
は
じ
め
に
 
 

日
本
の
自
然
主
義
は
、
作
家
自
身
の
私
生
活
を
モ
デ
ル
に
「
あ
り
の
 
 

ま
ま
」
の
事
実
を
告
白
し
た
文
学
が
真
の
文
学
で
あ
る
か
の
よ
う
な
風
 
 

潮
を
作
り
出
し
た
。
長
谷
川
天
渓
（
一
八
七
六
－
一
九
四
〇
）
 
の
「
現
 
 

実
暴
露
の
悲
哀
」
（
『
太
陽
』
一
九
〇
八
・
一
）
と
田
山
花
袋
の
「
露
骨
 
 

な
る
描
写
」
（
『
太
陽
』
一
九
〇
四
ニ
ー
）
が
そ
の
理
念
の
表
出
で
あ
っ
 
 

た
。
長
谷
川
天
渓
は
「
現
実
暴
露
の
悲
哀
」
で
、
「
偽
な
書
現
実
を
認
め
 
 

た
れ
ば
こ
そ
此
れ
を
儲
け
、
而
も
背
景
は
深
刻
な
る
悲
哀
の
苦
海
な
り
」
 
 

と
述
べ
た
。
そ
の
表
題
と
諭
旨
は
自
然
主
義
者
た
ち
に
歓
迎
さ
れ
た
。
ま
 
 

た
、
田
山
花
袋
は
「
露
骨
な
る
描
写
」
で
、
「
何
事
も
露
骨
で
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
ん
、
何
事
も
真
相
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
、
何
事
も
自
然
で
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
ん
と
言
う
叫
撃
と
い
い
、
事
実
の
赤
裸
々
な
告
白
を
せ
よ
と
 
 

力
説
し
た
。
告
白
は
語
る
主
体
の
心
情
を
吐
露
す
る
文
学
の
原
点
で
も
 
 

あ
る
。
そ
の
自
然
主
義
者
た
ち
の
欲
望
を
満
た
す
も
の
と
し
て
現
れ
た
 
 

「
蒲
団
」
に
お
け
る
告
白
言
説
 
 

－
 
語
り
の
視
点
と
内
面
 
－
 
 

安
 
英
 
姫
 
 
 

の
が
「
蒲
団
」
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
そ
れ
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
「
蒲
 
 

団
」
で
は
田
山
花
袋
の
実
生
活
が
至
る
所
で
告
白
さ
れ
て
い
る
。
「
蒲
団
」
 
 

は
、
日
本
自
然
主
義
の
方
向
を
決
定
し
、
他
の
多
く
の
自
然
主
義
作
家
 
 

た
ち
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
蒲
団
」
の
一
〇
年
ほ
ど
後
に
 
 

出
た
岩
野
泡
鳴
の
『
五
部
作
』
に
も
主
人
公
の
大
過
な
行
動
が
隠
す
所
 
 

な
く
告
白
さ
れ
て
お
り
、
「
蒲
団
」
の
影
響
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
「
蒲
 
 

団
」
と
『
五
部
作
』
は
と
も
に
妻
子
あ
る
中
年
男
が
若
い
女
性
を
め
ぐ
 
 

る
自
己
の
体
験
や
内
面
を
あ
か
ら
さ
ま
に
打
ち
明
け
た
告
白
小
説
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

小
林
秀
雄
と
中
村
光
夫
は
、
「
蒲
団
」
は
日
本
リ
ア
リ
ズ
ム
の
道
を
歪
 
 

め
る
原
因
を
提
供
し
た
、
と
批
判
し
て
い
る
。
代
表
的
な
日
本
の
近
代
 
 

リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
と
し
て
は
小
林
秀
雄
「
私
小
説
翰
」
（
一
九
三
五
）
、
中
 
 

村
光
夫
「
風
俗
小
説
論
」
（
一
九
五
〇
）
が
あ
る
。
小
林
秀
雄
は
西
欧
の
 
 

リ
ア
リ
ズ
ム
が
充
分
に
「
社
会
化
し
た
「
私
」
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
 
 

日
本
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
表
現
技
法
や
描
写
の
み
を
受
け
入
れ
、
「
社
会
化
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し
た
「
私
」
」
と
い
う
新
し
い
思
想
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
 
 

し
て
い
中
村
光
夫
は
「
風
俗
小
説
論
」
で
、
「
現
実
の
日
本
自
然
主
 
 

義
が
「
破
戒
」
の
上
に
で
は
な
く
、
「
蒲
団
」
の
上
に
築
か
れ
た
の
は
動
か
 
 

（
3
）
 
 

し
難
い
事
実
で
あ
り
、
そ
の
影
響
は
遠
く
現
代
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
」
と
 
 

述
べ
、
日
本
の
「
近
代
」
「
近
代
文
学
」
の
欠
陥
の
源
流
に
な
っ
た
の
は
 
 

「
我
国
の
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
の
蒙
っ
た
特
殊
な
歪
で
あ
る
こ
と
を
指
 
 

摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
日
本
の
自
然
主
義
作
家
、
即
ち
最
 
 

初
の
私
小
説
作
家
と
な
っ
た
人
々
が
西
欧
の
近
代
文
学
を
正
し
く
理
解
 
 

し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
事
実
と
真
実
を
混
同
し
た
こ
と
 
 

を
示
し
て
い
る
と
述
べ
そ
れ
以
来
、
「
蒲
団
」
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
 
 

然
主
義
の
誤
訳
と
か
、
「
私
小
説
」
の
悪
し
き
源
流
と
い
っ
た
否
定
的
レ
 
 

ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
批
判
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
 
 

「
蒲
団
」
が
作
者
田
山
花
袋
の
私
生
活
に
基
づ
い
た
事
実
の
告
白
で
あ
る
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
、
田
山
花
袋
と
同
時
代
の
島
村
抱
月
が
 
 

「
『
蒲
団
』
合
評
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
七
・
一
〇
）
で
、
「
此
の
一
 
 

篇
は
肉
の
人
、
赤
裸
々
の
人
間
の
大
胆
な
る
憤
悔
録
で
あ
る
」
と
批
評
 
 

し
て
お
り
、
そ
れ
以
来
、
竹
中
時
雄
＝
語
り
手
＝
作
家
田
山
花
袋
の
告
 
 

白
と
い
う
等
式
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
 
 

等
式
の
固
定
観
念
が
、
「
蒲
団
」
の
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
の
分
析
を
妨
げ
 
 

て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
私
小
説
は
、
「
蒲
団
」
の
テ
ク
ス
ト
の
戦
略
と
そ
れ
を
取
り
巻
 
 

く
解
釈
共
同
体
が
協
同
し
て
作
り
上
げ
た
相
互
関
連
的
な
も
の
で
あ
る
 
 

と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
読
者
が
私
小
説
と
し
て
読
ま
な
い
限
り
私
 
 

小
説
は
私
小
説
と
し
て
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
和
田
謹
書
は
「
蒲
 
 

団
」
が
「
自
己
告
白
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
全
く
の
読
者
の
側
の
問
 
 

題
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
と
判
断
し
て
い
る
。
一
方
「
蒲
 
 

団
」
は
文
学
テ
ク
ス
ト
を
作
者
の
告
白
と
し
て
読
む
と
い
う
読
み
の
体
 
 

制
を
作
り
上
げ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
見
な
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
、
そ
 
 

れ
は
田
山
花
袋
だ
け
の
責
任
で
は
な
く
、
そ
の
当
時
の
批
評
家
と
読
者
 
 

の
責
任
が
大
童
い
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
「
蒲
団
」
自
体
が
虚
構
を
事
実
と
し
て
読
め
る
手
が
か
り
 
 

を
与
え
た
こ
と
も
ま
た
、
否
定
で
重
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
 
 

と
を
ふ
ま
え
て
、
「
蒲
団
」
が
私
小
説
と
し
て
読
ま
れ
る
に
至
っ
た
テ
ク
 
 

ス
ト
の
内
在
的
要
因
を
検
討
し
た
い
。
私
小
説
と
し
て
の
読
み
を
巻
き
 
 

起
こ
し
た
内
的
な
要
因
、
虚
構
を
事
実
と
し
て
読
ま
せ
る
た
め
の
テ
ク
 
 

ス
ト
の
内
的
装
置
を
採
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
読
み
に
よ
 
 

っ
て
疎
外
さ
れ
て
巷
た
も
う
一
つ
の
読
み
も
同
時
に
検
討
す
る
。
そ
の
 
 

間
題
を
、
特
に
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
視
点
の
問
題
に
着
目
す
る
こ
と
で
 
 

解
決
し
た
い
。
 
 
 

一
揺
ら
ぐ
視
点
 
 

多
く
の
批
評
家
は
「
蒲
団
」
の
描
写
の
欠
陥
と
し
て
、
竹
中
時
雄
の
 
 

視
点
の
み
が
善
か
れ
、
他
の
人
物
の
視
点
描
写
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
 
 

て
い
る
。
そ
の
代
表
で
あ
る
中
村
光
夫
は
、
「
登
場
人
物
は
み
な
主
人
公
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の
主
観
的
感
慨
を
支
へ
る
道
具
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
彼
等
の
心
理
描
 
 

（
7
）
 
 

写
が
こ
の
小
説
に
は
二
コ
ロ
も
な
い
こ
と
に
注
意
し
ま
せ
う
」
と
語
っ
て
 
 

い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
欠
陥
の
原
因
を
、
「
作
者
の
主
人
公
に
対
す
る
 
 

態
度
」
だ
と
見
て
い
る
。
彼
は
「
作
者
と
主
人
公
と
が
同
じ
平
面
に
ゐ
 
 

て
、
し
か
も
両
者
の
距
離
が
ほ
と
ん
ど
零
に
等
し
い
か
ら
で
す
。
作
者
 
 

は
主
人
公
の
人
物
を
少
し
も
批
評
し
て
ゐ
な
い
し
、
ま
た
主
人
公
は
作
 
 

者
に
も
っ
と
も
親
近
な
存
在
だ
と
い
ふ
事
実
に
い
い
気
に
な
つ
て
甘
え
 
 

て
ゐ
る
だ
け
で
讐
と
述
べ
る
。
 
 
 

で
は
具
体
的
に
、
中
村
光
夫
に
よ
っ
て
、
作
者
（
語
り
手
）
と
主
人
 
 

公
が
「
零
」
 
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。
 
 

こ
こ
で
は
、
作
中
世
界
の
外
に
あ
る
語
り
手
は
、
作
中
世
界
の
中
に
あ
 
 

る
時
雄
を
焦
点
化
し
て
い
る
。
語
り
手
は
、
A
、
B
で
は
時
雄
の
内
面
、
 
 

A
熱
い
主
観
の
情
と
冷
め
た
い
客
観
の
批
判
と
が
終
り
合
せ
た
糸
の
 
 
 

や
う
に
固
く
結
び
着
け
ら
れ
て
、
一
種
異
様
の
心
の
状
態
を
呈
し
 
 
 

た
。
 
 

B
悲
し
い
、
賓
に
痛
切
に
悲
し
い
。
此
の
悲
哀
は
華
や
か
な
青
春
の
 
 
 

悲
哀
で
も
な
く
、
単
に
男
女
の
懲
の
上
の
悲
哀
で
も
な
く
、
人
生
 
 
 

の
最
奥
に
秘
ん
で
居
る
あ
る
大
き
な
悲
哀
だ
。
 
 

C
注
然
と
し
て
涙
は
時
雄
の
者
面
を
侍
つ
（
五
四
七
．
五
四
八
 
 
 

頁
）
 
 

C
で
は
時
雄
の
外
面
を
見
つ
め
る
視
点
か
ら
叙
述
し
て
い
る
。
い
ず
れ
 
 

も
作
中
人
物
で
あ
る
時
雄
を
焦
点
化
し
て
い
る
が
、
語
り
手
と
時
雄
の
 
 

距
離
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
例
え
ば
、
A
で
語
り
手
は
、
時
雄
に
ほ
ぼ
 
 

同
一
化
出
来
る
ほ
ど
の
近
距
離
に
視
点
を
置
い
て
い
る
。
B
は
、
時
雄
 
 

の
独
白
が
地
の
文
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
時
雄
の
独
白
と
地
の
文
が
「
融
 
 

合
し
一
体
化
」
し
、
語
り
手
と
時
雄
の
距
離
が
零
に
な
る
よ
う
な
言
説
 
 

と
な
っ
て
い
る
。
C
の
場
合
、
語
り
手
は
、
時
雄
を
客
観
的
に
対
象
化
 
 

で
き
る
よ
う
な
距
離
で
、
彼
の
内
面
で
は
な
く
外
面
を
見
て
い
る
。
こ
 
 

の
よ
う
に
 
「
蒲
団
」
 
で
は
、
A
、
B
、
C
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
人
 
 

公
に
視
点
を
固
定
し
、
A
、
B
の
よ
う
に
主
に
そ
の
内
面
を
措
い
て
い
 
 

る
。
 
 
 

そ
の
た
め
、
「
蒲
団
」
は
三
人
称
の
「
彼
」
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
常
 
 

に
一
人
称
「
私
」
小
説
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
 
 

が
主
人
公
＝
竹
中
時
雄
と
い
う
読
み
の
コ
ン
テ
ス
ト
を
作
り
上
げ
て
き
 
 

た
。
同
時
代
批
評
を
見
る
と
、
「
写
生
と
い
ふ
こ
と
」
（
『
文
章
世
界
』
一
 
 

九
〇
七
・
七
）
 
の
 
「
一
人
称
で
書
く
長
所
と
三
人
称
で
書
く
長
所
と
が
 
 

渾
然
と
一
致
」
す
る
と
か
、
「
小
説
作
法
」
（
『
文
章
世
界
』
一
九
〇
七
・
 
 

一
〇
）
 
の
「
一
人
称
に
客
観
的
描
写
を
加
え
、
三
人
称
小
説
に
主
観
的
 
 

描
写
を
加
へ
て
、
打
っ
て
一
丸
と
為
し
た
や
う
な
文
体
」
と
い
う
よ
う
 
 

な
評
価
が
認
め
ら
れ
る
。
三
人
称
で
語
ら
れ
る
「
蒲
団
」
 
の
中
に
、
一
 
 

人
称
の
描
写
の
手
法
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
蒲
団
」
の
作
 
 

風
は
斬
新
な
作
風
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
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し
て
「
蒲
団
」
の
語
り
は
、
一
人
称
的
・
告
白
的
に
受
容
さ
れ
て
釆
た
。
 
 
 

上
の
引
用
部
分
を
取
り
上
げ
て
中
村
光
夫
は
、
「
こ
の
主
人
公
が
実
生
 
 

活
に
演
じ
た
事
件
の
滑
稽
さ
が
ま
つ
た
く
作
者
の
眼
を
逃
れ
て
、
喜
劇
 
 

の
材
料
が
無
理
押
し
に
悲
劇
的
独
白
で
表
現
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
我
国
 
 

の
私
小
説
が
誕
生
し
た
の
で
垢
ご
と
述
べ
る
。
ま
た
、
川
上
美
那
子
は
 
 

「
主
人
公
竹
中
の
独
自
に
語
り
手
が
主
情
的
に
重
な
り
（
中
略
）
竹
中
の
 
 

内
面
世
界
を
感
傷
的
に
肯
定
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
」
と
述
べ
て
い
 
 

る
。
三
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
一
人
称
の
告
白
小
説
と
 
 

し
て
受
容
さ
れ
る
仕
組
み
に
つ
い
て
、
川
上
は
「
主
人
公
を
対
象
化
し
 
 

て
語
る
ペ
き
地
の
文
の
内
在
的
な
語
り
手
が
全
く
主
人
公
と
融
合
し
一
 
 

（
1
2
）
 
 

体
化
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
う
。
日
比
嘉
高
は
「
蒲
団
」
の
 
 

特
徴
的
読
み
か
た
を
「
三
人
称
で
あ
り
な
が
ら
視
点
を
主
人
公
に
固
定
 
 

し
た
叙
述
方
撃
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
 
 

「
蒲
団
」
が
一
人
称
的
・
告
白
的
に
受
容
さ
れ
た
要
因
を
良
く
説
明
す
る
 
 

も
の
と
し
て
説
得
力
を
持
ち
、
今
日
ま
で
極
め
て
大
き
な
影
響
力
を
持
 
 

っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
中
村
光
夫
の
よ
う
に
語
り
手
と
主
人
公
が
「
融
 
 

合
し
一
体
化
」
す
る
と
読
む
か
、
日
比
嘉
高
の
よ
う
に
「
語
り
手
が
物
 
 

語
外
の
存
在
で
、
語
り
の
視
点
が
主
人
公
時
雄
に
固
定
さ
れ
て
い
る
」
と
 
 

読
む
読
み
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

だ
が
実
は
「
蒲
団
」
 
に
は
主
人
公
以
外
の
登
場
人
物
の
視
点
も
入
っ
 
 

て
お
り
、
ま
た
鳥
轍
的
立
場
か
ら
主
人
公
を
見
る
語
り
手
の
視
点
も
そ
 
 

こ
に
は
あ
る
。
 
 
 

〃
芳
子
は
愚
人
に
別
れ
る
の
が
辛
か
つ
た
。
成
ら
う
こ
と
な
ら
一
緒
 
 

に
東
京
に
居
て
、
時
々
顔
を
も
見
、
言
葉
を
も
交
へ
た
か
つ
た
。
け
 
 

れ
ど
今
の
際
そ
れ
は
出
来
難
い
こ
と
～
知
っ
て
居
た
。
二
年
、
三
 
 

年
、
男
が
同
志
社
を
卒
業
す
る
迄
は
、
た
ま
さ
か
の
雁
の
音
信
を
 
 

た
よ
り
に
、
一
心
不
乱
に
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
っ
た
。
 
 

（
五
五
九
頁
）
 
 
 

Ⅳ
時
雄
は
夜
な
ど
を
り
／
＼
芳
子
を
自
分
の
書
斎
に
呼
ん
で
、
文
聾
 
 

の
話
、
小
説
の
話
、
そ
れ
か
ら
樺
の
話
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
 
 

し
て
芳
子
の
薦
め
に
其
の
将
来
の
注
意
を
輿
へ
た
。
其
の
時
の
態
 
 

度
は
公
平
で
、
率
直
で
、
同
情
に
富
ん
で
居
て
、
決
し
て
泥
酔
し
 
 

て
廊
に
寝
た
り
、
地
上
に
横
は
つ
た
り
し
た
人
と
は
思
は
れ
な
い
。
 
 

（
五
五
九
頁
）
 
 
 

C
時
雄
の
後
に
、
一
群
の
見
送
人
が
居
た
。
其
の
儀
に
、
柱
の
傍
に
、
 
 

い
つ
釆
た
か
、
一
箇
の
古
い
中
折
帽
を
冠
っ
た
男
が
立
っ
て
居
た
。
 
 

芳
子
は
此
を
認
め
て
胸
を
轟
か
し
た
。
父
親
は
不
快
な
感
を
抱
い
 
 

た
。
け
れ
ど
、
空
想
に
耽
っ
て
立
姦
し
た
時
雄
は
、
其
の
後
に
其
 
 

の
男
が
居
る
の
を
夢
に
も
知
ら
な
か
つ
た
。
（
六
〇
五
頁
）
 
 

〃
で
語
り
手
は
芳
子
の
視
点
に
寄
り
添
っ
て
お
り
、
Ⅳ
で
は
時
雄
に
対
 
 

す
る
語
り
手
の
解
釈
が
見
ら
れ
る
。
C
で
は
語
り
手
は
全
て
の
作
中
人
 
 

物
の
内
面
と
外
面
を
見
る
全
知
的
視
点
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
で
 
 19   



焦
点
化
さ
れ
て
い
る
内
容
を
細
か
く
見
る
と
、
〃
で
、
語
り
手
は
、
恋
 
 

人
と
い
っ
し
ょ
に
い
た
い
と
思
う
芳
子
の
内
面
を
見
て
い
る
。
Ⅳ
の
、
時
 
 

雄
が
芳
子
に
文
学
を
教
え
る
場
面
で
は
、
語
り
手
は
時
雄
の
「
其
の
時
 
 

の
態
度
は
公
平
で
、
率
直
で
、
同
情
に
富
ん
で
居
て
、
決
し
て
泥
酔
し
 
 

て
痢
に
寝
た
り
、
地
上
に
横
は
つ
た
り
し
た
人
と
は
思
は
れ
な
い
」
か
 
 

の
よ
う
に
語
り
、
師
と
し
て
の
顔
と
女
弟
子
に
欲
望
を
持
っ
て
い
る
醜
 
 

い
中
年
男
と
い
う
二
つ
の
顔
を
持
つ
主
人
公
を
皮
肉
る
語
り
手
の
解
釈
 
 

が
そ
こ
に
は
入
っ
て
い
る
。
最
後
の
場
面
、
C
の
芳
子
を
田
舎
に
帰
す
 
 

部
分
で
は
、
語
り
手
は
「
時
雄
の
後
ろ
に
、
一
群
の
見
送
人
」
と
、
時
 
 

雄
に
は
見
え
な
い
「
古
い
中
折
帽
を
冠
っ
た
男
」
の
存
在
を
見
て
い
る
。
 
 

そ
し
て
語
り
手
は
、
そ
の
男
、
す
な
わ
ち
恋
人
を
発
見
し
た
時
の
芳
子
 
 

の
内
面
を
、
「
芳
子
は
こ
れ
を
認
め
て
胸
を
轟
か
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
 
 

そ
の
後
、
芳
子
の
父
親
の
内
面
に
入
り
、
「
父
親
は
不
快
な
感
を
抱
い
た
」
 
 

と
彼
の
内
面
を
覗
き
見
て
い
る
。
最
後
の
「
け
れ
ど
、
空
想
に
耽
っ
て
 
 

立
姦
し
た
時
雄
は
、
そ
の
後
に
そ
の
男
が
い
る
の
を
夢
に
も
知
ら
な
か
 
 

っ
た
」
と
い
う
部
分
で
は
、
そ
の
男
の
存
在
を
全
く
知
ら
な
い
時
雄
を
 
 

描
い
て
い
る
。
こ
の
部
分
で
、
語
り
手
は
時
雄
以
外
に
も
、
細
君
、
細
 
 

君
の
姉
、
芳
子
の
内
面
に
触
れ
て
お
り
、
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
時
雄
を
観
 
 

察
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
〃
、
Ⅳ
、
C
で
語
り
手
は
時
雄
だ
け
で
な
く
、
 
 

芳
子
を
も
焦
点
化
し
た
り
、
ほ
か
の
登
場
人
物
の
内
面
に
入
っ
た
り
、
ま
 
 

た
、
語
り
手
が
客
観
的
に
対
象
化
出
来
る
距
離
か
ら
時
雄
を
見
つ
め
た
 
 

り
と
、
自
由
に
揺
れ
動
い
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
「
蒲
団
」
批
判
の
最
も
堅
固
な
 
 

定
式
で
も
あ
る
中
村
光
夫
の
「
作
者
即
ち
主
人
公
」
 
で
「
両
者
の
距
離
 
 

が
ほ
と
ん
ど
零
に
等
し
い
」
と
い
う
見
解
や
、
作
家
は
主
人
公
に
対
し
 
 

て
「
彼
を
超
え
た
立
場
か
ら
批
判
す
る
自
由
を
奪
わ
れ
、
絶
え
ず
主
人
 
 

公
の
内
部
に
縛
ら
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
説
を
全
面
的
 
 

に
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
高
橋
敏
夫
は
こ
れ
ら
の
説
を
全
面
的
 
 

な
誤
認
で
あ
る
と
い
い
、
「
物
語
の
語
り
手
は
、
そ
の
書
卓
手
で
あ
る
花
 
 

袋
に
似
た
主
人
公
時
雄
を
、
あ
る
場
合
に
は
観
念
化
し
、
そ
し
て
物
語
 
 

の
お
わ
り
近
く
で
「
批
評
す
る
自
由
」
の
行
使
な
ど
と
い
う
な
ま
や
さ
 
 

し
さ
を
は
る
か
に
こ
え
た
残
酷
さ
で
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
い
と
述
 
 

べ
て
い
る
。
 
 
 

今
ま
で
の
研
究
で
は
、
中
村
光
夫
の
説
に
全
面
的
に
賛
成
す
る
か
、
あ
 
 

る
い
は
全
面
的
に
否
定
す
る
か
の
立
場
が
取
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
 
 

「
蒲
団
」
に
関
す
る
限
り
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
言
い
切
る
こ
と
ば
出
来
 
 

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
蒲
団
」
と
い
う
作
品
は
A
、
B
、
C
の
よ
う
な
時
 
 

雄
の
み
に
当
て
ら
れ
た
視
点
と
同
時
に
、
〃
、
Ⅳ
、
C
の
よ
う
に
揺
ら
 
 

ぐ
視
点
を
両
方
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
視
点
 
 

を
共
に
認
め
な
い
限
り
、
「
蒲
団
」
テ
ク
ス
ト
の
正
し
い
解
釈
は
出
来
な
 
 

い
。
基
本
的
に
は
主
人
公
に
視
点
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
語
り
手
は
、
 
 

場
合
に
よ
っ
て
は
他
の
作
中
人
物
の
内
面
に
も
視
点
を
配
し
て
い
る
。
 
 

「
蒲
団
」
の
視
点
は
全
て
の
権
利
が
作
者
に
あ
る
全
知
的
な
視
点
で
も
な
 
 

く
、
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
主
人
公
一
人
だ
け
に
定
め
ら
れ
た
「
一
元
措
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写
」
の
制
限
さ
れ
た
視
点
で
も
な
い
。
「
蒲
団
」
は
時
雄
に
固
定
化
さ
れ
 
 

る
視
点
と
、
時
雄
か
ら
離
れ
自
由
に
揺
れ
動
く
視
点
を
同
時
に
持
っ
て
 
 

お
り
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
の
内
容
を
も
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
 
 

に
、
こ
の
揺
れ
動
く
視
点
の
導
入
は
、
主
人
公
の
内
面
に
の
み
着
目
し
、
 
 

他
の
登
場
人
物
の
内
面
を
排
除
す
る
結
果
を
回
避
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
こ
 
 

の
小
説
に
お
い
て
時
雄
と
対
を
成
す
重
要
な
人
物
で
あ
る
芳
子
の
内
面
 
 

も
排
除
さ
れ
ず
に
入
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 

二
 
告
白
と
抑
え
ら
れ
た
欲
望
 
 

今
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
「
蒲
団
」
で
は
、
A
、
B
、
C
の
よ
う
に
 
 

時
雄
に
固
定
さ
れ
る
視
点
と
〃
、
Ⅳ
、
C
の
よ
う
に
揺
ら
ぐ
視
点
の
二
 
 

つ
の
様
態
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
節
で
は
、
前
者
の
A
、
B
、
 
 

C
の
よ
う
に
、
時
雄
を
焦
点
化
し
て
い
る
箇
所
に
注
目
し
、
そ
れ
に
よ
 
 

り
告
白
さ
れ
た
内
容
を
検
討
す
る
。
 
 
 

「
蒲
団
」
は
竹
中
時
雄
と
い
う
中
年
作
家
の
自
宅
に
寄
宿
す
る
女
弟
子
 
 

に
対
す
る
ひ
そ
か
な
愛
欲
を
描
い
て
い
る
。
田
山
花
袋
は
「
蒲
団
」
を
 
 

書
い
た
後
、
「
東
京
の
三
十
年
」
の
「
私
の
ア
ン
ナ
・
マ
ア
ル
」
の
中
で
 
 

「
私
も
苦
し
い
道
を
歩
き
た
い
と
思
っ
た
。
世
間
に
封
し
て
戟
ふ
と
共
に
 
 

自
己
に
封
し
て
も
勇
敢
に
戦
は
う
と
思
っ
た
。
か
く
し
て
置
い
た
も
の
、
 
 

塗
蔽
し
て
置
い
た
も
の
、
そ
れ
を
打
明
け
て
は
自
己
の
精
神
も
破
壊
さ
 
 

れ
る
か
と
忍
ば
れ
る
や
う
な
も
の
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
も
開
い
て
出
し
 
 

て
見
や
う
と
思
つ
」
と
述
べ
て
い
る
。
で
は
蒜
「
蒲
団
」
で
は
何
 
 

こ
こ
で
は
視
点
を
時
雄
の
内
面
に
合
わ
す
こ
と
に
よ
り
、
芳
子
と
田
中
 
 

が
何
を
し
た
か
に
つ
い
て
、
気
に
し
て
い
る
時
雄
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
 
 

で
の
「
何
」
は
肉
体
関
係
を
示
す
の
で
あ
り
、
時
雄
は
芳
子
の
肉
体
関
 
 

係
に
非
常
に
拘
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
は
主
体
的
な
存
在
 
 

と
し
て
行
動
を
お
こ
す
事
が
で
き
ず
、
周
辺
的
な
存
在
に
な
っ
て
見
守
 
 

る
事
し
か
で
き
な
い
中
年
男
の
悲
哀
が
善
か
れ
て
い
る
。
「
蒲
団
」
の
全
 
 

編
に
善
か
れ
て
い
る
の
は
時
雄
自
身
の
行
動
で
は
な
く
、
彼
の
抑
え
き
 
 

れ
な
い
内
面
の
欲
望
の
声
で
あ
る
。
 
 
 

次
は
芳
子
の
不
在
に
、
隠
れ
て
手
紙
を
探
し
、
読
ん
だ
こ
と
を
暴
露
 
 

す
る
場
面
で
あ
る
。
 
 

繰
り
其
の
文
通
の
頻
繁
な
の
に
時
雄
は
芳
子
の
不
在
を
窺
っ
て
、
監
 
 

が
告
白
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
ず
、
時
雄
の
告
白
を
見
よ
う
。
 
 
 

次
に
引
用
す
る
の
は
時
雄
が
自
分
の
女
弟
子
に
恋
人
が
出
来
た
の
を
 
 

知
り
、
苦
悶
す
る
場
面
で
あ
る
。
 
 

何
を
し
た
か
解
ら
ん
。
（
中
略
）
手
を
握
っ
た
ら
う
。
胸
と
胸
と
が
 
 

相
蠣
れ
た
ら
う
。
人
が
見
て
居
ぬ
旅
籠
屋
の
二
階
、
何
を
鶉
て
居
 
 

る
か
解
ら
ぬ
。
汚
れ
る
汚
れ
ぬ
の
も
剰
那
の
間
だ
。
か
う
思
ふ
と
 
 

時
雄
は
堪
ら
な
く
な
つ
た
。
『
監
督
者
の
責
任
に
も
関
す
る
ー
・
』
と
 
 

腹
の
中
で
絶
叫
し
た
。
（
五
四
二
真
）
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こ
こ
で
ほ
、
芳
子
の
手
紙
を
盗
み
読
む
時
雄
の
外
面
、
そ
れ
か
ら
芳
子
 
 

と
そ
の
恋
人
と
の
肉
体
関
係
を
知
ろ
う
と
す
る
時
雄
の
内
面
が
描
か
れ
 
 

て
い
る
。
こ
の
部
分
こ
そ
、
恋
に
溺
れ
た
中
年
男
の
愚
か
し
く
も
悲
し
 
 

い
嫉
妬
の
告
白
で
あ
る
。
「
監
督
と
い
ふ
口
責
の
下
に
其
の
良
心
を
抑
へ
 
 

て
」
、
こ
っ
そ
り
隠
れ
て
手
紙
を
盗
み
読
み
し
た
と
い
う
行
動
を
、
ま
た
、
 
 

二
人
の
肉
体
関
係
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
を
抱
い
て
い
た
こ
 
 

と
を
、
「
書
く
」
 
こ
と
こ
そ
が
自
己
暴
露
で
あ
る
。
「
蒲
団
」
の
最
大
の
 
 

目
的
は
、
主
人
公
自
身
の
行
動
で
も
な
く
、
社
会
と
の
葛
藤
で
も
な
く
、
 
 

主
人
公
の
醜
い
内
面
を
読
者
に
あ
け
す
け
に
見
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
 

「
蒲
団
」
の
面
白
さ
は
、
卑
劣
な
主
人
公
の
内
面
や
行
動
を
読
者
だ
け
が
 
 

知
っ
て
お
り
、
他
の
作
中
人
物
に
は
気
づ
か
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
外
 
 

面
は
い
い
夫
、
い
い
父
親
、
い
い
師
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
な
が
 
 

ら
、
時
雄
は
内
面
で
は
絶
え
間
な
く
欲
望
を
抱
い
て
い
る
情
け
な
い
一
 
 

介
の
中
年
男
な
の
で
あ
る
。
 
 

督
と
い
ふ
ロ
賓
の
下
に
其
の
良
心
を
抑
へ
て
、
こ
つ
そ
り
机
の
抽
 
 

出
や
ら
文
箱
や
ら
を
さ
が
し
た
。
捜
し
出
し
た
二
三
通
の
男
の
手
 
 

簡
を
走
り
讃
み
に
讃
ん
だ
。
 
 

軍
人
の
す
る
や
う
な
甘
っ
た
る
い
言
葉
は
到
る
虞
に
満
ち
て
居
た
。
 
 

け
れ
ど
時
雄
は
そ
れ
以
上
に
あ
る
秘
密
を
捜
し
出
さ
う
と
苦
心
し
 
 

た
。
接
吻
の
痕
、
性
慾
の
痕
が
何
虚
か
に
額
は
れ
て
居
り
は
せ
ぬ
 
 

か
。
（
五
六
〇
－
五
六
一
頁
）
 
 
 

こ
こ
で
は
時
雄
の
内
面
を
集
点
化
し
て
い
る
。
外
面
的
に
は
芳
子
の
恋
 
 

の
監
督
者
に
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
時
雄
の
内
面
は
、
芳
子
を
 
 

美
し
い
女
弟
子
と
思
わ
ず
、
自
分
の
性
欲
を
満
た
す
対
象
で
あ
る
売
女
 
 

と
し
て
見
て
い
る
。
「
自
分
も
大
脇
に
手
を
出
し
て
、
性
慾
の
満
足
を
買
 
 

へ
ば
好
か
つ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
芳
子
の
弱
点
（
田
中
と
の
肉
体
関
 
 

係
）
 
を
利
用
し
て
彼
女
を
自
分
の
も
の
に
す
る
と
い
う
、
い
か
に
も
あ
 
 

け
す
け
な
醜
い
気
持
ち
の
卑
俗
で
大
胆
で
露
骨
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
 
 

る
。
こ
れ
は
島
村
抱
月
の
「
肉
の
人
、
赤
裸
々
な
人
間
の
大
胆
な
憤
悔
 
 

録
」
を
思
わ
せ
る
代
表
的
な
部
分
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
外
面
的
に
は
、
 
 

自
分
の
欲
望
に
関
し
て
は
い
か
な
る
行
動
も
起
こ
さ
な
い
。
憤
悔
し
な
 
 
 

次
の
場
面
に
は
、
芳
子
と
田
中
が
京
都
旅
行
に
行
っ
た
こ
と
を
知
り
、
 
 

煩
悶
す
る
主
人
公
の
内
面
が
措
か
れ
て
い
る
。
 
 

あ
の
男
に
身
を
任
せ
て
居
た
位
な
ら
、
何
も
其
の
魔
女
の
節
操
を
 
 

尊
ぶ
に
は
嘗
ら
な
か
つ
た
。
自
分
も
大
脇
に
手
を
出
し
て
、
性
慾
 
 

の
満
足
を
買
へ
ば
好
か
つ
た
。
か
う
思
ふ
と
、
今
道
上
天
の
境
に
 
 

置
い
た
美
し
い
芳
子
は
、
責
女
か
何
ぞ
の
や
う
に
思
は
れ
て
、
其
 
 

の
饅
は
愚
か
、
美
し
い
態
度
も
表
情
も
卑
し
む
気
に
な
つ
た
。
で
、
 
 

其
の
夜
は
悶
え
悶
え
て
殆
ど
眠
ら
れ
な
か
つ
た
。
（
中
略
）
其
の
弱
 
 

鮎
を
利
用
し
て
、
自
分
の
自
由
に
し
よ
う
か
と
思
っ
た
。
（
五
九
 
 

四
－
五
九
五
頁
）
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語
り
手
は
「
性
慾
と
悲
哀
と
絶
望
と
が
忽
ち
時
雄
の
胸
を
襲
っ
た
」
 
で
 
 

は
、
時
雄
の
内
面
を
見
て
い
る
が
、
次
の
 
「
時
雄
は
…
…
泣
い
た
」
で
 
 

は
、
時
雄
の
外
面
を
見
て
お
り
、
最
後
の
 
「
薄
暗
い
一
重
、
戸
外
に
は
 
 

風
が
吹
暴
れ
て
居
た
」
 
で
は
部
屋
と
戸
外
を
見
て
い
る
。
語
り
手
の
視
 
 

点
は
時
雄
の
内
面
か
ら
外
面
へ
、
時
雄
か
ら
部
屋
へ
、
部
屋
か
ら
部
屋
 
 

の
外
へ
と
、
時
雄
か
ら
離
れ
て
い
く
。
「
蒲
団
」
は
当
初
、
時
雄
の
内
面
 
 

に
あ
っ
た
視
点
が
、
最
後
に
は
時
雄
の
内
面
か
ら
完
全
に
離
れ
て
い
く
 
 

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
の
移
動
、
即
ち
、
語
り
手
が
時
雄
の
 
 

内
面
か
ら
外
面
に
視
点
を
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
雄
を
客
観
化
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
分
の
行
動
の
反
省
で
は
な
く
、
専
ら
内
面
 
 

の
罪
で
あ
る
。
「
蒲
団
」
の
全
編
に
は
時
雄
の
抑
え
ら
れ
た
欲
望
が
告
白
 
 

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
時
雄
の
内
面
を
描
い
て
い
る
が
、
最
後
 
 

の
場
面
に
な
る
と
、
語
り
手
の
視
点
は
彼
の
内
面
か
ら
離
れ
て
い
く
。
 
 
 

時
雄
が
芳
子
の
蒲
団
を
敷
き
、
夜
着
に
顔
を
埋
め
て
泣
く
「
蒲
団
」
の
 
 

最
後
の
場
面
は
∧
露
骨
な
る
描
写
＞
の
頂
点
を
な
し
て
い
る
。
 
 

性
慾
と
悲
哀
と
絶
望
と
が
忽
ち
時
雄
の
胸
を
襲
っ
た
。
時
雄
は
其
 
 

の
蒲
圃
を
敷
き
、
夜
着
を
か
け
、
冷
め
た
い
汚
れ
た
天
鴛
城
の
襟
 
 

に
顔
を
埋
め
て
泣
い
た
。
 
 

薄
暗
い
一
室
、
戸
外
に
は
風
が
吹
き
暴
れ
て
居
た
。
（
六
〇
六
－
六
 
 

〇
七
頁
）
 
 

す
る
こ
と
が
出
来
、
彼
の
行
動
が
滑
稽
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
部
分
で
初
め
て
、
芳
子
が
帰
っ
た
後
、
彼
女
の
部
屋
の
中
で
、
芳
 
 

子
の
蒲
団
の
臭
い
を
喚
ぎ
、
泣
い
て
い
る
主
人
公
の
行
動
（
芳
子
に
対
 
 

す
る
愛
欲
表
現
）
が
現
れ
る
。
時
雄
は
、
女
弟
子
に
愛
欲
を
感
じ
な
が
 
 

ら
も
、
彼
女
に
対
す
る
恋
の
表
現
は
勿
論
、
手
を
握
る
こ
と
さ
え
出
来
 
 

な
い
人
間
で
あ
る
。
時
雄
は
外
面
的
に
は
芳
子
に
対
し
て
師
で
あ
る
と
 
 

同
時
に
「
温
情
な
る
保
護
者
」
で
あ
り
、
芳
子
の
父
に
対
し
て
は
分
別
 
 

の
あ
る
、
信
頼
す
べ
さ
監
督
者
の
姿
勢
を
一
貫
し
て
守
っ
て
い
る
。
し
 
 

か
し
、
内
面
的
に
は
芳
子
の
恋
人
で
あ
る
田
中
へ
の
嫉
妬
を
感
じ
、
女
 
 

弟
子
で
あ
る
芳
子
に
性
欲
を
感
じ
、
苦
悩
し
て
い
る
人
間
で
あ
る
。
こ
 
 

の
涙
は
、
自
分
の
内
面
を
隠
し
、
最
後
ま
で
外
面
的
に
師
と
し
て
の
「
温
 
 

情
な
る
保
著
者
」
の
位
置
を
守
り
続
け
た
時
雄
の
煩
悶
の
爆
発
の
表
現
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
時
雄
の
告
白
が
終
わ
り
、
彼
と
い
う
人
間
 
 

の
全
て
が
さ
ら
け
だ
さ
れ
つ
く
し
た
小
説
の
最
後
の
場
面
が
、
芳
子
の
 
 

部
屋
で
の
情
景
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
か
ら
区
切
ら
れ
た
 
 

「
部
屋
」
の
中
に
は
、
肉
体
は
不
在
で
あ
り
、
臭
い
だ
け
が
浮
上
し
て
い
 
 

る
。
芳
子
が
帰
っ
た
後
、
彼
女
の
部
屋
で
流
す
時
雄
の
涙
は
、
対
象
の
 
 

な
い
「
性
慾
と
悲
哀
と
絶
望
」
で
あ
り
、
決
し
て
充
足
す
る
こ
と
の
な
 
 

い
男
の
欲
望
が
表
出
し
た
も
の
で
あ
社
会
か
ら
遮
断
さ
れ
た
部
屋
 
 

の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
対
象
の
な
い
肉
体
へ
の
愛
欲
が
渦
巻
く
中
で
、
 
 

泣
い
て
い
る
時
雄
の
姿
は
、
後
の
自
然
主
義
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
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三
 
手
紙
と
内
面
 
 

し
か
し
、
先
述
し
た
と
お
り
、
「
蒲
団
」
で
は
、
〃
、
Ⅳ
、
C
の
よ
う
 
 

に
、
語
り
手
が
時
雄
の
み
を
焦
点
化
す
る
こ
と
な
く
、
時
雄
か
ら
離
れ
 
 

て
自
由
に
揺
ら
い
で
い
る
場
面
も
あ
る
。
揺
ら
ぐ
視
点
に
よ
り
、
芳
子
 
 

の
内
面
に
入
り
、
彼
女
の
告
白
を
聞
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
特
 
 

に
芳
子
の
内
面
の
表
出
、
告
白
の
手
段
と
し
て
手
紙
が
使
わ
れ
る
。
こ
 
 

の
節
で
は
手
紙
を
通
じ
た
芳
子
の
告
白
を
聞
く
こ
と
で
、
手
紙
に
よ
る
 
 

芳
子
の
戦
略
及
び
テ
ク
ス
ト
の
戦
略
を
考
え
て
見
る
。
 
 
 

芳
子
が
時
雄
に
出
し
た
手
紙
の
中
で
は
、
視
点
は
芳
子
に
あ
り
、
読
 
 

者
は
彼
女
の
手
紙
を
通
し
て
芳
子
の
内
面
を
よ
り
赤
裸
々
に
知
る
こ
と
 
 

が
出
来
る
。
「
神
戸
の
女
学
院
の
生
徒
で
、
生
れ
は
備
中
の
新
見
町
で
、
 
 

渠
の
著
作
の
崇
拝
者
で
、
名
を
横
山
芳
子
と
い
ふ
女
か
ら
崇
拝
の
情
を
 
 

以
て
充
さ
れ
た
一
通
日
の
手
紙
を
受
取
っ
た
の
は
其
の
頃
で
あ
つ
た
」
 
 

こ
に
あ
る
の
は
、
社
会
か
ら
背
を
向
け
て
、
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
部
屋
の
 
 

中
で
悩
み
つ
づ
け
る
人
間
像
で
あ
る
。
「
蒲
団
」
に
お
い
て
は
、
全
て
社
 
 

会
と
の
関
係
の
中
で
戦
う
こ
と
な
く
、
社
会
へ
の
広
が
り
を
見
せ
ず
、
閉
 
 

ざ
さ
れ
た
部
屋
の
中
で
悩
む
人
間
が
措
か
れ
る
。
即
ち
、
日
本
自
然
主
 
 

義
は
、
「
蒲
団
」
に
よ
り
、
＜
現
実
∨
を
措
く
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
で
は
な
 
 

く
、
＜
私
生
活
＞
を
題
材
に
し
な
が
ら
∧
内
面
＞
を
描
く
告
白
小
説
を
 
 

発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
五
二
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
最
初
に
時
雄
と
師
弟
関
係
を
結
ん
だ
の
 
 

も
手
紙
を
通
し
て
で
あ
る
。
芳
子
は
一
通
の
手
紙
で
断
ら
れ
た
後
も
、
二
 
 

通
日
、
三
通
目
の
手
紙
を
出
し
て
、
「
い
か
な
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
先
生
 
 

の
門
下
生
に
な
つ
て
、
一
生
文
学
に
従
事
し
た
い
と
の
切
な
る
願
望
」
（
五
 
 

二
六
頁
）
を
訴
え
た
の
で
、
つ
い
に
時
雄
は
彼
女
を
弟
子
に
す
る
。
芳
 
 

子
は
手
紙
を
通
し
て
自
分
の
主
張
を
貫
く
女
性
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
。
 
 

ま
た
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
ば
、
芳
子
の
場
合
、
告
白
は
、
主
に
手
紙
に
 
 

よ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
手
紙
の
引
用
と
い
う
形
で
彼
 
 

女
の
内
面
が
表
現
さ
れ
る
の
で
、
語
り
手
は
、
手
紙
に
関
し
て
は
責
任
 
 

を
負
わ
な
く
て
も
い
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
「
書
簡
と
い
う
他
者
に
語
 
 

ら
せ
る
こ
と
で
、
物
語
を
支
配
す
る
語
り
手
は
巧
妙
に
、
自
分
に
向
け
 
 

ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
非
難
を
回
避
し
て
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
 
 

芳
子
の
手
紙
は
物
語
の
語
り
手
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
 
 
 

芳
子
が
時
雄
の
弟
子
に
な
っ
て
以
後
、
時
雄
に
彼
女
の
内
面
を
吐
露
 
 

し
た
手
紙
は
、
三
通
あ
る
。
一
通
日
は
芳
子
の
恋
人
田
中
が
上
京
し
た
 
 

こ
と
の
相
談
、
二
通
目
は
田
中
と
の
関
係
を
認
め
る
た
め
の
も
の
、
三
 
 

通
目
は
田
中
と
の
肉
体
関
係
を
告
白
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
一
回
目
の
手
紙
で
芳
子
は
、
田
中
と
の
肉
体
関
係
が
な
い
こ
 
 

と
を
書
い
て
い
る
。
 
 

萬
一
の
時
に
は
あ
の
時
嵯
峨
に
一
緒
に
参
っ
た
友
人
を
謹
人
に
し
 
 

て
、
二
人
の
間
が
決
し
て
汚
れ
た
関
係
の
無
い
こ
と
を
耕
明
し
、
別
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こ
の
手
紙
で
は
、
田
中
を
迎
え
に
新
橋
に
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
先
 
 

生
、
許
し
て
下
さ
い
、
私
は
其
時
刻
に
迎
へ
に
参
り
ま
し
た
の
で
す
」
（
五
 
 

四
〇
頁
）
と
い
う
よ
う
に
自
分
の
行
為
を
告
白
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
上
 
 

の
引
用
の
よ
う
に
「
二
人
の
間
が
決
し
て
汚
れ
た
関
係
の
無
い
こ
と
を
 
 

耕
明
」
し
、
田
中
と
の
関
係
が
潔
白
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
 
 

し
、
そ
れ
は
嘘
で
あ
っ
た
こ
と
が
三
回
目
の
手
紙
で
明
か
さ
れ
る
。
実
 
 

際
、
肉
体
関
係
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
が
、
主
人
公
が
そ
れ
に
気
づ
 
 

く
の
は
、
三
回
目
の
手
紙
に
ま
で
引
き
延
ば
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
 
 

の
手
紙
は
「
他
者
の
言
葉
を
引
用
と
い
う
方
法
を
通
し
て
二
人
の
肉
体
 
 

関
係
の
不
在
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
形
成
し
て
い
肇
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
 
 

う
に
、
こ
こ
で
は
語
り
手
は
書
簡
と
い
う
テ
キ
ス
ト
と
は
異
な
っ
た
地
 
 

点
に
立
っ
て
お
り
、
真
実
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
い
る
。
こ
こ
に
、
手
紙
 
 

と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
戦
略
が
あ
る
。
こ
の
芳
子
の
手
紙
は
、
二
人
の
関
 
 

係
を
時
雄
に
、
父
親
に
、
そ
し
て
読
者
に
対
し
て
隠
蔽
す
る
手
段
で
あ
 
 

る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
戦
略
は
、
自
分
の
師
で
あ
る
時
雄
に
、
「
神
聖
 
 

な
真
面
目
な
恋
の
証
人
」
と
な
っ
て
も
ら
う
た
め
、
手
紙
で
「
打
明
け
 
 

れ
て
後
互
ひ
に
感
じ
た
二
人
の
燦
愛
を
打
明
け
て
、
先
生
に
お
鎚
 
 

り
申
し
て
郷
里
の
父
母
の
方
へ
も
逐
一
言
っ
て
頂
か
う
と
決
心
し
 
 

て
参
り
ま
し
た
相
で
す
。
（
中
略
）
他
人
か
ら
誤
解
さ
れ
る
や
う
な
 
 

こ
と
ば
致
し
ま
せ
ん
。
誓
っ
て
、
決
し
て
致
し
ま
せ
ん
。
（
五
四
 
 

一
1
五
四
二
真
）
 
 

「
私
は
決
心
致
し
ま
し
た
」
の
よ
う
に
、
芳
子
の
手
紙
に
は
「
私
」
と
 
 

い
う
主
語
が
多
く
見
ら
れ
、
親
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
も
自
分
の
好
き
 
 

な
人
と
の
関
係
を
続
け
た
い
と
い
う
強
い
意
志
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
 
 

「
先
生
」
と
頻
繁
に
呼
び
か
け
て
お
り
、
「
私
」
「
先
生
」
の
二
人
の
関
係
 
 

が
緊
密
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
「
私
」
「
先
生
」
の
二
人
 
 

の
特
別
な
関
係
を
利
用
し
て
、
時
雄
を
自
分
の
味
方
に
し
よ
う
と
す
る
。
 
 
 

し
か
し
、
三
つ
目
の
手
紙
で
は
自
分
と
田
中
と
の
肉
体
関
係
を
告
白
 
 

し
て
い
る
。
 
 

て
願
う
方
が
得
策
」
だ
と
思
っ
た
芳
子
の
戟
略
で
あ
る
。
時
雄
が
二
人
 
 

の
恋
の
証
人
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
戦
略
は
成
功
す
る
の
だ
が
、
 
 

そ
れ
は
芳
子
が
真
実
を
欺
い
て
打
ち
明
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
功
し
た
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

二
通
目
の
手
紙
で
は
芳
子
が
田
中
に
従
お
う
と
す
る
強
い
意
志
が
現
 
 

れ
て
い
る
。
 
 

先
生
、
私
は
決
心
致
し
ま
し
た
。
聖
書
に
も
女
は
親
に
離
れ
て
夫
 
 

に
従
ふ
と
御
座
い
ま
す
通
り
、
私
は
田
中
に
従
は
う
と
存
じ
ま
す
。
 
 

（
五
七
七
頁
）
 
 

先
生
 
 

私
は
堕
落
女
学
生
で
す
。
私
は
先
生
の
御
厚
意
を
利
用
し
て
、
先
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最
初
の
手
紙
で
は
嘘
を
つ
い
て
で
も
自
分
た
ち
の
関
係
を
認
め
て
も
ら
 
 

お
う
と
し
、
一
度
は
成
功
し
た
わ
け
だ
が
、
三
度
目
の
手
紙
で
は
真
実
 
 

を
告
白
し
て
し
ま
う
。
真
実
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
 
 

は
、
時
雄
の
「
二
人
の
間
に
は
神
聖
の
靂
の
懲
の
み
成
立
っ
て
居
て
、
汚
 
 

い
関
係
は
無
い
で
あ
ら
う
」
（
五
八
七
五
）
と
い
う
発
言
に
対
す
る
、
芳
 
 

子
の
父
親
の
「
『
で
も
ま
ァ
、
其
方
の
関
係
も
あ
る
も
の
と
し
て
見
な
け
 
 

れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
、
』
」
（
五
八
七
頁
）
と
い
う
発
言
が
発
端
に
な
る
。
 
 

父
親
の
言
葉
は
、
時
雄
の
認
識
に
影
響
を
与
え
、
具
体
的
な
行
動
を
起
 
 

さ
せ
る
契
機
に
な
る
力
を
持
つ
。
父
親
の
言
葉
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
 
 

い
て
、
た
ん
な
る
「
物
語
世
界
内
で
の
璽
口
以
上
の
働
を
し
て
い
 
 

る
。
父
親
と
の
会
話
の
後
、
時
雄
は
「
其
の
身
の
潔
白
を
讃
す
る
鶉
め
 
 

に
、
其
の
前
後
の
手
紙
を
見
せ
給
へ
と
退
」
（
五
九
三
頁
）
る
の
で
あ
る
。
 
 

そ
れ
を
聞
い
た
芳
子
は
顔
が
赤
く
な
り
、
手
紙
を
「
焼
い
た
」
と
弁
明
 
 

す
る
の
で
あ
る
が
、
強
引
に
迫
る
時
雄
に
、
右
の
手
紙
を
書
き
、
真
実
 
 

を
告
白
す
る
。
結
局
、
芳
子
は
自
分
と
田
中
の
肉
体
関
係
を
手
紙
で
告
 
 

白
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
父
親
の
言
葉
を
契
機
に
し
て
時
 
 

雄
は
さ
ら
に
疑
惑
を
深
め
、
芳
子
に
告
白
を
強
い
、
彼
女
を
肉
体
関
係
 
 

の
告
白
に
追
い
込
む
と
い
う
行
為
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
芳
子
の
肉
体
 
 

関
係
に
関
す
る
真
相
は
、
他
者
の
言
葉
で
あ
る
芳
子
の
父
親
の
言
葉
に
 
 

生
を
欺
き
ま
し
た
。
其
の
罪
は
い
く
ら
お
詫
び
し
て
も
許
さ
れ
ま
 
 

せ
ぬ
ほ
ど
大
き
い
と
思
ひ
ま
す
。
（
五
九
七
頁
）
 
 

よ
っ
て
事
実
が
開
示
さ
れ
る
に
至
る
。
彼
女
は
「
先
生
に
教
へ
て
頂
い
 
 

た
新
し
い
明
治
の
女
子
と
し
て
の
務
め
、
そ
れ
を
私
は
行
っ
て
居
り
ま
 
 

せ
ん
で
し
た
。
矢
張
、
私
は
奮
派
の
女
、
新
し
い
思
想
を
行
ふ
勇
気
を
 
 

持
っ
て
居
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
（
五
九
七
頁
）
と
い
い
、
真
実
を
告
白
す
 
 

る
こ
と
に
よ
り
自
分
の
夢
を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
よ
 
 

う
な
真
実
の
告
白
に
よ
っ
て
、
芳
子
の
夢
は
途
絶
え
、
芳
子
は
失
敗
と
 
 

挫
折
を
味
わ
う
。
 
 
 

芳
子
の
手
紙
は
、
自
分
と
田
中
と
の
肉
体
関
係
を
隠
蔽
す
る
手
段
で
 
 

あ
る
と
同
時
に
、
真
実
の
告
白
の
手
段
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。
手
 
 

紙
の
視
点
は
芳
子
に
あ
る
。
芳
子
の
手
紙
は
、
芳
子
と
田
中
と
の
肉
体
 
 

関
係
の
露
呈
と
い
う
物
語
を
生
産
し
た
。
そ
こ
で
読
者
は
芳
子
の
物
語
 
 

を
読
み
、
彼
女
の
内
面
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
 
 

お
わ
り
に
 
 

「
蒲
団
」
で
は
、
語
り
手
が
時
雄
を
焦
点
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
雄
 
 

の
内
面
を
描
く
と
同
時
に
、
芳
子
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
、
芳
子
の
内
面
も
表
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
芳
子
の
内
面
 
 

を
措
く
こ
と
で
、
女
性
の
物
語
を
排
除
し
な
い
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
 
 

す
。
「
蒲
団
」
の
揺
ら
ぐ
視
点
に
よ
っ
て
、
男
性
の
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
 
 

女
性
の
視
点
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
女
性
の
物
語
が
措
か
れ
る
こ
と
に
な
 
 

っ
た
。
近
代
物
語
の
殆
ど
が
男
性
の
視
点
に
よ
る
男
性
中
心
の
物
語
で
 
 

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
蒲
団
」
は
女
性
の
視
点
が
入
っ
た
女
性
の
物
語
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を
排
除
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
語
り
手
の
揺
ら
ぐ
視
点
に
よ
り
、
得
ら
 
 

れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

告
白
の
場
に
寄
り
掛
か
っ
た
作
家
＝
＝
主
人
公
と
い
う
「
蒲
団
」
及
び
 
 

私
小
説
の
読
み
は
、
虚
構
を
前
提
と
す
る
と
い
う
小
説
の
概
念
を
転
覆
 
 

し
た
と
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
転
覆
の
原
因
と
し
て
、
「
蒲
団
」
 
 

は
批
判
さ
れ
て
釆
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
蒲
団
」
だ
け
の
責
任
で
あ
ろ
 
 

う
か
。
田
山
花
袋
は
「
蒲
団
」
 
で
、
自
分
自
身
を
モ
デ
ル
に
し
て
主
人
 
 

公
を
描
い
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
主
人
公
の
内
面
に
 
 

主
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
田
山
花
袋
と
そ
の
女
弟
 
 

子
と
の
間
柄
を
事
実
と
し
て
証
明
す
る
よ
う
な
根
拠
は
何
処
に
も
な
い
。
 
 

つ
ま
り
、
「
蒲
団
」
を
田
山
花
袋
の
経
験
の
あ
り
の
ま
ま
の
告
白
で
あ
る
 
 

と
い
う
根
拠
は
、
何
処
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
蒲
 
 

団
」
が
常
に
、
竹
中
時
雄
の
物
語
＝
田
山
花
袋
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
 
 

私
小
説
言
説
を
作
り
上
げ
た
原
因
と
し
て
は
、
A
、
B
、
C
の
よ
う
な
 
 

語
り
の
特
異
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
主
語
が
三
人
 
 

称
「
彼
」
 
で
あ
り
な
が
ら
、
常
に
「
私
」
小
説
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
 
 

こ
と
、
即
ち
、
語
り
の
視
点
が
時
雄
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
他
方
で
一
人
称
で
は
な
く
三
人
称
で
書
い
て
客
観
性
を
維
持
 
 

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
や
〃
、
Ⅳ
、
C
に
見
た
よ
う
に
、
語
り
手
が
 
 

主
人
公
以
外
の
人
物
の
視
点
即
ち
、
芳
子
を
焦
点
化
し
、
彼
女
の
内
面
 
 

を
描
く
こ
と
も
行
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
私
小
説
と
し
て
読
め
な
 
 

い
根
拠
に
も
な
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
蒲
団
」
が
た
ん
に
事
実
の
 
 

註
 
 

（
1
）
「
露
骨
な
る
描
写
」
『
定
本
花
袋
全
集
』
第
二
六
巻
（
京
都
、
臨
川
書
店
、
 
 
 

一
九
九
五
）
一
五
六
頁
。
 
 

（
2
）
「
私
小
説
論
」
『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
三
巻
（
東
京
、
新
潮
社
、
一
九
六
八
）
 
 

〓
〓
－
一
二
二
貢
。
 
 

（
3
）
中
村
光
夫
「
風
俗
小
説
論
 
－
 
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
」
『
中
村
光
夫
全
集
』
 
 
 

第
七
巻
（
東
京
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
）
五
四
四
頁
。
 
 

（
4
）
同
書
、
五
四
四
頁
。
 
 

（
5
）
同
書
、
五
二
五
－
六
一
五
頁
。
 
 
 

告
白
と
し
て
読
ま
れ
て
釆
た
の
は
、
A
、
B
、
C
の
よ
う
な
語
り
そ
の
 
 

も
の
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
時
の
批
評
者
た
ち
の
読
み
の
悶
漕
 
 

で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
批
評
家
た
ち
は
、
〃
、
Ⅳ
、
C
の
 
 

読
み
を
排
除
し
、
A
、
B
、
C
の
読
み
の
み
を
浮
巷
彫
り
に
し
、
実
際
 
 

に
は
田
山
花
袋
が
主
人
公
で
あ
る
と
読
み
変
え
た
。
こ
の
よ
う
な
読
み
 
 

が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
私
小
説
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
し
て
、
「
蒲
団
」
 
 

の
奇
妙
な
語
り
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
批
評
家
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
 
 

読
み
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
私
小
説
言
説
は
「
蒲
団
」
の
 
 

語
り
と
批
評
家
た
ち
の
読
み
の
合
致
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
 
 

し
て
、
そ
れ
は
も
う
一
つ
の
女
性
の
物
語
と
い
う
読
み
の
解
釈
を
排
除
 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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（
6
）
和
田
謹
書
「
『
蒲
団
』
前
後
」
『
自
然
主
義
文
学
』
（
東
京
、
至
文
堂
、
一
 
 

九
六
六
）
一
八
一
頁
。
同
じ
よ
う
な
見
解
が
鈴
木
登
美
の
論
文
に
も
見
ら
 
 

れ
る
。
 
 

鈴
木
登
美
は
「
私
小
説
は
特
定
の
文
学
形
式
あ
る
い
は
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
 
 

よ
り
、
大
多
数
の
文
学
作
品
が
そ
れ
に
よ
っ
て
判
定
・
記
述
さ
れ
た
、
一
 
 

つ
の
文
学
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
 
 

ど
ん
な
テ
キ
ス
ト
も
、
こ
の
モ
ー
ド
で
読
ま
れ
れ
ば
、
私
小
説
に
な
り
う
 
 

る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
鈴
木
登
美
著
、
大
内
和
子
・
雲
和
子
訳
 
 

『
語
ら
れ
た
自
己
－
日
本
近
代
の
私
小
説
言
説
』
（
東
京
、
岩
波
書
店
、
二
 
 

〇
〇
〇
）
一
〇
頁
。
 
 

（
7
）
中
村
光
夫
、
前
掲
書
、
五
五
三
頁
。
 
 

（
8
）
同
書
、
五
五
三
貢
。
 
 

（
9
）
田
山
花
袋
『
定
本
花
袋
全
集
』
第
一
巻
（
京
都
、
臨
川
書
店
、
一
九
九
三
）
。
 
 

以
下
、
「
蒲
団
」
の
引
用
は
こ
の
全
集
本
か
ら
行
な
い
、
以
後
ば
本
文
中
 
 

に
貢
数
の
み
を
記
す
。
 
 

（
1
0
）
中
村
光
夫
、
前
掲
書
、
五
五
九
頁
。
 
 

（
1
1
）
川
上
美
那
子
「
自
然
主
義
文
学
の
表
現
構
造
 
－
 
田
山
花
袋
・
「
重
右
衛
 
 

門
の
最
後
」
か
ら
「
生
」
ヘ
 
ー
 
」
『
人
文
学
報
』
二
〇
七
（
一
九
八
九
・
 
 

三
）
五
七
頁
。
 
 

（
1
2
）
同
書
、
五
四
－
五
五
頁
。
 
 

（
1
3
）
日
比
嘉
高
「
「
蒲
団
」
の
読
ま
れ
方
、
あ
る
い
は
自
己
表
象
テ
ク
ス
ト
誕
 
 

生
期
の
メ
デ
ィ
ア
史
」
『
文
学
研
究
論
集
』
一
四
（
筑
波
大
学
比
較
理
論
 
 

文
学
会
、
一
九
九
七
）
一
六
九
貢
。
 
 

（
1
4
）
高
橋
敏
夫
「
『
蒲
団
』
 
－
 
「
爆
風
」
に
区
切
ら
れ
た
物
語
 
－
 
」
『
国
 
 

文
学
研
究
』
八
七
巻
二
九
八
五
・
一
〇
）
五
〇
貢
。
 
 

（
1
5
）
田
山
花
袋
「
東
京
の
三
十
年
」
『
定
本
花
袋
全
集
』
第
一
五
巻
（
京
都
、
臨
 
 

川
書
店
、
一
九
九
五
）
六
〇
一
貫
。
 
 

（
1
6
）
高
橋
敏
夫
、
前
掲
書
、
五
五
貢
参
考
。
 
 

（
1
7
）
棚
田
輝
嘉
「
田
山
花
袋
『
蒲
団
』
 
－
 
語
り
手
の
位
置
・
覚
え
書
 
－
 
」
 
 

『
国
語
国
文
』
五
六
巻
五
号
（
一
九
八
七
・
五
）
八
頁
。
 
 

（
1
8
）
同
書
、
九
頁
。
 
 

（
1
9
）
藤
森
緒
「
語
る
こ
と
と
読
む
こ
と
の
間
 
－
 
田
山
花
袋
『
蒲
団
』
の
物
語
 
 
 

言
説
1
」
『
国
文
学
』
（
解
釈
と
鑑
賞
）
第
五
九
巻
四
号
（
一
九
九
四
・
 
 

四
）
八
五
頁
。
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