
－ 29 －

　
　
「
小
説
は
面
白
く
っ
て
は
い
け
な
い
」

〜
な
ぜ
自
然
主
義
文
学
を
読
む
の
か
〜

山　

本　
　
　

歩

一
　
〈
自
然
主
義
文
学
〉、
と
い
う
と
、
筆
者
の
講
義
を
受
け
た

学
生
は
、「
あ
れ
ね
」
と
思
う
だ
ろ
う
か
―
―
そ
れ
と
も
全
然

思
い
出
せ
な
い
だ
ろ
う
か
―
―
「
あ
の
、あ
れ
、つ
ま
ら
な
い
、

細
か
い
、
読
み
づ
ら
い
」。〈
自
然
主
義
文
学
〉、
そ
の
ほ
と

ん
ど
は
あ
ま
り
〈
面
白
い
〉
も
の
で
は
な
い
。
絶
対
評
価
と

し
て
は
面
白
が
れ
る

0

0

0

0

0

部
分
が
な
く
も
な
い
が
、
比
較
し
て
谷

崎
潤
一
郎
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
反
自
然
主
義
の
文
学
を
読
む
と
、

あ
あ
や
は
り
谷
崎
は
面
白
い
な
あ
と
思
っ
て
し
ま
う
。
相
対

評
価
と
し
て
は
〈
面
白
く
な
い
〉。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
然
主
義
に
触
発
さ
れ
た
〈
日
本
自
然
主
義

文
学
〉
は
、
日
本
近
現
代
文
学
の
歴
史
を
語
る
上
で
避
け
て

は
通
れ
な
い
用
語
で
あ
る
。
け
れ
ど
一
方
で
、
既
に
過
去
の

も
の
と
し
て
、
と
も
す
れ
ば
批
判
や
反
省
の
対
象
と
し
て
語

ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
授
業
で
こ
れ
ら
の
―
―
島
崎
藤
村
、
田

山
花
袋
、
岩
野
泡
鳴
、
徳
田
秋
声
、
正
宗
白
鳥
、
真
山
青
果

ら
の
―
―
作
品
を
扱
う
際
に
は
、
面
白
く
な
い
、
難
解
だ
、

と
い
っ
た
感
想
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
想
に
物

怖
じ
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
文
学
史
的
な
位
置
づ

け
や
意
義
の
み
に
基
づ
い
て
作
品
を
論
じ
る
ば
か
り
で
良
い

と
も
思
え
な
い
。
ま
た
、
文
体
発
展
史
と
し
て
、
自
然
主
義

を
自
然
主
義
た
ら
し
め
た
描
写
法
・
構
成
法
と
い
っ
た
部
分

を
強
調
す
る
こ
と
の
み
で
は
、
作
品
そ
れ
自
体
へ
の
興
味
は

促
進
さ
れ
な
い
。
い
ず
れ
も
、
作
品
を
通
読
す
る
意
義
や
意

志
を
奪
い
か
ね
な
い
も
の
だ
。

　

現
時
点
で
〈
面
白
く
な
い
〉
と
い
う
意
見
が
聞
か
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
二
〇
一
八
（
平
成
三
十
）
年
度

前
期
、
文
化
言
語
学
部
文
化
言
語
学
科
で
実
施
し
た
講
義
『
日

本
近
現
代
文
学
史
Ⅱ
』
に
お
い
て
は
、
明
治
四
十
年
、
及
び

自
然
主
義
文
壇
形
成
期
の
作
品
と
し
て
徳
田
秋
声
『
絶
望
』
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（
一
九
〇
七
年
十
二
月
）
を
取
り
上
げ
た
。
中
間
期
に
任
意
の

作
品
で
教
場
レ
ポ
ー
ト
を
書
か
せ
た
結
果
、『
絶
望
』
を
選
択

し
た
の
は
受
講
者
二
十
九
名
中
三
名
だ
っ
た1

。

　

秋
声『
絶
望
』に
つ
い
て
、三
人
中
二
人
が
登
場
人
物「
お
大
」

の
「
口
調
」「
言
葉
遣
い
」
の
荒
さ
を
指
摘
し
て
い
る2

。
そ
こ

か
ら
、
性
情
に
お
い
て
も
「
だ
ら
し
の
な
い
人
」
で
あ
る
と

い
う
人
物
像
へ
の
注
目
と
「
現
代
に
も
こ
う
い
う
人
間
が
い

る
」
と
い
う
現
在
・
現
実
の
再
確
認
へ
接
続
さ
れ
る
、
あ
る

い
は
自
然
主
義
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
と
に
「
当
時
の
あ
り

の
ま
ま
の
言
葉
遣
い
な
の
だ
ろ
う
」
と
推
論
が
行
わ
れ
る
な

ど
し
た
。
ま
た
、「
人
の
服
装
や
周
り
の
景
色
な
ど
細
か
い
と

こ
ろ
ま
で
描
い
て
い
た
」
た
め
「
想
像
し
や
す
く
、
現
実
的
」

に
思
え
た
と
い
う
意
見
も
見
ら
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
感
想
は
む
し
ろ
好
意
的
な
も
の
と
捉
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。
だ
が
同
時
に
作
品
を
構
成
す
る
部
品
へ
の
感
想
に

留
ま
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、〈
面
白
く
な
い
〉
と

い
う
感
想
は
、
多
く
表
明
さ
れ
ず
、
心
中
に
秘
さ
れ
る
も
の

で
あ
ろ
う
し
、
実
際
に
秘
し
て
い
る
学
生
は
少
な
く
あ
る
ま

い
。

　

自
然
主
義
以
外
の
近
代
文
学
に
目
を
や
れ
ば
、
学
生
が
面

白
い
と
思
え
る
も
の
も
多
か
ろ
う
。
だ
が
、〈
自
然
主
義
文
学

は
面
白
く
な
い
＝
読
み
た
く
な
い
〉
と
い
う
忌
避
が
、〈
近
代

文
学
は
面
白
く
な
い
＝
読
み
た
く
な
い
〉
と
い
う
忌
避
に
繋

が
る
ま
で
、
い
く
ら
の
距
離
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
（
本
学

科
の
学
生
た
ち
が
、
江
戸
川
乱
歩
や
谷
崎
潤
一
郎
、
宮
沢
賢

治
へ
の
興
味
を
未
だ
に
保
っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
、
本
来
異

質
な
の
か
も
知
れ
な
い
）。

　
〈
面
白
く
な
い
〉
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、
そ
れ
で
も
自
然

主
義
文
学
を
読
ま
せ
る
と
す
れ
ば
な
ぜ
な
の
か
。
言
い
換
え

れ
ば
、
今
日
の
学
生
た
ち
に
、
自
然
主
義
文
学
を
通
し
て
伝

え
ら
れ
る
こ
と
は
何
な
の
か
、
本
稿
で
模
索
し
て
み
た
い
。

け
れ
ど
、
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
け
ば
、〈
面
白
く
な
い
〉
と

い
う
観
念
に
、
い
や
面
白
い
の
だ
、
な
ど
と
反

し
よ
う
と

は
思
わ
な
い
。
つ
ま
り
自
然
主
義
文
学
の
面
白
さ
と
い
っ
た

も
の
を
、こ
こ
に
説
く
つ
も
り
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、〈
面

白
く
な
い
〉
も
の
は
〈
面
白
く
な
い
〉
ま
ま
に
読
ん
で
し
ま
う
、

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

二
　

日
本
自
然
主
義
内
部
の
諸
相
を
詳
し
く
述
べ
る
紙
幅
は
な
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い
が
、
単
に
観
察
し
た
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
写
す
る
、

と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
遺
伝
や
本
能
を
強
調
し
人

間
を
一
種
の
動
物
と
し
て
描
く
傾
向
。
隠
さ
れ
た
実
相
を
暴

露
す
る
と
い
う
「
告
白
」
の
様
式
や
、
作
家
自
身
の
身
辺
を

題
材
に
と
る
取
材
方
法
。
そ
し
て
、
事
物
を
善
悪
の
価
値
判

断
（
作
者
の
主
観
）
を
交
え
ず
客
観
し
、「
無
理
想
」「
無
解

決
」
の
ま
ま
に
作
品
化
す
る
と
い
う
長
谷
川
天
渓
の
理
論
―

―
特
に
、身
辺
の
題
材
化
や
、価
値
判
断
を
排
す
る
「
無
解
決
」

の
提
唱
は
、
描
写
や
内
容
に
客
観
性
を
与
え
る
一
方
、
感
動

的
な
偶
然
や
劇
的
な
決
着
を
盛
り
込
ま
せ
な
い
方
向
に
、
つ

ま
り
作
品
の
着
想
や
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
、
非
日
常
を
奪
う
方
向

に
機
能
し
た
よ
う
だ
。

　

自
然
主
義
の
宣
言
と
し
て
有
名
な
の
が
田
山
花
袋
の
評
論

「
露
骨
な
る
描
写3

」
だ
ろ
う
。
花
袋
は
言
う
、「
所
謂
技
巧
を

蹂
躙
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
日
本
の
文
学
は
と
て
も
完
全
な
る

発
展
を
為
す
こ
と
は
出
来
ぬ
」
と
。
こ
の
「
技
巧
」
は
「
文

章
の
妙
」「
辞
句
の
豊
富
」
と
い
う
美
文
的
傾
向
、「
思
想
の

華
麗
」
＝
詩
的
な
着
想
や
哲
学
、「
結
構
の
妙
」「
脚
色
の
奇
」

＝
構
成
・
プ
ロ
ッ
ト
へ
の
注
力
な
ど
を
指
す
。

　

花
袋
は
『
蒲
団
』（
一
九
〇
七
年
九
月
）
以
降
、
こ
う
し

た
態
度
を
先
鋭
化
さ
せ
な
が
ら
、
自
ら
が
編
集
長
を
務
め
る

雑
誌
『
文
章
世
界
』
で
、
あ
る
い
は
自
然
主
義
文
壇
の
拠
点

的
役
割
を
持
つ
『
早
稲
田
文
学
』
で
、
青
年
た
ち
に
こ
う
し

た
主
張
を
開
陳
し
て
い
く
。
そ
う
い
っ
た
中
に
、
か
な
り
に

無
造
作
で
は
あ
る
が
「
面
白
い
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
、

ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
と
共
に
否
定
さ
れ
て
い
く
の
だ
。

　
「
世
間
で
は
今
の
自
然
派
文
芸
が
面
白
く
な
く
な
つ
た
と

か
」
言
い
、「
官
能
的
な
、刺
戟
的
な
」
も
の
を
求
め
る
が
「
現

実
は
つ
ま
り
平
凡
で
は
な
い
か4

」
と
述
べ
て
み
た
り
、「
人
間

の
生
活
は
生
活
し
て
ゐ
る
状
態
そ
の
も
の
が
価
値
が
あ
る
の

で
」、
そ
れ
を
描
く
小
説
も
「
筋
」「
形
式
」
を
重
ん
じ
る
必

要
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
大
正
時
代
に
入
っ
て
も

言
っ
て
い
た5

。

　
『
文
章
世
界
』
で
は
懸
賞
小
説
の
選
者
も
務
め
た
が
、
そ
の

選
評
に
お
い
て
も
、
面
白
い
小
説
へ
の
慎
重
さ
を
し
ば
し
ば

促
し
て
い
た
。
飽
く
ま
で
「
面
白
い
事
件
ば
か
り
を
ザ
ツ
と

書
く6

」
こ
と
に
終
始
す
る
こ
と
を
戒
め
て
お
り
、
事
件
性
の

有
無
を
断
じ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
結
果
と
し
て
描
写
に
優

れ
「
無
解
決
」
な
作
品
が
高
評
価
と
な
っ
て
い
た
。

　

今
日
に
あ
っ
て
も「
面
白
い
」作
家
に
属
す
る
谷
崎
潤
一
郎
、
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彼
が
駆
け
出
し
の
頃
に
も
、
花
袋
は
批
難
交
じ
り
に
「
こ
の

作
者
は
奇
な
も
の
、
め
づ
ら
し
い
も
の
、
面
白
い
も
の
を
わ

ざ
〳
〵
さ
が
し
出
し
て
、
書
か
う
と
し
て
あ
る
や
う
な
処
が

あ
る7

」
と
評
し
て
い
る
。
徹
底
し
て
、
他
人
に
対
し
て
も
「
面

白
い
」
と
い
う
こ
と
を
戒
め
て
い
た
わ
け
だ
。

　

さ
て
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
花
袋
自
身
は
後
世
の
（
と
い
う

か
同
時
代
の
人
々
か
ら
も
）〈
面
白
く
な
い
〉
扱
い
を
さ
れ
る

作
品
を
量
産
し
て
い
き
、
そ
ん
な
彼
と
共
に
、
藤
村
が
、
秋

声
が
、
歩
ん
で
い
く
。
そ
こ
に
追
随
し
な
が
ら
、
独
特
の
シ

ニ
カ
ル
さ
を
も
っ
て
彼
ら
を
眺
め
て
い
た
人
物
が
い
た
。
眺

め
、
見
届
け
、
や
が
て
彼
ら
を
語
り
継
ぐ
こ
と
に
な
る
そ
の

人
物
は
、正
宗
白
鳥
。
彼
の
自
然
主
義
観
の
中
に
、今
日
の
我
々

が
自
然
主
義
に
接
す
る
意
義
の
、
あ
る
ヒ
ン
ト
が
見
出
せ
る

か
も
知
れ
な
い
。

三
　

正
宗
白
鳥
が
読
売
新
聞
社
（
当
時
の
日
就
社
）
に
入
社
し

た
の
は
一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
年
）
年
で
あ
っ
た
。
白
鳥

は
文
化
面
を
担
当
す
る
と
共
に
新
聞
小
説
の
選
択
に
も
関
与

し
て
い
た
。
以
後
、
彼
が
退
社
ま
で
の
七
年
間
で
、
同
紙
の

小
説
欄
に
抜
擢
さ
れ
た
主
な
作
家
は
、
い
ず
れ
も
文
学
史
に

お
い
て
「
自
然
主
義
作
家
」
に
分
類
さ
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。

　

時
は
過
ぎ
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
十
七
）
年
。
戦
後
、
平

和
条
約
が
発
効
さ
れ
、
日
本
が
主
権
を
回
復
し
た
は
ず
の
そ

の
年
、「
ま
す
ま
す
世
知
辛
く
な
っ
て
い
」
く
世
相
を
傍
観
し

な
が
ら
、白
鳥
は
「
新
聞
小
説
の
回
顧8

」
８
と
い
う
記
事
を
『
読

売
新
聞
』
に
寄
せ
た
。
そ
れ
は
先
述
の
七
年
間
を
追
想
し
た

も
の
だ
っ
た
。

　

曰
く

0

0

、『
魔
風
恋
風
』
で
人
気
を
博
し
た
小
杉
天
外
が
、『
コ

ブ
シ
』『
長
者
星
』
に
お
い
て
は
「
成
功
し
な
か
っ
た
」
の
を

見
た
白
鳥
は
、
次
な
る
書
き
手
に
花
袋
を
指
名
す
る
。
そ
う

し
て
連
載
さ
れ
た
の
が
、
花
袋
の
長
編
三
部
作
に
数
え
ら
れ

る
『
生
』
で
あ
っ
た
。

　

花
袋
の
『
生
』
は
、
作
者
自
身
の
家
族
・
家
庭
が
モ
デ
ル

に
と
ら
れ
た
も
の
で
、
母
の
介
護
と
死
を
め
ぐ
る
親
族
間
の

軋
轢
や
感
情
の
浮
き
沈
み
が
中
心
と
な
る
。
夫
亡
き
あ
と
、

父
権
を
代
理
す
る
中
で
気
難
し
く
な
る
母
、
そ
の
「
犠
牲
」

に
な
る
家
族
た
ち
。
身
内
の
情
は
あ
り
つ
つ
も
、
や
が
て
「
長

い
看
護
に
全
く
疲
れ
果
て
」
て
い
く
家
族
―
―
な
か
ん
ず
く

女
性
た
ち
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
男
が
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母
の
死
を
普
遍
化
し
て
「
人
間
の
儚
さ
」「
浅
ま
し
さ
」
を
確

認
す
る
感
慨
を
「
自
己
の
感
情
に
泣
い
」
て
い
る
と
一
蹴
す

る
な
ど
、
平
淡
に
、
客
観
化
す
る
書
き
ぶ
り
に
も
見
る
べ
き

と
こ
ろ
は
あ
る
。
し
か
し
、
毎
日
毎
朝
読
ま
れ
る
新
聞
連
載

と
し
て
〈
面
白
い
〉
か
ど
う
か
は
別
の
話
。
確
か
に
、
リ
ア

リ
ズ
ム
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
た
作
品
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が

完
結
後
の
紙
上
合
評
に
お
い
て
岩
野
泡
鳴
が
「
何
処
に
も
あ

る
事
、
誰
に
も
経
験
の
あ
る
事
」
が
「
単
純
」
に
現
れ
過
ぎ

て
い
る
と
苦
言
を
呈
し
た9

よ
う
に
、
あ
り
ふ
れ
た
記
述
の
集

合
で
あ
る
と
も
取
れ
る
。
あ
る
あ
る
ネ
タ

0

0

0

0

0

0

に
共
感
す
る
こ
と

で
感
興
を
得
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
け
れ
ど
あ
る
あ
る
ネ
タ

0

0

0

0

0

0

を
ひ
ね
り
な
く
連
ね
る
だ
け
で
は
芸
術
に
は
な
る
ま
い
。

　

さ
て
、白
鳥
の
回
顧
に
話
を
戻
そ
う
。
白
鳥
は
『
生
』
が
「
新

聞
に『
私
小
説
』の
出
た
最
初
」だ
と
指
摘
し
つ
つ
、そ
れ
が「
次

の
日
を
読
者
に
待
た
せ
る
よ
う
な
」
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

言
う
。
だ
が
そ
れ
は
単
な
る
否
定
で
は
な
い
。

花
袋
は
無
頼
の
正
直
一
徹
の
作
家
で
あ
っ
た
が
、
小
説

は
面
白
く
書
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
、
自
己
流
に
考

え
て
い
た
。
新
聞
小
説
と
し
て
、
次
の
日
を
読
者
に
待

た
せ
る
よ
う
な
執
筆
態
度
は
彼
の
採
る
と
こ
ろ
で
は
な

か
っ
た
。「
小
説
は
面
白
く
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う

彼
の
態
度
は
、
今
考
え
て
も
私
は
そ
れ
を
甚
だ
面
白
い

と
思
っ
て
い
る
。
日
本
の
文
学
史
に
も
、
多
分
世
界
の

文
学
史
に
も
例
を
求
め
難
い
事
で
あ
る
。

白
鳥
は
、
奇
妙
な
形
で
称
賛
し
て
い
る
。「
小
説
は
面
白
く
っ

て
は
い
け
な
い
」。
既
に
紹
介
し
た
花
袋
の
方
針
を
大
胆
に
単

純
化
し
た
も
の
だ
。
こ
う
し
た
言
い
方
を
す
る
と
き
に
切
除

さ
れ
る
ひ
だ

0

0

は
あ
る
が
、そ
の
上
で
白
鳥
は
、だ
か
ら
こ
そ
「
面

白
い
」
と
い
う
逆
説
を
用
い
た
。

　

白
鳥
は
次
い
で
「
徳
田
秋
声
の
『
足
跡
』
が
読
売
に
出
た
」

と
述
べ
る
。
秋
声
も
ま
た
「
読
者
を
面
白
が
ら
せ
よ
う
と
す

る
考
え
は
起
さ
な
か
っ
た
ら
し
く
、『
足
跡
』
は
『
生
』
以
上

に
読
者
受
け
は
し
な
か
っ
た
ら
し
い
」。
だ
が
読
売
新
聞
社
は

「
し
ま
い
ま
で
自
由
に
、
面
白
く
な
い
ま
ゝ
に
書
か
せ
た
」
の

だ
と
い
う
。
続
く
小
栗
風
葉『
青
春
』は「
力
及
ば
ず
失
敗
し
た
。

兎
に
角
読
者
受
け
は
し
な
か
っ
た
」。
真
山
青
果
が
『
死
に
ざ

ま
』
と
い
う
「
色
も
艶
も
な
い
陰
気
な
、
極
め
て
面
白
く
な

い
も
の
を
書
い
た
。
し
か
も
作
者
の
不
始
末
か
ら
中
止
さ
れ

た
」。

　

続
い
て
白
鳥
自
身
が
『
落
日
』
を
書
い
た
と
い
う
。「
無
論
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読
者
の
思
惑
な
ど
考
え
ず
、
自
分
が
面
白
く
な
い
日
を
送
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
面
白
く
な
い
も
の
を
、
偽
装
的
面
白
が

り
を
し
な
い
で
書
こ
う
と
し
た
」
の
だ
と
い
う
。
現
実
は
「
面

白
く
」
は
な
い
。
生
活
は
「
面
白
く
」
は
な
い
。
そ
れ
を
誇

張
せ
ず
に
、
偽
装
せ
ず
に
書
い
た
と
い
う
わ
け
だ
。
最
後
に
、

藤
村
の
『
家
』
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
。
こ
の
く
だ
り
は
「
面

白
い
」
の
で
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

そ
れ
か
ら
面
白
く
な
い
小
説
が
幾
つ
か
出
た
が
、
最

後
に
、
島
崎
藤
村
に
執
筆
依
頼
を
し
た
。
私
は
柳
橋
の

色
町
の
ほ
と
り
に
し
ょ
ん
ぼ
り
住
ん
で
い
た
こ
の
作
家

を
訪
問
し
て
、
二
人
で
不
景
気
な
話
を
ぼ
そ
ぼ
そ
し
な

が
ら
、
新
聞
小
説
寄
稿
の
件
が
纏
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ

が
例
の
「
家
」
な
の
だ
。
こ
の
作
家
も
面
白
い
も
の
を

書
こ
う
と
企
て
ゝ
は
い
ず
、
私
の
方
か
ら
も
「
面
白
い

も
の
を
書
い
て
下
さ
い
」
な
ん
て
、
不
量
見
な
事
は
一

言
も
言
わ
な
か
っ
た
。

「
例
の
『
家
』」、
つ
ま
り
藤
村
の
代
表
作
と
し
て
高
名
な
作
の

執
筆
経
緯
が
、
い
か
に
「
面
白
く
」
な
か
っ
た
か
と
白
鳥
は

愉
快
に
回
想
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。「『
家
』
が
読
者
受

け
な
ん
か
し
な
い
ま
ゝ
め
ん
め
ん
続
い
て
い
る
う
ち
に
」、
新

聞
社
の
社
長
交
代
が
あ
り
、
白
鳥
は
「
追
放
」
さ
れ
た
の
だ

と
い
う
。

　

―
―
と
こ
ろ
が
、
こ
の
白
鳥
の
回
顧
は
、
錯
誤
が
は
な
は

だ
し
い
。
白
鳥
は
、
一
般
的
に
「
前
期
自
然
主
義
」
に
分
類

さ
れ
る
小
杉
天
外
の
失
敗
後
に
、
花
袋
た
ち
「
後
期
自
然
主

義
」
の
作
家
が
現
れ
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
実
際
の
連

載
順
は
そ
う
で
は
な
い
。
連
載
が
最
も
早
か
っ
た
の
は
風
葉

の
『
青
春
』（
一
九
〇
五
年
三
月
五
日
〜
一
九
〇
六
年
十
一
月

十
二
日
）、
そ
の
次
が
天
外
の
『
コ
ブ
シ
』
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
一
九
〇
六
年
三
月
十
七
日
か
ら
一
九
〇
八
年
一
月
二
十
日

ま
で
、
ほ
ぼ
二
年
に
わ
た
っ
て
い
る
。
次
い
で
花
袋
の
『
生
』

（
一
九
〇
八
年
四
月
十
三
日
〜
七
月
十
九
日
）、
青
果
「
死
に
ざ

ま
」
＝
『
死
態
』（
一
九
〇
八
年
七
月
二
十
日
〜
十
月
二
十
日
）、

天
外
『
長
者
星
』（
一
九
〇
八
年
九
月
十
日
〜
一
九
〇
九
年
八

月
八
日
）
な
の
で
あ
る
。
白
鳥
『
落
日
』（
一
九
〇
九
年
九
月

一
日
〜
十
一
月
六
日
）、
藤
村
『
家
』（
一
九
一
〇
年
一
月
一

日
〜
五
月
四
日
）
の
順
序
は
合
っ
て
い
る
が
、
秋
声
の
『
足

跡
』
は
そ
れ
よ
り
も
後
（
一
九
一
〇
年
七
月
二
十
日
〜
十
一

月
十
八
日
）
で
あ
る10

。

　

白
鳥
の
記
憶
違
い
、
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
結
果
的
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に
白
鳥
は
、
自
然
主
義
の
代
表
的
作
品
を
並
び
立
て
る
こ
と

で
、
そ
の
発
展
史
を
描
き
出
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ

ら
文
学
史
に
刻
印
さ
れ
た
作
品
の
ど
れ
も
が
、
い
か
に
「
面

白
く
」
な
か
っ
た
か
を
証
言
す
る
。
先
の
引
用
部
に
お
い
て
、

「
し
ょ
ん
ぼ
り
住
ん
で
い
た
」
藤
村
を
訪
ね
、「
不
景
気
な
話

を
ぼ
そ
ぼ
そ
し
な
が
ら
」
小
説
を
依
頼
し
た
、
と
仔
細
な
回

想
が
な
さ
れ
る
の
は
、
白
鳥
と
藤
村
が
置
か
れ
た
生
活
―
―

「
面
白
く
な
い
日
を
送
っ
て
い
る
」
と
い
う
実
感
と
、
そ
こ
か

ら
作
品
が
生
ま
れ
る
必
然
性
を
強
調
す
る
作
為
と
言
え
る
。

　

白
鳥
は
最
後
に
こ
う
ま
と
め
て
い
る
。

私
の
在
職
七
年
間
「
面
白
く
な
い
小
説
」
が
新
聞
紙
上

に
続
出
し
た
こ
と
は
今
か
ら
見
る
と
、
新
聞
小
説
史
上
、

特
筆
す
べ
き
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
れ
を
面

白
い
と
思
っ
て
い
る
。
独
り
で
痛
快
に
も
感
じ
て
い
る
。

そ
れ
を
「
痛
快
」
に
思
え
る
の
は
、
一
九
五
二
年
の
日
本
で

は
自
分
「
独
り
」
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
異
例
」

の
時
代
は
、
も
う
来
な
い
だ
ろ
う
。
白
鳥
の
目
の
前
に
広
が

る
戦
後
日
本
は
、
も
は
や
「
面
白
く
な
い
」
こ
と
が
許
さ
れ

ぬ
時
代
で
あ
っ
た
。

四
　

自
然
主
義
作
家
た
ち
は
、
そ
れ
ま
で
の
文
学
に
見
ら
れ
た

文
章
の
修
飾
や
不
自
然
・
非
科
学
的
な
展
開
を
排
除
し
よ
う

と
し
た
。
白
鳥
に
言
わ
せ
れ
ば
、彼
ら
は
わ
ざ
わ
ざ
小
説
を「
面

白
く
な
」
く
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
確

か
に
そ
れ
は
、
文
学
史
上
「
異
例
」
の
こ
と
だ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
。

　

な
ぜ
白
鳥
は
「
面
白
く
な
い
小
説
」
が
続
出
し
て
い
た
自

然
主
義
の
季
節
を
「
痛
快
に
も
感
じ
」
る
の
だ
ろ
う
か
。
白

鳥
が
こ
の
記
事
を
寄
せ
た
一
九
五
二
年
の
世
相
か
ら
考
え
て

み
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

一
九
五
二
年
に
日
本
の
主
権
回
復
が
成
っ
た
こ
と
は
前
述

し
た
。
同
時
に
日
米
安
保
条
約
に
よ
り
在
日
米
軍
が
置
か
れ
、

日
本
の
再
軍
備
も
懸
念
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
に
反
対
す
る
左
翼

学
生
に
よ
る
運
動
は
、
五
月
一
日
「
血
の
メ
ー
デ
ー
事
件
」

で
初
の
死
者
を
出
す
。
五
月
二
日
の
『
読
売
新
聞
』
で
も
、「
メ

ー
デ
ー
暴
動
化
す
」
の
記
事
は
、
も
の
も
の
し
く
一
面
を
飾

っ
た
。
そ
の
後
も
六
月
の「
吹
田
事
件
」、七
月
の「
大
須
事
件
」

な
ど
、
デ
モ
隊
と
警
察
の
衝
突
が
立
て
続
け
に
起
こ
る
。
戦

後
日
本
の
「
独
立
」
は
決
し
て
明
る
い
も
の
で
は
な
い
。
血
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み
ど
ろ
の
再
出
発
だ
っ
た
。

　
「
新
聞
小
説
の
回
顧
」
に
、
白
鳥
は
こ
う
書
く
。
新
聞
小
説

は
「
毎
日
々
々
読
者
を
惹
き
つ
け
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
よ
う
に
な
っ
」
た
。
読
者
の
「
御
機
嫌
を
取
」
り
、「
そ
こ

に
は
是
非
善
悪
の
批
判
を
容
れ
る
余
地
」
も
な
い
。
い
や
、

新
聞
小
説
だ
け
で
は
な
い
「
政
治
、
外
交
、
経
済
な
ど
の
方

面
で
も
そ
う
」
な
の
だ
。「
ど
の
方
面
で
も
世
は
ま
す
ま
す

世
知
辛
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
冒
頭
の
言
葉
は
、「
余
地
」、

余
裕
を
な
く
し
た
時
代
を
指
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の

傍
ら
で
は
実
際
の
闘
争
が
行
わ
れ
て
い
る
。
各
々
の
参
加
者

に
と
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
切
実
な
、
血
を
流
す
に
値
す

る
問
題
で
あ
っ
た
ろ
う
。
白
鳥
は
積
極
的
に
反
論
し
な
い
。

老
い
た
白
鳥
は
、自
分
の
言
う
こ
と
は
「
閑
人
の
痴
呆
的
空
論
」

な
の
だ
と
自
嘲
す
る
。
花
袋
を
、
秋
声
を
、
藤
村
を
、
多
く

の
友
を
見
送
り
、
大
戦
を
生
き
延
び
た
白
鳥
は
、
社
会
に
、

新
聞
に
「
面
白
く
な
い
」
世
界
を
書
き
付
け
る
余
白
が
あ
っ

た
時
代
を
、
た
だ
思
い
出
す
。

　

白
鳥
の
前
に
広
が
る
現
実
は
、
血
塗
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

を
忘
れ
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
―
―
事
件
記
事
と
娯
楽
が
共
存

す
る
と
い
う
グ
ロ
テ
ス
ク
な
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
―
―
読
者
に

「
面
白
い
」
新
聞
小
説
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。「
新
聞
小
説
の

回
顧
」
を
し
な
が
ら
、
白
鳥
は
一
九
五
二
年
の
「
世
」
と
対

峙
し
て
い
る
。

五
　

そ
も
そ
も「
面
白
い
」と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
白
鳥
が「
面

白
い
」
と
い
う
と
き
も
、
娯
楽
的
な
サ
ス
ペ
ン
ス
や
ス
ペ
ク

タ
ク
ル
を
の
み
指
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
こ
に
は
芸
術

的
な
感
興
、
と
い
っ
た
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
面
白
い
」
と
い
う
感
情
に
は
し
ば
し
ば
、
自
ら

が
既
に
持
つ
価
値
観
に
そ
ぐ
う
、
安
心
で
き
る
と
い
う
心
理

が
忍
び
込
ん
で
い
る
。
ハ
ン
ス
・
ヨ
ー
ベ
ル
ト
・
ヤ
ウ
ス
い

わ
く11

、
娯
楽
作
品
は
世
間
の
「
支
配
的
な
趣
味
傾
向
が
枠
組

と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
期
待
を
満
た
す
も
の
に

他
な
ら
な
い
」、
す
な
わ
ち
「
慣
れ
親
し
ん
だ
美
の
再
生
産
の

要
求
を
満
足
さ
せ
、
な
じ
み
の
感
じ
方
を
保
証
し
、
望
み
通

り
の
考
え
を
是
認
」
す
る
。
作
品
は
我
々
の
期
待
す
る
興
奮
、

笑
い
、
感
傷
―
―
既
に
見
知
っ
て
い
る
、
慣
れ
親
し
ん
だ
「
感

じ
方
」
を
与
え
て
く
れ
る
。
ま
た
作
品
は
我
々
の
、
善
を
信

じ
悪
に
怒
る
「
考
え
方
」
を
肯
定
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
「
日
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常
的
で
は
な
い
経
験
を
〈
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
〉
と
し
て
」「
あ

る
い
は
道
徳
的
な
問
題
と
し
て
掲
げ
」
て
く
れ
、
そ
の
問
題

に
「
解
決
」
を
示
す
が
、
そ
の
解
決
は
多
く
、
我
々
が
親
し

ん
で
き
た
道
徳
観
の
範
囲
を
出
な
い
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
娯

楽
」
を
表
明
す
る
作
品
に
限
ら
な
い
。
過
去
の
作
品
が
古
典

化
し
て
社
会
と
馴
染
む
う
ち
に
、
い
わ
ゆ
る
芸
術
的
作
品
も

ま
た
、我
々
に
馴
染
み
を
与
え
、同
様
の
結
果
を
生
む
だ
ろ
う
。

　

だ
か
ら
「
面
白
い
」
と
い
う
観
念
は
、
し
ば
し
ば
余
裕
の

な
さ
の
あ
ら
わ
れ
だ
。
即
座
に
期
待
を
満
た
し
、
安
堵
さ
せ

て
く
れ
る
。
自
分
た
ち
が
考
え
る
美
や
感
動
か
ら
大
き
く
外

れ
な
い
か
ら
、
ス
ト
レ
ス
が
か
か
ら
な
い
。
自
分
の
常
識
、

善
悪
の
基
準
を
出
な
い
「
解
決
」
が
示
さ
れ
れ
ば
、
明
日
か

ら
も
同
じ
常
識
と
基
準
を
持
っ
て
生
き
て
い
け
る
。
そ
れ
が

「
面
白
い
」
の
だ
け
れ
ど
、
で
は
常
識
や
善
悪
が
自
分
で
な
い

先
人
や
社
会
に
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
は

ど
れ
だ
け
意
識
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
面
白
さ
は
、
自
分
固
有
の
も
の
か
？　

誰
か
に
決
め

ら
れ
た
面
白
さ
で
は
な
い
か
？　

そ
の
よ
う
な
疑
問
を
持
つ

と
き
、「
面
白
く
な
い
」
も
の
に
敏
感
に
な
る
こ
と
こ
そ
が
必

要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
面
白
く
な
い
」
も
の
に
触
れ
る
と
き
、我
々
は
自
ら
の
「
面

白
い
」
と
思
う
感
性
を
相
対
化
す
る
機
会
を
得
る
。
な
ぜ
「
面

白
く
な
い
」
の
か
。
そ
れ
は
我
々
の
日
常
を
支
配
し
て
い
る

「
支
配
的
な
趣
味
傾
向
」
と
異
な
る
か
ら
だ
。
こ
う
感
じ
た
い
、

考
え
た
い
と
い
う
期
待
を
裏
切
る
か
ら
だ
。
な
ぜ
裏
切
る
こ

と
が
起
り
得
る
の
か
？　

―
―
我
々
の
「
感
じ
方
」
も
「
考

え
方
」
も
、
唯
一
絶
対
の
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い

か
ら
だ
。
で
は
な
ぜ
我
々
は
こ
の
よ
う
な
「
感
じ
方
」
や
「
考

え
方
」
を
す
る
に
至
っ
た
か
？　

―
―
社
会
が
、
政
治
が
、

経
済
が
、
親
が
、
教
師
が
、
友
が
、
そ
う
教
育
し
て
き
た
の
だ
。

　

自
ら
が
置
か
れ
た
環
境
に
、
透
徹
し
た
理
解
を
し
な
く
て

も
構
わ
な
い
。
自
分
の
「
面
白
さ
」
を
少
し
で
も
疑
う
機
会

に
な
れ
ば
、
そ
れ
で
良
い
。
そ
ん
な
機
会
を
得
た
と
こ
ろ
で
、

自
然
主
義
文
学
は
「
面
白
い
」
も
の
に
は
変
わ
ら
な
い
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
で
良
い
の
だ
と
考
え
る
。
そ
う
あ
っ
た
と
き
、

自
然
主
義
文
学
は
、
真
に
あ
だ
花
、
踏
み
石
、
か
ま
せ
犬
に

な
れ
る
だ
ろ
う
。

　

白
鳥
の
回
顧
も
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
意
図
を
秘
め
た
も
の

で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
に
、
今
日
、
な
お
自
然
主
義
文
学
を

読
む
意
義
も
あ
る
。
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小
説
を
わ
ざ
わ
ざ
「
面
白
く
な
い
」
も
の
に
し
た
自
然
主

義
作
家
た
ち
の
骨
折
り
。
そ
れ
は
現
在
、
位
相
を
変
え
て
我
々

を
立
ち
止
ま
ら
せ
る
。
我
々
は
イ
ヤ
イ
ヤ
な
が
ら
そ
れ
を
読

む
。
我
々
の
「
面
白
い
」
と
い
う
観
念
と
闘
う
た
め
に
。
そ

の
よ
う
な
意
味
で
は
、「
小
説
は
面
白
く
っ
て
は
い
け
な
い
」。

注１
．
他
、同
時
期
の
田
山
花
袋『
少
女
病
』（
一
九
〇
七
年
五
月
）

に
つ
い
て
は
七
名
が
扱
っ
て
い
た
。
総
じ
て
「
気
持
ち

悪
い
」
と
い
う
評
価
だ
っ
た
が
、
主
人
公
の
人
格
や
筋

へ
の
注
目
が
多
く
見
ら
れ
た
。

２
．
こ
う
し
た
「
お
大
」
の
「
言
葉
遣
い
」
へ
の
着
目
自
体

は
重
要
で
あ
る
。
第
一
声
の
強
烈
さ
が
導
入
と
な
る
技

法
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
の
秋
声
作
品
を
特
徴
づ
け
る
。

『
徳
田
秋
声
全
集　

第
六
巻
』（
二
〇
〇
〇
年
一
月
、
八

木
出
版
）
の
解
説
と
し
て
石
崎
等
が
寄
せ
た
「
さ
ま
ざ

ま
な
『
声
』」
に
も
そ
う
し
た
指
摘
が
あ
る
。

３
．『
太
陽
』
第
十
巻
第
三
号
（
一
九
〇
四
年
二
月
、
博
文
館
）

４
．
田
山
花
袋
「
三
階
に
て
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
五
十
五
号
、

一
九
一
〇
年
六
月
、
金
尾
文
淵
堂
）

５
．
田
山
花
袋
「
文
章
新
話
」（『
文
章
世
界
』
第
八
巻
第
四
号
、

一
九
一
三
年
三
月
、
博
文
館
）

６
．
田
山
花
袋
「
懸
賞
小
説
の
評
」（『
文
章
世
界
』
第
二
巻

第
十
二
号
、
一
九
〇
七
年
十
月
、
博
文
館
）、
こ
う
し
た

評
を
受
け
た
投
書
家
た
ち
は
事
件
性
の
希
薄
な
小
説
を

投
稿
し
続
け
、そ
れ
は『
文
章
世
界
』傑
作
選『
二
十
二
篇
』

（
一
九
一
〇
年
一
月
、東
雲
堂
）の
よ
う
な〈
面
白
く
な
い
〉

作
品
集
を
生
む
。

７
．
田
山
花
袋
「
近
頃
読
ん
だ
小
説
に
つ
い
て
の
感
想
」（『
文

章
世
界
』
第
七
巻
第
七
号
、一
九
一
二
年
五
月
、博
文
館
）

８
．
正
宗
白
鳥
「
新
聞
小
説
の
回
顧
」（『
読
売
新
聞
』、

一
九
五
二
年
六
月
二
十
三
日
朝
刊
）、
恐
ら
く
は
六
月
五

日
に
「
第
三
十
九
回
読
売
文
化
教
室
」
と
し
て
催
さ
れ

た
「
新
聞
小
説
の
夕
」（
同
日
朝
刊
に
広
告
あ
り
）
で
の

講
演
に
基
づ
く
も
の
。

９
．
岩
野
泡
鳴
・
柳
田
国
男
・
蒲
原
有
明
・
水
野
葉
舟
「『
生
』

の
合
評
」（『
読
売
新
聞
』、
一
九
〇
九
年
一
月
十
七
日
日

曜
附
録
）

10
．
そ
の
間
に
も
黒
法
師（
渡
辺
霞
亭
）『
突
羽
根
』（
一
九
〇
七

年
一
月
一
日
〜
十
月
十
二
日
）
や
徳
田
秋
声
『
凋
落
』
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（
一
九
〇
七
年
九
月
三
日
〜
一
九
〇
八
年
四
月
六
日
）、

水
野
葉
舟
『
微
温
』（
一
九
〇
九
年
八
月
十
三
日
〜
九
月

十
七
日
）
な
ど
が
挟
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
「
幾
つ

か
出
た
」「
面
白
く
な
い
小
説
」
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ

う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
順
序
は
無
茶
苦
茶
で
あ
る
。

11
．
Ｈ
．
Ｒ
．
ヤ
ウ
ス（
轡
田
収
訳
）『
挑
発
と
し
て
の
文
学
史
』

（
二
〇
〇
一
年
十
一
月
、
岩
波
書
店
）


