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］

　
　
　
は
じ
め
に
ー

　
『
吹
雪
物
語
』
（
昭
和
＝
二
年
、
書
き
下
ろ
し
）
と
い
う
長
篇
小
説
が
、
坂
口
安
吾
自
身
の
矢
田
津
世
子
と
の
恋
愛
体
験
を

色
濃
く
反
映
さ
せ
た
小
説
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
安
吾
は
戦
後
に
な
っ
て
矢
田
と
の
恋
愛
の
経
緯

を
自
伝
的
小
説
「
二
十
七
歳
」
（
「
新
潮
」
昭
和
二
二
年
三
月
）
、
コ
ニ
十
歳
」
（
「
文
学
界
」
昭
和
二
一
二
年
五
月
）
と
い
っ
た
一
連

の
自
伝
小
説
の
中
で
、
改
め
て
（
今
度
は
実
名
で
）
具
体
的
に
語
り
始
め
る
が
、
そ
の
中
に
現
れ
る
安
吾
と
矢
田
と
の
会
話
が
、
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新
潟
を
舞
台
に
仮
構
さ
れ
た
『
吹
雪
物
語
』
の
中
で
主
人
公
青
木
卓
一
と
そ
の
か
つ
て
の
恋
人
古
川
澄
江
と
が
交
わ
す
会
話
と

少
な
か
ら
ず
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
に
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
よ
う
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
一
致
に
も
関
わ
ら
ず
、
『
吹
雪
物
語
』
と
戦
後
の
自
伝
的
小
説
と
は
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
こ
と
が
で
き

な
い
。
両
者
の
間
に
は
お
よ
そ
一
〇
年
に
も
及
ぶ
時
差
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
間
に
は
戦
争
が
あ
り
、
そ
の
戦
中
に
矢

田
は
死
ん
で
い
る
。
「
二
十
七
歳
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
安
吾
は
戦
中
、
矢
田
の
死
亡
通
知
の
ハ
ガ
キ
を
矢
田
の
母
か
ら
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

取
る
。
折
か
ら
彼
は
「
自
伝
め
く
回
想
を
年
代
記
風
に
書
き
だ
」
し
て
い
た
が
、
「
こ
の
年
代
記
を
書
き
出
し
た
眼
目
は
二
十

七
、
そ
れ
か
ら
三
十
で
あ
つ
た
。
つ
ま
り
、
矢
田
津
世
子
に
つ
い
て
で
あ
つ
た
」
。
戦
中
「
二
十
一
」
（
「
現
代
文
学
」
昭
和
一

八
年
八
月
）
を
手
始
め
に
書
い
た
だ
け
だ
っ
た
安
吾
は
、
矢
田
の
死
（
昭
和
一
九
年
三
月
）
を
経
て
戦
後
に
な
る
と
、
実
際
に

俄
然
、
矢
田
を
め
ぐ
る
文
章
を
い
く
つ
も
書
き
始
め
る
。

　
「
三
十
歳
」
に
引
き
続
き
書
か
れ
た
自
伝
的
作
品
「
死
と
影
」
（
「
文
学
界
」
昭
和
二
三
年
九
月
）
の
末
尾
に
は
、
次
の
よ
う

な
言
葉
が
あ
る
。

　
　
　
新
し
く
生
き
る
た
め
に
は
、
こ
の
一
人
の
女
（
注
、
矢
田
を
指
す
）
を
、
墓
に
う
ず
め
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の

　
　
女
の
墓
碑
銘
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
女
を
墓
の
下
へ
う
め
な
い
限
り
、
私
に
新
し
い
生
命
の
訪
れ
る
時
は
な
い
だ
ろ

　
　
う
、
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
　
　
そ
し
て
、
私
は
、
そ
の
墓
を
つ
く
る
た
め
の
小
説
を
書
き
は
じ
め
た
。
書
く
こ
と
を
得
た
か
。
否
、
否
、
否
。
（
…
）

　
　
　
矢
田
津
世
子
が
、
本
当
に
死
ぬ
ま
で
、
私
は
つ
い
に
、
私
自
身
の
力
で
は
、
ダ
メ
で
あ
っ
た
。

　
「
墓
を
つ
く
る
た
め
の
小
説
」
と
は
当
然
『
吹
雪
物
語
』
を
指
す
。
こ
こ
で
安
吾
が
言
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
関
係
か
ら
訣
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別
す
る
べ
く
、
い
わ
ば
生
き
た
矢
田
を
自
ら
の
文
章
に
お
い
て
殺
し
、
「
墓
」
に
埋
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

結
局
安
吾
は
そ
れ
に
失
敗
し
た
と
い
う
。
安
吾
が
『
吹
雪
物
語
』
を
失
敗
だ
と
い
う
の
は
、
ま
ず
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
過
去
を
回
顧
し
つ
つ
、
戦
後
の
安
吾
は
「
二
十
七
歳
」
「
三
十
歳
」
で
は
「
年
代
記
風
」
な
「
自
伝
め
く
回
想
」

と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
、
矢
田
を
め
ぐ
る
物
語
を
再
び
記
す
。
矢
田
が
現
実
に
死
ん
で
い
る
以
上
、
そ
れ
は
も
は
や
、
生
き
る
者

の
存
在
を
抹
殺
し
「
墓
」
に
埋
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
既
に
亡
い
者
へ
捧
げ
る
文
字
通
り
の
「
墓
碑

銘
」
な
の
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
、
端
的
に
こ
の
よ
う
な
執
筆
事
情
に
拠
る
。

　
で
は
、
こ
の
静
か
な
「
年
代
記
風
」
の
「
自
伝
め
く
回
想
」
と
は
お
よ
そ
対
極
に
位
置
す
る
『
吹
雪
物
語
』
と
い
う
「
小

説
」
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
書
か
れ
た
小
説
な
の
か
。
『
吹
雪
物
語
』
に
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
未
定
稿
「
母
を
殺
し
た
少

年
」
（
「
作
品
」
昭
和
一
一
年
九
月
）
が
存
在
し
、
こ
の
段
階
で
は
奥
野
健
男
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
自
分
の
故
郷
、
家
、
父
母

の
血
か
ら
は
じ
ま
り
自
分
の
出
生
か
ら
幼
年
時
代
、
少
年
時
代
と
年
代
記
的
に
辿
っ
て
行
く
、
自
伝
的
小
説
」
と
い
う
よ
う
な

　
　
　
　
　
（
2
＞

構
想
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
安
吾
は
こ
の
「
年
代
記
」
の
プ
ラ
ン
を
放
棄
し
、
様
々
な
人
物
・
様
々
な
物
語
を
「
一
九
三
×

年
」
の
新
潟
と
い
う
一
つ
の
時
空
を
舞
台
に
錯
綜
さ
せ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
〈
ア
ン
チ
ー
年
代
記
〉
と
し
て
『
吹
雪
物
語
』
を

書
い
た
の
だ
。

　
安
吾
は
、
こ
の
小
説
を
「
失
敗
」
だ
と
繰
り
返
し
語
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
「
と
も
か
く
今
日
に
つ
づ
く
、
や
や
確

信
的
な
何
か
、
表
現
す
る
べ
き
何
か
に
就
い
て
の
信
念
と
自
覚
」
（
「
再
版
に
際
し
て
」
、
昭
和
二
二
年
七
月
）
を
自
分
に
も
た

ら
し
た
の
だ
、
と
い
う
言
葉
を
付
し
て
わ
ざ
わ
ざ
再
版
す
る
。
な
ら
ば
、
安
吾
が
言
う
「
失
敗
」
と
は
一
体
い
か
な
る
意
味
に

お
い
て
な
の
か
。
こ
の
よ
う
に
問
う
て
み
る
こ
と
で
、
単
に
晦
渋
な
失
敗
作
だ
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
こ
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の
小
説
は
、
再
考
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
『
吹
雪
物
語
』
へ
と
向
か
う
時
期
の
安
吾
の
諸
作
品
の
大
概
は
、
い
わ
ゆ
る
精
神
（
理
性
）
と
肉
体
（
本
能
）
の
分
裂
、

葛
藤
、
相
克
と
で
も
言
う
べ
き
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
矢
田
津
世
子
と
の
恋
愛
体
験
を
か
な
り
密
接
に
絡
ま
せ
て

　
（
3
）

い
る
」
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
確
か
に
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
は
矢
田
と
出
会
っ
た
昭
和
八
年
頃
を
境
に
変
化
を
見

せ
、
男
女
の
恋
愛
（
性
愛
）
関
係
と
い
う
主
題
系
が
浮
上
し
て
く
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
た
だ
単
純
に
「
精
神
（
理
性
）
と

肉
体
（
本
能
）
の
分
裂
、
葛
藤
、
相
克
」
と
い
う
共
通
す
る
テ
ー
マ
か
ら
矢
田
と
の
関
係
の
影
響
を
想
定
す
る
に
留
ま
ら
ず
、

よ
り
テ
ク
ス
ト
の
中
に
立
ち
入
る
形
で
こ
の
時
期
の
小
説
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
恋
愛
体
験
」
の
描
か
れ
方
を
確
認
し
、
そ
の

上
で
『
吹
雪
物
語
』
に
お
け
る
安
吾
の
転
回
を
確
認
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
こ
の
時
期
の
小
説
か
ら
『
吹
雪
物
語
』
へ
の
流
れ
を
探
っ
た
論
考
と
し
て
は
、
既
に
庄
司
肇
の
「
『
吹
雪
物
語
』
の
ま
え
に
」

が
あ
る
。
庄
司
は
、
こ
の
時
期
の
小
説
に
「
共
通
す
る
主
題
は
”
女
”
あ
る
い
は
、
”
女
”
に
対
す
る
”
男
”
で
あ
る
」
と
し
、

特
に
「
小
さ
な
部
屋
」
（
昭
和
八
年
二
月
「
文
芸
春
秋
」
）
を
重
視
し
つ
つ
、
『
吹
雪
物
語
』
へ
の
連
続
性
を
論
じ
て
い
る
が
、

正
確
に
言
う
な
ら
、
こ
の
時
期
の
安
吾
の
小
説
に
見
ら
れ
る
恋
愛
関
係
の
主
題
は
”
女
”
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

“
女
”
に
対
す
る
“
男
”
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
庄
司
も
取
り
上
げ
て
い
る
「
小
さ
な
部
屋
」
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。
こ
の
小
説
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
な
も
の
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だ
。　

　
　
「
籾
て
一
人
の
男
が
浜
で
死
ん
だ
。
と
こ
ろ
で
同
じ
時
刻
に
は
一
人
の
男
が
街
角
を
曲
が
つ
て
ゐ
た
」
1
と
い
ふ
、
こ

　
　
れ
に
似
通
つ
た
流
行
唄
の
文
句
が
あ
る
の
だ
が
、
韮
山
痴
川
は
、
白
昼
現
に
あ
の
街
角
こ
の
街
角
を
曲
つ
て
ゐ
る
に
相
違

　
　
な
い
薄
気
味
の
悪
い
奴
を
時
々
考
へ
て
み
る
と
厭
な
気
が
し
た
。
自
分
も
街
角
を
曲
が
る
奴
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ん
と
思
つ

　
　
た
。

　
象
徴
的
で
わ
か
り
に
く
い
始
ま
り
方
だ
が
、
読
み
進
め
て
い
け
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
冒
頭
は
一
人
の
女
を
め
ぐ
っ
て
対

立
す
る
似
た
よ
う
な
境
遇
に
あ
る
二
人
の
男
が
お
り
、
片
方
が
も
う
片
方
に
殺
意
を
抱
く
、
と
い
っ
た
こ
の
後
に
展
開
す
る
事

態
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
物
語
の
初
発
に
登
場
す
る
人
物
は
、
痴
川
・
伊
豆
・
小
笠
原
と
い
う
三
人
の
男
と
麻
油

と
い
う
女
詩
人
の
四
人
で
あ
り
、
一
見
三
角
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
三
名
の
男
た
ち
が
あ
く
ま
で
「
男
（
達
）
」
と

し
て
一
括
さ
れ
、
麻
油
の
前
で
似
た
よ
う
な
行
動
を
と
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
近
似
的
な
男
た
ち
が
一
人
の
女
を
め
ぐ
っ
て
競
合

す
る
三
角
形
の
構
図
の
重
な
り
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
更
に
、
も
う
一
人
の
女
で
あ
る
孤
踏
夫
人
が
登
場
す
る
と
き
に
も
、

こ
の
構
図
は
繰
り
返
さ
れ
る
。
痴
川
と
愛
人
関
係
に
あ
る
孤
踏
夫
人
を
小
笠
原
が
訪
れ
、
こ
こ
に
も
ま
た
三
角
関
係
が
生
ず
る

の
だ
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
三
角
形
の
構
図
の
中
で
、
男
た
ち
は
必
ず
し
も
単
純
に
敵
対
し
あ
う
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

孤
踏
夫
人
と
小
笠
原
の
関
係
を
嫌
味
っ
ぼ
く
暴
露
す
る
麻
油
に
対
し
、
痴
川
は
「
そ
ん
な
こ
と
は
男
同
士
の
間
柄
ぢ
ゃ
平
気
な

こ
と
な
ん
だ
」
と
言
い
返
す
。
痴
川
は
、
孤
踏
夫
人
を
め
ぐ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
麻
油
を
め
ぐ
っ
て
も
対
立
関
係
に
あ
る
は
ず

の
小
笠
原
と
一
緒
に
い
て
話
を
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
心
の
平
安
を
感
じ
る
よ
う
な
人
物
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
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に
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
男
同
士
の
関
係
を
内
包
す
る
〈
男
－
男
－
女
〉
の
三
角
形
の
構
図
に
よ
っ
て
男
女
関
係
が
描
か
れ
る
の

は
こ
の
「
小
さ
な
部
屋
」
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
の
安
吾
の
小
説
の
基
本
的
な
特
徴
の
一
つ
と
さ
え
言
え
る
も

　
（
5
）

の
だ
。

　
ち
な
み
に
「
二
十
七
歳
」
の
記
述
に
拠
れ
ば
、
安
吾
は
実
際
の
矢
田
と
の
関
係
に
お
い
て
は
男
同
士
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な

連
帯
を
む
し
ろ
嫌
っ
て
い
た
。
矢
田
が
自
分
と
の
関
係
と
並
行
さ
せ
て
時
事
新
報
社
会
部
長
の
和
田
日
出
吉
（
「
二
十
七
歳
」

中
で
は
「
W
」
と
さ
れ
る
）
と
も
関
係
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
知
っ
て
懊
悩
す
る
安
吾
は
、
矢
田
と
初
め
て
出
会
っ
た
際
、

和
田
が
「
す
ば
ら
し
い
青
年
だ
と
激
賞
し
て
い
ら
れ
る
」
か
ら
、
と
い
う
矢
田
の
言
葉
の
ま
ま
に
和
田
に
引
き
合
わ
さ
れ
て
話

を
し
、
そ
の
後
自
分
た
ち
が
創
刊
し
た
同
人
誌
「
桜
」
に
つ
い
て
「
時
事
」
紙
上
に
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
機
会
を
与
え
ら
れ
る
と

い
う
小
さ
な
「
好
意
」
を
和
田
か
ら
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
「
不
潔
さ
」
さ
え
覚
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
安
吾
に
お
い
て
、
男
同
士
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
連
帯
は
お
よ
そ
志
向
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
安
吾
は
、
当
時

の
小
説
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
、
繰
り
返
し
こ
の
よ
う
な
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
関
係
に
惹
か
れ
て
し
ま
う
男
た
ち
を
書
き
続
け
る
。

こ
れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
不
安
定
な
自
己
の
境
遇
の
代
補
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
し
て
、
こ
の
〈
男
－
男
－
女
〉
の
三
角
形
と
い
う
構
造
は
、
確
か
に
『
吹
雪
物
語
』
に
も
流
入
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
確
か
に
「
小
さ
な
部
屋
」
そ
の
他
の
小
説
と
『
吹
雪
物
語
』
と
は
、
庄
司
も
言
う
よ
う
に
連
続
し
て
い
る
。
し
か
し
『
吹

雪
物
語
』
に
お
い
て
、
こ
の
三
角
形
の
力
学
は
主
人
公
青
木
卓
一
の
物
語
と
し
て
で
は
な
く
、
次
章
で
触
れ
る
よ
う
に
野
々
宮

の
物
語
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
『
吹
雪
物
語
』
以
前
の
小
説
と
『
吹
雪
物
語
』
と
の
間
に
は
、
連
続
性

よ
り
も
む
し
ろ
断
絶
こ
そ
が
読
み
と
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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地
方
新
聞
に
お
け
る
自
分
の
後
任
編
集
長
と
し
て
新
潟
に
や
っ
て
き
た
卓
一
と
の
間
で
、
自
ら
の
愛
人
た
る
嘉
村
由
子
を
め

ぐ
る
競
合
関
係
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
野
々
宮
は
、
『
吹
雪
物
語
』
以
前
の
安
吾
の
小
説
中
の
男
た
ち
が
多
分
に
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
恋
敵
で
あ
る
は
ず
の
卓
一
に
対
し
て
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
連
帯
感
を
見
せ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
箇

所
に
明
ら
か
だ
。

　
　
　
野
々
宮
が
卓
一
に
親
し
む
思
ひ
は
、
不
可
抗
的
な
も
の
だ
つ
た
。
も
と
よ
り
彼
は
、
自
分
の
嫉
妬
を
知
ら
な
い
わ
け
は

　
　
な
か
つ
た
の
で
、
卓
一
が
自
分
の
味
方
で
な
い
こ
と
は
、
理
解
し
て
ゐ
た
。
然
し
味
方
で
あ
る
や
う
に
思
ふ
こ
と
が
、
不

　
　
自
然
で
は
な
い
心
の
状
態
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
野
々
宮
の
嫉
妬
は
、
主
と
し
て
、
単
な
る
混
乱
が
、
意
識
さ
れ
る
す

　
　
べ
て
で
あ
つ
た
。
対
象
の
意
識
は
稀
薄
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
表
面
の
感
情
を
ど
の
や
う
に
分
析
し
て
も
、
卓
一
へ
の
僧

　
　
し
み
が
、
纏
ま
つ
た
姿
で
は
、
浮
き
あ
が
つ
て
こ
な
か
つ
た
。
あ
べ
こ
べ
に
、
卓
一
に
寄
せ
る
親
愛
の
流
れ
を
、
く
ひ
と

　
　
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
（
…
）
ゆ
た
か
さ
な
気
配
に
つ
つ
ま
れ
た
こ
の
あ
た
た
か
い
友
情
を
、
ど
う
す
る
こ
と
も

　
　
で
き
な
い
の
だ
つ
た
。

　
野
々
宮
は
、
ひ
と
り
の
女
を
め
ぐ
る
競
合
関
係
に
お
い
て
、
も
う
一
方
の
男
に
対
し
て
「
嫉
妬
」
「
憎
し
み
」
を
感
じ
る
の

で
は
な
く
、
「
あ
た
た
か
い
友
情
」
を
感
じ
る
こ
と
で
心
の
平
安
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
野
々
宮
の
懊
悩
は
、

そ
の
外
形
に
於
て
、
こ
の
現
実
と
直
接
の
つ
な
が
る
も
の
を
持
た
な
い
や
う
な
、
血
と
肉
の
稀
薄
な
相
を
示
し
て
ゐ
た
。
由
子
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を
忘
れ
、
卓
一
を
愛
し
て
ゐ
た
の
だ
」
と
ま
で
語
ら
れ
る
も
の
だ
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
「
現
実
」
と
は
直
結
し
な
い
「
血
と
肉
の
稀
薄
な
相
」
に
お
い
て
で
し
か
た
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
、
と
い
う
べ
き
か
、
野
々
宮
が
実
際
に
卓
一
に
対
す
る
態
度
と
は
、
お
よ
そ
眼
前
の
卓
一
の
存
在
を
無
視
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
に
「
退
屈
き
わ
ま
る
」
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
続
け
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
野
々
宮
が
卓
一
に
抱
く

「
親
愛
」
の
情
と
は
、
あ
く
ま
で
「
現
実
」
レ
ヴ
ェ
ル
と
は
接
合
し
な
い
空
疎
な
も
の
で
し
か
な
く
、
従
っ
て
延
々
と
三
遊
亭

喜
楽
の
つ
ま
ら
な
い
心
中
未
遂
の
話
を
続
け
た
り
す
る
野
々
宮
に
対
し
て
「
怒
り
を
覚
え
て
し
ま
う
」
ほ
ど
に
退
屈
し
て
し
ま

う
卓
一
は
、
当
然
野
々
宮
と
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
関
係
へ
と
惹
か
れ
る
思
い
を
感
じ
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
、
あ

か
ら
さ
ま
な
ま
で
に
野
々
宮
へ
の
敵
意
を
見
せ
る
。

　
卓
一
が
、
叔
父
田
巻
左
門
や
そ
の
友
人
で
あ
る
大
寺
他
巳
吉
か
ら
結
婚
相
手
と
し
て
執
拗
に
勧
め
ら
れ
る
文
子
を
野
々
宮
に

押
し
つ
け
る
の
も
、
そ
の
敵
意
の
現
れ
で
あ
る
。
野
々
宮
、
文
子
と
と
も
に
三
人
で
エ
ス
パ
ニ
ア
軒
の
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
出
か

け
た
卓
一
は
、
二
人
を
残
し
て
早
々
に
そ
の
場
を
去
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
卓
一
－
由
子
－
野
々
宮
の
間
に
形
成
さ
れ

て
い
た
競
合
的
三
角
形
を
切
り
崩
す
た
め
に
、
も
う
ひ
と
り
の
女
を
導
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
男
が
そ
れ
ぞ
れ
パ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ツ
プ
ル

ナ
ー
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
ど
う
し
の
共
倒
れ
的
破
局
を
回
避
す
る
」
、
す
な
わ
ち
二
組
の
安
定
し
た
異
性
愛
対
を
成
立

さ
せ
る
こ
と
で
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
関
係
性
は
安
定
化
す
る
と
い
う
大
橋
洋
一
の
知
見
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、

野
々
宮
が
「
現
実
」
と
は
直
結
し
な
い
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
見
せ
る
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
志
向
を
逆
手
に
取
る
形
で
、
そ
れ
を

「
現
実
」
レ
ヴ
ェ
ル
に
導
入
し
、
由
子
を
野
々
宮
か
ら
奪
う
と
い
う
身
振
り
を
卓
一
が
取
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
結

局
、
由
子
と
い
う
愛
人
を
失
い
卓
一
か
ら
の
「
友
情
」
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
野
々
宮
は
こ
の
後
、
「
袋
小
路
」
の
奥
の
「
酒
場
」

一90一



学習院大学人文科学論集IX（2000）

の
、
「
お
墓
の
下
へ
眠
り
に
行
く
道
連
れ
」
に
も
準
え
ら
れ
る
サ
チ
子
と
の
関
係
へ
と
退
却
し
、
そ
の
サ
チ
子
の
「
温
情
的
愛

情
」
（
野
々
宮
は
、
こ
の
愛
情
を
「
恐
ら
く
墓
が
、
そ
れ
を
象
徴
し
て
ゐ
る
」
も
の
だ
と
い
う
）
に
く
る
み
こ
ま
れ
る
よ
う
に

し
て
、
そ
の
ま
ま
物
語
か
ら
消
え
て
い
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
よ
う
な
野
々
宮
に
注
目
す
る
際
に
興
味
深
い
の
は
、
「
十
年
む
か
し
」
に
野
々
宮
が
「
友
達
の
編
輯
す
る
小
さ
な
婦
人

雑
誌
に
の
せ
」
た
ま
ま
中
絶
し
て
い
る
と
い
う
「
童
話
の
よ
う
な
」
物
語
の
存
在
で
あ
る
。
「
悲
し
み
の
村
の
歴
史
」
と
題
さ

れ
た
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
「
千
年
あ
ま
り
遠
い
昔
」
、
豪
族
の
「
才
知
優
れ
た
若
者
」
が
妻
を
迎
え
て
結
婚
す
る
が
、
「
情
熱
は
永
続
し
な
い
」
と
い
う

こ
と
、
あ
る
い
は
「
人
生
の
は
ら
む
虚
無
や
、
矛
盾
や
、
悲
哀
に
就
て
」
な
に
も
知
ら
な
か
っ
た
若
者
は
、
「
愛
撫
を
も
と
め

る
可
憐
の
妻
が
い
く
ら
か
う
る
さ
い
も
の
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
「
自
分
の
心
に
悪
魔
が
棲
ん
で
し
ま
っ
た
」
と

悲
し
く
な
る
。
そ
の
う
ち
妻
は
急
死
す
る
。
若
者
は
悲
し
む
反
面
、
「
安
堵
の
思
い
」
も
感
じ
、
「
切
な
く
腹
が
立
つ
」
。
す
る

と
、
葬
列
の
中
で
、
突
然
妻
は
蘇
生
す
る
。
二
人
は
「
さ
あ
私
達
は
帰
り
ま
せ
う
」
「
私
達
は
帰
へ
ら
う
」
と
歩
き
始
め
、
自

分
た
ち
の
村
と
は
反
対
に
向
か
い
、
「
い
く
つ
か
の
山
々
を
越
え
、
人
の
訪
れ
を
見
た
こ
と
の
な
い
草
原
の
一
隅
に
小
屋
を
つ

く
つ
て
住
」
み
、
「
子
供
を
生
」
む
。
こ
の
第
一
話
の
後
に
い
く
つ
も
の
挿
話
が
引
き
続
き
、
現
代
に
至
る
と
い
う
の
が

「
野
々
宮
の
腹
案
」
だ
っ
た
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
結
果
と
し
て
は
「
わ
つ
か
に
三
つ
の
挿
話
だ
け
で
中
絶
し
て
ゐ
」
る
。

　
こ
の
物
語
は
（
『
吹
雪
物
語
』
本
編
の
）
語
り
手
が
言
う
よ
う
に
、
野
々
宮
が
「
己
れ
の
宿
命
を
作
品
の
中
に
予
言
」
し
た

も
の
だ
と
解
さ
れ
よ
う
。
「
可
憐
の
妻
」
と
の
夫
婦
関
係
の
中
に
安
住
し
き
れ
な
い
と
い
う
「
若
者
」
の
心
性
は
、
野
々
宮
自

身
が
妻
と
の
関
係
に
（
あ
る
い
は
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
形
で
成
立
し
た
由
子
と
の
関
係
に
も
）
安
住
で
き
な
い
と
い
う
事
態
に
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重
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
か
ら
だ
。
し
か
し
こ
こ
で
は
更
に
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
新
天
地
で
次
世
代
の
子
供
を
誕
生
さ
せ

「
歴
史
」
を
生
ん
で
い
く
と
い
う
設
定
を
提
示
し
つ
つ
そ
れ
を
中
絶
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
〈
作
者
〉
野
々
宮
に
お
け
る

物
語
行
為
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
挫
折
に
お
い
て
も
又
、
そ
の
後
の
彼
の
あ
り
よ
う
は
「
予
言
」
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
し
て
、
〈
歴
史
1
1
物
語
〉
の
叙
述
に
お
い
て
挫
折
し
た
彼
は
、
い
ま
皮
肉
に
も
依
頼
に
応
じ
て
赤
の
他
人
の
「
伝
記
」
を
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
〈
歴
史
n
物
語
〉
は
決
定
的
に
閉
塞
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
妻
か
ら
逃
れ
由
子
と

の
間
に
築
か
れ
る
は
ず
だ
っ
た
野
々
宮
の
〈
物
語
〉
が
結
局
不
発
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
、
〈
歴
史
1
1
物
語
〉
作
者
と
し
て
の
若

き
日
の
野
々
宮
の
挫
折
の
中
に
、
既
に
先
取
り
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

　
先
に
触
れ
た
未
定
稿
「
母
を
殺
し
た
少
年
」
の
中
絶
と
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
『
吹
雪
物
語
』
内
へ
の
組
み
込
み
・
再
編
過
程

も
、
こ
の
野
々
宮
の
設
定
に
深
く
関
わ
る
。
「
長
篇
の
書
き
出
し
の
一
小
部
分
」
だ
と
「
附
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
の
「
母

を
殺
し
た
少
年
」
に
相
当
す
る
内
容
は
、
『
吹
雪
物
語
』
で
は
冒
頭
で
は
な
く
物
語
の
中
程
に
挿
入
さ
れ
る
。
し
か
も
「
母
を

殺
し
た
少
年
」
で
「
青
木
卓
一
」
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
て
い
た
主
人
公
の
出
自
お
よ
び
少
年
期
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
『
吹
雪

物
語
』
で
は
野
々
宮
に
ま
つ
わ
る
内
容
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
「
長
篇
の
書
き
出
し
」

と
し
て
の
「
母
を
殺
し
た
少
年
」
が
放
棄
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
で
主
人
公
と
さ
れ
る
「
青
木
卓
一
」
の
〈
歴
史
1
1
物
語
〉
は
不

発
の
も
の
と
し
て
投
げ
出
さ
れ
、
「
年
代
記
」
の
始
点
と
し
て
冒
頭
に
据
え
ら
れ
て
い
た
「
青
木
卓
一
」
の
少
年
期
は
、
『
吹
雪

物
語
』
に
お
い
て
は
卓
一
で
は
な
く
野
々
宮
の
少
年
期
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で

物
語
内
の
一
挿
話
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
つ
な
が
る
く
歴
史
“
物
語
V
が
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て

野
々
宮
は
「
母
を
殺
し
た
少
年
」
と
「
悲
し
み
の
村
の
歴
史
」
と
い
う
、
水
準
の
異
な
る
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
不
発
を
そ
の
身
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に
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
安
吾
は
、
そ
れ
ま
で
繰
り
返
し
書
き
連
ね
て
き
た
、
〈
男
－
男
ー
女
〉
の
三
角
形

の
中
で
、
ホ
モ
ソ
！
シ
ャ
ル
な
志
向
に
お
い
て
男
た
ち
が
自
慰
的
な
充
足
に
ふ
け
る
よ
う
な
物
語
を
、
こ
の
『
吹
雪
物
語
』
の

中
で
は
野
々
宮
の
物
語
に
お
い
て
葬
り
去
っ
た
の
だ
。

三
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で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
葬
り
去
ら
れ
る
野
々
宮
の
物
語
に
対
し
、
主
人
公
卓
一
の
物
語
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
配
置
さ

れ
る
の
か
。

　
卓
一
は
、
物
語
の
初
発
か
ら
野
々
宮
の
愛
人
で
あ
る
由
子
と
関
係
を
持
ち
始
め
る
が
、
そ
れ
が
か
つ
て
別
れ
た
恋
人
古
川
澄

江
の
存
在
を
振
り
切
る
た
め
の
活
路
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
由
子
に
対
す
る
卓
一
の
次
の
よ
う
な
発
話
か

ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　
　
コ
人
の
異
性
に
、
永
遠
に
か
わ
ら
ぬ
愛
を
捧
げ
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
せ
う
」
卓
一
は
由
子
に
言
つ
た
。
「
な
る
ほ
ど

　
　
人
は
、
と
か
く
永
遠
を
希
は
ず
に
、
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
然
し
人
の
脆
弱
な
心
は
、
ま
た
肉

　
　
体
は
、
永
遠
を
誓
ひ
う
る
ほ
ど
、
牢
固
た
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
…
）
元
来
、
愛
情
の
出
発
に
当
つ
て
、
永
遠
と

　
　
い
ふ
過
大
な
言
葉
を
用
ひ
る
こ
と
が
、
い
け
な
い
の
で
せ
う
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
と
か
く
殆
ん
ど
本
能
的
に
、
永
遠

　
　
で
あ
れ
か
し
と
希
ひ
た
が
る
の
で
す
ね
。
（
…
）
然
し
理
知
を
信
じ
る
ほ
か
に
、
仕
方
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
僕

　
　
に
と
つ
て
、
所
詮
恋
愛
は
遊
技
な
の
で
す
（
…
）
」
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卓
一
に
と
っ
て
恋
愛
の
問
題
は
常
に
「
な
に
ゆ
え
澄
江
が
、
特
殊
な
一
人
の
女
で
あ
ら
う
か
」
と
い
う
問
題
と
し
て
あ
る
。

従
っ
て
こ
こ
で
は
、
お
よ
そ
男
同
士
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
関
係
性
が
内
包
さ
れ
る
余
地
は
な
く
、
あ
く
ま
で
卓
一
は
一
対
一

の
関
係
性
と
い
う
〈
観
念
〉
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
恋
愛
の
問
題
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
卓
一
は
澄
江
に

「
永
遠
に
か
わ
ら
ぬ
愛
を
捧
げ
る
」
こ
と
な
ど
出
来
な
い
だ
ろ
う
と
も
言
う
。
つ
ま
り
卓
一
は
、
一
対
一
の
情
熱
恋
愛
と
い
う

〈
対
幻
想
〉
に
取
り
葱
か
れ
つ
つ
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
〈
幻
想
〉
で
あ
る
こ
と
に
も
自
覚
的
で
あ
る
。
野
々
宮
の
物
語
を
不
発

に
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
男
－
男
－
女
〉
の
三
角
形
の
中
で
男
同
士
の
連
帯
を
確
認
し
、
自
慰
的
な
充
足
を
得
る
、
と
い

う
よ
う
な
そ
れ
ま
で
の
物
語
構
造
に
終
止
符
を
打
っ
た
安
吾
は
、
そ
の
次
段
階
と
し
て
卓
一
に
は
一
対
一
の
関
係
性
と
い
う
恋

愛
〈
観
念
＞
1
1
〈
対
幻
想
V
に
向
き
合
わ
せ
、
そ
れ
を
相
対
化
さ
ぜ
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
由
子
と
の
関
係
に
お
い
て
恋
愛
の
「
遊
技
」
化
（
ゲ
ー
ム
化
）
を
試
み
る
卓
一
の
試
み
は
、
結
局
頓
挫
し
て
し
ま

う
。
そ
の
契
機
は
、
由
子
と
の
関
係
の
初
発
に
お
い
て
、
〈
故
郷
＞
1
1
新
潟
の
風
土
性
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ

る
。　

始
め
て
の
出
会
い
の
時
、
由
子
は
「
私
ユ
ー
ラ
ン
バ
に
住
ん
で
ゐ
た
嘉
村
由
子
と
い
ふ
者
で
す
の
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。
こ

の
と
き
の
卓
一
が
「
ユ
ー
ラ
ン
バ
」
と
い
う
「
少
年
の
日
が
、
す
べ
て
そ
の
に
、
つ
つ
ま
れ
て
ゐ
」
る
よ
う
な
そ
の
地
名
一
つ

か
ら
、
連
鎖
反
応
の
よ
う
に
「
異
人
池
」
「
天
・
王
教
会
堂
」
「
キ
ナ
レ
亭
の
廃
屋
の
崖
」
「
海
へ
出
る
ポ
プ
ラ
の
繁
つ
た
砂
丘
」

「
ダ
ッ
ポ
ン
小
路
」
と
い
っ
た
〈
故
郷
〉
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
、
そ
の
記
憶
の
中
で
由
子
と
の
関
係
を
始
動
さ
せ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
留
意
し
た
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
〈
故
郷
〉
の
風
土
に
自
己
が
合
一
す
る
こ
と
へ
の
希
求
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
恋
愛
の
「
遊
技
」
化
（
ゲ
ー
ム
化
）
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
露
見
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
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そ
の
ま
ま
、
「
吹
雪
の
夜
」
と
い
う
極
め
て
〈
故
郷
〉
的
な
風
土
の
中
で
澄
江
が
来
訪
す
る
と
き
卓
一
が
ほ
と
ん
ど
手
放
し
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

澄
江
と
の
関
係
の
回
復
を
祝
し
、
唐
突
に
「
結
婚
」
を
口
走
り
さ
え
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
地
続
き
な
の
で
あ
る
。

　
一
方
こ
の
よ
う
な
卓
一
に
対
し
て
、
澄
江
の
方
は
あ
く
ま
で
自
分
が
「
満
州
国
へ
行
く
」
と
い
う
こ
と
を
告
げ
に
来
た
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
「
ど
う
し
て
」
と
い
う
卓
一
の
問
い
に
も
、
澄
江
は
「
行
つ
て
し
ま
ふ
だ
け
よ
」
と
し
か
答
え
て
い
な
い
。

　
無
論
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
卓
一
か
ら
「
結
婚
」
と
い
う
言
葉
を
聞
き
「
唯
ひ
と
り
の
宿
命
の
女
」
だ
と
呼
ば
れ
た
際
に
、

澄
江
は
卓
一
の
こ
の
〈
対
幻
想
〉
に
易
々
と
応
じ
て
し
ま
い
、
卓
一
を
訪
ね
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
る
。

　
　
「
私
ね
。
入
口
の
と
こ
ろ
で
あ
な
た
の
顔
一
目
見
た
ら
、
ひ
と
こ
と
怒
鳴
つ
て
、
そ
し
て
さ
つ
さ
と
帰
へ
ら
う
と
思
つ
て

　
　
ゐ
た
の
」
（
…
）

　
　
「
愛
し
て
ゐ
る
の
よ
つ
て
。
そ
れ
だ
け
」

　
卓
一
の
唐
突
な
プ
ロ
ポ
ー
ズ
に
気
圧
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
で
も
言
う
よ
う
に
「
自
ら
を
憐
れ
む
や
う
な
、
け
れ
ど
も
ま
た
蔑

む
や
う
な
、
疲
れ
た
か
す
か
な
笑
い
」
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
澄
江
は
こ
の
よ
う
に
語
る
の
だ
。
し
か
し
、
澄
江
が
少
し
後
に
こ

の
場
面
を
改
め
て
想
起
す
る
と
き
に
、
同
じ
言
葉
が
次
の
よ
う
に
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
澄
江
が

早
く
も
卓
一
が
侵
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
く
対
幻
想
V
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
　
「
私
ね
。
戸
口
の
と
こ
ろ
で
あ
な
た
に
会
つ
た
ら
、
ひ
と
こ
と
怒
鳴
つ
て
、
さ
つ
さ
と
帰
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
た
の
。
あ
な

　
　
た
を
愛
し
て
ゐ
た
の
よ
つ
て
」

　
こ
の
「
愛
し
て
ゐ
る
」
／
「
愛
し
て
ゐ
た
」
の
違
い
は
重
要
で
あ
る
。
澄
江
に
と
っ
て
は
、
後
者
の
言
葉
こ
そ
本
来
予
定
し

て
い
た
言
葉
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
卓
一
の
勢
い
に
対
し
て
思
わ
ず
「
愛
し
て
ゐ
る
」
と
応
え
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な

一95一



坂口安吾『吹雪物語」論一（大原祐治）自壊するく観念〉

い
澄
江
は
、
し
か
し
時
間
が
経
て
ば
、
今
「
愛
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
こ
と
を
伝
え
に
来
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
か
つ
て

は
「
愛
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
気
持
ち
を
事
後
的
に
告
げ
に
来
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
得
る
よ
う
な
「
理

知
」
を
取
り
戻
す
。
関
係
再
開
後
の
澄
江
が
卓
一
と
頻
繁
に
は
会
い
た
が
ら
な
い
と
い
う
の
も
、
彼
女
が
卓
一
の
よ
う
な
「
理

知
」
を
失
い
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
溺
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
警
戒
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
再
会
の
場
面
に
お
け
る
澄
江
の
台
詞
は
、
「
三
十
歳
」
の
中
で
三
年
間
の
空
白
期
間
を
経
て
安
吾
を
来
訪

し
た
際
の
矢
田
の
台
詞
と
し
て
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
こ
ち
ら
で
は
矢
田
が
「
愛
し
て
い
ま
す
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

言
い
、
そ
れ
に
応
え
る
安
吾
の
台
詞
の
方
が
「
僕
も
あ
な
た
を
愛
し
て
い
ま
し
た
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

花
田
俊
典
は
こ
の
部
分
に
注
目
し
て
「
二
人
の
心
の
微
妙
な
食
い
違
い
」
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
微
妙
な
食
い
違
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
『
吹
雪
物
語
』
に
お
い
て
は
全
く
逆
転
さ
れ
て
い
る
。
「
愛
し
て
ゐ
る
」
で
は
な
く
、
「
愛
し
て
ゐ
た
」
で
し
か
な
い
と
い
う

こ
の
差
違
を
悟
る
の
は
、
あ
く
ま
で
澄
江
な
の
で
あ
る
。
卓
一
は
と
言
え
ば
、
澄
江
か
ら
「
愛
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
言
葉
を
聞

い
た
と
き
に
は
、
澄
江
と
二
人
な
ら
「
絶
海
の
孤
島
」
に
永
住
す
る
こ
と
す
ら
恐
れ
な
い
、
な
ど
と
口
走
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
に

く
対
幻
想
V
1
1
〈
観
念
V
の
中
に
ど
っ
ぷ
り
浸
っ
て
い
る
。
従
っ
て
安
吾
は
こ
こ
で
、
い
わ
ば
後
年
に
書
か
れ
る
自
伝
的
作
品

と
は
逆
転
す
る
よ
う
な
形
で
、
澄
江
の
方
に
こ
そ
〈
対
幻
想
＞
1
1
〈
観
念
V
の
相
対
化
を
託
す
形
で
物
語
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
卓
一
と
の
再
会
後
の
物
語
の
途
中
に
ジ
ョ
ー
ヌ
と
の
物
語
が
唐
突
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一

段
と
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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澄
江
が
弁
護
士
を
す
る
父
の
書
生
と
し
て
自
宅
に
同
居
す
る
画
家
志
望
の
青
年
ジ
ョ
ー
ヌ
（
こ
れ
は
当
然
本
名
で
は
な
く
、

彼
は
日
本
人
で
あ
る
）
に
関
心
を
寄
せ
た
の
は
、
「
ジ
ョ
ー
ヌ
も
動
作
は
日
本
人
風
で
は
な
い
た
め
に
、
日
本
人
に
は
新
鮮
」

で
、
「
ジ
ョ
ー
ヌ
の
伝
統
の
な
さ
に
眼
を
打
た
れ
、
そ
れ
が
彼
の
絵
の
才
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
が
あ
る
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
澄
江
は
卓
一
に
は
決
し
て
許
す
こ
と
の
な
か
っ
た
身
体
を
、
こ
の
ジ
ョ
ー
ヌ
に
は

許
し
て
い
る
。
一
度
（
卓
一
と
の
再
会
前
）
こ
そ
半
ば
強
姦
的
に
で
は
あ
っ
た
が
、
二
度
目
（
再
会
後
）
は
む
し
ろ
自
ら
進
ん

で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
卓
一
か
ら
「
唯
ひ
と
り
の
宿
命
の
女
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
く
対
幻
想
V
1
1
〈
観
念
〉
と
し
て
の
恋
愛
の

対
象
と
さ
れ
て
い
る
澄
江
は
、
し
か
し
そ
の
「
理
知
」
ゆ
え
自
ら
に
「
唯
ひ
と
り
の
宿
命
」
性
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
＞

恋
愛
（
性
愛
）
を
め
ぐ
る
こ
の
避
け
が
た
い
ア
ポ
リ
ア
に
直
面
し
て
い
る
澄
江
は
、
だ
か
ら
卓
一
と
の
関
係
と
並
行
さ
せ
て
、

お
よ
そ
「
理
知
」
の
地
平
な
ど
共
有
し
得
な
い
よ
う
な
野
蛮
な
〈
他
者
＞
1
ー
ジ
ョ
ー
ヌ
と
の
関
係
を
も
求
め
て
い
る
の
だ
。

　
澄
江
は
、
ジ
ョ
ー
ヌ
の
芸
術
の
キ
ッ
チ
ュ
性
を
暴
こ
う
と
し
て
、
侮
蔑
の
言
葉
を
浴
び
せ
る
。
同
時
に
澄
江
も
ま
た
、
ジ
ョ

ー
ヌ
か
ら
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
娘
」
「
助
平
な
女
」
と
罵
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
関
係
は
基
本
的
に
侮
蔑
の
言
葉
の
応
酬
で

あ
り
、
お
よ
そ
卓
一
と
の
関
係
に
お
い
て
つ
き
ま
と
う
〈
対
幻
想
＞
1
1
〈
観
念
〉
と
は
無
縁
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
侮
蔑
の
言

葉
の
応
酬
と
い
う
関
係
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
次
の
よ
う
な
理
論
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
（
…
）
侮
辱
的
な
発
言
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
訳
の
わ
か
ら
な
い
未
来
へ
投
げ
だ
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
侮
辱
の
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時
と
場
所
が
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
侮
辱
発
言
の
結
果
と
し
て
、
自
分
の
状
況
が
把
握
し
き
れ
な
く
な

　
　
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
…
）
ひ
と
は
侮
辱
発
言
に
よ
っ
て
「
あ
る
位
置
に
置
か
れ
る
」
が
、
あ
る
位
置
と
は
く
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
が
な
い
こ
と
V
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
バ
ト
ラ
ー
が
言
う
の
は
、
侮
蔑
的
な
言
葉
を
受
け
る
こ
と
に
お
い
て
、
ひ
と
は
根
本
的
に
自
己
の
「
位
置
」
を
喪
失
す
る
経

験
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
バ
ト
ラ
ー
は
、
こ
の
侮
蔑
的
発
言
の
「
反
復
が
侮
辱
と
い
う
効
果
を
強
化
す
る
の
で

は
な
く
、
混
乱
さ
せ
る
よ
う
な
反
復
」
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
言
語
行
為
の
彼
方
に
、
「
触
発
す
る
言
葉
」
の
生
む
新

し
い
関
係
の
可
能
性
を
夢
想
す
る
の
だ
が
、
こ
の
バ
ト
ラ
ー
の
理
論
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
二
人
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
説
明

で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
澄
江
と
ジ
ョ
ー
ヌ
は
、
ま
さ
し
く
バ
ト
ラ
ー
の
言
う
よ
う
な
〈
自
己
〉
の
危
機
状
況
の
中
に
身

を
置
い
て
い
る
。
卓
一
に
と
っ
て
の
「
宿
命
」
的
な
た
だ
一
人
の
恋
人
1
1
固
有
名
と
し
て
在
る
こ
と
、
と
い
う
〈
対
幻
想
〉
目

〈
観
念
〉
と
し
て
の
恋
愛
の
不
可
能
性
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
澄
江
と
、
田
舎
か
ら
新
潟
（
都
会
）
に
飛
び
出
し
て
は
来
た
も

の
の
、
自
身
の
本
名
”
固
有
名
さ
え
剥
奪
さ
れ
た
危
機
的
状
況
の
中
で
必
死
に
「
天
才
」
「
芸
術
家
」
と
し
て
の
固
有
名
性
に

し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
ジ
ョ
ー
ヌ
と
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
ど
ち
ら
も
同
様
な
境
遇
（
固
有
名
性
喪
失
の
危
機
）
に
あ
る
と
言
え

る
。
そ
し
て
二
人
が
侮
蔑
の
言
葉
を
浴
び
せ
か
け
合
い
つ
つ
も
性
的
交
渉
を
重
ね
る
こ
と
と
は
、
い
わ
ば
互
い
に
の
固
有
名
性

の
危
機
を
身
体
レ
ヴ
ェ
ル
で
重
ね
合
わ
せ
、
ぶ
つ
け
合
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
自
分
た
ち
に
く
位
置
が
な
い
こ
と
V
（
バ
ト
ラ

ー
）
を
ぶ
つ
け
合
う
中
で
彼
女
（
彼
）
た
ち
は
自
己
の
危
機
的
状
況
を
乗
り
越
え
た
着
地
点
目
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
を
見
出

そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
仮
に
そ
れ
が
お
よ
そ
先
の
見
え
な
い
不
毛
な
営
み
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
女
（
彼
）
た
ち
は
、
そ

う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
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「
対
幻
想
と
い
う
わ
る
い
ゆ
め
か
ら
覚
め
て
、
な
お
他
者
と
つ
な
が
ろ
う
と
す
れ
ば
、
肉
体
の
つ
な
が
り
が
残
る
」
（
上
野

　
　
（
1
2
）

千
鶴
子
）
。
つ
ま
り
、
澄
江
が
希
求
し
て
い
る
の
は
、
「
唯
ひ
と
り
の
宿
命
」
性
に
基
づ
く
関
係
構
築
に
挫
折
し
つ
つ
も
、
な
お

求
め
て
し
ま
う
何
か
、
と
し
て
の
「
肉
体
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
澄
江
に
と
っ
て
ジ
ョ
ー
ヌ
の
肉
体
が
持
つ
（
唯
一
の
）

意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
卓
一
が
澄
江
に
対
し
て
見
て
い
る
よ
う
な
、
自
己
と
く
対
V
を
な
す
よ
う
な
相
手
を
意
味
し
な
い
。

こ
こ
で
澄
江
が
求
め
て
い
る
の
は
、
も
は
や
〈
対
〉
で
は
な
く
「
た
だ
自
分
の
た
め
に
生
き
」
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
自
分
の
本
当
の
生
活
」
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ジ
ョ
ー
ヌ
と
の
交
渉
は
そ
の
た
め
の
通
過
点
で
あ
っ
て
、
帰

着
点
で
は
な
い
。

　
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
澄
江
が
そ
の
後
、
新
天
地
を
求
め
て
大
陸
に
渡
る
こ
と
を
、
そ
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
の
向
き
に
お
い
て
当

時
の
日
本
の
大
陸
進
出
と
軌
を
一
に
す
る
と
は
い
え
、
必
ず
し
も
「
当
時
の
政
治
空
間
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
」
「
国
策
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

す
る
積
極
的
な
自
己
参
与
」
だ
と
単
純
に
断
罪
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
一
見
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
め
い
た

裁
断
で
は
、
澄
江
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
問
題
は
決
定
的
に
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
澄
江
を
め
ぐ

る
こ
の
一
連
の
物
語
は
、
卓
一
の
〈
対
幻
想
＞
1
1
〈
観
念
〉
と
し
て
の
恋
愛
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
そ
れ
を
相
対
化
し
て
し
ま

う
よ
う
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
物
語
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に
ー

こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
と
き
、
『
吹
雪
物
語
』
が
安
吾
に
と
っ
て
矢
田
津
世
子
の
「
墓
を
つ
く
る
た
め
の
小
説
」
と
は
お
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よ
そ
な
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
確
認
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。
「
年
代
記
」
的
記
述
を
避
け
、
新
潟
を
舞
台
に
仮
構
さ
れ
た

そ
の
物
語
装
置
の
中
で
矢
田
汁
澄
江
と
自
身
壮
卓
一
を
改
め
て
対
峙
さ
せ
た
安
吾
は
、
卓
一
の
恋
愛
〈
観
念
〉
を
澄
江
の
側
か

ら
相
対
化
す
る
こ
と
で
打
ち
砕
く
。
〈
故
郷
〉
へ
の
回
帰
・
合
一
化
を
シ
ニ
カ
ル
に
拒
み
な
が
ら
も
結
局
〈
対
幻
想
〉
と
い
う

く
観
念
V
の
〈
故
郷
〉
に
回
帰
し
て
し
ま
う
卓
一
を
、
澄
江
の
「
理
知
」
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
が
相
対
化
す
る
。
安
吾

に
と
っ
て
そ
れ
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
次
元
を
赤
裸
々
に
描
き
込
む
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
確
か
に
矢
田
の
「
肉
体
を

汚
し
苦
し
め
歪
め
さ
い
な
む
崎
形
児
の
小
説
」
（
「
戯
作
者
文
学
論
」
、
「
近
代
文
学
」
昭
和
二
二
年
一
月
）
だ
と
認
識
さ
れ
ざ
る

を
得
な
い
よ
う
な
小
説
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
は
こ
の
点
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
の
後
の
安
吾
の
展
開
／
転

回
に
と
っ
て
不
可
避
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
矢
田
で
は
な
く
自
ら
の
〈
観
念
〉
を
こ
そ
「
墓
」
に
追
い
込
ん
だ
と
き
、
は

じ
め
て
安
吾
は
「
絶
望
を
や
め
、
そ
し
て
、
再
生
に
向
か
」
（
前
掲
「
再
版
に
際
し
て
」
）
う
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
安
吾
の
自

負
は
、
戦
後
の
再
版
と
相
前
後
し
て
書
か
れ
た
文
章
の
、
次
の
よ
う
な
一
節
に
明
ら
か
だ
。

　
　
　
私
の
小
説
が
観
念
的
だ
と
い
う
の
は
批
評
家
の
極
り
文
句
だ
け
れ
ど
も
、
私
の
方
か
ら
言
ふ
と
、
日
本
の
小
説
が
観
念

　
　
的
で
な
さ
す
ぎ
る
。

　
　
（
…
）
観
念
も
亦
実
際
の
生
活
で
食
慾
、
色
慾
物
慾
、
観
念
な
し
に
そ
れ
ら
の
も
の
が
野
放
し
に
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
生

　
　
活
は
、
そ
の
方
が
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
我
々
の
思
想
生
活
と
い
ふ
も
の
は
観
念
に
よ
る
も
の
で
、
小
説
が
「
観
念
的
」
で
な
く
て
よ
い
、
と
い
ふ
場
合
は
、
観

　
　
念
生
活
の
あ
げ
く
観
念
に
よ
つ
て
観
念
を
は
ぎ
取
る
こ
と
が
で
き
た
時
に
の
み
意
味
を
も
つ
も
の
だ
と
私
は
思
ふ
。

　
　
　
「
観
念
的
そ
の
他
」
（
「
文
学
界
」
昭
和
二
二
年
七
月
）

100



学習院大学人文科学論集IX（2000）

　
『
吹
雪
物
語
』
は
、
安
吾
に
と
っ
て
ま
さ
に
「
観
念
生
活
の
あ
げ
く
観
念
に
よ
つ
て
観
念
を
は
ぎ
と
る
」
よ
う
な
、
い
わ
ば

〈
観
念
〉
の
自
壊
点
と
し
て
存
在
す
る
小
説
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
）
　
戦
後
に
な
っ
て
書
き
綴
ら
れ
る
自
伝
的
作
品
の
系
譜
を
示
し
て
お
け
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
風
と
光
と
二
十
歳
の
私
」
（
「
文
芸
」

　
　
昭
和
二
二
年
一
月
）
、
「
二
十
一
」
（
「
現
代
文
学
」
昭
和
一
八
年
八
月
）
、
「
暗
い
青
春
」
（
「
潮
流
」
昭
和
二
一
一
年
六
月
）
、
「
二
十
七
歳
」

　
　
　
（
「
新
潮
」
昭
和
二
二
年
三
月
）
、
「
い
ず
こ
へ
」
（
「
新
小
説
」
昭
和
二
一
年
一
〇
月
）
、
「
三
十
歳
」
（
「
文
学
界
」
昭
和
二
三
年
五
月
）
、

　
　
　
「
死
と
影
」
（
「
文
学
界
」
昭
和
二
三
年
九
月
）

　
（
2
）
　
奥
野
健
男
『
坂
口
安
吾
』
（
昭
和
四
七
年
九
月
、
文
芸
春
秋
）

　
（
3
）
　
花
田
俊
典
「
安
吾
文
学
と
矢
田
津
世
子
」
（
「
語
文
研
究
」
第
四
六
号
、
昭
和
五
二
年
＝
一
月
）

　
（
4
）
　
庄
司
肇
『
坂
口
安
吾
論
集
成
』
（
平
成
四
年
一
〇
月
、
沖
積
舎
）

　
（
5
）
　
「
麓
」
（
「
桜
」
創
刊
号
～
第
二
号
、
昭
和
八
年
五
～
六
月
）
、
「
不
可
解
な
恋
愛
に
就
て
」
（
「
若
葉
」
昭
和
一
一
年
三
月
）
、
「
雨
宮
紅

　
　
庵
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
昭
和
一
一
年
五
月
）
と
い
っ
た
短
篇
群
が
、
と
り
わ
け
こ
の
傾
向
を
顕
著
に
示
す
。

　
（
6
）
　
大
橋
洋
一
「
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
の
風
景
ー
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
批
評
と
ク
イ
ア
ー
理
論
の
現
在
　
　
」
（
「
文
学
」
平
成
七
年
一
月
）

　
（
7
）
　
歴
史
を
「
た
ん
に
世
の
成
り
行
き
の
ひ
な
型
と
し
て
提
示
す
る
」
に
す
ぎ
な
い
「
年
代
記
作
者
」
に
対
し
、
「
物
語
作
者
」
を
「
歴

　
　
史
家
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
、
W
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
物
語
作
者
」
（
『
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
7
』
昭
和
四
七
年
六
月
、

　
　
晶
文
社
所
収
）
を
参
照
。

　
（
8
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
坂
口
安
吾
『
吹
雪
物
語
』
論
序
説
1
〈
ふ
る
さ
と
〉
を
語
る
た
め
に
ー
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」

　
　
　
六
二
集
、
平
成
一
二
年
五
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
9
）
　
「
続
々
安
吾
文
学
と
矢
田
津
世
子
　
　
二
人
の
再
会
と
訣
別
に
つ
い
て
ー
」
（
「
香
椎
潟
」
二
七
号
、
昭
和
五
七
年
三
月
）

　
（
1
0
）
　
竹
村
和
子
「
愛
に
つ
い
て
」
（
「
思
想
」
平
成
一
〇
年
四
月
）
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
（
…
）
も
し
も
言
語
す
な
わ
ち
意
味
が
介
在
し

　
　
　
な
い
完
全
な
一
体
化
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
純
粋
な
性
関
係
だ
と
す
る
な
ら
ば
人
の
性
関
係
の
核
心
に
あ
る
も
の
は
、
性
関
係
の
不
可
能
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【綜姻脚田】

　Ango　Sakaguchi　finished　writing　a　long　novel　named“Fubuki　monogatari（A　snowstorm　story）”as　a　newry

written　one　in　1938．　The　story　was　obviously　based　on　his　experience　of“romantic　love”with　Tsuseko　Yada．

　For　all　that，　unlike　a　series　of　his　biographical　short　novels　which　he　wrote　later，“Fubuki　monogatari”did　not　be

wrote　as　a　simple　memoirs．　He　intended　to　bury　the　existence　of　Tsuseko　through　writing　this　novel．

　But，　as　a　result，　he　failed　in　this　attempt．　The　hero（nearly　equal　Ango　himself）had　become　prisoner　of“romantic

love”in　cotrast　to　the　heroin　based　on　Tsuseko　did　not．

　So，　the　other　way　from　initial　intention，　Ango　rather　buried　the　hero（nealy　equal　Ango　himself）and　his“romantic

love”idea．　And　in　this　sence，　it　is　sure　that　Ango　failed　in　writing　this　novel　on　its　first　intention　but　he　also　opened

his　new　dimension　of　his　Iiterary　world　through　writing　this　long　novel．
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