
と
い
う
分
断
を
生
み
出
す
境
界
そ
れ
自
体
が
問
題
化
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
、
お
仙
と
末
吉
の
共
通
性
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
お
仙
の
子
殺
し
は
た
し
か
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
階
級
の
闘
争
目
的）
20
（

」
へ
の
自
覚

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
他
方
、
岡
野）
21
（

が
「
た
と
え
子
供
が
産
ま
れ
た
と
し
て
も
育
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
貧
し
さ
の

な
か
で
、
こ
う
す
る
こ
と
以
外
に
ど
ん
な
選
択
肢
が
あ
る
の
か
と
読
者
に
問
い
か
け
る
」（
66
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
そ
れ
が
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第
一
義
的
に
は
経
済
的
困
窮
の
帰
結
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
た
い
。

「
せ
め
て
、
こ
の
売
上
だ
け
で
も
末
吉
に
か
し
て
貰
へ
た
ら
、
子
供
に
さ
ら
し
の
襦
袢
一
枚
で
も
こ
し
ら
へ
て
や
れ
る
ん
だ
け
れ
ど

も
…
…
だ
け
ど
、
先
月
の
電
気
代
も
未
だ
払
つ
て
な
い
で
、
そ
ん
な
事
あ
ま
あ
言
は
な
い
で
お
か
ず
…
…
」

　

今
ま
で
一
つ
四
銭
五
厘
か
ら
六
銭
位
の
値
で
町
の
仲
買
人
に
卸
し
て
毎
月
の
電
燈
料
と
村
税
の
戸
数
割
に
あ
て
ゝ
来
た
卵
は
、
副

業
の
養
鶏
が
近
所
の
村
々
に
は
や
り
出
し
て
と
こ
ろ
〴
〵
に
「
地
玉
子
あ
り
」
の
札
を
見
る
様
に
な
つ
て
三
銭
ま
で
に
下
落
し
た
。

そ
の
上
に
小
学
校
の
費
用
で
戸
数
割
は
高
く
な
り
競
争
の
な
い
電
燈
会
社
の
電
燈
料
は
十
燭
が
八
十
銭
と
い
ふ
高
値
で
、
二
ケ
月
払

ひ
お
く
れ
る
と
、
す
ぐ
自
転
車
で
や
つ
て
来
て
安
全
器
の
と
こ
ろ
の
線
を
鋏
で
切
つ
て
行
つ
て
し
ま
ふ
。（
125

‒

126
頁
）

お
仙
は
、
兄
の
清
次
郎
に
妊
娠
し
た
横
腹
を
蹴
ら
れ
て
も
、「
こ
ん
な
こ
と
で
、
こ
の
出
来
事
が
許
さ
れ
る
な
ら
」（
124
頁
）
と
思
い
、「
だ

ま
つ
て
、
転
つ
た
ま
ゝ
兄
を
白
い
目
で
」（
同
前
）
見
上
げ
る
。
彼
女
が
兄
の
暴
力
に
耐
え
る
の
は
、
こ
の
家
を
出
て
も
生
計
を
立
て
る

手
だ
て
が
な
い
か
ら
だ
。
お
仙
の
「
狂
気
と
暴
力
」
は
、
ま
さ
に
彼
女
の
「
経
済
生
活
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
必
ず

し
も
「
正
義
と
革
命
の
理
念）
22
（

」
と
相
反
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。

　

他
方
、
経
済
的
困
窮
だ
け
が
彼
ら
姉
弟
の
不
幸
の
原
因
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
清
次
郎
に
よ
る
末
吉
へ
の
搾
取
と
お
仙
へ

の
暴
力
が
、「
兄
の
清
次
郎
は
怠
け
も
の
で
貧
し
い
小
作
人
の
弟
の
末
吉
の
米
び
つ
か
ら
、
時
々
、
石
油
缶
を
抜
い
て
作
つ
た
缶
へ
米
を

す
く
ひ
込
ん
で
は
、
て
れ
か
く
し
に
、
妹
の
お
仙
を
頭
か
ら
ど
な
り
つ
け
て
か
へ
つ
て
行
く
」（
124
頁
）
と
、
一
対
の
も
の
と
し
て
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
清
次
郎
は
小
作
人
を
や
め
て
「
別
に
一
戸
持
つ
て
」（
同
前
）
お
り
、
家
は
既
に
末
吉
が
継
い
で
い
る
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
々
訪
れ
て
は
家
父
長
の
如
く
振
る
舞
う
。
末
吉
と
お
仙
は
、
地
主
や
電
燈
会
社
か
ら
搾
取
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

家
庭
内
に
お
い
て
も
兄
の
因
習
的
な
暴
力
の
支
配
下
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
経
済
に
関
わ
る
問
題
と
、「
家
」
や
家
族
に
関
わ
る
問
題
は
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
形
で
描
か
れ
て
お
り
、
末
吉
の
物
語
と

お
仙
の
物
語
は
必
ず
し
も
領
域
的
に
峻
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
両
者
の
共
通
性
に
目
を
向
け
た
と
き
、

〈
公
〉
／
〈
私
〉
区
分
の
み
な
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
に
は
一
貫
し
て
境
界
を
め
ぐ
る
闘
争
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
「
夜
風
」
に
お
い
て
、
農
地
と
工
場
地
、
そ
し
て
「
家
」
の
内
と
外
を
隔
て
る
境
界
線
は
、
力
を
持
つ
者
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
引
き
直

さ
れ
て
い
る
。
勝
本
が
「
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
相
が
時
代
の
経
済
生
活
を
反
映
し
て
見
え
る
や
う
に
描
か
れ
て
い
る）
23
（

」
と
称
賛
し
た
冒
頭
の

自
然
描
写
も
、「
そ
こ
に
も
貧
乏
と
金
持
と
が
き
つ
か
り
区
別
さ
れ
て
存
在
し
た
。
金
持
の
家
に
は
、
何
処
か
ら
も
目
じ
る
し
に
な
る
真

白
な
白
壁
の
塀
が
あ
つ
た
。
こ
ん
も
り
と
よ
く
手
入
れ
し
た
松
の
木
が
あ
つ
た
」（
122
頁
）
と
語
ら
れ
、「
貧
乏
」
と
「
金
持
」
の
「
区
別
」

は
「
金
持
」
の
側
が
作
っ
た
境
界
線
│
│
「
真
白
な
白
壁
の
塀
」
や
「
こ
ん
も
り
と
よ
く
手
入
れ
し
た
松
の
木
」
│
│
に
よ
っ
て
可
視
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
境
界
線
を
引
く
力
を
象
徴
す
る
の
が
善
兵
衛
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
善
兵
衛
は
地
主

で
あ
る
と
同
時
に
製
糸
工
場
の
工
場
主
で
も
あ
り
、
小
作
農
と
工
場
労
働
者
を
と
も
に
抑
圧
す
る
者
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
権

力
の
具
体
相
は
、
土
地
利
用
の
管
理
と
い
う
形
で
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
い
つ
、
田
で
年
貢
を
と
る
の
と
工
場
で
も
う
け
る
利
益
と
ぢ
や
桁
が
ち
が
ふ
も
の
だ
で
、
い
よ
い
よ
田
を
潰
し
て
工
場
を
ひ
ろ

げ
ず
つ
て
い
ふ
算
段
だ
な
」（
129
頁
）
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善
兵
衛
は
、
末
吉
や
陽
之
助
の
小
作
地
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
を
工
場
に
し
よ
う
と
目
論
む
。
こ
こ
で
は
地
主
の
権
力
が
、
農
地
と
工
場

地
の
境
界
を
、
そ
こ
で
生
活
す
る
者
た
ち
の
合
意
な
し
に
変
更
す
る
こ
と
の
で
き
る
力
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
善
兵
衛
は
「
あ

い
つ
等
に
稲
を
刈
ら
せ
れ
ば
あ
い
つ
等
が
持
つ
て
か
へ
つ
て
し
ま
ふ
。
こ
つ
ち
の
人
夫
が
刈
れ
ば
こ
ち
ら
で
持
つ
て
か
へ
れ
る
の
だ
」

（
138
頁
）
と
自
ら
泥
田
に
入
り
、
人
夫
ら
と
と
も
に
末
吉
の
稲
を
刈
っ
て
奪
お
う
と
す
る
。
こ
の
企
て
は
、
末
吉
と
陽
之
助
が
刈
り
終
わ
っ

た
稲
を
「
い
や
、
あ
り
が
と
。
あ
り
が
と
。
こ
の
稲
は
私
の
稲
だ
で
私
が
持
つ
て
帰
り
ま
す
で
」（
140
頁
）
と
持
っ
て
帰
っ
て
し
ま
う
こ

と
で
一
応
は
頓
挫
す
る
が
、
勝
本
が
「
地
主
と
小
作
人
と
の
稲
刈
の
争
奪
戦
が
あ
れ
だ
け
の
簡
単
な
押
し
遣
り
で
終
る
も
の
と
は
考
へ
ら

れ
な
い
。
地
主
の
後
ろ
に
は
警
察
が
あ
り
裁
判
所
が
あ
り
、
し
か
し
て
も
つ
と
広
い
堅
固
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
イ
の
権
力
組
織
の
全
体
系
が

あ
る
」（
343
頁）
24
（

）
と
指
摘
す
る
と
お
り
、「
よ
し
、
こ
れ
で
来
年
の
米
は
大
変
助
か
る
ぞ
」（
140
頁
）
と
い
う
末
吉
の
見
通
し
は
楽
天
的
に

過
ぎ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
「
堅
固
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
イ
の
権
力
組
織
の
全
体
系
」
は
、「
夜
風
」
に
お
い
て
は
政
治
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
と
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

善
兵
衛
は
、「
ち
や
う
ど
国
会
議
員
の
選
挙
で
、
選
挙
権
の
あ
る
自
作
農
が
皆
田
を
上
つ
て
行
つ
た
あ
と
、
村
道
に
そ
つ
た
八
幡
裏
の
ひ

つ
そ
り
し
た
田
で
乾
し
た
稲
を
束
ね
て
ゐ
る
と
選
挙
か
へ
り
の
佱
製
糸
工
場
の
善
兵
衛
が
俥
に
の
つ
て
砂
利
道
を
役
場
の
方
か
ら
や
つ
て

来
た
」（
127
頁
）
と
い
う
形
で
物
語
世
界
に
登
場
す
る
。
選
挙
権
を
持
た
な
い
末
吉
は
、
お
仙
の
噂
を
し
て
い
る
と
思
し
き
「
選
挙
が
へ

り
の
一
団
」（
130
頁
）
に
行
き
あ
っ
て
も
、
彼
ら
が
通
り
過
ぎ
る
の
を
待
っ
て
「
フ
ン
選
挙
が
何
だ
」（
同
前
）
と
呟
く
こ
と
し
か
で
き
な

い
。
こ
の
一
連
の
描
写
は
、
地
主
や
自
作
農
の
富
を
支
え
る
農
村
の
支
配
構
造
を
、
小
作
農
が
合
法
的
な
方
法
で
変
革
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
こ
と
を
仄
め
か
す
。

　

お
仙
の
出
産
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
家
」
の
外
と
内
の
境
界
線
が
清
次
郎
に
よ
っ
て
引
き
直
さ
れ
る
。
お
仙
は
、「
産
婆
に
自
転
車
に
乗
つ
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て
村
中
の
道
を
通
つ
て
来
ら
れ
て
は
困
る
身
の
上
」（
123

‒

124
頁
）
で
あ
る
た
め
村
の
公
共
空
間
か
ら
姿
を
隠
し
て
い
る
が
、
清
次
郎
は
、

「
立
て
！　

立
た
ぬ
か
。
布
団
は
土
間
へ
敷
け
え
。
家
の
中
で
今
度
の
産
を
す
る
こ
た
あ
な
ら
ね
！　

断
じ
て
な
ら
ぬ
！　

こ
の
野
良
猫

女
か
！　

恥
さ
ら
し
！
」（
131
頁
）
と
お
仙
を
打
ち
据
え
る
。
清
次
郎
は
、「
家
」
の
内
と
外
の
境
界
線
を
恣
意
的
に
引
き
直
し
、
お
仙
を

内
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
存
在
と
し
て
放
逐
す
る
。
清
次
郎
の
暴
力
の
結
果
、
お
仙
は
公
共
の
空
間
で
も
な
く
「
家
の
中
」
で
も
な
い
、「
鶏

の
糞
」（
132
頁
）
の
落
ち
た
「
し
め
つ
た
土
間
」（
同
前
）
で
出
産
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

善
兵
衛
と
清
次
郎
の
権
力
は
、
農
地
と
工
場
地
、「
家
」
の
内
と
外
の
境
界
線
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
富
を
簒
奪
し
た
り
暴
力
を
振
る
っ

た
り
す
る
力
と
し
て
語
ら
れ
る
。
さ
き
ほ
ど
見
た
農
民
文
学
論
争
に
お
け
る
「
農
村
」
と
「
都
会
」
の
支
配
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
を
隔
て
る
境
界
線
こ
そ
が
権
力
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
夜
風
」
に
お
い
て
は
、「
隣

村
の
苦
し
い
小
作
人
の
次
男
」（
137
頁
）
で
あ
り
、「
こ
の
春
か
ら
、
百
姓
の
生
活
に
見
限
り
を
つ
け
て
こ
の
工
場
へ
雇
は
れ
て
来
た
」（
同

前
）
と
い
う
孝
三
が
、
善
兵
衛
に
命
じ
ら
れ
て
末
吉
の
田
の
稲
を
刈
り
、「
あ
の
爺
い
の
味
方
に
な
つ
て
、
小
作
人
の
稲
を
刈
つ
て
取
り

上
げ
る
つ
ち
う
わ
け
だ
な
あ
」（
同
前
）
と
思
う
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
小
作
農
と
工
場
労
働
者
が
分
断
さ
せ
ら
れ
る
、
ま
さ
に

そ
の
瞬
間
を
切
り
取
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。「
都
会
」
を
「
農
民
」
の
支
配
者
と
見
な
す
「
農
民
自
治
」
派
と
も
、
教
条
主
義
的
に

両
者
の
連
帯
を
主
張
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
陣
営
と
も
異
な
り
、「
夜
風
」
は
小
作
農
と
工
場
労
働
者
の
間
に
あ
る
境
界
線
そ
れ
自
体

が
孕
む
暴
力
性
を
具
象
化
し
て
み
せ
た
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
視
座
か
ら
見
て
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
は
領
域
的
・
空
間
的
な
公
／
私
の
区
別
を
超
え
て
、
い
ず
れ
も

境
界
を
め
ぐ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
力
の
暴
力
性
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
境
界
が
生
み
出
さ
れ
る
そ
の
瞬
間
を
描
く
こ
と

は
、
領
域
の
区
別
を
自
明
の
も
の
、
固
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
見
方
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
階
級
闘
争
の
主
題
と
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「
恋
愛
、
道
徳
、
家
族
制
度
の
男
性
中
心
主
義
」（
た
い
子
「
同
性
作
家
へ
の
警
告
そ
の
他
」）
を
め
ぐ
る
主
題
が
と
も
に
権
力
論
の
な
か

に
置
き
直
さ
れ
、
家
族
関
係
も
持
つ
者
と
持
た
ざ
る
者
に
よ
る
境
界
を
め
ぐ
る
攻
防
戦
と
し
て
「
一
般
化
」（‘generalizer ’

）
さ
れ
た
形

で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
二
つ
の
主
題
を
隔
て
て
い
た
〈
公
〉
／
〈
私
〉
区
分
そ
れ
自
体
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、「
夜
風
」
は
境
界
を
め
ぐ
る
権
力
と
簒
奪
さ
れ
る
個
人
の
あ
り
様
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
り
、
小
作
農
と
工
場
労
働

者
の
区
別
、
ま
た
空
間
・
領
域
的
な
〈
公
〉〈
私
〉
の
区
別
そ
れ
自
体
を
問
題
化
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
る
。
末
吉
の
物
語
は
同

時
代
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
文
脈
に
強
く
規
定
さ
れ
た
側
面
を
持
つ
が
、
そ
の
い
わ
ば
模
範
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
し
て
の

末
吉
の
物
語
と
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
お
仙
の
物
語
と
を
、
同
時
に
問
題
化
す
る
脱
領
域
的
な
視
座
を
示
し
得
た
点
に
、
た
い
子
の
独
自

性
と
今
日
的
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注（
1
） 『
妖
怪
を
見
た
』
の
序
文
に
お
い
て
、
甚
二
は
二
人
の
娘
に
向
け
て
、「
こ
の
小
説
に
は
お
父
さ
ん
の
難
行
苦
行
の
生
涯
の
経
験
と
そ
れ
と
結
び
付

い
た
発
見
、
思
想
、
詩
が
あ
り
の
ま
ま
に
ロ
ー
マ
ン
風
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
」（
１

頁
）
と
記
し
て
い
る
。

（
2
） 

田
村
哲
樹
『
政
治
理
論
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
間
│
│
国
家
・
社
会
・
家
族
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
九
・
七
）

（
3
） Peter J. Steinberger, “Public and Private, ” Political Studies, V

ol.47, N
o.2
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（
4
） 

引
用
は
『
平
林
た
い
子
全
集
』
第
一
〇
巻
（
潮
出
版
社
、
一
九
七
九
・
五
）
に
よ
る
。

（
5
） 

岡
野
幸
江
『
平
林
た
い
子
│
│
交
錯
す
る
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー・
階ク
ラ
ス級
・
民レ
イ
ス族
』（
菁
柿
堂
、
二
〇
一
六
・
六
）

（
6
） 
阿
部
浪
子
『
平
林
た
い
子
│
│
花
に
実
を
』
武
蔵
野
書
房
、
一
九
八
六
・
二
）
に
よ
れ
ば
、
た
い
子
の
祖
父
の
増
右
衛
門
は
一
九
七
二
年
（
明
治

五
）
ま
で
名
主
を
つ
と
め
、
一
八
七
八
年
（
明
治
一
一
）
に
機
械
製
糸
所
を
創
業
し
た
人
物
で
あ
り
、
善
兵
衛
の
設
定
は
増
右
衛
門
を
想
起
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。

（
7
） 

注（
４

）に
同
じ
。

（
8
） 

注（
４

）に
同
じ
。

（
9
） 

た
い
子
は
ま
た
、「
非
幹
部
派
の
日
記
」（
一
九
二
九
・
一
）
に
お
い
て
も
福
本
イ
ズ
ム
へ
の
批
判
を
鮮
明
に
し
た
。

（
10
） 

た
い
子
の
「
非
体
験
」
小
説
と
し
て
は
他
に
、
少
女
工
お
け
い
ち
ゃ
ん
に
起
き
た
悲
劇
を
描
い
た
「
蛹
と
一
緒
に
」（「
文
芸
市
場
」
一
九
二
七
・

五
）
や
、
同
じ
お
け
い
ち
ゃ
ん
の
物
語
が
よ
り
広
く
労
働
者
の
群
像
劇
の
な
か
に
置
か
れ
た
「
荷
車
」（「
新
潮
」
一
九
二
八
・
六
）、「
夜
風
」
と
同

じ
く
農
村
に
材
を
取
っ
た
「
耕
地
」（
平
林
た
い
子
『
新
鋭
文
学
叢
書　

耕
地
』
改
造
社
、
一
九
三
〇
・
七
）
な
ど
が
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

（
11
） 「
農
民
」
派
と
ナ
ッ
プ
の
農
民
文
学
論
争
に
つ
い
て
は
、
卯
自
身
が
小
田
切
秀
雄
編
・
犬
田
卯
著
『
農
民
文
学
史
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九

七
七
・
一
〇
）
に
お
い
て
記
し
て
い
る
他
、
内
藤
由
直
「
第
五
階
級
の
文
学
│
│
犬
田
卯
の
農
民
文
学
／
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
論
」（「
立
命
館
文
學
」

二
〇
〇
九
・
一
二
）
が
詳
細
に
経
緯
と
そ
の
本
質
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
12
） 『
農
民
文
芸
の
研
究
』
は
、
第
一
章
「
農
民
文
芸
に
就
い
て
」
の
み
加
藤
武
雄
が
執
筆
、
第
二
章
「
土
の
芸
術
の
意
義
と
其
の
社
会
的
使
」
か
ら

第
一
四
章
「
土
の
文
芸
研
究
手
引
」
ま
で
を
犬
田
卯
が
執
筆
し
て
い
る
。

（
13
） 

季
吉
は
「『
調
べ
た
』
芸
術
」（「
文
芸
戦
線
」
一
九
二
五
・
七
）
に
お
い
て
既
に
、
当
事
者
性
か
ら
の
離
脱
を
重
視
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。

曰
く
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
小
説
は
「
作
者
の
生
活
の
う
ち
に
、
意
識
的
に
乃
至
は
そ
の
大
部
分
無
意
識
に
得
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
印
象
の
つ
ゞ
り

合
せ
」（
３

頁
）
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
無
意
力
的
な
無
尋
求
的
な
」（
同
前
）
態
度
こ
そ
が
「
小
説
が
こ
ん
に
ち
ひ
ど
く
技
巧
的
に
な
つ
た
り
（
略
）

俗
情
的
に
な
つ
た
り
し
た
」（
同
前
）
原
因
で
あ
る
。
そ
の
状
況
を
脱
す
る
た
め
に
は
、「
鉱
山
経
営
、
鉱
山
労
働
、
組
合
運
動
、
鉱
山
町
、
鉱
山
衛

生
等
、
等
に
つ
い
て
の
、
氷
の
や
う
な
調
査
」（
同
前
）
に
立
脚
し
た
ア
ブ
ト
ン
・
シ
ン
ク
レ
ヤ
ー
著
／
堺
利
彦
翻
訳
『
石
炭
王
』
の
よ
う
な
「『
調

べ
た
』
芸
術
」（
同
前
）
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
時
点
で
は
、
農
民
文
学
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
と
、
こ
れ
も
こ
の
頃
問
題
と
な
つ
て
ゐ
る
『
農

民
芸
術
』
と
を
関
連
さ
せ
て
考
へ
て
見
度
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
日
に
ゆ
づ
る
」（
４

頁
）
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、「
自
然
生
長
と
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目
的
意
識
」
と
同
様
の
問
題
意
識
が
既
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
14
） 

船
戸
修
一
「
農
民
文
学
と
そ
の
社
会
構
想
│
│
農
民
文
学
者
・
犬
田
卯
の
農
本
思
想
」（「
村
落
社
会
研
究
」
二
〇
〇
四
・
三
）。
船
戸
は
、「
労
働

者
も
農
民
を
搾
取
す
る
」
と
い
う
命
題
に
説
得
力
を
与
え
る
た
め
の
「
資
本
主
義
機
構
に
対
す
る
独
自
の
理
論
分
析
」（
39
頁
）
を
卯
は
十
分
に
用

意
で
き
な
か
っ
た
と
し
つ
つ
、
だ
が
同
時
に
、「
日
々
の
農
作
業
や
農
村
生
活
の
中
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
て
く
る
身
体
的
な
生
活
感
覚
や
生
活
実
感
か

ら
「
土
の
芸
術
」
を
形
成
し
、
そ
れ
を
基
軸
と
し
て
現
下
の
社
会
を
批
判
し
て
い
く
姿
勢
に
こ
そ
犬
田
の
思
想
的
意
義
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
」（
同
前
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
15
） 

蔭
木
達
也
「「
農
民
自
治
」
思
想
の
構
想
と
展
開
│
│
昭
和
初
期
の
雑
誌
『
農
民
自
治
』『
農
民
』
を
中
心
に
」（「
村
落
社
会
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」

二
〇
二
〇
・
四
）

（
16
） 

勝
本
清
一
郎
「
平
林
た
い
子
氏
の
「
夜
風
」
を
推
す
」（『
前
衛
の
文
学
』
新
潮
社
、
一
九
三
〇
・
一
）

（
17
） 

青
野
季
吉
「
農
民
文
学
論
」（『
青
野
季
吉
選
集
１　

革
命
と
文
学
』
社
会
思
想
研
究
会
出
版
部
、
一
九
五
三
・
五
）

（
18
） 

注（
16
）に
同
じ
。

（
19
） 

中
山
和
子
「
笑
う
女
、
女
の
号
泣
│
│
平
林
た
い
子
初
期
作
品
」（
岩
淵
宏
子
・
北
田
幸
恵
・
高
良
留
美
子
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
へ
の
招
待

│
│
近
代
女
性
文
学
を
読
む
』
學
藝
書
林
、
一
九
九
五
・
五
）

（
20
） 

青
野
季
吉
「
自
然
生
長
と
目
的
意
識
」

（
21
） 

注（
５

）に
同
じ
。

（
22
） 

注（
19
）に
同
じ
。

（
23
） 

注（
16
）に
同
じ
。

（
24
） 

注（
16
）に
同
じ
。

（
く
ら
た
・
よ
う
こ
／
本
学
准
教
授
）　


