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Ⅰ　

心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
の
近
代
文
学

ま
づ
看
官
︹
読
者
︺
の
惑ま
ど
ひを
と
き
兼
て
は
作
者
の
蒙
を
啓
き
て
我
小
説
の
改
良
進
歩
を
今
よ
り
次
第
に
企
て
つ
ヽ
竟
に

は
欧
土
の
那
ベ
ル
︵
小
説
︶
を
凌
駕
し
絵
画
音
楽
詩
歌
と
共
に
美
術
の
壇
頭
に
煥
然
た
る
我
物
語
を
見
ま
く
ほ
り
す

近
代
日
本
文
学
の
成
立
期
に
お
い
て
、
坪
内
逍
遙
は
﹃
小
説
神
髄
﹄︵
松
月
堂
、
一
八
八
五
・
九
│
一
八
八
六
・
四
︶﹁
緒

言
﹂
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
江
戸
期
か
ら
続
く
戯
作
の
伝
統
を
否
定
し
、﹁
我
物
語
﹂
を
西
欧
的
な
自
律
的
芸
術
作

品
た
る
﹁
小
説
﹂
と
す
べ
く
、
そ
の
﹁
改
良
進
歩
﹂
を
企
図
し
た
。

で
は
、
逍
遙
が
範
と
し
て
仰
い
だ
の
は
、
ど
の
よ
う
な
形
式
と
内
容
を
有
す
る
小
説
だ
っ
た
の
か
。﹁
小
説
の
主
眼
﹂
の

章
に
お
い
て
、
逍
遙
は
﹁
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
﹂
と
言
明
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
間
と
い
ふ
動
物
に
は
外
に
現
る
ヽ
外
部
の
行お
こ
な
ひ為

と
内
に
蔵か
く

れ
た
る
内
部
の
思お
も
ひ想

と
二
条
の
現
象
あ
る
べ
き
筈
な
り
し

か
し
て
内
外
双ふ
た
つ
な
が
ら
其
現
象
は
駁
雑
に
て
面
の
如
く
に
異
な
る
も
の
か
ら
世
に
歴
史
あ
り
伝
記
あ
り
て
外
に
見
え

た
る
行
為
の
如
き
は
概
ね
こ
れ
を
写
す
と
い
へ
ど
も
内
部
に
包
め
る
思
想
の
如
き
は
く
だ
〳
〵
し
き
に
渉
る
を
も
て
写

し
得
た
る
は
曾
て
稀
な
り
此
人
情
の
奥
を
穿
ち
所
謂
賢
人
君
子
は
さ
ら
な
り
老
若
男
女
善
悪
正
邪
の
心
の
う
ち
の
内
幕

を
ば
洩
す
所
な
く
描
き
い
だ
し
て
周
密
精
到
人
情
を
灼
然
と
し
て
見
え
し
む
る
を
我
小
説
家
の
務
め
と
す
る
な
り
よ
し

や
人
情
を
写
せ
ば
と
て
其
皮
相
の
み
を
写
し
た
る
も
の
は
い
ま
だ
之
を
真ま
こ
との
小
説
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
其
骨
髄
を
穿
つ

に
及
び
て
は
じ
め
て
小
説
の
小
説
た
る
を
見
る
な
り
和
漢
に
名
あ
る
薭
官
者
︹
小
説
家
︺
流
は
ひ
た
す
ら
脚し
く
み色
の
皮
相

に
と
ヾ
ま
る
を
拙
し
と
し
て
深
く
其
骨
髄
に
入
ら
む
こ
と
を
力
め
た
り
し
も
主
脳
と
な
す
べ
き
人
情
を
ば
皮
相
を
写
し

て
足
れ
り
と
せ
り
豈
憾
む
べ
き
こ
と
な
ら
ず
や

︹
中
略
︺

さ
れ
ば
小
説
の
作
者
た
る
者
は
専
ら
其
意
を
心
理
に
注
ぎ
て
我
仮つ

く作
り
た
る
人
物
な
り
と
も
一
度
篇
中
に
い
で
た
る
以

上
は
之
を
活
世
界
の
人
と
見
做
し
て
其
感
情
を
写
し
い
だ
す
に
敢
て
お
の
れ
の
意
匠
を
も
て
善
悪
邪
正
の
情
感
を
作
つ
く
り

設ま
う

く
る
こ
と
を
ば
な
さ
ず
只
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
ヽ
に
摸
写
す
る
心
得
に
て
あ
る
べ
き
な
り

︹
中
略
︺

も
と
小
説
は
美
術
に
し
て
詩
歌
伝
奇
等
に
お
な
じ
け
れ
ど
も
ま
た
お
の
づ
か
ら
詩
歌
伝
奇
と
異
な
る
所
も
尠
か
ら
ず
譬

ば
詩
歌
は
必
ず
し
も
摸
擬
を
主
眼
と
な
さ
ヾ
れ
ど
も
小
説
は
常
に
摸
擬
を
以
て
其
全
体
の
根
拠
と
な
し
人
情
を
摸
擬
し

世
態
を
摸
擬
し
ひ
た
す
ら
摸
擬
す
る
所
の
も
の
を
ば
真
に
偪
ら
し
め
む
と
力
む
る
も
の
た
り

こ
の
よ
う
に
、
逍
遙
は
﹁
只
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
ヽ
に
摸
写
﹂
し
、﹁
模
擬
を
以
て
全
体
の
根
拠
﹂
と
す
る
立
場
に
依
拠

し
な
が
ら
、﹁
心
の
う
ち
の
内
幕
を
ば
洩
す
所
な
く
描
き
い
だ
し
て
周
密
精
到
人
情
を
灼
然
と
し
て
見
え
し
む
る
﹂
の
が

﹁
真
の
小
説
﹂
で
あ
る
と
述
べ
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
の
小
説
を
特
権
化
し
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
﹁
真
の
小
説
﹂

が
作
品
と
し
て
具
現
化
さ
れ
る
に
は
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
文
字
表
現
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
こ
そ
、
当
時
生
み
出
さ
れ
つ

つ
あ
っ
た
言
語
形
式
で
あ
る
﹁
言
文
一
致
﹂
で
あ
っ
た
。
一
般
に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
本
質
と
は
、
ま
さ
に
﹁
真
に
偪
ら
し
め

む
﹂
こ
と
、
す
な
わ
ち
描
写
の
現
前
性
に
他
な
ら
な
い
が
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
内
面
心
理
の
現
前
性
を
志
向
す
る
心
理
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的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
確
立
は
言
文
一
致
体
の
確
立
と
表
裏
一
体
に
現
象
し
た
の
で
あ
る
。

言
文
一
致
体
は
、
明
治
期
に
お
い
て
、
近
代
国
民
国
家
の
言
語
的
基
盤
と
な
る
﹁
標
準
的
な
言
語
規
範
﹂
＝
﹁
国
語
﹂
の

創
成
が
企
図
さ
れ
た
際
、
そ
の
﹁
無
臭
で
無
色
透
明
の
言
語
体
﹂
と
し
て
の
﹁
理
念
を
現
実
的
に
支
え
る
べ
く
し
て
誕
生
し

た
言
語
形
式
﹂
で
あ
っ
た
［
1
］。
そ
し
て
、
柄
谷
行
人
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
口
語
言
語
に
書
記
言
語
を
一
致
さ
せ
よ
う
と

目
論
む
﹁﹁
言
文
一
致
﹂
と
し
て
の
表
音
主
義
﹂
は
﹁﹁
写
実
﹂
や
﹁
内
面
﹂
の
発
見
と
根
源
的
に
連
関
し
て
い
る
﹂［
2
］
の

で
あ
る
。
言
文
一
致
体
は
、
文
字
表
現
と
し
て
の
書
記
言
語
が
有
す
る
物
質
性
を
透
明
化
す
る
。
そ
れ
は
文
字
表
現
の
不
透

明
さ
に
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
﹁
声
﹂
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
言
語
形
式
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
そ
こ
で
は
、
柄
谷
が
﹁
内
面
が
内
面
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
声
を
聞
く
と
い
う
現
前
性
が

確
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂［
3
］
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、﹁
内
面
﹂
の
対
象
化
＝
実
体
化
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
。
し

か
も
こ
の
よ
う
な
﹁
内
面
﹂
は
、﹁
自
分
自
身
の
声
を
聞
く
﹂
こ
と
、
つ
ま
り
自
己
を
絶
え
ず
対
象
化
し
再
帰
的
に
見
つ
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
す
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
自
己
反
省
性
や
内
面
性
は
近
代
的
な
自
律
的
主
体
の
特
質
に
他
な
ら
な

か
っ
た
。
言
文
一
致
は
、
近
代
的
主
体
を
生
成
す
る
言
語
装
置
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
﹁
内
面
﹂
の

客
体
化
と
い
う
事
態
は
、
同
時
に
心
理
が
描
写
の
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
﹁
内
面
﹂
の
﹁
写
実
﹂
と
い
う
事
態

と
し
て
も
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ひ
と
た
び
対
象
化
さ
れ
た
﹁
内
面
﹂
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
客
観
的
に
存
在
す

る
事
物
で
あ
る
か
の
如
く
﹁
只
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
ヽ
に
摸
写
す
る
﹂
こ
と
の
で
き
る
客
体
と
見
做
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、﹁
内
面
﹂
の
﹁
写
実
﹂
が
達
成
さ
れ
る
に
は
、
言
文
一
致
の
行
使
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に

﹁
只
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
ヽ
に
摸
写
﹂
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
中
性
的
な
語
り
手
、
主
観
性
を
消
去

さ
れ
た
視
点
に
よ
る
心
理
描
写
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。﹁
摸
擬
を
以
て
其
全
体
の
根
拠
﹂
と
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
現
前

性
は
、
透
明
な
視
点
か
ら
の
透
明
な
言
語
に
よ
る
記
述
が
な
さ
れ
て
こ
そ
十
全
に
具
現
す
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
逍
遙
の

提
起
し
た
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
深
く
影
響
さ
れ
た
二
葉
亭
四
迷
は
﹁
浮
雲
﹂︵
第
一
篇
、
金
港
堂
、
一
八
八
七
・
六
。
第
二
篇
、

金
港
堂
、
一
八
八
八
・
二
。
第
三
篇
、﹃
都
の
花
﹄
一
八
八
九
・
七
│
八
︶
を
実
作
し
た
。
そ
れ
が
我
が
国
初
の
言
文
一
致
体
小

説
と
し
て
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
言
文
一
致
体
と
い
う
透
明
な
言
語
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
内
面
心
理

の
現
前
性
が
担
保
さ
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
小
説
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
が
達
成
さ
れ
る
に
は
、
既
に
述
べ
た

よ
う
に
、
透
明
で
中
性
的
な
語
り
手
が
設
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
以
下
、
柄
谷
の
記
述
を
引
く
。

リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
を
も
た
ら
す
の
は
、
語
り
手
が
い
る
の
に
ま
る
で
そ
れ
が
い
な
い
か
の
よ
う
に
見
せ
る
話
法
の
工
夫

で
あ
る
。
た
え
ず
動
く
よ
う
な
語
り
手
が
あ
る
と
、
固
定
し
た
一
点
が
な
く
時
間
的
遠
近
法
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、

﹁
現
前
性
﹂
あ
る
い
は
﹁
奥
行
﹂
が
な
く
な
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
話
法
の
完
成
さ
れ
た
形
態
が
﹁
三
人
称
客
観
描
写
﹂

で
あ
る
。［
4
］

こ
こ
で
柄
谷
が
﹁
三
人
称
客
観
描
写
﹂
と
い
う
言
い
方
で
捉
え
て
い
る
の
は
視
点
の
問
題
で
あ
る
。
語
り
手
の
消
去
を
装

う
こ
と
、
つ
ま
り
描
写
の
主
観
性
を
抹
消
し
超
越
的
視
点
か
ら
の
世
界
記
述
を
装
う
の
が
柄
谷
の
言
う
﹁
三
人
称
客
観
描

写
﹂
で
あ
る
。
非
人
格
の
視
点
と
し
て
の
語
り
手
は
、
固
有
の
内
面
を
透
明
化
＝
無
化
さ
れ
、
ひ
た
す
ら
他
者
の
内
面
を
自

在
か
つ
現
前
的
に
語
り
描
く
装
置
と
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
﹁
浮
雲
﹂
は
不
完
全
で
あ
っ
た
。
し
ば
し
ば
作
中
人
物
を
批

評
し
て
み
せ
る
な
ど
、
人
格
を
感
じ
さ
せ
る
語
り
手
が
物
語
世
界
に
顔
を
出
し
、
そ
こ
に
介
入
す
る
か
ら
で
あ
る
。
言
文
一

致
体
に
よ
る
三
人
称
小
説
は
、﹁
浮
雲
﹂
か
ら
二
〇
年
近
く
の
歳
月
を
経
て
、
島
崎
藤
村
﹁
破
戒
﹂︵
自
費
出
版
、
一
九
〇
六
・
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三
︶
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。﹁
破
戒
﹂
で
は
、
語
り
手
が
作
中
人
物
の
視
点
と
殆
ど
同
一
化
し
て
お
り
、﹁
語

り
手
が
い
る
の
に
ま
る
で
そ
れ
が
い
な
い
か
の
よ
う
に
見
せ
る
話
法
﹂
に
成
功
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
書
法
確
立
に
時
日
を
要
し
た
の
は
、
言
文
一
致
や
三
人
称
の
語
り
が
人
工
的
に
仮

構
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
全
く
自
明
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
言
文
一

致
と
い
う
の
は
そ
の
本
質
か
ら
し
て
虚
構
な
の
で
あ
っ
て
、﹁
言
文
一
致
は
、
言
を
文
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、

文
を
言
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
も
な
く
、
新
た
な
言
＝
文
の
創
出
﹂［
5
］
に
他
な
ら
ず
、
口
語
言
語
︵
言
︶
が
書
記
言
語

︵
文
︶
に
一
致
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
言
文
一
致
は
、
口
語
言
語
に
一
致
す
る
か
の
よ
う
に
装
わ
れ
た
書
記
言
語
で
し

か
な
く
、
そ
の
透
明
性
・
直
接
性
は
仮
象
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
仮
象
性
は
三
人
称
の
語
り
に
し
て
も
同
様
で
あ
っ

た
。
三
人
称
と
い
う
遠
近
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
超
越
的
視
点
は
、
そ
の
よ
う
な
人
工
的
構
図
の
中
で
仮
構
さ
れ
た
点
に

す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
在
を
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
そ
れ
が
透
明
で
超
越
的
と
感
じ
ら
れ

る
が
ゆ
え
に
自
然
な
枠
組
み
と
見
做
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
は
な
い
。
心
理
的
リ
ア

リ
ズ
ム
は
、
明
治
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
人
工
的
に
構
築
さ
れ
た
言
語
で
あ
り
表
現
形
式
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

Ⅱ　

近
代
心
理
学
と
近
代
文
学
の
等
質
性

と
こ
ろ
で
、
同
時
代
に
お
い
て
、
透
明
性
や
超
越
性
の
も
と
に
内
面
心
理
を
記
述
し
よ
う
と
し
た
の
は
心
理
的
リ
ア
リ
ズ

ム
と
し
て
の
文
学
だ
け
で
は
な
い
。
一
九
世
紀
後
半
の
西
欧
で
勃
興
し
た
近
代
心
理
学
に
お
け
る
科
学
と
し
て
の
心
理
記
述

も
、
そ
れ
と
等
質
の
枠
組
み
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
心
理
学
の
特
質
に
つ
い
て
、
高
橋
澪
子
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

一
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
に
誕
生
し
た
古
典
的
実
験
心
理
学
も
ま
た
、
心
理
学
の
研
究
対
象
を
個
人
の
内
的
世
界
に
限

定
す
る
﹁
内
観
心
理
学
﹂
も
し
く
は
﹁
個
人
心
理
学
﹂
と
し
て
出
発
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、︿
心
﹀
を
個
人
の
意

識
と
し
て
と
ら
え
た
ロ
ッ
ク
以
降
の
近
世
的
な
心
理
学
思
想
そ
の
も
の
の
延
長
線
上
に
あ
る
。︹
中
略
︺
心
を
意
識
と
し

て
と
ら
え
た
上
で
、
こ
れ
に
近
世
初
頭
以
来
の
機
械
的
要
素
主
義
的
世
界
観
を
類
比
的
に
当
て
は
め
て
意
識
の
世
界
を

そ
の
構
成
要
素
に
分
解
す
る
こ
と
だ
け
を
心
理
学
の
主
要
課
題
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
実
験
心

理
学
の
唯
一
の
新
し
さ
は
、
そ
れ
ま
で
の
人
々
が
、
た
だ
漫
然
と
、
内
省
的
に
の
み
お
こ
な
っ
て
き
た
意
識
の
世
界
の

分
析
に
、
新
た
に
＂
実
験
的
方
法
を
適
用
＂
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
外
か
ら
送
り
込
む
刺
激
に
一
定
の
操

作
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︵
内
な
る
︶
意
識
過
程
に
も
一
定
の
変
化
を
引
き
出
し
、
そ
れ
ら
を
小
刻
み
に
被
験
者
自

身
が
観
察
す
る
と
い
う
、︿
実
験
﹀
と
︿
内
観
﹀
を
組
み
合
わ
せ
た
作
業
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
意
識
の
構
成
要
素

︵
意
識
の
単
位
︶
を
、
た
と
え
ば
﹁
弁
識
閾
﹂
の
よ
う
な
形
で
厳
密
に
数
量
的
に
分
離
し
て
取
り
出
す
方
法
を
確
立
し
た

こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
て
、
文
字
通
り
の
﹁
実
験
心
理
学
﹂
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。［
6
］

こ
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
心
理
学
は
自
ら
を
﹁
近
世
的
な
心
理
学
思
想
﹂
か
ら
科
学
化
し
よ
う
と
し
た
。

外
部
か
ら
は
不
可
視
の
意
識
過
程
に
つ
い
て
、﹁︿
実
験
﹀
と
︿
内
観
﹀﹂
に
よ
る
可
視
化
が
企
図
さ
れ
、
内
面
心
理
は
超
越

的
な
審
級
か
ら
俯
瞰
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
客
観
的
＝
中
性
的
な
視
点
に
よ
る
透
明
な
記
述
こ
そ
が
、
科
学
的
な
記
述
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
内
面
心
理
は
事
物
化
さ
れ
、
記
述
言
語
は
客
体
と
し
て
の
内
面
心
理
を
写
し
取
る
透
明
な
記
号
で
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し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
中
性
化
さ
れ
た
記
述
が
、
言
文
一
致
体
に
よ
る
三
人
称
語
り
を
規
範
視
す
る
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム

に
お
け
る
そ
れ
と
等
質
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
逍
遙
は
、﹃
小
説
神
髄
﹄
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
薭
官
者
流
は
心
理
学
者
の
ご
と
し
宜
し
く
心
理
学
の
道
理
に
基
づ
き
其
人
物
を
ば
仮つ

く作
る
べ
き
な
り
苟か
り

に
も
お
の

れ
が
意
匠
を
以
て
強し
ひ

て
人
情
に
悖
戻
せ
る
否
心
理
学
に
戻
れ
る
人
物
な
ん
ど
を
仮
作
り
い
だ
さ
ば
其
人
物
は
已
に
既
に

人
間
世
界
の
者
に
あ
ら
で
作
者
が
想
像
の
人
物
な
る
か
ら
其
脚き
や
く
し
よ
く
色
は
巧
み
な
り
と
も
其
譚
も
の
が
た
りは
奇
な
り
と
い
ふ
と
も

之
を
小
説
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず

心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
表
現
は
心
理
学
的

0

0

0

0

な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
表
現
を
造
型
す
る
小
説
作
者
は
﹁
心
理
学
者
﹂
の
ご

と
く
﹁
宜
し
く
心
理
学
の
道
理
に
基
づ
き
其
人
物
を
ば
仮
作
る
べ
き
﹂
な
の
で
あ
る
。
逍
遙
は
、
心
理
学
と
い
う
科
学
知
を

参
照
す
る
こ
と
で
、
科
学
的
な
記
述
を
志
向
す
る
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
小
説
表
現
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
。
実
際
、
逍
遙

自
身
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
イ
ン
の
生
理
学
的
心
理
学
を
受
容
し
て
い
た
こ
と
は
早
く
に
越
智
治
雄
の
指
摘
が
あ
り
［
7
］、

そ
の
知
見
は
﹁
当
世
書
生
気
質
﹂︵
晩
青
堂
、
一
八
八
五
・
六
│
一
八
八
六
・
一
︶
な
ど
の
実
作
に
援
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

逍
遙
に
影
響
さ
れ
た
二
葉
亭
も
、﹁
浮
雲
﹂
の
心
理
描
写
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
サ
リ
ー
﹃
幻
覚
﹄︵Illusions.

一
八
八
二
年
刊
︶
の

知
見
を
活
用
し
て
い
る
［
8
］。

し
か
し
な
が
ら
、
心
理
学
の
科
学
化
、
す
な
わ
ち
客
観
的
な
心
理
記
述
の
実
現
に
は
原
理
的
な
ア
ポ
リ
ア
が
つ
き
ま
と
う
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
近
代
心
理
学
は
内
観
に
依
拠
し
、
そ
れ
を
存
立
基
盤
と
す
る
学
知
で
あ
る
。
内
観
は
、
観
察
者
に
外

在
す
る
対
象
を
観
察
＝
記
述
す
る
の
で
は
な
く
、
観
察
者
自
身
の
内
面
心
理
を
自
ら
観
察
＝
記
述
す
る
手
法
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
観
察
対
象
を
意
識
過
程
に
限
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
自
己
が
自
己
を
観
察
す
る
と
い
う
再
帰
性
の
も
と
で
は
、
観
察

す
る
自
己
と
観
察
さ
れ
る
自
己
と
の
無
限
の
自
己
分
裂
を
来
た
し
、
観
察
主
体
に
と
っ
て
意
識
化
不
能
な
残
余
が
永
久
に
残

り
続
け
る
こ
と
に
な
る
［
9
］。
近
代
心
理
学
が
、﹁
そ
れ
ま
で
の
人
々
が
、
た
だ
漫
然
と
、
内
省
的
に
の
み
お
こ
な
っ
て
き

た
意
識
の
世
界
の
分
析
に
、
新
た
に
＂
実
験
的
方
法
を
適
用
＂
し
た
﹂
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
ア
ポ
リ
ア
が
解
消
す
る
こ
と

は
な
い
。
内
面
心
理
を
俯
瞰
す
る
透
過
的
な
視
点
な
ど
原
理
的
に
あ
り
え
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
客
観
的
事
物
の
ご
と
く
記
述

さ
れ
る
内
面
心
理
な
る
も
の
も
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
近
代
心
理
学
は
、
記
述
の
科
学
性
の
装
い
の

も
と
に
、
客
観
的
実
在
と
し
て
の
内
面
心
理
な
る
も
の
を
仮
構
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

我
が
国
に
お
い
て
、
欧
米
の
心
理
学
が
本
格
的
に
移
入
さ
れ
た
の
は
明
治
期
で
あ
っ
た
。
明
治
前
半
に
ま
ず
は
精
神
哲
学

と
し
て
の
色
合
い
の
強
い
イ
ギ
リ
ス
連
合
主
義
心
理
学
が
、
後
半
に
入
る
と
そ
れ
ら
に
代
わ
り
科
学
的
実
証
性
を
志
向
す
る

ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
の
実
験
心
理
学
が
移
入
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
翻
訳
書
や
概
説
書
の
刊
行
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
に
お
い
て
も
心
理
学
の
制
度
化
が
進
み
、
明
治
末
の
時
点
で
は
心
理
学
的
な
知
は
一
般
層
に
も
相
応
の
普
及
を
み
せ
て

い
た
［
10
］。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
は
、
言
文
一
致
体
に
よ
る
小
説
表
現
が
広
く
浸
透
し
一
般
化
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
既

に
記
し
た
よ
う
に
、
藤
村
﹁
破
戒
﹂
の
刊
行
は
明
治
三
九
︵
一
九
〇
六
︶
年
で
あ
る
。
心
理
学
の
普
及
と
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説

の
確
立
は
同
時
並
行
的
に
起
こ
っ
た
事
態
な
の
で
あ
る
［
11
］。
理
由
は
も
は
や
明
白
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
構
さ
れ
た
超

越
的
視
点
に
よ
る
客
観
的
な
心
理
記
述
を
志
向
す
る
点
で
心
理
学
と
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
は
等
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
学
知
と
文

学
表
現
は
、
共
軛
的
に
作
用
す
る
こ
と
で
﹁
内
面
﹂
を
実
体
化
さ
せ
て
い
き
、
小
説
表
現
と
し
て
の
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
、

そ
れ
を
享
受
す
る
読
者
層
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ひ
と
た
び
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
確
立
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
そ

の
後
の
文
学
表
現
の
あ
り
方
を
根
底
的
な
レ
ベ
ル
で
方
向
付
け
る
も
の
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
我
が
国
の
文
学
表
現
は
明
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治
末
以
後
も
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
み
に
収
斂
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
が
規
範
視
・
標
準
視
さ
れ
、
そ
こ
か
ら

の
偏
差
に
よ
っ
て
個
々
の
表
現
が
意
味
付
け
ら
れ
て
い
く
傾
向
が
存
し
続
け
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
言
文
一
致
や
三
人
称
の
語
り
と
い
う
人
工
的
な
言
語
表
現
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
近
代
に
特
殊
的
な
歴
史
的
・
文
化
的
産
物
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
旧
来
の
文
学
的
伝
統
を

否
定
し
、
詩
歌
等
の
他
ジ
ャ
ン
ル
に
比
し
て
小
説
を
特
権
化
す
る
と
い
っ
た
、
本
来
文
学
が
有
し
て
い
た
多
形
的
な
可
能
性

を
抑
圧
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
規
範
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
内
面
的
人
間
を
前
提
と
し
、
ま
た
そ
う
し
た
人
間
を
描

く
文
学
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
自
己
反
省
的
な
近
代
的
主
体
を
普
遍
化
す
る
制
度
で

も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
無
色
透
明
な
超
越
性
を
装
う
こ
と
で
自
身
を
所
与
の
自
然
な
枠
組
み
で
あ

る
と
錯
覚
さ
せ
つ
つ
、
人
々
の
人
間
観
を
も
強
固
に
規
定
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅲ　

初
期
鷗
外
の
文
学
観

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
歴
史
的
産
物
に
他
な
ら
な
い
以
上
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
文
学
の
唯
一
の
あ
り
方
で
も
な
け

れ
ば
、
ま
し
て
や
そ
こ
で
描
か
れ
る
内
面
的
人
間
︵
近
代
的
主
体
︶
が
我
々
の
唯
一
の
存
在
様
態
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。
こ

の
よ
う
に
近
代
文
学
を
相
対
化
す
る
契
機
を
、
そ
れ
が
成
形
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
同
時
代
に
あ
っ
て
い
ち
早
く
摑
ん
で
い
た
知

性
が
存
在
し
た
。
森
鷗
外
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
実
証
し
て
い
く
よ
う
に
、
鷗
外
は
心
理
学
を
は
じ
め
と
し
て
、
哲
学
や

精
神
病
理
学
な
ど
心
的
領
域
に
関
す
る
当
時
最
新
の
学
知
を
広
汎
に
受
容
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し

て
の
近
代
文
学
が
依
拠
す
る
知
的
基
盤
で
も
あ
っ
た
が
、
鷗
外
は
そ
う
し
た
学
知
へ
の
理
解
を
足
が
か
り
に
、
自
ら
近
代
文

学
を
生
み
出
し
つ
つ
も
同
時
に
そ
れ
を
相
対
視
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
鷗
外
は
、
そ
の
文
学
的
営
為
に
よ
っ
て
、
近
代

文
学
の
成
形
自
体
に
深
く
関
与
し
そ
の
可
能
性
を
試
行
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
あ
る
限
界
を
見
据
え
て
文
学
の
別
様
の
あ

り
方
を
も
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

明
治
二
一
︵
一
八
八
八
︶
年
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
鷗
外
は
、
既
に
文
壇
で
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
逍
遙
の
所
説

を
咀
嚼
す
べ
く
、
留
学
中
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
﹃
小
説
神
髄
﹄
を
繙
読
し
た
。
だ
が
、
鷗
外
は
、
そ
こ
に
提
唱
さ
れ
た
心
理

的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
し
理
解
と
と
も
に
或
る
距
離
感
を
懐
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

東
京
大
学
総
合
図
書
館
鷗
外
文
庫
に
は
、
赤
鉛
筆
に
よ
る
二
〇
箇
所
に
及
ぶ
書
き
込
み
の
残
る
﹃
小
説
神
髄
﹄
手
沢
本

︵
上
下
二
冊
・
初
版
本
︶
が
残
さ
れ
て
い
る
。
書
き
込
み
の
様
相
か
ら
、
先
に
引
用
し
た
﹁
小
説
の
主
眼
﹂
の
章
の
記
述
に
鷗

外
が
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
鷗
外
は
﹁
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
﹂
の
一
文
を
鉤
括
弧

で
括
り
余
白
に
﹁Stoffe d. R
om

ane

﹂︵
小
説
の
素
材
︶
と
記
し
［
12
］、﹁
そ
れ
薭
官
者
流
は
心
理
学
者
の
ご
と
し
宜
し
く
心

理
学
の
道
理
に
基
づ
き
其
人
物
を
ば
仮
作
る
べ
き
な
り
﹂
と
の
一
文
も
同
様
に
括
っ
た
上
で
﹁R

om
ancier als Psycholog.

﹂

図①　『小説神髄』上巻20丁表
への書き込み
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︵
心
理
学
者
と
し
て
の
小
説
家
︶
と
記
し
て
い
る
［
図
①
］［
13
］。
ま
た
、﹁
さ
れ
ば
小
説
の
作
者
た
る
者
は
専
ら
其
意
を
心
理
に

注
ぎ
て
我
が
仮
作
た
る
人
物
な
り
と
も
一
度
篇
中
に
い
で
た
る
以
上
は
之
を
活
世
界
の
人
と
見
做
し
て
其
感
情
を
写
し
い
だ

す
に
敢
て
お
の
れ
の
意
匠
を
も
て
善
悪
邪
正
の
情
感
を
作
設
く
る
こ
と
を
ば
な
さ
ず
只
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
ヽ
に
摸
写
す
る

心
得
に
て
あ
る
べ
き
な
り
﹂
と
の
本
文
に
も
鉤
括
弧
の
囲
み
を
付
し
、
余
白
に
﹁Studie

﹂︵
研
究
︶
と
書
き
込
ん
で
い
る

［
14
］。
さ
ら
に
、﹁
譬
ば
詩
歌
は
必
ず
し
も
摸
擬
を
主
眼
と
な
さ
ヾ
れ
ど
も
小
説
は
常
に
摸
擬
を
以
て
其
全
体
の
根
拠
と
な

し
人
情
を
摸
擬
し
世
態
を
摸
擬
し
ひ
た
す
ら
摸
擬
す
る
所
の
も
の
を
ば
真
に
偪
ら
し
め
む
と
力
む
る
も
の
た
り
﹂
と
あ
る
部

分
も
同
様
に
鉤
括
弧
で
括
り
、
余
白
に
﹁
模
擬
﹂
と
記
し
て
い
る
［
15
］。
こ
れ
ら
の
書
き
込
み
か
ら
は
、
鷗
外
が
、
心
理
学

に
基
づ
く
科
学
的
記
述
を
標
榜
す
る
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
要
諦
を
押
さ
え
て
い
た
こ
と
が
判
ろ
う
。

こ
う
し
た
﹃
小
説
神
髄
﹄
と
の
接
触
は
、
既
に
受
容
し
て
い
た
ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
の
小
説
批
評
理
論

に
基
づ
く
批
判
を
経
る
形
で
、
帰
国
後
の
文
学
的
出
発
を
飾
る
﹁
小
説
論
︵C

fr. R
udolf von G

ottschall, Studien

︶﹂︵﹃
読
売

新
聞
﹄
一
八
八
九
・
一
・
三
︶
に
生
か
さ
れ
［
16
］、
さ
ら
に
﹁
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
﹂︵﹃
し
か
ら
み
草
紙
﹄
一
八
八
九
・

一
一
︶
に
示
さ
れ
る
小
説
観
へ
と
結
実
し
た
。

﹁
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
﹂
に
お
い
て
﹁
唯
だ
詩
の
汎
境
に
於
て
も
小
説
の
区
域
に
於
て
も
﹁
美
﹂
の
約
束
は
避
く

べ
か
ら
ざ
る
の
み
﹂
と
明
言
す
る
よ
う
に
、
鷗
外
は
、
芸
術
と
し
て
の
﹁
詩
﹂︵
文
学
︶
の
目
的
に
﹁
美
﹂
の
具
象
化
を
見

て
お
り
、
そ
れ
は
文
学
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
小
説
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
認
識
が
鷗
外
の
文
学
観
・
小
説
観
の
基
底
に

あ
る
。
そ
の
上
で
鷗
外
は
、
文
学
の
中
で
小
説
を
特
権
化
し
た
逍
遙
と
は
異
な
り
、﹁﹁
長
歌
﹂
の
作
家
と
小
説
の
作
家
と
臂

を
連
ね
て
進
み
て
こ
そ
権
衡
そ
の
宜
し
き
を
得
た
る
新
日
本
の
文
学
世
界
は
組
織
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
れ
﹂
と
述
べ
て
、

﹁
長
歌
﹂︵
韻
文
︶
と
﹁
小
説
﹂︵
散
文
︶
の
両
ジ
ャ
ン
ル
が
共
存
し
て
こ
そ
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
文
学
の
発
展
が
見
込
め
る
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
鷗
外
は
、
他
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
比
べ
た
際
の
小
説
の
特
色
つ
い
て
、
逍
遙
の
﹁
小
説
の
主
脳
は
人
情

な
り
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
﹂
や
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
の
﹁
小
説
の
境
地
は
即
ち
是
れ
人
生
の
境
地
な
り
﹂
と
の
言
を
引
き
、
小

説
が
描
く
べ
き
は
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
と
言
明
す
る
。
さ
ら
に
、
逍
遙
に
よ
る
﹁
心
の
う
ち
の
内
幕
を
ば
洩
す
所
な
く
描
き
い

だ
し
て
周
密
精
到
人
情
を
灼
然
と
し
て
見
え
し
む
る
を
我
小
説
家
の
務
め
と
す
る
な
り
﹂﹁
そ
れ
薭
官
者
流
は
心
理
学
者
の

ご
と
し
宜
し
く
心
理
学
の
道
理
に
基
づ
き
其
人
物
を
ば
仮
作
る
べ
き
な
り
﹂
と
の
言
述
を
引
用
し
た
後
、
そ
う
し
た
﹁
実
際

小
説
﹂︵
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
︶
派
に
つ
い
て
、﹁
此
門
に
由
る
と
き
は
以
て
彼
、
精
緻
隠
微
を
極
め
た
る
人
情
を
窺
ふ
べ
く
以

て
彼
、
鄭
重
複
雑
を
極
め
た
る
世
態
を
暁
る
べ
し
此
門
と
は
何
ぞ
や
曰
く
心
理
的
観
察
法
是
れ
な
り
此
法
は
撰
材
の
最
好
手

段
な
り
﹂
と
し
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
心
理
描
写
の
重
要
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鷗
外
は
次
の
よ
う
に
結

語
す
る
。

余
等
は
既
に
心
理
的
小
説
を
是
認
せ
り
然
れ
ど
も
心
理
的
観
察
は
固
よ
り
小
説
を
作
る
べ
き
方
便
に
し
て
小
説
の
目
的

に
あ
ら
ず
、
こ
れ
を
し
て
美
術
の
境
を
守
ら
し
め
ん
と
す
る
に
は
勢
、﹁
想
﹂
に
依
て
こ
れ
を
し
て
融
化
さ
せ
ざ
る
べ

か
ら
ず
其
汗
垢
を
浄
め
ざ
る
べ
か
ら
ず

こ
う
し
た
言
述
に
つ
い
て
、
小
堀
桂
一
郎
は
﹁
芸
術
作
品
を
誕
生
せ
し
め
る
根
源
が
人
間
の
﹁
想
﹂
で
あ
る
と
い
う
信
念

は
、
西
欧
美
学
に
言
う
詩
的
想
像
力
、
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
の
用
語
で
言
え
ばdie produktive Phantasie

と
い
う
概
念
を
得
て

不
動
の
も
の
と
な
っ
た
が
、
一
方
芸
術
作
品
は
具
象
的
な
現
実
で
あ
り
表
現
さ
れ
た
も
の
の
形
で
あ
る
こ
と
も
自
明
な
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
具
体
的
な
小
説
技
法
と
し
て
の
心
理
的
観
察
の
法
を
得
れ
ば
こ
れ
で
彼
の
小
説
観
は
形
が
つ
く
。
創
造



　　2223　　

序章　「小説を作るべき方便」としての「心理的観察」

的
想
像
力
︵
前
出
訳
語
﹁
生
産
的
空
想
﹂︶
と
精
緻
な
観
察
と
が
そ
の
二
本
の
支
柱
で
あ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
［
17
］。
鷗
外

は
、﹁
心
理
学
﹂
に
依
拠
す
る
﹁
心
理
的
観
察
法
﹂
が
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
の
特
色
で
あ
る
と
理
解
し
、
そ
の
有
効
性
を
認
め

て
も
い
る
が
、
一
方
で
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
小
説
の
﹁
方
便
﹂
に
過
ぎ
な
い
と
し
、
小
説
の
﹁
目
的
﹂
は
﹁
美
術
の
境
﹂

を
守
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
こ
こ
で
言
う
﹁
美
術
の
境
﹂
と
は
、
小
説
が
描
出
す
る
の
は
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
と
鷗
外
が
述

べ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
人
事
に
関
わ
る
美
的
理
想
で
あ
っ
た
と
解
せ
る
だ
ろ
う
。
鷗
外
に
と
っ
て
小
説
と
は
、

﹁
想
﹂︵
創
造
的
想
像
力
︶
に
基
づ
き
つ
つ
精
緻
な
心
理
描
写
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ア
ル
で
あ
り
な
が
ら
も
、
単

な
る
リ
ア
リ
ズ
ム
︵
現
実
の
模
写
︶
を
超
え
た
理
想
的
な
人
間
像
や
そ
れ
に
基
づ
く
世
界
観
を
提
示
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
鷗
外
は
そ
の
文
学
的
キ
ャ
リ
ア
の
出
発
か
ら
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
相
対
化
し
て
い
た
。
鷗
外
は
文
学

諸
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
小
説
の
み
を
特
権
視
す
る
こ
と
は
な
く
、﹁
心
理
的
観
察
﹂
を
﹁
小
説
の
目
的
﹂
に
す
る
こ
と
も
な
か

っ
た
。
鷗
外
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
効
用
を
認
め
て
い
た
が
、
小
説
に
期
待
し
た
の
は
、
対
象
を
﹁
あ
り
の
ま
ヽ
に
摸
写
す
る
﹂

こ
と
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
美
的
理
想
と
し
て
の
対
象
を
言
語
的
に
構
築
し
て
い
く
能
産
性
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
で

は
、
な
ぜ
鷗
外
は
小
説
言
語
に
こ
の
よ
う
な
能
産
性
を
見
る
の
か
。
そ
れ
は
鷗
外
の
言
語
観
を
参
照
す
る
こ
と
で
判
然
と
な

る
だ
ろ
う
。

鷗
外
が
帰
国
し
た
明
治
二
一
︵
一
八
八
八
︶
年
、
我
が
国
で
は
言
文
一
致
運
動
が
最
初
の
隆
盛
を
見
せ
、
文
壇
に
お
い
て

も
文
体
改
良
の
試
み
が
活
況
を
呈
し
て
い
た
。
言
文
一
致
体
小
説
の
嚆
矢
で
あ
る
﹁
浮
雲
﹂
が
書
き
継
が
れ
る
最
中
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
状
況
の
中
、
鷗
外
は
﹁
言
文
論
﹂︵﹃
し
か
ら
み
草
紙
﹄
一
八
九
〇
・
四
︶
に
お
い
て
言
文
一
致
に
関

す
る
本
質
的
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。﹁
古
は
言
と
文
と
の
差
別
な
く
、
文
字
成
り
て
言
を
写
し
い
だ
し
ゝ
も
、
こ
れ
を
読

ま
せ
む
た
め
に
あ
ら
ず
、
こ
れ
を
忘
れ
ざ
ら
し
め
む
た
め
﹂
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
述
べ
た
上
で
、
鷗
外
は
、
古
今
東
西
の
文

学
の
よ
う
に
﹁
読
ま
せ
む
た
め
に
作
れ
る
文
漸
く
盛
ん
に
な
り
も
て
ゆ
く
程
に
、
言
と
文
と
の
懸
隔
生
じ
て
、
言
は
必
ず
文

に
先
だ
ち
て
進
み
、
文
は
其
後
よ
り
追
ひ
行
く
如
き
さ
ま
と
な
れ
る
は
、
万
国
の
史
乗
に
照
ら
し
て
見
る
こ
と
を
得
べ
し
﹂

と
の
認
識
を
示
す
。
そ
し
て
、﹁
言
文
一
致
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

世
に
言
文
一
致
と
い
ふ
名
を
聞
き
て
、
文
は
即
言
々
は
即
文
な
り
と
や
う
に
思
ふ
人
も
あ
る
に
似
た
れ
ど
、
言
文
一

致
も
亦
た
今
の
言
を
取
り
た
り
と
い
ふ
の
み
に
て
、
其
質
は
則
ち
儼
然
た
る
文
な
り
。
読
ま
せ
む
た
め
の
文
な
れ
ば
ぞ
、

一
種
の
烹
錬
の
迹
見
え
て
、
自
ら
平
話
と
相
殊
す
る
処
は
あ
な
る
。

こ
こ
で
鷗
外
は
、
言
文
一
致
体
を
﹁
言
﹂
＝
﹁
文
﹂
と
見
做
す
通
念
に
対
し
、
そ
れ
は
﹁
言
﹂
＝
﹁
文
﹂
な
の
で
は
な
く
、

﹁
読
ま
せ
む
た
め
﹂
に
﹁
烹
錬
﹂
さ
れ
た
﹁
儼
然
た
る
文
﹂
に
他
な
ら
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
言

文
一
致
の
本
質
は
無
色
透
明
な
言
語
を
装
い
自
ら
を
自
然
化
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
が
、
鷗
外
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
﹁
平
話
と
相
殊
す
る
﹂
人
工
的
な
言
語
形
式
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
透
明
な
言
語
な
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
言
語
の
不
透
明
さ
、
或
い
は
言
語
の
物
質
性
へ
の
拘
り
は
、
鷗
外
の
言
語
観
に
底
流
す
る
思
念
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
後
年
、
鷗
外
は
﹁
仮
名
遣
意
見
﹂︵﹃
臨
時
仮
名
遣
調
査
委
員
会
議
事
速
記
録
﹄
文
部
大
臣
官
房
図
書
課
、
一
九

〇
九
・
一
︶
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

言
語
ノ
変
遷
ハ
口
語
ノ
上
ニ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
ハ
自
然
ニ
行
ハ
レ
テ
行
ク
、
文
語
ノ
方
ニ
ナ
リ
マ
ス
ト
云
フ
ト
、
是
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レ
ハ
人
工
ノ
加
ツ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル
、
仮
名
遣
モ
同
様
デ
ア
ル
、
併
シ
文
語
ニ
ナ
ツ
テ
カ
ラ
初
メ
テ
言
語
ハ
完
全
ニ
ナ
ル
、

言
語
ガ
思
想
ヲ
十
分
ニ
表
ハ
ス
ト
云
フ
コ
ト
ガ
初
メ
テ
文
語
ニ
ナ
ツ
テ
カ
ラ
完
全
ニ
ナ
ル
、
仮
名
遣
ハ
其
ノ
文
語
ノ
法

則
デ
ア
ル

鷗
外
は
、﹁
文
語
﹂
す
な
わ
ち
書
記
言
語
は
﹁
口
語
﹂
と
は
異
な
り
人
工
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
﹁
言
語
ガ
思
想
ヲ
十
分
ニ
表
ハ
ス
ト
云
フ
コ
ト
﹂
が
可
能
に
な
る
と
言
う
。
し
か
も
、
そ
れ
を
以
て
﹁
初
メ
テ
言
語
ハ
完

全
ニ
ナ
ル
﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
鷗
外
が
、
自
ら
を
透
明
化
す
る
言
文
一
致
の
発
想
と
は
相
容
れ
な
い
言
語
観

を
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
鷗
外
は
、
言
語
化
を
通
じ
て
固
有
の
対
象
が
存
在
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
言
語
の
能

産
性
に
自
覚
的
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
表
現
に
応
じ
た
意
味
内
容
が
、
個
々
の
言
語
表
現
と
不
即
不
離
に
表

象
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
語
観
の
も
と
で
は
、
言
語
は
所
与
の
現
実
を
写
し
取
る
透
明
な
記
号
で
は

な
く
、
文
字
表
現
と
し
て
の
物
質
性
や
不
透
明
さ
を
も
つ
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
表
現
に
固
有
の
対
象
を
構
築

す
る
権
能
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
言
語
観
を
踏
ま
え
る
と
、
鷗
外
が
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
し
て
一
定
の
距
離
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
必

然
と
見
え
て
く
る
。
文
学
の
目
的
を
﹁
美
﹂
の
具
象
化
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
鷗
外
だ
が
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
文
字
表
現

と
し
て
の
基
盤
こ
そ
﹁
文
﹂
が
有
す
る
能
産
性
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
小
説
の
み
な
ら
ず
そ
れ
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
が
並
存
す
る

こ
と
を
よ
し
と
し
た
の
も
、
各
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
多
様
な
表
現
に
応
じ
た
固
有
の
﹁
美
﹂
が
表
象
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ

か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、﹁
人
間
﹂
に
つ
い
て
、
そ
し
て
人
々
が
動
き
回
る
世
界
の
様
相
︵﹁
世
態
﹂︶
に
つ
い
て
描
き

出
す
こ
と
を
目
指
す
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
﹁
小
説
﹂
に
お
い
て
は
、﹁
心
理
的
小
説
を
是
認
﹂
し
人
間
や
そ
れ
を
取
り
巻

く
世
界
が
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
現
前
的
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

鷗
外
が
﹁
心
理
的
観
察
は
固
よ
り
小
説
を
作
る
べ
き
方
便
に
し
て
小
説
の
目
的
に
あ
ら
ず
﹂
と
言
明
し
て
い
た
よ
う
に
、
そ

れ
だ
け
で
は
単
な
る
現
実
の
模
写
を
超
え
た
﹁
美
﹂
を
も
表
現
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
は
達
成
さ
れ
得
な
い
。
心
理
的
リ
ア
リ
ズ

ム
の
小
説
表
現
は
、
無
色
透
明
を
装
う
文
字
表
現
を
基
盤
と
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
鷗
外
の
よ
う
に
、
言
語
そ
れ
自
体
の
物

質
性
が
表
現
に
お
け
る
対
象
構
築
作
用
の
源
泉
で
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
、
透
明
な
記
号
に
過
ぎ
な
い
文
字
表
現
で
は
﹁
美
﹂

を
生
む
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
文
字
表
現
の
観
点
だ
け
で
な
く
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
い
て
﹁
作
者
﹂
は
﹁
只
傍
観
し
て
あ
り

の
ま
ヽ
に
摸
写
﹂
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
も
鷗
外
は
違
和
を
懐
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
文

字
表
現
の
透
明
化
と
と
も
に
、
中
性
的
な
語
り
を
な
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
語
り
手
の
消
去
を
装
う
こ
と
で
リ
ア
ル
な
描
写
を

実
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
鷗
外
は
、
作
品
生
成
に
お
い
て
﹁
美
術
の
境
を
守
ら
し
め
ん
と
す
る
﹂
に
は
﹁
想
﹂︵
創

造
的
想
像
力
︶
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
、
小
説
表
現
を
生
み
出
す
主
体
の
権
能
を
も
強
調
し
て
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う

し
た
主
体
が
消
去
さ
れ
た
と
き
、
小
説
の
語
り
は
﹁
美
﹂
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の

範
型
で
あ
る
無
色
透
明
な
語
り
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
れ
ば
、﹁
美
﹂
を
生
成
す
る
契
機
が
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
リ
ア
ル
で
あ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
が
、
か
と
い
っ
て
中
立
透
明
な
小
説
表
現
に
自
足
し
て
い
て
は
現
実
を

越
え
る
理
想
を
表
象
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
鷗
外
は
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
無
条
件
に
規
範
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
鷗
外
は
自
ら
の
表
現
実
践
に
お
い
て
、
無
数
に
あ
り
得
る
﹁
文
﹂
と
し
て
の
文
学
表

現
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
実
験
し
つ
つ
、
特
に
小
説
の
実
作
で
は
、
如
上
の
現
前
性
と
理
想
を
め
ぐ
る
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え

な
が
ら
、
相
応
し
い
書
法
を
求
め
て
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
鷗
外
が
残
し
た
作
品
の
多
形
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性
は
、
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ⅳ　

鷗
外
文
学
の
多
形
性

鷗
外
は
﹁﹁
長
歌
﹂
の
作
家
と
小
説
の
作
家
と
臂
を
連
ね
て
進
﹂
む
こ
と
を
志
向
し
た
自
身
の
理
想
を
体
現
す
る
か
の
よ

う
に
、
創
作
や
翻
訳
に
お
い
て
、
小
説
の
み
な
ら
ず
、
新
体
詩
、
短
歌
、
俳
句
、
漢
詩
、
戯
曲
等
を
多
岐
に
わ
た
っ
て
終
生

書
き
続
け
て
い
る
。
新
声
社
同
人
と
し
て
の
訳
詩
集
﹃
於
母
影
﹄︵﹃
国
民
之
友
﹄
付
録
、
一
八
八
九
・
八
︶
や
、
日
露
戦
争
従

軍
時
に
創
作
し
た
詩
歌
集
で
あ
る
﹃
う
た
日
記
﹄︵
春
陽
堂
、
一
九
〇
七
・
九
︶
が
そ
の
果
実
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。そ

し
て
、
こ
と
小
説
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
の
帰
国
直
後
、
文
語
体
に
よ
る
翻
訳
と
同
時
に
言
文
一
致
体
の
三

人
称
語
り
を
用
い
た
翻
訳
も
試
み
て
い
た
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
規
範
書
法
で
あ
る
。
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
ー
デ
﹁
緑
葉
の
歎
﹂

︵
三
木
竹
二
と
の
共
訳
。﹃
読
売
新
聞
﹄
一
八
八
九
・
二
・
二
二
︶
を
皮
切
り
に
、
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
﹁
玉
を
懐
い
て
罪

あ
り
﹂︵
三
木
竹
二
と
の
共
訳
。﹃
読
売
新
聞
﹄
一
八
八
九
・
三
・
五
│
七
・
二
二
︶、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
﹁
新
世
界

の
浦
島
﹂︵﹃
少
年
園
﹄
一
八
八
九
・
五
・
三
│
八
・
一
八
︶、
ブ
レ
ッ
ト
・
ハ
ー
ト
﹁
洪
水
﹂︵﹃
し
か
ら
み
草
紙
﹄
一
八
八
九
・
一

〇
│
一
八
九
〇
・
三
︶
の
四
作
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
以
降
、
明
治
三
五
︵
一
九
〇
二
︶
年
の
ヒ
ル
デ
ガ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヒ

ッ
ペ
ル
﹁
や
ま
ひ
こ
﹂︵﹃
芸
文
﹄
一
九
〇
二
・
六
│
八
及
び
﹃
万
年
艸
﹄
一
九
〇
二
・
一
〇
│
一
一
︶
の
翻
訳
が
再
び
言
文
一
致

体
で
な
さ
れ
る
ま
で
、
鷗
外
は
専
ら
翻
訳
小
説
を
文
語
体
に
よ
っ
て
発
表
し
た
。

ま
た
創
作
小
説
に
お
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
処
女
作
﹁
舞
姫
﹂︵﹃
国
民
之
友
﹄
一
八
九
〇
・
一
︶
は
一
人
称
回
想
手
記

の
体
裁
を
と
っ
た
文
語
体
で
あ
り
、
そ
の
後
も
専
ら
文
語
体
に
よ
る
創
作
が
行
わ
れ
た
。
雅
文
体
に
よ
る
﹁
そ
め
ち
が
へ
﹂

︵﹃
新
小
説
﹄
一
八
九
七
・
八
︶
も
、
写
生
文
を
意
識
し
た
と
さ
れ
る
［
18
］﹁
朝
寐
﹂︵﹃
心
の
花
﹄
一
九
〇
六
・
一
一
︶
及
び
﹁
有

楽
門
﹂︵﹃
心
の
花
﹄
一
九
〇
七
・
一
︶
も
文
語
体
で
の
創
作
で
あ
り
、
言
文
一
致
体
の
三
人
称
語
り
に
よ
る
創
作
は
、
明
治

四
二
︵
一
九
〇
九
︶
年
の
﹁
半
日
﹂︵﹃
ス
バ
ル
﹄
一
九
〇
九
・
三
︶
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
既
に
明
治
三
九
︵
一
九

〇
六
︶
年
に
は
藤
村
の
﹃
破
戒
﹄
も
出
版
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
文
壇
で
は
言
文
一
致
体
に
よ
る
三
人
称
語
り
が
リ
ア
リ
ズ

ム
の
書
法
と
し
て
一
般
化
し
て
い
た
が
、
鷗
外
は
﹁
半
日
﹂
以
降
も
、
文
体
こ
そ
言
文
一
致
を
選
択
し
て
い
っ
た
も
の
の
三

人
称
語
り
に
終
始
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
多
く
の
一
人
称
語
り
に
よ
る
小
説
を
書
き
続
け
る
傍
ら
、﹁
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア

リ
ス
﹂︵﹃
ス
バ
ル
﹄
一
九
〇
九
・
七
︶
の
よ
う
に
三
人
称
の
枠
組
み
に
一
人
称
手
記
を
は
め
込
ん
だ
小
説
や
、﹁
雁
﹂︵﹃
ス
バ

ル
﹄
一
九
一
一
・
九
│
一
九
一
三
・
五
、
の
ち
籾
山
書
店
よ
り
一
九
一
五
・
五
に
単
行
本
化
の
際
完
結
︶
の
よ
う
に
一
人
称
語
り
に

よ
り
な
が
ら
も
三
人
称
と
錯
覚
さ
せ
る
小
説
な
ど
、
様
々
な
語
り
の
様
態
を
用
い
て
創
作
を
行
っ
た
。
そ
し
て
鷗
外
は
、
こ

う
し
た
試
行
錯
誤
の
末
に
、
言
文
一
致
体
を
採
用
し
つ
つ
、﹁
わ
た
く
し
﹂
と
い
う
一
人
称
の
叙
述
主
体
が
語
り
紡
ぐ
史
伝

の
形
式
へ
と
至
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
鷗
外
の
表
現
実
践
は
様
々
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
及
び
、
小
説
に
お
い
て
も
リ
ア
リ
ズ
ム
の
規
範
書
法
に
終
始

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
鷗
外
は
、
そ
の
文
学
的
キ
ャ
リ
ア
の
始
発
か
ら
、﹁
人
間
﹂
を
描
き
出
す
小
説
表
現

に
お
け
る
﹁
心
理
的
観
察
﹂
の
有
効
性
は
認
識
し
て
お
り
、
特
に
文
壇
復
帰
後
、
明
治
四
〇
年
代
の
小
説
に
お
い
て
は
心
理

描
写
が
精
緻
化
し
た
。
そ
れ
を
従
来
の
志
向
の
顕
在
化
と
見
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
、
清
田
文
武
が
﹁
小
倉
時
代
を

経
る
と
心
理
描
写
へ
の
関
心
を
強
く
す
る
﹂
と
指
摘
し
た
よ
う
に
［
19
］、
小
倉
在
任
中
︵
一
八
九
九
│
一
九
〇
二
年
︶
の
集
中

的
な
心
理
学
受
容
の
成
果
が
実
を
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
書
法
が
用
い
ら
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れ
て
い
た
と
し
て
も
、
鷗
外
は
そ
れ
を
文
学
の
最
適
解
と
見
做
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
鷗
外
は
リ
ア
リ
ズ
ム
を
重
視
し

な
が
ら
も
、
そ
れ
が
﹁
内
面
﹂
を
実
体
化
し
、
そ
こ
に
中
心
化
さ
れ
た
主
体
ば
か
り
を
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
と
提
示
す
る
同
時

代
の
趨
勢
か
ら
は
距
離
を
置
い
た
。
鷗
外
は
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
小
説
技
法
は
も
と
よ
り
、
そ
の
基
盤
に
あ
る
学
的
背

景
に
ま
で
通
暁
し
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
内
側
か
ら
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
営
み
に
よ
っ
て
、
内
面
的
人
間

を
﹁
あ
り
の
ま
ヽ
に
摸
写
す
る
﹂
の
と
は
別
の
リ
ア
リ
ズ
ム
、
さ
ら
に
言
え
ば
﹁
心
理
﹂
に
拘
泥
す
る
﹁
人
間
﹂
と
は
別
様

の
﹁
人
間
﹂
の
あ
り
方
を
新
た
な
文
学
表
現
を
通
じ
て
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

鷗
外
は
近
代
文
学
と
い
う
言
説
＝
制
度
の
形
成
の
中
心
に
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
を
相
対
視
し
て
い
た
。
し
か
も
、
相
対
視
を

し
な
が
ら
、
最
期
ま
で
文
学
を
手
放
さ
な
か
っ
た
。
本
書
が
鷗
外
の
文
学
的
営
為
に
着
目
す
る
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
。

小
説
の
み
に
収
斂
し
な
か
っ
た
表
現
実
践
が
有
す
る
多
形
性
、
と
り
わ
け
、
小
説
に
お
け
る
文
体
や
語
り
の
多
形
性
は
、
心

理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
頂
点
と
す
る
よ
う
な
表
現
史
的
観
点
か
ら
、
単
な
る
遅
れ
や
劣
後
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

鷗
外
は
、
言
葉
そ
の
も
の
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
と
こ
だ
わ
り
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
小
説
表
現
は
所
与
の
現
実
を
写

し
取
る
無
色
透
明
な
媒
質
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
物
質
性
を
も
っ
た
言
語
的
構
築
物
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
自
覚
の
も
と
に
新
た
な
小
説
表
現
を
模
索
し
、
そ
う
し
た
表
現
が
有
す
る
能
産
性
を
通
じ
て
、
近
代
文

学
が
再
生
産
し
固
定
化
し
よ
う
と
す
る
人
間
観
や
世
界
観
を
更
新
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
鷗
外
が
生
み
出
し
た
文
学
が

有
す
る
多
形
性
に
は
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
の
近
代
文
学
を
脱
構
築
し
、
本
来
文
学
が
有
し
て
い
た
豊
饒
な
可
能
性

を
汲
み
出
す
理
路
が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
本
書
は
、
鷗
外
が
受
容
し
た
広
汎
な
学
知
と
小
説
表
現
生
成
と
の
関
係

に
着
目
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
理
路
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

［
1
］ 

イ
・
ヨ
ン
ス
ク
﹃﹁
国
語
﹂
と
い
う
思
想　

近
代
日
本
の
言
語
認
識
﹄︵
岩
波
現
代
文
庫
︶
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
・
二
、
五
七
頁
。

初
刊
は
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
・
二
。

［
2
］ 

柄
谷
行
人
﹃
定
本　

日
本
近
代
文
学
の
起
源
﹄︵
岩
波
現
代
文
庫
︶
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
・
一
〇
、
五
四
│
五
五
頁
。
な
お
本
書
は
、

初
刊
﹃
日
本
近
代
文
学
の
起
源
﹄︵
講
談
社
、
一
九
八
〇
・
八
︶
か
ら
全
面
的
な
改
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
。

［
3
］ 

柄
谷
行
人
、
前
掲
書
、
七
五
│
七
六
頁
。

［
4
］ 

柄
谷
行
人
、
前
掲
書
、
一
〇
〇
頁
。

［
5
］ 

柄
谷
行
人
、
前
掲
書
、
四
五
│
四
六
頁
。

［
6
］ 

高
橋
澪
子
﹃
心
の
科
学
史　

西
洋
心
理
学
の
背
景
と
実
験
心
理
学
の
誕
生
﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︶
講
談
社
、
二
〇
一
六
・
九
、
三
〇

│
三
一
頁
。

［
7
］ 

越
智
治
雄
﹃
近
代
文
学
成
立
期
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
・
六
、
二
五
八
│
二
六
一
頁
。

［
8
］ 

二
葉
亭
の
心
理
学
や
精
神
病
理
学
の
受
容
に
関
し
て
は
、
ヨ
コ
タ
村
上
孝
之
﹃
二
葉
亭
四
迷
│
く
た
ば
っ
て
し
ま
え
│
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
、
二
〇
一
四
・
五
︶、
七
〇
│
七
四
及
び
一
三
〇
│
一
三
六
頁
に
詳
し
い
。

［
9
］ 

内
観
と
い
う
手
法
が
孕
む
原
理
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
が
﹃
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
原
理
﹄︵Zur Suche 

springen M
etaphysische Anfangsgründe der N

aturw
issenschaft.

一
七
八
六
年
刊
︶
の
中
で
い
ち
早
い
指
摘
を
行
っ
た
。
カ
ン

ト
は
﹁
内
的
に
観
察
さ
れ
る
多
様
な
も
の
は
、
単
に
思
考
上
の
分
析
に
よ
っ
て
相
互
に
分
離
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
れ
を
分
離
し
た
ま

ま
保
持
し
て
お
い
た
り
任
意
に
ふ
た
た
び
結
合
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
ほ
か
の
思
惟
主
体
は
、
意
の
ま
ま
に
わ

れ
わ
れ
の
実
験
に
し
た
が
う
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
ま
た
、
観
察
と
い
う
行
為
自
体
が
観
察
対
象
の
状
態
を
変
え
歪
め
て
し
ま

う
﹂
と
し
て
、﹁
体
系
的
な
分
析
技
術
あ
る
い
は
実
験
論
﹂
の
観
点
か
ら
心
理
学
の
科
学
化
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
︵
犬
竹
正
幸
訳
﹃
カ

ン
ト
全
集
12　

自
然
の
形
而
上
学
﹄
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
・
一
〇
、
一
〇
│
一
一
頁
︶。

［
10
］ 

日
本
に
お
け
る
近
代
心
理
学
の
受
容
と
そ
の
展
開
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
達
哉
・
溝
口
元
編
著
﹃
通
史　

日
本
の
心
理
学
﹄︵
北

大
路
書
房
、
一
九
九
七
・
一
一
︶、
佐
藤
達
哉
﹃
日
本
に
お
け
る
心
理
学
の
受
容
と
展
開
﹄︵
北
大
路
書
房
、
二
〇
〇
二
・
九
︶
に
詳

し
い
。
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［
11
］ 

近
代
心
理
学
と
文
学
表
現
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
諸
家
の
指
摘
が
あ
る
。
作
家
論
的
研
究
に
基
づ
く
指
摘
の
ほ
か︵
先

掲
の
越
智
や
ヨ
コ
タ
村
上
の
指
摘
な
ど
︶、
表
現
史
的
視
座
か
ら
の
指
摘
も
あ
る
。
例
え
ば
藤
井
淑
禎
は
、
明
治
期
に
お
け
る
欧
米
心

理
学
の
移
入
が
文
学
表
現
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
れ
を
大
き
く
﹁
①
連
想
に
よ
る
記
憶
の
再
生
に
基
づ
く
回
想
的
表

現
、
②
統
一
的
自
我
の
自
覚
化
と
、
そ
の
自
我
︵
主
体
︶
に
よ
る
客
体
︵
対
象
︶
の
把
握
と
い
う
、
主
観
・
客
観
を
め
ぐ
る
問
題
、

③
感
情
と
身
体
現
象
と
の
相
関
に
基
づ
く
感
覚
描
写
の
確
立
﹂
の
三
点
に
集
約
し
て
い
る
︵﹃
小
説
の
考
古
学
へ　

心
理
学
・
映
画
か

ら
見
た
小
説
技
法
史
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
・
二
、
一
二
〇
頁
︶。
一
方
、
本
論
に
お
い
て
は
、
特
に
近
代
心
理
学
と
近

代
文
学
が
依
拠
す
る
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
等
質
性
に
着
目
し
て
い
る
。

［
12
］ 

鷗
外
手
沢
本
﹃
小
説
神
髄
﹄、
上
巻
一
九
丁
裏
。

［
13
］ 

鷗
外
手
沢
本
﹃
小
説
神
髄
﹄、
上
巻
二
〇
丁
表
。

［
14
］ 

鷗
外
手
沢
本
﹃
小
説
神
髄
﹄、
上
巻
二
一
丁
裏
。

［
15
］ 

鷗
外
手
沢
本
﹃
小
説
神
髄
﹄、
上
巻
二
三
丁
表
。

［
16
］ 

小
堀
桂
一
郎
﹃
若
き
日
の
森
鷗
外
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
・
一
〇
、
三
八
五
│
三
八
九
頁
。

［
17
］ 

小
堀
桂
一
郎
、
前
掲
書
、
四
二
〇
頁
。

［
18
］ 

成
瀬
正
勝
﹁
写
生
文
の
文
学
史
的
価
値
に
つ
い
て
の
一
提
言
﹂︵﹃
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書　

夏
目
漱
石
Ⅱ
﹄
有
精
堂
、
一
九
八
二
・

九
︶、
二
頁
。
初
出
は
﹃
成
蹊
国
文
﹄
三
号
、
一
九
七
〇
・
三
。

［
19
］ 

清
田
文
武
﹃
鷗
外
文
芸
の
研
究　

中
年
期
篇
﹄
有
精
堂
、
一
九
九
一
・
一
、
一
九
五
頁
。


