
1 はじめに

は
じ
め
に

♦
物
語
の
端
切
れ

い
つ
の
世
に
も
、
大
著
と
呼
ば
れ
る
長
編
物
語
や
小
説
は
い
く
つ
も
あ
る
。
書
店
に
は
「
あ
ら
す
じ
で
楽
し
む
○
○
」

や
「
す
ぐ
に
分
か
る
○
○
」
と
い
っ
た
、
そ
れ
ら
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
類
も
数
多
く
並
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
手
に
取
れ
ば

確
か
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
手
早
く
分
か
り
、
そ
の
作
品
に
ふ
れ
た
こ
と
に
は
一
応
な
る
。
訳
知
り
顔
で
誰
か
に
そ
の
作
品
に

つ
い
て
語
り
、
そ
れ
な
り
の
感
想
を
加
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
本
当
に
そ
れ
で
作
品
を
読
ん
だ
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
済
む
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
長
編
の
物
語
や
小
説
は
実
に
長
々
と
、
と
も
す
れ
ば
冗
長
と
も
い

え
る
叙
述
を
抱
え
な
が
ら
編
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
き
に
は
余
分
に
も
感
じ
ら
れ
る
そ
う
し
た
部
分
に
は
、

実
の
と
こ
ろ
、
人
間
の
生
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
エ
ッ
セ
ン
ス
が
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

文
学
は
あ
ら
す
じ
に
乗
ら
な
い
と
こ
ろ
に
味
が
あ
る
、
と
学
生
時
代
の
筆
者
は
教
わ
っ
た
が
、
物
語
や
小
説
に
お
い
て

あ
ら
す
じ
だ
け
を
知
り
た
い
人
に
と
っ
て
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
端
切
れ
の
よ
う
な
部
分
も
、
本
当
は
大
切
な
意
味

合
い
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
文
学
に
よ
っ
て
自
分
の
生
き
方
や
考
え
方
に
何
ら
か
の
影
響
や
変
容
が
も
た
ら
さ
れ

る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
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し
だ
け
登
場
し
名
前
す
ら
も
は
っ
き
り
し
な
い
端
役
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
が
発
す
る
言
葉
は
源
氏
物
語
と
い
う
作
品
の

言
葉
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
脇
役
だ
か
ら
こ
そ
、
主
要
な
人
物
が
気
付
か
な
い
真
実
を
言
い
当
て
る
こ
と
も

あ
る
だ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
物
が
声
を
発
す
る
か
ら
こ
そ
、
様
々
な
物
事
が
多
面
的
に
象
ら
れ
る
。
多
様
な
声

色
が
一
つ
の
作
品
の
中
で
交
響
し
、
と
き
に
変
奏
し
、
そ
う
し
た
も
の
の
る
つ
ぼ
と
し
て
こ
の
物
語
は
あ
る
。

そ
れ
ら
の
「
つ
ぶ
や
き
」
は
応
用
が
き
く
。
と
は
い
え
、
格
言
や
教
訓
と
い
う
ほ
ど
大
げ
さ
で
な
く
、
あ
の
『
徒
然

草
』
の
よ
う
な
押
し
つ
け
が
ま
し
さ
も
な
い
。「
つ
ぶ
や
き
」
の
内
容
を
無
条
件
に
「
善
き
も
の
」
と
し
て
、
こ
の
物

語
を
聖
典
化
す
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
読
者
の
生
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
「
つ
ぶ
や
き
」
で
あ
り
、
正

解
や
模
範
例
で
は
な
い
。
源
氏
物
語
に
は
、
時
代
を
越
え
て
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
生
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
控
え
め
な
言
葉

た
ち
が
ひ
し
め
い
て
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
胎
動
が
情
感
豊
か
に
語
り
尽
く
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
に
付
随
す
る
よ
う

に
、
様
々
な
作
中
人
物
の
口
を
借
り
た
数
々
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
息
を
ひ
そ
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
つ
ぶ
や
き
」
の
フ

レ
ー
ズ
を
抜
き
書
き
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
集
め
て
我
々
の
日
常
に
注
ぎ
込
む
な
ら
ば
、
そ
の
ひ
び
割
れ

に
潤
い
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
後
に
も
挙
げ
る
が
、
例
え
ば
松
風
巻
に
は
、「
な
ず
ら
ひ
な
ら
ぬ
ほ
ど
を
思

し
く
ら
ぶ
る
も
、
わ
る
き
わ
ざ
な
め
り
。
我
は
我
と
思
ひ
な
し
給
へ
」〔
比
較
に
も
な
ら
な
い
人
を
相
手
に
し
て
お
考
え

に
な
る
の
も
、
よ
く
な
い
こ
と
で
す
。
自
分
は
自
分
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
〕（
松
風
・
三
・
一
九
九
頁
、
3
─

382
）
と
い

う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
。
源
氏
（
31
）
が
紫
の
上
（
23
）
を
ど
う
に
か
し
て
な
だ
め
よ
う
と
す
る
言
葉
で
あ
る
。
詳
し
い

説
明
は
後
に
譲
る
が
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
現
代
の
読
者
で
あ
る
我
々
に
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
大
仰

♦
つ
ぶ
や
き
が
生
む
物
語

物
語
や
小
説
を
読
む
中
で
、
登
場
人
物
が
何
と
な
く
口
に
し
た
言
葉
が
い
つ
ま
で
も
心
に
残
る
こ
と
が
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
物
語
や
小
説
の
中
に
無
数
に
散
ら
ば
っ
た
言
の
葉
の
数
々
は
、
前
後
の
文
脈
が
あ
っ
て
こ
そ
意
味
を
な
す
の
で

あ
る
が
、
文
脈
と
い
う
衣
を
取
り
去
っ
た
後
に
残
る
む
き
出
し
の
言
葉
の
断
片
は
、
読
者
の
生
き
る
〈
今
・
こ
こ
〉
に

解
き
放
た
れ
て
、
と
き
に
人
を
導
き
、
と
き
に
人
を
励
ま
す
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
ほ
と
ん
ど
貢
献
し
な
か
っ
た
半

端
者
に
目
を
つ
け
、
そ
こ
か
ら
取
り
出
し
て
我
々
の
生
き
る
時
間
に
蒔
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
新
た
な
水
を
注
が
れ
て

芽
を
出
し
、
予
想
も
で
き
な
か
っ
た
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
物
語
の
端
切
れ
が
読
者

を
触
発
し
、
そ
こ
で
新
た
な
物
語
を
紡
ぎ
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

源
氏
物
語
が
長
編
で
あ
る
こ
と
は
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
構
成
の
巧
み
さ
や
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
平
安
貴

族
た
ち
の
雅
や
か
な
世
界
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
そ
ん
な
中
に
も
、
物
語
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
か
ら

は
み
出
し
な
が
ら
も
、
角
度
を
変
え
て
光
を
当
て
れ
ば
そ
の
と
き
だ
け
輝
く
よ
う
な
比
較
的
短
い
言
葉
の
数
々
が
、
物

語
の
谷
間
に
た
た
ず
ん
で
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
う
中
で
素
通
り
し
て
し
ま
う
に
は
も
っ
た
い
な
い
原
石
が
、
そ
こ

に
は
い
く
つ
も
眠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
ノ
ー
ト
❶
〔
源
氏
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル
〕
参
照
）。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
源
氏
物
語

の
「
つ
ぶ
や
き
」
で
あ
る
。
登
場
人
物
が
独
り
言
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
誰
に
伝
え
る
と
も
な
く
、

源
氏
物
語
が
ひ
っ
そ
り
と
つ
ぶ
や
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
も
、
光
源
氏
の
言
葉
と
は
限
ら
な
い
。
ほ
ん
の
少
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書
は
、
古
典
文
法
の
生
き
た
例
文
集
と
し
て
も
最
適
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
小
学
校
で
の
古
典
の
学
習
に
お
け
る
、
意
味

や
文
化
の
理
解
を
と
も
な
っ
た
音
読
や
暗
唱
な
ど
の
活
動
に
際
し
て
、
源
氏
物
語
の
素
材
集
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
も

で
き
る
。

そ
し
て
、
抜
き
書
い
た
フ
レ
ー
ズ
の
補
足
説
明
も
あ
る
程
度
丁
寧
に
付
し
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
ど
ん
な
登
場
人
物

が
そ
の
言
葉
を
吐
い
た
の
か
が
分
か
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。
引
用
す
る
フ
レ
ー
ズ
ご
と
に
物
語
の
時
間
が
絶
え
ず

行
っ
た
り
来
た
り
す
る
た
め
、
一
つ
の
指
標
と
し
て
、
そ
の
フ
レ
ー
ズ
に
関
係
す
る
人
物
が
そ
の
と
き
何
歳
だ
っ
た
の

か
を
、
人
物
名
の
後
ろ
に
カ
ッ
コ
書
き
で
添
え
た
。
ま
た
、
と
き
に
は
エ
ッ
セ
イ
め
い
た
内
容
を
筆
者
の
教
職
経
験
な

ど
か
ら
書
き
添
え
、
と
き
に
は
現
代
批
評
や
関
連
諸
科
学
の
知
見
を
参
照
し
引
用
も
し
た
。
こ
れ
ら
は
で
き
る
限
り
源

氏
物
語
と
現
代
と
の
接
点
を
探
る
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
掲
出
し
た
フ
レ
ー
ズ
に
様
々
な
角
度
か
ら
光
が

当
た
る
よ
う
に
腐
心
し
た
結
果
で
あ
る
。
中
に
は
説
明
過
多
と
な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

他
に
も
、
必
要
に
応
じ
て
「
ノ
ー
ト
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
る
。
掲
出
し
た
フ
レ
ー
ズ
に
関
連
す
る
事
項
に
つ

い
て
一
歩
踏
み
込
ん
だ
解
説
を
行
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

♦
も
う
一
つ
の
源
氏
物
語

本
書
は
、
時
代
小
説
や
恋
愛
小
説
と
は
違
っ
た
、
も
う
一
つ
の
源
氏
物
語
像
を
提
示
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
抜
き
書

き
す
る
フ
レ
ー
ズ
に
様
々
な
典
拠
や
引
き
歌
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
本
書
は
そ
う
し
た
も
の
を
す
べ
て
指

な
い
い
方
に
は
な
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
々
の
暮
ら
し
に
何
ら
か
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、

源
氏
物
語
に
よ
っ
て
新
た
な
言
葉
を
獲
得
し
触
発
さ
れ
た
読
者
が
、
新
た
な
自
己
の
物
語
を
創
造
し
た
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

♦
本
書
の
仕
組
み

改
め
て
説
明
す
る
と
本
書
は
、
分
か
り
や
す
く
カ
ラ
フ
ル
な
入
門
書
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
は
真
っ
先
に
割
愛
さ
れ
て

し
ま
い
そ
う
な
源
氏
物
語
の
「
つ
ぶ
や
き
」
の
フ
レ
ー
ズ
を
一
つ
ひ
と
つ
集
め
、
抜
き
書
き
し
、
テ
ー
マ
ご
と
に
整
理

し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
筆
者
の
恣
意
の
介
在
が
避
け
ら
れ
ず
、
遺
漏
や
偏
向
が
当
然
あ
り
得
る
こ
と

を
断
わ
っ
て
お
く
。
本
文
の
引
用
に
は
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
を
用
い
、
原
文
と
訳
文
の
頁
数
を
そ
れ
ぞ
れ
添
え
た
の
で
、

参
照
も
容
易
で
あ
ろ
う
。
掲
出
す
る
フ
レ
ー
ズ
は
基
本
的
に
原
文
で
味
わ
う
こ
と
を
旨
と
し
て
い
る
。
極
め
て
感
覚
的

な
も
の
言
い
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
原
文
は
当
時
の
社
会
で
共
有
さ
れ
て
い
る
空
気
や
諸
条
件
に
支
え
ら
れ
て
内

容
が
緩
や
か
に
暗
示
さ
れ
、
様
々
な
要
素
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
現
代
語
訳
の
文
と
な
る
と
、
そ
の
あ
た

り
の
緊
張
感
が
ど
う
し
て
も
ば
ら
け
て
き
て
説
明
的
か
つ
分
析
的
に
な
り
、
何
と
も
散
漫
で
間
延
び
し
た
言
葉
遣
い
に

な
っ
て
し
ま
う
。
翻
訳
は
再
現
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
や
は
り
原
文
を
第
一
に
掲
げ
た
い
と
思
う
。
と
こ

ろ
で
、
中
学
校
や
高
等
学
校
で
学
習
す
る
「
古
文
」
の
範
囲
は
奈
良
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
読

み
解
く
た
め
の
古
典
文
法
は
、
源
氏
物
語
の
成
立
し
た
平
安
時
代
中
期
の
日
本
語
を
規
範
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
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▼
ノnote

ー
ト 

❶ 

源
氏
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル

文
学
作
品
は
、
そ
の
形
態
＝
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。「
文
芸
の
世
界
を
時
間
と
い

う
座
標
軸
に
沿
っ
て
縦
に
切
る
と
文
学
史
に
な
り
、
二
次
元
空
間
の
座
標
軸
に
沿
っ
て
横
に
切
る
と
、
文
芸
作
品
の
さ

ま
ざ
ま
な
か
た
ち
す
な
わ
ち
ジ
ャ
ン
ル
が
現
れ
る
」（
小
西
甚
一
『
古
文
の
読
解
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）。

源
氏
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル
は
物
語
な
い
し
は
作
り
物
語
と
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
源
氏
物
語
の
中
に
は

物
語
と
い
う
枠
組
み
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
要
素
が
多
数
見
受
け
ら
れ
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
執
筆
と
編

集
は
公
的
な
文
化
事
業
で
あ
り
、
後
宮
の
複
数
の
人
々
に
よ
る
文
学
史
上
初
め
て
の
公
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
制
作
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
環
境
で
制
作
さ
れ
た
源
氏
物
語
は
従
来
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
物
語
を
超
え
る
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
も
あ
る
（
土
方
洋
一
「『
源
氏
物
語
』
は
「
物
語
」
な
の
か
？
」、
助
川
幸
逸
郎
他
編
『
新
時
代

へ
の
源
氏
学
１　

源
氏
物
語
の
生
成
と
再
構
築
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
四
年
）。

本
書
の
方
針
は
、「
は
じ
め
に
」
の
と
こ
ろ
で
縷
々
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
源
氏
物
語
を
物
語
な
ら
ざ
る
も
の
と

し
て
読
む
と
い
う
試
み
で
も
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
源
氏
物
語
が
女
訓
書
（
女
子
へ
の
教
育
書
）
と
し
て
享
受
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
昨
今
で
は
、
源
氏
物
語
の
中
に
「
権
門
子
弟
の
教
育

論
、
作
り
物
語
論
、
女
子
教
育
論
、
返
書
論
、
音
楽
論
、
内
侍
論
、
結
婚
論
、
継
母
論
」
と
い
っ
た
「
現
実
の
宮
廷
生

活
に
生
き
る
人
々
に
、
実
際
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
教
訓
」
に
つ
い
て
の
「
評
論
的
語
り
」
が
見
ら
れ
、「
物
語
が
そ
も

摘
し
つ
つ
読
ん
で
い
く
立
場
を
と
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
先
行
言
説
を
借
り
て
そ
の
フ
レ
ー
ズ
が
成
り
立
っ
て
い
る
に

せ
よ
、
そ
れ
ら
は
も
は
や
源
氏
物
語
の
言
葉
と
し
て
我
々
の
目
の
前
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
重
く
見
る
た
め
で
あ
る
。

本
書
は
源
氏
物
語
の
言
葉
に
つ
い
て
そ
の
過
去
や
来
歴
を
振
り
返
る
の
で
は
な
く
、
我
々
の
〈
今
・
こ
こ
〉
と
掛
け
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
あ
り
の
ま
ま
に
享
受
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
物
語
の
言
葉
は
ス
ト
ー
リ
ー

の
く
び
き
か
ら
解
き
放
た
れ
、
場
面
や
巻
を
隔
て
て
交
響
し
合
い
、
多
声
的
な
意
味
を
生
成
す
る
は
ず
で
あ
る
。
切
り

離
さ
れ
る
こ
と
で
つ
な
が
る
も
の
も
あ
る
。

古
典
文
学
作
品
と
現
代
社
会
と
を
安
易
に
接
続
す
る
こ
と
つ
い
て
は
、
若
干
の
抵
抗
を
覚
え
る
向
き
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
格
調
高
い
古
典
が
我
々
の
卑
近
な
日
常
生
活
に
関
与
す
る
と
は
思
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
古
典
文
学
を
職

業
的
に
扱
う
者
で
あ
れ
、
愛
好
家
で
あ
れ
、
特
に
興
味
を
抱
か
な
い
一
般
人
で
あ
れ
、
様
々
な
事
情
を
抱
え
つ
つ
勉
強

す
る
中
高
生
で
あ
れ
、
日
常
の
言
葉
で
特
に
問
題
な
く
読
め
る
近
現
代
文
学
と
、
そ
う
で
は
な
い
古
典
と
の
間
に
は
、

意
識
の
上
で
取
り
去
り
が
た
い
大
き
な
壁
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
発
想
の
枠
組
み
は
、
昭
和
の
中

ご
ろ
に
制
度
的
に
作
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
（
ノ
ー
ト
❷
〔
国
語
＝
現
国
＋
古
典
、
と
い
う
観
念
〕
参
照
）。
両
者
は
本

来
的
に
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
読
む
読
者
が
い
て
こ
そ
、
文
学
は
成
立
す
る
。

源
氏
物
語
と
我
々
の
生
と
の
接
点
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
血
の
通
っ
た
享
受
は
結
実
す
る
は
ず
で
あ
る
。


