
は
じ
め
に

同
著
者
に
よ
る
日
本
の
私
小
説
の
誕
生
に
迫
っ
た
『〈
自
己
表

象
〉
の
文
学
史

―
自
分
を
書
く
小
説
の
登
場
』（
翰
林
書
房
、

二
〇
〇
二
年
）
の
後
継
書
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
本
書
は
、
日
本

近
代
文
学
に
お
け
る
小
説
の
モ
デ
ル
の
問
題
が
引
き
起
こ
し
た
論

争
や
裁
判
に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
小
説
単
位
で
分
析
を
加
え
る
、

ま
た
は
、
そ
の
ト
ラ
ブ
ル
の
内
奥
に
つ
い
て
、
文
壇
、
な
い
し
は

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
構
造
か
ら
紐
解
き
、
メ

デ
ィ
ア
の
発
達
に
伴
う
、
そ
の
質
の
変
遷
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時

代
の
到
来
に
伴
う
問
題
の
複
雑
化
を
、
小
説
の
モ
デ
ル
に
か
か
わ

る
記
述
に
よ
っ
て
初
め
て
法
的
に
発
売
頒
布
が
禁
止
に
追
い
込
ま

れ
た
と
さ
れ
る
内
田
魯
庵
「
破
垣
」
を
起
点
と
し
て
、
昨
今
の
Ｓ

Ｎ
Ｓ
の
書
き
込
み
等
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
多
種
多
様
な
プ
ラ
イ

ヴ
ァ
シ
ー
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
ま
で
を
射
程
に
入
れ
た
日
本
の
近

代
に
お
け
る
通
史
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
た
研
究
書
で
あ
る
。
小

説
や
文
学
、
も
っ
と
広
く
言
え
ば
、
社
会
学
や
メ
デ
ィ
ア
研
究
等

の
領
域
に
お
い
て
も
今
後
の
研
究
へ
の
一
つ
の
指
針
を
与
え
る
旗

艦
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
日
比
氏
が

こ
の
本
を
世
に
出
す
こ
と
を
決
め
た
要
因
を
示
唆
す
る
「
日
本
の

近
代
小
説
の
側
面
史
と
な
り
、
同
時
に
人
々
の
私
的
領
域
を
め
ぐ

る
感
性
の
歴
史
と
も
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
言
葉
は
、
実

に
野
心
的
で
大
き
な
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
読
者
と
し
て
こ
の

歴
史
に
つ
い
て
一
緒
に
紐
解
い
て
み
た
い
と
い
う
読
書
欲
を
強
く

掻
き
立
て
ら
れ
る
。

日
比
氏
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
め
ぐ
る
問
題
を
引
き
起
こ
し

た
小
説
と
し
て
、
内
田
魯
庵
「
破
垣
」（
第
一
章
）、
三
島
由
紀
夫

「
宴
の
あ
と
」（
第
六
章
）、
高
橋
治
「
名
も
な
き
道
を
」（
第
七

章
）、
柳
美
里
「
石
に
泳
ぐ
魚
」（
第
八
章
）
を
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で

具
体
的
に
と
り
あ
げ
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
レ
ベ
ル
で
の
分
析
を
行
う

と
と
も
に
、
島
崎
藤
村
を
め
ぐ
る
人
々
（
第
二
章
）、
漱
石
山
脈

書
評日

比
嘉
高
著

『
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
誕
生
　

─ 

モ
デ
ル
小
説
の
ト
ラ
ブ
ル
史
』

�

杉
　
淵
　
洋
　
一
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（
第
三
、
四
章
）、
雑
誌
『
講
談
倶
楽
部
』
の
ス
ポ
ー
ツ
小
説
を
め

ぐ
る
人
々
（
第
五
章
）、
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け
る
表
現
の
在
り
方

（
終
章
）
と
、
人
脈
や
グ
ル
ー
プ
、
社
会
状
況
を
念
頭
に
お
き
な

が
ら
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
め
ぐ
る
問
題
が
ど
の
よ
う
に
顕
在
化

し
、
そ
の
問
題
が
作
者
、
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
人
間
、
司
法
の
場
等

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
対
応
、
処
理
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ

い
て
、
た
い
へ
ん
丁
寧
な
事
実
の
確
認
と
関
わ
っ
た
者
の
発
言
等

の
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。

書
中
に
お
い
て
も
〈
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
〉
と
い
う
用
語
は
、「
日

本
で
は
一
九
六
〇
年
頃
に
市
民
権
を
え
る
比
較
的
新
し
い
言
葉
」

と
言
及
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
日
比
氏
は
、
近
代
小
説
の
確
立
し

た
明
治
期
か
ら
今
日
ま
で
を
通
史
的
に
捉
え
る
た
め
に
、「
私
的

領
域
（
私
に
属
す
る
も
の
と
人
々
が
考
え
る
範
囲
）」
と
い
う
概

念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
述
を
進
め
て
い
く
。そ
の
た
め
、

こ
の
書
籍
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
プ
ロ
ッ
サ
ー
や
ア
ラ

ン
・
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
等
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
た
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ

シ
ー
」
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
日
本
の
小
説
へ
の
単
純
な
反

映
を
検
討
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
公
的
な
領
域
か
ら
引
き

離
さ
れ
た
場
所
、
日
比
氏
が
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
人
間
の
条

件
』
書
中
に
お
け
る
言
葉
を
借
り
な
が
ら
述
べ
て
い
る
「
人
々
が

複
数
性
を
保
持
し
な
が
ら
互
い
が
互
い
を
見
聞
き
し
あ
う
〈
公
的

領
域
〉（=

政
治
的
領
域
）
と
、
そ
の
状
態
か
ら
奪
わ
れ
た
状
態

に
あ
り
欲
求
と
必
要
と
が
支
配
す
る
〈
私
的
領
域
〉（
＝
家
族
的

領
域
）」
の
後
者
で
あ
る
「
私
的
領
域
」
を
中
心
と
し
て
考
察
が

な
さ
れ
て
い
る
。

一
、
モ
デ
ル
小
説
に
お
け
る
「
私
的
領
域
」
の
誕
生
か
ら
現
在
ま
で

第
一
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
内
田
魯
庵
「
破
垣
」、
第
六

章
の
三
島
由
紀
夫
「
宴
の
あ
と
」、
第
八
章
の
柳
美
里
「
石
に
泳

ぐ
魚
」
の
三
作
品
に
つ
い
て
、
日
比
氏
が
各
章
で
展
開
す
る
論
証

を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
読
み
返
し
て
い
く
と
、
前
者
の
二
小
説
に

お
い
て
、
そ
の
「
私
的
領
域
」
た
る
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
」
が
問

題
と
さ
れ
る
の
は
、
社
会
の
中
枢
を
担
う
貴
族
や
政
治
家
の
範
疇

に
属
す
る
、
一
般
的
な
読
者
か
ら
見
る
と
公
人
的
、
特
権
的
な
色

合
い
の
強
い
人
々
で
あ
り
、
日
比
氏
も
書
中
に
お
い
て
発
禁
の
際

の
内
田
魯
庵
の
抗
議
文
と
し
て
引
用
し
て
い
る
「
魑
魅
魍
魎
の
隠

現
出
没
す
る
此
社
会
を
叱
咤
し
て
奮
闘
す
る
義
人
」
の
言
葉
が
明

ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
庶
民
に
と
っ
て
模
範
と
な
る
べ
き
行

動
を
求
め
ら
れ
る
公
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
部
分
に
お
け
る

「
魑
魅
魍
魎
」
的
な
側
面
で
あ
る
。
何
か
こ
れ
ら
の
小
説
の
執
筆

背
景
に
は
、
単
純
に
「
私
的
領
域
」
を
守
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と

で
は
な
く
、
モ
デ
ル
が
「
公
的
領
域
」
に
属
す
る
人
間
で
あ
る
が

故
の
そ
の
「
私
的
領
域
」
に
お
け
る
社
会
的
な
信
用
を
毀
損
す
る

よ
う
な
行
動
に
対
す
る
糾
弾
の
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
柳
美
里
の
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
の
モ
デ
ル
の
問

題
は
、
終
始
私
的
な
レ
ベ
ル
で
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
演
劇
の
世
界
が
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
接
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
こ
の
作
品
の
モ
デ
ル
と
し
て
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
問
題
の
矢

面
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
は
無
名
の
大
学
院
生
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
公
の
領
域
に
足
を
か
け
て
い
る
人
間
で
は
な
く
、
公
の
領
域

か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
私
的
な
領
域
に
い
る
登
場
人
物
の
私
的
な

情
報
や
行
動
が
、
小
説
の
上
梓
を
通
し
て
、
モ
デ
ル
と
な
る
人
物

の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
侵
害
す
る
法
的
な
問
題
と
し
て
顕
在
化
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
最
高
裁
に
至
る
ま
で
争
わ
れ
た
裁
判
に
お
い

て
も
、
小
説
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
原
告
側
の
権
利
侵
害
が
認
め
ら

れ
、
損
害
賠
償
金
の
支
払
い
と
小
説
の
公
表
差
し
止
め
が
認
め
ら

れ
て
い
る
。

二
、
モ
デ
ル
小
説
の
「
私
的
領
域
」
を
め
ぐ
る
裁
判

小
説
が
喚
起
し
た
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
人
間
に
つ
い
て
の
具
体
的

な
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
の
問
題
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
め
ぐ
る
裁

判
の
結
果
や
そ
の
結
審
に
至
る
ま
で
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
、
日

本
に
お
け
る
言
論
空
間
の
「
私
的
領
域
」
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ

シ
ー
概
念
の
在
り
方
の
変
遷
を
俯
瞰
的
な
視
点
か
ら
検
証
す
る
役

割
を
、
本
書
中
の
他
の
多
く
の
章
は
果
た
し
て
い
る
。
第
二
章
の

「
写
実
小
説
の
ジ
レ
ン
マ
―
―
ト
ラ
ブ
ル
メ
ー
カ
ー
島
崎
藤
村
と

自
然
主
義
描
写
」
は
、
そ
の
本
書
に
お
け
る
最
も
古
い
時
代
を

扱
っ
た
も
の
で
、
日
比
氏
は
、「
近
代
文
学
史
上
、
島
崎
藤
村
ほ

ど
モ
デ
ル
問
題
を
引
き
起
こ
し
続
け
た
作
家
を
、
私
は
他
に
知
ら

な
い
」
と
し
、
藤
村
を
小
説
を
書
く
た
び
に
登
場
人
物
の
モ
デ
ル

を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
引
き
起
こ
し
た
〈
伝
説
〉
的
な
人
物
と
し

て
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
〈
伝
説
〉
に
つ
い
て
日
比
氏
は
、「
藤

村
の
〈
伝
説
〉
は
、
周
囲
の
文
学
者
や
崇
拝
者
に
よ
る
回
顧
、
批

評
家
や
研
究
者
に
よ
る
評
価
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
」
と
ま
と
め
て

い
る
が
、
こ
の
背
景
に
は
、
藤
村
が
自
身
の
作
家
と
し
て
の
人
気

や
認
知
度
、
い
わ
ゆ
る
〈
公
共
性
〉
を
熟
知
し
て
お
り
、
自
身
に

関
係
す
る
私
的
な
領
域
を
、
読
者
の
関
心
を
惹
起
す
る
公
的
な
人

間
の
（
普
段
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
）
私
的
な
側
面
と
し
て
、

自
ら
積
極
的
に
利
用
し
て
い
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。社

会
学
者
の
阪
本
俊
生
は
、
そ
の
著
書
『
ポ
ス
ト
・
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
九
年
）
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
現
在

の
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

昨
今
、
人
び
と
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
対
抗
す
る
強
力
な
情

報
発
信
ツ
ー
ル
を
手
に
入
れ
た
。
そ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
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で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
活
用
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
ブ
ロ
グ

で
あ
る
。
人
び
と
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
自
分
の

活
動
、
知
識
や
趣
味
、
日
常
生
活
、
そ
し
て
と
き
に
は
心
境

や
悩
み
な
ど
ま
で
公
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。〈
私
づ
く
り
〉

の
主
導
権
を
確
保
す
る
う
え
で
は
、画
期
的
な
手
段
で
あ
る
。

実
際
の
効
果
が
ど
の
程
度
か
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
イ
メ
ー

ジ
づ
く
り
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
握
ら
れ

て
い
た
人
び
と
に
と
っ
て
、
自
力
で
公
に
情
報
発
信
す
る
有

力
な
手
段
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
。

人
び
と
は
、
今
度
は
自
ら
の
手
で
つ
く
っ
た
自
分
自
身
の
物

語
（
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
・
ダ
ブ
ル
）
を
世
に
出
そ
う
と
す
る
。

藤
村
は
売
れ
っ
子
作
家
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
に
先
駆

け
て
「
さ
ま
ざ
ま
な
自
身
の
活
動
、
知
識
や
趣
味
、
日
常
生
活
」

等
を
伝
え
る
強
力
な
情
報
発
信
ツ
ー
ル
を
特
権
的
に
手
に
入
れ
た

こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
藤
村
が
自
身
の
特
権
的
な
地

位
を
利
用
し
て
、
ネ
ッ
ト
時
代
に
先
駆
け
た
文
筆
活
動
を
行
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
〈
伝
説
〉
と
呼
ば
れ
る
の
に
相
応

し
い
創
作
の
在
り
方
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
今
日
の
デ
ジ
タ
ル
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
時
代
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
通
じ
て
誰
し
も
が
容
易

に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
書
き
込
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
状
態
を
、
日
比
氏
は
「
書
き
手
と
な
る
障
壁
が
劇
的
に
低

下
し
た
世
界
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の

藤
村
か
ら
今
日
に
至
る
執
筆
者
の
「
障
壁
が
劇
的
に
低
下
」
し
て

い
く
様
が
、
本
書
に
お
い
て
は
、
定
点
的
、
か
つ
そ
の
差
異
が
分

か
り
や
す
い
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
藤
村
の
身
近
な
人
々
を
モ

デ
ル
に
し
て
、自
身
を
含
め
そ
れ
ら
の
人
物
の
「
裏
の
面
」
＝
「
私

的
領
域
」
を
描
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
藤
村
が
文
壇
に
お
い
て

担
っ
た
影
響
力
の
あ
る
地
位
と
相
ま
っ
て
、
周
辺
の
作
家
達
の
間

に
も
浸
透
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
様
相
が
、第
三
章
「
大
正
、

文
壇
交
友
録
の
季
節
―
―
漱
石
山
脈
の
争
乱
Ⅰ
」、
続
く
第
四
章

「
破
船
事
件
と
実
話
・
ゴ
シ
ッ
プ
の
時
代
―
―
漱
石
山
脈
の
争
乱

Ⅱ
」
に
お
い
て
は
活
写
さ
れ
て
い
る
。

生
田
春
月
に
よ
っ
て
「
自
然
主
義
の
祟
り
」
と
形
容
さ
れ
る
日

本
の
文
壇
に
お
け
る
独
特
な
形
で
生
じ
た
小
説
、
随
筆
、
告
白
の

メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
、
日
比
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
作

家
た
ち
の
〈
私
的
領
域
〉
が
、文
壇
交
友
録
小
説
や
「
告
白
文
学
」、

あ
る
い
は
随
筆
、
回
想
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
月
々
の
文
芸
誌
や

新
聞
文
芸
欄
に
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
、
流
通
し
て
い
く
状
況
が
あ
ら

わ
れ
て
い
た
」
と
い
う
状
況
を
生
ん
だ
の
は
、
作
家
達
の
日
常
生

活
を
垣
間
見
た
い
と
い
う
読
者
達
に
よ
る
要
請
で
も
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
彼
等
が
作
家
達
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
「
作
品
の
内
容
と
事

実
そ
の
物
と
を
一
緒
に
し
て
考
へ
る
」
を
暴
露
す
る
形
式
の
物
語

を
求
め
、
そ
の
公
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
作
家
達
の
「
私
的
領
域
」
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部
分
を
知
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
一
例

は
、
第
四
章
の
中
等
教
育
の
拡
充
に
伴
う
リ
テ
ラ
シ
ー
を
兼
ね
備

え
た
女
性
読
者
の
増
加
と
モ
デ
ル
の
私
生
活
を
晒
さ
れ
る
存
在
と

し
て
の
商
品
化
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
子
細
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。モ

デ
ル
小
説
の
そ
こ
か
ら
の
先
へ
の
発
展
の
一
様
と
し
て
、
日

比
氏
は
第
五
章
「
の
ぞ
き
見
す
る
大
衆
―
―
『
講
談
倶
楽
部
』
の

昭
和
戦
前
期
ス
ポ
ー
ツ
選
手
モ
デ
ル
小
説
」
へ
と
筆
を
進
め
て
い

く
。
銀
幕
の
世
界
に
お
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
起
き
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
一
九
三
〇
年
頃
の
各
種
ス

ポ
ー
ツ
大
会
の
勃
興
、そ
れ
に
伴
う
人
気
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
誕
生
、

大
会
の
様
子
を
伝
え
る
ラ
ジ
オ
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア

の
発
達
は
、
作
家
が
作
家
自
身
の
身
辺
の
「
私
的
領
域
」
を
物
語

に
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
今
度
は
作
家
が
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手

の
身
辺
に
つ
い
て
の
「
私
的
領
域
」
を
物
語
に
す
る
読
者
か
ら
の

要
請
が
ビ
ジ
ネ
ス
を
成
立
さ
せ
る
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
動
き
が
多
く
の
ス
ポ
ー
ツ
選
手
を
モ
デ
ル
と
し
た
後
継
の
小

説
を
生
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

日
比
氏
は
、
自
分
や
身
近
な
人
間
の
「
私
的
領
域
」
に
つ
い
て

描
く
こ
と
を
旨
と
す
る
流
れ
を
汲
ん
だ
雑
誌
『
講
談
倶
楽
部
』
に

お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
小
説
の
特
徴
を
、
創
作
す
る
者
の
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
の
モ
デ
ル
が
堕
落
さ
せ
ら
れ

て
い
く
点
に
求
め
て
い
る
。
モ
デ
ル
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
そ
の
ジ
ャ

ン
ル
に
お
い
て
ス
ー
パ
ー
・
ス
タ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
と
の
真

偽
を
問
わ
な
い
物
語
に
よ
っ
て
、
半
ば
強
制
的
に
堕
落
、
零
落
さ

せ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
日
比
氏
は
こ
の
背
後
に
、「
一
九
三

〇
年
ご
ろ
の
大
衆
の
屈
折
し
た
願
望
」、
つ
ま
り
、
ヒ
ー
ロ
ー
の

「
私
的
領
域
」
に
お
け
る
負
の
側
面
に
思
い
を
巡
ら
せ
た
い
読
者

た
る
大
衆
の
姿
を
見
て
い
る
。
大
衆
が
優
れ
た
人
間
の
粗
探
し
を

楽
し
み
、そ
の
転
落
し
て
い
く
姿
か
ら
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
る
場
は
、

科
学
技
術
に
連
動
し
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
に
伴
っ
て
、
小

説
か
ら
ラ
ジ
オ
、
ラ
ジ
オ
か
ら
テ
レ
ビ
へ
と
発
信
の
主
戦
場
を
移

し
な
が
ら
も
、
引
き
続
き
核
と
な
る
部
分
と
し
て
受
け
継
が
れ
て

い
っ
た
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
の
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
や
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
に
お
け
る
過
剰
と
も
言
っ
て
よ
い
よ

う
な
著
名
人
の
身
辺
を
め
ぐ
る
ト
ー
ク
等
は
、
こ
う
言
っ
た
日
本

人
の
心
性
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
作
者

と
読
者
の
間
で
織
り
な
さ
れ
る
駆
け
引
き
の
流
れ
を
、
丁
寧
に
暴

き
出
し
て
い
く
日
比
氏
の
鋭
い
洞
察
と
分
析
力
に
は
深
い
誠
実
さ

を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

ネ
ッ
ト
時
代
が
到
来
す
る
ま
で
、
小
説
の
モ
デ
ル
と
し
て
「
私

的
領
域
」
を
読
者
た
る
大
衆
の
目
に
晒
さ
れ
た
人
々
は
、
あ
る
種

特
権
的
な
地
位
に
帰
属
し
て
い
る
人
々
で
あ
っ
た
。
三
島
由
紀
夫

が
「
宴
の
あ
と
」
に
お
い
て
モ
デ
ル
と
し
た
「
都
知
事
候
補
「
野
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口
雄
賢
」」
に
お
い
て
は
名
前
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
が
、
三
島

が
市
井
に
溢
れ
る
ご
く
一
般
的
な
生
活
を
営
む
無
名
の
人
間
を
モ

デ
ル
と
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
間
に
は
、
三
島
が
小
説
の
モ
デ

ル
と
し
て
選
択
し
た
と
い
う
特
権
的
な
地
位
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
与

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。（
柳
美
里
の
「
石

に
泳
ぐ
魚
」
に
し
て
も
然
り
で
あ
る
。）
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、

小
説
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
登
場
人
物
に
は
、
誰
も
彼
も
が
座
る
こ

と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
時
代
が
久
し
く
続
い
て
い
た
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
ネ
ッ
ト
時
代
の
到
来
（「
侵
食
」
と
い
っ
た

方
が
適
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。）
と
と
も
に
、
ネ
ッ
ト
上
の
電

子
空
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
ア
ク
セ
ス
の
容
易
さ
か
ら
、
誰
し
も

が
手
軽
に
著
作
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
特
定
の

人
間
を
モ
デ
ル
と
す
る
、
な
い
し
は
そ
の
人
そ
の
も
の
に
つ
い
て

の
（
真
偽
を
検
証
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
）
物
語
を
際
限
な

く
生
み
出
す
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
本

書
の
終
章
で
、日
比
氏
は
我
々
が
直
面
す
る
こ
の
現
実
、マ
ー
ク
・

ポ
ス
タ
ー
等
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
張

り
巡
ら
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
介
し
て
、本
書
が
扱
う
「
私
的
領
域
」

を
含
む
私
た
ち
の
個
人
情
報
や
日
常
生
活
が
第
三
者
に
簡
単
に
漏

洩
し
て
し
ま
う
超
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
時
代
の
危
険
性
を
訴
え
る
と

と
も
に
、
今
日
の
著
作
物
に
お
け
る
過
剰
な
作
品
の
作
者
へ
の
帰

属
意
識
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
盗
作
」
や
「
剽
窃
」
を
め
ぐ
る
論
争

や
裁
判
等
に
よ
っ
て
、（
そ
れ
だ
け
著
作
権
の
侵
害
に
対
し
て
無

神
経
な
人
間
達
が
激
増
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
言
え
る

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
、）
前
持
っ
た
自
衛
の
た
め
に
書
き
手
が

他
人
の
「
私
的
領
域
」
に
帰
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
書
く
こ
と
を

控
え
る
よ
う
な
状
態
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
モ
デ
ル
小
説
の
終

末
的
な
状
況
と
し
て
憂
え
て
い
る
。

三
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
芸
術
性
の
狭
間
で

（
本
書
が
論
じ
る
領
域
の
中
に
お
い
て
、）
モ
デ
ル
小
説
が
作
者

の
手
を
離
れ
た
後
に
呼
び
起
こ
す
居
心
地
の
悪
さ
、
そ
れ
は
、
司

法
の
場
に
お
け
る
「
作
品
の
芸
術
性
」
に
つ
い
て
の
判
断
が
、
必

ず
し
も
普
遍
的
な
「
作
品
の
芸
術
性
」
と
は
一
致
し
て
い
な
い
と

こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
司
法
の
判
断
は
、
そ
の
社

会
の
成
熟
度
や
時
代
の
流
れ
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
為
政
者
が
変
わ
れ
ば
、司
法
の
判
断
基
準
が
変
わ
り
、

そ
れ
に
連
動
し
て
芸
術
を
判
断
す
る
基
準
そ
の
も
の
が
変
わ
る
と

言
っ
た
こ
と
は
、
人
類
の
歴
史
が
幾
重
と
な
く
証
明
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
戦
犯
な
ど
の
法
的
な
名
誉
回
復
が
、

国
民
の
多
く
が
望
ま
な
い
判
断
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
国
際

的
に
も
頻
繁
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
司
法
の
場
で
の
「
芸
術

性
の
高
さ
」
と
社
会
的
な
そ
れ
が
一
致
し
な
い
こ
と
は
、
数
多
の

歴
史
的
な
事
実
が
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
比
氏
も
「
言
語
芸
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術
と
し
て
の
小
説
の
完
成
度
や
質
の
高
さ
を
、
裁
判
所
が
判
断
す

る
の
は
、
性
質
上
馴
染
ま
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
、
司
法
判
断
と

モ
デ
ル
小
説
の
芸
術
性
の
高
さ
の
一
致
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
か

な
り
慎
重
に
筆
を
進
め
て
い
る
。

一
見
、
モ
デ
ル
小
説
の
「
私
的
領
域
」
を
め
ぐ
る
裁
判
に
お
け

る
判
決
は
、
特
定
の
個
人
で
あ
る
裁
判
官
や
法
曹
界
と
い
う
狭
い

枠
組
み
の
中
の
狭
い
判
断
の
み
で
、
そ
の
「
芸
術
性
の
問
題
」
が

（
判
例
な
ど
に
従
っ
て
）
刹
那
的
、
恣
意
的
に
決
定
し
て
い
る
、

何
か
偏
っ
た
も
の
、
不
完
全
な
も
の
の
よ
う
な
印
象
を
抱
か
さ
れ

て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
国
民
を
代
表
す
る
人
た
ち

が
判
決
を
出
し
て
い
る
と
い
う
事
実
、
こ
の
裁
判
の
場
を
含
め
て

パ
ラ
（
副
次
的
な
）
テ
ク
ス
ト
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ

で
出
さ
れ
る
判
決
が
持
つ
公
共
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
な
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
、
文
学
史
の
レ
ー
ル
の
上
に

載
っ
て
い
そ
う
で
も
あ
り
、
乗
っ
て
い
な
さ
そ
う
で
も
あ
る
と
感

じ
て
し
ま
う
違
和
感
こ
そ
が
、
モ
デ
ル
小
説
の
芸
術
性
に
つ
い
て

の
問
題
を
宙
吊
り
（
棚
上
げ
）
に
し
、
直
視
す
る
対
象
か
ら
遠
ざ

け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
比
氏
は
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
公
共
性
の
構
造
転

換
』
か
ら
、「
小
説
は
そ
も
そ
も
、
市
民
社
会
に
お
い
て
公
共
的

な
議
論
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
前
提
と
な
る
人
間
性
を
涵
養
し

た
装
置
だ
っ
た
」
と
い
う
一
説
を
引
い
て
い
る
が
、
こ
の
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
表
現
は
実
に
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。
小
説
そ
の
も
の

が
議
論
な
の
で
は
な
く
、
小
説
が
市
民
の
間
に
巻
き
起
こ
す
「
公

共
的
な
議
論
」
が
人
間
性
を
涵
養
し
た
装
置
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
に
お
い
て
良
き
も
の
と
さ
れ
る
こ
と

は
模
範
と
さ
れ
、
悪
し
き
も
の
と
さ
れ
る
も
の
は
悪
例
と
さ
れ
、

そ
の
社
会
に
生
き
る
人
々
の
指
針
と
な
っ
て
い
く
。
人
々
は
、
ど

こ
か
の
国
の
プ
リ
ン
ス
や
プ
リ
ン
セ
ス
の
不
倫
を
描
い
た
小
説

を
、
好
奇
の
眼
で
眺
め
、
あ
る
面
で
は
憧
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が

道
徳
的
に
は
非
難
さ
れ
る
類
の
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
な
信
用

を
失
墜
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
ん
で
い
っ
た
の
で

あ
る
。
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
や
エ
マ
・
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
に
対
す
る

憧
れ
は
、
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、小
説
の
内
容
が
「
私
的
領
域
」
を
扱
っ

て
い
て
も
、「
私
的
領
域
」
に
つ
い
て
の
、
そ
れ
が
社
会
的
に
善

で
あ
る
の
か
、
悪
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
「
公
的
な
判
断
力
」
を

養
う
た
め
の
装
置
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
消
費
社

会
の
社
会
へ
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
言
葉
で
は
、

「
文
芸
的
公
共
性
は
、
今
日
で
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
消
費
文

化
的
公
共
性
を
つ
う
じ
て
小
家
族
的
内
部
空
間
へ
放
流
さ
れ
る
社

会
的
影
響
力
の
落
下
口
に
な
る
」
と
、
憧
れ
や
社
会
的
な
指
針
を

学
ぶ
対
象
で
は
な
く
、
直
接
個
人
を
攻
撃
す
る
凶
器
と
化
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、「
社
会
は
防
衛
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
フ
ー
コ
ー
の
残
し
た
主
張
が
実
感
を
持
っ

て
人
々
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
書
の
終
章
に
お
い
て
、
超
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
社
会
に
お
い
て

先
鋭
化
す
る
「
私
的
領
域
」
に
対
す
る
監
視
網
の
強
化
へ
の
危
機

感
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
つ
い
で
に
私
的
な
意
見
を
述
べ
て
お
く
な

ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
はLa vie publique

（
公
に
な
る
部
分
の
生
活
）
と
の
対
概
念
と
し
て La vie privée 

（
公
に
な
る
部
分
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
人
生
、
つ
ま
り
個
人
に
帰

属
す
る
部
分
の
生
活
）
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
。
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
自
伝
で
あ
る
『
告
白
』
の
内
容
が
し
ば
し

ば
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、文
学
理
論
の
領
域
に
お
い
て
、

自
伝
と
い
う
分
野
を
規
定
す
る
顕
著
な
特
筆
性
と
し
て
作
者
に
よ

る
「
自
己
正
当
化
（l’autojustification

）」
の
問
題
が
あ
げ
ら

れ
る
。
藤
村
が
こ
の
ル
ソ
ー
の
「
自
己
正
当
化
」
の
著
し
い
自
伝

と
呼
ば
れ
る
『
告
白
』
の
熱
心
な
読
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の

後
の
日
本
の
私
小
説
（
自
伝
的
小
説
）
の
方
向
性
を
決
定
し
て
い

く
の
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

「
私
的
領
域
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
こ
と
は
、
人
々
の
目
の
行
き

届
か
な
い
「
公
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
」
領
域
を
物
語
に
し
た
も
の

で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
実
際
に
起
き
た
出
来
事
で
あ
る
の
か
、
真

実
を
捻
じ
曲
げ
た
虚
偽
の
物
語
で
あ
る
の
か
、
は
た
ま
た
作
家
の

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
純
粋
な
意
味
で

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
か
読
者
の
位
置
か
ら
判
断
す
る
の
は

困
難
を
極
め
る
。
そ
の
作
品
の
内
容
に
よ
っ
て
、
モ
デ
ル
と
さ
れ

る
者
の
名
誉
が
毀
損
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
名
誉
を
守
る
た
め
に

名
誉
を
回
復
す
る
動
き
を
見
せ
る
こ
と
、
そ
れ
が
フ
ー
コ
ー
的
な

意
味
に
お
け
る
「
社
会
は
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ

た
思
考
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
「
芸
術
性
の

高
さ
」
と
は
違
う
次
元
で
語
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
が
た
め
に
、
問

題
の
核
心
と
な
る
部
分
は
常
に
着
地
点
を
見
つ
け
ら
れ
ず
、
次
へ

次
へ
と
持
ち
越
さ
れ
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
著
者
で
あ
る
日
比

氏
が
、
こ
の
本
を
締
め
く
く
る
際
に
、
今
後
の
モ
デ
ル
小
説
の
可

能
性
に
つ
い
て
、

「
石
に
泳
ぐ
魚
」
裁
判
（
中
略
）
の
結
審
か
ら
約
二
〇
年
、

い
ま
や
他
者
に
迷
惑
を
か
け
ず
、
そ
の
許
諾
も
い
ら
な
い
リ

ア
リ
ズ
ム
小
説
は
、作
者
自
身
し
か
登
場
し
な
い
究
極
の
「
私

小
説
」
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
、

モ
デ
ル
小
説
一
二
〇
年
の
歴
史
の
、
終
末
の
風
景
で
あ
る
。

と
自
虐
的
な
見
解
を
残
し
て
筆
を
擱
い
て
い
る
が
、こ
れ
か
ら
先
、

更
に
超
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
社
会
の
浸
透
が
進
ん
で
い
く
と
、
コ
ン
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ピ
ュ
ー
タ
が
事
件
や
ス
ポ
ー
ツ
の
結
果
、
つ
ま
り
公
的
な
部
分
を

客
観
的
に
自
動
で
記
録
す
る
だ
け
で
、
人
間
が
人
間
の
こ
と
を
書

く
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
、
な
い
し
は
皆
無
に
な
る
時
代
が
や
っ
て

来
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、今
日
に
至
る
ま
で
の
、

近
代
日
本
文
学
に
お
け
る
「
私
的
領
域
」
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
、

そ
の
流
れ
を
把
握
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
確
認
す
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
、
人
間
が
人
間
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
続
け
て
い
く
た
め
の
手
が
か
り
を
模
索
す
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
も
、
本
書
は
今
後
の
我
々
の
歩
い
て
い
く
道
に
つ
い

て
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。

（
普
遍
的
な
）
芸
術
性
に
つ
い
て
司
法
が
判
断
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
の
か
、プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
守
る
と
い
う
名
目
の
も
と
に
、

必
要
以
上
の
自
身
の
情
報
に
つ
い
て
の
防
衛
が
許
さ
れ
て
し
ま
う

の
か
。
こ
う
い
っ
た
あ
る
モ
デ
ル
小
説
の
誕
生
を
き
っ
か
け
と
し

て
後
発
的
に
生
ま
れ
た
も
の
を
、
モ
デ
ル
小
説
の
パ
ラ
テ
ク
ス
ト

（
派
生
し
た
も
の
）
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
如
何
様
に
も
解

釈
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
は
あ
り
そ
う
だ
が
、
気
が
付
い
た
時

に
は
ま
っ
た
く
別
の
世
界
に
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
不
安

感
や
心
も
と
な
さ
に
苛
ま
れ
て
し
ま
う
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う

か
。
本
書
と
対
話
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
う
い
っ
た
点
に
つ
い

て
読
者
に
は
じ
っ
く
り
と
考
え
て
み
て
欲
し
い
と
願
う
。

 

〈
二
〇
二
〇
年
八
月
十
二
日
刊
、
新
曜
社
、
Ａ
５
版
、
三
〇
八
頁
、

 

二
九
〇
〇
円+

税
〉

（
す
ぎ
ぶ
ち
・
よ
う
い
ち
／
元
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
研

究
員
）
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