
六

六

『
赤
い
船
』
が
も
た
ら
し
た
も
の

小
川
未
明
『
お
と
ぎ
ば
な
し
集

赤
い
船
』
の
位
相

大

木

葉

子

一

は
じ
め
に

小

川
未
明

『
お
と
ぎ
ば

な
し
集

赤

い
船
』
（
明
治
四

三
年
一

二
月
、
京
文

堂
書
店
、
以
下
『
赤
い
船
』
と
す

る
）
は
従
来

の
児
童
文

学
史
に
お
い
て
、「
「
近

代

」
的

な
童
話

の
先
駆

」
と

し
て
知

ら
れ
て

い
る
。
明

治

の
お
伽
噺

か
ら
大

正

の
童
話

へ
と
い
う
巨
視

的
な
児
童
文

学
史

の
中
で

、
『
赤
い
船
』

を
そ
の
分

岐
点
に
位
置
付
け
る
こ
と

は
現
在

定
説
で
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

し

か
し
、

実
際

に
本
テ

ク
ス
ト

の
ど

の
点

に
同

時
代

の
児
童

文
学

と
の
差

異

が
認

め
ら

れ
、

次
世
代

へ
と

向

か
う

分
岐
点

と
な

り
得

だ
の
か

に
つ
い
て

の
考
察

は
、
必

ず
し
も

十
分

と
は
言

い
難

い
。

藤
本

芳
則

は
『
赤
い
船

』
研

究

が
い
ず

れ
も
「
抽
象
的

で
わ

か
り

に
く
い
」
こ
と

を
指
摘
し
、
「
『
赤
い
船
』

所
収
作

品

の
う
ち
、
「
赤

い
船
」

に
は
「
憧
憬

」
が
描

か
れ
、
「
情
緒

的
」
で

あ
る
こ

と
が
そ

れ
ま

で
の
児

童
文
学

（
＝

お
伽
噺
）

と
異

な
る
、
と

い
う
こ

と
が
共

通
し
て

述

べ
ら
れ
て

お
り
、
文

体

か
ら
み

れ
ば
、
説

話
体

か
ら
描
写

体
へ
と

い
う

変
化
が
み

ら
れ
る
と

い
う
こ

と

に
な

ろ
う

か
」
と

ま
と
め
る

が
、

憧
憬

が
描

か
れ
情
緒

的
で
あ

る
と

い
う
こ
と

の
意
義

や
、
な

ぜ
描
写

体
が
可

能
と
な
っ
た
か
は
問
わ
れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
赤
い
船
』
を

取
り
上
げ
る
際
に
し
ば
し
ば
キ
ー
ワ
ー
ド
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た
〈
浪

漫
的
〉
の
内
実
に
つ
い
て
も
、
イ
メ
ー
ジ
の
み
が
先
行
し
、
あ
い
ま
い
な
ま

ま
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
作
品
内
容
と
し
て
は
、
同
時
期
の
児
童
文
学
と
比

べ
て
必
ず

し
も
新
し
さ
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
評
価
も
出
さ
れ
て
き
た
。
先
に
あ
げ

た
藤
本
芳
則
は
「
（
赤
い
船
の
評
価
は
―
―
引
用
者
注
）
小
川
未
明
と
い
う
大

き
な
童
話
作
家
の
出
発
点
と
な
っ
た
童
話
集
、
と
い
う
事
情
も
考
慮
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
未
明
の
場
合
は
、
童
話
作
家
と
し
て
の
実
績
が
第
一
童

話
集
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
」
と
指
摘
す
る

が
、
従
来
の
研
究
史
に
お
け
る
『
赤
い
船
』
の
高
評
価
は
、
大
正
期
以
降
の

未
明
の
活
躍
に
よ
っ
て
後
付
け
的
に
意
義
付
け
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
た
印
象

も
ぬ
ぐ
え
な
い
。
し
か
し
、
改
め
て
テ
ク
ス
ト
と
向
き
合
う
と
、
や
は
り
そ

こ
に
は
同
時
期
の
児
童
文
学
か
ら
の
逸
脱
が
認
め
ら
れ
る
。
本
テ
ク
ス
ト
が



持

ち
得
た
「

お
伽
噺

の
世
界
を

革
新
す

る
動
因
」

を
考
え

る
際

に
は
、
作

品

自
体

を
具
体

的
に
検
討

し
、
あ
ら

た
め
て

本
テ

ク
ス
ト

の
位
相
を

明
ら

か
に

す
る
必
要

が
あ

る
と
考
え
ら
れ

る
。

以
上

の
こ
と

よ
り
本

論
で

は
、
同

時
期

の
児
童

文
学
状

況
の
中

で
『
赤

い

船
』

の
あ
り
方
を
具
体
的

に
検
討
し
、
『
赤

い
船
』
が
児
童
文

学
に
何
を
も

た

ら
し
た

の
か
を
明
ら

か
に
す
る
。

六
七

二

『
赤

い
船

』

概

観

本
節

で
は
、

ま
ず
『
赤

い
船
』

の
全
体

像
を
概

観
し
、
そ

の
特
質

を
確
認

す

る
。
『
赤
い
船
』

の
構

成
は
以
下

の
通

り
で
あ

る
。
（
初

出
の
記
載

が
な

い

作
品
は
初
出
不
明
作
品
で
あ
る
）

1

赤

い
船

（
初
出

「
少
女
小
説

赤
い
船
」
『
少
女
』

明
治
四
三
・
七
）

2

童
謡
五
篇
（
内
一
編

は
「
子
守
唄
」
と
し
て
、
三
編

は
童
謡
と
し
て
『
少

年
文
庫
』
〈
明

治
三

九
・
一
一
〉

に
収
録
）

3

白

い
百

合
と
紅

い
薔
薇

（
初
出
「
天
女

の
命

令
」
『
少
年
文

庫
』
明
治

三
九
・
一
一
）

4

月
と
山
兎
（
初

出
「
お
山
の
兎
」
『
少

年
文

庫
』

明
治
三
九
・
一
一
）

5

海

の
少
年
（
初
出

「
海
底

の
都
」
『
少
年
文

庫
』

明
治
三
九
・
一
一
）

6

青
帽
探
険
隊
（
初
出

『
少
年
文
庫
』
明

治
三

九
・
一
一
）

7

馬
と
金
持

8

電
信
柱
と
妙
な
男

9

燕
と
乞
食

の
児

1
0
天

使
の
御
殿
（
初
出
『
女
子
文
芸
』
明
治
三
九
・
九
）

1
1
花
子
の
記
憶
（
初
出

『
少
女
』

明
治
四

三
・
五
）

1
2

才
治
と
大
力
源
蔵

1
3

二
郎
と
美
代
ち
ゃ
ん

1
4

憐
れ
な
家
鴨

1
5

お
濠
あ
そ
び

1
6

月
の
宮

〈
附
録
〉

1
7

お
伽
小
説

森
（
初
出

『
女
子
文

壇
』

明
治
四

三
・
八
）

初
出
不

明
の
作

品
を
除

い
た
作

品
の
執

筆
時

期
は
、
明

治
三
九

年
と
明

治

四

三
年

の
二

つ
の
時
期

に
大
別

で
き

る
。

明
治
三

九
年

執
筆
作
品

（
2

童
謡

五

篇
、
3

「
白
い
百
合
と
紅
い
薔
薇
」
、
4

「
月
と

山
兎
」
、
5

「
海

の
少
年
」
、

6
「
青
帽
探

険
隊
」
、
1
0
「
天

使
の
御
殿
」
）

は
、
『
少
年
文
庫
』

所
収
の
作
品

が
中

心
と
な

っ
て
い
る
。
『
少
年

文
庫
』

は
明

治
三
九
年
一
一
月

に
、
島
村
抱

月
の
下
で

早
稲
田

文
学
社

編
と
し

て
出
版

さ
れ
た
児

童
雑
誌

で
あ

る
。
小

川

未

明
と
竹

久
夢

二
が
編
集

を
担
当

し
、
一
号

で
廃
刊

し
て
し

ま

っ
た
が
、
未

明

が
児
童
文
学

と
関
わ
り
を
も

つ
契
機
と
な

っ
た
雑

誌
と
さ
れ

る
。
『
少
年
文

庫
』

所

収
の
未
明

作
品

は
、

子
守
唄

一
編

を
除
き
、
す

べ
て

『
赤
い
船

』

に

収
録

さ
れ
て

い
る
。
一
方
明
治
四
三

年
に
書
か
れ
た
作
品
は
、『
少
女
』

に
「
少

女
小
説
」
の
角
書
き
を
付
し
て
掲
載
さ
れ
た
二
作
品
（
1
「
赤
い
船
」
、
「
1
1

花
子

の
記
憶
」
）
と
『
女
子
文
壇
』
に
小

説
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
「
森
」
で
あ

る
。

内

容
上

の
特
質
と
し

て
は
、
現

実
で

は
起
こ

り
得
な

い
よ

う
な
空

想
的

な

作
品

が
多

い
こ

と

が
ま
ず
あ

げ
ら

れ
る
。
動
物

や
虫
、

電
信
柱

が
人
間

の

よ

う

に
口
を
き

き
、
天
上

や
海
底

の
都
と

い

っ
た
異
世
界

と

の
交

流
と

い

っ
た



非
現

実
的

か
つ
空

想
的
作

品
が
ほ
と

ん
ど

を
占

め
る
。
空
想

性
が
本

テ
ク

ス

ト

の
大
き

な
特
徴

で
あ

る
こ
と

は
、
「
序
」

に

お
い
て
未
明

自
ら

が
、
「
私
か

子
供

の
時
分
描

い
た
空
想
は
大
抵

斯
様
な
も

の
で

あ
り
ま
し

た
。」

と
述

べ
て

い

る
こ
と

か
ら
も

確
認
で
き
る
。

ま

た
個

々
の
設
定

や
話
形

に
目

を
向
け

る
と
、
同

時
期

に
子
ど
も

の
読

み

物
と

し
て
包

括
さ

れ
て

い
た
様

々
な
ジ

ャ
ン
ル

が
混
在
し
て

い

る
こ

と
も

特

徴
的
で

あ
る
。
例
え

ば
、
「
赤

い
船
」

や
「
花
子

の
記
憶
」

は
、

そ
の
設
定

や

読

者
対
象

を
考
慮

す
る
な

ら
ば
、
そ

の
初

出
時

の
角
書
き

が
示
す

よ
う

に
少

女
小

説
と
見

な
す

こ
と

が
妥
当

で
あ
ろ

う
。
同

様

に
、

例
え
ば

「
白
い
百

合

と

紅
い
薔
薇
」
「
憐
れ
な
家
鴨
」

は
外
国

の
再

話
物
語

に
、
「
月
と
山
兎
」
「
馬

と
金

持
」
は
昔

話
に
、
「
海

の
少

年
」
「

お
濠

あ
そ
び
」

は
少

年
小
説

に
、
「
青

帽

探
険
隊
」

は
冒

険
小
説

に
そ

れ
ぞ
れ

分
類
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
本
作

品

集

が
「
お
と
ぎ
ば

な
し
集
」
と

さ
れ
た
理

由
に
は
未
明

の
意

向
の
み
な

ら
ず
、

出

版
社

の
意
向
等

様

々
な
要
因

が
想
定

さ
れ

る
が
、
以
上

の
よ

う
な
特
質

を

考
え

る
と
、

幼
年
、

少
年
、

少
女
と

い

っ
た
子
ど

も
全

般
を
対

象
と
し
、

空

想

的
す
な

わ
ち
非

現
実
的

な
物
語

で
あ

る
こ
と

を
示

す
意

図
と

考
え

る
こ

と

も
可
能
で

あ
ろ
う
。

以
上
『
赤

い
船
』
の
特
質

に
つ
い
て
ご
く
概
略
的

に
で

は
あ

る
が
確
認
し
た
。

以

上

の
点

を
踏

ま
え
次

節
で

は
、

本
テ

ク
ス
ト

を
あ
ら

た
め
て
同

時
期

の
児

童
文

学
状
況
の
中
で
捉
え
返
す
こ
と
と

す
る
。

六
八

三

同
時
期
の
児
童
文
学
と
の

重
な
り

『
赤
い
船
』
を
同

時
期
の
児
童
文
学

の
中

に
置
き

直
し
た
と
き
目
に
つ
く
の

は
、
全
体

的

に
設
定
や
展

開
、
要

素
と

い

っ
た
多
く

の
点
で
、

従
来

の
児
童

文

学
と
重

な
る
点

が
多

い
こ

と
で

あ
る
。
特

に
明
治
三

九
年

の
作
品

は
、

ほ

ぼ

同
時

期
の
児
童

文
学

の
枠
内

に
と
ど
ま

っ
て
い

る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ

う

判

断
す

る
根
拠

の
一

つ
が
、

そ
こ

に
様

々
な
形

で
同
時

期
の
規

範
意
識

や
教

訓

が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

明
治
期

の
児
童

文
学

の
重
要

な
特
質
の
一

つ
と

し
て
、
「
国
家
有
為

の
人
材

育
成

の
た
め

の
「
少

年
教

育
」

の
一
助
」
と

し
て

の
側
面

を

強
く
担

っ
て
い

た
点

が
あ
げ
ら

れ
る
。
そ

の
た

め
そ
こ

に
は
、
ジ

ャ
ン
ル
を

問
わ
ず
、

子
ど

も
を
望

ま
し

い
国
民

へ
と
導
く

た
め
の
規

範
意
識

が
様

々
な
形

で
潜
在

化
さ

れ
て
い
た
。
『
赤

い
船
』
所
収

の
明
治
三
九
年

執
筆
の
作
品

に
も
そ

う
し
た
規

範
意
識

が
確
認

で
き

る
。
例
え
ば

「
海

の
少

年
」

に
お
け

る
「
夏

休
」

と
い

う
設
定

は
、
彼

ら
が
学
校

制
度

の
中

に
い
る
存
在

で
あ
る
こ

と
を
示
す

も

の

で
あ
り
、
そ
こ

で
「
唱
歌
」

を
歌
い
、
「
修
身
」

や
「
歴
史
」

を
好
む
少
年

の

姿
は
、
国

家
意

識
を
教
育

に
よ

っ
て
内
在

化
さ
せ

つ
つ
あ

る
姿
と
言
え

る
だ

ろ
う
。
ま
た
「
青
帽
探
険
隊
」
が
描
き
出
す
、「
大
日
本
帝
国
青
帽
少
年
探
険
隊
」

に
よ

る
「
北

極
探
険
」
、
「
西

比
利
亜
辺

の
も
の
ら
し
い
」
海

賊
討
伐
な
ど

は
、

日
露
戦
争
後

の
日
本

の
帝
国

主
義
意

識
を
如

実
に
示

し
て
い
る
。

連
続

性
を

感
じ
さ

せ
る

の
は
、

少
年

だ
け
で

は
な

い
。
少

女

に
も
同
様

の

こ
と

が
指
摘

で
き

る
。
「
白

い
百

合
と
赤

い
薔
薇

」
「
天
使

の
御
殿
」

が
語

り

出
す

「
御
恩
」
「
孝
行

」
「
勉
強

」
と

い
っ
た
教

訓

に
は
、

教
育
勅

語
の
直

接

的

な
反
映

が
認

め
ら
れ

る
。

特

に
「
白

い
百

合
と
紅

い
薔
薇
」

に
は
、
同

時

期

の
少
女

に
対
す

る
規
範
意

識
が
色

濃
く
示

さ
れ
て

い
る
。
少

女
小
説

の
歴

史

を
丹
念

に
分
析

し
た
久
米

依
子

は
、

明
治
三

二
年

に
公
布
さ

れ
た
高
等

女

学
校

令
以

降
あ

る
べ
き
女

性
像

に
変
化

が
生
じ
、
少

女
小
説

に
お

い
て

「
立

身

出
世
す
る
少
女
や

冒
険
す
る
少

女
の
話
が
現

れ
る
」

こ
と
を
指

摘
す
る
が
、



実

際
に
こ

の
時
期

に
は
、
少
年

向
け
冒

険
小
説
で

絶
大

な
人
気

を
誇

っ
て

い

た
押
川

春
浪

を
初

め
、

少
女
を

主
人
公
と

し
た
冒

険
小

説
が
多

数
発
表

さ
れ

て

い
た
。
し

か
し
、
一
見

少
女

を
同
時
代

の
規

範
や
抑

制
か
ら

解
放
す

る

か

の
よ
う
な
少

女
冒

険
小
説
も
、

そ

の
内

実

に
関

し
て

は
、
久
米

が
指
摘

す
る

よ
う

に
、
少

女
が
自

ら
の
意
思

で
選

び
取

っ
た
冒
険
で

は

な
く
、
あ
く

ま
で

も

「
非
日
常
的

設
定
の

く
や
む
を
え

な
い
冒
険
〉
」
と

い
う
状
況

の
中
で
、
「
最

終
的
解
決

を
男
性

に
任
せ
」
「
「
温
和
し

い
」
と

い
う
少

女

の
規
範

か
ら

逸
脱

せ
ず

に
す

ん
で

い
る
」
も

の

に
過

ぎ
な

か
っ
た
。
キ
リ

ス
ト

の
病
気

を
治
す

薬
を
依
頼
す

る
天

女
の
言
葉

に
よ
っ
て

く
や
む

を
え

な
い
冒
険
〉

に
出

か
け
、

難
し

い
局
面

に
お
い
て

は
、
「
年
老

だ
お
爺

さ
ん
」

や
荒
鷲

の
「
お
父

さ
ん
」

の
助
け

に
よ

っ
て

目
的

を
遂
げ

る
と
い
う

ス
ト

ー
リ

ー
展

開
や
、
困

っ
て

い

る
動
物

に
対
す

る
思

い
や
り
や

「
御
恩
」

を
推
奨

す
る
意

識
、
そ
し

て
な

に

よ
り
も

「
優
し

い
愛
の

心
」

に
帰

着
す

る
「
白
い
百

合
と

紅
い
薔
薇

」

の
あ

り
方
自

体
が
、
同

時
期

の
少

女

に
向
け
ら

れ
た
規

範
意
識

を
顕
著

に
示

し
て

い
る
。
久
米

が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
こ

の
時
期

の
少
女
小
説

に
お
い
て

「
愛
」

は
、
望

ま
し

い
少

女

の
あ

り
方
を
示

す
同

時
代
コ

ー
ド

の
一
つ
と

し
て
重
要

な
機

能
を
果

た
し
て

い
た
。
そ

の
こ
と

は
例
え
ば

、
明
治
三

九
年

一
一
月
号

の

『
少

女
世
界
』

に
「
少

女
訓
」

と
し
て

掲
載

さ
れ
た
巌

谷
小

波
の
「
愛

の

光
」

と
い

う
記
事

が
、
「
女
ら
し

く
す

る
と
云
ふ

事
は
、
私

に
云

は
せ

る
と
、

取

り
も

直
さ

ず
、
愛

を
持

つ
と
云

ふ

事
で

す
。
御

婦
人

に
愛

の
あ

る

の
は
、

花

に
香

の
あ
る
様

な
も
の
で

す
。
幾
ら

綺
麗
な

花
で
も
、

香
気

の
無
い

も
の

は
賤
し
く
見

え
ま

す
。
た
と
ひ

美
し

い
容
貌

は
あ
つ
て

も
、
愛

の
乏
し

い
御

婦
人
は
、
あ
ま
り
慕

は
し
い
も

の
で

は
あ
り
ま
せ

ん
。
（
中
略
）
私

ぱ
、

御
婦

人
の
一
番

大
切

な
徳
は
と
聞

か
れ

ゝ
ば
、
直

ち
に
愛

だ
と
答

へ
る

の
に
、
少

し
も

遠
慮
は
致
し

ま
せ
ん
。
」
（
巌
谷

小
波

「
愛

の
光
り
」
『
少

女
世
界
』

明
治

三
九
・
一
一
）
と
主
張

す
る
こ
と

か
ら
も
確
認
で

き
る
。
望

ま
し
い
女
性

の
あ

り
方

を
「
愛
」

に
象

徴
さ
せ
、
規

範
意
識
と
し
て

方
向
付
け
て

い
く
言

説
は
、

少
女

の
あ

る
べ
き
「
徳
」
と
し
て
当
時
広
く
共
有

さ
れ
て

い
た
。

初

出
不
明

作
品
及

び
明
治
四

三
年

執
筆
作

品
で

は
こ

う

し
た
規

範
意

識
は

だ

い
ぶ
希
薄
で
あ

る
。
し

か
し

例
え
ば
、
「
馬
と

金
持
」
「
才

治
と
大
力

源
蔵
」

「
憐

れ
な
家

鴨
」

が
調
子

に
乗

り
す
ぎ
る
こ

と
や
強
欲
で
あ

る
こ
と

の
戒
め
へ
、

「
二
郎
と
美
代

ち
ゃ
ん
」

が
無

益
な
殺
生

の
戒

め
へ
と

い
っ
た
よ
う

に
、
同
時

代

的
な
教

訓
へ
と

帰
着

す
る
作
品

に
つ

い
て

は
、

や
は

り
同
時

期
の
児

童
文

学
の
枠
内

に
あ
る
と
み
な
し
て
よ

い
だ
ろ
う
。

『
赤

い
船
』

に
関
し
て

は
、
従

来
、
児
童

文
学

史
上

の
分
岐

点
で
あ

る
こ

と

が
前

提
と
さ

れ
が
ち
で

あ

っ
た
。
し

か
し
こ

う
し
て
あ

ら

た
め
て
同

時
期

の
児
童

文
学
状
況

の
中
で

捉
え
返

し
て

み
る
と

、
物
語

の
帰
着

点
と
し

て
規

範
意
識

や
教
訓

が
設
定

さ
れ
て

い
る
と

い
う
点

に

お
い
て

は
、

従
来

の
枠
内

に
と
ど
ま

っ
て

い
る
作
品
も

多
い
と

考
え

ら
れ

る
。
小
河

美
奈

は
『
赤
い
船
』

を
概
観
し
、
「
全
体
を
通
し
て

教
訓
話

は
ほ
と
ん
ど

な
い
」
と
す

る
が
、
個

々

の
作
品

に
即
し

て
み

る
な
ら
ば

、
そ
う

し
た
評

価

は
必
ず
し

も
妥
当
と

は
言

い
難

い
。
藤

本
芳
則

は
、
『
赤

い
船
』

が
同

時
代

に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
受
容

さ
れ
、

評
価

さ
れ
て

い
た

か
を
具
体

的

に
検

証
し
、

実
は
「

ほ
と
ん

ど
反
響

は
な

か

っ
た
」

こ
と

を
論
証

す
る

が
、

こ
う
し

た
面

の
み

に
目
を
向
け

る
な

ら
ば
、
そ
う
し
た
結
果
も
当

然
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。六

九

四

『
赤

い
船
』
の

固
有
性

前

節
で

は
、
『
赤
い
船
』

と
同

時
期

の
児
童
文

学

の
連
続
性

を
確
認

し
た
。



七
〇

し

か
し

一
方
で
、
『
赤

い
船
』

に
は
同

時
期
の
児
童
文

学
の
あ
り
方

で
は
説
明

の

つ
か
な

い
固
有

の
様
態

が
認

め
ら

れ
る
こ

と
も

事
実
で

あ
る
。
本

節
で

は

そ
う
し
た

『
赤

い
船
』

の
固
有
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

『
赤

い
船
』
の
固
有
性
を
考
え

る
際

に
ま
ず
注
目
さ
れ
る

の
が
、
全
編
を
通

じ
て
描

き
出
さ
れ

る
憧
憬

の
情
で

あ
る
。
本
テ

ク
ス
ト

に
は
、
「
赤
い
船
」

の

露
子
や

「
海

の
少
年
」

の
正
雄
等
、

主
人

公
の
抱
く
憧
憬
が
繰
り
返
し
描

か
れ

る
。
こ

の
点

に
関
し

て
は
、
先

の
藤

本

の
指
摘

に
も
あ
る

通
り
、
従

来
よ

り

『
赤

い
船
』
の
特
徴

の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
藤
本
芳
則

が
「
「
憧
憬
」

そ

の
も

の
は
、〈
少

女
小
説
〉
の
一
要
素
で
あ
り
、「
赤

い
船
」
の
独

創
で

は
な
い
」

と
指

摘
す
る

よ
う
に
、
単

に
憧

れ
を
描
く
と

い
う
だ
け
で

は
、
『
赤
い
船
』

の

み

に
固
有

の
特
徴

と
は
言

え
な

い
で
あ

ろ
う
。
空

想
性
を

伴
う
憧

れ
や
将

来

へ

の
夢
や

希
望
と

い

っ
た
も

の
は
、

従
来

の
子
ど

も
の
読

み
物

に
も
描

か
れ

て

い
る
。
『
赤

い
船
』

の
固
有
性

を
考
え

る
に
は
、
憧
憬

の
内

実
を
詳
細

か
つ

具
体

的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
ら

れ
る
。

『
赤

い
船
』

が
描
ま
憧

憬

に
特
徴
的

な

の
は
、

そ

の
ほ
と

ん
ど

が
、
現

実

を
越
え

た
遠
い
彼
方

の
理
想
世
界

へ
の
憧
れ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

其
れ

か
ら
と

い
ふ
も

の
、

何
と
な
く

、
オ
ル

ガ
ン

の
音
を
聞
き

ま
す
と
、

広
い
、
広

い
海
の
彼
方

の
外
国
を

考
へ
た

の
で

あ
り
ま
す
。
（
中

略
）
其

の
国

は
最
も

開
け
て
、

こ

の
他

に
も

好

い
音
の
す

る
楽
器

が
沢

山
あ
つ

て
、
其

の
国

に
は
ま

た
よ
く

其

の
楽
器

を
鳴
ら

す
、
美
し

い
人

が
ゐ
る

と
い
ふ
こ

と
で
あ

る
。

で
、
露
子

は
其
様
国

へ
行
つ
て
見

た
い
も
の
だ
。

ど

ん
な

に
開

け
て

ゐ
る
美

し
い
国

で
あ
ら

う

か
。
ど
ん

な

に
美

し
い
人

の
ゐ

る
処
で

あ
ら

う

か
。
而

し
て

其

の
国

に
行

く
と
、
至

る
処

で
好

い

音
楽
が
聞

か
れ
る
の
だ
と
思
ひ
ま
し
た
。

「
赤

い
船
」

『
海

の
底

の
都
に
は
、
こ

ん
な
真
珠
や
、
紫

水
晶
や
、
珊
瑚
や
、
瑪

瑙
な

ど
が
、
ご
ろ
／
゛
＼
転
が
っ
て
ゐ
て
、
建
物
な
ん
か
、
皆
ん
な
こ
れ
で
出

来
て
ゐ

る

か
ら
、

電
気
燈

が
っ
く

と
、
い

っ
で
も
町

中
が
イ

ル
ミ
ネ

ー

シ
ョ
ン

を
し
た
や

う
で
、

始
め
て

来
た
も

の
は
目

が
眩
む

か
も
し

れ
な

い
よ
。』
『
ぢ
ゃ

来
年
は
、
是
非
連
て
行
っ
て
呉
給

へ
。
』

「
海
の
少
年
」

蝶
は
『
（
中
略
）

私
の
生
れ

た
国
は
常
夏

の
国

と
云
ひ
ま
し
て

、
冬
の
な

い
国
で
、
春
、
夏

、
秋

の
間

は
菫
や
、
蒲
公

英
や
、
石
竹
や
、

薔
薇
や
、

菊

の
花

盛
り
で

あ
り

ま
す
。
野

に
行

つ
て

も
山

へ
行

つ
て

も
よ

い
香
ひ

の
す

る
果
物

や
、
林

檎
や
、
何

で
も

な
い
も

の
は
あ

り
ま
せ

ん
。
晩
方

に
な

る
と
天

使
が
青

々
と
し

た
芝
原

の
上
で

お
月
様

を
眺

め
て

音
楽
を

奏
し

ま
す
。

笛
や
、
笙

や
、
琴

や
、

バ
イ

オ
リ

ン
を
鳴

ら
し
て

互

に
手

を
取

り
合

つ
て
舞

つ
た
り
、

躍
つ

た
り
し

ま
す
。
そ

れ
が
終

る
と
華

や

か
な
御
殿
で

酒
宴

が
始

ま
り
ま
す
。
天

使

は
何
れ
も

黄
金

の
冠

を
被

つ

て
緋

の
袴
を
穿

い
て
、

胸

に
は
銀

の
鏡
を

か
け
て

ゐ
ま
す
。
』
と
聞

か
せ

ま
し
た
。
君

ち
ゃ
ん
は
行
つ
て
見
た
い
も
の
だ
と
思
つ
て
、
『
蝶
や
妾
を
、

何

か
し
て

其

の
御

殿
へ
連

れ
て
行

つ
て

お
く
れ

で
な

い
か
、
妾

は
行

つ

て
見

た
く

て
堪

ら
な
い
か
ら
。
』

「
天

使
の
御
殿
」

「
広
い
、
広

い
海

の
彼
方

の
外

国
」
、
「
海

の
底

の
都
」
、
何
で
も

な
い
も
の

は
な
い

「
常
夏

の
国
」

―
―
『
赤

い
船
』

が
描
く
憧

憬

の
ほ
と
ん

ど
が
、
現

実

を
越
え

た
遠

い
彼
方

の
理
想

世
界

へ

の
憧
憬
と

し
て
描

き
出
さ

れ
る
。
加

え

て
そ
こ

が
し
ば

し
ば
天

使
・
天

女
の
住
む
天

上
世

界
ま

た
は
水
底

と
い

っ

た
形

而

上
の
世
界

と
さ

れ
て
い

る
こ
と

に
も
留
意

が
必
要

で
あ
ろ

う
。
ま
た



こ
う
し
た
理
想
世
界
が
、
し
ば
し
ば
地
上
と
の
対
比
の
構
図
の
中
で
語
り
出

さ
れ
て
い
る
点
や
、
死
後
の
世
界
、
死
者
の
い
る
場
所
と
重
ね
ら
れ
る
点
も

見
逃
し
難
い
。

七

一

ま

た
輪

廻
転

生
と

い

っ
た
神

秘
体

験
（
「
白

い
百

合

と
紅

い
薔

薇
」
）

や
、

死

者
と
の
交
流
が
し
ば

し
ば
描

か
れ

る
点
も
、
本
テ

ク
ス
ト
の
特
質
で

あ
る
。

「
天

使
の
御
殿
」
、
「
二
郎

と
美
代
ち

ゃ
ん
」
、
「
月

の
宮
」

に
お

い
て
、
死

者
た

ち
は
い
ず

れ
も
理

想
世
界

の
住
人
と

し
て
、
現

実

の
世
界

に
い
る
主
人

公
だ

ち
と
交
流
し
、

時
に
優
し

く
彼
等
を
理
想
世
界
へ
と
迎
え
入
れ
て

い
く
。

理

想
世
界

の
形
象

に
作
品

を
越
え
て

共
通
す

る
モ
チ

ー
フ

が
用
い
ら

れ
て

い
る
点

も
特
徴
的
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
音
楽
」
「
月
」
「
夕
暮
」
「
夢
」
「
森
」

と

い

っ
た
モ
チ

ー
フ
が
繰

り
返
し
用

い
ら

れ
る
。
そ

れ
ぞ
れ

の
モ
チ

ー
フ
は

必
ず
し

も

一
義
的

な
意

味

に
収
束
す

る
も

の
で

は
な

い
と

考
え

ら
れ

る
が
、

い
く

つ
か
の
モ
チ

ー
フ

に
象
徴
的
な

意
味

が
認
め
ら

れ
る
こ

と
も
確

か
で
あ

る
。
例
え

ば
「
音
楽
」

や

「
夕

暮
」

に
は
、
理

想
世
界

を
彩

る
も

の
と

し
て

の
意
味

が
見

出
せ
る
。
「
音
楽
」

に
関
し
て
言

う
な
ら
ば
、
先

に
あ
げ
た

「
赤

い
船
」
「
天

使
の
御
殿
」
は
典
型
的
な
例
と
言
え

る
が
、
そ

れ
以
外

に
も
、
「
白

い
百

合
と
紅

い
薔
薇
」

や
「
海

の
少

年
」
で

は
、
遠

い
彼
方

の
理
想

世
界

か

ら

の
使
者

の
訪
れ
が

「
音
楽
」

と
共

に
あ

る
も
の
と
さ
れ
て

お
り
（
「
音
楽

の

音
が

空
に
聞
え

て
、
何
と

も
い

は
れ
ぬ
ゆ

か
し

い
香
の
花

び
ら

が
、
ば

ら
ば

ら
、

降
る

か
と

思
ふ
と
目

の
前

に
立
つ

だ
の
は
、
昨

日

の
天

女
で
あ

り
ま
し

た
。
」
、
「
其
時

海
の
中

に
音

楽
が
響
い
て
、
一

個
の
大
き
な
亀

が
波
間

に
浮
き

出
て
、
海

の
中

の
子
供
を
迎
ひ

に
来
ま
し

た
。
」
）
、
こ
こ

に
も
「
音

楽
」
に
よ
っ

て
彩

ら
れ

た
理
想
世
界

が
提
示

さ
れ

る
。
ま
た

「
夕
暮
」

お
よ
び
そ

れ

に
類

す
る
表
現
（
入
り
日
・
夕
焼
け

の
雲
・
夕
暮
・
西

の
夕

焼
け
）
も
同
様
で

あ
る
。

晩
方

な
ど
、
入

日

の
紅
く
射

し
込

む
窓

の
下

で
、

お
姉
様

が
ピ
ア

ノ

を

お
弾

き
な

さ
る
時
、

露
子

は
眤
と
其

の
傍

に
佇

ん
で
一

々
手

の
動

く

の

か
ら
、

日

の
光
が
ピ
ア

ノ

に
当
っ
て

反
射

し
て

ゐ
る

の
か
ら
、
何

か
ら

何

ま
で
見

落
す
こ

と
が
な

く
、
ま

た
歌
ひ

な
さ

れ
る
声

や
、
微

か

に
戦

へ

る
音
の
一
っ
一

つ
ま
で
聞
き
遺

す
こ

と
が

な
か
っ
た

の
で

あ
り
ま
す
。

（
中
略
）

見

る
う
ち

に
赤

い
船
は
だ

ん
／
＼

遠
ざ

か
っ
て
し

ま
っ

た
。
日

は
漸

々

西

に
傾

い
て
、
波

の
上
が
黄

金
色

に
輝
い

て
、
彼

方
の
岩

影

が
赤

く
光

っ

た
時
分

に
は
、
も

う
其
の
船

の
姿
は
波
の
中

に
隠
れ
て
、

煙
が
一
筋
、

空

に
残
っ
て

ゐ
た
ば

か
り
で

す
。

「
赤

い
船
」

其

の
う

ち
に
日

が
暮
れ
て

来
ま

す
と
、
西

の
海

が
真
紅

に
、
夕

焼
の
雲

を

浸
し
て
、

黄
金

色
の
波

が
ち
ら

／
＼

と

輝

い
た
の
で

あ
り

ま
す
。

其

時

海
の
中

に
音
楽

が
響
い
て
、

一
個
の
大
き

な
亀
が
波
間

に
浮
き

出
て

、

海

の
中

の
子

供
を
迎
ひ
に
来
ま
し
た
。

「
海

の
少

年
」

「
白

い
百

合
と
紅
い
薔
薇
」
の
天

女
と
の
再
会
や

「
月

の
宮
」

の
お
花
と
死

ん

だ
母

親
の
再
会
も
、

そ
れ

ぞ
れ

「
夕
暮
の

お
約

束
の
時
刻
」
「
夕
暮

の
空

を
仰

い
で
ゐ
」

る
時
と

さ
れ
、
主
人
公
た
ち
が
憧
憬
す
る
対
象

は
、

し
ば

し
ば
「
夕

暮
」

の
「
紅
く
射
し
込
む
」
「
入
日
」
と
と
も

に
描
き

出
さ
れ
て
い
く
。

「
月
」

に
も
同
様

の
意
味
が
確
認
で
き
る
が
、
加
え
て

「
月
」

に
は
、

憧
れ
の

理

想
世
界

の
み

な
ら
ず
、
現

実
を

越
え
た

異
世
界

を
照
ら

す
も

の
と
し
て

の

意

味
も
見

出
せ
る
。
「
月
」
が
描
き
出
さ
れ
る
作
品
は
「
赤
い
船
」「
月
と

山
兎
」

「
電

信
柱
と
妙
な
男
」
「
天
使

の
御
殿
」
「
月

の
宮
」

で
あ
る
が
、
「
電

信
柱
と
妙

な
男
」

を
除
く
四
作
品
に
お
い
て
「
月
」
は
、
憧
れ

の
対
象
で
あ

る
理

想
世
界



を
照
ら
す
も
の
と
さ
れ
る
。
ま

た
「
電
信
柱
と
妙

な
男
」
に
お
い
て
も
「
月
」
は
、

電

信
柱
と

の
邂
逅
と
い
う
非

日
常
的
な
状

況
を
再
確
認

さ
せ
る
も

の
と

さ
れ
、

非

日
常
を
照
ら
す
と

い
う
点
で
先

の
四

作
品
と
通
底
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。

七
二

地
上
と
の
対
比
の
構
図
で
語
り
出
さ
れ
る
、
美
し
い
音
楽
や
月
の
光
り
、

夕
日
に
彩
ら
れ
た
現
実
を
越
え
た
彼
方
の
理
想
世
界
の
形
象
と
そ
れ
に
対
す

る
憧
憬
、
そ
し
て
輪
廻
転
生
、
死
後
の
世
界
と
の
交
流
と
い
っ
た
神
秘
体
験

―
―
こ
う
し
た
『
赤
い
船
』
の
特
質
は
、
そ
の
ま
ま
当
時
の
未
明
の
小
説
の

特
質
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

先
生
の
歌
の
声
は
何
ん
た
る
美
し
い
声
で
あ
る
か
と
思
つ
た
。
嗚
呼
斯

様
美
し
い
声
で
草
花
の
香
は
し
く
咲
い
て
ゐ
る
野
原
で
、
た
ゞ
独
り
麗

か
な
春
の
日

に
、
先
生
が
オ
ル
ガ
ン
を
弾
い
て
ゐ
な
さ
つ
た
な
ら
ば
、

天
女
が
屹
度
降
り
て
来
て
、
先
生
を
翼
に
載
せ
て
、
雲
雀
の
鳴
い
て
ゐ

る
雲
の
上
へ
舞
ひ
上
つ
て
、
彼
の
碧
色
の
大
空
に
隠
し
て
し
ま
ふ
だ
ら

う
。
而
し
て
草
の
葉
に
吹
く
夕
暮
の
風
は
さ
び
し
く
、
し
づ
心
な
く
花

瓣
が
白
う
散
つ
て
、
蜜
蜂
も
巣
に
帰
る
頃
に
な
つ
て
も
先
生
は
決
し
て

帰
つ
て
来
な
さ
れ
ず
、
其
時
私
の
思
ひ
は
悲
し
く
／
＼
天
女
の
行
方
に

憬
が
れ
て
、
広
野
の
中
に
佇
ん
で
、
夕
焼
空
を
眺
め
て
ゐ
た
な
ら
ば
、

必
ず
遠
い
／
＼
西
方
の
天
上
か
ら
風
の
ま
に
／
＼
音
楽
の
調
が
聞
こ
え

て
来
る
で
も
あ
ら
う
と
思
つ
た
。「

霰

に
霙

」
（
『
新

小

説

』

明

治

三

八
・
三

）

自
分
は
こ
の
眩
し
き
海
の
夕
景
色
を
見
な
が
ら
岩
頭
に
立
つ
て
、
鮮
か

な
夕
焼
の
色
に
胸
の
血
潮
は
躍
り
、
楽
園
の
夢
に
憧
れ
る
。
―
―
あ
ゝ
、

今
日
の
落
つ
る
真
紅
の
雲
の
狂
ひ
燃
え
る
彼
方
に
は
天
使
が
白
蝋
の
門

を

築
い
て
ゐ

る

の
だ

。
紅
な

焔
の
う

づ
ま
く
中

に
建
て
ら

れ
た
白

蝋

の

門

に
は
我
を
待
ち

焦
る

ゝ
母

が
立

つ
て
ゐ
る
。
‥
‥
恋
し

く
慕
は
し
く
、

行

か
ん
と

思
へ

ど
も
‥
‥

其
故
郷

に
帰
ら

ん
と
願

へ
ど
も
‥
‥

眸
を
追

う

て
眺

む

る
う

ち

に
美
し

い
紅

焔

は
波

に
洗

は
れ
、

う
す

れ
、

沈
む
。

―
―
い

つ
其
故
郷

に
帰

り
、

母

に
遇
ふ
こ

と
が

出
来
や
う
。

波
風
あ
ら

き
此
世

に
漂
浪

児

の
我

身

に
と

つ
て

は
、
彼

の
雲

の
帰

る
処
、
彼

の
鳥

の
飛

ぶ
彼
方
、

夕
暮
毎

に
海
辺

に
来
て

夕
陽

を
見

る

に
つ
け
、
恋
し

く

も
、
慕
は
し
く
思
ふ

の
で
あ

る
。

「
夕

焼

空

」
（
『
北

鳴

新

聞

』

明

治

三

八
・
八

）

月
の
光
り
は
愁
へ
を
帯
ん
で
、
戸
口
に
立
つ
て
ゐ
る
祐
二
の
顔
を
照
し

た
。
高
い
樫
の
木
の
葉
が
さ
わ
／
＼
と
風
に
摺
る
音
の
、
い
つ
か
薬
師

堂
へ
行
つ
た
時
に
聞
た
青
海
原
の
波
の
寄
て
は
返
す
音
の
や
う
な
―
―

其
の
当
時
の
光
景
が
ま
ざ
／
＼
と
心
の
目
に
浮
ん
で
、
彼
は
い
つ
し
か

湿
ん
だ
眸
で
月
の
光
り
を
眺
め
て
、
眤
と
空
の
方
を
仰
い
で
ゐ
た
。
―
―

其
時
天
籟
に
何
の
女
神
が
奏
し
て
彼
を
誘
ふ
ゃ
う
な
怪
し
な
楽
の
音
が

響
い
た
。
彼
は
こ
の
音
に
魅
せ
ら
れ
て
、
何
処
へ
行
く
あ
て
も
な
く
、

月
下

に
浮
れ
て
、
さ
迷
ひ
つ
、
家
出
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
其
夜
、
荒

野
に
あ
る
、
古
并
戸
に
落
ち
死
ん
で
し
ま
つ
た
。
―
―
そ
れ
限
り
祐
二

は
帰
つ
て
来
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
明
日
の
夕
暮
方
、
此
の
屍
が
見
出

さ
れ
た
時
、
折
か
ら
暮
か
ゝ
る
夕
焼
雲
の
美
く
し
い
影
が
青
々
と
し
た

古
井
戸
の
水
に
映
り
、
物
凄
く
見
え
る
水
面
に
は
、
さ
も
嬉
し
げ
に
笑

み
を
湛
え
て
、
さ
な
が
ら
遠
い
響
を
聞
く
が
や
う
に
耳
傾
け
て
ゐ
る
祐

二
の
身
体
が
浮
上
つ
て
ゐ
た
。



「
遠
き

響
」
（
『
新
小

説
』

明
治
四
〇
・
一
）

七
三

「
夕
焼
空
」

の
彼

方
か
ら

「
音
楽

の
調
」
を

響
か
せ

る
「
天
女
」

の
住

む
理

想
世
界

へ
の
「
憬

が
れ
」
、
「
鮮

か
な

夕
焼

の
色
に
胸

の
血
潮

は
躍
り
、

楽
園

の
夢

に
憧

れ
る
」

主
人
公
、

初
期

の
未
明
作

品

に
は
、
こ

う
し

た
形
而

上

の

理

想
世
界

へ
の
憧
憬
が
繰
り
返
し
描
か
れ
る
。
ま
た
、「
愁

へ
を
帯

ん
」
だ

「
月

の
光
り
」

の
下
で
、
「
天

籟

に
何

の
女
神
が
奏
し
て

彼
を
誘
ふ
や

う
な
怪
し
な

楽
の
音
」

に
魅
せ
ら
れ
た
少
年

の
、
「
暮
か

ゝ
る
夕
焼
雲
の
美
く

し
い
影
」

を

映
し
た
古
井
戸
の
水
面

に
浮
き
上
が
る
「
さ
も
嬉
し
げ

に
笑
み
を
湛
え
」
た
姿

と
い

っ
た
神
秘

的
な
情
景

も
、
こ

の
時
期

の
未
明

作
品

の
特
徴
で

あ
る
。
そ

う
し

た
中
で

音
楽

は
、
「
字

宙

の
神
秘
を
耳

で
悟

る
器
」
（
「
紅
雲
郷
」
『
早
稲

田
学
報
』
明

治
三
八
～
明
治
三

九
・
一
）
と
し
て

象
徴
的
な
意

味
を
担

っ
て

お

り
、
同
様

に
月
や

音
楽
も

理
想
世
界

の
形
象

に
欠

か
せ
な

い
要
素
と

し
て

繰

り
返
し
描
き
出
さ
れ
て

い
く
。

翻

っ
て
み

る
に
、
こ
う

し
た
未

明
文
学

の
特
質

は
、
そ

の
ま
ま

後
期
浪
漫

主
義

の
特
質
と

言
え

る
で
あ

ろ
う
。
一

般
に
こ

の
時
期

の
未

明

は
文

学
史

的

に
、

後
期
浪
漫

主
義
、
中

で
も
象

徴
主
義

や
神
秘

主
義

の
系

譜
で

捉
え
ら

れ

る
こ

と
が
多

い
。
文
芸

思
潮
と

し
て

の
浪

漫
主
義

の
内
実

は
実

に
多
様
で

あ

り
、
様

々
な
様
態
を
み

せ
る
が
、
そ

の
本
質

を
概
括
す

る
な
ら
ば
、
「
憧
憬

の

情
」

を
根
底

に
据
え

た
文
芸

思
潮
と
す

る
こ
と

が
で
き

る
だ
ろ

う
。
吉
田

精

一

は
浪
漫
主
義

に
つ
い
て
、
「
一
概

に
総

括
的
な
定
義
を
下

し
に
く

い
も

の
で

は
あ
る
」
と

し
た

上
で
、
「
も

っ
と
も
根

底
を

な
す

の
は
憧
憬

の
情
で
あ

り
、

そ

れ
が
情
意

の
自

由
な
解
放

を
も
と

め
て
、
有
限

の
現

実
を

の
り
こ
え

よ
う

と

す
る

の
で

あ
る
。
多

く
の
場

合
そ
れ

は
確
固

た
る
目

標
を
も

っ
た
理

想
と

い
お
う

よ
り
は
、
漠

然
た

る
衝
動
と

い
う

べ
き

も

の
に
近
く
、

時

に
は
異

国

情

緒

に
、
時

に
は
過

去
と
未

来

に
、

時

に
は
空
想

的
な
社

会
改

造

に
、
そ

の

社

会
や
個
性

に
負

わ
さ
れ

た
条
件

に
よ

っ
て
あ
こ

が
れ

る
も
の

の
よ
う
で

あ

る
。
」

と
し
、
特

に
後

期
浪
漫
主
義

の
特
徴

が
「
象

徴
と
神
秘

と
形
而
上

の
非

現

実
」
を

描
く
点

に
あ

る
と
指
摘

す
る
。
こ

れ
ま
で

に
指

摘
し

た
こ

の
時

期

の
未
明
作

品
の
特
質
は
、「
象
徴
と
神
秘
と
形
而
上

の
非
現

実
」
に
よ
っ
て
、「
有

限

の
現
実

を

の
り
こ
え
」

た
先

へ
の
「
憧

憬
の
情

」
を
描

く
後

期
浪
漫

主
義

文

学
の
特
質

を
そ

の
ま
ま
反
映

し
た
も

の
と
み
な
す
こ

と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

ま
た
特

に
自
然

主
義
以
降

に
起
こ

っ
た
新

浪
漫
主
義

は
、
「
自
然
主
義

の
行
詰

り

に
継

起
し
て
、

そ
れ

の
陥

っ
た
絶
望

を
克
服
し

よ
う

と
し
た

流
派
」

で
あ

り
、
「
自
然
派

の
場
合
同
様
、

宿
命
観
的
否

定
的
な
世
界

観
と
、
そ
う

し
た
否

定
的
な
世
界

に
生
き
る
人
間

の
弱
さ
や
小

さ
さ
」
を
描
く
こ

と
を
志
向
し
、「
そ

う
し
た
悲

観
と

絶
望
と

を
克
服

し
よ
う

と
す

る
知
的

な
探
求
を
、

そ

の
中
枢

的
な
本
質

と
す

る
流
派
」

で
あ

っ
た
。
新

浪
漫
主

義
を
代

表
す

る
存
在

の
一

人
と
さ

れ
る
未

明
も

ま
た
そ
う

し
た
理

念
を
共

有
し
て

い
た
こ

と

は
、

明
治

四

一
年

に
坪
田

譲
治
等

と
新

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ

ム
文

学
研

究
を
目

的

に
結

成
し

た
青
鳥
会

が
、

後

に
プ

ロ
レ

タ
リ

ア
文
学

の
先
駆
け
と

な
っ
た
雑
誌

『
黒
煙
』

の
母
体
と

な
っ
た
こ
と

か
ら
も
う

か
が
え

る
。
『
赤

い
船
』

に
は
、
下

層
社
会

の
子

ど
も
を

主
人
公
と

し
、
彼
等

の
悲

惨
な
現

実
を
背

景

に
現

実
を
越

え
た

彼
方

へ
の
憧
憬

を
描

い
た
作

品
が
複

数
認

め
ら
れ

る
が
、
こ

れ
ら

は
い
ず
れ

も
新
浪
漫
主
義

の
特
質
と
合

致
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

未
明

自
身
、
自

ら

の
文

学
的

な
立
場

が
浪
漫

主
義

に
あ
る
こ

と

に
自
覚
的

で
あ

っ
た
。

郷
土
や

自
然
を
恋

し
、
過

去
を

恋
し
、
幼
年
時
代

を
懐

か
し

み
し
も

の
、

是

を
ロ
マ

ン
チ

シ
ス
ト

に
見
る
。
日

本

に
は
、
近
松

の
作

物

に
ロ
マ
ン



チ
ッ

ク

の
影

を
認

め
た
ぎ

り
、
未

だ
多
く

此
種

の
ロ
マ
ン

チ

シ
ス
ト
を

見

な
い
。
私

は
月

に
対
し

、
水

に
対
し
、
雲

に
対
し
て
、

悠

々
、

永
遠

の

淋
し

み
を

禁
ぜ

ず

に
は

ゐ
ら

れ
な

い
。
海

を
見

て

無
終

の
感

懐
と
、

不
死

の
観

念
と
、

彼
の
紅

な
る
夕

焼
を
見

て
、
我

を
生
み

し
自
然

の
母

を
思

ひ
、
孤
雲

の
行

衛
を
眺

め
て
、

人
生

の
孤
独

を
想

は
ず

に
は
ゐ
ら

れ

な
い
。
私

は
、
此
頃

―
―

初
秋

の
空
や
、

水

の
色
を
見

て
、

―

―
ウ

オ
ル

ヅ
ヲ
ル

ス
を

思
は
ず

に
ゐ
ら

れ
な

い
。
此
頃

の
冷

た
な
、

夕
焼
を

見
て

ハ

ー
ン

を
思

は
ず

に
は
ゐ
ら

れ
な

い
。
北
国

の
秋

夜
を
思

ひ
、
老

ひ

だ
る
父
母

を
思
ひ
、

荒
涼

た
る
暗

い
海

に
月

の
照
る
荒

磯
辺

を
考
へ

て
、
坪
内
先
生

の
「
浦
島
」
を
思

は
ず

に
は
ゐ
ら

れ
な
い
。
浦
島
太
郎
は

ロ
マ
ン
チ

シ
ス
ト
で

あ
る
。
熱
烈

な
る
憧
憬
と
、

淋
し
み
と
、

苦
悶
と
、

海
を

恋
し
、
現

実
界

を
離

れ
た
け

れ
ど
、
老

い
た

る
父
母

を
慕

つ
て
帰

る
浦
島

太
郎

は
ロ

マ
ン
チ

シ
ス
ト
で

あ

る
。

私
は

此
種

の
ロ
マ
ン
チ
ッ

ク

の
作

品
を

好
む
。
沙

翁

の
ハ
ム
レ
ッ

ト
も

此
作

の
浦
島

太
郎
も

共

に

寧
ろ
独
逸
の
ロ
マ
ン
チ

シ
ス
ト

に
見

る
性
癖
で
あ
る
。

「
追
懐
と
夢
幻
」
（
『
読
売
新
聞
』
明

治
四

二
年
八
月
二
九
日
）

七
四

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
健
全
な
文
学
で
あ
る
。
自
然
主
義
も
亦
健
全
な
文

学
に
相
違
な
い
。
け
れ
ど
最
近
世
界
の
入
心
の
堕
落
は
自
然
主
義
が
口

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
駆
逐
し
た
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
。
自
然
主
義
も
肉

に
赴
き
、
霊
を
忘
れ
て
遂
に
堕
落
し
た
の
で
あ
る
。
神
秘
主
義
、
象
徴

主
義
は
此
の
虚
を
充
た
さ
ん
た
め
に
生
れ
た
も
の
だ
。
吾
人
は
再
び
精

神
主
義
を
文
壇
に
鼓
吹
す
る
に
先
つ
て
、
先
駆
者
と
も
い
ふ
べ
き
、
以

上
漂
浪
者
の
文
学
に
就
て
顧
る
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。

「
漂
浪
者

の
文

学
」
（
『
読
売
新
聞
』

明
治
四

二
年
一
二
月
二
六
日
）

「
追
懐
と

夢
幻
」

に
お

い
て
未
明

は
、
ワ

ー
ズ
ワ

ー
ス
、
ラ

フ
カ
デ

ィ
オ
・

ハ

ー
ン
と

い

っ
た
敬

愛
す

る
文
学
者

た
ち
を

ロ
マ
ン
チ

シ
ス
ト
と

し
て
規

定

し
、
自
ら

の
「
海
を
見
て
無
終

の
感
懐
と
、
不
死

の
観
念
と

、
彼
の
紅
な
る
夕

焼

を
見
て
、

我
を
生

み
し
自

然
の
母

を
思
ひ

、
孤
雲

の
行
衛

を
眺
め
て
、

人

生

の
孤
独

を
想

は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
」
あ

り
方
を
そ

の
系
譜
の
中
に
位
置
付

け

る
。

ま
た
「
漂
浪
者

の
文
学
」
で

は
、
「
自
然
主
義
も

亦
健
全
な
文
学

に
相

違
な

い
」
と
、
当
時
隆
盛
し
て

い
た
自
然

主
義

を
一
応
は
認
め
る
姿
勢
を
見

せ

つ

つ
も
、
そ

れ
を
「
肉

に
赴
き

、
霊

を
忘
れ
て

遂
に
堕
落
し
た
」
も
の
と
否
定

し
、
そ

の
「
虚

を
充

た
」

す
こ

と
を
可

能
と

す
る
も

の
が
、

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ

ム
の
一
つ
で

あ

る
神
秘
主

義
・

象
徴

主
義
で

あ
る
と

主
張
す

る
。
こ
こ

に
は

自
ら

の
文

学
的
な
立

場
を
浪

漫
主
義

と
自
覚

し
、
そ

の
意
義
を

強
く
主
張

す

る
姿

勢
が
認
め
ら

れ
る
。
先

に
確
認

し
た
こ
の
時
期

の
未
明
文
学

の
特
質

は
、

「
海

を
見
て

無
終

の
感
懐
と

、
不
死

の
観
念
と

、
彼

の
紅
な
る

夕
焼
を
見

て
、

我

を
生
み
し

自
然

の
母
を

思
ひ
、
孤
雲

の
行

衛
を
眺

め
て
、
人

生
の
孤
独

を

想
」

う
「

ロ
マ
ン
チ

シ
ス
ト
」

の
あ

り
方
を
具

現
化
し

た
も

の
と

言
え

る
だ

ろ
う
。
周
知

の
よ
う
に
第
一
小

説
集
『
愁

人
』
（
隆
文
館
、

明
治
四
〇

年
六
月
）

「
序
」

に
お
い
て
、
師
で
あ

る
坪
内

逍
遙
は
未
明
を
「
瞑
想
の
児

、
憧
憬
の
児
」

と
評
す

る
が
、
そ

れ
も
こ

う
し
た
あ
り
方
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

特

に
明
治
四
〇

年
代

は
、
象

徴
主
義
・

神
秘

主
義

に
深

く
傾
倒

し
て

い
た

時
期

で
あ

っ
た
。
木
股

知
史

は
、
文
学

史
的

に
は
新
浪
漫

主
義
と

し
て
分

類

さ
れ

る
こ

と
の
多

い
初
期
の
未
明
文

学
の
内
実

に
つ
い
て
、
「
象
徴
主
義

的
表

現

の
可

能
性

を
、
散
文

の
領
域

で
追
究

し
た

の
が
、
未
明

の
新

ロ
マ
ン
チ

シ

ズ

ム
の
実
質

だ
と
考
え

て

よ
い
だ
ろ

う
」
と

す
る

が
、

木
股

が
象

徴
主
義

に



共
通
す

る
表
現

の
モ
チ
ー
フ

に
あ
げ
る
、
「
写
実

へ
の
抵
抗
と
表

現
で
き
な

い

も

の
に
対
す

る
関
心
、
夢

と
無
意

識
の
領

域
へ

の
着
目
、

神
秘
体

験
へ

の
関

心
、
文

学
と
美
術
・

音
楽
と

の
協

働
、

物
質

主
義

の
近
代
社

会
へ

の
批
判
と

い

っ
た
諸

点
」

は
、
こ

の
時
期
の
未
明

の
特
徴
で
も
あ

っ
た
。
先

に
。
『
赤

い

船
』
の
複
数
の
作
品

に
「
夢
」
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
が
、
こ

れ
も
象
徴
主
義

の
特
徴
を
端
的

に
示
す
も

の
と

言
え

る
だ
ろ
う
。

七
五

ま
た
神
秘
主
義
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
は
、
霊
魂
の
存
在
を
繰
り
返
し
主

張
し
、
死
を
霊
魂
が
汚
れ
た
現
実
を
離
脱
し
、
理
想
世
界
に
到
達
す
る
こ
と

と
す
る
以
下
の
よ
う
な
発
言
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

海

を
見
、
山

を
仰

い
で
、
遂

に
我

が
帰

る

べ
き
故

郷
を
考

へ
て
、
涙

潜

然

た
る
も

の
、
独
り

ウ
オ
ル

ヅ
ヲ
ル

ス

の
み
な
ら

ん
や
。
自

分

は
死

は

永

遠

に
帰

る
関
門

と
し
て

の
み
信

じ
た

い
の
で
あ

る
。
絶

望
の
象

徴
と

し

て
は
見

た
く

な
い
。
万

有

に
対

し
て
、
自
己

と
同

じ

の
霊

魂

の
潜
め

る
を
思
ふ

て
、
始

め
て
天

地
の

親
し
む

べ
き
を

知
る
。
若

し
、
乾

枯
無

味

―
―
だ
ゞ
五
十

年

の
身

を
托
す

土
塊

に
過
ぎ

な
か

つ
た
ら
、
如

何

に

寂
寞
で

あ
ら
う

か
。
余

は
此

の
寂

寞

に
堪

へ
な

い
の
で

あ
る
。
堪

へ
ず

し
て
宗

教

に
行

か
ん
と

せ
ば
、
余

は
ロ

マ
ン
チ

シ
ス
ト

の
故
郷

を
信
ぜ

ん
と
す
る
。

「
ロ
マ
ン
チ

シ
ス
ト

の
故
郷
」

（
『
東
京

毎
日

新
聞
』

明
治
四
二
年
九
月
二
二
～
二
三
日
）

先

に
あ

げ
た
「
遠

き
響
」

の
結
末

部
の
「
さ

も
嬉
し
げ

に
笑

み
を
湛
え

」

だ

主
人
公
祐

二
の
姿
は
、
死
を

「
永
遠
に
帰
る
関
門
」
「
ロ
マ
ン
チ

シ
ス
ト

の
故

郷
」
と

す
る
未

明
の
死

に
対
す

る
意
識
を

具
現
化

し
た
も

の
と
言
え

る
だ

ろ

う
。

ま
た
死

に
対
す
る

憧
れ

の
み

な
ら
ず
、
死

者
と

の
邂
逅

や
現
実

で

は
あ

り
得

な
い
不

思
議
な
体

験
と

い
っ
た
神

秘
体
験

も
様

々
に
描

か
れ
る
が
、
そ

こ

で
重
要

な
意

味
を
担

っ
て
い
る

の
が
、
森
と

い
う

空
間
で
あ

る
。
「
十
九
世

紀
の
初

に
出

た
独
逸

の
年
若
き

ロ
マ

ン
チ

シ
ス
ト

の
夢
は
、
蓋

し
緑

色
の
も

の
で
あ

っ

だ
。

彼
等

は
、

暗
い
森

の
中

に

―
―
沈

鬱

の
境

に
―
―
霊

魂
の
帰

る

べ
き

途
を
見

出
さ

ん
と

し
た
」
（
「
ロ
マ
ン
チ

シ
ス
ト

の
故
郷
」
）
と

す
る
未

明
は
、
「
森
」

を
「
ロ
マ
ン
チ

シ
ス
ト

の
夢
」
を
象

徴
的
に
示
す
非
日

常
的
で

神
秘
的

な
場
と
し
て
繰

り
返
し
描
き

出
し
て

い
る
。
先

に
、
『
赤

い
船
』

に
共

通
す

る
モ
チ

ー
フ

の
ひ
と

つ
と
し
て

「
森
」

が
あ

る
こ

と

を
あ
げ

た
が
、
金

持
ち
と
不

思
議
な

「
鬚

の
真
白
な
福

々
と
し
た
老
人
」

と

の
出
会
い
（
「
馬
と

金
持
」
）

や
、

乞
食

の
子

と
燕

の
出
会

い
（
「
燕

と
乞
食

の
児
」
）
、

お
花
と
死

ん
だ
母

親
と

の
再

会
（
「
月

の
宮
」
）

が
「
森
」

と
さ

れ
て

い
る

の
は
、
こ

う

し
た
未
明

の
意
識

を
反

映
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

翻

っ
て
見

る
と
、

空
想
的
で

あ

る
こ

と
自

体
、
現
実

を
越
え

た
先

の
理

想

世
界

を
憧

憬
す
る
浪

漫
主
義

の
あ

り
方
を
端

的

に
示

す
も

の
と
言

え
る
。

吉

田
精

一

が
「
後
期
浪
漫

派

は
近
代
文

学
史
上

、
も

っ
と
も

ゆ
た

か
な
空
想

の

花

の
撩
乱
と

咲
き
誇

っ
た

花
園
で

あ
る
」

と
す

る
よ
う

に
、

憧
憬

の
情
を

描

く
と

言
う

浪
漫
主

義
の
理

念
は
、

必
然
的

に
空
想

的
な
作
風

と
な

る
こ
と

を

要

請
す
る
。
そ
う

考
え

た
場
合
、
『
赤
い
船
』

の
空
想
的
な
作

風
は
、
浪
漫

主

義
文
学
と

し
て

の
一
面

を
示

す
も

の
と
捉
え

る
こ
と
も
で

き
る
。

以

上
『
赤
い
船
』

の
固
有
性

に
つ
い
て
考
察

を
加
え
て

き
た
。
そ

の
結
果

、

当

時
の
未

明

の
文

学
的
立

場
で
あ

る
後
期

浪
漫

主
義
の
意

識
が
強

く
反
映

し

て

い
る
こ

と

が
確
認
で
き

た
。
具

体
的

に
は
、
現
実

を
越
え

た
彼

方
の
理

想

世
界
へ

の
憧
憬
、
死

を
も

含
む
神

秘
的

な
事
象

へ
の
関

心
、
浪
漫

主
義
的

モ

チ

ー
フ
と

象
徴
性
、

お
よ

び
自
然

主
義
的

な
現
実

認
識
と

い

っ
た
点

に
後
期

浪

漫
主

義
的
特
質

が
認

め
ら

れ
、

こ
う
し

た
点

が
『
赤

い
船
』

の
固
有
性

の



一
端
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
従
来
の
『
赤

い
船
』
評
価
で
は
、〈
憧
憬
〉

が
描

か
れ
、
〈
浪

漫
的
〉
で
あ

る
こ

と

が
注
目

さ
れ
て
き

た
が
、
本
節

の
指
摘

は
従
来

の
評
価

を
浪
漫

主
義
文

学
と

の
関
わ
り

の
中
で
、

具
体

的
に
検
討

し

た
も

の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

七

六

五

浪
漫
主
義
文
学
で
あ
る
こ
と
へ
の
志
向

前
節
で

『
赤

い
船
』

に
当

時
の
未
明
の
文
学
的
立
場
で
あ

る
後
期
浪
漫
主
義

文

学
と
し

て
の

特
徴
が
認

め
ら

れ
る
こ

と
を

確
認
し

た
。
し

か
し
、
単

に
浪

漫

主
義
的
要
素

が
認
め
ら
れ

る
と
言
う
だ
け

で
は
、
『
赤

い
船
』

の
同
時
代

的

意
義

を
考
え

る

に
は
不
十

分
で
あ

ろ
う
。
浪

漫
主

義
的
要
素

が
散
見

さ

れ
る

と
言

う
だ
け
な
ら
ば

、
『
赤
い
船
』

の
特
質
と

は
な
り
得
て

も
、
従
来

の
児

童

文
学

を
大
き

く
逸

脱
す
る
要

素
と

は
必
ず

し
も
言

え
な

い
は
ず

で
あ

る
。
既

に
指

摘
し

た
よ
う

に
、
空
想

性
と

い
う
点

に
お

い
て
は
、
児

童
文

学
と
浪

漫

主
義

文
学

は
重
な

る
位
相

を
持

ち
、

そ

の
意

味

に
お
い
て

ぱ
、
近

似
す
る

様

相
を

持
つ

の
は
当

然
と
も

考
え
ら

れ
る
。
問

わ
れ

る

べ
き

は
、
浪
漫

主
義

文

学
と

し
て

の
あ
り
方

が
そ

れ
ま
で

の
児
童
文

学

の
あ

り
方
と

ど

の
よ
う
な
関

係

に
あ
り
、
結
果

と
し
て
何
を
も
た
ら
し
た

か
と

い
う
点
で

あ
ろ
う
。

浪
漫

主
義
的

な
あ

り
方
と

従
来

の
児
童
文

学
の
あ

り
方

の
関
係
性

を
考
え

る

に
あ
た

っ
て
注
目

さ
れ
る
の
が
、
「
赤
い
船
」
「
燕
と
乞
食

の
児
」
「
月

の
宮
」

の
三
作

品
で

あ
る
。
結

論
を
先

に
述

べ
る
な
ら
ば
、
こ

の
三

作
品

は
浪
漫

主

義
文
学

と
し

て
の
あ

り
方

が
優
先

さ
れ
た

結
果
、
児

童
文
学

の
枠
組

み
を
大

き
く
逸
脱
し
た
作
品
と
考
え

ら
れ
る
。

「
赤

い
船
」

に
特
徴

的
な

の
は
、
作

中
人
物

の
心

情
や
情

景

に
つ
い
て

の

描
写

が
テ
ク

ス
ト
内
で

非
常

に
大
き

な
比
重

を
占

め
、

な

お
か
つ
そ

れ
が

主

観
的

か
つ
抽

象
的
な
イ

メ

ー
ジ
と
し
て

描
き

出
さ
れ

る
点
に
あ

る
と
考
え
ら

れ
る
。
岡
田

茂
は
「
赤

い
船
」

に
つ
い
て

、
「
ス
ト

ー
リ

ー
の
展
開
、
テ

ー
マ

性
と

か
は

ま
っ
た
く

乏
し

い
と
い

っ
て
よ

い
。

そ
こ

に
は
、
美
し

い
音
楽
と

結

び
つ
い

た
外

国

に
あ
こ

が
れ
る
、
き

わ
め
て

感
傷
的

な
少
女

の
姿
が
描

か

れ
て

い
る
だ
け
で
あ

る
。」

と
述

べ
る
が
、

確
か

に
本
テ

ク
ス
ト
は
、
主
人
公

露
子
の
心
情
及

び
露
子
を
取

り
巻
く

情
景
を
繰
り
返
し
描
き
、
中
心
化
す
る
。

露
子
の
眼
に
は
、
其
等
の
楽
器
は
黙
つ
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
一
つ
一
つ

好
、
奇
し
い
妙
な
、
音
色
を
立
て
ゝ
、
震
へ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
の

で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
、
晩
方
な
ど
、
入
日
の
紅
く
射
し
込
む
窓
の
下

で
、
お
姉
様
が
ピ
ア
ノ
を
お
弾
き
な
さ
る
時
、
露
子
は
眤
と
其
の
傍
に

佇
ん
で
一
々
手
の
動
く
の
か
ら
、
日
の
光
が
ピ
ア
ノ
に
当
つ
て
反
射
し

て
ゐ
る
の
か
ら
、
何
か
ら
何
ま
で
見
落
す
こ
と
が
な
く
、
ま
た
歌
ひ
な

さ
れ
る
声
や
、
微

か
に
戦
へ
る
音
の
一
つ
一
つ
ま
で
聞
き
遺
す
こ
と
が

な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
露
子
に
は
ピ
ア
ノ
の
音
が
、
大
海
原
を
渡

る
風
の
音
と
聞
え
た
り
。
岸
辺
に
打
寄
せ
る
波
の
音
と
聞
え
た
の
で
あ

り
ま
す
。
而
し
て
、
ピ
ア
ノ
を
お
弾
き
な
さ
る
お
姉
様
が
、
す
き
透
る

お
声
で
、
外
国
の
歌
を
う
た
ひ
な
さ
る
お
姿
は
、
何
時
も
よ
り
か
一
層

神
々
し
く
見
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
水
晶
の
や
う
な
お
眼
は
星
の
如
く

輝
い
て
、
涙
が
浮
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

「
震
へ
て
ゐ
る
や
う

に
見
え
た

の
で
あ
り
ま
す
。
」
「
何
時
も
よ
り

か
一
層
神

々

し

く
見

え

た
の
で

あ

り
ま

す
。
水

晶
の

や
う

な
お
眼

は
星

の
如

く
輝

い
て
、

涙

が
浮
ん
で
ゐ

た
の
で
あ
り

ま
し
た
。
」

―
―
テ

ク
ス
ト

は
露
子

の
思
考
を
論

理

的
に
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
比
喩
（
「
震
へ
て
ゐ
る
や
う

に
見
え

た
」
）
や

主
観
的
な
感
想
（
「
神
々
し
く
見
え
た
」
）
に
よ
っ
て
、
露
子
が
認
識
し
た
対
象



の
イ

メ
ー
ジ

を
露
子

の
感
覚

に
即

し
て

描
写
す

る
こ
と
で

、
露
子

が
感
じ

た

憧
れ
や
、
「
懐
か
し
い
、
遠

い
感
じ
」
を
微

細
に
描
き
出
し

て
い
く
。
こ

う
し

た
描
写

方
法
は
心
情

の
み
な
ら
ず
情
景
描
写

に
も
確
認
で

き
、
「
赤
い
船
」

全

体

が
こ

う
し

た
露
子

の
心
情
や

露
子

が
認
識
し

た
情
景

の
描
写

を
中
心
と

し

て

構
成
さ

れ
て
い
く
。

そ
の
結
果

明
快

な
筋
や
テ

ー
マ
と

い

っ
た
も

の
は
希

薄

に
な
り
、
「
感
傷
的

な
少

女
の
姿

が
描

か
れ
て
い

る
だ
け

」
と

い
う

様
相
を

示
す
。
既
述

の
よ
う
に
「
赤

い
船
」
は
、
設
定
や

感
傷
性
と

い
う
点
に
お
い
て
、

同

時
期

の
少
女
小

説
と
重

な
る
点

を
多
く
持

つ
。
し

か
し
同
時

期
の
少

女
小

説

に
は
他

の
児
童

文
学
同

様

に
、
同

時
代
的

な
規
範
意

識
や
教

訓

が
強
く
示

さ
れ
て
い

た
こ
と

を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
「
赤

い
船
」

は
異
な

る
様

相
を
持

つ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

七
七

こ
う
し

た
特
徴

は
、
浪
漫

主
義
者

と
し
て

の
未
明

の
文
学

的
な
理

念
が
前

景

化
さ

せ
ら

れ

た
結

果

も
た

ら

さ
れ

た
と

考
え

ら

れ

る
。
感

情

や
感

覚
と

い

っ

た
人
間

の
内

面

を

焦
点

化
し

描

写
す

る
こ

と

へ

の
志

向

は
、
未

明

に

限

っ
た
こ
と
で

は
な
く

同
時
期

の
象
徴

主
義

の
理
念
で
あ

り
、
未
明

が
そ

う

し
た
理
念
を
共
有
し
て

い
た
こ
と

は
、

次
の
よ
う
な
発
言
か
ら
確
認
で
き
る
。

今
の
小
説
は
筋
に
囚
は
れ
た
や
う
だ
。
実
際
在
つ
だ
事
件
以
外
に
、
一

歩
踏
み
出
し
て
、
想
像
を
逞
し
う
し
て
書
く
勇
気
が
な
い
。
偶
然
在
つ

だ
事
を
在
り
の
ま
ゝ
に
書
く
の
が
芸
術
上
の
真
で
あ
る
か
、
ま
た
は
真

に
感
じ
た
事
を
書
く
の
が
芸
術
上
の
真
で
あ
る
か
、
と
い
へ
ば
、
僕
は

日
常
起
る
所
の
出
来
事
必
ず
し
も
真
で
な
い
と
思
ふ
。
芸
術
上
の
真
は

寧
ろ
真
に
感
じ
た
事
を
書
く
所
に
存
す
る
。
筋
を
作
る
と
い
ふ
事
は
不

自
然
に
な
る
。
之
を
時
間
的
に
い
つ
て
も
、
長
い
間
の
事
件
を
辿
る
に

は
、
そ
の
長
い
間
に
心
の
弛
み
も
生
じ
る
し
、
漸
く
真
に
感
じ
た
事
か

ら
遠

ざ

か
つ
て
行
く

。
之

に
反

し
て

刹
那

的

に
感

じ
た

事
は
、

心
が
緊

張
し
て

ゐ
て
、
偽
り

の
無
い
人
格

を
表
す
こ
と

が
出
来
る
。
（
中

略
）
偽

ら

ぬ
感

情
を
表

は
す

芸
術
は
、
在
来

は
主

に
詩

の
領
分

に
属

し
て
ゐ
た
。

僕

は
こ

の
気

持
で
小

説
を

書
い
て
見

た

い
。
筋
も

な
く
、
只

自

分
の

心

持

の
彩
色
、

自
分

の
夢
幻

的
の
感

情
、
此

等
の
も

の
を
、

気
持

を
表

は

す
音
楽
、
気
持

を
表
は
す
絵
画

の
様
に
、
小
説

に
書

い
て
見

た
い
。

「
文
壇
の
単
調
子
」
（
『
国
民

新
聞

』
明
治
四
三
年
七
月

九
日
）

こ
こ

で
未
明

が
「
筋

に
囚
は

れ
」
「
偶
然

在

つ
だ
事

を
在
り

の
ま

ゝ
に
書
く
」

も

の
と
し

て
否
定

す
る
「
今

の
小
説
」

が
、
当

時
隆

盛
を
み

せ
て

い
た
自

然

主
義

文
学
を
さ
す
こ

と
は
明
ら

か
で

あ
ろ
う
。

そ
の
上
で
未

明
は
、
「
真

に
感

じ

た
事
を

書
く

の
が
芸
術
上

の
真
で

あ
る
」

と
自

ら
の
立

場
で
あ

る
浪
漫

主

義

の
意
義

を
主
張

し
、
「
只

自
分

の
心
持

の
彩
色
、

自
分

の
夢
幻

的
の
感

情
、

此
等

の
も
の
を
、
気

持
を
表

は
す

音
楽
、
気

持
を
表

は
す

絵
画

の
様

に
」

描

写

す
る
こ
と

を
目
指
す
と
す

る
。
「
赤
い
船
」

は
、
こ
う
し

た
未
明

の
文

学
理

念
が
直
接
的

に
反

映
し
た
作

品
と
考
え
ら

れ
る
。
従
来

「
赤
い
船
」

は
、
「
感

傷
的

な
少
女

の
姿
が
描

か
れ
て

い
る
だ

け
」

の
作
品
と

し
て
、

時

に
批
判

的

な
評
価

を
受

げ
て
き
た

が
、
そ

れ
は
作
中

人
物

の
感
情
や

感
覚

を
焦
点

化
す

る
浪
漫

主
義

的
な
表
現

方
法

が
志
向

さ
れ
た
結

果
、

必
然

的

に
召

喚
さ

れ
た

様
相
で

あ

っ
た
と
言
え

る
だ

ろ
う
。
既

に
繰
り

返
し

指
摘
し

た
よ
う

に
、
そ

れ

ま
で
の
子

ど
も

の
読

み
物

は
、

ジ

ャ
ン
ル

に
関

わ
ら

ず
、
同

時
代
的

規
範

に
基

づ
く
教
訓

が
織

り
込
ま

れ
て

お
り
、
そ
う

し
た
教

訓

に
帰

着
す

る
た

め

に
は
、
一

定
の
論
理
的
な

道
筋
、
す
な

わ
ち
筋
が
強

固
に
敷
設
さ

れ
て
い
た
。

そ
う
し

た
あ
り
方
と
対

比
さ
せ
た
と

き
、
「
筋

に
囚

は
れ
」
る
こ
と

な
く
、
作

中

人
物

の
内
面

そ

の
も
の

を
焦
点
化

す

る
「
赤
い
船
」

は
、

固
有

の
位
置
を



獲
得
し
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

七
八

次
に
「
燕
と

乞
食
の
児
」
「
月
の
宮
」

に
目

を
向
け
て

み
よ
う
。
両
作

品
に

共

通
す

る
、
貧
し

く
恵

ま
れ
な

い
境
遇

に
あ
る
孤

児

の
主
人
公
と

い

っ
た
設

定
は
同

時

期

の
少
年
少

女
小

説

に
よ

く
見

ら
れ

る
設

定
で

あ

る
。

し

か
し
、

こ

の
二
作
品
も
「
赤
い
船
」
同

様
に
、
規
範
意
識
や
教
訓

が
明

確
に
示

さ
れ
ず
、

加

え
て
両

作
品

と
も

に
、

現
実

世
界

に
幸
福
を
見

出
す

の
で

は
な
く
、
現

実

を
捨
て
た
後

に
天

上
世
界

に
救
済
を
求

め
て

お
り
、
「
国
家

有
為
の
人
材
」

足

る

べ
く
子

ど
も

を
教
化

教
育
す

る
こ
と

を
目
的
と

し
て

い
た
同
時

期

の
児

童

文

学
と
は
明
ら

か

に
異
な

る
方
向
性

を
持

っ
て
い

る
。

特
に
、
「
燕
と
乞

食
の

児
」

は
、
同

時
期

の
児
童

文
学

の
あ
り
方

を
大
き

く
逸
脱

す
る
作

品
と
言

え

る
だ

ろ
う
。

十
二
三
で
顔
は
真
黒
く
、
眼
の
大
き
な
児
だ
。
其
上
意
地
悪
で
人
に
向

つ
て
決
し
て
物
を
く
れ
い
と
い
つ
だ
こ
と
が
な
い
。
毎
日
毎
日
外
を
歩

い
て
ゐ
て
、
他
の
子
供
が
何
か
食
べ
て
ゐ
る
と
直
様
其
を
奪
び
取
つ
て

食
て
し
ま
ふ
。
又
銭
を
持
て
ゐ
る
と
、
直
様
其
の
銭
を
奪
ひ
取
つ
て
、

自
分
で
何
か
買
て
食
べ
て
し
ま
ふ
。
だ
か
ら
村
中
で
は
、
其
の
乞
食
の

児
を
悪
ま
な
い
も
の
が
な
い
。
け
れ
ど
叱
る
と
却
つ
て
復
讐
を
す
る
の

で
誰
も
恐
れ
て
ゐ
た
。
乞
食
の
児
は
、
夜
に
な
つ
て
も
泊
て
く
れ
る
も

の
が
な
い
。
い
つ
も
木
の
根
や
、
家
の
軒
で
眠
た
り
、
林
の
中
で
眠
た

り
し
て
ゐ
た
。
朝
早
く
起
る
と
、
子
供
が
遊
ん
で
ゐ
る
の
を
探
し
て
歩

い
た
。

こ
こ

で
描

き
出
さ

れ
る

主
人
公

の
姿

は
、
同

時
期

の
望

ま
し
い
子

ど
も

か
ら

著

し
く
逸

脱
し
て

い

る
。
「
乞
食
」
「
泊
て
く

れ
る

も
の

が
な
い
」

と
い

っ
た

表
現

か
ら

は
、
係
累

を
も

た
ず
、
共
同

体

の
中
で
正

当
な

位
置

を
与
え
ら

れ

て
い
な

い
存
在
で
あ

る
こ

と
が
、
「
木

の
根
」

や
「
林
の
中
」
で

眠
る
様
子

か

ら

は
、

自
然

の
中
で
、
自

然
と
と

も

に
生

き
て

い
る
存
在
で

あ
る
こ

と
が
読

み
取

れ
る
。
更

に
単

に
境
遇
的

な
面
だ
け

で

は
な
く
、
彼

は
著
し
く

協
調
性

を
欠
き

、
盗
み

を
働
く

と
い

っ
た
よ

う
に
、
社
会

規
範

に
従
わ
ず
、

自
分

の

欲
望

の
ま
ま
に
生
き
て

い
る
存
在
と
し
て

あ
る
。
本
来
こ
う

し
た
子
ど
も

は
、

そ
れ

ま
で

の
児

童
文

学
で

は
、

望
ま
し

い
子
ど
も

た
る

べ
く
矯
正

さ
れ
、
そ

う
し

た
矯
正

の
過
程

も
含

め
て

教
訓
譚

と
さ
せ
ら

れ
る

は
ず
で
あ

る
。
し

か

し
、
本

テ
ク
ス
ト

は
、
こ

う
し

た
乞
食

の
子
を
批
判

す

る
の
で

は
な
く
、
む

し
ろ

彼
の
み

が
理
想

世
界
と
交

流

が
可

能
で
、
理

想
世
界

の
王

と

な
り
得

る

存
在
と

す

る
。
最

終
的

に
「
相
変

ず
村

に
生
き
て

ゐ
て
」
理

想
世
界

を
想
像

す
ら

出
来
ず

に
い
る
大

人
た
ち

を
上

か
ら
見
下

ろ
す
彼

の
視
点
へ
と

帰
着

さ

せ
て

い
く
あ

り
方

か
ら

は
、
む

し
ろ
対
立

す
る
大

人
た
ち

へ
の
批
判

の
意
識

す
ら

感
じ
ら

れ
る
だ

ろ
う
。
こ

れ

は
、
同

時
期

の
児
童
文

学
、
す

な
わ
ち
子

ど
も

を
教
化

教
育

の
対
象
と
見

な
し
、
同

時
代

の
規
範
や

教
訓
を

伝
達
す

る

こ
と
を
目
的
と
す

る
あ
り
方

か
ら
大
き

く
逸
脱
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ

も
ま
た
浪

漫
主

義
の
理

念
が
直
接

的

に
反

映
し

た
結
果
と

考
え

る
べ

き
で

あ
ろ
う
。

周
知

の
様

に
、
自

然
や
原

始
的
な

も
の

を
志
向
す

る
浪
漫

主

義

に
お
い
て

は
、
子

ど
も
は
し

ば
し
ば

自
然
と

重
ね
あ

わ
さ

れ
、

理
想
を

体

現
す

る
存
在

と
さ
れ

る
。
同
時

に
、
自
然

賛
美
と
形

而
上

的
世
界

へ
の
憧

憬

は
、
対

比
的

に
汚

れ

た
現
実
や

社
会

に
対
す

る
批
判
意

識
と
結

び
つ
く
。
未

明
も
こ

う
し
た
浪
漫
主
義

の
理
念
を
共

有
し
て
い
た
こ
と

を
証
左
す

る
の
が
、

明
治
四
五
年

に
発
表
さ

れ
た
「
魯

鈍
な
猫
」

で
あ
る
。

「
魯
鈍
な
猫
」
は
明
治
四
五
年
四
月

二
四
日

か
ら

六
月
五
日

に
か
け
て
『
読

売
新
聞

』

に
発

表
さ

れ
た
。

病
気

の
妻

と
幼

い
子
ど

も
と
共

に
、
「
長

い
間

、



寂
然
と
し
た
、
日
蔭

の
如
き
生
活

を
送

っ
て
ゐ

る
」
「
極
め
て
入

気
の
な

か
つ

だ
画

家
」
で

あ
る
主
人
公
「
私
」
が
、
拾
っ
て
き
た
猫
と
田
舎

か
ら
女
中
と
し

て

や

っ
て

き
た

十
二
才

の
孤
児

の
少

女
と
過

ご
し

た
日

々
を

描
い

た
本
作
品

は
、
未
明

の
自

伝
的
要
素

の
濃

い
作
品
と

し
て
知
ら

れ

る
。
こ

こ
で

描

か
れ

る
孤
児

の
少
女
は
乞
食

の
子
と

ほ
ぼ
同
型
と
言
え

る
だ
ろ
う

。
「
何
分

に
も

み

な
し
子

の
こ

と

ゝ
て
、
ひ

が
み

心
も
あ
る
」
と

さ
れ
る
少
女

は
、
「
性
質

が
荒

く
て
、
と
て

も
私
等
の
言
ふ
こ

と
を
聞
く
や

う
な
子
供
で
な

い
」
「
幼
児
を

負

つ
て
、

遊
び

に
出
た
ぎ

り
、
午
後

に
な

っ
て

、
乳

を
与
へ

な
け
れ
ば

な
ら

な

い
時

刻
が
来
て

も
帰

つ
て
来
な

い
」
と

い

っ
た

よ
う

に
、

人
の
思

惑
や
大

人

が
強

制
す
る
社

会

の
ル

ー
ル

に
従
わ
ず
、

加
え
て

著
し
く

協
調
性

を
欠
く

と

い
う

点

に
お
い
て
乞
食

の
子
と

の
共
通

性
が
認

め
ら

れ
る
。
し

か
し
こ
う

し

た
少
女
を
テ

ク
ス
ト

は
批
判

す
る
こ

と
な
く
、
む
し
ろ
主
人
公
「
私
」
に
、「
故

郷

の
丘
や
、
麦
畑
や
、

青
い
海
を
思

は
せ
」
「
未
開

の
自

然
に
接
し

た
や

う
な

感
じ

を
抱

か
せ

る
」
と

い
っ
た
よ
う

に
、
都
会
生
活
で
忘

れ
て

し
ま
っ
た
自
然

を
想

起
さ
せ

る
も
の
と
し
て
、
ま
た
「
小
鷲

の
眼
の
や
う
に
鋭
」
い
そ
の
眼
は
、

「
遠
い
処
の
も

の
が
何
ん
で
も
見
え

る
や
う
」
で
あ

り
、

都
会
生
活
者

が
失

っ

て

し
ま

っ
た
価
値

を
保
持
す

る
も

の
と
し
て

位
置
付

け
ら
れ
て

い
く
。
こ

こ

に
は
粗
野
で

規
範
に
縛
ら
れ
な
い
少
女
の
あ
り
方
を
「
自
然
」
そ
の
も
の
と
み

な
し
、
賛
美
す

る
意
識
が
見
て
取

れ
る
。
ま
た
そ
う

し
た
少
女
を
前

に
し
て
、

「
い
つ
し

か
都
会
の
空
気

に
し

み
て

、
俗
化
さ
れ
て

し
ま
ふ
」
こ
と

を
恐
れ
る

「
私
」

の
言

葉
か
ら
は
、
常
識
や

規
範
に
と
ら

わ
れ
、
こ

う
し
た
自

然
の
ま
ま

に
生
き

て
い

る
存

在
を

追
い
詰

め
る
大
人
や

社
会
を

批
判
す

る
意
識

が
感
じ

ら
れ

る
。
こ

れ

が
浪
漫

主
義
の
理

念
を
反

映
し
た
も

の
で

あ
る
こ

と
は
、
作

中
で
示

さ
れ

る
「
自
然

に
帰

れ
！

原

始
時
代

の
感
情

を
持
て

よ
と

い
ふ
芸
術

上

の
主
張
は
、
唯
物

主
義

に
反

抗
し
た
ロ

マ
ン
チ

シ
ス
ト

の
叫

び
で

あ
つ
て
、

何

の
時
代

に
も
こ

の
叫
び

に
は
変
り

が
な

か
つ
だ
。
」
と

い
う
主
張

や
、
以

下

の
様

な
表
現
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

七

九

幼
年
時
代
乃
至
少
年
時
代
の
思
想
は
、
最
も
自
然
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

彼
等
は
、
如
何
な
る
貴
重
な
品
物
に
対
し
て
も
、
特
別
に
、
俗
人
の
言

ふ
や
う
な
、
金
銭
上
の
意
味
の
価
値
を
認
め
な
い
。
欲
し
い
時
に
其
れ

を
手
に
持
て
弄
ぶ
。
飽
き
れ
ば
其
れ
を
地
上
に
投
げ
捨
て
、
他
人
の
拾

つ
て
行
く
の
を
何
ん
と
も
思
つ
て
ゐ
な
い
。
大
人
の
や
う
に
、
飽
迄
、

其
の
物
の
金
銭
上
の
価
値
を
考
へ
て
自
分
の
所
有
に
し
よ
う
と
は
思
は

な
い
。
若
し
、
社
会
の
人
々
が
、
悉
く
、
こ
の
幼
年
乃
至
少
年
時
代
の

考
へ
で
ゐ
だ
な
ら
、
こ
の
社
会
に
は
特
別
の
貴
重
の
も
の
と
い
ふ
も
の

は
な
い
筈
で
あ
る
。
す
べ
て
の
物
の
価
値
は
平
等
と
な
る
筈
で
あ
る
ま

い
か
。
社
会
の
人
々
が
、
自
か
ら
を
護
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
だ

の
は
、
此
の
人
生
の
堕
落
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
多
く
の
人
は

自
分
の
経
験
に
つ
い
て
、
智
識
に
つ
い
て
思
想
に
つ
い
て
其
を
正
し
い

も
の
と
し
て
疑
は
な
い
。
罪
悪
に
汚
れ
た
思
想
を
子
供
の
頭
に
吹
き
込

ん
で
教
育
と
呼
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
他
人
の
も
の
を
欲
し

か
つ
て
は
な
ら
な
い
。
他
入
の
も
の
を
盗
ん
で
は
な
ら
な
い
。
と
教
へ

ら
れ
た
た
め
に
、
却
つ
て
子
供
等
は
、
何
も
知
ら
な
か
つ
だ
頭
に
罪
悪

と
い
ふ
や
う
な
黒
い
影
を
刻
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
自
然
に

生
活
し
て
行
く
た
め
に
、
必
要
の
智
識
だ
け
は
持
つ
て
産
れ
て
来
た
。

人
間
が
不
自
然
な
境
遇
に
よ
つ
て
学
び
得
た
智
識
は
、
こ
れ
と
同
じ
い

や
う
な
境
遇
に
ゐ
る
人
に
と
つ
て
必
要
と
な
る
と
も
、
自
然
の
生
活
に

と
つ
て
は
不
必
要
な
不
快
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。



八
〇

こ
こ

に
は
社
会
規

範

に
従

わ
な

い
少
女

に
自
然
と

一
体
化

し
た
人

間
の
理

想

を
見

出
し
、

対
比
的

に
功
利

的
で
不

自
然

を
強
い

る
社
会

を
批
判

す
る
意

図

が
明

確

に
見

て
取

れ
る
。
未

明

が
描
く
、
社

会

の
規
範

に
従
わ
ず
、

あ
く

ま

で
も

自
ら

の
感
情

欲
望

の
ま
ま

に
行

動
す

る
子
ど

も
の
姿

は
、
利
己

的
で
功

利
的

な
周
囲

の
人

た
ち
を
批
判

的

に
対
象
化

す
る
機

能
を
果

た
す
と

い
う
点

に
お

い
て

、
「
功
利
主
義

、
実
用
主
義
、

経
験
主
義

を
悟
性

に
偏
し

た
卑
近
な

理
想
と

見
な

し
、
心
情

の
奥
ふ

か
く

か
く
れ

た
憧
憬
、

苦
悩

を
も
籠

め
た
総

合
的
な

人
間
性

の
解
放

を
要

求
し
た
」

浪
漫

主
義

の
特
質
を
共

有
す

る
も

の

と

言
え
る
だ

ろ
う
。
「
燕
と

乞
食
の
児
」
で

は
、
こ
う
し

た
現
実
批
判

の
意
識

は
必
ず
し

も
明

確
な
輪

郭
を
与
え

ら

れ
て
い

る
と

は
言
え
な

い
が
、
乞

食
の

子

の
反
逆

も
ま

た
、

お
金

と
自
分

た
ち

の
保
身

の
み

に
囚

わ
れ
て

い
る

者
た

ち

に
向
け

ら
れ
て

お
り
、

そ
こ

に
は
「
魯
鈍

な
猫
」

で
示

さ
れ

た
よ
う

な
現

実

社
会
、
具

体
的

に
は
功
利

主
義
、
利

己

主
義

に
対

す

る
批
判
意

識
が
潜

在

化

さ
れ
て

い
る
と

み
な
す
こ

と

が
出
来

る
だ
ろ

う
。
こ
こ

で
乞
食

の
子

は
賛

美
す

べ
き
自

然
そ

の
も

の
で

あ
り
、
汚

れ

た
社
会

の
様
態

に
染
ま
ら

な

い
そ

の
あ

り

方
は
、
入
間

の
理

想
を

体
現

す

る
存
在

と

さ
れ
て

い

る
の
で

あ

る
。

「
乞
食
と

燕
の
児
」

は
子

ど
も
を

主
人
公
と
し
、

空
想
的
で
あ

る
と
い
う
点

に

お
い
て

、
同
時

期
の

お
伽
噺
と

接
点

を
持
ち

な
が
ら
、

そ

の
あ
り
方

を
大
き

く
逸
脱

し
、
浪
漫

主
義

的
な
様

態

が
前
景
化

し
て

い
る
作
品

と
言
え

る
。
む

し
ろ
功

利
的

か
つ
利
己

的
な
社

会
を

批
判
す

る
意
識

は
、
同

時
代
イ

デ
オ

ロ

ギ
ー
を

伝
達
し
、

教
化
教

育
を
目

的
と

し
た
同

時
期

の
児
童
文

学
と

相
反
す

る
方
向
性
を
も
つ
と
言
え

る
だ

ろ
う
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
「
燕
と
乞
食

の
児
」

は
、

空
想

的
で
あ

る
と

い
う
点

に
お
い
て

従
来

の
児
童

文
学
と

重
な

り
な
が

ら
、

本
来

は
児
童

文
学

の
目

的
で

あ

っ
た
教
化
教

育
と

は
正

反

対
の
方

向
性

を
も
つ
浪
漫
主
義
文
学
の
理
念
が
せ
り
出
し
、
前
景
化
し
て
い
る
作
品
と
言

え
る
。

『
赤
い
船
』
に
先
立
ち
発
表
さ

れ
た
『
闇
』（
新
潮
社
、
明
治
四
三
年
一
一
月
）

の
「
序
」

に
お
い
て
、
未
明

は
、
「
私
は
、
お
伽

話
脈
で
あ

つ
て
、

お
伽
話
で

な
い
も

の
を

書
い
て
見
た

い
。
（
中

略
）
だ
ゞ
純

な
り
と
信
ず

る
美
し
き
情
緒

が
作
に
現
は

れ

ゝ
ば
、
我

が
芸

術
上
の
使
命

が
果

さ
れ
た

の
だ
。
」

と
述

べ
る

が
、
三
作

品
は
い
ず
れ
も
「
お
伽
話
脈
で
あ
つ
て
、
お
伽
話
で
な
い
も

の
」
と

言

え
る
だ

ろ
う
。

も
ち
ろ

ん
、

既

に
確
認
し

た
よ
う

に
『
赤

い
船
』
全

体
で

は
、

従
来

の
枠
内

に
収
ま

る
作
品

の
方
が
多

く
、
こ
う

し
た
作

品
は

ご
く
一

部

に
過
ぎ

な
い
こ

と
は
確

か
で
あ

る
。
し

か
し

、
そ

の
描
写
方
法

や
子

ど
も

観
、

差
し
出
す

メ

ッ
セ
ー
ジ

の
帰
着
点

が
、
従

来
の
枠

を
大
き
く

逸
脱
す

る

作
品
が
複
数
認

め
ら

れ
る
こ

と
は
看
過

し
難
い
。

加
え

て
留
意

す

べ
き

は
、
未
明

自
身

が
本
テ

ク
ス
ト

を
浪
漫

主
義
文

学
と

し
て

統
括
し

よ
う
と
し

て

い
る
点
で

あ
る
。
注

目
さ
れ

る
の
が
テ

ク
ス
ト

全

体
を
枠
づ
け
る
機
能
を
担

っ
て

い
る
「
序
」

で
あ
る
。

世
界
に
幾
億
の
人
間
が
居
る
。
私
は
、
其
の
中
の
一
人
で
す
。
其
の
私

か
子
供
の
時
分
描
い
た
空
想
は
大
抵
斯
様
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
棒

を
持
つ
て
月
夜
に
村
を
歩
き
、
日
の
光
り
漲
る
野
原
に
遊
ん
だ
日
の
有

様
が
偲
ば
れ
ま
す
。
北
と
南
に
国
は
異
つ
て
も
、
子
供
の
胸
に
宿
れ
る

自
然
の
真
情
は
、
等
し
く
偉
大
な
る
人
生
の
響
き
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で

未
明

は
「
子

供
」

を
「
自
然

の
真
情
」
「
偉
大
な
る
人
生

の
響
き
」
を

胸

に
宿
す
存
在
と

し
、
『
赤
い
船
』

全
体
を
そ
う
し

た
「
自
然

の
心
情
」
を
胸

に
宿
す
存

在
の
描

い
た
「
空

想
」
で

あ
る
と

規
定
す

る
。
既

に
確
認
し

た
よ

う

に
『
赤

い
船
』

の
大
半

の
作

品

は
、

浪
漫

主
義
文
学

と
し
て

の
様
相

は
認



め
ら

れ
て
も
従

来

の
児

童
文
学

の
枠
内

に
収

ま
っ
て

い
る
。
し

か
し
、
未
明

は
冒
頭

の
「
序
」

に
よ

っ
て
、
『
赤

い
船
』
全
体

の
基
底

に
浪
漫

主
義
的
な
子

ど
も

観
を
あ
ら

か
じ

め
敷
設
し
、

か
つ

全
体
を
理

念
化

さ
れ
た

「
子

供
」

の

描
い

た
「
空
想
」

と
し
て

統
括
す

る
こ
と

で
、
テ

ク
ス
ト

に
通
底

す
る
浪
漫

主
義

的
要
素

を
前
景
化

さ
せ

る
。
こ
れ

は
本
テ

ク
ス
ト

を
、

従
来

の
子
ど

も

の
読

み
物

の
枠

を
越
え

た
浪
漫

主
義
文

学
と
し
て

捉
え

よ
う
と
す

る
意
識

を

示

す

も
の
と
言

え
る
だ

ろ
う
。

つ
ま
り
未

明

は
、

お
伽
噺
と

浪
漫

主
義
と

い

う
本

来
相
容

れ
な
い
理

念
に
基

づ
く
異

な
る
ジ

ャ
ン
ル

を
連
続

さ
せ
、
従

来

の
児
童
文
学
の
位
相
を
拡
大
す
る
こ
と
を
図

っ
た
と

考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

八

一

未
明

が
子

ど
も

の
読
み

物
と
浪
漫

主
義
文

学
と

の
連
続

を
意
識
し

て
い

た

こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
作

品
が
、
巻
末

に
「
附

録
」
と
し
て
置

か
れ
た
「
森
」

で
あ

る
。
本
テ

ク
ス
ト

は
、

現
実

の
論
理

に
縛
ら

れ
た
大
人

と

の
対

比
の
中

で
、
主
人

公
小

太
郎
を
現

実
を
超
え

た
世
界

を
み

つ
め
得

る
特
権
的

な
存
在

と
す

る
。
「
森
」

に
お
い
て
大

人
は
常

に
、
現

実
の
状
況
、
論
理

に
従

っ
て
物

事
を

捉
え
て

い
く
。
例
え

ば
そ
れ

は
毎
夜

無
断
で

出
か
け

る
小
太
郎

が
何

を

し
て

い
る
の
か
を
心
配
す

る
祖
母
の
、
「
何
処

か
の
河

に
で
も
落

ち
て
死
ん

だ

の
で

な
い

か
、

其
と
も

友
達

の
家

で
病
気

に
な

つ
た

の
で

な
い

か
」
、
「
悪

い

友
達

が
出
来

た
に
相

違
な
い
」
、
「
兵
蔵

は
親
が
碌

な
者
で

な
い

か
ら
、
児

供

も
彼

様

に
悪

険
し
く

な
つ
た

の
だ
」
、
「
仕
付

が
悪

い

か
ら
、

今
迄
穏
順

か
つ

た
小
太
郎

が
、
か
う
な

つ
た
の
だ
。」

と
い

っ
た
言
葉

に
如
実

に
示

さ
れ
て

い

る
。
祖
母

は
あ
く

ま
で
も

現
実

の
論
理

の
中
で
常

識
的
な
判

断

を
す
る
。
加

え
て
大
人

に
特
徴
的
な

の
が
、
眼
前

に
あ

る
に
も

か
か
わ
ら

ず
、
対
象
が
「
見

え
な

い
」
こ

と
で
あ
る
。
小

太
郎
を
探
し

に
行

っ
た
母
親

は
、
「
彼
方
か
ら
黒

い
者

が
、
此

方
へ
歩
い
て
来

る
」

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
「
漸

々
、

近
づ
い
て
見

る
」
ま
で
、
そ

れ
が
息
子
で

あ
る
こ
と

に
気
付

か
ず
、
「
眼
が
悪
く
て

遠
く

が

分
ら
な
」

い
と
さ
れ
る
祖
母
と
と
も

に
、
部
屋

に
い
る
は
ず
の
「
小
太
郎
が
見

え

な

い
」

ま

ま
に
、
そ

の
姿
を
見

失

っ
て
し

ま
う
こ
と

と
な

る
。
こ

う
し
た

大
人

に
対
し
て
、

小
太
郎

は
、
現

実
の
状

況
や

論
理

に
と
ら

わ
れ
ず
、

目

に

見

え
な

い
真
実

や
美
し

い
世
界

を
見
つ

め
得

る
存
在
と

さ
れ

る
。
注
目

さ
れ

る
の

が
、
小

太
郎

と
妹

が
月
を
見

る
場
面

で
あ

る
。
小

太
郎

は
、

眼
前

に
光

る
月
の
様
子
と
と
も

に
、
そ

の
月

の
過
去

の
様
態
で

あ
る
、
「
森

の
中
で
見
た
」

「
青
か
つ

た
月
」

が
「
青

い
の
が
だ
ん
／
＼

色
が
褪
め
て

白
く
な
つ

た
」

様
子

や

、
現
実

に
は
見

え
な

い
「
目

に
見
え
な

い
や
う
な
、
淡

い
雲
が

か

ゝ
つ
た
」

様
子
を
語

り
出

す
。
こ
こ

で
小

太
郎

は
、

時
間
や

空
間

を
超
越

し
た
目

に
見

え

な

い
何
か
を

ま
な
ざ

し
て

い
る
。
最

終
的

に
音

楽
と
と

も

に
月
の
光

り

に

満

ち
た

森

に
出

か
け
、
死

を
迎
え

て
い
く
小

太
郎

の
姿

は
、
先

に
指
摘

し
た

神
秘
主

義
、
象
徴

主
義

の
理
念

が
具
現
化

し
た
も

の
と

言
え

る
だ
ろ

う
。
既

に
確
認

し
た
よ

う

に
「
森
」

は
小

説
と
し

て
発
表

さ
れ

た
作
品

で
あ
り
、

未

明

が
志
向

し
た
浪

漫
主
義

文
学

の
理
念
を
反

映
さ

せ
た
浪
漫

主
義

の
小
説

で

あ

る
こ
と

は
疑

い
を
得

な
い
。
し

か
し
、
未
明

は
こ

う
し

た
作
品

を
あ
え

て

「
お
伽
小
説
」
と

す
る
こ
と
で
、

お
伽
噺
と
浪
漫

主
義
文
学

を
連
続
さ
せ
、

お

伽

噺
の
位
相
の
拡
大
を
図
る
の
で
あ
る
。

以

上
こ
れ

ま
で
、
『
赤
い
船
』

に
お
け
る
浪
漫

主
義

の
位
置
付

け

に
つ
い
て

考
察
し
て
き

た
。
そ

の
結
果
、
『
赤

い
船
』

に
は
、
浪
漫

主
義
文
学
と
し
て

の

あ

り
方

を
前
景
化

さ
せ
、
児

童
文
学

と
浪
漫

主
義

文
学
を

連
続

さ
せ
る
こ

と

で
、

従
来

の
子
ど
も

の
読

み
物

の
位

相
を

拡
大
し

よ
う
と

す
る
志

向
が
あ

る

こ

と

が
確
認
で
き

た
。
そ

れ

に
よ
っ
て
、
浪

漫
主

義
的
な
子

ど
も

観
が
移

入

さ

れ
る
と

と
も

に
、

情
景

や
心
情

を
象
徴

的

に
描

写
す

る
方
法
や
、

世
俗

的



で
功
利
的
な
社
会
に
対
す
る
批
判
意
識
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
子
ど
も
を
「
国
家
有
為
の
人
材
」
と
と
ら
え
、
同
時

代
規
範
や
教
訓
を
伝
達
す
る
教
育
装
置
と
し
て
あ
っ
た
従
来
の
児
童
文
学
の

枠
組
み
を
大
き
く
逸
脱
し
、
新
た
な
方
向
性
を
獲
得
す
る
契
機
と
し
て
の
み

な
ら
ず
、
児
童
文
学
と
一
般
の
文
学
の
接
点
と
し
て
も
、
児
童
文
学
に
新
た

な
可
能
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

八

二

七

ま
と

め

本
論
で

は
、
『
赤
い
船
』

の
同
時
代

的
意
義
を
明
ら

か
に
す

る
こ
と

を
目
的

と
し
、
同

時
期
の
児
童
文

学
状
況

の
中
で
そ

の
あ

り
方
を
具
体
的

に
確
認
し
、

『
赤

い
船
』

が
児
童
文

学

に
何
を
も

た
ら
し
た

の
か
を
考
察
し
て

き
た
。
そ

の

結
果

そ
こ

に
は
、
児
童

文
学

を
浪
漫

主
義
文

学
と
連

続
さ
せ
、

そ

の
位
相
を

拡
大

し
よ
う

と
す

る
志
向

が
認

め
ら
れ
、
そ

の
結
果
、

浪
漫

主
義

の
理
念
で

あ

っ
た
、
心
情

や
情
景

を
抽
象

的
な
イ

メ

ー
ジ
と
し
て

描
写

す
る
描
写

方
法

や
浪
漫

主
義

的
な
子

ど
も
観
、

ま
た
そ

う
し

た
子
ど

も
と

の
対
比

の
構
図
で

語
り

出
さ

れ
る
社
会

批
判

の
意
識
と

い
っ
た

浪
漫
主

義
の
理

念
が
導
入

さ
れ

て

い
る
こ
と

が
確
認

で
き

た
。
こ

れ
は
従
来

の
児
童
文

学

の
枠

組
み

を
大
き

く
逸

脱
す

る
も
の
で

あ
り
、
そ

れ

ま
で

教
育

の
一
助
と

し
て

の
位
置
付

け

に

と
ど

ま
っ
て

い
た
子

ど
も

の
読
み
物

の
可
能

性
を

広
げ
る
も

の
と
考
え

ら
れ

る
。も

ち

ろ
ん
そ

れ
ま
で

の
児
童

文
学

に
も
、

浪
漫
主

義
的
要

素
の
導
入

が
全

く
無

か
っ

た
わ
け
で

は
な

い
。
例
え

ば
片
岡

良
一

は
、

明
治

二
〇
年
代

に
文

壇

に
お
い
て
少

年
物

へ

の
関

心
が

う
ま
れ

つ
つ
あ

っ
た
こ

と
を
指

摘
し
、
特

に
若
松

賎
子

「
小
公
子
」

に
関
し
て
、
「
子

供

の
持

つ
純
真
さ
と

自
然
さ
と
素

直

な
誠

実
さ

と

に
、
入

間

的
な

生
活

の
規

範
を
見

出
そ

う
と

す

る
気
持

が
、

極

め
て

は
っ
き
り

と
語
ら

れ
て

い
た
」
と

す
る

が
、
「
小

公
子
」

に
限
ら

ず
、

浪
漫

主
義
的
な
子

ど
も
観
の
萌
芽

は
未
明
以
前

に
も
認
め
ら
れ
る
。
し

か
し
、

そ

れ
ら

は
い
ず

れ
も
、
無
邪

気
や
素

直
と
い

っ
た
子
ど

も
の
も

つ
性
質

の
一

端

に
理
想

を
見
出

し
て
賛

美
す
る

に
と
ど
ま

り
、
大
枠

と
し
て

は
同
時
期

の

教
育

的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
補
完
す

る
方
向

に
帰
着
す

る
と
い
う
点

に
お
い
て
、

従

来
の
児

童
文
学

の
枠
組

み
を
変
革

す
る
も

の

に
は
な
り
得
な

か
っ
た
と

考

え

ら
れ

る
。

そ
う
し

た
中
で
、

子
ど
も

を
浪
漫

主
義

の
理
念
を
体

現
す

る
存

在

と
し
て

抽
象
化

理
想
化

し
、
そ
う

し
た
子

ど
も

の
姿

を
通
し
て

現
実
社

会

を

対
象
化

す
る

『
赤

い
船
』

の
あ

り
方
は
、
や

は
り
時
代

を
画

す
る
意

義
が

あ

っ
た
と

考
え

ら
れ
る
。

一

方
未
明

の
意
識

が
、
あ
く

ま
で
も

抽
象
化

さ
れ

た
理
想
的

な
存
在
と

し

て

の
子
ど

も
観

に
と

ど

ま
り
、
過
剰

に
美
化

さ
れ
た
理

念

に
過

ぎ
な

か
っ
た

こ

と
も
確

か
で
あ

る
。
し

か
し
続
く

大
正
期

童
話

を
考
え

る
場
合

に
、

浪
漫

主
義
と

の
交
差
を

明
ら

か
に
す

る
こ

と

は
、

必
要
不
可

欠

の
手

続
き
で

あ
る

と

考
え
ら

れ
る
。
児

童
文

学
と
文

学
と

の
交

差
、
児
童

文
学

の
持
ち
得

た
可

能

性
を
考

え
る

た
め

に
も
、

本
論

の
指
摘
を

含
め
た
様

々
な
視

点

か
ら

実
証

的

か
つ
具
体
的
な
検
討
が
今
後
必
要
で
あ
ろ
う
。

残

さ
れ
た
課
題

は
、
『
赤
い
船
』
成

立
の
背
景

に
何
か
あ

っ
た

の
か
と
い
う

点

で
あ

る
。
従
来

『
赤
い
船
』

の
成

立

に
関

し
て

は
、

資
質
や

作
家
と

し
て

の
行

き
詰
ま
り
と

い
っ
た
未
明

の
個
人
的
要
因

の
み
が
注
目
さ

れ
て

き
た
が
、

未

明

に
限

ら
ず
こ

の
時
期

は
児
童
文

学

の
変

革
を
求

め
る
動

き
が
様

々
に
顕

在
化

し
て
く

る
時

期
で
あ

っ
た
。

特
に
浪
漫
主
義

を
め
ぐ
る
言
説

の
中

に
は
、

『
赤

い
船
』

の
成
立
を
促
す

状
況

が
多
様
に
展
開
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。



『
赤

い
船
』

の
成
立
を
考
え

る

に
は
、
そ
う
し

た
状
況
も
含

め
た
複
眼
的
な

視

点
で

状
況
を
捉

え
る

必
要
が
あ

ろ
う
。
そ

の
点

に
関

し
て

は
今
後

の
課
題
と

し
た
い
。

＊
『
赤

い
船

』

の
引
用

は
、
『
赤

い
船

』
（
京

文

堂
書
店
、

明

治
四
三
・
一

二
、

名
著
複
刻
日
本
児
童
文
学
館
、
ほ
る

ぷ
出
版
、
一

九
七
三
・
一
）
に
よ
っ
た
。

そ
れ
以

外
の
小
川
未
明
の
作
品
は
『
定
本
小
川

未
明
小
説
全
集
』
（
講

談
社
、

一
九
七
九
）

に
、
『
定
本
小
川
未
明
小

説
全
集
』

に
収

録
さ
れ
て
い
な

い
作

品
は
初
出
誌

お
よ
び
『
緑
髪
』
（
隆

文
館
、
明
治
四
〇
・
一
二
）

に
よ
っ
た
。

な
お
、
引
用

に
際
し
て
漢
字

の
旧
字

体
は
必
要

に
応

じ
て
新
字
体

に
改
め
、

ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

八
三

注
(
1
)

佐
藤
宗
子
「
『
赤
い
鳥
』
の
出
現
」（
『
は
じ

め
て

学
ぶ
日
本
児
童
文
学
史
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
・
四
、
1
2
9
頁
）

(
2
)

藤
本
芳

則
「
小
川
未

明
「
赤

い
船
」

の
位
置

―
―
童

話
集
『

お
と

ぎ

は
な
し
集

赤
い
船
』
の
史
的
位
相
の
再

検
討
の
た
め

に
―
―
」
（
『
大

阪
青
山
短
大
国
文
』

第
一
〇

号
、
一
九
九
四
・
二
）

(
3
)
藤
本
芳
則
前
掲
注
2

(
4
)

滑
川
道
夫
「
明
治
期
」
（
『
児

童
文

学
概
論
』

牧
書
店
、
一
九
六
三
・
一
、

2
8頁

）

(
5
)

畠

山
兆
子

は
『
赤
い
船
』

収
録
の
作
品

に
対

し
て
、
「
「
青
帽

探
険
隊
」

に
は
森
田
思
軒
訳
の
『
十
五

少
年
』
や
押
川

春
浪
の
冒
険
物
語
が
、「
天

女
の
命
令
」

に
は
外
国
童
話

の
再

話
的
傾
向
が
、
ま
た
、
「
お
山
の
兎
」

（
引

用
者

注

―
―
初
出

誌
『
少
年
文
庫
』

掲
載
時

の
題

名
）

に
は
昔
話

の
反
映

が
考
え
ら

れ
る
」
と
指
摘

す
る
。
（
畠

山
兆
子
「
小
川
未

明
・

童
話
作
家
へ

の
出
発

―
―
¬
少
年
文
庫
」
か
ら
『
赤

い
船
』
ヘ
―
―
」『
児

童
文
学
研
究
』
日
本
児
童
文

学
学
会
、
一
九
七
五
・
一
一
）

(
6
)

千

葉
俊
二

「
「
少
年
文
学
」

に
み

る
子

ど
も
像
」
（
『
国
文
学
』
学
燈
社

一
九
八
七
・
一
〇
）

(
7
)

久
米
依

子

「
構
成

さ
れ

る
少
女
I

―

―
少

女
雑

誌
の
創
刊

と
少
女

セ

ク

シ
ュ
ア
リ
テ

ィ
の
発
見
」（
『
「
少

女
小

説
」
の
生
成

ジ
ェ
ン
ダ

ー
・

ポ
リ
テ

ィ
ク
ス

の
世
紀
』

青
弓

社
、
二
〇

一
三
・
六
、
1
5
1
頁
、
1
5
7
頁
）

(
8
)

小
河

美
奈
「
『
お
と

ぎ
ば
な
し
集
赤

い
船
』

に
見

る
未
明

童
話
の
可
能

性

―
―

附

録
「
お
伽
小

説
森

」

の
検

討

か
ら

―
―
」
（
『
千

里

山
文

学

論
集
』
第
七
四
号
、

二
〇
〇
五
・
九
）

(
9
)
藤
本
芳
則
前
掲
注
2

(
1
0
)藤
本
芳
則
前
掲
注
2

(

1 1
)

具
体
的

に
は
、「
白
い
百
合
と
紅
い
薔
薇
」

に
お
け

る
「
天
女
」
や

「
キ

リ
ス

ト
さ

ま
」
が

い
る
「
天

国
」
と

「
地
球
」

を
対

比
的

に
語
り

出

す
あ
り
方
や
、「
月

の
宮
」
に
お
け

る
「
天
女

の
お
母
さ
ん
」
の
い
る
「
月

の
宮
殿
」

と
「
下

界
」

の
対
比

の
搆
図
、
「
海

の
少

年
」
で
語

り
出
さ

れ

る
「
海
底
の
都
」

を
、
「
陸

の
上

の
家
み

た
い
に
こ
ん
な

に
穢
な
く

は
な

い
よ
」
と
、
「
陸
」

す
な

わ
ち
地
上
世
界
と

差
異
化
す

る
発
言
等

か
ら
確
認
で
き

る
。

(
1
2
)

「
二
郎
と
美
代

ち
ゃ
ん
」

に
お
い
て
理
想
世
界

が
具
体
的

に
描
か
れ

る

こ
と

は

な
い

が
、

蝉
の
幽

霊
が

「
今
は
極

楽
で
楽

し
く

暮
ら
し

て
ゐ



ま
す
。
」
と

い
う

発
言

か
ら

は
、
「
極
楽
」

と

い
う
死

後
の
世

界
で

幸

福
に
く
ら
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と

が
で
き

る
。

(
1
3
)吉
田

精
一

『
浪
漫
主

義
研
究

』
（
『
吉
田
精

一
著
作

集
』
第

九
巻
、

桜

楓
社
、
一

九
八
〇
・
一
二
、
2
0頁

、
4
1頁
）

(
1
4
)片
岡
良

一
「
新
浪
漫
派
の
知
性
」
（
『
片
岡
良
一
著
作
集
』
第
七
巻
、
中

央
公

論
社
、
一
九
七
九
・
九
、
3
1
2
頁
、
3
1
5
頁
）

(
1
5
)下

層
社
会

の
子

ど
も
を

主
人
公
と

し
た

作
品

は
、
「
赤
い
船
」
「
燕
と

乞
食

の
児
」
「
月
の
宮
」
の
三
作
品
で
あ

る
。

(
1
6
)木
股

知
史

「
新

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ

ム
」
（
『
近
代
日

本

の
象
徴

主
義
』

お

う
ふ

う
、
二
〇

〇
四
・
三
、
7
6頁
）

(
1
7
)木
股

知
史

「
イ

メ

ー
ジ
と

心
の
深
み

ヘ

―
―
近
代
日

本
の
象

徴
主
義

を
再

考
す
る
」
（
『
近
代
日
本
の
象
徴
主
義
』
前
掲

注
1
6、
1
3頁

）

(
1
8
)「
夢
」

の
モ
チ

ー
フ
は
、「
赤
い
船
」
「
二
郎
と
美
代
ち
ゃ
ん
」
「
月

の
宮
」

に
確
認

で
き

る
。

(
1
9
)小
河

美
奈

は
「
未
明

の
描
く

森
は
、
死

と
通

じ
る
妖

し
く
も

神
秘
的

な

も
の
だ

と
い

う
印
象

を
受
け

る
」
と

し
、
そ

の
原
因

に
未

明
の
故

郷
新
潟
県
高
田

地
方
の
自
然

か
ら
の
影
響

が
あ
っ
た
と

推
論
す
る

が
、

そ

う
し

た
未
明

の
個
人

的
な
要
因

と
と

も

に
、

浪
漫

主
義
文

学
か
ら

の
影

響
が
あ

っ
た
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
ら

な
い
で
あ

ろ
う
。
（
小
河
美

奈
前
掲

注
8
）

(
2
0
)吉
田
精

一
前
掲

注
1
3（
4
2頁
）

(
2
1
)岡
田
茂
「
小
川
未
明

の
初
期
作

品
―

―
そ
の
小
説
と
童
話

の
連
続
性

に

つ
い
て

―
―
」
（
『
富
山
大
学
国
語

教
育
』
第
九
号
、
一
九
八
四
・
一
一
）

(
2
2
)吉
田
精
一
前
掲

注
1
3（
5
2頁

）

(
2
3
)片
岡
良
一
『
日
本
浪
漫
主
義
文
学
研
究
』（
『
片
岡
良
一
著
作
集
』
第
六
巻
、

中
央
公
論
、
一
九
七
九
・
一
〇
、
7
1頁
）

（
東
北

大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
後
期
課
程
在
籍
）

八
四
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