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一

　
『
蜜
柑
』
は
、
大
正
八
年
四
月
三
日
に
脱
稿
さ
れ
、
大
正
八
年
五
月
一
日
発

行
の
雑
誌
『
新
潮
』
第
三
十
巻 

第
五
号
に
「
私
の
出
遇
つ
た
事
」
の
総
題
で

「
一
、
蜜
柑
」「
二
、
沼
地
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
。
の
ち
『
影
燈
籠
』『
地
獄

變
』『
沙
羅
の
花
』『
芥
川
龍
之
介
集
』
に
収
め
ら
れ
た
。
こ
の
特
殊
な
発
表
の

さ
れ
方
は
問
題
視
さ
れ
、
芹
澤
光
興
氏
の
論
文
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
作
者
で
あ
る
芥
川
龍
之
介
が
海
軍
機
関
学
校
を
退
職
し
た
後
、
初
め
て
脱

稿
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

　
『
蜜
柑
』
は
、
小
娘
が
汽
車
か
ら
三
人
の
弟
た
ち
に
向
か
っ
て
蜜
柑
を
投
げ

る
と
い
う
場
面
が
大
変
印
象
的
な
作
品
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
『
蜜
柑
』
は

芥
川
の
実
体
験
で
あ
る
と
し
、「
私
」
と
芥
川
本
人
を
重
ね
て
読
む
読
み
が
多

く
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
か
、『
蜜
柑
』
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
明
確

に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
い
さ
さ
か
も
表
現
に
無
駄
の
な
い
、
作
者
の

人
間
的
な
心
持
ち
の
温
く
染
み
出
た
作
品
で
あ
る
」
と
い
う
南
部
修
太
郎
の
評（
１
）

を
始
め
と
し
、
菊
地
弘
氏
の
「
人
間
味
」「
血
縁
」「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
が
主

題（
２
）だ
と
す
る
説
と
、
芹
澤
光
興
氏
や
高
橋
龍
夫
氏
の
「
芸
術
」
が
主
題（
３
）だ
と
す

る
説
が
あ
る
。

　

芥
川
の
実
生
活
、「
私
」
と
小
娘
の
関
係
性
や
文
章
上
の
表
現
を
通
し
て
、

芥
川
が
『
蜜
柑
』
に
お
い
て
何
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
か
、
考
察
し
て
い
き
た

い
。

　
　
　
　
　

二

　
『
蜜
柑
』
の
題
名
に
も
な
っ
て
い
る
蜜
柑
だ
が
、
な
ぜ
小
娘
が
弟
た
ち
に
投

げ
与
え
る
も
の
が
蜜
柑
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
作
者
で
あ

る
芥
川
が
実
際
に
そ
の
光
景
を
目
撃
し
、
そ
の
ま
ま
書
い
た
か
ら
だ
と
考
え
れ

ば
簡
単
だ
が
、
も
う
少
し
蜜
柑
で
あ
る
必
然
性
を
考
え
て
み
た
い
。

　

例
え
ば
、
季
節
設
定
が
冬
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
蜜
柑
が
登
場
す
る
な
ら

ば
、
他
の
果
物
で
も
成
立
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
芥
川
の
『
葱
』
に
次

の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

さ
う
し
て
そ
の
町
の
右
側
に
、
一
軒
の
小
さ
な
八
百
屋
が
あ
つ
て
、
明
く

瓦
斯
の
燃
え
た
下
に
、
大
根
、
人
参
、
漬
け
菜
、
葱
、
小
蕪
、
慈
姑
、
牛

蒡
、
八
つ
頭
、
小
松
菜
、
獨
活
、
蓮
根
、
里
芋
、
林
檎
、
蜜
柑
の
類
が
堆

く
店
に
積
み
上
げ
て
あ
る（
４
）。
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『
葱
』
は
大
正
八
年
十
二
月
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
大
正
八
年
は
『
蜜

柑
』
が
書
か
れ
た
年
と
同
じ
年
に
当
た
る
。『
葱
』
の
描
写
か
ら
、
こ
の
こ
ろ

に
は
林
檎
も
蜜
柑
も
一
般
に
浸
透
し
、
八
百
屋
に
並
ぶ
果
物
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
場
面
の
季
節
は
冬
で
あ
る
。
八
百
屋
に
あ
る

冬
の
果
物
の
代
表
と
し
て
林
檎
と
蜜
柑
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、『
蜜
柑
』
に
お
い
て
も
小
娘
の
投
げ
る
果
物
が
蜜
柑
で
は
な
く

林
檎
で
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
他
に
も
果
物
は
多
く
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
林
檎
を
比
較
対
照
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　

蜜
柑
の
名
は
室
町
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
コ
ミ
カ
ン
（
紀
州
蜜

柑
）
の
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
現
在
、
蜜
柑
と
し
て
一
般
に
親
し
ま
れ
て
い
る
の

は
温
州
蜜
柑
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
初
期
に
発
生
し
た
も
の
で
、
一
般

に
広
ま
っ
た
の
は
明
治
初
期
以
後
の
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
明
治
時
代
に
主

流
が
紀
州
蜜
柑
か
ら
温
州
蜜
柑
に
変
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。
旬
の
時
期
は
九
月
か

ら
一
月
で
、
季
語
は
冬
で
あ
る
。

　

一
方
、
林
檎
の
名
は
平
安
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
ワ
リ
ン
ゴ
の
こ

と
で
、
セ
イ
ヨ
ウ
リ
ン
ゴ
と
は
異
な
る
。「
林
檎
」
は
ワ
リ
ン
ゴ
を
指
し
、
セ

イ
ヨ
ウ
リ
ン
ゴ
は
ワ
リ
ン
ゴ
と
区
別
す
る
た
め
に
「
苹
果
」
と
表
記
し
て
い
た
。

現
在
、
一
般
的
に
林
檎
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
セ
イ
ヨ
ウ
リ
ン
ゴ
の
こ
と
で
、
江

戸
末
期
に
日
本
へ
渡
来
し
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
本
格
的
な
導
入
が
行
わ
れ
た

と
さ
れ
る
。
旬
の
時
期
は
九
月
か
ら
十
二
月
で
、
季
語
は
秋
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
蜜
柑
も
林
檎
も
明
治
時
代
に
は
一
般
的
に
広
ま
っ
て
い
た
果
物
だ

と
言
え
る
。
夏
目
漱
石
『
三
四
郎
』
の
中
に
林
檎
と
蜜
柑
、
そ
の
他
多
く
の
果

物
の
描
写
が
登
場
す
る
と
塚
谷
裕
一
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
日
本
で
果
物
か
ら
珍
奇
な
も
の
、
高
級
な
も
の
、
と
い
う
意
識

を
捨
て
、
日
常
の
食
生
活
に
取
り
入
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
と
唱
え
ら
れ
だ
し

た
の
は
、
諸
外
国
と
の
交
流
も
深
ま
っ
て
き
た
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）

年
頃
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
に
発
表
さ
れ
た

『
三
四
郎
』
の
果
物
は
、
そ
れ
を
受
け
て
積
極
的
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

理
由
は
何
に
せ
よ
、『
三
四
郎
』
は
果
物
が
小
説
に
登
場
し
た
き
わ
め
て

初
期
の
例
な
の
で
あ
る（
５
）。

　
『
三
四
郎
』
の
中
で
、
蜜
柑
と
林
檎
の
登
場
す
る
場
面
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

 

「
医
者
は
昨
夕
来
ま
し
た
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
だ
さ
う
で
す
」

 

「
今
朝
早
く
佐
々
木
さ
ん
が
御
出
に
な
つ
て
、
小
川
が
病
気
だ
か
ら
見
舞

に
行
つ
て
遣
つ
て
下
さ
い
。
何
病
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
、
何
で
も
軽
く
は

な
い
様
だ
。
つ
て
仰
や
る
も
の
だ
か
ら
、
私
も
美
禰
子
さ
ん
も
吃
驚
し
た

の
」

与
次
郎
が
又
少
し
法
螺
を
吹
い
た
。
悪
く
云
へ
ば
、
よ
し
子
を
釣
り
出
し

た
様
な
も
の
で
あ
る
。
三
四
郎
は
人
が
好
い
か
ら
、
気
の
毒
で
な
ら
な

い
。「
ど
う
も
難
有
う
」
と
云
つ
て
寐
て
ゐ
る
。
よ
し
子
は
風
呂
敷
包
の

中
か
ら
、
蜜
柑
の
籃
を
出
し
た
。

 
﹇
中
略
﹈

 
「
蜜
柑
を
剥
い
て
上
げ
ま
せ
う
か
」

女
は
青
い
葉
の
間
か
ら
、
果
物
を
取
り
出
し
た
。
渇
い
た
人
は
、
香
に
迸

し
る
甘
い
露
を
、
し
た
ゝ
か
に
飲
ん
だ（
６
）。
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「
な
に
、
女
だ
つ
て
、
君
な
ん
ぞ
の
會
て
近
寄
つ
た
事
の
な
い
種
類
の
女

だ
よ
。
そ
れ
を
ね
、
長
崎
へ
黴
菌
の
試
験
に
出
張
す
る
か
ら
当
分
駄
目
だ

つ
て
断
つ
ち
ま
つ
た
。
所
が
其
女
が
林
檎
を
持
つ
て
停
車
場
ま
で
送
り
に

行
く
と
云
ひ
出
し
た
ん
で
、
僕
は
弱
つ
た
ね
」

三
四
郎
は
益
驚
い
た
。
驚
ろ
き
な
が
ら
聞
い
た
。

 

「
そ
れ
で
、
何
う
し
た
」

 

「
何
う
し
た
か
知
ら
な
い
。
林
檎
を
持
つ
て
、
停
車
所
に
待
つ
て
ゐ
た
ん

だ
ら
う（
７
）」

　

蜜
柑
は
病
気
の
見
舞
い
の
品
、
林
檎
は
見
送
り
の
品
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
時
代
で
は
ま
だ
、
蜜
柑
も
林
檎
も
高
級
品
で
あ
り
、「
蜜
柑
は
林
檎

と
同
様
急
速
に
普
及
し
始
め
て
は
い
た
が
、
何
分
目
新
し
い
果
物
で
あ
っ
た
た

め
、
漱
石
の
作
品
で
は
贈
答
品
の
域
を
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た（
８
）」
と
塚
谷
氏
は

述
べ
て
い
る
。
漱
石
の
作
中
で
は
蜜
柑
と
林
檎
は
贈
答
品
で
あ
っ
た
が
、
芥
川

の
作
品
の
中
で
は
も
っ
と
身
近
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
芥
川
の
『
現

代
十
作
家
の
生
活
振
り
』
の
な
か
に
も
蜜
柑
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

果
物
は
可
な
り
好
き
だ
が
、
そ
れ
も
酸
味
の
な
い
も
の
が
い
い
。
例
へ

ば
、
柿
、
干
葡
萄
、
龍
眼
肉
、
バ
ナ
ナ
な
ど
。
特
に
無
花
果
は
こ
れ
等
好

物
の
随
一
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
反
対
に
酸
味
を
持
つ
も
の
は
嫌
ひ
で
、
特

に
蜜
柑
な
ど
そ
の
筆
頭
で
あ
る（
９
）

　

こ
こ
で
は
、
嫌
い
な
果
物
と
し
て
蜜
柑
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
林
檎
に
関
し

て
は
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

主
人
は
普
段
、
め
っ
た
に
私
ど
も
に
土
産
な
ど
買
っ
て
来
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
で
も
伯
母
に
は
、
本
当
に
よ
く
気
が
つ
い
て
土
産
を
買
っ
て
か
え
り

ま
し
た
。

銀
座
あ
た
り
か
ら
で
も
、
ち
ょ
い
と
そ
こ
い
ら
へ
出
た
時
で
も
、
イ
ン

ヴ
ァ
ネ
ス
の
袖
の
中
か
ら
、
右
に
二
つ
、
左
に
三
つ
と
、
し
か
も
上
等
の

大
き
な
林
檎
を
買
っ
て
来
ま
し
た
。

伯
母
は
そ
の
上
等
の
林
檎
が
特
に
好
物
で
も
あ
り
ま
し
た
。

「
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
と
言
い
な
が
ら
、
一
つ
ま
た
一
つ
と
袂
か
ら
出
し
て
火

鉢
の
ふ
ち
や
、
食
卓
の
上
に
な
ら
べ
ま
し
た
。

伯
母
は
そ
ん
な
時
た
い
へ
ん
良
い
機
嫌
で
、
な
ら
べ
ら
れ
る
大
き
な
林
檎

を
あ
か
ず
眺
め
て
お
り
ま
し
た）
（1
（

。

　

伯
母
の
こ
と
を
大
切
に
思
っ
て
い
た
芥
川
は
伯
母
の
好
き
な
「
上
等
の
林

檎
」
を
よ
く
買
っ
て
き
た
と
、
芥
川
の
妻
で
あ
る
芥
川
文
が
後
に
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
蜜
柑
と
林
檎
は
芥
川
の
実
生
活
に
お
い
て
も
身
近
な
果
物
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

田
島
俊
郎
氏
は
「「
私
」
は
蜜
柑
を
投
げ
る
小
娘
に
、
マ
リ
ア
つ
ま
り
聖
霊

の
訪
れ
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
小
娘
は
マ
リ
ア
の
象
徴

で
あ
る
と
す
る
田
島
氏
の
説
を
支
持
す
る
な
ら
ば
、『
蜜
柑
』
は
一
種
の
キ
リ

シ
タ
ン
物
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
芥
川
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
物
と
呼
ば
れ

る
作
品
が
あ
る
。
芥
川
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
な
い

が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
『
旧
約
聖
書
』
の
創
世
記
に
禁
断
の
果
実
と
い
う
も
の
が
登
場
す
る
。
禁
断

の
果
実
は
エ
デ
ン
の
園
に
あ
っ
た
知
恵
の
木
の
実
で
、
神
か
ら
食
べ
る
こ
と
を
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禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
二
人
の
男
女
が
蛇
に
誘
惑
さ

れ
て
実
を
食
べ
、
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
禁
断
の

果
実
が
何
で
あ
る
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
イ
チ
ジ
ク
あ
る
い
は
林
檎
で

あ
っ
た
と
い
う
説
が
今
で
は
一
般
的
で
あ
る
。
宗
教
画
に
も
し
ば
し
ば
林
檎
が

禁
断
の
果
実
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
物
を
意
識
し
た
の
で
あ
れ

ば
、
蜜
柑
で
は
な
く
林
檎
の
方
が
キ
リ
ス
ト
教
と
の
結
び
つ
き
は
直
接
的
で
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
本
当
に
キ
リ
シ
タ
ン
物
と
し
て
描
い
た
の
で
あ

れ
ば
、
マ
リ
ア
の
象
徴
で
あ
る
小
娘
が
投
げ
る
も
の
が
林
檎
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
林
檎
は
禁
断
の
果
実
で
あ
り
、
神
が
食
べ
る
こ
と
を
禁
じ
た
果
物
で
あ

る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
林
檎
を
投
げ
な
い
説
明
に
は
な
っ
て
も
、
小

娘
が
蜜
柑
を
投
げ
る
必
然
性
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

林
檎
や
他
の
果
物
で
は
な
く
、
蜜
柑
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は

『
蜜
柑
』
が
「
曇
つ
た
冬
の
日
暮
」
に
登
場
す
る
か
ら
だ
と
考
え
る
。「
心
を
躍

ら
す
ば
か
り
暖
な
日
の
色
に
染
ま
っ
て
い
る
蜜
柑
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
曇
つ

た
冬
の
日
暮
」
の
中
に
夕
日
の
代
わ
り
と
し
て
蜜
柑
が
表
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
色
だ
け
で
考
え
る
の
な
ら
ば
、
柿
や
枇
杷
も
橙
色
を
し
て
い
る
。
柿

も
枇
杷
も
蜜
柑
に
比
べ
て
日
本
に
古
く
か
ら
あ
り
、
馴
染
み
の
あ
る
果
物
で
あ

る
。
し
か
し
、
柿
は
秋
の
果
物
、
枇
杷
は
初
夏
の
果
物
で
あ
る
た
め
「
冬
の
日

暮
」
に
登
場
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

冬
の
長
門
峡

長
門
峡
に
、
水
は
流
れ
て
あ
り
に
け
り
。

寒
い
寒
い
日
な
り
き
。

わ
れ
は
料
亭
に
あ
り
ぬ
。

酒
酌
み
て
あ
り
ぬ
。

わ
れ
の
ほ
か
別
に
、

客
と
て
も
な
か
り
け
り
。

水
は
、
恰
も
魂
あ
る
も
の
の
如
く
、

流
れ
流
れ
て
あ
り
に
け
り
。

や
が
て
も
密
柑
の
如
き
夕
陽
、

欄
干
に
こ
ぼ
れ
た
り
。

あ
ゝ
！　

─
─
そ
の
や
う
な
時
も
あ
り
き
、

寒
い
寒
い　

日
な
り
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

　

ま
た
、
詩
人
中
原
中
也
は
『
冬
の
長
門
峡
』
で
「
密
柑
の
如
き
夕
陽
」
と
い

う
表
現
を
し
て
い
る
。
蜜
柑
と
夕
日
を
結
び
付
け
る
表
現
は
他
の
作
品
で
も
見

ら
れ
る
。『
蜜
柑
』
に
お
い
て
も
、
蜜
柑
が
夕
日
、
又
は
太
陽
の
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
考
え
る
。

　
「
曇
っ
た
冬
の
夕
暮
」
を
は
じ
め
、
描
か
れ
る
景
色
は
「
疲
労
と
倦
怠
」「
不

可
解
な
、
下
等
な
、
退
屈
な
人
生
」
を
感
じ
て
い
る
「
私
」
の
心
を
反
映
し
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
に
小
娘
が
放
っ
た
蜜
柑
は
太
陽
の
よ

う
に
私
の
心
を
照
ら
す
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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三

　
『
蜜
柑
』
を
分
析
し
て
み
る
と
色
彩
の
描
写
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
、
つ
か
の
間
の
明
る
い
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
評
価
も
あ
る
。
し
か
し
、

ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
緻
密
に
計
算
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
感
じ

る
。
ス
ケ
ッ
チ
と
言
う
よ
り
も
完
成
さ
れ
た
絵
画
の
よ
う
な
趣
が
あ
る
。
ま

た
、
色
彩
は
小
娘
に
集
中
し
、
小
娘
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
一
方

で
、「
私
」
に
関
し
て
色
彩
の
描
写
は
な
い
。
芥
川
は
意
識
的
に
色
彩
の
描
写

を
使
い
、『
蜜
柑
』
を
絵
画
の
よ
う
に
描
こ
う
と
し
た
の
だ
と
私
は
考
え
る
。

　

ま
ず
、
芥
川
が
絵
画
や
色
彩
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
考
察

し
て
い
き
た
い
。
芥
川
は
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
に
お
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

デ
ッ
サ
ン
の
な
い
画
は
成
り
立
た
な
い
。（
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
イ
の
「
即

興
」
な
ど
と
題
す
る
数
枚
の
画
は
例
外
で
あ
る
。）
し
か
し
デ
ッ
サ
ン
よ

り
も
色
彩
に
生
命
を
託
し
た
画
は
成
り
立
っ
て
ゐ
る
。
幸
ひ
に
も
日
本
へ

渡
っ
て
き
た
何
枚
か
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
画
は
明
ら
か
に
こ
の
事
実
を
証
明
す

る
の
で
あ
ら
う
。
僕
は
か
う
云
ふ
画
に
近
い
小
説
に
興
味
を
持
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る）
（1
（

。

　
「
デ
ッ
サ
ン
よ
り
も
色
彩
に
生
命
を
託
し
た
画
」「
僕
は
か
う
云
ふ
画
に
近
い

小
説
に
興
味
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
芥
川
が
少
な
か

ら
ず
色
彩
や
画
を
意
識
し
て
小
説
を
書
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
ら
に
芥
川
は
俳
句
に
も
通
じ
、
我
鬼
と
い
う
俳
号
を
持
っ
て
い
た
。
俳
句

の
作
品
も
多
く
残
っ
て
い
る
。
俳
句
を
書
い
て
い
た
芥
川
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

言
葉
か
ら
想
起
さ
れ
る
情
景
を
大
切
に
し
て
い
た
と
想
像
で
き
る
。
ま
た
、
芥

川
の
俳
句
に
は
、
色
彩
を
意
識
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
青
蛙
お
の

れ
も
ペ
ン
キ
ぬ
り
た
て
か）
（1
（

」
や
「
風
す
ぢ
の
雨
に
も
透
る
青
田
か
な）
（1
（

」
な
ど
、

句
か
ら
情
景
が
色
彩
を
伴
っ
て
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
中
村
草
田

男
氏
も
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

趣
味
的
な
作
品
感
の
強
い
点
、
視
覚
的
な
鮮
明
さ
と
鋭
さ
に
充
ち
て
ゐ
る

点
、
得
意
な
事
物
に
対
す
る
嗜
好
の
閃
い
て
ゐ
る
点
、
し
か
も
そ
れ
等
全

部
の
要
素
の
力
が
究
極
に
於
て
、
言
葉
の
斡
旋
、
活
躍
に
集
注
さ
れ
て
ゐ

る
こ
と
、
さ
う
い
ふ
彼
の
芸
の
特
質
が
は
や
く
も
こ
こ
に
全
貌
を
現
は
し

て
ゐ
る
こ
と
に
注
意
せ
ざ
る
を
得
な
い）
（1
（

　

中
村
氏
が
い
う
芥
川
の
俳
句
に
見
ら
れ
る
要
素
が
小
説
、
こ
こ
で
は
特
に

『
蜜
柑
』
に
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
先
ほ
ど
引
用
し
た

『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
の
同
一
部
分
を
引
用
し
、
高
橋
龍
夫
氏
も

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

詩
や
短
歌
、
俳
句
の
よ
う
に
、
そ
の
一
瞬
の
情
感
や
風
景
を
自
ら
の
精
神

と
の
交
響
を
介
し
て
「
画
に
近
い
小
説
」
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
に
、
彼

の
創
作
意
識
の
一
端
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い）
（1
（

。

　

続
い
て
、
色
彩
の
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

小
娘
は
多
く
の
色
彩
を
持
つ
。
彩
度
は
高
く
、
暖
色
系
の
色
が
多
い
。
小
娘

に
関
し
て
、
明
確
に
色
彩
が
示
さ
れ
る
の
は
「
横
な
で
の
痕
の
あ
る
皸
だ
ら
け

の
両
頬
を
気
持
の
悪
い
程
赤
く
火
照
ら
せ
た
」「
三
等
の
赤
切
符
」「
垢
じ
み
た
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萌
黄
色
の
毛
絲
の
襟
巻
」「
あ
の
皸
だ
ら
け
の
頬
は
愈
赤
く
な
っ
て
」「
心
を
躍

ら
す
ば
か
り
暖
な
日
の
色
に
染
ま
っ
て
い
る
蜜
柑
」「
鮮
や
か
な
蜜
柑
の
色
」

の
六
箇
所
で
あ
る
。

　

な
お
、「
三
等
の
赤
切
符
」
の
赤
切
符
は
赤
と
言
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
際

に
は
真
っ
赤
で
は
な
く
、
薄
い
赤
、
ピ
ン
ク
、
橙
色
に
近
い
色
を
し
て
い
る
。

ま
た
、「
垢
じ
み
た
萌
黄
色
の
毛
糸
の
襟
巻
き
」
の
萌
黄
色
は
「
黄
と
青
と
の

中
間
色
。
や
や
黄
色
が
か
っ
た
緑
色
。
萌
葱
色
。
ま
た
、
織
物
の
色
で
萌
葱
色

の
も
の）
（1
（

」
で
あ
る
。

　
「
心
を
躍
ら
す
ば
か
り
暖
な
日
の
色
に
染
ま
っ
て
い
る
蜜
柑
」「
鮮
や
か
な
蜜

柑
の
色
」
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
何
色
か
は
分
か
ら
な
い
。『
ト
ロ
ッ
コ
』
に

も
蜜
柑
が
出
て
く
る
が
、「
両
側
の
蜜
柑
畑
に
、
黄
色
い
実
が
い
く
つ
も
日
を

受
け
て
ゐ
る）
（1
（

」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。『
ト
ロ
ッ
コ
』
の
蜜
柑
は
「
黄
色
い
実
」

と
さ
れ
、
色
彩
が
明
確
で
あ
る
。
一
方
、『
蜜
柑
』
で
は
「
暖
か
な
日
の
色
」「
蜜

柑
の
色
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
橙
色
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
詳
細
は
読
者
の
想
像

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
色
彩
を
連
想
さ
せ
る
描
写
と
し
て
「
霜
焼
け
の
手
」
が
あ
る
。
小
娘

が
霜
焼
け
で
あ
る
と
見
て
分
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
小
娘
の
手
は
赤
か
っ
た
と
推

測
で
き
る
。

　

風
景
に
つ
い
て
明
確
に
色
彩
が
示
さ
れ
る
描
写
は
「
煤
を
溶
か
し
た
や
う
な

ど
す
黑
い
空
氣
」「
一
旒
の
う
す
白
い
旗
」
が
あ
る
。
小
娘
の
持
つ
色
彩
と
は

違
い
、
白
と
黒
し
か
示
さ
れ
な
い
。

　

ま
た
、
色
彩
を
連
想
さ
せ
る
描
写
は
「
曇
つ
た
冬
の
日
暮
」「
薄
暗
い
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
オ
ム
」「
雪
曇
り
の
空
」「
ど
ん
よ
り
し
た
影
」「
暮
色
」「
枯
草
」「
煙
」「
闇
」

「
み
す
ぼ
ら
し
い
藁
屋
根
や
瓦
屋
根
」「
曇
天
」
で
あ
る
。
全
体
的
に
彩
度
と
明

度
が
低
い
印
象
を
受
け
、
暗
い
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

冒
頭
の
「
曇
つ
た
冬
の
日
暮
」
と
い
う
描
写
が
、
作
品
全
体
に
薄
暗
い
灰
色

や
黒
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
き
ま
と
わ
せ
る
。
芥
川
龍
之
介
の
作
品
に
、
日
暮
れ
か

ら
は
じ
ま
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
と
指
摘
し
た
平
岡
敏
夫
氏
は
「〈
薄
暮
〉

の
意
識
は
け
っ
し
て
朝
や
白
昼
に
至
り
つ
く
も
の
で
な
く
、〈
夜
〉
に
向
か
う

べ
き
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る）
（1
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。『
羅
生
門
』
で
老
婆
の

着
物
を
剥
ぎ
取
っ
た
下
人
が
、
ま
た
た
く
間
に
急
な
梯
子
を
夜
の
底
へ
か
け
下

り
る
描
写
や
『
ト
ロ
ッ
コ
』
で
良
平
が
夜
に
な
る
前
に
必
死
に
家
に
帰
る
描
写

が
あ
る
よ
う
に
、
夜
は
悪
や
闇
、
不
安
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
平
岡
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
蜜
柑
」
も
ま
た
〈
日
暮
れ
か
ら
は
じ
ま
る
物
語
〉
で
あ
る
が
、
さ
き
に

も
ふ
れ
た
よ
う
に
、〈
冬
の
夕
暮
〉
と
い
う
の
が
、
一
見
「
杜
子
春
」
と

は
か
か
わ
り
の
な
い
「
憂
鬱
」
を
み
ち
び
き
出
し
て
い
る
よ
う
だ）
（（
（

。

　
「
春
の
日
暮
」
か
ら
始
ま
る
『
杜
子
春
』
と
「
曇
つ
た
冬
の
日
暮
」
か
ら
始

ま
る
『
蜜
柑
』
で
は
、
同
じ
夕
方
の
時
間
帯
で
も
『
蜜
柑
』
の
方
が
よ
り
暗
い

印
象
を
読
者
に
与
え
る
。

　

ま
た
、「
暮
色
」
と
い
う
言
葉
は
「
暮
色
の
中
に
枯
草
ば
か
り
明
い
兩
側
の

山
腹
」「
一
旒
の
う
す
白
い
旗
が
懶
げ
に
暮
色
を
搖
つ
て
い
た
」「
暮
色
を
帯
び

た
町
は
づ
れ
の
踏
切
り
」
の
三
箇
所
に
出
て
く
る
。
そ
の
中
の
「
暮
色
を
搖
つ

て
ゐ
た
。」
と
い
う
部
分
は
初
出
の
際
に
「
薄
暮
を
搖
つ
て
ゐ
た
。」
と
い
う
表

現
で
あ
っ
た
。「
薄
暮
」
を
「
暮
色
」
と
変
更
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
暮
色
」

を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
細
か
い
変
更
で
は
あ
る
が
、
芥
川
は
俳
人

で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
変
更
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
暮
色
に
は
「
夕
暮
れ
の
薄
暗
い
色
合
い
。
暮
れ
か
か
っ
た
よ
う
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す）
（（
（

」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
暮
色
」
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
芥
川

が
色
彩
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
る
。

　

風
景
描
写
は
絵
画
で
い
う
と
こ
ろ
の
背
景
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
娘
が

強
調
さ
れ
る
よ
う
、
風
景
描
写
は
彩
度
と
明
度
の
低
い
色
が
配
置
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
芹
澤
光
興
氏
は
『
蜜
柑
』
の
色
彩
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

〈
暮
色
〉
─
〈
鮮
な
蜜
柑
〉
と
い
う
色
彩
の
対
照
を
配
置
し
て
い
る
た
め

で
あ
ろ
う
、
こ
の
場
面
は
動
い
て
い
る
汽
車
か
ら
見
た
情
景
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
す
ぐ
れ
て
静
謐
な
、
絵
画
的
印
象
を
喚
起
す
る）
（1
（

。

　
「〈
暮
色
〉
─
〈
鮮
な
蜜
柑
〉」
の
対
照
的
な
色
の
配
置
に
よ
っ
て
、「
絵
画
的

印
象
」
を
喚
起
す
る
と
し
て
い
る
が
、
対
照
的
な
色
の
配
置
に
よ
る
「
絵
画
的

印
象
」
は
作
品
全
体
を
通
し
て
見
ら
れ
る
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
小
娘
の
弟
だ
と
考
え
ら
れ
る
三
人
の
男
の
子
は
、
小
娘
と
同
じ
よ
う

に
頬
は
赤
い
が
、「
こ
の
町
は
ず
れ
の
陰
惨
た
る
風
物
と
同
じ
よ
う
な
色
の
着

物
を
着
て
い
た
」
と
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
風
景
に
溶
け
込
ん
で
い
る
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　

小
娘
、
風
景
、
三
人
の
男
の
子
の
色
彩
を
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
が
、「
私
」

に
関
し
て
、
色
彩
の
表
現
は
登
場
し
な
い
。「
色
」
と
い
う
文
字
さ
え
も
見
ら

れ
な
い
。「
私
」
は
色
彩
を
持
た
ず
、
透
明
で
あ
る
。
風
景
に
溶
け
込
ん
で
い

る
か
、
情
景
を
切
り
取
る
カ
メ
ラ
の
役
割
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え

る
。「
私
」
は
小
娘
を
常
に
意
識
し
て
い
る
が
、
小
娘
が
「
私
」
を
意
識
し
た

様
子
は
な
い
。
ま
る
で
「
私
」
が
透
明
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
、「
私
」
自
身
に
は
色
彩
が
見
ら
れ
な
い
が
、
情
景
を
語
る
の
は
「
私
」

で
あ
る
。
語
ら
れ
る
情
景
の
色
彩
は
「
私
」
の
心
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
高
橋
龍
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
枚
の
絵
の
背
景
を
何
ら
か
の
色
彩
で
覆
う
の
に
似
て
、「
私
」
の
「
不

可
解
な
、
下
等
な
、
退
屈
な
人
生
」
そ
の
も
の
が
作
品
の
「
ト
ー
ン
」
を

響
か
せ
、「
私
」
の
「
云
ひ
や
う
の
な
い
疲
労
と
倦
怠
」
は
心
理
的
色
彩

の
デ
ィ
テ
ー
ル
と
し
て
演
出
し
て
い
る）
（1
（

。

　

背
景
に
暗
い
色
を
統
一
し
て
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
心
象
世

界
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彩
度
の
低
い
暗
い
世
界
の
中
で
、

色
彩
を
持
っ
た
小
娘
は
「
私
」
に
「
あ
る
得
体
の
知
れ
な
い
朗
な
心
も
ち
」
を

湧
き
上
が
ら
せ
る
。
色
彩
を
持
た
な
い
「
私
」
と
対
照
的
に
、「
私
」
を
変
え

る
存
在
と
し
て
、
小
娘
は
色
彩
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

作
品
に
お
い
て
色
彩
は
「
私
」
の
心
情
を
表
し
、『
蜜
柑
』
を
絵
画
的
に
描
く

た
め
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　

四

　

こ
こ
ま
で
、
蜜
柑
で
あ
る
こ
と
の
必
然
性
と
蜜
柑
に
お
け
る
色
彩
に
つ
い
て

述
べ
て
き
た
が
、
私
は
『
蜜
柑
』
の
主
題
は
影
響
力
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ

で
い
う
影
響
力
と
は
、
自
分
の
外
に
働
き
か
け
、
変
化
を
も
た
ら
す
力
で
あ

る
。『
蜜
柑
』
は
芥
川
の
実
体
験
を
も
と
に
し
た
作
品
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
本
当
な
ら
ば
、
そ
の
体
験
に
影
響
を
受
け
て
書
い
た
物
語
で
あ
る
と
い

え
る
。

　

物
語
の
中
で
は
、
小
娘
か
ら
「
私
」
へ
の
影
響
力
、
小
娘
か
ら
三
人
の
弟
た
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ち
へ
の
影
響
力
、
三
人
の
弟
た
ち
か
ら
小
娘
へ
の
影
響
力
が
働
く
。
小
娘
は
蜜

柑
を
投
げ
る
こ
と
で
弟
た
ち
に
影
響
を
与
え
、
弟
た
ち
は
喊
声
を
上
げ
る
こ
と

で
小
娘
に
影
響
を
与
え
る
。
小
娘
が
持
つ
強
い
影
響
力
、
小
娘
と
弟
た
ち
の
や

り
取
り
に
よ
り
、
私
の
内
面
も
変
化
す
る
。
一
方
で
、
私
だ
け
が
影
響
力
を
持

た
ず
、
受
け
身
の
態
度
を
貫
い
て
い
る
。
自
分
か
ら
小
娘
に
働
き
か
け
る
わ
け

で
も
な
く
、
何
か
を
変
え
よ
う
と
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
小
娘
に
対
し
て
も
、

自
分
自
身
に
対
し
て
も
、
第
三
者
と
し
て
の
立
場
を
貫
く
。

　

本
論
文
の
「
二
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
私
」
は
色
を
持
た
ず
、
小
娘
だ

け
が
多
く
の
色
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
小
娘
が
持
つ
影
響
力
を
表
現
し
て
い

る
と
考
え
る
。
小
娘
が
投
げ
た
蜜
柑
の
色
は
、「
私
」
の
心
に
焼
き
付
け
ら
れ
、

「
私
」
に
影
響
を
与
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
色
を
持
た
な
い
透
明
な
「
私
」
は

小
娘
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
認
知
さ
れ
る
こ
と
さ
え
な
い
。
登
場

人
物
た
ち
が
持
つ
色
の
彩
度
や
明
度
、
色
の
種
類
が
そ
の
ま
ま
、
そ
の
人
物
が

持
つ
影
響
力
の
強
さ
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　

芥
川
の
実
生
活
の
中
に
お
い
て
も
『
蜜
柑
』
は
、
海
軍
機
関
学
校
の
影
響
下

か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
成
功
し
、
作
家
と
し
て
読
者
に
影
響
力
を
持
つ
位
置
に
つ

い
た
時
期
の
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

横
須
賀
発
の
列
車
が
出
発
す
る
と
き
、『
蜜
柑
』
の
「
私
」
は
心
の
寛
ぎ
を

感
じ
る
。
そ
れ
は
、
横
須
賀
と
い
う
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
安

堵
と
喜
び
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
芥
川
が
勤
務
し
て
い
た
海
軍
機
関

学
校
も
横
須
賀
に
あ
り
、
横
須
賀
は
軍
の
影
響
を
強
く
受
け
る
場
所
で
あ
っ

た
。「
私
」
も
芥
川
も
横
須
賀
、
海
軍
機
関
学
校
の
影
響
下
か
ら
逃
れ
る
こ
と

を
望
み
、
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
『
蜜
柑
』
は
、
芥
川
が
海
軍
機
関
学
校
を
辞
め
た
後
で
初
め
て
脱
稿
し
た
作

品
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
作
家
と
し
て
生
き
て
い
く
覚
悟
を
決
め
、
そ
れ

が
現
実
と
な
っ
た
時
の
第
一
作
目
の
作
品
で
あ
る
。

　

芥
川
は
昭
和
二
年
七
月
二
十
四
日
に
自
殺
し
て
し
ま
う
。
自
殺
の
動
機
は

「
僕
の
将
来
に
対
す
る
唯
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安）
（1
（

」
だ
と
『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』

に
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
時
、
枕
元
に
は
聖
書
が
置
か
れ
て
い
た
。
聖
書
は

キ
リ
ス
ト
教
の
経
典
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
界
中
の
人
々
に
広
く
読
ま
れ
、
影

響
を
与
え
続
け
て
い
る
作
品
だ
。
い
わ
ば
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
と
い
う
見

方
も
で
き
る
。
芥
川
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い

て
自
殺
は
タ
ブ
ー
で
あ
る
。
芥
川
に
と
っ
て
聖
書
は
キ
リ
ス
ト
教
の
経
典
で
は

な
く
、
文
学
作
品
と
し
て
の
憧
れ
の
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え

る
。
聖
書
の
よ
う
に
多
く
の
人
に
長
く
読
ま
れ
、
影
響
を
与
え
る
作
品
を
作
る

こ
と
こ
そ
が
芥
川
の
願
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

芥
川
は
影
響
力
を
持
た
な
い
「
私
」
か
ら
脱
し
、
影
響
力
を
持
つ
小
娘
の
よ

う
な
存
在
に
な
る
こ
と
望
ん
で
い
た
の
だ
と
私
は
考
え
る
。『
蜜
柑
』
は
影
響

力
に
ま
つ
わ
る
物
語
で
あ
る
と
言
え
る
。
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