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プ
ル
ー
ス
ト
的
〈
小
説
〉
の
夢

石
　
川
　
美
　
子

　

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
（
一
九
一
五
〜
一
九
八
〇
）
に
と
っ
て
、
プ
ル
ー
ス

ト
は
も
っ
と
も
敬
愛
す
る
作
家
の
ひ
と
り
だ
っ
た
。
バ
ル
ト
の
全
著
作
の

な
か
で
、
い
ち
ば
ん
多
く
名
前
の
あ
げ
ら
れ
た
作
家
が
プ
ル
ー
ス
ト
だ
っ

た
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
バ
ル
ト
は
生
涯
を
つ

う
じ
て
数
多
く
の
プ
ル
ー
ス
ト
論
を
発
表
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま

た
、
プ
ル
ー
ス
ト
へ
の
言
及
の
し
か
た
は
、
年
と
と
も
に
大
き
く
変
化
し

て
い
っ
た
。
そ
の
変
遷
は
、
四
つ
の
時
期
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
バ
ル
ト
が
は
じ
め
て
評
論
を
発
表
し
た
一
九
四
二
年
か
ら
、
構

造
主
義
批
評
を
標
榜
し
て
い
た
一
九
六
五
年
ご
ろ
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。

こ
の
二
十
年
あ
ま
り
の
あ
い
だ
は
、
評
論
や
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
し
ば
し

ば
プ
ル
ー
ス
ト
の
名
前
を
あ
げ
て
い
た
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
つ
い
て
の
論

考
を
発
表
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
独
特
な
プ
ル
ー
ス
ト
観
を
口
に
す
る

わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
を
好
み
つ
つ
も
、
意
識
的
に
語
っ
て

い
た
と
は
言
え
な
い
時
期
で
あ
る
。

　

一
九
六
六
年
に
な
る
と
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
め
ぐ
る
評
論
を
発
表
す
る
よ

う
に
な
る
。
ま
ず
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
伝
記
に
つ
い
て
の
書
評
を
書
く
。
つ

い
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
た
論
考
を
二
つ
発
表
す
る
。

そ
し
て
一
九
七
三
年
か
ら
七
七
年
ま
で
の
時
期
に
は
、
ま
と
ま
っ
た
プ
ル

ー
ス
ト
論
は
書
い
て
は
い
な
い
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
の
な
か
で
プ

ル
ー
ス
ト
を
読
む
よ
ろ
こ
び
を
語
っ
て
い
る
。
当
時
の
バ
ル
ト
が
し
ば
し

ば
口
に
し
て
い
た
「
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
」
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
読
書
と
つ

よ
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
こ
ろ
か
ら
バ
ル
ト
は
、
プ

ル
ー
ス
ト
の
伝
記
的
事
実
に
興
味
を
し
め
す
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

一
九
七
八
年
か
ら
死
去
ま
で
の
二
年
あ
ま
り
の
あ
い
だ
は
、
バ
ル
ト
は

プ
ル
ー
ス
ト
的
〈
小
説
〉
を
書
き
た
い
と
願
い
、
模
索
し
て
い
た
。
プ
ル

	

―
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
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ー
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
を
書
い
た
か
を
考
察

す
る
論
文
を
い
く
つ
か
書
き
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
の
年
間

講
義
に
お
い
て
も
た
え
ず
プ
ル
ー
ス
ト
に
言
及
し
て
い
た
。
最
晩
年
の
バ

ル
ト
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
自
分
の
〈
小
説
〉
の
師
と
あ
お
い
で
生
き
て
い

た
の
で
あ
る
。

一　

バ
ル
ト
の
著
作
に
み
ら
れ
る
プ
ル
ー
ス
ト

（
一
）
幸
福
な
読
書
―
一
九
七
七
年
ま
で

　

一
九
五
三
年
に
『
零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』
を
出
版
し
て
批
評
家
と

し
て
の
活
動
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
バ
ル
ト
で
あ
る
が
、
彼
が
プ
ル
ー
ス
ト

に
つ
い
て
直
接
的
に
語
る
の
は
一
九
六
六
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｄ
・
ペ
イ
ン
タ
ー
に
よ
る
伝
記
『
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
』

の
書
評
、「
対
比
列
伝
」1
が
最
初
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
の
バ
ル
ト
は
、

文
学
作
品
を
作
者
の
人
生
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
「
新
批

評
」
を
標
榜
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
書
評
は
、
伝
記
中
の
プ
ル
ー
ス
ト

と
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
主
人
公
と
を
対
比
さ
せ
、
区
別
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
九
六
七
年
に
言
語
学
者
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
七
〇
歳
を
祝
う

論
文
集
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
バ
ル
ト
は
「
プ
ル
ー
ス
ト
と
名
前
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
論
考
を
寄
稿
す
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
作
品
に
お
け
る
固

有
名
詞
の
効
果
を
言
語
学
的
に
分
析
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
プ
ル
ー

ス
ト
の
作
品
を
彼
の
生
涯
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
」

2

と
述
べ
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
当
時
の
バ
ル
ト
は
や
は
り
、
作
者

の
存
在
を
作
品
解
釈
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
「
作
者
の
死
」
を
主
張
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
七
一
年
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
生
誕
一
〇
〇
年
に
あ
た
っ
た
。
こ

の
年
に
バ
ル
ト
は
、
イ
タ
リ
ア
の
雑
誌
『
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
』
の
プ
ル
ー
ス
ト

特
集
号
に
、
短
い
プ
ル
ー
ス
ト
論
「
研
究
の
構
想
」3
を
発
表
し
て
い
る
。

『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
一
場
面
に
お
い
て
、
娼
家
の
女
将
だ
と
思

わ
れ
た
人
が
じ
つ
は
大
公
妃
だ
っ
た
、
と
い
う
逆
転
の
記
述
に
つ
い
て
分

析
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

翌
一
九
七
二
年
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
没
後
五
〇
年
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
七
一
年
か
ら
七
二
年
に
か
け
て
の
二
年
間
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
・
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
さ
か
ん
に
催
さ
れ
た
。
バ
ル
ト
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
発
表
は

お
こ
な
わ
な
か
っ
た
が
、
参
加
し
て
発
言
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
と
き

に
プ
ル
ー
ス
ト
作
品
を
ま
と
め
て
読
み
か
え
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て

『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
作
家
プ
ル
ー
ス

ト
の
伝
記
的
事
実
に
も
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
わ
ず
か
数
年
前
に
は

「
作
者
の
死
」
を
主
張
し
て
い
た
バ
ル
ト
が
、「
作
者
の
回
帰
」
を
口
に
す

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
自
身
、
の
ち
に
な

っ
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　

当
時
﹇
一
九
六
〇
年
代
﹈、
わ
た
し
も
そ
う
し
た
傾
向
﹇
作
者
を
消

し
去
る
こ
と
﹈
を
端
的
に
表
わ
す
タ
イ
ト
ル
を
も
っ
た
論
考
を
書
い

た
も
の
で
す
。「
作
者
の
死
」
で
す
。
新
批
評
は
作
者
を
抑
圧
し
た
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の
で
す
。﹇
…
﹈

　

わ
た
し
の
立
場
の
転
換
は
、『
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
』
の
と
き
に
起

こ
り
ま
し
た
。
理
論
的
超
自
我
の
ゆ
さ
ぶ
り
、
好
き
な
テ
ク
ス
ト
の

回
帰
、
作
者
の
「
抑
圧
解
放
」、
あ
る
い
は
「
脱

－

抑
圧
」
が
起
こ
っ

た
の
で
す
4
。

　
『
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
七
三
年
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
こ
ろ
に
バ
ル
ト
は
「
作
者
の
死
」
か
ら
「
作
者
の
回
帰
」
に
転
換
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
作
者
の
回
帰
」
は
、
さ
ら
に
、
バ
ル
ト
自
身
と
い
う
「
作
者
」
の
回
帰

を
も
も
た
ら
し
た
。
や
が
て
彼
は
自
伝
的
な
作
品
を
発
表
す
る
よ
う
に
な

る
。
一
九
七
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
彼
自
身
に
よ
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
』

は
、
自
伝
的
な
三
〇
〇
あ
ま
り
の
断
章
か
ら
な
る
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
の

本
に
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
読
む
よ
ろ
こ
び
と
、
プ
ル
ー
ス
ト
へ
の
共
感
と

が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
登

場
人
物
名
を
用
い
た
「
セ
リ
ー
ヌ
と
フ
ロ
ー
ラ
」
と
い
う
断
章
に
お
い
て

言
語
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
述
べ
た
り
、
無
意
識
的
記
憶
想
起
は
自
分
に

と
っ
て
は
匂
い
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
語
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
バ
ル

ト
が
子
ど
も
時
代
を
す
ご
し
た
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
を
プ
ル
ー
ス
ト
の
イ
リ
エ
に

重
ね
て
描
い
た
り
も
し
て
い
る
。

　
﹇
祖
母
の
﹈
願
望
の
お
も
な
対
象
は
、
薬
剤
師
の
未
亡
人
の
ル
ブ

フ
夫
人
と
い
う
ひ
と
で
あ
っ
た
﹇
…
﹈。
肝
心
な
の
は
、
そ
の
人
を

毎
月
の
お
茶
会
に
よ
ぶ
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
そ
の
続
き
は
プ
ル

ー
ス
ト
を
）5
。

　

結
局
、
一
九
七
七
年
ご
ろ
ま
で
の
バ
ル
ト
は
、
批
評
家
あ
る
い
は
読
者

と
し
て
、
幸
福
に
プ
ル
ー
ス
ト
を
読
ん
で
い
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
き
に
は
自
分
の
理
論
を
例
証
す
る
た
め
に
プ
ル
ー
ス
ト
作
品
を
分
析
し

た
り
、
と
き
に
は
自
分
の
立
場
を
転
換
す
る
た
め
の
支
え
と
し
た
り
、
と

き
に
は
読
書
の
よ
ろ
こ
び
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
語
る
た
め
の
モ
チ
ー
フ
と
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）〈
小
説
〉
の
模
索
―
一
九
八
〇
年
二
月
ま
で

　

一
九
七
七
年
十
月
末
に
、
バ
ル
ト
の
母
が
亡
く
な
っ
た
。
生
涯
ず
っ
と

と
も
に
暮
ら
し
た
愛
す
る
母
の
死
は
、
悲
し
み
や
苦
し
み
を
こ
え
た
絶
望

的
な
思
い
を
バ
ル
ト
に
も
た
ら
し
た
。
そ
の
絶
望
の
な
か
で
、
彼
は
小
説

を
書
き
た
い
と
願
う
よ
う
に
な
る
。
母
が
生
き
た
と
い
う
こ
と
ま
で
忘
れ

ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
母
を
作
品
に
書
き
残
す
こ
と
で
、
愛
す
る
母
の
す

が
た
を
永
遠
に
残
す
の
だ
、
と
。
こ
う
し
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
ふ
う
の
自
伝

的
な
〈
小
説
〉
を
書
く
た
め
の
模
索
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
一
九
七
八
年
十
月
に
、「
長
い
あ
い
だ
、
わ
た
し
は
早
く
か
ら

寝
た
」
と
い
う
題
の
講
演
を
お
こ
な
う
6
。『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の

冒
頭
の
文
を
題
に
も
つ
こ
の
講
演
は
、
バ
ル
ト
自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う

に
、「
プ
ル
ー
ス
ト
と
わ
た
し
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
講
演

は
二
部
か
ら
な
り
、
第
一
部
は
プ
ル
ー
ス
ト
に
つ
い
て
、
第
二
部
は
バ
ル

ト
に
つ
い
て
と
な
っ
て
い
る
。
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ま
ず
は
じ
め
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
最
初
は
評
論
の
方
向
と
小
説
の
方
向

と
い
う
二
つ
の
道
に
引
き
裂
か
れ
て
い
た
こ
と
を
バ
ル
ト
は
指
摘
す
る
。

だ
が
一
九
〇
五
年
に
母
が
亡
く
な
り
、
試
行
錯
誤
の
の
ち
に
プ
ル
ー
ス
ト

が
え
ら
ん
だ
の
は
、
評
論
で
も
小
説
で
も
な
い
第
三
の
形
式
で
あ
っ
た
。

そ
の
特
徴
は
、
書
く
こ
と
に
到
達
す
る
ま
で
の
人
生
を
物
語
る
の
で
は
な

く
、「
書
き
た
い
と
い
う
欲
望
」
を
物
語
に
し
て
い
る
こ
と
だ
と
バ
ル
ト

は
言
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
講
演
の
第
二
部
で
は
、
バ
ル
ト
自
身
の
「
書

き
た
い
と
い
う
欲
望
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
な
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
よ

う
に
自
分
も
ま
た
、
母
の
死
を
契
機
と
し
て
、「
新
た
な
生
」、「
新
た
な

作
品
」
を
は
じ
め
る
の
だ
、
と
。

　

こ
の
講
演
の
二
か
月
後
に
、
バ
ル
ト
は
「
固
ま
る
」
と
い
う
題
の
短
い

文
章
7

を
発
表
す
る
。
そ
こ
で
分
析
さ
れ
て
い
る
の
は
、
プ
ル
ー
ス
ト

が
一
九
〇
九
年
九
月
に
突
然
に
書
き
か
た
を
変
え
た
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
は
断
片
的
な
短
い
形
式
で
書
い
て
い
た
の
が
、
そ

の
後
は
織
り
上
げ
ら
れ
た
長
い
形
式
に
変
わ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
九
〇
九
年
九
月
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
母
の
死
が
作
品
を
い
わ
ば

「
生
み
だ
し
た
」
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
技
術
的

な
方
法
を
見
つ
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
バ
ル
ト
は
分
析
し
て
い
る
。
断

章
形
式
で
書
き
つ
づ
け
て
き
た
バ
ル
ト
自
身
も
ま
た
、〈
小
説
〉
を
書
く

た
め
に
は
、
断
章
を
物
語
に
す
る
方
法
を
見
つ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　

そ
う
し
て
、
見
つ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。「
固
ま
る
」
の
論
文
の
一
年
後
に
、

彼
は
『
明
る
い
部
屋
』
を
発
表
す
る
。
こ
の
作
品
は
四
八
の
章
か
ら
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
断
章
集
で
は
な
く
一
続
き
の
物
語
な
の
だ
。
作
品
は

二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
部
は
写
真
の
本
質
を
探
究
す
る
知
的
遍

歴
の
物
語
で
あ
り
、
バ
ル
ト
自
身
の
知
的
自
伝
が
ゆ
る
や
か
に
重
ね
ら
れ

て
い
る
。
第
一
部
の
最
後
で
、
彼
は
こ
う
語
る
。

　
「
写
真
」
の
明
証
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
わ
た
し
は
自
分
自
身
の

な
か
に
さ
ら
に
深
く
降
り
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
8
。

　

こ
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
プ
ル
ー
ス
ト
が
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の

最
後
に
お
い
て
、
昔
の
瞬
間
を
ふ
た
た
び
見
出
す
に
は
「
自
分
の
な
か
に

さ
ら
に
深
く
降
り
て
」9
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
語
っ
た
表
現
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　
『
明
る
い
部
屋
』
第
二
部
で
は
、
バ
ル
ト
は
母
の
子
ど
も
時
代
の
写
真

を
発
見
し
、
そ
の
写
真
を
つ
う
じ
て
、「
写
真
」
の
本
質
を
見
出
す
こ
と

に
な
る
。
こ
の
第
二
部
に
お
い
て
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
名
を
四
度
引
用
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
母
を
失
っ
た
悲
し
み
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
の
語
り
手
が
祖
母
の
死
に
際
し
て
言
っ
た
よ

う
に
、
わ
た
し
も
ま
た
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
た
。「
わ
た
し
は
た

ん
に
苦
し
む
だ
け
で
な
く
、
わ
た
し
の
苦
悩
の
独
自
性
を
ど
う
し
て

も
大
切
に
し
た
か
っ
た
の
だ
」
と
10
。
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『
明
る
い
部
屋
』
は
、
バ
ル
ト
が
プ
ル
ー
ス
ト
に
共
感
し
な
が
ら
書
き

あ
げ
た
、
プ
ル
ー
ス
ト
的
探
求
の
物
語
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
が
、
バ
ル
ト
に
お
け
る
プ
ル
ー
ス
ト
へ
の
言
及
の
変
遷
で
あ
る
。

ま
と
め
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
バ
ル
ト
に
と
っ

て
の
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
一
九
七
二
年
ご
ろ
ま
で
は
分
析
や
評
論
の
対
象
で

あ
っ
た
が
、
七
三
年
ご
ろ
か
ら
は
読
書
の
快
楽
の
対
象
と
な
り
、
や
が
て

伝
記
的
な
「
作
者
の
回
帰
」
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
だ
が
バ
ル
ト
は

一
九
七
七
年
の
母
の
死
を
契
機
に
〈
小
説
〉
を
書
き
た
い
と
願
う
よ
う
に

な
り
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
短
く
不
連
続
な
形
式
か
ら
長
い
形
式
へ
移
行
し
た

こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
を
重
ね
な
が
ら
、
自
分
に
と
っ
て
の
新
た
な
形
式

で
あ
る
〈
小
説
〉
を
模
索
す
る
。
そ
し
て
一
九
八
〇
年
二
月
初
め
に
プ
ル

ー
ス
ト
的
探
求
の
物
語
で
あ
る
『
明
る
い
部
屋
』
を
発
表
す
る
。
し
か
し

そ
れ
か
ら
一
か
月
も
た
た
ず
し
て
、
バ
ル
ト
は
交
通
事
故
に
遭
い
、
そ
の

一
か
月
後
に
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が

残
る
。
ま
ず
、
一
九
七
七
年
十
月
の
母
の
死
か
ら
、「
長
い
あ
い
だ
、
わ

た
し
は
早
く
か
ら
寝
た
」
の
講
演
を
お
こ
な
う
ま
で
、
一
年
と
い
う
時
間

が
流
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
い
だ
、
バ
ル
ト
は
何
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、『
明
る
い
部
屋
』
は
、
本
の
最
後
に
記
さ
れ
た
言
葉
に
よ
る
と
、

執
筆
は
「
一
九
七
九
年
四
月
十
五
日
か
ら
六
月
三
日
ま
で
」
だ
っ
た
と
い

う
。
書
き
終
え
て
か
ら
一
九
八
〇
年
二
月
は
じ
め
に
出
版
す
る
ま
で
の
八

か
月
間
、
バ
ル
ト
は
〈
小
説
〉
に
か
ん
し
て
何
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
彼
は
、
一
九
七
八
年
十
二
月
か
ら
、
事
故
に
遭
う
八
〇
年
二
月
末

ま
で
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
「
小
説
の
準
備
」
と
い
う
講
義

を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
彼
自
身
の
〈
小
説
〉
の
模
索
に
ど
の
よ

う
に
作
用
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

二　
〈
小
説
〉を
模
索
す
る
バ
ル
ト

（
一
）
喪
の
日
々
か
ら
「
文
学
的
回
心
」
へ

　

一
九
七
七
年
十
月
末
に
母
を
亡
く
し
た
あ
と
、
バ
ル
ト
は
鬱
々
と
し
た

日
々
を
送
っ
て
い
た
。
母
の
死
の
翌
日
か
ら
、
彼
は
『
喪
の
日
記
』
を
書

き
は
じ
め
る
。
日
記
に
は
、
悲
痛
な
苦
悩
の
言
葉
が
つ
づ
ら
れ
た
。
死
か

ら
三
か
月
半
ほ
ど
が
す
ぎ
、
七
八
年
二
月
後
半
に
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ

ラ
ン
ス
で
の
年
度
講
義
「〈
中
性
〉
に
つ
い
て
」
を
開
始
す
る
。
バ
ル
ト
は

毎
年
、
講
義
の
は
じ
ま
る
一
か
月
前
に
は
そ
の
年
度
に
話
す
こ
と
す
べ
て

を
講
義
ノ
ー
ト
に
書
き
終
え
て
お
く
習
慣
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
年
は
、

母
の
死
ゆ
え
に
講
義
の
準
備
は
進
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

〈
中
性
〉
と
い
う
テ
ー
マ
自
体
が
、
母
の
喪
に
苦
し
む
バ
ル
ト
に
は
興
味

の
も
て
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
講
義
の
初
日
に
彼
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

わ
た
し
が
こ
の
講
義
の
主
題
を
決
め
た
と
き
（
昨
年
五
月
）
と
、

講
義
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き
と
の
あ
い
だ
で
、

わ
た
し
の
人
生
に
お
い
て
、
あ
る
重
大
な
で
き
ご
と
が
、
近
親
者
の
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死
が
起
こ
り
ま
し
た
。〈
中
性
〉
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
語
ろ
う
と
す

る
主
体
は
、
語
ろ
う
と
決
意
し
た
主
体
と
は
も
は
や
同
じ
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。﹇
…
﹈
で
も
コ
レ
ー
ジ
ュ
の
掲
示
を
変
え
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
11
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
講
義
に
は
、
バ
ル
ト
の
「
書
き
た
い
と
い

う
欲
望
」
を
聞
き
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
な
ん
ど
か
母
の

喪
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
。
三
月
ご
ろ
に
は
、
カ
イ

エ
・
デ
ュ
・
シ
ネ
マ
社
か
ら
「
写
真
に
つ
い
て
の
本
」
の
注
文
を
受
け
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
書
く
べ
き
か
、
決
め
ら
れ
な
い
ま

ま
で
い
た
。

　

四
月
に
な
り
、
復
活
祭
休
暇
に
な
っ
た
。
バ
ル
ト
は
二
週
間
ほ
ど
、
カ

サ
ブ
ラ
ン
カ
に
滞
在
す
る
。
あ
る
日
、
た
っ
た
ひ
と
り
で
部
屋
に
い
た
と

き
、
突
然
に
「
文
学
的
回
心
」
を
う
な
が
す
声
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。

文
学
の
道
に
入
る
の
だ
、
残
さ
れ
た
人
生
を
新
た
な
作
品
を
書
く
こ
と
に

さ
さ
げ
て
生
き
る
の
だ
、
と
い
う
声
を
。
こ
れ
が
「
四
月
十
五
日
の
回
心
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
見
出
さ
れ
た
時
」
に
お
け
る
啓
示
と

お
な
じ
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ
た
バ
ル
ト
は
、
ひ
さ
し
ぶ
り
に
プ
ル
ー
ス

ト
作
品
を
手
に
と
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
鬱
々
と
沈
み
こ
ん
で
い
た
バ

ル
ト
が
、
よ
う
や
く
プ
ル
ー
ス
ト
に
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、〈
小
説
〉

に
む
か
っ
て
歩
き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
変
化
は
、
す
ぐ
に
講
義
に
あ
ら
わ
れ
た
。
五
月
の
講
義
で
は
、
さ

っ
そ
く
プ
ル
ー
ス
ト
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。「
プ
ル
ー
ス
ト
的
隠
遁
」

と
い
う
言
葉
を
も
ち
い
て
、
母
の
死
後
に
修
道
院
に
入
る
よ
う
に
「
作
品

の
な
か
に
」
入
っ
た
プ
ル
ー
ス
ト
の
こ
と
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と

き
に
バ
ル
ト
は
、「
プ
ル
ー
ス
ト
の
人
生
に
わ
た
し
は
い
つ
も
魅
了
さ
れ

て
き
た
」12
と
、「
作
者
の
回
帰
」
に
つ
い
て
ふ
た
た
び
述
べ
て
い
る
。

　

そ
し
て
母
の
死
の
直
後
か
ら
ず
っ
と
考
え
て
い
た
「
母
に
つ
い
て
の

本
を
書
き
た
い
」
と
い
う
思
い
と
、「
写
真
に
つ
い
て
の
本
」
の
注
文
を

受
け
た
こ
と
と
を
合
わ
せ
て
、「
母
の
写
真
の
本
」
を
書
こ
う
と
考
え

る
。
し
か
し
内
容
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
と
り
あ
え
ず
、
母
の
写
真
の

整
理
を
は
じ
め
る
。
そ
の
と
き
に
「
温
室
の
写
真
」
を
発
見
し
た
の
で
あ

る
。
一
九
七
八
年
六
月
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
母
が
五
歳
の
と
き
の

写
真
で
あ
っ
た
が
、
ま
さ
に
母
の
本
質
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
写
真
だ
っ
た
。

『
明
る
い
部
屋
』
の
中
核
と
な
る
写
真
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

　

七
月
に
な
っ
て
も
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
読
書
は
つ
づ
い
た
。『
喪
の
日
記
』

に
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
へ
の
共
感
の
言
葉
が
な
ら
ぶ
。
プ
ル
ー
ス
ト
が
母
を

亡
く
し
た
と
き
に
記
し
た
悲
し
み
の
言
葉
を
自
分
の
日
記
に
書
き
う
つ
し

て
ゆ
く
。
あ
た
か
も
、
悲
し
み
を
言
葉
に
す
る
こ
と
を
プ
ル
ー
ス
ト
か
ら

学
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
。
だ
が
、
ど
う
し
て
も
解
決
で
き
な
い
問
題
が

あ
っ
た
。
や
は
り
、
い
か
に
断
章
群
を
長
い
物
語
に
す
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
模
索
の
な
か
で
、
こ
の
時
期
に
バ
ル
ト
は
「
長

い
間
、
私
は
早
く
か
ら
寝
た
」
の
講
義
を
し
た
り
、「
固
ま
る
」
の
小
論
を

書
い
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
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（
二
）〈
小
説
〉
と
俳
句
と
写
真

　

一
九
七
八
年
十
二
月
二
日
に
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
の

年
度
講
義
「
小
説
の
準
備
Ⅰ
」
が
は
じ
ま
る
。
初
日
に
バ
ル
ト
は
「
四
月

十
五
日
の
回
心
」
の
こ
と
を
語
り
、
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
の
よ
う
に
、
わ

た
し
も
人
生
の
半
ば
に
し
て
暗
き
森
に
分
け
入
り
、
先
導
者
に
導
か
れ
て
、

新
た
な
生
、
新
た
な
作
品
を
は
じ
め
た
い
、
と
い
う
決
意
を
語
る
。
バ
ル

ト
に
と
っ
て
の
先
導
者
と
は
、
も
ち
ろ
ん
プ
ル
ー
ス
ト
で
あ
る
。

　

し
か
し
問
題
は
や
は
り
、
断
章
を
長
い
物
語
に
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。

バ
ル
ト
は
ま
ず
、
記
憶
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に

語
る
。
わ
た
し
に
は
記
憶
力
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
よ

う
に
過
去
想
起
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
過
去
を
語
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
で
は
、
現
在
か
ら
〈
小
説
〉
は
作
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
こ

の
と
き
彼
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
葉
を
思
い
だ
す
。

　

も
し
一
篇
の
小
説
を
書
く
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
次
々
と
起
こ
る

日
々
の
音
楽
を
異
な
っ
た
も
の
と
す
る
よ
う
に
努
め
る
だ
ろ
う
13
。

　

バ
ル
ト
は
思
う
。「
日
々
の
音
楽
」
と
は
、
ま
さ
に
俳
句
そ
の
も
の
で

は
な
い
か
、
と
。
こ
こ
で
突
然
に
俳
句
が
登
場
し
、
俳
句
に
つ
い
て
の
考

察
が
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
「
小
説
の
準
備
Ⅰ
」
の
講
義
十
三
回
の
う
ち
十

回
が
俳
句
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
俳
句

と
を
比
較
し
な
が
ら
考
察
を
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
す
ぐ
に
結
論
は
出

る
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
が
記
憶
を
め
ぐ
っ
て
広
が
っ
て
ゆ
く
作
品
だ
と

し
た
ら
、
俳
句
は
瞬
間
に
と
ど
ま
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
す
ぎ
な
い
、
と
。

　
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
全
体
が
マ
ド
レ
ー
ヌ
か
ら
出
て
く

る
の
で
す
、
日
本
の
水
中
花
が
水
の
な
か
で
開
く
よ
う
に
。﹇
…
﹈

だ
が
俳
句
に
お
い
て
は
、
花
は
開
い
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
水
に
入

れ
な
い
水
中
花
な
の
で
す
。
つ
ぼ
み
の
ま
ま
で
す
14
。

　

俳
句
か
ら
物
語
を
生
み
だ
す
こ
と
は
破
綻
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
ま
た
、

バ
ル
ト
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
葉
を
思
い
だ
す
。

　

あ
る
芸
術
を
、
べ
つ
の
芸
術
の
か
た
ち
で
考
え
る
こ
と
15
。

　

そ
の
と
き
バ
ル
ト
は
、「
写
真
に
つ
い
て
の
本
」
の
こ
と
を
思
っ
た
の

だ
ろ
う
。
写
真
と
俳
句
を
同
時
に
考
え
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
俳
句
の
本
質
と
は
、「
そ
れ
は
か
つ
て
あ
っ
た
」
と
い
う
思

い
と
「
こ
れ
だ
」
と
い
う
真
実
の
悟
り
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
結
論
に

た
ど
り
つ
く
。
こ
の
俳
句
の
本
質
と
は
、
ま
さ
に
『
明
る
い
部
屋
』
の
な

か
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
写
真
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、〈
小
説
〉
の
模
索
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
俳
句
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、『
明
る
い
部
屋
』
と
い
う
写
真
を
め
ぐ
る
本
を
生
み
だ
し
た
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
断
章
か
ら
物
語
に
移
行
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
依
然
と

し
て
解
決
で
き
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。
年
度
講
義
の
最
後
の
日
で
あ
る
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一
九
七
九
年
三
月
十
日
に
な
っ
て
も
、
バ
ル
ト
は
「
固
ま
る
」
の
論
考
で

述
べ
た
こ
と
を
繰
り
か
え
す
だ
け
だ
っ
た
。
そ
し
て
、「
わ
た
し
は
嘘
が

つ
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
〈
小
説
〉
に
到
達
し
な
い
の
で
す
」16
と
述
べ
て
、

「
小
説
の
準
備
Ⅰ
」
の
講
義
を
終
え
た
の
だ
っ
た
。

（
三
）〈
小
説
〉
の
構
想

　
「
小
説
の
準
備
Ⅰ
」
の
講
義
を
三
月
に
終
え
た
あ
と
、
バ
ル
ト
は
四
月

か
ら
六
月
ま
で
『
明
る
い
部
屋
』
の
執
筆
に
は
げ
ん
だ
。
だ
が
本
を
書
き

終
え
る
と
、
ふ
た
た
び
〈
小
説
〉
の
模
索
に
も
ど
る
。
そ
し
て
、
七
月
下

旬
に
は
気
弱
な
言
葉
を
日
記
に
し
る
し
て
い
る
。

　
「
計
画
」
の
あ
ら
ゆ
る
「
救
出
」
は
失
敗
し
て
い
る
。
も
う
何
も
す

べ
き
こ
と
が
な
い
し
、
自
分
の
眼
前
に
は
い
か
な
る
作
品
も
な
い
よ

う
に
感
じ
る
17
。

　
「
計
画
」
の
「
救
出
」
と
は
、
断
章
を
物
語
に
し
て
、〈
小
説
〉
を
書
く
こ

と
で
あ
ろ
う
。
弱
気
に
な
り
、
苦
し
み
な
が
ら
も
、
八
月
下
旬
か
ら
九
月

初
め
に
か
け
て
『
新
た
な
生
』
と
題
す
る
〈
小
説
〉
の
構
想
を
七
つ
書
い
て

い
る
18
。
構
想
に
よ
る
と
〈
小
説
〉
は
、
作
品
を
書
こ
う
と
す
る
者
を
主

人
公
と
し
た
物
語
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

母
の
死
後
、
あ
て
ど
も
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
わ
た
し
は
、

一
九
七
八
年
四
月
十
五
日
に
啓
示
を
え
て
、
新
た
な
人
生
を
は
じ
め

よ
う
と
決
意
す
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
を
師
と
あ
お
ぎ
、
新
た
な
作
品
の

模
索
を
す
る
が
、
断
章
を
大
作
に
織
り
あ
げ
る
技
法
が
見
つ
か
ら
な

い
。
だ
が
最
後
に
奇
跡
的
な
出
会
い
が
お
と
ず
れ
て
、
わ
た
し
は
小

説
『
新
た
な
生
』
を
書
き
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
〈
小
説
〉
で
は
、
バ
ル
ト
の
経
験
や
思
索
が
そ
の
ま
ま
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
小
説
と
い
う
よ
り
は
自
伝
だ
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ

な
い
。

　

こ
の
年
の
夏
に
は
、「
パ
リ
の
夜
」
と
題
す
る
日
記
体
小
説
の
執
筆
も

こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
日
記
は
、
小
説
『
新
た
な
生
』
の
な

か
に
組
み
こ
ま
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
九
月

中
旬
に
な
る
と
、
バ
ル
ト
は
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
の
講
義

の
準
備
を
は
じ
め
る
。
講
義
ノ
ー
ト
の
作
成
に
は
二
か
月
ほ
ど
を
要
し
、

十
一
月
二
日
に
書
き
終
え
て
い
る
。
講
義
タ
イ
ト
ル
は「
小
説
の
準
備
Ⅱ
」

で
あ
っ
た
。

　

年
度
講
義
は
一
九
七
九
年
十
二
月
一
日
に
は
じ
ま
っ
た
。
し
か
し
、
前

年
度
の
講
義
の
く
り
か
え
し
が
目
に
つ
い
た
。「
書
き
た
い
と
い
う
欲
望
」

に
つ
い
て
述
べ
た
り
、
自
分
に
は
嘘
が
つ
け
な
い
の
で
小
説
が
書
け
な

い
と
言
っ
た
り
、「
作
者
の
回
帰
」
の
魅
力
を
語
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
断
章
を
物
語
に
織
り
あ
げ
る
方
法
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

「
固
ま
る
」
の
論
考
の
内
容
を
く
り
か
え
す
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
最

終
日
の
一
九
八
〇
年
二
月
二
三
日
に
は
、
自
分
に
と
っ
て
小
説
を
書
く
の

は
ま
だ
待
機
し
て
い
る
状
態
だ
と
語
っ
て
、
講
義
を
終
え
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
「
小
説
の
準
備
Ⅱ
」
の
講
義
に
は
、
あ
ま
り
熱
意
が
感
じ
ら
れ
な

い
。
講
義
ノ
ー
ト
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
、
講
義
開
始
の
一

か
月
前
に
は
講
義
ノ
ー
ト
を
書
き
終
え
て
い
た
の
で
、
講
義
の
直
前
に
な

る
と
加
筆
や
訂
正
を
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
小
説

の
準
備
Ⅱ
」
の
講
義
で
は
、
ノ
ー
ト
を
十
一
月
二
日
に
書
き
終
え
た
ま
ま
、

加
筆
も
ほ
と
ん
ど
せ
ず
、
た
だ
読
み
あ
げ
る
だ
け
、
と
い
っ
た
感
じ
だ
っ

た
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
小
説
の
準
備
Ⅱ
」
の
最
終
日
の
二
時
間
目
は
、
新
し
い
セ
ミ
ナ
ー
の

第
一
回
で
も
あ
っ
た
。
セ
ミ
ナ
ー
の
題
は
「
プ
ル
ー
ス
ト
と
写
真
」
で
あ

り
、
ナ
ダ
ー
ル
が
撮
影
し
た
プ
ル
ー
ス
ト
関
係
の
人
び
と
の
写
真
を
六
〇

枚
ち
か
く
見
て
ゆ
く
も
の
だ
っ
た
。
バ
ル
ト
は
言
う
。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、

プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
や
文
学
に
関
心
を
も
つ
プ
ル
ー
ス
ト
主
義
者
の
た
め

で
は
な
く
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
生
活
や
交
友
関
係
な
ど
に
興
味
を
も
つ
マ
ル

セ
ル
主
義
者
の
た
め
の
も
の
な
の
で
す
19
、
と
。
そ
し
て
、
現
実
の
写
真

と
小
説
の
場
面
と
を
比
較
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
レ
オ
ニ
叔

母
の
家
や
庭
が
実
際
に
は
と
て
も
小
さ
い
こ
と
。
ス
ワ
ン
の
モ
デ
ル
は
、

シ
ャ
ル
ル
・
ア
ー
ス
は
い
い
が
、
俗
っ
ぽ
く
て
太
っ
ち
ょ
の
ニ
コ
ラ
・
ベ

ナ
ル
ダ
キ
だ
と
し
た
ら
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
、
な
ど
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

二
月
二
三
日
の
セ
ミ
ナ
ー
は
終
わ
り
、
そ
の
二
日
後
に
バ
ル
ト
は
交
通
事

故
に
遭
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

最
終
日
の
講
義
と
セ
ミ
ナ
ー
は
、
理
解
に
苦
し
む
も
の
だ
と
言
っ
て
も

い
い
だ
ろ
う
。「
小
説
の
準
備
Ⅱ
」
の
講
義
は
ず
っ
と
く
り
か
え
し
ば
か

り
で
、
断
章
を
物
語
に
す
る
方
法
は
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
四
か
月
近
く
も
前
に
書
か
れ
た
ノ
ー
ト
を
た
だ
読
む
で
終

わ
っ
た
こ
と
が
、
な
に
か
不
可
解
な
印
象
を
あ
た
え
る
。
バ
ル
ト
の
最
後

の
思
索
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
セ
ミ
ナ
ー
に
し
て
も
不
可

解
で
あ
る
。『
明
る
い
部
屋
』
を
出
版
し
た
三
週
間
後
に
、
な
ぜ
ま
た
「
写

真
」
の
セ
ミ
ナ
ー
な
の
か
。

三　

バ
ル
ト
の
最
後
の
思
索

（
一
）
最
後
の
論
考

　

バ
ル
ト
が
交
通
事
故
に
遭
っ
た
と
き
、
彼
の
机
の
上
に
は
「
ス
タ
ン
ダ

ー
ル
論
」
の
原
稿
が
置
か
れ
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
清
書
し
て
い
る
途
中

で
あ
っ
た
。
一
か
月
後
に
ミ
ラ
ノ
で
お
こ
な
わ
れ
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
学
会

で
の
発
表
原
稿
で
あ
り
、「
人
は
つ
ね
に
愛
す
る
も
の
を
語
り
そ
こ
な
う
」

と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
バ
ル
ト
は
言
う
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
、

旅
日
記
の
な
か
で
は
イ
タ
リ
ア
へ
の
愛
を
表
現
す
る
こ
と
に
失
敗
し
つ
づ

け
た
が
、
最
後
の
長
編
小
説
『
パ
ル
ム
の
僧
院
』
に
お
い
て
愛
を
語
る
こ

と
に
つ
い
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
は
、
断
片
的
に
語
る
旅
日

記
を
あ
き
ら
め
て
、
す
べ
て
を
物
語
に
ゆ
だ
ね
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
で
は
、

い
か
に
し
て
「
旅
日
記
」
か
ら
「
小
説
」
へ
移
行
し
た
の
か
。
そ
れ
は
個
人

的
で
不
毛
な
愛
に
象
徴
的
な
普
遍
性
を
あ
た
え
る
虚
構
の
力
に
よ
っ
て
で

あ
っ
た
、
と
バ
ル
ト
は
断
言
す
る
。

　

若
か
っ
た
こ
ろ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
「
嘘
を
つ
く
と
﹇
…
﹈
う
ん
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ざ
り
す
る
」
と
書
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
彼
は
ま
だ
知
ら
な
か
っ

た
の
で
す
。
真
実
に
と
っ
て
は
回
り
道
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
の
イ
タ

リ
ア
へ
の
情
熱
に
と
っ
て
は
つ
い
に
勝
ち
と
っ
た
表
現
で
も
あ
る
よ

う
な
―
奇
跡
で
す
―
虚
構
が
、
小
説
と
い
う
虚
構
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
を
20
。

　

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
こ
と
を
語
り
な
が
ら
、
バ
ル
ト
は
自
分
自
身
の
〈
小

説
〉
の
模
索
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
虚
構
、
嘘
を
つ
く
こ
と
、
と

は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
一
年
前
の
一
九
七
九
年
三
月
十
日
の
講
義
で
は
、

バ
ル
ト
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

　

小
説
は
「
偽
り
」
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
真
実
と
偽
り
と
を

予
知
せ
ぬ
ま
ま
に
混
ぜ
あ
わ
せ
る
と
き
に
始
ま
る
の
で
し
ょ
う
。﹇
…
﹈

し
た
が
っ
て
お
そ
ら
く
は
、
小
説
を
書
く
に
い
た
る
こ
と
と
は
、
じ

つ
は
、
嘘
を
つ
く
の
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
嘘
を
つ
く
に
い
た
る
こ

と
な
の
で
す
。﹇
…
﹈結
局
の
と
こ
ろ
、
小
説
へ
の
抵
抗
、
小
説
の（
実

践
の
）
不
可
能
性
と
は
、「
道
徳
的
な
」
抵
抗
な
の
で
し
ょ
う
21
。

　

そ
し
て
一
九
八
〇
年
一
月
十
二
日
の
講
義
ノ
ー
ト
で
も
こ
う
書
い
て
い

る
。　

わ
た
し
は
小
説
を
書
き
た
い
と
い
う
頑
固
な
欲
望
を
も
ち
つ
つ
、

ど
う
し
て
も
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

そ
の
理
由
は
、「
嘘
が
つ
け
な
い
」か
ら
な
の
で
す（「
つ
き
た
く
な
い
」

の
で
は
な
く
、「
つ
け
な
い
」
の
で
す
）。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
真
実

を
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
嘘
を
「
考
え
だ
す
」
こ
と

が
わ
た
し
の
限
界
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
22
。

　

事
故
に
遭
う
ひ
と
月
半
前
の
講
義
で
こ
う
語
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
こ
れ
は
バ
ル
ト
の
最
後
の
思
索
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
文
は
、
そ

の
二
か
月
以
上
前
に
書
か
れ
た
講
義
ノ
ー
ト
の
言
葉
で
あ
り
、
一
月
十
二

日
の
バ
ル
ト
は
た
だ
そ
れ
を
読
ん
で
い
た
だ
け
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
彼
の
最
後
の
思
索
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

「
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
論
」
を
書
い
た
と
き
の
バ
ル
ト
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と

お
な
じ
く
、「
小
説
と
い
う
虚
構
」
を
見
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
は
で
き
た
が
自
分
は
ま
だ
見
出
せ
な
い
で
い

る
、
と
い
う
思
い
を
こ
め
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
論
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
小
説
的
虚
構

　

バ
ル
ト
の
最
後
の
思
索
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
は
、
三
つ
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

ひ
と
つ
は
、
彼
の
小
説
『
新
た
な
生
』
の
構
想
で
あ
る
。
構
想
は
八
枚

の
紙
に
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
七
つ
は
一
九
七
九
年
の
夏
に
書
か
れ

て
い
る
が
、
最
後
の
一
つ
だ
け
は
十
二
月
十
二
日
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
夏
の
構
想
と
十
二
月
の
構
想
と
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、
で
き
ご
と
の

順
序
が
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
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夏
に
書
か
れ
た
構
想
で
は
、「
母
の
喪
」
↓
「
あ
て
ど
も
な
い
生
活
」
↓

「
四
月
十
五
日
の
決
意
」
↓
「
作
品
の
模
索
」
↓
「
奇
跡
的
な
出
会
い
」、
と

い
う
よ
う
に
、
実
際
に
バ
ル
ト
が
経
験
し
た
順
序
に
な
っ
て
い
た
。
最
後

の
「
奇
跡
的
な
出
会
い
」
は
現
実
に
は
ま
だ
お
と
ず
れ
て
お
ら
ず
、
バ
ル

ト
は
そ
れ
を
待
っ
て
い
る
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
。
と
こ
ろ
が
十
二
月

に
書
か
れ
た
構
想
で
は
、
冒
頭
の
「
母
の
喪
」
の
横
に
「
あ
る
い
は
最
後

に
置
く
こ
と
」
と
い
う
書
き
こ
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
き
ご
と
の
起
こ

っ
た
順
序
を
変
え
て
、
自
分
の
体
験
と
は
異
な
る
物
語
を
つ
く
り
だ
そ
う

と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
嘘
を
つ
く
こ
と
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

バ
ル
ト
の
最
後
の
思
索
を
知
る
二
つ
め
の
手
が
か
り
は
、
講
義
の
最
終

日
で
あ
る
。「
小
説
の
準
備
Ⅱ
」
の
講
義
で
は
、
ノ
ー
ト
を
た
だ
読
み
あ

げ
る
だ
け
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
一
九
八
〇
年
二
月
二
三
日
だ
け

は
す
こ
し
違
っ
て
い
た
。
講
義
ノ
ー
ト
と
録
音
さ
れ
た
実
際
の
講
義
23
を

く
ら
べ
て
み
る
と
、
最
後
の
部
分
を
す
こ
し
変
え
て
話
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　

講
義
の
最
後
で
、
な
ぜ
今
、
わ
た
し
は
小
説
を
書
か
な
い
の
か
、
と
自

問
し
、「
待
機
」
の
状
態
に
あ
る
か
ら
だ
と
語
る
。
そ
の
あ
と
、
講
義
ノ

ー
ト
で
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
、「
道
徳
的
な
」
困
惑
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
し

ょ
う
24
。

　

　

と
こ
ろ
が
実
際
の
講
義
で
は
、
こ
の
部
分
を
削
除
し
、
か
わ
り
に
つ
ぎ

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

欲
望
し
て
い
る
本
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
そ
の
本
は
、
今
は
ま
だ

欲
望
段
階
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
道
徳
的
な
」
困
惑
と
は
、
嘘
を
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
小
説
的
虚

構
を
作
り
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
削
除

し
た
と
い
う
こ
と
は
、
バ
ル
ト
は
虚
構
を
作
り
は
じ
め
て
い
た
と
い
う
こ

と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
「
欲
望
し
て
い
る
本
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う

言
葉
は
、
本
の
か
た
ち
が
ぼ
ん
や
り
と
見
え
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

バ
ル
ト
の
最
後
の
思
索
を
知
る
三
つ
め
の
手
が
か
り
は
、
最
後
の
授
業

と
な
っ
た
「
写
真
と
プ
ル
ー
ス
ト
」
で
あ
る
。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
プ
ル

ー
ス
ト
を
め
ぐ
る
写
真
が
テ
ー
マ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
そ
う

で
は
な
く
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
い
か
に
嘘
を
つ
い
た
か
を
確
認
し
て
ゆ
く
作

業
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
祖
母
の
写
真
に

つ
い
て
、
バ
ル
ト
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
い
る
。

　

嘲
弄
と
目
ま
い
。
こ
の
恵
ま
れ
な
い
容
姿
、
哀
れ
な
ほ
ど
醜
く
て
、

品
の
な
い
顔
。
こ
れ
が
、
あ
の
愛
し
い
祖
母
な
の
だ
。『
失
わ
れ
た

時
を
求
め
て
』
の
な
か
で
も
っ
と
も
美
し
く
、
も
っ
と
も
高
貴
な
登

場
人
物
な
の
だ
。﹇
…
﹈
こ
こ
に
や
は
り
現
実
と
文
学
の
あ
い
だ
に
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つ
ね
に
あ
る
深
淵
を
見
る
べ
き
な
の
か
25
。

　

現
実
と
文
学
の
あ
い
だ
の
深
淵
と
は
、
小
説
的
虚
構
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

バ
ル
ト
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
だ
け
で
な
く
プ
ル
ー
ス
ト
も
ま
た
、
虚
構
を

作
り
だ
す
ち
か
ら
を
手
に
し
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

そ
れ
ま
で
の
バ
ル
ト
は
、
断
章
を
長
い
形
式
に
織
り
あ
げ
る
た
め
の
方

法
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
模
索
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
自
伝
的
で
は

な
い
「
わ
た
し
」
を
語
る
こ
と
や
、
固
有
名
詞
を
発
見
す
る
こ
と
、
で
き

ご
と
や
事
物
の
ス
ケ
ー
ル
を
変
え
る
こ
と
、
な
ど
を
い
く
ど
と
な
く
挙
げ

て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
小
説
的
虚
構
の
な
か
に
こ
そ
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
う
気
づ
い
た
バ
ル
ト
は
、
虚
構
を
作
り
だ
す
こ
と
こ
そ

が
肝
要
だ
と
考
え
、
そ
れ
に
取
り
組
み
は
じ
め
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
も
し
か
し
た
ら
、
小
説
『
新
た
な
生
』
の
た
め
の
虚
構
が
生
み
だ

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

母
の
死
後
に
、
苦
し
い
喪
の
な
か
に
沈
み
こ
ん
で
い
た
と
き
、
バ
ル
ト

は
プ
ル
ー
ス
ト
の
こ
と
を
思
い
だ
し
た
。
か
つ
て
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
評

論
や
理
論
的
分
析
や
読
書
の
楽
し
み
の
対
象
だ
っ
た
。
だ
が
こ
ん
ど
は
、

母
の
喪
の
な
か
で
小
説
を
書
い
た
プ
ル
ー
ス
ト
を
必
要
と
し
た
の
で
あ

る
。
一
九
七
八
年
六
月
ご
ろ
か
ら
、
バ
ル
ト
は
す
が
り
つ
く
よ
う
に
し
て

プ
ル
ー
ス
ト
作
品
や
、
ペ
イ
ン
タ
ー
に
よ
る
プ
ル
ー
ス
ト
伝
を
読
ん
で
ゆ

く
。『
神
曲
』
の
ダ
ン
テ
が
、
暗
き
森
で
迷
っ
て
い
た
と
き
に
ウ
ェ
ル
ギ

リ
ウ
ス
に
会
い
、
導
か
れ
て
地
獄
と
煉
獄
を
と
お
り
、
地
上
楽
園
に
達
し

た
よ
う
に
、
バ
ル
ト
も
ま
た
プ
ル
ー
ス
ト
に
導
か
れ
て
苦
し
み
を
通
り
ぬ

け
、〈
小
説
〉
に
達
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
に
再
会
し
て
か
ら
交
通
事
故
に
倒
れ
る
ま
で
の
一
年
八
か

月
の
あ
い
だ
、
バ
ル
ト
は
新
た
な
生
を
も
と
め
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
導

か
れ
な
が
ら
歩
い
て
い
た
。
そ
の
苦
し
い
模
索
の
な
か
か
ら
、『
明
る
い

部
屋
』
の
本
や
、
い
く
つ
も
の
論
文
、
小
説
『
新
た
な
生
』
の
構
想
、『
喪

の
日
記
』、
講
義
ノ
ー
ト
な
ど
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
生
み
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
こ
と
に
心
う
た
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
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