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酸 

緻
密 

完
璧 

凝 

妬
（
嫉
） 

物
語
に
は
っ
き
り
と
し
た
結
末
が
用
意
さ
れ
て
い
て
、
小
説
家
は
そ
こ
に
向
か
っ
て
緻
密
に
文 

章
を
構
築
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
。 

自
分
の
人
生
は
練
習
す
る
こ
と
も
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
指
摘
が
、
人
生
に
は
明 

確
な
意
義
や
目
的
を
見
出
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
生
き
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
若
い
頃
の
筆
者 

の
価
値
観
を
揺
さ
ぶ
っ
た
点
。 

自
分
の
物
語
が
問
い
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
分
の
記
憶
の
中
に
語
り
残
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と 

に
気
付
か
さ
れ
、
再
度
物
語
を
語
り
直
す
必
要
が
生
じ
る
か
ら
。 

自
分
が
感
じ
た
と
お
り
に
相
手
に
も
そ
の
一
瞬
の
光
景
に
深
く
共
感
し
て
も
ら
い
、
そ
し
て
そ 

れ
を
永
遠
の
記
憶
と
し
て
と
ど
め
て
も
ら
う
こ
と
。 

人
間
は
自
分
の
身
の
回
り
に
起
こ
る
物
事
や
過
去
の
経
験
な
ど
を
意
味
の
あ
る
物
語
と
し
て
捉 

え
、
単
純
化
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
。 

友
人
た
ち
の
書
い
た
日
常
の
何
気
な
い
小
説
の
シ
ー
ン
に
は
、
彼
ら
の
顔
や
声
以
上
に
彼
ら
の 

内
面
や
価
値
観
な
ど
、
そ
の
人
と
な
り
が
生
々
し
い
形
で
現
れ
て
い
た
か
ら
。 

存
続
の
助
動
詞
「
り
」
の
連
体
形 

強
意
（
完
了
）
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形 

使
役
の
助
動
詞
「
す
」
の
連
用
形 

推
定
の
助
動
詞
「
め
り
」
の
終
止
形 

完
了
の
助
動
詞
「
た
り
」
の
連
体
形
の
一
部 

あ
ら
か
じ
め
探
し
た
り
な
ど
は
す
る
つ
も
り
は
な
い 

ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
も
の 

何
と
か
し
て
こ
ち
ら
の
姫
君
を
勝
た
せ
た
い
な
あ 

自

分

の

記

憶

に

残

る

出

来

事

や

感

情

を

読

み

手

の

心

の

奥

深

く

に 

届

け

た

い

と

願

い

を

も

ち

、

た

だ

一

度

き

り

の

人

生

は

結

末

ま

で 

わ

か

ら

な

い

こ

と

を

受

け

入

れ

な

が

ら

、

そ

う

し

た

出

来

事

や

感 

情

を

日

常

の

何

で

も

な

い

物

語

と

し

て

言

葉

に

紡

ぐ

こ

と

で

、

自 

分

自

身

も

予

測

し

な

か

っ

た

人

生

の

意

味

や

価

値

を

あ

ら

ゆ

る

角 

度

か

ら

理

解

し

よ

う

と

す

る

営

み

だ

と

捉

え

る

よ

う

に

な

っ

た

。 
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負
け
さ
せ
申
し
あ
げ
な
さ
る
な 

並
大
抵
で
な
く
素
晴
ら
し
い 

a 

b 

貝
が
な
く
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
ど
う
し
て
嘆
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
嘆
く
必
要
は
な
い
。
白
波
が
干 

潟
に
打
ち
寄
せ
る
よ
う
に
、
私
は
あ
な
た
の
方
に
心
を
寄
せ
て
味
方
を
し
よ
う
。 

姫
君
の
味
方
を
す
る
と
い
う
和
歌
が
聞
こ
え
た
の
は
、
自
分
た
ち
が
観
音
に
祈
っ
た
た
め
だ
と
思
っ
た
か
ら
。 

観
音
の
声
と
は
い
え
、
不
意
に
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て
き
た
の
で
、
恐
ろ
し
く
思
っ
た
か
ら
。 

仏 

姫

君

の

た

め

の

、

貝

が

多

く

入

っ

た

州

浜

を

見

つ

け

た

童

た

ち

が 

、

仏

の

御

利

益

だ

と

並

外

れ

て

騒

ぐ

こ

と

が

面

白

か

っ

た

か

ら

。 

 

d そ
れ 

も
し 

の
み 

な
ほ 

い
は
ん
や 

今
あ
な
た
の
容
貌
や
立
ち
居
振
る
舞
い
を
じ
っ
と
見
る
と
、
愚
か
者
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
あ
な
た
を
理
由
に
し
て 

こ
の
谷
を
「
愚
公
の
谷
」
と
名
づ
け
た
の
か
。 

オ 

牛
が
馬
を
生
め
る
は
ず
が
な
い
と
難
癖
を
つ
け
て
き
た
少
年
に
、
愚
公
が
子
馬
を
み
す
み
す
持
ち
去
ら
れ
た
の
は
、 

訴
訟
が
公
正
で
な
い
か
ら
で
あ
り
、
大
臣
で
あ
る
管
仲
の
政
治
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
。 

安
（
く
）
ん
ぞ
人
の
駒
を
取
る
者
有
ら
ん
や
。 

愚
公
（
一
老
公
） 

少
年 

駒 

オ 

桓
公
・
管
仲
の
よ
う
な
優
れ
た
為
政
者
で
も
、
自
分
の
智
恵
を
不
十
分
で
愚
か
だ
と
み
な
し
た
の
だ
か
ら
、
凡
庸
な 

者
は
な
お
さ
ら
常
に
謙
虚
で
自
ら
を
省
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
。 

広
島
大
学
（
前
期
）
２
／
２ 
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