
43

ジ
ャ
ッ
ク
・
レ
ヴ
ィ

　

中
上
健
次
の
多
く
の
小
説
は
、﹁
地
虫
﹂
や
﹁
海
の
潮
音
﹂、
ま
た
は
﹁
水

仙
の
花
﹂
や
﹁
風
﹂
と
い
っ
た
特
定
の
対
象
を
前
に
し
て
空
虚
感
を
覚
え

る
主
人
公
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
単
な

る
舞
台
装
置
の
設
定
や
雰
囲
気
づ
く
り
の
た
め
の
し
き
た
り
で
は
な
く
、

こ
の
作
家
の
小
説
世
界
の
核
心
に
潜
む
﹁
何
か
﹂
の
記
号
で
あ
る
こ
と
は

多
く
の
批
評
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、﹃
奇

蹟
﹄︵
八
十
九
年
︶
の
幕
開
け
と
な
る
段
落
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

　

ど
こ
か
ら
見
て
も
巨
大
な
魚
の
上
顎
の
部
分
に
見
え
た
。
そ
の
湾

に
向
か
っ
て
広
が
っ
た
チ
ガ
ヤ
や
ハ
マ
ボ
ウ
フ
ウ
の
草
む
ら
の
中
を

背
を
丸
め
て
歩
い
て
い
く
と
、
い
つ
も
妙
な
悲
し
み
に
襲
わ
れ
る
。

ト
モ
ノ
オ
ジ
は
そ
の
妙
な
悲
し
み
が
、
巨
大
な
魚
の
巨
大
な
上
顎
に

打
ち
当
た
る
海
の
潮
音
に
由
来
す
る
の
だ
と
信
じ
、
両
手
で
耳
を
ふ

た
ぐ
の
だ
っ
た
。
指
に
擦
り
傷
や
斬
り
傷
が
つ
い
て
い
る
せ
い
か
、

年
を
取
っ
て
自
然
に
曲
が
り
節
く
れ
だ
っ
た
た
め
か
、
そ
れ
と
も
端

か
ら
両
の
手
で
両
の
耳
を
完
全
に
ふ
た
ぐ
の
を
あ
き
ら
め
て
そ
う
な

っ
た
の
か
、
指
と
指
の
隙
間
か
ら
漏
れ
聞
こ
え
る
潮
音
は
い
っ
そ
う

響
き
籠
り
、
ト
モ
ノ
オ
ジ
の
妙
な
悲
し
み
は
い
や
増
し
に
増
す
。

　
﹁
ふ
た
ぐ
の
だ
っ
た
﹂
と
い
っ
た
時
制
が
段
落
の
終
わ
り
で
は
な
く
、

中
心
に
置
か
れ
て
、
ま
た
視
覚
と
聴
覚
を
見
事
に
か
ら
め
て
い
く
中
上
健

次
固
有
の
統
語
が
じ
か
に
の
し
か
か
っ
て
く
る
文
章
で
す
。
そ
こ
か
ら
展

開
さ
れ
て
い
く
物
語
の
い
わ
ば
フ
レ
ー
ム
は
、
こ
の
ト
モ
ノ
オ
ジ
と
い
う

極
道
の
落
ち
こ
ぼ
れ
が
自
分
の
か
わ
い
が
っ
て
い
た
若
き
極
道
タ
イ
チ
の

訃
報
を
受
け
、
ア
ル
中
の
た
め
入
院
さ
せ
ら
れ
た
精
神
病
院
の
裏
庭
で
、

幻
覚
の
中
へ
お
ぼ
れ
て
は
、
と
っ
く
の
昔
に
死
ん
だ
は
ず
の
路
地
の
産
婆

特
集
●
日
本
近
現
代
の
作
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と
西
洋
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ま
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は
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オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
の
出
現
に
よ
っ
て
そ
の
幻
覚
か
ら
抜
け
出
し
、﹁
高
貴

に
し
て
澱
ん
だ
血
の
﹂
中
本
の
一
統
を
救
う
は
ず
で
あ
っ
た
タ
イ
チ
の
生

涯
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
と
語
り
合
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。﹁
海
の
潮
音
に
由
来
す
る
﹂、
限
定
詞
﹁
そ
の
﹂
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

﹁
悲
し
み
﹂
は
﹁
妙
な
﹂
と
い
う
形
容
詞
に
よ
っ
て
謎
の
性
質
を
与
え
ら
れ

る
の
で
す
が
、﹃
奇
蹟
﹄
の
虚
構
内
容
す
べ
て
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
ト

モ
ノ
オ
ジ
の
幻
覚
に
還
元
さ
れ
う
る
も
の
と
と
っ
た
場
合
、﹁
ト
モ
ノ
オ

ジ
は
、
か
ら
だ
に
広
が
る
悲
し
み
を
、
幻
覚
の
種
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思

っ
て
い
た
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
受
け
て
、
小
説
す
べ
て
の
﹁
種
の
よ

う
な
も
の
﹂
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
中
上
健
次
の
小
説
の
冒
頭
に
現
れ
る
知
覚
対
象

に
つ
い
て
、﹃
鳳
仙
花
﹄︵
八
十
年
︶
と
﹃
水
の
女
﹄︵
七
十
九
年
︶
を
お
さ

め
た
イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
の
中
上
健
次
集
三
に
﹁
言
葉
の
地
虫
を
宿
す
︱

﹃
鳳
仙
花
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂
と
題
さ
れ
た
堀
江
敏
幸
氏
の
大
変
興
味
深
い

解
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
後
﹃
枯
木
灘
﹄

︵
七
十
七
年
︶
と
﹃
地
の
果
て　

至
上
の
時
﹄︵
八
十
三
年
︶
の
続
編
に
よ
っ

て
﹁
大
長
編
の
幕
開
け
と
し
て
も
機
能
す
る
﹂
と
位
置
付
け
ら
れ
た
﹃
岬
﹄

︵
七
十
五
年
︶
の
冒
頭
に
あ
る
次
の
数
行
で
す
。

　

地
虫
が
鳴
き
始
め
て
い
た
。
耳
を
そ
ば
だ
て
る
と
か
す
か
に
聞
こ

え
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
耳
鳴
り
の
よ
う
に
も
思
え
た
。
こ
れ
か
ら
夜
を

通
し
て
、
地
虫
は
鳴
き
続
け
る
。
彼
は
、
夜
の
、
冷
え
た
土
地
の
に

お
い
を
思
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
の
三
人
称
﹁
彼
は
﹂
は
一
人
称
に
置
き
換
え
ら
れ

る
特
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、
人
称
論
で
い
う
と
、﹃
岬
﹄
は
、
一

人
称
を
三
人
称
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秋
幸
と
い
う
作
者
に
最

も
近
い
ペ
ル
ソ
ナ
︱
ジ
ュ
を
誕
生
さ
せ
た
と
も
い
え
る
の
で
す
が
、
こ
の

解
説
で
ま
ず
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
﹁
地
虫
﹂
と
い
う
、
正
体
の
知

れ
な
い
知
覚
対
象
を
示
す
言
葉
の
虚
構
世
界
へ
の
意
味
作
用
で
す
。
留
学

先
の
街
で
手
に
入
れ
た
と
さ
れ
る
仏
訳
に
つ
い
て
堀
江
氏
の
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
の
音
は
、
名
詞
で
は
な
く
動
詞
で
、
蟋コ
オ
ロ
ギ蟀
の
よ
う
な
虫
が

鳴
く
時
に
も
用
い
ら
れ
る
単
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鈍
い
小

さ
な
音
を
耳
元
で
鳴
ら
し
続
け
な
が
ら
、
私
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
レ
ヴ
ィ

の
仏
訳
に
よ
る
ケ
ン
ジ
・
ナ
カ
ガ
ミ
の
﹃
岬
﹄
を
一
気
に
読
ん
だ
。

つ
ま
り
、﹁
地
虫
﹂
を
ピ
タ
リ
と
訳
せ
る
フ
ラ
ン
ス
語
は
な
い
た
め
、La 

terre avait com
m

encé à grésiller  

と
、﹁
地
虫
﹂
と
い
う
語
は
﹁
大
地
が

鳴
り
始
め
た
﹂
と
い
っ
た
具
合
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
結
果
フ

ラ
ン
ス
語
で
は
女
性
名
詞
の
大
地
︵
ま
た
は
地
面
︶
が
最
初
の
一
語
と
な

る
の
で
す
。
堀
江
氏
は
﹁
初
め
て
﹃
岬
﹄
を
読
ん
だ
と
き
は
、
い
き
な
り

登
場
す
る
こ
の
﹁
地
虫
﹂
を
、
季
節
を
意
識
さ
せ
る
舞
台
装
置
、
も
し
く

は
効
果
音
の
よ
う
な
も
の
と
し
か
受
け
取
っ
て
い
な
か
っ
た
﹂
と
思
い
出

し
、﹁
中
上
健
次
を
め
ぐ
る
批
評
や
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
た
び
た
び
言
及
さ

れ
て
き
た
、
秋
幸
の
身
体
の
受
容
性
、
肉
体
労
働
の
描
写
の
音
楽
的
な
反
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復
、
濃
厚
な
性
愛
の
描
写
と
紀
州
の
言
葉
の
リ
ズ
ム
の
融
合
、
さ
ら
に
複

雑
な
血
縁
の
物
語
の
気
を
取
ら
れ
て
、
私
は
﹃
岬
﹄
を
出
発
点
と
す
る
世

界
を
揺
ら
し
、
ひ
ず
ま
せ
、
震
わ
せ
て
い
る
最
初
の
重
要
な
ス
イ
ッ
チ

が
、
こ
の
﹁
地
﹂
か
ら
湧
き
上
が
る
無
数
の
虫
の
不
協
和
音
で
あ
る
こ
と

に
気
付
か
ず
に
い
た
。
女
た
ち
だ
け
で
な
く
、
男
た
ち
の
生
涯
に
も
、
女

性
名
詞
と
し
て
の
﹁
地
﹂
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
仏
訳
の
お
か
げ

で
よ
う
や
く
理
解
で
き
た
の
で
あ
る
。﹂
と
続
け
て
い
ま
す
。
当
然
翻
訳

者
で
あ
る
私
が
、
当
時
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
し
て
訳
し
た
わ
け
で
は

な
い
で
す
し
、
ま
た
こ
の
仏
訳
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
作
家
堀
江
敏
幸

固
有
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
多
分
に
備
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
彼
の
論

述
が
実
に
説
得
力
を
持
つ
よ
う
に
も
思
え
る
の
は
、
不
可
視
で
あ
る
地
虫

の
声
が
、
秋
幸
の
母
が
ま
だ
﹁
フ
サ
﹂
で
は
な
く
、
そ
の
秋
幸
を
は
ら
ま

せ
た
﹁
あ
の
男
﹂
に
も
固
有
名
詞
が
ま
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
、
そ
し
て

小
説
の
舞
台
が
ま
だ
﹁
路
地
﹂
と
名
付
け
ら
れ
て
い
な
い
﹃
岬
﹄
の
時
点
で
、

そ
の
後
﹃
枯
木
灘
﹄
を
は
じ
め
と
し
て
広
が
っ
て
い
く
物
語
空
間
を
引
き

付
け
て
い
る
こ
と
を
見
事
に
裏
付
け
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
二
十
四
歳
の
若
さ
で
自
死
を
選
ん
だ
腹
違
い
の
兄
郁
男
を
苛
ま
す
、

謎
の
言
葉
と
し
て
の
幻
聴
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
逸
話
で
も
あ

り
、﹁
路
地
﹂
と
い
う
虚
構
の
名
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
世
界

に
お
い
て
消
え
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
特
権
化
・
神
秘
化
さ
れ
る
物
語
空
間

で
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、﹃
鳳
仙
花
﹄
と
題
さ
れ
た
秋
幸
誕
生
以
前
の
、

そ
の
秋
幸
の
母
な
る
フ
サ
の
十
四
の
年
か
ら
三
十
を
幾
つ
か
越
え
る
ま
で

の
物
語
を
再
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
地
虫
の
声
の
広
が
り
は
、﹃
鳳
仙

花
﹄
の
遠
い
潮
鳴
り
を
浴
び
て
い
た
か
ら
こ
そ
得
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
﹂

こ
と
を
﹁
遅
ま
き
な
が
ら
気
づ
か
さ
れ
た
﹂
と
堀
江
氏
は
書
き
加
え
、﹁
潮

鳴
り
﹂
と
﹁
地
虫
﹂
の
近
似
性
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
、

中
上
健
次
の
読
者
に
と
っ
て
フ
サ
の
物
語
は
そ
れ
以
前
そ
し
て
そ
の
後
の

血
縁
で
結
ば
れ
た
者
た
ち
が
経
験
す
る
出
来
事
の
特
異
性
と
そ
の
反
復
を

ま
と
め
よ
う
と
す
る
の
に
は
欠
か
せ
な
い
小
説
で
す
。
た
と
え
ば
、
秋
幸

の
母
な
る
フ
サ
の
感
性
と
想
像
力
豊
さ
が
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
次
の

場
面
。フ

サ
は
そ
の
時
、
母
に
打
た
れ
た
木
屑
の
跡
が
、
自
分
の
目
で
は
見

え
な
い
背
中
に
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
母
が
そ
の
時
、
そ
う
や
っ

て
堕
胎
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
を
止
め
ら
れ
、
負
う
た
子
に
説
教
さ

れ
る
よ
う
に
、
今
ま
で
親
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
腕
白
者
の
無
頼

者
だ
と
い
っ
て
い
た
幸
一
郎
に
、﹁
産
ん
だ
ら
し
よ
﹂
と
説
教
さ
れ

て
産
み
落
と
さ
れ
た
フ
サ
に
は
、
そ
う
さ
れ
た
こ
と
が
、
取
り
返
し

の
つ
か
な
い
傷
そ
の
も
の
の
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
フ
サ
が
想
像
す
る
打
た
れ
た
と
き
の
鈍
い
音
は
、
た
び
た
び

不
幸
の
前
兆
と
し
て
彼
女
を
襲
う
潮
鳴
り
の
不
吉
な
音
に
類
似
す
る
の
で

は
な
い
か
と
示
唆
し
、
い
ち
ど
き
り
で
は
あ
る
が
﹃
鳳
仙
花
﹄
の
﹁
花
﹂
と

題
さ
れ
た
章
で
﹁
地
虫
﹂
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
こ
と
に
堀
江
氏
は
注
目

し
ま
す
。
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潮
鳴
り
が
風
の
加
減
で
強
く
な
っ
た
り
、
あ
る
か
な
い
か
聴
き
耳
を

立
て
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
地
虫
の
よ
う
な
音
に
な
っ
た
り
す
る
の

は
古
座
の
比
で
は
な
か
っ
た
。

　

つ
づ
け
て
堀
江
氏
は
﹁
地
虫
の
鳴
き
声
は
潮
鳴
り
の
一
形
態
で
あ
っ
て
、

ま
た
そ
う
で
な
い
﹂
と
し
、
次
に
先
ほ
ど
の
﹃
奇
蹟
﹄
の
冒
頭
部
分
の
﹁
妙

な
悲
し
み
﹂
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
く
だ
り
を
引
用
し
て
い
ま
す
。

フ
サ
は
絶
え
ず
響
い
て
い
る
潮
鳴
り
を
耳
に
し
た
。
そ
れ
は
フ
サ
の

胸
の
中
に
じ
く
じ
く
と
滲
み
出
て
く
る
悲
し
み
の
音
の
よ
う
だ
っ
た

し
、
何
も
か
も
を
お
び
や
か
す
恐
ろ
し
い
も
の
の
音
だ
っ
た
。

　

 

潮
の
音
と
同
様
、
山
の
音
も
フ
サ
の
耳
に
﹁
こ
も
り
﹂、
こ
の
﹁
こ
も

る
﹂
と
い
う
言
葉
が
﹃
鳳
仙
花
﹄
の
時
空
を
、
遍
歴
上
そ
の
後
の
秋
幸
と

実
父
浜
村
龍
造
の
世
界
に
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で

堀
江
氏
の
解
説
は
、﹁
こ
の
フ
サ
の
場
合
、﹁
こ
も
る
﹂
の
は
潮
鳴
り
で
も
、

身
﹁
籠
も
っ
た
﹂
子
供
の
胎
動
で
も
あ
り
、
こ
も
っ
た
も
の
は
﹁
こ
も
っ

た
ま
ま
﹃
岬
﹄
や
﹃
枯
木
灘
﹄
に
、
言
葉
の
地
虫
と
な
っ
て
引
き
継
が
れ
て

い
く
﹂
と
い
う
指
摘
で
結
ば
れ
ま
す
。
当
然
、
秋
幸
誕
生
以
前
の
こ
の
物

語
と
、
そ
の
秋
幸
が
二
十
四
歳
か
ら
二
十
九
歳
に
至
り
、﹁
路
地
﹂
の
消

滅
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
三
部
作
の
時
空
を
重
ね
て
、
そ
こ
に
完
成
さ
れ

た
時
間
と
し
て
の
説
話
と
未
完
成
の
時
間
を
拓
く
語
り
が
交
差
す
る
瀬
戸

際
の
時
空
を
み
と
め
る
こ
と
も
、﹁
空
﹂、﹁
宇
津
保
﹂、
ま
た
は
﹁
ウ
ツ
ホ
﹂

と
も
表
記
さ
れ
る
﹁
う
つ
ほ
﹂︵
空
虚
︶
を
物
語
の
始
原
と
し
た
、
多
く
の

批
評
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
中
上
的
主
題
の
系
統
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る

で
し
ょ
う
。
実
際
、
中
上
健
次
は
始
原
の
物
語
と
し
て
﹃
宇
津
保
物
語
﹄

を
新
た
な
作
品
と
し
て
書
き
直
そ
う
と
試
み
、
そ
の
実
験
的
試
み
は
﹃
重

力
の
都
﹄
と
題
さ
れ
た
連
作
に
至
っ
て
も
い
る
の
で
す
が
、
物
語
の
言
葉

す
べ
て
を
生
み
出
す
﹁
ウ
ツ
ホ
﹂
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
り

ま
す
。

　

考
え
て
み
ま
す
と
、
文
学
も
音
楽
も
、
一
切
合
切
は
ウ
ツ
ホ
の
中

か
ら
出
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。
一
切
合
切
は
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ

れ
て
く
る
、
そ
の
ウ
ツ
ホ
と
い
う
も
の
を
、
も
う
一
遍
、
文
学
の
レ

ベ
ル
に
引
き
上
げ
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
宗
教
と
性
と
暴
力
と
、
そ

う
い
う
も
の
の
混
交
し
た
場
所
み
た
い
な
、
つ
ま
り
、
そ
れ
こ
そ
が

神
話
の
持
っ
て
い
る
意
味
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
も
の
が
同
時
に

ウ
ツ
ホ
で
も
あ
る
、
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
。
そ
こ
か
ら
何
も
か

も
出
て
く
る
。︵﹁
物
語
の
提
携
﹂﹃
中
上
健
次
発
言
集
成
６　

座
談

／
講
演
﹄
第
三
文
明
社
︶

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
﹁
考
え
﹂
を
あ
ら
ゆ
る
創
作
は
空
の
器
か
ら
始
ま
る

の
だ
と
す
る
、
そ
れ
自
体
普
遍
的
で
も
、
あ
り
き
た
り
で
も
あ
る
発
想
に

還
元
す
る
の
だ
け
で
は
な
く
、
言
葉
︵
ま
た
は
芸
術
︶
は
既
存
の
対
象
を

指
示
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
を
創
造
も
で
き
る
の
だ
と
い

う
詩
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
こ
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こ
で
も
注
目
し
た
い
の
は
、
異
様
な
力
が
﹁
こ
も
っ
て
い
る
﹂﹁
地
虫
﹂
に

つ
い
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
特
定
の
言
葉
、
命
題
や
発
話
が
そ
の
文
脈

に
よ
っ
て
は
、
従
来
の
意
味
内
容
を
異
化
し
て
、
新
た
な
意
味
作
用
に
よ

っ
て
﹁
虚
構
的
現
実
﹂
と
も
呼
び
う
る
指
示
対
象
を
創
る
プ
ロ
セ
ス
で
す
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
言
葉
は
従
来
の
用
法
と
は
異
な
る
用
法
に
よ
っ
て

思
考
さ
れ
、
発
話
さ
れ
あ
る
い
は
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味

作
用
を
形
成
す
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
異
な
る
文
脈
や
発
話
の
仕
組
み

に
よ
っ
て
、
指
標
辞
と
し
て
の
、
い
わ
ゆ
る
﹁
こ
そ
あ
ど
言
葉
﹂
だ
け
で

な
く
、
人
称
や
時
制
、
名
詞
ま
で
も
の
言
葉
の
﹁
意
味
﹂
が
﹁
飽
和
﹂
さ
れ

て
い
く
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
た
時
、
小
説
に
お
い
て
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
性
と
呼
べ
る
も
の
が
働
き
始
め
る
の
は
、
架
空
で
あ
る
︵
あ
る

い
は
架
空
で
は
な
い
︶
物
語
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
語
り
の
声
＝
人
称
が

定
め
る
叙
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
虚
構
に
お
け
る
非
言
語
的
コ
ン
テ
ク

ス
ト
の
言
語
的
形
成
に
依
拠
し
て
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、﹃
岬
﹄
の
冒
頭
部
分
に
、
翻
訳
し
て
い
た
時
に
少
し
気
に

な
っ
た
秋
幸
の
一
元
視
界
の
、
部
分
的
に
は
心
内
語
と
も
取
れ
る
次
の
く

だ
り
が
あ
り
ま
す
。

親
方
の
家
の
前
の
路
地
は
、
日
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
溝
の
に
お
い

が
し
た
。
ま
だ
親
方
の
家
の
他
に
、
起
き
だ
し
た
家
は
な
か
っ
た
。

路
地
を
左
に
ま
が
っ
た
踏
切
の
横
に
、
一
本
植
わ
っ
て
い
る
木
が
、

ゆ
っ
く
り
と
、
葉
を
ゆ
す
っ
て
い
た
。
彼
は
、
そ
の
木
が
自
分
と
似

て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
何
の
木
か
知
ら
な
か
っ
た
。
知
り
た
く
も

な
か
っ
た
。
花
も
実
も
つ
け
な
か
っ
た
。
た
だ
日
に
向
か
っ
て
葉
を

ひ
ろ
げ
、
風
に
ゆ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
い
い
と
思
っ
た
。
花
も
実
も

つ
け
る
こ
と
な
ど
い
ら
な
い
。
名
前
な
ど
な
く
っ
て
い
い
。
彼
は
そ

の
木
を
み
な
が
ら
、
夢
を
、
い
ま
み
て
い
る
気
が
し
た
。

　

気
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
﹁
路
地
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ

れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
単
な
る
普
通
の
路
地
で
あ
る
こ
と
と
、
ま
た
木
に

﹁
名
前
な
ど
な
く
っ
て
い
い
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
後
の
中
上
作

品
に
お
け
る
、
新
宮
の
非
差
別
地
域
の
虚
構
の
名
﹁
路
地
﹂
と
、
同
様
に

架
空
の
植
物
で
あ
る
﹁
夏
ふ
よ
う
﹂
を
い
わ
ば
予
告
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
普
通
名
詞
の
路
地
が
﹁
路
地
﹂
へ

と
固
有
名
詞
化
さ
れ
、
地
の
文
章
の
話
者
＝
作
者
か
ら
視
点
主
体
と
し
て

人
称
代
名
詞
の
﹁
彼
﹂
に
よ
っ
て
の
み
記
さ
れ
て
い
た
秋
幸
が
﹃
枯
木
灘
﹄

か
ら
は
地
の
文
章
の
主
語
と
し
て
﹁
秋
幸
﹂
と
名
乗
ら
れ
る
ペ
ル
ソ
ナ
︱

ジ
ュ
に
、
こ
の
く
だ
り
で
登
場
す
る
木
が
そ
う
で
あ
る
確
証
は
全
く
な
い

に
し
て
も
、
こ
の
名
の
無
い
木
が
そ
の
﹁
路
地
﹂
の
象
徴
と
し
て
︵﹃
千
年

の
愉
楽
﹄
で
は
﹁
夏
芙
蓉
﹂
と
記
し
分
け
ら
れ
る
︶﹁
夏
ふ
よ
う
﹂
と
い
う

架
空
の
名
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
語
り
の
そ
の
後
の
行
方
の
前
兆
な

の
で
は
な
い
か
と
、
い
わ
ば
﹁
事
後
的
﹂
に
思
え
た
の
で
す
。
こ
う
し
た

意
味
論
的
プ
ロ
セ
ス
は
、
日
本
語
固
有
の
表
記
法
や
意
味
生
成
に
依
拠
し

て
は
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
、
最
終
的
に
は
、
語
り
声
と
叙
法
に

よ
っ
て
築
か
れ
て
い
く
地
の
文
章
に
お
け
る
発
話
の
虚
構
的
コ
ン
テ
ク
ス
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ト
の
変
貌
に
よ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
﹁
物
語
﹂
に
向
き
合

う
実
践
の
場
で
あ
る
と
い
っ
た
問
題
が
提
起
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の

こ
と
を
最
も
的
確
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
渡
部
直
己
氏
の
中
上
健
次
論

﹃
愛
し
さ
に
つ
い
て
﹄
の
冒
頭
文
が
あ
り
ま
す
。

　

か
り
に
﹁
小
説
﹂
と
い
う
も
の
が
﹁
物
語
﹂
を
不
断
に
問
題
化
す
る

場
の
異
称
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ほ
か
の
誰
に
も
ま
し
て
強
く
﹁
物
語
﹂

の
誘
惑
に
さ
ら
さ
れ
て
あ
り
な
が
ら
も
︵
あ
る
い
は
ま
さ
に
そ
れ
ゆ

え
に
︶、
中
上
健
次
は
紛
れ
も
な
く
、
そ
の
早
す
ぎ
る
死
に
至
る
ま

で
徹
頭
徹
尾
小
説
家

`

`

`

で
あ
り
続
け
た
数
少
な
い
書
き
手
の
ひ
と
り
で

あ
る
。

　

実
際
、
こ
の
﹁
物
語
﹂
の
誘
惑
に
つ
い
て
中
上
本
人
も
し
ば
し
ば
触
れ

て
い
ま
す
。
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、﹃
重
力
の
都
﹄︵
八
十
八

年
︶
の
あ
と
が
き
に
あ
る
次
の
文
で
す
。

　
﹃
重
力
の
都
﹄
で
物
語
と
い
う
重
力
の
愉
楽
を
ぞ
ん
ぶ
ん
に
味
わ

っ
た
。
小
説
が
批
評
で
あ
る
は
ず
が
な
い
、
闘
争
で
あ
る
は
ず
が
な

い
と
確
認
し
た
の
も
こ
の
連
作
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
主
張
は
﹁﹁
物
語
と
い
う
重
力
の
愉
楽
﹂
に
お
ぼ
れ
な
が
ら
も
、
そ

の
重
力
を
脱
し
て
彼
方
へ
と
至
る
こ
と
﹂︵
安
藤
礼
二　

中
上
健
次
集
九

の
解
説　
﹁﹁
空
﹂
か
ら
の
響
き
﹂︶
と
受
け
止
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
も
う
少
し
字
義
通
り
に
と
っ
て
、
小
説
と
は
﹁
物
語
﹂
の
誘
惑
あ

る
い
は
﹁
愉
楽
﹂
に
ど
こ
ま
で
身
を
ゆ
だ
ね
て
い
け
る
の
か
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
そ
の
も
の
を
示
す
場
で
あ
る
と
い
っ
た
解
釈
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
と

い
う
の
も
、
誰
し
も
が
中
上
の
読
者
と
し
て
経
験
す
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も

な
く
、
幾
重
も
の
視
点
＝
発
話
を
運
ぶ
一
者
に
よ
る
流
動
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
﹁
一
者
﹂
た
る
も
の
は
、
常
に
姿
を
み
せ
ず
に
変
貌

す
る
、
無
声
の
声
を
発
す
る
﹁
作
者
﹂
と
重
な
る
の
か
ど
う
か
不
明
で
す

ら
あ
る
地
の
文
章
の
匿
名
話
者
で
あ
る
か
ら
で
す
。﹁
熊
野
﹂
を
舞
台
と

す
る
﹃
修
験
﹄︵
七
十
四
年
︶
以
来
、
三
人
称
代
名
詞
﹁
彼
﹂
が
、
そ
れ
以

前
の
人
物
に
与
え
ら
れ
て
い
た
一
人
称
代
名
詞
の
座
と
置
き
換
え
ら
れ
、

﹃
枯
木
灘
﹄
以
降
は
、
秋
幸
を
は
じ
め
、
浜
村
龍
造
や
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ

と
い
っ
た
人
物
が
地
の
文
章
の
主
語
と
し
て
躍
り
出
る
の
で
す
が
、
そ
れ

ら
の
人
物
の
視
界
や
心
内
語
を
含
め
た
発
話
を
地
の
文
章
の
匿
名
視
界
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
﹁
間
接
的
に
﹂
伝
え
て
い
く
の
か
が
、
こ
の
﹁
物
語

の
重
力
﹂
に
溺
れ
る
﹁
愉
楽
﹂
の
性
格
を
決
定
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

な
る
ほ
ど
、
視
点
主
体
の
移
転
は
中
上
の
作
品
の
中
で
は
頻
繁
に
起
き

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
元
視
界
の
語
り
の
小
説
の
場
合
、

地
の
文
章
の
主
語
に
あ
た
る
主
人
公
の
主
観
を
表
現
す
る
自
由
間
接
話
法

を
脇
役
の
人
物
に
い
わ
ば
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、

﹃
枯
木
灘
﹄
以
降
頻
度
は
増
し
て
い
く
そ
う
し
た
﹁
転
換
﹂
に
は
制
約
が
な

い
わ
け
で
は
な
く
、
語
り
の
破
格
を
招
き
か
ね
な
い
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
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渡
部
直
己
氏
は
、﹁
中
上
健
次
の
自
由
伝
聞
話
法
﹂
と
題
さ
れ
た
論
文
の

中
で
こ
の
︵
従
来
の
間
接
話
法
の
主
節
の
省
略
か
ら
な
る
︶
自
由
間
接
話

法
の
一
形
式
を
﹁
自
由
伝
聞
話
法
﹂
と
呼
び
、
そ
こ
で
主
節
の
視
点
人
物

か
ら
従
属
節
の
視
点
人
物
に
入
れ
替
わ
る
プ
ロ
セ
ス
を
厳
密
に
解
説
し
て

い
ま
す
。
そ
の
論
文
の
中
で
﹃
地
の
果
て　

至
上
の
時
﹄
か
ら
引
用
さ
れ

た
、
中
上
的
伝
聞
形
式
が
鮮
明
に
映
し
出
さ
れ
る
箇
所
を
紹
介
し
ま
し
ょ

う
。
す
で
に
﹃
枯
木
灘
﹄
や
﹃
鳳
仙
花
﹄
で
登
場
す
る
、
地
獄
耳
の
持
ち
主

と
設
定
さ
れ
た
年
か
さ
の
﹁
姐イネ
﹂
で
あ
る
モ
ン
が
視
点
の
担
い
手
と
し
て
、

秋
幸
が
か
つ
て
の
恋
人
・
紀
子
と
再
会
す
る
場
面
を
現
在
進
行
形
で
伝
聞

す
る
場
面
で
す
。

　
　

秋
幸
が
紀
子
に
電
話
し
、
三
時
間
後
の
市
内
の
唯
一
の
デ
パ
ー

ト
の
屋
上
で
紀
子
に
会
っ
た
、
と
モ
ン
が
耳
に
し
た
の
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

デ
パ
ー

ト
店
主
の
三
男
の
桑
原
か
ら
だ
っ
た
。

　
　

紀
子
は
一
時
間
も
前
か
ら
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
に
姿
を
見
せ
て
い

た
。
玩
具
売
場
を
う
ろ
つ
き
、
ミ
ニ
カ
ー
や
電
池
で
動
く
記
者
の

前
に
立
ち
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
っ
て
屋
上
に
で
、
屋
上
の
売
場

主
任
を
ほ
と
ん
ど
趣
味
で
や
っ
て
い
る
店
主
の
息
子
の
桑
原
と
顔

を
合
わ
す
と
、
そ
の
土
地
の
古
く
か
ら
あ
る
家
に
育
っ
た
者
同
士

が
感
じ
る
よ
う
な
親
密
感
の
あ
る
挨
拶
を
し
た
。
屋
上
に
一
角
に

作
っ
た
草
花
店
で
、
店
先
に
並
べ
た
赤
や
桃
色
の
花
を
見
、
し
ゃ

が
み
込
み
、
女
定
員
か
ら
ど
う
す
れ
ば
花
が
大
き
く
き
れ
い
に
咲

く
の
か
、
と
聴
い
て
い
た
。
そ
の
う
ち
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ウ
ン
ド
の

切
符
を
買
い
、
乗
っ
た
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
大
き
な
コ
ー
ヒ
ー
カ

ッ
プ
が
ぐ
る
ぐ
る
廻
る
仕
掛
け
の
切
符
を
買
い
、
乗
り
込
み
、
台

が
動
き
始
め
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
が
廻
り
は
じ
め
て
か
ら
、
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
の
そ
ば
の
ペ
ッ
ト
セ
ン
タ
ー
の
透
明
な
硝
子
戸
越
し
に
秋

幸
が
立
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
明
る
い
笑
み
笑
を
つ
く
り
手
を

振
り
、
そ
の
う
ち
秋
幸
が
立
っ
た
ま
ま
な
じ
り
も
せ
ず
に
自
分
を

見
て
い
る
の
に
気
づ
い
て
か
ら
紀
子
は
体
中
か
ら
笑
み
が
消
え
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
く
の
を
感
じ

0

0

0

0

0

0

目
を
伏
せ
た
。

﹁
と
モ
ン
が
耳
に
し
た
の
は
﹂
と
い
っ
た
部
分
を
省
け
ば
、
こ
こ
の
語
り

は
匿
名
視
界
に
よ
っ
て
外
か
ら
紀
子
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
よ
う
に
も
読

め
ま
す
。
ま
た
、﹁
体
中
か
ら
笑
み
が
消
え
て
い
く
の
を
感
じ
た
﹂
と
な

る
と
、
そ
の
焦
点
化
は
﹁
内
的
﹂
な
も
の
に
な
り
、
ま
し
て
桑
原
と
い
う

人
物
が
モ
ン
に
言
い
伝
え
ら
れ
た
細
部
に
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う

に
叙
法
的
視
点
と
語
り
を
担
う
声
が
交
差
、
あ
る
い
は
混
線
す
る
事
態
は

中
上
健
次
の
文
体
を
彩
る
最
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。
た

だ
、
こ
の
よ
う
に
視
点
技
術
に
よ
っ
て
語
り
が
登
場
人
物
に
委
ね
ら
れ
て

い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
遠
近
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
の
文
章
に
お
け

る
語
り
を
担
う
声
が
複
数
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
へ
分
散
さ
れ
て
い
く
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
は
、﹃
千
年
の
愉
楽
﹄︵
八
十
二
年
︶

の
中
で
若
死
に
し
て
い
く
美
男
子
を
思
い
浮
か
べ
る
﹁
路
地
﹂
の
産
婆
オ

リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
も
、
語
り
手
と
し
ば
し
ば
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
モ
ン
と
同
様
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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な
ら
ば
、
中
上
健
次
に
お
け
る
い
わ
ば
無
際
限
化
す
る
語
り
の
声
の
単

一
性
を
、
そ
の
虚
構
世
界
が
生
み
出
す
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
浸
っ
て
再
構
築

し
て
い
く
こ
と
は
、
読
者
、
研
究
者
、
翻
訳
者
に
と
っ
て
絶
え
間
な
い
挑

戦
で
あ
る
の
と
同
時
に
﹁
愉
楽
﹂
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

　
　


