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一　

本
文
（
全
文
）

　

長
篇
小
説
に
関
す
る
感
想
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
書
き
出
せ

ば
際
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。
殊
に
一
番
肝
心
の
と
こ
ろ
は
作
家
の
秘
密
0

0

に

属
す
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
か
ら
、書
く
方
法
も
な
い
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
長
篇
小
説
に
は
二
種
類
あ
る
と
私
は
つ
ね
づ
ね
思
つ
て
ゐ
ま

す
。

　

こ
の
や
う
な
こ
と
を
、
こ
ん
な
に
書
き
た
い
と
思
つ
て
そ
の
計
画
に

従
つ
て
書
く
こ
と
─
─
い
ま
一
つ
は
、

　

こ
の
や
う
な
こ
と
を
書
き
た
い
が
、
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
何
も
の
が

頭
の
中
か
ら
飛
び
出
し
て
来
る
か
分
ら
な
い
予
想
を
準
備
と
し
て
始
め

る
こ
と
。

　

先
づ
こ
の
二
つ
だ
と
思
ひ
ま
す
。
こ
の
や
う
に
書
け
ば
当
り
前
の
こ

と
で
、
誰
で
も
こ
れ
に
気
附
い
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

　

河
出
書
房
新
社
版
『
定
本
横
光
利
一
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
後
も
管
見
の
限
り
報
告
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
資
料
を

発
見
し
た
の
で
紹
介
し
た
い
。

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
、『
長
篇
小
説
』
第
一
巻
第
二
号
（
長
篇
小
説

刊
行
会
、
一
九
三
七
・
四
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
長
篇
の
基
礎
道
徳
」
と

い
う
文
章
で
あ
る
。
本
資
料
は
、既
に
『
昭
和
文
学
年
表
』
第
二
巻
（
明

治
書
院
、
一
九
九
五
・
五
）
の
「
評
論
・
随
筆
」
の
段
（
49
頁
）
に
記

載
さ
れ
て
い
る
が
、
横
光
利
一
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
言
及
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
、『
長
篇
小
説
』
の
当
該
号
は

神
奈
川
近
代
文
学
館
に
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る（
１
（。
以
下
、
本
文
の

翻
刻
と
解
題
を
記
す
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
表
記
は
旧
仮
名
と
し
、

旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

《
資
料
紹
介
》

『
定
本
横
光
利
一
全
集
』
未
収
録
資
料
紹
介

─
─
「
長
篇
の
基
礎
道
徳
」
─
─

中　

井　

祐　

希
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を
使
用
す
る
作
家
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
人
は
不
徳
を
冒
し
た
も
の
と
云

は
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
こ
の
不
徳
を
良
し
と
し
て
進
む
表
に

現
れ
た
通
俗
良
心
と
い
ふ
も
の
は
、
と
き
ど
き
こ
の
や
う
な
い
た
ず
ら

を
や
ら
か
し
て
笑
つ
て
を
り
ま
す
。
こ
の
良
心
の
底
に
沈
む
も
の
の
眼

を
見
る
こ
と
が
、
新
し
い
長
篇
の
基
礎
道
徳
だ
と
思
ひ
ま
す
。
人
間
の

行
為
も
批
判
も
す
べ
て
こ
こ
か
ら
の
再
出
発
を
し
て
ゐ
る
の
が
近
代
と

い
ふ
も
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

二　

解
題

　
「
長
篇
の
基
礎
道
徳
」
は
冒
頭
に
も
記
し
た
通
り
、『
長
篇
小
説
』
第

一
巻
第
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
発
行
元
は
長
篇
小
説
刊
行
会（
２
（で

あ
る
。

『
長
篇
小
説
』
に
つ
い
て
は
、『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』（
第
五
巻
、

講
談
社
、
一
九
七
七
・
一
一
）
に
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、『
長

篇
小
説
』
創
刊
号
（
一
九
三
七
・
三
）
の
「
編
輯
後
記
」
に
は
、
発
起

人
で
あ
る
立
野
信
之
が
創
刊
に
至
る
経
緯
を
記
し
て
い
る
の
で
確
認
し

て
お
き
た
い
。

　
　
　

最
初
、
僕
が
千
葉
県
の
田
舎
に
住
ん
で
ゐ
た
頃
ひ
と
り
で
計
画

し
、
武
田
・
徳
永
両
氏
に
相
談
相
手
に
な
つ
て
も
ら
ひ
、
そ
れ
で

は
出
さ
う
と
極
つ
た
の
が
去
年
の
三
月
だ
つ
た
。さ
つ
そ
く
文
壇
・

雑
誌
新
聞
社
関
係
者
に
趣
旨
書（
３
（を

配
布
し
、
こ
の
運
動
に
理
解
を

も
つ
て
援
助
し
て
く
れ
さ
う
な
作
家
に
案
内
状
を
出
し
て
新
宿
の

白
十
字
で
相
談
会
を
も
つ
た
。そ
の
時
参
加
し
て
く
れ
た
人
達
は
、

こ
の
二
つ
を
明
瞭
に
意
識
し
て
事
を
行
ふ
に
つ
い
て
は
、
哲
学
が
な
け

れ
ば
出
来
ぬ
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。
殊
に
後
者
の
場
合
、
つ
ま
り
、
何
者

が
頭
の
中
か
ら
飛
び
出
す
か
分
ら
ぬ
と
い
ふ
不
安
と
好
奇
心
と
を
ど
の

や
う
に
自
分
が
取
り
扱
ふ
か
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
作
家
の
価

値
も
定
り
、
作
品
の
質
も
定
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
一
番
厄
介
な
こ

と
は
皆
こ
こ
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
の
だ
と
云
つ
て
も
良
く
は
な
い
か
と
思

ひ
ま
す
。思
想
が
公
式
化
し
て
頭
の
中
に
巣
喰
つ
て
し
ま
つ
た
人
々
は
、

湧
き
出
す
力
も
無
く
な
り
や
す
く
な
つ
て
ゐ
る
と
同
時
に
、
た
と
へ
湧

き
出
し
て
来
た
も
の
で
も
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
尊
い
も
の
で
あ
ら
う
と

捨
て
て
し
ま
つ
て
良
し
と
し
ま
す
。
こ
こ
に
は
覚
悟
が
あ
り
ま
す
。
私

は
そ
れ
で
立
派
と
思
ひ
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
の
頭
か
ら
出
て
来
た
も

の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
た
と
ひ
ど
の
や
う
な
も
の
で
も
高
下
の
差
別
な

ど
あ
ら
う
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
自
分
の
内
部
を
見
て
、
ど
れ
が

一
等
で
ど
れ
が
三
等
で
と
思
ひ
得
ら
れ
る
頭
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
れ
は

他
人
の
頭
が
自
分
の
頭
の
中
に
大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
か
ら
だ
と
思
ひ

ま
す
。

　

す
で
に
他
人
の
見
て
し
ま
つ
た
も
の
を
利
用
し
て
、
世
の
中
を
見
廻

し
歩
く
長
篇
の
力
と
い
ふ
も
の
は
、
す
ぐ
に
死
ん
で
し
ま
ひ
ま
す
。

　

公
式
が
人
を
殺
す
の
で
す
。
作
家
は
人
を
殺
す
も
の
に
罰
を
与
へ
る

の
が
職
業
で
す
。
そ
れ
故
、
多
く
の
作
家
は
、
先
づ
常
に
自
分
に
真
つ

先
に
罰
を
与
へ
て
か
か
り
ま
す
。
こ
れ
が
作
家
の
何
よ
り
の
美
徳
だ
と

思
ひ
ま
す
。
こ
の
美
徳
な
く
し
て
も
し
公
式
と
い
ふ
荘
厳
美
麗
な
も
の
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興
味
深
い
。

　

横
光
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
第
二
号
の
目
次
を
確
認
し
て
み
る
と
、

横
光
の
「
長
篇
の
基
礎
道
徳
」
に
加
え
、豊
島
與
志
雄
「
文
学
の
貧
困
」・

室
生
犀
星
「
感
想
」・
尾
崎
士
郎
「
私
信
」（
ど
れ
も
長
篇
小
説
に
関
す

る
私
見
を
述
べ
た
文
章
）
が
枠
で
囲
ま
れ
て
い
る
。
第
二
号
の
「
編
輯

後
記
」
に
は
「
豊
島
、
横
光
、
室
生
、
尾
崎
の
諸
先
輩
作
家
か
ら
、
わ

ざ

く
稿
を
寄
せ
ら
れ
た
」
と
あ
る
た
め
、
そ
の
四
人
の
文
章
を
小
特

集
の
よ
う
な
扱
い
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、横
光
利
一
と
長
篇
小
説
と
の
関
係
で
い
え
ば
、「
純
粋
小
説
論
」

（『
改
造
』
一
九
三
五
・
四
）
内
に
て
、「
短
篇
小
説
で
は
、
純
粋
小
説

は
書
け
ぬ
」
と
述
べ
長
篇
小
説
を
志
向
し
て
い
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ

さ
せ
る（
４
（。

本
資
料
は
、
長
篇
小
説
運
動
が
活
発
化
さ
れ
た
時
代
に
お
い

て
、
横
光
の
長
篇
小
説
へ
の
考
え
や
執
筆
姿
勢
が
う
か
が
い
知
れ
る
点

で
注
目
に
値
す
る
。
特
に
欠
か
せ
な
い
の
は
、
掲
載
時
期
で
あ
る
一
九

三
七
年
四
月
に
、「
旅
愁
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
三
七
・
四
・
一

三
～
）
と
「
春
園
」（『
主
婦
之
友
』
一
九
三
七
・
四
～
）
の
連
載
が
開

始
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
本
文
を
読
み
進
め
て
い
き
、
横
光
の
長
篇
小

説
に
対
す
る
考
え
方
を
簡
単
で
は
あ
る
が
押
さ
え
て
い
き
た
い
。

　

本
資
料
の
冒
頭
部
で
横
光
は
、
長
篇
小
説
の
創
作
姿
勢
に
つ
い
て
、

「
こ
の
や
う
な
こ
と
を
、
こ
ん
な
に
書
き
た
い
と
思
つ
て
そ
の
計
画
に

従
つ
て
書
く
こ
と
」
と
「
こ
の
や
う
な
こ
と
を
書
き
た
い
が
、
書
い
て

ゐ
る
う
ち
に
何
も
の
が
頭
の
中
か
ら
飛
び
出
し
て
来
る
か
分
ら
な
い
予

石
川
達
三
、
島
木
健
作
、
細
田
民
樹
、
尾
崎
士
郎
、
高
見
順
、
本

庄
陸
男
、
松
田
解
子
、
舟
橋
聖
一
、
田
村
泰
次
郎マ

マ井
上
友
一
郎
、

武
田
麟
太
郎
の
諸
氏
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
は
、
別
に
い
ゝ
智
恵
も

で
な
か
つ
た
が
、
長
篇
小
説
運
動
は
大
い
に
や
る
必
要
が
あ
る
こ

と
、
そ
の
た
め
に
雑
誌
を
出
す
こ
と
は
時
宜
を
得
た
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
大
い
に
助
力
し
よ
う
、
と
い
ふ
申
合
せ
を
し
て
散
会
し
た
。

　

そ
の
後
、「
編
輯
後
記
」
に
は
、
資
金
の
問
題
の
た
め
創
刊
ま
で
に

一
年
近
く
か
か
っ
た
こ
と
、
執
筆
者
か
ら
は
無
報
酬
で
書
い
て
も
ら
っ

て
い
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

雑
誌
名
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
本
雑
誌
は
同
時
期
の
長
篇
小
説
運
動

の
機
運
の
中
、
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
武
田
麟
太
郎
・
徳
永
直
・

立
野
信
之
の
連
名
で
書
か
れ
た
創
刊
号
の
巻
頭
言
「「
長
篇
小
説
」
刊

行
に
際
し
て
」
に
は
、「
純
文
学
作
家
の
新
聞
小
説
へ
の
進
出
、
同
人

雑
誌
に
拠
る
新
人
た
ち
の
長
篇
へ
の
野
心
的
努
力
、
そ
し
て
書
下
ろ
し

長
篇
の
出
版
等
」
と
い
っ
た
文
壇
状
況
を
踏
ま
え
、「
長
篇
小
説
運
動

の
理
論
、
作
品
の
検
討
、
長
篇
小
説
の
研
究
」
を
目
的
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
と
あ
る
。
現
在
、『
長
篇
小
説
』は
全
五
号
ま
で
確
認
で
き
て
い
る
。

各
号
の
目
次
を
概
観
し
て
み
れ
ば
、
創
刊
号
に
は
「
こ
の
運
動
を
い
か

に
見
る
か
」、
第
三
・
四
号
に
は
「
長
篇
名
作
を
書
い
た
頃
」、
第
五
号

に
は
「
国
民
文
学
の
問
題
」
と
い
っ
た
特
集
が
設
け
ら
れ
、
著
名
な
作

家
の
名
前
も
散
見
で
き
る
。
ま
た
、
執
筆
者
は
作
家
・
評
論
家
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
、
雑
誌
や
新
聞
社
の
関
係
者
も
原
稿
を
寄
せ
て
い
る
点
が
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ま
ま
無
批
判
に
踏
襲
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
頭
の
中
か
ら
「
飛
び

出
し
て
来
る
」
何
も
の
か
に
対
す
る
期
待
で
あ
る
。
最
終
段
落
で
横
光

は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
　

公
式
が
人
を
殺
す
の
で
す
。
作
家
は
人
を
殺
す
も
の
に
罰
を
与

へ
る
の
が
職
業
で
す
。
そ
れ
故
、
多
く
の
作
家
は
、
先
づ
常
に
自

分
に
真
つ
先
に
罰
を
与
へ
て
か
か
り
ま
す
。
こ
れ
が
作
家
の
何
よ

り
の
美
徳
だ
と
思
ひ
ま
す
。
こ
の
美
徳
な
く
し
て
も
し
公
式
と
い

ふ
荘
厳
美
麗
な
も
の
を
使
用
す
る
作
家
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
人
は

不
徳
を
冒
し
た
も
の
と
云
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
こ
の

不
徳
を
良
し
と
し
て
進
む
表
に
現
れ
た
通
俗
良
心
と
い
ふ
も
の

は
、
と
き
ど
き
こ
の
や
う
な
い
た
ず
ら
を
や
ら
か
し
て
笑
つ
て
を

り
ま
す
。
こ
の
良
心
の
底
に
沈
む
も
の
の
眼
を
見
る
こ
と
が
、
新

し
い
長
篇
の
基
礎
道
徳
だ
と
思
ひ
ま
す
。
人
間
の
行
為
も
批
判
も

す
べ
て
こ
こ
か
ら
の
再
出
発
を
し
て
ゐ
る
の
が
近
代
と
い
ふ
も
の

だ
と
思
ひ
ま
す
。

　
「
公
式
が
人
を
殺
す
」、「
作
家
は
人
を
殺
す
も
の
に
罰
を
与
へ
る
」

と
い
う
定
義
の
も
と
、
横
光
は
「
多
く
の
作
家
は
、
先
づ
常
に
自
分
に

真
つ
先
に
罰
を
与
へ
」
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
作
家
の
「
美
徳
」
で

も
あ
る
と
み
な
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
作
家
は
「
公
式
化
」
に
抗
っ
て

い
く
存
在
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
に
対
し
、

「
公
式
」
に
頼
り
切
っ
て
長
篇
小
説
を
執
筆
し
て
い
く
作
家
は
、
世
の

中
の
常
識
や
考
え
方
が
集
積
さ
れ
た
「
通
俗
良
心
」
に
絡
み
取
ら
れ
て

想
を
準
備
と
し
て
始
め
る
こ
と
」の
二
つ
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
前
者
の
よ
う
な
執
筆
姿
勢
に
お
い
て
も
、
少
な
か
ら
ず
「
何

も
の
が
頭
の
中
か
ら
飛
び
出
し
て
来
る
」
場
合
が
あ
る
と
想
定
し
次
の

よ
う
に
続
け
る
。

　
　
　

し
か
し
、
自
分
の
頭
か
ら
出
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、

た
と
ひ
ど
の
や
う
な
も
の
で
も
高
下
の
差
別
な
ど
あ
ら
う
筈
は
あ

り
ま
せ
ん
。
自
分
が
自
分
の
内
部
を
見
て
、
ど
れ
が
一
等
で
ど
れ

が
三
等
で
と
思
ひ
得
ら
れ
る
頭
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
れ
は
他
人
の

頭
が
自
分
の
頭
の
中
に
大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
か
ら
だ
と
思
ひ
ま

す
。
／
す
で
に
他
人
の
見
て
し
ま
つ
た
も
の
を
利
用
し
て
、
世
の

中
を
見
廻
し
歩
く
長
篇
の
力
と
い
ふ
も
の
は
、
す
ぐ
に
死
ん
で
し

ま
ひ
ま
す
。

　

仮
に
執
筆
を
続
け
て
い
く
中
で
湧
い
て
出
て
来
た
ア
イ
デ
ア
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
無
視
し
て
当
初
の
計
画
通
り
に
進
め
て
い
く
こ

と
は
、
事
前
に
思
っ
て
い
た
こ
と
と
、
執
筆
中
に
湧
い
て
出
て
来
た
要

素
を
比
較
し
、
後
者
を
自
然
と
低
く
見
積
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
は

し
な
い
か
と
横
光
は
懸
念
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
見
積
り
方
や
格

付
け
す
る
こ
と
の
基
準
そ
れ
自
体
が
「
他
人
の
頭
が
自
分
の
頭
の
中
に

大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
か
ら
だ
と
」
横
光
は
考
察
し
て
い
く
。
若
干
の

論
理
の
飛
躍
が
感
じ
ら
れ
な
く
は
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い

る
の
は
、
当
初
の
予
定
通
り
に
執
筆
し
て
い
く
と
い
う
い
わ
ば
「
公
式

化
」
に
対
す
る
疑
義
と
、
他
人
が
見
て
し
ま
っ
た
も
の
や
常
識
を
そ
の
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そ
の
よ
う
な
姿
勢
で
長
篇
を
執
筆
し
て
い
く
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
も
同

時
に
感
じ
て
い
る
。「
長
篇
の
基
礎
道
徳
」
で
の
、「
す
で
に
他
人
の
見

て
し
ま
つ
た
も
の
を
利
用
し
て
、
世
の
中
を
見
廻
し
歩
く
長
篇
の
力
と

い
ふ
も
の
は
、
す
ぐ
に
死
ん
で
し
ま
う
」
と
い
っ
た
言
葉
と
も
通
じ
合

う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
横
光
は
そ
の
よ
う
な
「
安
全
」
で
「
公
式
化
」

さ
れ
た
方
法
で
は
な
く
、「
今
迄
の
考
へ
と
か
け
離
れ
た
実
物
と
な
つ
」

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
表
象
し
よ
う
と
試
み
て
い
く
。だ
と
す
れ
ば
、「
旅
愁
」

で
横
光
が
描
出
し
よ
う
と
し
た
パ
リ
は
、
従
来
の
よ
う
な
「
公
式
化
」

さ
れ
た
そ
れ
と
は
異
な
る
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
描
こ
う

と
し
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る

と
、「
長
篇
の
基
礎
道
徳
」
は
、
長
篇
小
説
「
旅
愁
」
を
ど
の
よ
う
に

執
筆
し
て
い
く
か
と
い
う
態
度
表
明
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

注（
１
） 

日
本
近
代
文
学
館
に
も
『
長
篇
小
説
』
は
所
蔵
さ
れ
て
は
い
る
が
、
第

二
号
の
み
欠
号
で
あ
っ
た
。

（
２
） 

長
篇
小
説
刊
行
会
も
『
長
篇
小
説
』
同
様
、
立
野
信
之
・
武
田
麟
太
郎
・

徳
永
直
ら
が
中
心
と
な
り
設
立
さ
れ
た
。
同
会
に
お
い
て
は
、
一
九
三

五
年
時
点
に
立
野
信
之
「「
長
編マ

マ

小
説
刊
行
会
」
の
提
案
」
が
『
文
学

評
論
』（
一
九
三
五
・
四
）
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
長
期
に
わ
た
り
長

篇
小
説
運
動
に
つ
い
て
彼
ら
が
注
視
し
準
備
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

い
く
危
険
性
が
あ
る
と
横
光
は
説
い
て
い
く
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ

れ
か
ら
の
長
篇
作
家
は
、「
通
俗
良
心
」
を
批
判
的
に
分
析
し
、
そ
こ

か
ら
零
れ
落
ち
た
も
の
を
掬
い
取
り
、
創
作
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と

が
「
新
し
い
長
篇
の
基
礎
道
徳
」
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
国
後
、
ど
の
よ
う
に
自

身
の
欧
州
体
験
を
長
篇
小
説
と
し
て
組
み
入
れ
て
い
く
か
と
い
っ
た
問

題
と
も
通
底
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
横
光
が
帰
国
直
後
書
い
た

文
章
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　

自
分
の
生
れ
た
国
土
に
じ
つ
と
動
か
ず
に
生
活
し
て
ゐ
る
と
、

世
界
の
見
方
が
、
誰
か
か
ら
教
へ
ら
れ
た
見
方
を
応
用
さ
せ
て
、

あ
れ
こ
れ
と
考
へ
て
ゐ
る
も
の
だ
が
、
さ
て
一
度
国
土
を
離
れ
、

自
分
の
眼
で
直
接
実
況
を
眺
め
て
観
察
す
る
と
、
ひ
ど
く
今
迄
の

考
へ
と
か
け
離
れ
た
実
物
と
な
つ
て
世
界
が
現
れ
て
来
る
。
し
か

し
、
こ
れ
を
人
に
伝
へ
る
方
法
は
な
い
。
何
か
と
語
り
、
話
さ
う

と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
今
ま
で
の
人
々
の
説
明
し
た
ご
と
く
表
現

す
る
の
が
、
む
し
ろ
安
全
な
こ
と
だ
と
思
は
れ
て
来
る
。
私
は
今

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
、
異
国
の
さ
ま
を
書
け
と
云
は
れ
て
ゐ

る
け
れ
ど
も
、
頭
は
痴
呆
の
や
う
に
茫
然
と
な
り
、
ど
こ
か
ら
糸

口
を
引
き
出
し
て
良
い
や
ら
分
り
か
ね
る
。（「
無
題
」『
横
光
利

一
全
集
月
報
』
九
号
、
非
凡
閣
社
、
一
九
三
六
・
一
〇
）

　

横
光
は
、
従
来
の
「
公
式
化
」
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
メ
ー
ジ
に

沿
っ
て
語
る
こ
と
が
「
安
全
な
こ
と
」
だ
と
考
え
て
は
い
る
も
の
の
、
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る
。

（
３
） 

趣
旨
書
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
立
野
信
之
「「
長
篇
小
説
刊
行
会
」
の

仕
事
を
は
じ
め
る
に
就
て
─
─
本
誌
読
者
に
お
願
ひ
─
─
」（『
文
学
評

論
』
一
九
三
六
・
四
）
に
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う

に
提
言
さ
れ
て
い
る
。「
私
達
は
、
そ
の
（
論
者
注
：
長
篇
小
説
の
）

試
み
の
第
一
歩
と
し
て
、「
長
篇
小
説
刊
行
会
」の
仕
事
を
は
じ
め
ま
す
。

先
づ
手
始
め
に
「
長
篇
小
説
」
と
い
ふ
題
名
で
こ
の
四
月
か
ら
小
雑
誌

を
出
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
つ
て
一
方
長
篇
小
説
へ
の
機
運
を
助
成
す
る

と
共
に
他
方
長
篇
作
家
の
動
向
や
、
出
版
界
の
状
勢
の
具
体
的
な
報

導マ
マ

、
ま
た
長
篇
小
説
の
研
究
等
、
謂
は
ゞ
「
裏
」
か
ら
こ
の
自
主
的
な

長
篇
小
説
運
動
を
開
始
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
」。
な
お
趣
旨
書
の
最
後

に
は
、
長
篇
小
説
運
動
に
つ
い
て
所
感
や
、
長
篇
小
説
の
構
想
の
有
無

に
つ
い
て
の
質
問
文
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
作
家
達
の

回
答
が
『
長
篇
小
説
』
創
刊
号
と
第
二
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
４
） 

横
光
と
長
篇
小
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
古
矢
篤
史
の
詳
細
な
研
究

が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
（『
横
光
利
一
の
〈
長
篇
小
説
〉
に
関
す

る
研
究
─
一
九
三
〇
─

四
〇
年
代
の
〈
日
本
〉
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
と

テ
ク
ス
ト
の
展
開
─
』
早
稲
田
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
一
五
・
四
）。


