
書

評

中
里
見
敬

『中
囲
小
説
の
物
語
論
的
研
究
』

汲
古
書
院

一
九
九
六
年
九
月

本
文

二
二
三
頁

索
引

二
六
頁

中
文
提
要

八
頁

本
書
は
､
ジ
エ
ラ
ー
ル
∴
ン
ユ
ネ
ッ
I
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス

の
物
語
論
的
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
国
文
学
に
全
面
的
に
鷹
用
し
た
野

心
的
な
試
み
で
あ
る
｡
題
に
は

｢中
国
小
説
の
｣
と
あ
る
が
'
賓
際

に
は
朕
や
史
侍
な
ど

一
部
の
古
典
文
筆
を
も
分
析
の
封
象
と
し
て
お

-
'
物
語
論
的
な
方
法
の
導
入
に
よ
っ
て
'
中
歯
文
学
全
髄
に
新
た

な
視
野
を
開
こ
う
と
い
う
の
が
著
者
の
最
終
的
な
意
園
で
あ
ろ
う
｡

著
者
が
数
あ
る
現
代
欧
米
の
文
筆
理
論
の
中
で
特
に
物
語
論
を
選

拝
し
た
の
は
'
こ
の
理
論
が
す
で
に
欧
米
に
お
い
て
'
さ
ま
ざ
ま
な

最
新
の
議
論
の
前
提
と
も
な
る
古
典
的
地
位
を
獲
得
し
て
い
る
の
に

加
え
て
'
従
来
の
中
囲
小
説
'
い
や
中
囲
文
学
全
健
の
研
究
が
､
や

や
も
す
れ
ば
作
品
の
内
容
や
作
者
の
思
想
へ
経
歴
の
み
に
偏
り
'
言

語
あ
る
い
は
贋
い
意
味
で
の
文
髄
へ
の
考
察
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
き

書

評

た
こ
と
へ
の
不
満
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
｡
膏
際
'
中
囲
語
は
表

現
形
態
の
幅
の
き
わ
め
て
廉
い
､
し
た
が
っ
て
多
様
な
文
髄
的
試
み

を
許
容
で
き
る
言
語
で
あ
-
'
中
囲
文
学
史
と
は
'
言
語
表
現
あ
る

い
は
文
健
の
愛
遷
史
の
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の

で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
特
に
日
本
の
学
界
が
こ
の
鮎
に
十
分
な
配
慮
を

は
ら
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
考
え
る
評
者
に
と
っ
て
'
著
者
の
問
題
意

識
は
全
面
的
に
共
感
で
き
る
も
の
で
あ
り
'
本
書
の
斬
新
さ
は
'
西

欧
理
論
の
摩
用
よ
-
も
'
む
し
ろ
こ
の
鮎
に
こ
そ
あ
る
と
さ
え
思
え

る
の
で
あ
る
｡

全
書
は
'
物
語
論
の
歴
史
と
理
論
を
要
約
し
た
序
章

｢物
語
論
の

基
本
原
理
｣
'
そ
の
理
論
に
よ
っ
て
小
説
お
よ
び
版
や
白
棒
な
ど
の

古
典
文
学
作
品
を
分
析
し
た
Ⅰ
｢中
囲
小
説
の
物
語
論
的
研
究
｣
'

Ⅰ
で
封
象
と
な
っ
た
作
品
の

一
部
で
あ
る

｢
六
十
家
小
説
｣
に
つ
い

て
考
謹
し
た
Ⅱ

｢
六
十
家
小
説
の
成
立
に
関
す
る
研
究
｣
'
中
園
で

の
物
語
論
的
研
究
に
封
す
る
批
評
で
あ
る
Ⅲ
｢中
国
に
お
け
る
物
語

論
研
究
｣
か
ら
成
る
｡
本
書
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
大
木
康
氏
の
書

評

(『東
方
』
l
九

1壊

l
九
九
七
年
二
月

東
方
書
店
)
お
よ
び
そ
の

一
部
に
つ
い
て
初
出
段
階
で
書
か
れ
た
鈴
木
陽

一
氏
の
批
評

｢小
説
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研
究
の
方
法
を
も
と
め
て
-
中
里
見
論
文
を
許
す
｣
(r中
隊
古
典
小

説
研
究
動
態
』
六
鍍

l
九
九
三
年
)
が
あ
る
.
以
下
そ
れ
ら
を
ふ
ま

え
た
う
え
で
'
評
者
な
り
の
紹
介
と
批
評
を
行
な
い
た
い
｡

ま
ず
序
章
で
は
'
物
語
論
の
代
表
者
で
あ
る
ジ

ュ
ネ

ッ
ー
の
理
論

が
'
そ
れ
以
前
の
言
語
学
者
'
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
バ
ン
ヴ

ェ
ニ
ス
I
の

研
究
を
ふ
ま
え
て
生
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
言
語
の

二
面
性
に
か
か
わ
る
二
つ
の
理
論
'
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

(記
競
表
現
)
/
シ
ニ
フ
ィ
エ

(記
競
内
容
)
と
'
バ
ン
ヴ

ェ
ニ
ス
I

に
よ
る
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
/
デ
イ
ス
ク
ー
ル
を
掛
け
合
わ
せ
た
と
こ
ろ

に
'
ジ

ュ
ネ

ッ
ト
の
物
語
内
容

(イ
ス
-
ワ
-
ル
)
/
物
語
言
説

(レ

シ
)
/
物
語
行
為

(ナ
ラ
シ
オ
ン
)
と
い
う
三
分
法
の
概
念
が
生
れ
た

と
す
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
要
約
は
'
あ
ま
り
に
簡
略
す
ぎ
て

讃
者
に
誤
解
を
あ
た
え
る
可
能
性
が
あ
る
｡
特
に
問
題
な
の
は
､
イ

ス
ト
ワ
ー
ル
と
い
う
言
葉
が
'
バ
ン
ヴ

ェ
ニ
ス
ー
と
ジ

ュ
ネ

ッ
ト
で

は
別
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
野
す
る
言
及
が
な
い
こ
と

で
あ
る
｡

バ
ン
ヴ

ェ
ニ
ス
I
に
と
っ
て
'
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
/
デ
イ
ス
ク
ー
ル

と
は
'
い
わ
ば
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
言
語
表
現
の
相
違
で
あ

っ
た
｡

す
な
わ
ち
過
去
の
出
来
事
を
語
-
手
が
明
示
さ
れ
な
い
か
た
ち

で
客

観
的
に
叙
述
す
る
の
が
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
で
あ
り
'
語
-
手
が
聞
き
手

に
語
る
よ
う
な
か
た
ち
で
述
べ
ら
れ
る
の
が
デ
イ
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
｡

西
洋
の
言
語
に
お
い
て
は
'
こ
の
両
者
の
間
に
時
制
や
指
示
子
な
ど

明
確
な
使
い
わ
け
が
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
射
し
て
ジ

ュ
ネ

ッ
ト
の
イ

ス
ト
ワ
ー
ル
は
'
物
語
の
封
象
と
な
る
出
来
事
､
つ
ま
-
物
語
内
容

の
こ
と
で
あ
-
'
そ
れ
が
語
ら
れ
る
こ
と

(物
語
行
為
)
に
よ
っ
て
､

物
語
言
説
す
な
わ
ち
テ
キ
ス
ト
に
な
る
と
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
ジ

ュ
ネ

ッ
ト
の
い
う
イ
ス
-
ワ
-
ル
は
テ
キ
ス
ト
の
表
現
形
式
で
は
な

ヽ
0

し

評
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
'
そ
も
そ
も
ジ

ュ
ネ

ッ
I
の
理
論
の
特
徴

は
'
バ
ン
ヴ

ェ
ニ
ス
ト
が
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
と
見
な
し
た
も
の
に
も
賓

は
語
-
手
が
お
-
､
廉
い
意
味
で
の
デ
イ
ス
ク
ー
ル
に
他
な
ら
な
い

と
す
る
鮎
に
あ
っ
た
｡
そ
の
こ
と
は
'
本
書
で
も
た
び
た
び
引
用
さ

れ
る
ジ

ュ
ネ

ッ
ト
の
主
著
が

『物
語
の
デ
イ
ス
ク
ー
ル
』
(D
w
cours

du
re'C2t)

と
い
う
題
で
あ
る
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
て
お
-
､
そ
の

中
で
ジ

ュ
ネ

ッ
ト
は
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
/
デ
イ
ス

ク
ー
ル
に
ふ
れ
て
'
｢イ
ス
-
ワ
-
ル
は
何
ら
か
の
デ
イ
ス
ク
ー
ル
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の
部
分
を
含
ま
ざ
る
を
え
な
い
｣
(花
輪
光
･
和
泉
涼
謬

『物
語
の
デ
イ

ス
ク
ー
ル
』
書
韓
風
の
蓄
蔵

一
九
八
五

二
四
九
頁
)
と
述
べ
て
い
る
｡

日
本
語
詩
で
も
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
I
の

｢イ
ス
ー
ワ
-
ル
/
デ
イ
ス

ク
ー
ル
｣
は
'
｢歴
史
/
話
｣
と
詳
さ
れ
て
お
-
'
ジ

ュ
ネ

ッ
ー
の

イ
ス
ト
ワ
ー
ル
が

｢物
語
内
容
｣
で
あ
る
の
と
明
確
に
遍
別
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
｡

本
書
で
著
者
は
'
ジ
ュ
ネ
ッ

I
を
物
語
論
の
代
表
者
と
し
つ
つ
も
､

賓
際
に
は
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
理
論
を
も
用
い
て
い
る
｡
に
も
か
か

わ
ら
ず
両
者
の
こ
の
重
要
な
相
違
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
い
た
め
'

讃
者
に
混
乱
を
あ
た
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
本
書
の
讃
者
は
'
評
者

を
も
含
め
こ
の
よ
う
な
西
欧
の
文
筆
理
論
に
は
う
と
い
者
が
大
部
分

で
あ
る
こ
と
は
線
想
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
｡
こ
の
鮎
に
は
よ
-
行
き

届
い
た
解
説
が
望
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
｡

動
詞
の
時
制
愛
化
の
な
い
中
国
語
に
お
い
て
'
デ
イ
ス
ク
ー
ル
/

イ
ス
-
ワ
-
ル
を
見
分
け
る
指
標
と
な
る
の
は
'
時
間
な
ど
を
示
す

指
示
子
の
み
で
あ
る
｡
そ
こ
で
Ⅰ
｢中
国
小
説
の
物
語
論
的
研
究
｣

第

一
章

｢中
国
語
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
デ
イ
ス
ク
ー
ル
/
イ
ス
ー

ワ
-
ル
｣
で
は
'
｢六
十
家
小
説
｣
(ふ
つ
う

｢清
平
山
堂
話
本
｣
と
言

書

評

わ
れ
る
も
の
)
の
二
つ
の
作
品
を
例
に
'
地
の
文
と
セ
リ
フ
で
の
時

間
指
示
子
が
分
析
さ
れ
る
｡
こ
の
場
合
の
デ
イ
ス
ク
ー
ル
/
イ
ス
ト

ワ
ー
ル
は
､
言
う
ま
で
も
な
-
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
概
念
で
あ
る
｡

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
要
す
る
に
'
セ
リ
フ
で
は

｢昨

日
/
今
日
/
明
日
｣
と
な
る
の
が
'
地
の
文
で
は

｢前
日
/
昔
日
/

次
日
｣
と
な
る
こ
と
'
そ
し
て
セ
リ
フ
は
デ
イ
ス
ク
ー
ル
で
'
地
の

文
は
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
セ
リ
フ
の

｢今
日
｣

が
地
の
文
で

｢そ
の
日
｣
と
な
る

(そ
の
日
'
｢今
日
は
よ
い
天
気
だ
｣

と
彼
は
言
っ
た
)'
こ
れ
は
い
わ
ば
昔
-
前
の
こ
と
で
あ
る
｡
問
題
は

そ
れ
を
デ
イ
ス
ク
ー
ル
/
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
と
あ
え
て
言
い
換
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
ど
ん
な
新
し
い
馨
兄
が
あ
る
の
か
で
あ
ろ
う
｡

問
題
の
焦
鮎
は
､
セ
リ
フ
の

｢今
日
｣
が
地
の
文
で

｢そ
の
日
｣

と
な
る
と
い
う
昔
-
前
の
こ
と
が
'
中
囲
語
で
は
章
は
昔
-
薪
で
は

な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
つ
ま
-

｢昨
日
｣
と

｢明
日
｣
は
'

セ
リ
フ
と
地
の
文
の
双
方
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
､
｢昨
日
｣
は

｢き
の
う
｣
で
あ
る
と
同
時
に

｢前
の
日
｣
で
あ
-
'
｢明
日
｣
は

｢あ
し
た
｣
で
あ
る
と
同
時
に

｢翌
日
｣
に
も
な
る
と
い
う
'
西
洋

の
言
語
で
は
あ
-
え
な
い
現
象
が
中
囲
語
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
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著
者
は
'

物
語
論
の
中
国
小
説
へ
の
運
用
が
'
西
洋
の
文
学
理
論
の

た
ん
な
る
皮
相
な
移
入
で
は
な
-
､

一
般
理
論
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
に
な
る
よ
う
心
が
け
た
と
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
が
'
こ
の
よ
う
な

中
囲
語
に
特
殊
な
例
の
分
析
こ
そ
は
そ
の
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
ろ

う
｡
著
者
の
答
は
こ
う
で
あ
る
｡

ま
ず

｢明
日
｣
に
つ
い
て
は
､
『史
記
』
な
ど
で
は
イ
ス
ト
ワ
ー

ル

(翌
日
)
で
あ
っ
た
の
が
'
現
代
語
で
は
デ
イ
ス
ク
ー
ル

(あ
し

た
)
に
意
味
が
髪
化
し
て
お
-
'
白
話
小
説
に
は
両
者
の
性
質
が
反

映
し
て
い
る
､
と
説
明
さ
れ
る
｡
し
か
し
こ
れ
で
は
'
｢明
日
｣
に

二
つ
の
意
味
が
あ
る
の
は
歴
史
的
に
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
か
ら
だ

と
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
'
答
に
な
っ
て
い
な
い
｡
｢明
日
｣
以
外

に
も

｢旦
日
｣
｢来
日
｣
な
ど
､
中
国
語
に
は
適
時
的
､
共
時
的
に

こ
の
二
つ
の
意
味
を
兼
ね
る
場
合
が
少
な
-
な
い
｡
｢旦
日
｣
に
つ

い
て
'
著
者
は

｢イ
ス
ト
ワ
ー
ル
/
デ
イ
ス
ク
ー
ル
に
非
開
輿
的
｣

と
述
べ
る
が
'
こ
れ
も
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
は

｢明
日
｣
な
ど
に
は
た
し
て
二
つ
の
意
味
が
あ
る
の
か
'

そ
れ
と
も

一
つ
の
語
で
二
つ
の
状
況
に
野
歴
で
き
る
の
か
が
'
ま
ず

吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
地
の
文
/
セ
リ
フ
と
い
う
自
明
の
言
葉

を
わ
ざ
わ
ざ
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
/
デ
イ
ス
ク
ー
ル
と
言
い
換
え
た
の
な

ら
'
そ
れ
を
手
が
か
-
に
'
ジ
ュ
ネ
ッ
-
の
い
う
イ
ス
-
ワ
-
ル
に

潜
む
デ
イ
ス
ク
ー
ル
的
な
も
の
､
あ
る
い
は
時
制
賛
化
の
な
い
中
国

語
で
の
両
者
の
直
別
の
暖
昧
さ
な
ど
'
分
析
を
深
め
る
こ
と
は
可
能

で
あ
っ
た
と
思
え
る
｡

次
に

｢昨
日
｣
に
つ
い
て
は
､
『史
記
』
か
ら
現
代
語
ま
で

一
貫

し
て
デ
イ
ス
ク
ー
ル

(き
の
う
)
で
あ
り
､
そ
れ
が
イ
ス
ト
ワ
ー
ル

(前
の
日
)
に
な
る
の
は
'
｢白
話
小
説
の
書
面
語
と
し
て
の
未
熟
に

由
来
す
る
｣
､
と
述
べ
ら
れ
る
｡
し
か
し
自
分
の
理
論
に
合
わ
な
い

か
ら
と
い
っ
て
､
相
手
を
未
熟
と
決
め
付
け
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
｡
お
よ
そ
理
論
と
い
う
も
の
は
'
た
と
え
封
象
が
未
熟
で
あ
っ
て

も
､
そ
こ
に
潜
在
す
る
構
造
を
分
析
し
て
み
せ
て
こ
そ
は
じ
め
て
理

論
と
い
え
よ
う
｡
成
熟
し
た
野
象
は
分
析
で
き
る
が
'
未
熟
な
も
の

は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
'
理
論
が
未
熟
だ
と
い
う
こ
と
に
他
な

ら
な
い
｡
ま
し
て
著
者
は
'
後
の
章
で
'
魯
迅
の
作
品

｢社
戯
｣
の

中
で

｢昨
夜
｣
が
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
例
を
挙
げ

て
'
｢作
中
人
物
が
物
語
内
容
の
世
界
か
ら
直
接
語
-
か
け
て
い
る

よ
う
な
効
果
が
み
ら
れ
る
｣
と
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る

(七
二
頁
)｡
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魯
迅
の
小
説
で
は

｢効
果
｣
で
あ
-
'
白
話
小
説
で
は

｢未
熟
｣
で

あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
で
は
白
話
小
説
よ
-
さ
ら
に
早
い
次
の
例
な
ど

は
ど
う
で
あ
ろ
う
｡
敦
燈
の
｢王
昭
君
壁
文
｣
に
以
下
の
個
所
が
あ
る
｡

従
相
磯
巳
来
､
明
妃
漸
困
'
麿
為
異
物
'
多
不
成
人
｡

-
中
略
-

昭
君
略
磯
子
時
亡
'
突
飲
倒
酬
馨
使
忙
｡

I
中
略
丁

里
子
戴
釧
親
臨
突
､
寓
里
飛
書
奏
漠
王
｡

(『敦
塩
撃
文
集
』
一

〇
三

-

一

〇
四
頁
)

｢昨
夜
･

今
朝
｣
は
'
著
者
の
い
う
封
比
的
用
法
が
イ
ス
ー
ワ
-

ル
に
用
い
ら
れ
る
例
で
あ
る
が
'
そ
の

｢今
朝
｣
が

｢是
日
｣
に
言

い
換
え
ら
れ
る
状
況
は
'
魯
迅
の
小
説
に
つ
い
て
著
者
が
指
摘
す
る

時
間
軸
の
樽
換
と
'
少
な
-
と
も
表
面
的
に
は
似
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡

第
二
章

｢話
本
小
説
に
お
け
る
物
語
行
為
｣
で
は
'
ま
ず

｢六
十

家
小
説
｣
を
例
に
'
｢物
語
内
容
に
関
連
す
る
デ
イ
ス
ク
ー
ル
｣
と

｢物
語
行
為
に
関
連
す
る
デ
イ
ス
ク
ー
ル
｣
が
検
討
さ
れ
る
｡
前
者

は
い
わ
ゆ
る
語
-
手
の
介
入
で
あ
り
､
た
と
え
ば
主
人
公
が

｢
こ
う

し
た
ば
か
り
に
'
し
か
じ
か
の
結
果
を
む
か
え
た
｣
と
い
う

｢端
緒

書

評

の
提
示
｣
が
そ
れ
に
普
た
る
｡
著
者
は
こ
れ
を
ジ
ュ
ネ
ッ
ー
に
よ
っ

て

｢前
置
的
｣
と
言
い
換
え
て
い
る
が
'
む
し
ろ

｢先
説
法
｣
の
l

種
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
｢前
置
的
｣
と
は
'
ジ
ュ
ネ

ッ
ト
の
定
義

で
は
'
語
-
の
時
鮎
か
ら
見
て
未
来
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
が
'
こ
の
場
合
へ
結
末
は
明
ら
か
に
語
-
の
時
鮎
よ
り
過
去
に
属

し
て
お
-
'
た
ん
に
結
末
が
先
回
り
し
て
語
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か

ら
で
あ
る
｡

次
に
後
者
に
つ
い
て
'
｢去
逮
東
京
汗
梁
城
｣
(こ
の
東
京
汚
染
城

に
て
)
の
よ
う
な
場
合
'
｢這
｣
と
い
う
指
示
子
に
よ
っ
て
'
物
語

内
容
の
地
鮎
と
物
語
行
為
の
地
熱
が

l
致
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
｡

薯
は
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
鈴
木
陽

一
氏
の

｢這
は
単
に
歴
史
化
し
た

事
案
を
物
語
行
為
の
空
間
に
提
示
す
る
だ
け
の
機
能
で
あ
る
｣
と
の

批
判
が
あ
る
｡
し
か
し
著
者
は
こ
の
批
判
に
言
及
は
し
て
い
る
が
'

｢這
に
文
販
指
示
的
用
法

(そ
こ
)
と
直
示
的
用
法

(こ
こ
)
が
あ

る
う
え
'
用
例
が
少
な
い
｣
(
一
七
頁
)
と
し
て
答
を
留
保
し
て
い
る
｡

著
者
が
こ
れ
ら
を
直
示
的
用
法
で
あ
る
と
断
定
す
る
最
大
の
理
由
は
'

こ
れ
ら
の
地
名
が
み
な
物
語
の
冒
頭
に
あ
っ
て
'
文
脈
指
示
的
用
法

と
は
見
な
せ
な
い
と
い
う
鮎
に
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
場
合
の

｢這
｣
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を

｢
(あ
の
み
な
が
よ
-
知
っ
て
い
る
)
東
京
汗
梁
城
｣
と
い
う
よ
う
な

非
明
示
的
な
文
脆
指
示
と
取
る
こ
と
は
'
な
お
可
能
で
あ
ろ
う
｡
白

話
小
説
で
は
な
い
が
'
F董
西
府
』
の
物
語
開
始
部
分
は
'
｢此
本
話

説
'
唐
時
通
園
書
生
｣
と
な
っ
て
お
-
､
こ
の
場
合
の

｢這
箇
｣
は

鈴
木
氏
の
よ
う
に
解
碍
す
る
し
か
な
い
よ
う
に
思
え
る
｡

こ
れ
に
つ
づ
-
部
分
へ
特
に

『豆
棚
閑
話
』
の
枠
物
語
的
構
造
に

つ
い
て
の
分
析
は
'
鈴
木
氏
も
す
で
に
認
め
た
よ
う
に
き
わ
め
て
精

彩
に
富
み
'
示
唆
的
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は

一
つ
だ
け
問
題
を
提
起
し

て
お
き
た
い
｡
著
者
は
､
話
本
や
擬
話
本
な
ど
説
話
人
の
口
吻
で
語

ら
れ
た
物
語
は
'

語
-
手
が

【
物
語
内
容
】
を
語
る

と
い
う
圏
式
で
あ
る
の
に
射
し
て
､
『豆
棚
閑
話
』
な
ど
の
枠
物

事
]

-ま
､

壬
]ロ
･････-

第

一
次
語
-
手
が

【
第
二
次
語
-
手
が

【
物
語
内
容
】
を
語

る
】
を
語
る

と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
t
と
す
る
｡
つ
ま
-
著
者
に
よ
れ
ば
'
説

話
人
は
物
語
の
外
部
に
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
話
本
や
擬
話
本
で

は
'
し
ば
し
ば

｢説
話
的
｣
云
々
な
ど
の
語
-
手
の
介
入
に
よ
っ
て
､

請
-
手
と
聞
き
手
が
テ
キ
ス
I
の
内
部
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'

周
知
の
事
賓
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
よ
う
な
場
合
､
こ
れ
を
'

テ
キ
ス
ト
外
の
語
-
辛

(作
者
)
が

【
テ
キ
ス
ト
内
の
語
-
辛

(説
話
人
)
が

【
物
語
内
容
∪

を
テ
キ
ス
ト
内
の
聞
き
手
に
語

る
】
を
語
る

と
園
式
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
鮎
は
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

の
理
論
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
も
よ
る
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
話
本
の

本
質
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
と
思
え
る
｡
も
し
評
者
の
よ
う
な
理

解
が
可
能
で
あ
れ
ば
'
そ
れ
は

『豆
棚
閑
話
』
な
ど
の
枠
物
語
だ
け

で
な
-
'
語
-
手
'
聞
き
手
が
テ
キ
ス
ト
内
部
に
い
る
賦
な
ど
と
も

共
通
鮎
が
見
出
さ
れ
､
ま
た
異
質
物
語
t
等
質
物
語
の
違
い
は
あ
る

に
せ
よ
魯
迅
な
ど
の
近
代
小
説
と
も

一
服
通
じ
る
こ
と
に
な
-
'
議

論
の
廉
ま
-
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

第
三
章

｢魯
迅

F傷
逝
』
に
至
る
回
想
形
式
の
軌
跡
｣
は
'
こ
れ

ま
で
内
容
や
作
者
の
思
想
､
経
歴
な
ど
か
ら
解
稗
さ
れ
て
き
た
魯
迅

の
小
説
に
'
物
語
論
に
よ
る
語
-
手
の
硯
鮎
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
新
た
な
見
方
を
示
し
た
も
の
で
､
著
者
の
本
領
が
尊
揮
さ
れ
た

部
分
と
言
え
よ
う
｡
し
か
し
こ
こ
で
も

一
つ
気
に
な
る
鮎
が
あ
る
｡

I5_')



そ
れ
は
著
者
が
分
析
に
際
し
て
'
｢濁
自
｣
と

｢自
由
間
接
話
法
｣

と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢自
由
間
接
話
法
｣
に

つ
い
て
ジ

ュ
ネ
ッ
ト
は
'
『物
語
の
デ
イ
ス
ク
ー
ル
』
の
中
で
'
そ

れ
を
ジ
ョ
イ
ス
な
ど
の

｢直
接
的
言
説
｣
(通
常
は

｢内
的
猫
白
｣
と

よ
ば
れ
る
が
'
ジ
ュ
ネ
ッ
-
は
適
切
で
な
い
と
す
る
)
と
比
較
し
て
'

｢自
由
間
接
話
法
｣
で
は

｢語
-
手
が
作
中
人
物
の
言
説
を
引
き
受

け
る
｣
の
に
野
し
て
'
｢直
接
的
言
説
｣
で
は

｢作
中
人
物
の
方
が

請
-
手
に
取
っ
て
代
わ
る
｣
と
述
べ
て
い
る

(二
o
二
-
二
〇
三
頁
)｡

す
な
わ
ち
ジ
ュ
ネ

ッ
ト
に
よ
れ
ば
'
｢自
由
間
接
話
法
｣
と

｢直
接

的
言
説
｣
(内
的
濁
白
)
は
別
の
も
の
で
あ
る
O
と
こ
ろ
が
著
者
は
'

右
の
ジ
ュ
ネ
ッ

I
の
説
明
に
は
ま
っ
た
-
言
及
せ
ず
､
魯
迅
の
作
品

で
は

｢作
中
人
物
が
語
り
手
を
代
行
す
る
｣
と
し
た
う
え
で
､
｢自

由
間
接
話
法
｣
に
つ
い
て
は
ウ
ェ
イ
ル
ズ
の
説
を
引
用
す
る
｡
｢作

中
人
物
が
語
-
手
を
代
行
す
る
｣
の
は
'
ジ

ュ
ネ

ッ
I
に
よ
れ
ば

｢直
接
的
言
説
｣
で
あ
る
か
ら
'
著
者
の
説
明
は
ジ
ュ
ネ
ッ
ー
の
説

と
異
な
る
こ
と
に
な
る
が
'
著
者
は
さ
ら
に
シ
ュ
タ
ン
ツ
エ
ル
の

｢語
り
手
の
作
中
人
物
化
｣
を
紹
介
し
て
お
り
'
議
論
が
混
乱
し
て

い
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
著
者
が
な
ぜ
ジ
ュ
ネ
ッ
I
の
説
に
言

書

評

及
し
て
い
な
い
の
か
'
不
可
解
で
あ
る
｡

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の

『物
語
の
デ
イ
ス
ク
ー
ル
』
は
､
｢序
｣
お
よ
び

｢順
序
｣
｢持
績
｣
｢頻
度
｣
｢叙
法
｣
｢態
｣
の
各
章
か
ら
な
る
が
'

こ
の
書
に
つ
い
て
の
著
者
の
引
用
は
'
賓
は
Ⅲ

｢中
国
に
お
け
る
物

語
論
研
究
｣
を
除
い
て
'
｢序
｣
と
語
り
手
の
問
題
を
あ
つ
か
う

｢態
｣
の
部
分
に
集
中
し
て
お
-
､
他
の
章
へ
の
言
及
は

一
つ
も
な

い
｡
そ
し
て
Ⅲ
の
陳
平
原

F中
国
小
説
叙
事
模
式
的
韓
撃
』
を
批
判

し
た
個
所
で
'
著
者
は
陳
氏
が
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の

｢時
間
｣
(順
序
､
持

績
'
頻
度
)
と

｢叙
法
｣
の
み
を
あ
っ
か
い

｢態
｣
に
言
及
し
な
い

の
を
不
満
と
L
t
｢ジ

ュ
ネ
ッ
ト
理
論
の
基
本
の
把
握
を
お
ろ
そ
か

に
す
る
と
'
個
々
の
概
念
の
物
語
全
健
に
占
め
る
位
置
が
不
明
に
な

-
'
ば
ら
ば
ら
な
分
析
に
終
始
す
る
｣
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
｡

し
か
し
著
者
の
よ
う
に

｢態
｣
の
部
分
の
み
に
執
着
す
る
の
は
'
そ

れ
が
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
理
論
の
精
髄
で
あ
る
に
せ
よ
'
や
は
-
分
析
を

偏
っ
た
も
の
に
し
て
い
な
い
か
危
倶
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
｢時
間
｣

や

｢叙
法
｣
の
概
念
を
も
導
入
し
て
い
れ
ば
'
本
書
の
分
析
は
よ
り

豊
か
な
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

な
お
著
者
が
こ
こ
で

｢自
由
間
接
話
法
｣
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
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こ
と
に
も
問
題
が
な
い
で
は
な
い
｡
著
者
が

｢自
由
間
接
話
法
｣
と

よ
ぶ
の
は
､

｢人
力
車
が
ひ
っ
-
-
返
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
電
車

に
ひ
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｣
と
い
う
作
中
人
物
の
想
念

が
'
｢私
は
そ
の
と
き
-
-
と
思
っ
た
｣
の
よ
う
な
博
達
部

(先

行
詞
)
に
導
か
れ
る
こ
と
な
-
'
つ
ま
り
語
-
手
に
よ
る
媒
介
を

経
る
こ
と
な
-
'
い
き
な
-
現
れ
て
い
る

(七
七
頁
)

よ
う
な
場
合
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
､
(私
は
そ
の
と
き
-
-
と

思
っ
た
)
の
よ
う
に
間
接
話
法
と
も
考
え
ら
れ
る
が
'
ま
た

(私
は

そ
の
と
き

｢-
-
｣
と
思
っ
た
)
の
よ
う
に
直
接
話
法
と
も
解
し
う

る
｡
つ
ま
-
時
制
愛
化
の
な
い
中
図
譜
で
は

(こ
の
場
合
は
日
本
語

ち
)'
主
語
が

1
人
稀
の
時
は
'
も
と
の
文
が
間
接
話
法
な
の
か
直

接
話
法
な
の
か
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
'
｢自
由

間
接
話
法
｣
と
い
う
用
語
は
適
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
時
制
愛
化

の
は
っ
き
-
し
て
い
る
西
洋
の
言
語
で
は
こ
の
よ
う
な
唆
昧
さ
は
起

こ
-
え
な
い
｡
こ
の
鮎
を
無
税
し
て

｢自
由
間
接
話
法
｣
と
い
う
概

念
を
無
批
判
に
導
入
し
た
の
は
､
こ
れ
が
中
歯
語
か
ら

一
般
理
論
へ

の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
好
材
料
で
あ
っ
た
と
思
え
る
だ
け
に
'
残
念

で
あ
る
｡

第
四
章

｢中
国
文
筆
に
お
け
る
物
語
行
為
の
諸
相
｣
は
'
鹿
と
自

博
に
つ
い
て
物
語
論
を
療
用
し
た
も
の
で
'
魯
迅
の
小
説
の
場
合
と

同
じ
-
'
従
来
の
方
法
で
は
見
え
な
か
っ
た
側
面
を
あ
ら
た
に
開
示

し
た
鮎
で
貴
重
で
あ
る
｡
朕
に
つ
い
て
'
語
-
手
の
審
級
を
手
が
か

-
に
あ
ら
た
な
分
類
に
成
功
し
た
鮎
は
大
き
な
貢
献
で
あ
-
､
自
博

に
つ
い
て
の
著
者
の
分
析
に
は
'
本
書
の
約
半
年
前
に
利
行
さ
れ
た

川
合
康
三
氏
の

『中
国
の
自
博
文
撃
』
を
補
い
う
る
議
論
が
見
ら
れ

る
｡
ま
た

｢史
侍
｣
の
博
続
と

｢詩
騒
｣
の
俸
続
と
い
う
巨
視
的
な

捉
え
方
は
'
著
者
の
問
題
意
識
が
中
囲
文
学
史
全
般
に
お
よ
ん
で
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
こ
こ
で
も
著
者
は
'
語
-
辛

の
問
題
の
み
に
議
論
を
限
定
し
て
い
る
た
め
'
親
に
お
け
る
韻
文
と

散
文
な
ど
表
現
形
式
の
相
違
に
ま
で
論
が
お
よ
ん
で
い
な
い
の
は
残

念
で
あ
る
｡
唯

1
'
自
撰
墓
誌
銘
の
誌
と
銘
の
性
格
の
違
い
を
論
じ

た
部
分
は
､
表
現
形
式
に
関
連
し
て
い
る
｡
将
来
こ
の
よ
う
な
方
法

は
'
た
と
え
ば
詩
に
お
け
る
語
-
手
の
問
題
や
説
唱
文
学
に
お
け
る

韻
文
と
散
文
の
関
係
な
ど
'
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
鷹
用
さ
れ
る
こ
と

が
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
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Ⅱ
｢
六
十
家
小
説
の
成
立
に
関
す
る
研
究
｣
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
は
へ
ま
ず
第

1
に
'
明
代
の

F賓
文
堂
書
目
』
に
収
め
ら
れ
た
話

本
類
は
'
従
来

一
部
の
研
究
者
が
主
張
し
た
よ
う
な
宋
元
請
本
日
憶

で
は
な
-
'
明
代
に
清
平
山
堂
が
利
行
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
'
第

二
に
､
清
平
山
堂
が
刊
行
し
た
の
は
い
わ
ゆ
る

｢六
十
家
小
説
｣
で

あ

っ
て
'
そ
れ
は

『賓
文
堂
書
目
』
や
熊
龍
峯
利
の
小
説
四
種
'

『
二
三
口』
さ
ら
に

『也
是
園
書
目
』
な
ど
か
ら
ほ
ぼ
完
全
に
復
元
で

き
る
こ
と
'
第
三
に
'
話
本
小
説
と
白
話
文
が
成
立
し
た
の
は
宋
代

で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

第

一
の
鮎
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
-
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
第
二

の
鮎
は
'
仮
説
と
し
て
は
成
立
す
る
と
思
え
る
が
'
そ
の
考
譜
の
過

程
に
は
な
お
不
備
が
目
立
つ
｡
ま
ず

｢六
十
家
小
説
｣
と
い
う
名
稀

は
'
『西
湖
遊
覧
志
』
に
の
み
見
え
る
の
だ
が
､
賓
は
明
代
嘉
靖
年

間
の
そ
の
原
刊
本
に
は
こ
の
言
葉
は
な
い
の
で
あ
り
'
晴
代
の
光
緒

刊
本
で
は
じ
め
て
現
れ
る
｡
そ
し
て
そ
の
も
と
づ
-
と
こ
ろ
は
'
お

そ
ら
-
康
興
年
間
の
槍
補
本
の
序
文
に
み
え
る

｢西
湖
六
十
家
小

説
｣
で
あ
っ
た

(こ
の
鮎
は
大
塚
秀
高
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
)｡
と
こ
ろ

が
著
者
は
こ
の
重
大
な
事
賓
に
ま
っ
た
-
ふ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

書

評

す
-
な
-
と
も
原
刊
本
に

｢六
十
家
小
説
｣
が
見
え
な
い
こ
と
は
'

標
鮎
本
と
そ
の
校
記
を
見
れ
ば
す
ぐ
分
か
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
こ
れ
に
関
連
す
る

｢六
家
小
説
｣
の
語
は
'
願
修

『嚢
刻
書

目
初
編
』
に
見
え
る
が
'
今
度
は

｢
六
十
家
小
説
｣
と
は
逆
に
へ
そ

の
原
刊
本
に
は
見
え
'
後
の
増
補
本
で
は
か
え
っ
て
消
え
て
い
る
｡

こ
の
鮎
は
'
事
賓
の
み
注
記
さ
れ
て
い
る
が
'
も
う
少
し
詳
し
い
言

及
が
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
い
ず
れ
に
せ
よ

｢六
十
家
小
説
｣
が
明

代
の
資
料
に
見
え
な
い
以
上
'
こ
の
名
稀
は
留
保
を
つ
け
て
用
い
る

の
が
現
段
階
で
は
適
昔
で
あ
る
｡

し
か
も

｢
六
十
家
小
説
｣
に
つ
い
て
の
著
者
の
言
い
分
を
認
め
る

と
し
て
も
'
そ
れ
は

｢
六
十
家
小
説
｣
が
明
代
の
も
の
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
-
'
宋
元
代
に
話
本
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

(そ
れ
自
慢

を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
)
と
は
'
少
な
-
と
も
論
理
的
に
は
別

の
問
題
で
あ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
第
三
の
鮎
で
は
､
そ
れ
が

一
般

化
さ
れ
い
き
な
り
前
撞
と
な
っ
て
お
-
'
論
理
の
飛
躍
を
感
じ
さ
せ

る
｡
著
者
も
述
べ
る
よ
う
に
'
清
平
山
堂
刊
行
と
さ
れ
る
小
説
の
中

に
は
'
明
ら
か
に
版
式
の
異
な
る
も
の
'
そ
れ
以
前
の
版
本
の
存
在

を
務
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
-
､
ま
た
形
式
的
言
語
的
に
も
白
話
小
説
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筆
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第
五
十
六
冊

だ
け
で
は
な
-
文
言
や
説
唱
系
統
の
も
の
も
含
ま
れ
多
様
な
形
態
を

し
め
し
て
い
る

(白
亜
仁

｢新
見

《
六
十
家
小
説
》
侠
文
｣
『文
献
』
七
十

五
期
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
も
文
言
で
あ
る
)｡
同
じ
結
論
に
た
ど
-
つ

-
に
し
て
も
'
こ
れ
ら
の
鮎
を
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
'
こ
の
間
題

は
も
う
少
し
じ
っ
-
-
と
論
じ
て
ほ
し
か
っ
た
｡

な
お
第

一
'
第
二
の
鮎
に
お
け
る

一
連
の
考
葦
を
著
者
が

｢目
録

学
的
研
究
｣
と
稀
す
る
の
は
適
切
で
な
い
｡
目
録
撃
は
書
物
の
分
類

と
そ
の
背
景
に
あ
る
文
化
の
健
系
を
研
究
す
る
筆
問
で
あ
-
'
著
者

の
方
法
は
書
誌
的
研
究
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば

『賓
文
堂
書
目
』
で
話
本
が
著
録
さ
れ
た

｢子
雑
類
｣
と
は
い
か
な

る
概
念
か
'
と
い
う
の
が
目
録
撃
的
研
究
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
黙
あ
え

て
苦
言
を
呈
す
る
の
は
'
中
国
撃
の
基
礎
と
も
い
う
べ
き
目
録
撃
'

書
誌
学
に
封
す
る
関
心
と
知
識
が
若
い
世
代
の
研
究
者
の
間
で
急
速

に
衰
え
て
い
る
と
感
ず
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡

そ
も
そ
も
こ
の

｢六
十
家
小
説
｣
に
関
す
る
研
究
は
'
本
書
の
主

題
で
あ
る
物
語
論
と
は
直
接
の
関
係
が
な
い
の
で
あ
-
'
そ
の
こ
と

は
Ⅰ
｢中
国
小
説
の
物
語
論
的
研
究
｣
が
本
書
の
題
名
そ
の
も
の
で

あ
る
鮎
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
｢
六
十
家
小
説
｣
に
つ
い
て

は
'
本
書
と
は
別
途
に
詳
し
-
議
論
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
い
う
感
想

は
'
お
そ
ら
-
評
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

最
後
に
も
う
ひ
と
つ
だ
け
不
満
を
述
べ
た
い
｡
本
書
で
は
'
呂
叔

湘
の
論
文
の
引
用
な
ど

一
部
の
例
外
を
の
ぞ
い
て
'
中
囲
語
の
原
文

に
部
課
が
ほ
と
ん
ど
つ
い
て
い
な
い
｡
特
に
議
論
の
根
擦
と
な
る
べ

き
作
品
の
引
用
の
講
が
な
い
た
め
､
中
国
語
の
分
か
ら
な
い
讃
者
に

は
そ
の
趣
旨
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
著
者
は
'
本

書
の
研
究
が
'
中
国
小
説
の
分
析
を
通
じ
て

一
般
理
論
へ
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
を
も
は
か
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
以
上
'
本
書
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
学
の
研
究
者
を
も
含
む
よ
-
廉
い
盾
の
謹
者
に
よ
っ
て
検

討
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
が
'
こ
れ
で
は
そ
の
目

的
は
達
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
書
評
は
首
初
'
評
者
と
文
学

理
論
の
専
門
家
が
共
同
で
お
こ
な
う
計
量
で
あ
っ
た
が
､
そ
れ
が
賓

現
し
な
か
っ
た
の
は
'
お
も
に
こ
の
鮎
に
原
因
が
あ
る
｡
著
者
だ
け

で
な
-
'
今
後
こ
の
よ
う
な
研
究
を
め
ざ
す
者
は
'
是
非
他
分
野
の

謹
者
に
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
て
ほ
し
い
｡

以
上
､
批
判
ば
か
り
に
終
始
し
た
感
も
あ
る
が
'
膏
の
と
こ
ろ
評

者
は
'
本
書
に
よ
っ
て
物
語
論
の
理
論
に
鯛
れ
得
た
こ
と
を
著
者
に
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感
謝
し
て
い
る
｡
物
語
論
の
導
入
は
'
中
囲
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
分
野

に
お
い
て
間
違
い
な
-
あ
ら
た
な
地
平
を
切
り
開
-
契
機
と
な
る
で

あ
ろ
う
｡
そ
の
こ
と
は
著
者
自
身
が
も

っ
と
も
深
-
理
解
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
｡
本
書
は
若
い
著
者
に
と
っ
て
は
研
究
の
出
費
鮎
で
あ

る
｡
著
者
が
今
後
た
ゆ
ま
ず
研
鐙
の
歩
み
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

や
が
て
来
る
べ
き
あ
ら
た
な
る
地
平
へ
の
最
初
の
到
達
者
と
な
る
こ

と
を
念
願
し
て
や
ま
な
い
｡

(京
都
大
学

金

文
京
)

書

評


