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小
説
に
お
け
る
印
象
主
義

1

1

コ
ン
ラ
ッ
ド
と
フ
ォ
ー
ド
の
実
験
的
人
物
描
写

l
l

伊

勢

芳

夫

メ
l
シ
ス
」
に
お
い
て
、
エ

i
リ
ッ
ヒ
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
ホ
i
マ
!
の
「
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
」
の

足
の
傷
の
場
面
と
、
「
創
世
記
」
の
イ
サ
ク
の
犠
牲
の
場
面
に
お
け
る
描
写
方
法
を
綿
密
に
比
較
し
、
以
下
の
よ

う
に
分
析
し
て
い
る
。
吋
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
同
で
は
、
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
の
家
政
婦
の
エ
ウ
リ
ユ
ク
レ
イ
ア
に
よ

る
足
の
傷
の
発
見
か
ら
、
そ
の
由
来
へ
と
遡
っ
て
、
実
際
に
起
こ
っ
た
事
柄
は
も
ち
ろ
ん
、
査
場
人
物
の
心
理

過
程
ま
で
「
何
一
つ
臆
さ
れ
た
り
、
表
現
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
時
間
的
に
前

後
し
な
が
ら
こ
と
細
か
く
敏
密
に
描
い
て
あ
る
が
、
し
か
し
、
平
板
で
、
常
に
描
か
れ
て
い
る
時
間
は
「
現
在
」

と
い
う
瞬
間
で
、
決
し
て
時
間
的
奥
行
き
が
存
在
す
る
と
は
い
え
な
い
の
に
対
し
て
、
一
方
、
「
聖
書
」
で
は
、

ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
イ
サ
ク
を
生
賛
に
す
る
所
を
記
述
す
る
笛
所
で
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
前
に
神
が
現
れ
る

例
え
ば
、
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時
、
神
が
ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
居
る
場
所
、
あ
る
い
は
彼
と

神
の
位
置
関
係
な
ど
が
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
殆
ど
時
間
や
空
間
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な

い
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ホ
i
マ
l
の
作
品
に
お
い
て
写
実
主
義
的
で
常
に
「
現
在
」
と
い
う
瞬
間
が
志

向
さ
れ
る
描
写
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ホ
l
マ
!
の
時
代
は
、
現
世
的
な
喜
び
が
す
べ
て
で
あ
り
、
そ
れ

を
怯
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
一
方
、
「
創
世
記
」
で
時
間
と
空
間
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
の

は
、
中
世
の
絵
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
物
理
的
な
位
置
関
係
が
殆
ど
意
味
を
な
さ
な
い
世
界
観
を
も
っ
た
集
団

に
と
っ
て
、
神
の
不
可
思
議
性
と
、
人
間
の
魂
に
関
心
が
置
か
れ
、
辺
聖
書
」
に
お
い
て
は
、
ホ
i
マ
l
の
作

品
よ
り
は
る
か
に
真
理
を
希
求
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
専
制
的
と
も
い
え
る
ほ
ど
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
を

内
弓

ι
d

排
徐
す
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
起
因
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
小
林
秀
雄
も
、
同
じ
よ
う
な
視
点
か
ら
中
世

の
絵
が
遠
近
法
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
を
「
近
代
絵
画
」
で
論
じ
て
い
お
o

そ
し
て
、
さ
ら
に
、
三
次
元
空
間
を

表
現
す
る
た
め
に
遠
近
法
を
採
用
し
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
の
近
代
絵
画
と
同
じ
よ
う
に
、
近
代
小
説
も
い
わ

ば
遠
近
法
的
要
素
を
も
っ
技
法
が
取
ら
れ
、
時
間
的
・
空
間
的
に
整
合
性
の
在
る
広
が
り
を
も
っ
堅
田
な
世
界

が
捕
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
仮

説
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
作
品
に
用
い
ら
れ
て
い
る
描
写
方
法
が
、
当
時
の
社
会
に
よ
っ
て
作
者
に
与
え
ら

れ
た
世
界
観
か
ら
切
り
離
せ
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
描
写
方
法
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
、
さ

ら
に
、
作
者
の
属
す
る
集
団
の
世
界
観
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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小説における印象主義

こ
の
仮
説
を
も
と
に
し
て
、
文
学
史
で
は
、
必
ず
し
も
市
民
権
を
得
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス

文
学
に
お
け
る
印
象
主
義
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
初
期
に
現
れ
、
フ
ォ
ー
ド
・
マ
ー
ド
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ー
ド
に
よ

る
と
イ
ギ
リ
ス
で
の
そ
の
代
表
的
な
作
家
が
、
ヘ
ン
リ
1
・
ジ
ェ

i
ム
ズ
、
ジ
ヨ

i
ゼ
フ
・
コ
ン
ラ
ッ
ド
、
そ

し
て
フ
ォ
ー
ド
自
身
で
あ
る
が
、
彼
ら
、
特
に
コ
ン
ラ
ッ
ド
と
フ
ォ
ー
ド
の
産
み
出
し
た
印
象
主
義
的
世
界
を

{
4
)
 

考
察
す
る
こ
と
で
、
英
文
学
史
に
お
け
る
印
象
、
王
義
の
意
味
を
定
義
し
て
み
た
い
。

フ
ラ
ン
ス
絵
翻
に
お
い
て
、
印
象
主
義
の
運
動
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
絵
画
運
動
の
塙
矢
に
な
っ
た
こ
と
は
、

美
術
史
で
一
般
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
画
家
の
自
の
開
放
、
す
な
わ
ち
、
見
る
こ
と
自
体
が
重
要

(5) 

な
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
印
象
派
は
、
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
単
に
個
人
的
で
、
主
観
的
で
、
物
に
捕

わ
れ
な
い
純
粋
な
絵
画
を
描
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
う
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
の
脱
出
を
、
強
烈
な

倒
性
と
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
以
外
か
ら
の
芸
術
様
式
、
特
に
大
衆
芸
備
や
、
日
本
の
浮
世
絵
か
ら
、
西
洋
絵
商
の

伝
統
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
構
国
の
取
り
方
や
画
題
の
選
び
方
を
学
ぶ
こ
と
で
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
我
々

は
、
も
し
十
八
世
紀
ま
で
の
西
洋
絵
画
の
伝
統
の
な
か
で
成
長
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
強
い
太
陽
光
線
の
ア
で
、

女
性
の
顔
が
白
く
光
っ
て
い
た
り
、
強
い
影
で
黒
く
な
っ
て
い
る
可
能
性
を
認
め
る
ほ
ど
寛
容
で
は
な
い
し
、

そ
れ
ら
を
、
芸
街
作
品
に
描
く
こ
と
が
正
常
だ
と
は
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
革
命
的
と

も
い
う
べ
き
印
象
主
義
運
動
と
共
に
、
そ
れ
ま
で
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
伝
統
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
そ
ノ

の
見
方
が
、
画
家
個
人
の
所
有
物
と
し
て
要
求
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
学
に
お
い
て
も
イ
ア
ン
・
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ワ
ッ
ト
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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フ
ラ
ン
ス
で
の
よ
う
に
、
(
印
象
主
義
と
い
う
}
用
語
は
、
非
常
に
急
速
に
、
一
般
に
薗
家
の
も
の
と
さ
れ
た
特
長
を
も
っ

と
考
え
ら
れ
た
文
学
の
描
写
方
法

l
i細
密
に
捕
か
れ
た
完
成
口
聞
で
、
熟
慮
さ
れ
た
構
図
を
も
っ
た
作
品
と
い
う
よ
り
、
自

然
で
、
素
早
く
、
生
き
生
き
と
描
か
れ
た
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
よ
う
な
作
品

i
iに
ま
で
拡
大
解
釈
さ
れ
た
。
文
学
に
お
い
て

は
、
そ
の
用
語
は
、
長
い
問
、
絵
画
に
比
べ
る
と
、
ず
っ
と
、
そ
の
場
限
り
の
説
明
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
の
に
留
ま
っ
て

い
た
。
ス
テ
ィ

i
ヴ
ン
・
ク
レ
イ
ン
が
広
く
「
印
象
派
」
と
分
類
さ
れ
、
一
八
九
八
年
に
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
最
初
の
短
編
集

「
不
安
の
物
-
語
」
に
対
し
て
あ
る
書
評
家
が
彼
を
「
印
象
主
義
的
写
実
主
義
者
」
と
記
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
り
最

(
6
)
 

近
に
な
る
ま
で
、
印
象
主
義
を
文
学
運
動
の
一
つ
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
文
学
と
絵
画
の
芸
術
媒
体
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
印
象
主
義
を
描
写
方
法
の
革

命
だ
と
す
れ
ば
、
美
術
史
と
違
っ
て
、
主
題
に
重
一
き
を
置
く
伝
統
的
な
文
学
史
で
は
、
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
絵
画
に
お
い
て
印
象
主
義
を
産
み
出
し
た
西
洋
に
お
け
る
世
界
観
の
変

化
が
、
向
じ
く
、
文
学
作
品
に
お
け
る
描
写
方
法
の
う
ち
に
、
明
確
な
特
長
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
の

は
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
に
、

コ
ン
ラ
ッ
ド
の
作
品
に
見
ら
れ
る
印
象
主
義
的
措
写
方
法
の
重
要
な
特
長
と
し
て
い
わ
れ
て

き
た
も
の
は
、
次
の
二
点
に
集
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
「
遅
ら
さ
れ
た
認
識
作
用
」
と
い
う
も
の
で
あ



る
。
こ
れ
は
イ
ア
ン
・
ワ
ッ
ト
が
命
名
し
た
用
語
で
、
彼
の
定
義
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
物
語
手
法
に
遅
ら
さ
れ
た
認
識
作
用
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
外
界
か
ら
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
受
け
取
る
と
い
う
、
一
時
的
に
先
行
す
る
心
の
動
き
と
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
か
ら
意
味
を
汲
み
取
る
と
い
う
、
か
な
り

ゆ
っ
く
り
と
し
た
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
合
わ
せ
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
手
法
に
よ
っ
て
l
lよ
」
の
作
品
叫
文
明
の
前
哨
一
昨
」
]

で
は
、
ま
だ
洗
練
さ
れ
た
使
い
方
を
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
|
|
読
者
は
カ
イ
エ

l
ル
と
自
然
な
感
覚
を
共
有

{
7
)
 

し
、
彼
が
余
り
の
恐
怖
の
た
め
に
、
自
分
の
し
た
こ
と
が
認
識
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
「
実
感
さ
せ
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。

小説における印象主幾

我
々
が
、
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
際
に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
何
ら
か
の
知
覚
作
用
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
例

え
ば
、
赤
く
、
丸
い
物
体
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
林
檎
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
認
識
に
先
立
つ
知

覚
作
用
は
、
日
常
的
な
状
況
に
お
い
て
は
殆
ど
意
識
さ
れ
な
い
、
所
謂
、
自
動
化
さ
れ
て
い
て
、
認
識
結
果
、
だ

け
が
意
識
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
説
に
お
け
る
伝
統
的
な
描
写
方
法
で
は
、
や
は
り
、
知
覚

作
用
を
綿
密
に
描
か
な
い
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
非
日
常
的
な
現
象
、
大
き
な
爆
音
な
ど

を
耳
に
し
た
時
は
、
聴
覚
が
前
景
化
さ
れ
、
そ
の
原
因
と
な
る
も
の
を
認
識
す
る
作
用
が
起
こ
る
。
こ
の
こ
と

{
8〉

が
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
描
写
で
は
、
一
つ
の
技
巧
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
、
ワ
ッ
ト
は
い
う
の
で
あ
る
。

フ
ォ
ー
ド
が
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
物
語
の
物
理
的
な
時
間
順
序
の
杏
定
で
あ
る
。

つ
自
は
、
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全
般
的
効
果
我
々
は
、
小
説
の
全
般
的
効
果
が
、
人
生
が
人
に
与
え
る
全
般
約
効
果
と
同
じ
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い

う
点
で
一
致
し
た
。
小
説
は
そ
れ
ゆ
え
物
語
で
は
な
く
、
報
告
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
は
我
々
に
、
「
一
九
一
四
年

に
私
の
隣
人
の
ス
ラ
ッ
ク
氏
が
温
室
を
建
て
、
コ
ッ
ク
ス
社
の
緑
の
ペ
ン
キ
で
塗
装
し
た
・
・
・
。
」
と
は
、
い
わ
な
い
の

で
あ
る
。
も
し
貴
方
が
そ
の
こ
と
を
思
い
出
す
な
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
無
秩
序
な
イ
メ
ー
ジ
で
思
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
い
つ
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ス
ラ
ッ
ク
氏
が
彼
の
庭
に
現
れ
、
温
室
の
墜
を
じ
っ
と
見
て
い
る
情
景
を
思
い
出
す
。
次

に
、
資
方
は
そ
の
こ
と
が
何
年
に
起
こ
っ
た
の
か
を
思
い
出
そ
う
と
試
み
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
一
九
一
四
年
の
八
月
で
あ

る
と
絞
り
込
む
。
何
故
な
ら
、
リ
エ

i
ジ
ユ
市
の
市
債
を
購
入
す
る
と
い
う
先
見
の
明
を
え
て
、
人
生
で
初
め
て
一
等
の

シ
ー
ズ
ン
・
チ
ケ
ッ
ト
を
賞
、
つ
こ
と
が
で
き
た
年
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
か
ら
、
資
方
は
、
ス
ラ
ッ
ク
氏
が
当
時
ず
っ
と

ほ
っ
そ
り
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
何
故
な
ら
、
彼
が
ど
こ
で
安
い
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ユ
産
の
ワ
イ
ン
を
買
え
る
か
を
見
つ

け
る
前
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
彼
は
そ
れ
以
来
並
外
れ
た
量
を
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
愛
方
は
ウ
イ
ス

(9) 

キ
i
の
ほ
う
が
彼
に
は
ず
っ
と
い
い
と
怠
っ
て
い
る
の
だ
が
。

240 

人
間
の
記
憶
の
再
生
は
、
そ
れ
が
記
憶
さ
れ
る
時
の
印
象
の
強
さ
や
、
記
格
憾
の
連
鎖
に
従
っ
て
、
思
い
出
さ

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
物
理
的
な
時
間
の
頗
序
に
従
う
の
で
は
な
い
と
い
う
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
全
知
の
語
り
手
の
よ

う
な
、
非
人
間
的
語
り
手
を
設
定
し
た
場
合
を
除
い
て
、
一
人
称
の
語
り
手
の
場
合
は
、
そ
の
語
る
世
界
は
、

ま
さ
に
印
象
主
義
の
絵
の
よ
う
な
語
り
手
の
印
象
風
景
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

コ
ン
ラ
ッ
ド
の
代
表
作
で
あ
る
宮
間
の
奥
」
と
吋
ロ
ー
ド
・
ジ
ム
」
、
フ
ォ
ー
ド
の
代
表
作
で
あ
る

こ
れ
が
、



「
グ
ッ
ド
・
ソ
ル
ジ
ヤ
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で
ど
の
よ
う
に
い
か
さ
れ
て
い
る
か
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
検
証
が
試
み
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
今
ま
で
作
品
と
し
て
余
り
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
俣
継
者
た
ち
』
に
印
象
主

義
的
な
要
素
が
あ
る
か
ど
う
か
調
べ
る
。
こ
の
作
品
は
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
と
フ
ォ
ー
ド
の
共
作
の
形
を
と
っ
て
い

(
凶
)

る
が
、
実
際
は
専
ら
フ
ォ
ー
ド
の
手
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
研
究
家
か
ら

は
、
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
が
、
フ
ォ
ー
ド
に
よ
る
と
河
じ
芸
術
的
信
念
を
も
っ
こ
入
の
小
説
家
が
出

(
H
H
)
 

会
い
(
一
八
九
八
年
の
九
月
の
初
旬
頃
)
、
円
後
継
者
た
ち
」
(
一
九
O
一
年
出
版
)
や
「
ロ
マ
ン
ス
い
(
一
九
O
一二

年
出
版
)
を
共
同
執
筆
し
て
い
る
関
、
彼
ら
は
、
幾
度
と
な
く
小
説
手
法
に
つ
い
て
長
い
時
間
議
論
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
作
品
の
場
合
、
す
ぐ
に
彼
の
ロ
マ
ン
主
義
的
基
盤
に
接
ぎ
木
さ
れ
る
と
い

う
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
、
見
事
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
作
品
に
仕
上
げ
ら
れ
た
の
だ
。
一
方
、
フ
ォ
ー
ド
の
作
品
の
場

合
は
、
そ
れ
が
完
成
さ
れ
た
形
で
世
に
で
る
の
は
、
吋
グ
ッ
ド
・
ソ
ル
ジ
ャ

i
」
(
一
九
一
五
年
出
版
)
を
待
た
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
フ
ォ
ー
ド
は
コ
ン
ラ
ッ
ド
よ
り
前
衛
志
向
が
強
く
、
ジ
ョ
イ
ス
等
の
若
い

小
説
家
を
援
助
す
る
と
い
う
彼
の
そ
の
後
の
経
歴
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
常
に
新
し
い
芸
術
運
動
に
強
い
関

心
を
抱
き
続
け
、
こ
の
時
も
彼
ら
の
野
心
的
な
芸
術
論
を
そ
の
ま
ま
、
作
品
に
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
吋
後
継
者
た
ち
」
は
、
彼
ら
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
側
面
を
明
確
に
示
す
作
品
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を

分
析
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
産
み
出
し
た
新
し
い
要
素
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

吋
後
継
者
た
ち
」
を
、

H
-
G
-
ウ
エ
ル
ズ
の
作
品
の
よ
う
な
空
想
小
説
と
考
え
る
批
評
家
が
あ
る
。
確
か
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に
、
四
次
元
派
、
あ
る
い
は
、
四
次
元
の
世
界
か
ら
や
っ
て
来
た
と
称
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
が
登
場
し
て
、
超
人
的

な
カ
を
発
揮
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
由
緒
あ
る
家
柄
の
出
で
あ
る
ア

i
サ
1
・
グ
ラ
ン
ガ
!
と
い
う
売
れ
な
い
文
学
者
の
一
諮
る
一

人
称
小
説
で
あ
る
。
彼
は
、
世
俗
的
な
こ
と
を
敬
遠
す
る
芸
術
志
向
の
小
説
家
で
あ
っ
た
が
、
安
定
し
た
収
入

と
世
間
の
口
在
日
を
浴
び
る
と
い
う
誘
惑
に
負
け
て
、
吋
時
間
」
と
い
う
新
聞
の
記
者
に
な
る
こ
と
を
承
諾
し
、
外

務
大
臣
の
チ
ャ
ー
チ
ル
や
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
開
発
の
一
環
と
し
て
の
鉄
道
建
設
事
業
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
ド
・

マ
i
シ
ュ
と
い
う
著
名
人
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
彼
ら
を
称
揚
す
る
記
事
を
書
く
。
ド
・
マ

l
シ
ュ
は
イ
ギ
リ

ス
閤
民
か
ら
出
資
を
募
り
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
支
援
獲
得
を
画
策
し
て
お
り
、
チ
ャ
ー
チ
ル
に
接
近
す
る
。
芸

術
を
愛
し
、
保
守
的
で
一
九
世
紀
の
大
英
帝
国
の
政
治
家
の
資
質
を
備
え
た
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
ド
・
マ
!
シ
ユ

に
対
し
て
好
意
は
感
じ
て
い
な
い
も
の
の
、
エ
ス
キ
モ
ー
の
生
活
を
近
代
化
す
る
と
い
う
彼
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

危
う
く
な
り
つ
つ
あ
る
政
治
的
立
場
上
や
む
な
く
賛
同
し
、
イ
ギ
リ
ス
が
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
開
発
の
援
助
を
す

る
よ
う
に
尽
力
す
る
。
そ
し
て
、
円
時
間
」
は
1

1
実
は
ド
・
マ

l
シ
ユ
の
始
め
た
新
聞
で
あ
る
が
i
iー
そ
の
事
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業
を
世
に
志
く
宣
伝
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
頃
、
ァ
i
サ
1
・
グ
ラ
ン
ガ
i
の
妹
、
だ
と
称
す
る
若
く
美
し
い
女
性
が
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
彼
の
前
に

ア
i
サ
l
に
、
自
分
は
「
四
次
元
派
」
の
一
人
だ
と
い
い
、
彼
ら
は
、
十
九
世
紀
的
な
出
入

の
だ
と
い
う
。
ァ
i
サ
ー
は
、
彼
女
の
考
え
を
懐
疑
的
に
受
け
取
り
な
が
ら
も
、
彼

現
れ
る
。
そ
し
て
、



女
の
魅
力
に
惹
か
れ
て
い
く
。
ま
た
、
彼
以
外
の
人
々
、
ア
i
サ
!
の
伯
母
ま
で
が
、
彼
女
が
ア
i
サ
!
の
妹

だ
と
信
じ
て
、
受
け
入
れ
て
し
ま
う
。
彼
女
は
、
自
分
の
美
し
さ
を
武
器
に
使
っ
て
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
鉄
道

事
業
に
関
係
す
る
謙
々
な
人
々
に
取
り
入
り
、
最
後
に
は
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
実
情
を
見
聞
し
た
カ
ラ
ン
と
い

う
作
家
に
暴
露
記
事
を
書
か
せ
、
そ
れ
を
グ
ラ
ン
ガ
i
の
吋
時
間
」
に
掲
載
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
グ
ラ
ン
ガ
ー

は
そ
の
致
命
的
な
力
を
知
り
つ
つ
も
、
彼
女
が
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
そ
れ
が
掲
載
さ

れ
る
こ
と
を
黙
認
す
る
。
そ
の
結
果
、
ド
・
マ

l
シ
ユ
は
も
ち
ろ
ん
、
チ
ャ
ー
チ
ル
や
、
そ
の
事
業
に
多
額
の

金
を
出
資
し
た
人
々
も
没
落
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
小
説
作
品
は
向
じ
時
期
に
輩
出
か
れ
た
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
「
障
の
奥
」
と
同
じ
よ
う
な
テ
ー
マ

を
扱
っ
て
い
る
。

小説における印象主義

さ
て
、
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
印
象
主
義
的
要
素
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
第
一
の
要
素
、
つ
ま
り
「
遅
ら
さ
れ
た

認
識
作
用
」
に
関
し
て
は
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
「
閣
の
奥
」
が
所
々
に
非
常
に
効
果
的
に
用
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、

吋
後
継
者
た
ち
」
で
は
、
作
品
を
通
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
彼
の
妹
と
称
す
る
女
性
が
思
い

が
け
な
く
彼
の
前
に
現
れ
る
場
面
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

高
い
鉄
製
の
門
が
ス
!
と
観
音
開
き
に
内
側
に
開
く
と
、
自
転
車
に
乗
っ
た
女
性
が
、
曲
線
を
抱
く
よ
う
に
、
臼
の
よ
く
当

た
っ
た
通
り
に
出
て
き
た
。
彼
女
は
、
自
く
輝
く
壁
の
前
を
、
非
常
に
明
る
く
、
小
さ
く
、
で
も
く
っ
き
り
と
し
て
、
滑
る
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よ
う
に
進
ん
で
行
く
と
、
曲
が
る
た
め
に
身
を
傾
け
、
滑
り
な
が
ら
私
の
方
に
向
か
っ
て
や
っ
て
き
た
。
私
の
心
は
踊
っ

た
。
彼
女
の
登
場
に
よ
っ
て
、
全
体
が
一
つ
の
構
図
を
も
っ
た
。
あ
の
眠
た
げ
な
、
照
り
輝
く
通
り
全
体
が
一
つ
の
作
品
と

化
し
た
の
だ
。
輝
く
空
も
、
赤
い
屋
根
も
、
蒼
い
影
も
、
看
板
の
赤
と
育
も
、
私
の
足
の
周
り
を
歩
く
鳩
の
青
さ
も
、
郵
便

配
達
夫
の
潟
率
の
明
る
い
赤
も
、
あ
る
べ
き
場
所
に
ぴ
っ
た
り
と
収
ま
っ
た
の
だ
。
彼
女
は
滑
る
よ
う
に
私
の
方
に
や
っ
て

(ロ)

き
て
、
徐
々
に
、
全
体
の
中
心
を
大
き
く
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
女
は
降
り
る
と
、
私
の
傍
に
立
っ
た
。
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こ
こ
で
は
、
自
転
車
に
乗
っ
て
門
か
ら
出
て
き
た
女
性
が
グ
ラ
ン
ガ
i
の
妹
と
称
す
る
女
性
だ
と
特
定
さ
れ

る
前
に
、
彼
女
の
人
を
引
き
つ
け
る
魅
力
が
、
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く
グ
ラ
ン
ガ
!
と
同
時
進
行
に
読
者
も

知
覚
す
る
よ
う
に
捕
か
れ
で
あ
る
。
ま
た
他
の
笛
所
で
は
、
年
よ
り
も
若
々
し
く
快
活
に
掠
る
舞
う
チ
ャ
ー
チ

ル
が
、
彼
女
か
ら
「
そ
れ
〔
私
た
ち
の
邪
魔
を
し
て
い
る
〕
だ
け
で
は
な
く
、
後
進
に
道
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
わ
」
と
い
わ
れ
て
、
グ
ラ
ン
ガ
!
の
自
に
は
、

チ
ャ
ー
チ
ル
の
顔
つ
き
が
突
然
変
わ
っ
た
。
彼
は
か
な
り
年
取
っ
た
よ
う
に
見
え
た
。
膏
ざ
め
て
、
生
気
が
な
く
、
少
し

弱
々
し
く
さ
え
見
え
た
。
私
は
彼
女
が
私
に
託
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
私
に
は
そ
れ
ゆ
え

に
、
彼
女
が
幾
分
い
や
に
な
っ
た
。
人
が
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
が
無
慈
悲
な
ほ
ど
残
酷
な
こ

(
臼
)

と
に
思
え
た
か
ら
だ
。
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こ
の
よ
う
に
、
グ
ラ
ン
ガ
l
と
読
者
は
、
チ
ャ
ー
チ
ル
が
す
で
に
過
去
の
人
で
あ
る
こ
と
が
、
四
次
元
派
と
称

す
る
女
性
の
言
葉
に
対
す
る
チ
ャ
ー
チ
ル
の
一
瞬
の
表
情
の
変
化
を
見
る
こ
と
で
、
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
「
閣
の
奥
」
で
は
、
黒
人
を
描
く
の
に
効
果
的
に
印
象
主
義
的
描
写

方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
フ
ラ
ン
ス
船
に
乗
っ
て
い
る
マ

i
ロ
!
の
眼
前
の
沖
合
に
フ
ラ
ン
ス
軍
艦
が

、A嶋一，，

停
泊
し
て
い
て
、
「
そ
こ
に
は
小
屋
一
つ
な
い
の
に
、
そ
の
軍
艦
は
茂
み
に
向
か
っ
て
砲
撃
し
て
い
た
」
、
そ
し

て
、
マ

l
ロ
ウ
の
同
乗
者
が
あ
そ
こ
に
は
敵
の
キ
ャ
ン
プ
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
草
の
上
に
転
が
っ
て
い
る

ボ
イ
ラ
ー
や
腐
食
し
た
機
械
の
部
品
や
た
く
さ
ん
の
錆
び
た
レ
ー
ル
の
置
い
て
あ
る
風
景
を
自
に
し
、
黒
人
た

ち
の
強
制
労
働
に
よ
る
無
意
味
と
し
か
い
え
な
い
よ
う
な
鉄
道
建
設
だ
と
知
り
、
そ
し
て
そ
の
す
ぐ
後
に
、
近

く
の
林
の
な
か
で
、
病
気
と
飢
え
か
ら
瀕
死
の
状
態
に
あ
る
黒
人
た
ち
を
発
見
す
る
。
そ
れ
か
ら
マ

i
ロ
ウ
は
、

彼
の
近
く
に
い
た
少
年
の
よ
う
に
見
え
る
瀕
死
の
黒
人
に
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
や
る
の
だ
が
、
彼
は
そ
の
黒
人
の
首

の
周
り
に
巻
か
れ
て
い
た
一
片
の
白
い
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
を
見
て
「
何
故
?
」
と
思
う
の
で
あ
泌
o

こ
の
よ
う
に
、

他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
は
例
外
的
に
黒
人
(
原
住
民
)
に
対
し
て
先
入
観
を
も
っ
て
い
な
い
マ
1
ロ
ウ
の
こ
れ
ら

一
連
の
不
合
理
で
悲
惨
な
黒
人
た
ち
の
印
象
的
風
景
を
通
し
て
、
読
者
は
マ

i
ロ
ウ
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
黒
人
観
が
覆
さ
れ
て
い
く
の
を
実
感
す
る
の
で
あ
る
。

吋
後
継
者
た
ち
」
の
印
象
的
描
写
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
モ
ネ
の
よ
う
な
印
象
主
義
の
画
家
の
考
え
を
ス

ト
レ
ー
ト
に
応
用
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
円
閣
の
奥
」
で
は
、
知
覚
作
用
の
後
に
、
そ
の
原
因
を
認
識
し
よ
う
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と
す
る
作
用
か
ら
、
さ
ら
に
、
よ
り
観
念
的
な
物
へ
と
遡
っ
て
い
く
の
に
対
し
て
、
吋
後
継
者
た
ち
」
で
は
、
知

覚
か
ら
そ
の
原
因
の
認
識
作
用
で
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
第
二
の
印
象
主
義
的
な
要
素
に
関
し
て
は
、
つ
ま
り
、
語
り
手
の
自
然
な
記
憶
の
再
生
に
よ
る
語
り

の
手
法
と
い
う
点
で
は
、
吋
後
継
者
た
ち
」
は
吋
閣
の
奥
」
や
「
グ
ッ
ド
・
ソ
ル
ジ
ャ
!
い
と
か
な
り
違
っ
て
い

る
。
「
閣
の
奥
」
で
は
、
停
泊
中
の
船
の
上
で
マ

i
ロ
ウ
が
彼
の
友
人
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
形
式
を
と
り
、
「
グ
ッ

ド
・
ソ
ル
ジ
ャ

i
」
も
、
話
の
何
年
か
後
に
、
不
特
定
の
読
者
に
語
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
吋
後
継
者
た
ち
」

で
は
、
思
い
出
を
人
に
語
る
と
い
う
よ
り
は
、
語
り
手
で
あ
る
主
人
公
が
知
覚
す
る
そ
の
過
程
が
描
か
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ま
さ
に
最
初
に
ダ
ブ
ラ
・
ラ
サ
(
白
紙
)
の
状
態
で
あ
る
彼
が
、
目
撃
し
、
人
の
話
を
聞
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
鉄
道
開
設
事
業
の
意
味
、
そ
れ
は
エ
ス
キ
モ
ー
の
為
と
い
う
よ
り
は
、
営
利
や

売
名
行
為
で
あ
り
、
ま
た
実
際
原
住
民
が
ど
の
よ
う
な
悲
惨
な
状
態
に
あ
る
か
が
、
そ
し
て
彼
の
属
し
、
信
じ

て
い
た
世
界
が
、
新
し
い
世
代
、
世
界
観
を
も
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き
か
が
わ
か
っ
て

く
る
。
た
だ
、
こ
の
手
法
は
、
終
始
読
者
を
い
ら
い
ら
さ
せ
る
。
何
故
な
ら
、
語
り
手
グ
ラ
ン
ガ
ー
が
、
起
こ

り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
、
殆
ど
無
知
で
あ
る
た
め
、
読
者
も
ま
た
、
何
が
起
こ
っ

て
い
る
の
か
が
、
か
な
り
後
ま
で
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
殊
に
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
素
性
に
関
し
て
は
、
最
初
か
ら
最
後

(
M
m
〉

ま
で
謎
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
作
品
は
彼
女
の
一
言
葉
「
観
念
よ
、
え
え
、
観
念
に
関
し
て

l
i」

で
始
ま
り
、
グ
ラ
ン
ガ
ー
が
彼
女
が
ア
メ
リ
カ
人
な
の
か
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
な
の
か
と
推
鴻
を
巡
ら
す
が
、
結
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局
最
後
ま
で
彼
女
の
国
籍
や
本
名
す
ら
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
こ
の
作
品
の
話
の
展
開
は
全
体
的
に
単

調
で
あ
る
。
殆
ど
の
場
合
、
読
者
は
後
に
な
っ
て
、
何
だ
そ
ん
な
こ
と
か
と
患
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

富
岡
の
奥
い
で
は
、
後
に
な
っ
て
も
、
読
者
に
い
い
知
れ
ぬ
不
可
解
な
印
象
を
捨
て
さ
せ
な
い
。
こ
れ
が
作
品
に

深
み
を
与
え
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ツ
ド
・
ソ
ル
ジ
ャ

i
」
の
よ
う
に
、
回
想
が
語
り
手
の
も
の
だ
け
で
は

な
く
、
語
り
手
を
取
り
巻
く
人
々
の
回
想
も
が
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
に
は
め
こ
ま
れ
て
い
て
、
様
々
な
利
窓
口
を
も
っ

た
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
た
め
、
ダ
ウ
エ
ル
の
描
き
出
す
ア
ッ
シ
ュ
パ

i
ナ
ム
と
い
う
人
物
が
様
々
な
矛
盾
を
は

ら
ん
だ
姿
と
し
て
読
者
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

フ
ォ
ー
ド
は
、

ッ
ド
・
ソ
ル
ジ
ャ
!
」
の
出
版
の
二
年
前
に
発
表
し
た
論
文
の
な
か
で
彼
の
印
象
主
義
の

考
え
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

小説における印象主義

し
か
し
、
あ
る
一
瞬
の
鋭
祭
の
記
録
に
ま
っ
た
く
別
の
一
瞬
の
観
察
を
含
め
る
こ
と
は
、
印
象
主
義
で
は
な
い
。
と
い
う
の

は
、
印
象
主
義
は
、
ま
っ
た
く
線
開
約
な
こ
と
だ
か
ら
だ
。

私
は
誤
解
さ
れ
た
く
な
い
の
で
付
け
加
え
る
が
、
以
前
の
観
察
の
記
憶
が
、
そ
の
瞬
間
の
印
象
に
あ
る
色
を
加
え
る
こ
と

は
大
い
に
あ
り
え
る
こ
と
だ
。
〔
中
略
〕
し
か
し
な
が
ら
、
印
象
主
義
の
一
つ
の
作
品
が
、
一
一
つ
、
あ
る
い
は
三
つ
、
あ
る

い
は
あ
な
た
が
望
む
だ
け
の
数
の
場
所
や
人
や
感
情
が
作
家
の
情
緒
の
う
ち
に
ま
っ
た
く
同
時
に
生
起
し
て
い
る
感
覚
を
与

え
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
可
能
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
詩
人
で
あ
れ
、
散
文
作
家
で
あ
れ
、
感
受
性
の
強
い
人
が
、
あ
る
部
震
に

い
る
時
、
別
の
部
震
に
い
る
感
覚
を
も
つ
こ
と
、
あ
る
い
は
、
あ
る
人
に
話
し
か
け
な
が
ら
、
別
の
人
に
つ
い
て
の
記
憶
や
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憧
れ
に
と
て
も
強
く
取
り
つ
か
れ
、
上
の
変
に
な
っ
た
り
、
取
り
乱
す
こ
と
は
大
い
に
あ
り
え
る
こ
と
な
の
だ
。
そ
し
て
さ

ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
多
層
的
な
感
情
を
描
く
試
み
を
ス
ト
ッ
プ
す
る
よ
う
な
規
範
な
ど

{
げ
)

印
象
、
主
義
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

248 

一
九
O
O
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
「
後
継
者
た
ち
」
の
印
象
主
義
的
鎮
向
は
、
こ
の
引
用
の
最
初
の
部
分
が
強
く
出

つ
ま
り
、
そ
の
あ
と
に
補
足
さ
れ
る
部
分
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
文
学

過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

に
お
け
る
印
象
、
王
義
の
成
熟
し
た
考
え
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

我
々
が
印
象
派
の
絵
を
す
ば
ら
し
く
感
じ
る
の
は
、
単
に
一
揺
を
捕
え
た
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
で
は
な
く
、

ま
さ
に
そ
こ
に
色
彩
に
対
す
る
洗
練
さ
れ
た
経
験
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
決
し
て
、
印
象
を
写
し
た
だ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
文
学
に
お
け
る
印
象
主
義
も
、
瞬
間
の
印
象
を
書
き
留
め
る
だ
け
で
は
駄
目
な

の
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
を
捕
え
る
人
間
の
心
理
に
対
す
る
深
い
洞
察
が
な
け
れ
ば
、
単
な
る
ス
ケ
ッ
チ
に
な
っ

て
し
ま
う
の
だ
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
吋
間
同
の
奥
」
の
マ
!
ロ
ウ
や
吋
グ
ッ
ド
・
ソ
ル
ジ
ャ

i
」
の
ダ
ウ
エ
ル
の
印

象
が
、
単
に
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
深
い
心
理
が
捕
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
語
り

手
は
、
決
し
て
、
語
る
た
め
の
道
具
で
は
な
い
。
語
ら
れ
る
世
界
を
決
定
す
る
重
要
な
要
因
、
い
わ
ば
印
象
、
主

義
給
額
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
当
た
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
一
語
る
世
界
は
そ
れ
自
体
独
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
を
取
り
巻
く
語
ら
れ
な
い
部
分
に
よ
っ
て
絶
え
ず
変
化
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
例
え
ば
十
九



世
紀
に
お
け
る
特
異
な
作
品
、
「
嵐
ケ
丘
」
の
語
り
手
と
比
較
し
て
も
、
明
白
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
ロ
ッ
ク

ウ
ッ
ド
や
ネ
リ
i
は
、
嵐
ケ
丘
と
い
う
異
犠
な
世
界
を
語
る
あ
く
ま
で
も
道
具
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
印
象
主
義
の
手
法
を
取
り
入
れ
て
世
苦
か
れ
た
コ
ン
ラ
ッ
ド
と
フ
ォ
ー
ド
の
作
品
は
、
所
謂
客

観
的
な
基
準
が
確
立
さ
れ
て
い
る
作
品
、

つ
ま
り
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
い
う
よ
う
に
、

ゲ
ー
テ
や
ケ
ラ
l
、
デ
イ
ケ
ン
ズ
や
メ
レ
デ
ス
、
パ
ル
ザ
ッ
ク
や
ゾ
ラ
は
、
彼
ら
の
確
実
な
知
識
か
ら
、
彼
ら
の
作
品
の
登

場
人
物
が
何
を
し
、
そ
の
問
何
を
感
じ
た
り
思
っ
た
り
す
る
か
、
そ
し
て
登
場
人
物
の
行
動
や
思
考
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ

(
問
)

れ
る
か
を
読
者
に
語
る
の
だ
。
そ
う
い
っ
た
作
家
た
ち
は
、
登
場
人
物
の
す
べ
て
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

小説における印象主義

そ
の
よ
う
な
、
す
べ
て
が
作
者
(
全
知
の
語
り
手
)
の
下
に
統
括
さ
れ
て
い
る
作
品
と
は
違
っ
て
、
印
象
主
義
的

作
品
は
、
刻
々
と
変
わ
る
光
を
受
け
て
変
化
す
る
モ
ネ
の
積
み
葉
の
絵
の
よ
う
に
、
語
り
手
の
心
と
い
う
キ
ャ

ン
パ
ス
に
描
か
れ
る
、
そ
の
時
々
の
心
理
状
態
に
影
響
さ
れ
た
印
象
と
い
う
絶
え
間
な
く
揺
れ
る
ビ
ジ
ョ
ン
が

、A
Y
〆

描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
最
初
か
ら
認
識
さ
れ
た
も
の
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
感
じ
ら

れ
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
設
問
の
奥
」
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
「
し
ば
し
ば
月
光
の
分
光
に
よ
っ
て
露
に
な
る
も
や
っ

(
ぬ
}

た
月
の
量
の
一
つ
の
よ
う
な
」
苦
漠
た
る
世
界
が
、
マ

l
ロ
ウ
や
ダ
ウ
エ
ル
の
語
り
に
現
出
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
後
継
者
た
ち
」
の
場
合
、
語
り
手
グ
ラ
ン
ガ

i
の
心
に
映
る
世
界
は
、
必
ず
し
も
苦
漠
た
る
印
象
主
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義
的
世
界
と
は
い
え
な
い
。
特
に
、
批
評
家
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
平
板
に
し
か
描
か
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
語
り
手
に
そ
う
見
え
る
、
し
た
が
っ
て
、
読
者
に
そ
う
見
え
る
だ
け
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
背
後
に
、
「
閣
の
奥
」
の
ク
ル
ツ
か
ら
偶
わ
れ
る
よ
う
な
人
間

本
来
の
も
つ
不
可
思
議
さ
を
決
し
て
予
見
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
欠
点
が
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
に
し
て
も
、
ま
た
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
研
究
家
お
よ
び
フ
ォ
ー

ド
の
研
究
家
で
す
ら
、
こ
の
頃
の
フ
ォ
ー
ド
の
評
価
は
低
い
が
、
し
か
し
彼
と
合
作
す
る
前
の
コ
ン
ラ
ッ
ド
の

作
品
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
の
性
格
が
か
な
り
圏
定
さ
れ
て
お
り
、
捕
え
所
の
な
い
性
格
を
も
っ
た
ジ
ム
や

(
れ
}

ク
ル
ツ
を
創
造
し
た
の
は
、
彼
と
の
合
作
中
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
作
品
が
斬
新
な
手
法

を
実
験
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
こ
の
時
期
が
彼
ら
二
人
の
大
き
な
転
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
印
象
主
義
的
特
長
が
生
か
さ
れ
て
い
る
代
表
作
に
対
し
て
、
吋
後
継
者
た

ち
」
は
、
彼
ら
の
実
験
小
説
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
十
九
泣
紀
と
の
決
別
の
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い
え
る
だ
ろ
う
。
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口

n
a
g
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2
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司
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口
n
o
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C
E〈
・
噌
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四
日

F
戸
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F
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ご
3
M
h
N
句
~
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v
・
同
争
'

(
i
)
 

戸
川
Y
H
}



小説における印象主義

小
林
秀
雄
、
吋
小
林
秀
雄
全
集

フ
ォ
ー
ド
は
、

E
h
q
p
n
2
5
n汗
〉

F
号
室
。
~
河
内
室
内
、
忌

5
5
2
2
J円。円
w・
0
2間関

S
M
w
g
F
H口
口
・
い
ま
同
)
七

-Mま
で
次

の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。
「
我
々
は
、
あ
ま
り
抵
抗
な
し
に
、
自
分
た
ち
に
投
げ
つ
け
ら
れ
た
吋
印
象
主
義
』
と
い
う
熔
印

を
受
け
入
れ
た
。
当
時
は
、
印
象
主
義
者
た
ち
は
、
ま
だ
よ
く
な
い
人
々
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
無
神
論
者
で
、
赤
い
ネ
ク

タ
イ
を
着
け
て
は
家
宮
沢
の
肝
を
演
す
よ
う
な
、
共
産
主
義
者
た
ち
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
我
々
は
、
そ
の
吋
印

象
主
義
者
同
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
受
け
入
れ
た
。
何
故
な
ら
、
人
生
は
、
[
先
程
例
に
あ
げ
た
〕
ス
ラ
ッ
ク
氏
の
混
室
の
建
築

の
こ
と
が
貴
方
に
思
い
出
さ
れ
る
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
我
々
に
見
え
て
く
る
所
か
ら
、
人
生
は
誇
ら
な
い
、
人
生
は
我
々

の
脳
に
印
象
を
刻
み
付
け
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
我
々
が
認
識
し
た
か
ら
だ
。
」

(
5
}

】

O
V
口
忠
O
口
出
血
は
、
〉
向
。
走
行
ミ
ロ
S
E
E
S
K同ミ
(
2
2と閉山知〈

g
m
E
F
Cロ
品
。
口
ペ
ベ
田
宮

c
a〈
-
p
g
p
S∞血)・
M
Y
訟
で
、
「
・
・

印
象
派
の
薗
家
は
、
視
点
、
つ
ま
り
、
川
の
土
手
の
ど
こ
に
座
る
か
を
決
め
る
こ
と
で
、
自
分
独
自
の
構
図
を
決
め
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
モ
、
不
が
最
大
の
関
心
を
払
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
分
自
身
の
視
点
を
選
、
び
、
ど
の
方

向
か
ら
対
象
を
捕
え
、
一
邸
家
の
前
に
あ
る
形
態
を
い
か
に
キ
ャ
ン
パ
ス
に
よ
っ
て
切
り
取
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
、
印
象

派
の
薗
家
は
そ
れ
ま
で
の
箇
家
が
ア
ト
リ
エ
で
構
図
を
決
め
た
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
ぐ
ら
い
に
き
っ
ち
り
と
自
分
の
構
図
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

(3) 

第
十
一
巻

i
l近
代
絵
画
円
(
新
潮
社
、

一
九
六
七
)
、
三
二
頁
。

4 

同
同

=
t
そ
白
門
門
喝
の
き
さ
え
九
a
H
E
内送、
5
2
3
5
0
3
2ミ
(
切
四
円
宮
芯
可
田
口
品
F
D
印
〉
=
明
日
和
田
一
C
ロ
ル
〈
・
え
の
田
口
沙
門
出
仲
間
MM
円目印国
L
3
3・M
Y
コ
M
-

nき
さ
九
九
三
宮
呂
志
尽
き
ち
ハ
リ
S
H
E
W
3・コ凶
i
a
・
こ
の
ワ
ッ
ト
の
分
析
に
対
し
て
、
切
門
出
円
相
川
O
吉田
O
ロは、

d
s
s
q乙
5
5

日M

円刊担問。ロお

B
g円
目
当
巳
ぺ
加
工
り
刊
日
々
a

u

白nom出口問
1
・
n2-ミ
九
勾

S
E芯
h
F
a
M
N
O
訟
の
・
宮
口
吋
出
口
(
〉

g
g沼
田
一
吋
町
四
C
=
一
〈
・
0
『〉
Z
a

宮町出血噌叫刊明

F
3器
}
で
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
印
象
主
義
的
側
頭
を
さ
ら
に
深
く
考
察
し
て
い
る
。

(
6
)
 

(
7
)
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(
刊
日
)
ミ
言

S
F司・
3
凶・

(
川
町
)
ミ
喜
界
之
む
さ
号
室
。

b
R日

u
-
M
∞
で
、
モ
ネ
の
次
の
よ
う
な
一
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
自
分
に
と
っ
て
〕
つ
の
風
景

は
そ
れ
固
有
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
何
故
な
ら
そ
れ
は
刻
々
と
変
化
す
る
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
は

な
く
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
も
の
か
ら
そ
れ
は
命
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
」

(加

)
5
5
5ミ
5
9
E号
雪
之
内
ミ
ぉ
・

(
れ
)
イ
ア
ン
・
ワ
ッ
ト
は
、
内
き
さ
を
と
吉
之
宮
内
尽
き
込
町
内
昌
吉
ヲ
目
Y
M
M
斗
で
、
こ
れ
と
は
逆
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
が
、
し

か
し
、
彼
が
別
の
所
で
(
内
室
、
白

E
Z
S
E〈
~
=
5
2
s
pミ
2
3
J

苫
・
コ
mag・3
、
「
そ
れ
か
ら
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
が
「
閣
の
奥
」
を

書
き
始
め
る
時
ま
で
に
、
彼
は
、
印
象
、
主
義
の
薗
家
の
視
覚
を
直
裁
に
描
く
と
い
う
試
み
に
相
当
す
る
言
語
の
試
み
と
し
て

の
物
語
手
法
を
発
展
さ
せ
て
い
た
。
い
と
い
う
の
だ
が
、
ど
う
い
う
契
機
で
コ
ン
ラ
ツ
ド
が
印
象
、
主
義
的
物
語
手
法
を
発
展

さ
せ
た
か
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
な
い
。
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