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「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」（
昭
和
十
一
・
一
、七
「
改
造
」）
は
、

取
り
立
て
て
強
い
物
語
的
主
題
を
感
じ
さ
せ
な
い
が
、
そ
の
表
現
に

よ
っ
て
読
者
を
物
語
世
界
へ
と
巻
き
込
ん
で
い
く
よ
う
な
小
説
で
あ

る（
�
（

。
そ
う
し
た
表
現
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
際
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

小
説
中
に
お
け
る
会
話
の
独
特
の
存
在
感
を
指
摘
し
た
川
端
康
成
の

次
の
よ
う
な
評
価
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

�
（

。

谷
崎
潤
一
郎
氏
の
「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
は
、
会
話

が
大
阪
弁
で
あ
る
。
大
阪
の
田
舎
育
ち
の
私
に
は
、
そ
の
発
音

が
聞
え
、
そ
の
味
は
地
の
文
や
作
中
人
物
の
上
に
ま
で
拡
が
る
。

大
阪
弁
に
親
し
め
ぬ
読
者
に
は
分
ら
ぬ
こ
と
か
と
思
ふ
。
し
つ

つ
こ
く
て
、
こ
つ
て
り
と
し
て
、
し
か
も
浅
い
庄
造
と
い
ふ
主

人
公
は
実
に
大
阪
で
あ
る
。
そ
し
て
作
品
そ
の
も
の
の
印
象
で

も
あ
る
。

そ
の
会
話
は
読
者
の
地
の
文
や
作
中
人
物
の
把
握
に
も
影
響
を
与

え
る
も
の
で
あ
り
、
小
説
全
体
の
印
象
を
形
作
る
も
の
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
川
端
は
こ
う
し
た
表
現
効
果
を
大
阪
弁
や
大
阪
と
い
う
土

地
の
郷
土
性
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
て
い
る
。
確
か
に
会
話
表
現
は

阪
神
地
方
の
方
言
を
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
で
独
特
の
彩
り
を
帯
び

た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
こ
の
小
説
の
地
の
文
で
は

方
言
が
一
切
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
川
端
が
指

摘
し
て
い
る
よ
う
な
表
現
効
果
が
感
じ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
に
は
そ
う
し
た
効
果
を
促
す
よ
う
な

表
現
の
様
式
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

谷
崎
は「
卍
」（「
改
造
」昭
和
三
・
三
～
四
・
四
、六
～
十
、十
二
～
五
・
一
、四
）

以
降
の
「
盲
目
物
語
」（「
中
央
公
論
」
昭
和
六
・
九
）、「
蘆
刈
」（「
改
造
」

谷
崎
潤
一
郎
「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
論

―
―

複
相
化
す
る
表
現
空
間―

―

佐
藤　

淳
一
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昭
和
七
・
十
一
、十
二
）、「
春
琴
抄
」（「
中
央
公
論
」
昭
和
八
・
六
）
な
ど
の

小
説
に
お
い
て
、
作
中
人
物
の
会
話
を
一
人
称
の
語
り
手
が
展
開
す

る
地
の
文
に
織
り
込
ん
で
い
く
よ
う
な
表
現
様
式
を
く
り
返
し
用
い

て
い
る
。
一
連
の
表
現
様
式
は
、「
春
琴
抄
後
語
」（「
改
造
」
昭
和
九
・
六
）

に
よ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
な
ど
を
参
考
に
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
す

れ
ば
会
話
表
現
と
地
の
文
と
の
効
果
的
な
接
合
が
可
能
に
な
る
か
と

い
う
課
題
に
応
え
よ
う
と
し
て
創
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
が
そ
う
し
た
表
現
の
変
遷
の
後
に
書

か
れ
た
小
説
で
あ
り
、『
潤
一
郎
譯
源
氏
物
語
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和

十
四
・
一
～
十
六
・
七
、
以
下
で
は
『
旧
訳
』
と
す
る
）
に
並
行
し
て
執
筆
さ

れ
て
い
る
こ
と（

�
（

を
考
え
れ
ば
、
そ
の
表
現
様
式
の
分
析
に
際
し
て
も
、

会
話
表
現
と
地
の
文
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
性
の
下
に
織
り
合
わ
さ

れ
て
い
る
の
か
を
問
う
て
み
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。本

論
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
表
現
様
式
や
谷
崎
の
近
代
の
小
説
表

現
に
つ
い
て
の
批
判
意
識
と
の
関
連
を
確
認
し
つ
つ
、「
猫
と
庄
造
と

二
人
の
を
ん
な
」
の
表
現
上
の
達
成
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
物
語
世
界

を
切
り
開
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一

「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
の
地
の
文
に
は
谷
崎
の
『
源
氏
物

語
』
の
訳
業
か
ら
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
源
氏
物
語
』
と

こ
の
小
説
の
間
に
は
内
容
的
な
連
関
が
あ
る
と
す
る
指
摘
も
あ
る
が（

（
（

、

何
よ
り
目
に
付
き
や
す
い
共
通
点
は
、『
旧
訳
』
と
こ
の
小
説
双
方
の

地
の
文
に
お
い
て
話
題
の
転
換
や
進
展
を
促
す
接
続
詞
的
な
語
句
が

多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

左
の
大
殿
も
、
す
さ
ま
じ
き
心
地
し
た
ま
ひ
て
、
こ
と
に
内
裏

に
も
参
り
た
ま
は
ず
。
故
姫
君
を
、
引
き
よ
き
て
、
こ
の
大
将

の
君
に
聞
こ
え
つ
け
た
ま
ひ
し
御
心
を
、
后
は
思
し
お
き
て
、

よ
ろ
し
う
も
思
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ず
。
大
臣
の
御
仲
も
、
も
と

よ
り
そ
ば
そ
ば
し
う
お
は
す
る
に
、
故
院
の
御
世
に
は
わ
が
ま

ま
に
お
は
せ
し
を
、
時
移
り
て
、
し
た
り
顔
に
お
は
す
る
を
、

あ
ぢ
き
な
し
と
思
し
た
る
、
こ
と
わ
り
な
り（

（
（

。

以
上
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
賢
木
」
の
一
節
で
あ
る
が
、『
旧
訳
』
は

そ
れ
を
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

左
の
大
殿
も
、
興
ざ
め
た
心
地
が
遊
ば
し
て
、
あ
ま
り
出
仕
も

な
さ
ら
な
か
つ
た
が
、
そ
れ
と
云
う
の
も
、
お
亡
く
な
り
に
な

つ
た
姫
君
を
、
お
上
へ
お
上
げ
申
さ
な
い
で
、
大
将
の
君
に
お

逢
わ
せ
に
な
つ
た
の
を
、
后
が
お
ふ
く
み
遊
ば
し
て
、
面
白
か
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ら
ず
お
思
ひ
に
な
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
そ
れ

に
も
と
〳
〵
、
大
臣
同
士
の
お
ん
間
柄
が
よ
そ
〳
〵
し
く
、
故

院
の
御
代
に
は
左
大
臣
が
権
勢
を
振
る
つ
て
い
ら
し
つ
た
の
に
、

今
は
時
勢
が
変
わ
つ
て
し
ま
つ
て
、
右
大
臣
が
し
た
り
顔
を
し

て
い
ら
つ
し
や
る
の
を
、
あ
ぢ
き
な
き
お
思
ひ
に
な
る
の
も
道

理
で
あ
つ
た
。

比
較
す
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
そ
れ
と
云
う
の
も
」
や
「
そ
れ
に
」

と
い
う
語
句
を
補
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
文
章
が
表
現
し

て
い
る
事
柄
の
因
果
関
係
を
よ
り
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
谷
崎
は
、

こ
の
よ
う
な
話
題
の
転
換
や
進
展
を
促
す
接
続
詞
的
な
語
句
に
よ
っ

て
、
意
味
の
文
脈
を
整
理
し
語
り
の
調
子
を
整
え
る
こ
と
で
『
旧
訳
』

に
お
け
る
特
徴
的
な
文
体
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る（

（
（

。

そ
う
し
た
語
句
は
地
の
文
に
作
中
人
物
の
直
接
的
な
言
表
を
織
り

混
ぜ
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。以
下
は『
旧
訳
』

の
「
桐
壺
」
の
一
節
で
あ
る
。

此
の
お
ん
方
の
お
ん
恨
み
ご
と
ば
か
り
は
、
お
上
も
お
う
る
さ

く
、
面
倒
な
も
の
に
思
し
召
し
て
お
い
で
に
な
る
の
で
あ
つ
た

が
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
有
難
い
御
影
を
た
つ
た
一
つ
の
頼
み

の
綱
に
し
て
お
ら
れ
る
更
衣
は
、
自
分
の
こ
と
を
悪
様
に
云
ひ
、

越
度
を
探
し
出
さ
う
と
す
る
人
た
ち
が
多
い
の
に
、
我
が
身
は

か
よ
わ
く
、
心
細
い
有
様
で
、
な
ま
な
か
御
恩
を
蒙
つ
た
こ
と

が
恨
め
し
く
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
思
い
を
さ
れ
る
の
で
あ
つ
た（

（
（

。

こ
こ
で
は
帝
が
弘
徽
殿
の
女
御
を
厭
わ
し
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
地

の
文
の
語
り
に
よ
る
描
写
に
桐
壺
の
更
衣
が
人
に
貶
め
ら
れ
る
我
が

身
を
嘆
い
て
い
る
と
い
う
描
写
が
連
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
後
者
に

は
「
我
が
身
は
か
弱
く
」
と
い
う
更
衣
の
自
己
認
識
が
彼
女
自
身
に

よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
と
も
受
け
取
れ
る
よ
う
な
表
現
が
混
在
し
て
い

る
。
そ
れ
が
必
ず
し
も
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、「
そ
れ
に
つ

け
て
も
」
と
い
う
語
句
が
、
桐
壺
帝
か
ら
更
衣
へ
と
話
題
の
対
象
が

移
行
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
だ
け
な
く
、
更

衣
の
直
接
的
な
言
表
す
な
わ
ち
「
我
が
身
は
か
よ
わ
く
」
と
い
う
言

葉
を
引
き
出
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

本
来
は
性
質
が
異
な
る
は
ず
の
地
の
文
の
語
り
手
に
よ
る
語
り
と
更

衣
に
即
し
た
表
現
と
い
う
二
つ
の
叙
述
は
「
そ
れ
に
つ
け
て
も
」
と

い
う
一
つ
の
語
句
を
出
発
点
と
す
る
と
い
う
共
通
点
に
よ
っ
て
結
ば

れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
「
そ
れ
に
つ
け
て
も
」
に
代
表
さ
れ
る
接

続
詞
的
な
語
句
は
地
の
文
に
作
中
人
物
に
即
し
た
表
現
を
無
理
な
く

取
り
こ
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
場
合
が
あ
り
、
異
な
る
叙
述
の
結
節

点
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
語
句
は
「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
の
地
の
文
に

お
い
て
も
多
用
さ
れ
て
い
る
。

「
ま
、
ま
あ
待
ち
！
訳
も
云
わ
ん
と
さ
う
云
ふ
た
か
て
無
理
や
な
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い
か
。
何
ぞ
お
前
気
に
触
つ
た
こ
と
あ
る
ん
の
ん
か
？
」

リ
ヽ
ー
に
対
す
る
焼
餅
？―

―

と
一
応
思
い
つ
い
て
み
た
が
、

そ
れ
も
腑
に
落
ち
な
い
と
云
ふ
の
は
、
も
と
〳
〵
自
分
も
猫
が

好
き
だ
つ
た
筈
な
の
で
あ
る
。（
略
）
品
子
が
と
き
〴
〵
猫
の
こ

と
で
焼
餅
を
焼
く
話
を
聞
く
と
、
福
子
は
彼
女
の
非
常
識
を
笑

つ
て
、
嘲
弄
の
種
に
し
た
も
の
だ
つ
た
。
そ
の
く
ら
ゐ
だ
か
ら
、

勿
論
庄
造
の
猫
好
き
を
承
知
の
上
で
き
た
の
で
あ
る
し
、
そ
れ

か
ら
此
方
、
自
分
も
彼
と
一
緒
に
な
つ
て
リ
ヽ
ー
を
可
愛
が
つ

て
き
た
の
で
あ
る
。（
略
）
リ
ヽ
ー
の
介
在
す
る
こ
と
が
、（
略
）

食
卓
の
空
気
を
明
朗
化
す
る
効
能
は
あ
つ
て
も
、
邪
魔
に
な
つ

て
は
ゐ
な
い
は
ず
だ
つ
た
。
と
す
る
と
一
体
、
何
が
原
因
な
の

で
あ
ら
う
。
つ
い
昨
日
ま
で
、
い
や
さ
つ
き
、
晩
酌
を
五
六
杯

重
ね
る
ま
で
は
何
の
こ
と
も
な
か
つ
た
の
に
、
い
つ
の
間
に
か

形
勢
が
変
つ
た
の
は
、
何
か
ほ
ん
の
些
細
な
こ
と
が
癪
に
触
つ

た
の
で
も
あ
ら
う
か
。
そ
れ
と
も
「
品
子
に
譲
つ
て
や
れ
」
と

云
ふ
の
を
見
る
と
、
急
に
彼
女
が
可
哀
そ
う
に
で
も
な
つ
た
の

か
知
ら
ん
。

さ
う
云
へ
ば
、
品
子
が
此
処
を
出
て
行
く
時
に
、
交
換
条
件
の

一
つ
と
し
て
リ
ヽ
ー
を
連
れ
て
行
き
た
い
と
云
ふ
申
し
出
が
あ

り
、
そ
の
後
も
塚
本
を
仲
に
立
て
ゝ
、
二
三
度
そ
の
希
望
を
伝

え
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
「
そ
の
く
ら
ゐ
だ
か
ら
」
な
ど
の
語
句
が
地
の
文
の
語
り

の
話
題
の
転
換
に
応
じ
て
使
用
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
固
有
の

リ
ズ
ム
や
論
理
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
「
と
す
る
と
一
体
」
や
「
そ
れ
と
も
」
と
い
う
語
句
の
場
合
は
、

「
何
が
原
因
な
の
で
あ
ら
う
」
や
「
彼
女
が
可
哀
そ
う
に
で
も
な
つ
た

の
か
知
ら
ん
」
と
い
う
庄
造
か
ら
直
接
発
せ
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
表
現
の
起
点
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
地
の
文
全
体
の
リ

ズ
ム
を
整
え
そ
の
論
理
的
な
筋
道
を
示
す
こ
と
に
機
能
す
る
接
続
詞

的
な
語
句
は
作
中
人
物
に
即
し
た
叙
述
を
引
き
出
す
役
割
を
果
た
す

こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
で
は
一
連
の
語
句
が
持
つ
そ
う
し
た
二
重
性

を
活
用
し
て
、
地
の
文
の
語
り
に
庄
造
に
即
し
た
表
現
が
取
り
交
ぜ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
二
重
性
は
ま
た
「
そ
れ
か
ら
此
方
」「
さ
う
云
へ
ば
」
と

い
っ
た
一
つ
の
語
句
の
内
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

ら
の
語
句
は
庄
造
の
思
考
の
流
れ
に
そ
っ
て
現
出
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
も
の
で
も
あ
り
な
が
ら
、
語
り
手
の
新
た
な
事
実
の
提
示
に

対
応
し
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、

そ
れ
に
続
く
一
文
も
客
観
的
な
描
写
で
あ
り
な
が
ら
庄
造
の
認
識
や

感
情
を
強
く
に
じ
ま
せ
て
い
る
よ
う
な
二
重
性
を
感
じ
さ
せ
る
。「
猫

と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
の
地
の
文
に
は
こ
の
よ
う
な
二
重
性
を

感
じ
さ
せ
る
箇
所
が
多
く
、『
旧
訳
』
以
上
に
作
中
人
物
の
思
考
や
感



− �（� −

情
を
取
り
込
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳
に
活
用
し
た
接
続
詞
的
な
語
句
を
用
い
る
こ

と
で
、「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
は
独
特
の
性
質
を
持
っ
た
地

の
文
を
生
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
の
固
有
の
形
態
を
維

持
し
な
が
ら
、
物
語
世
界
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
と
り
作
中
人
物

が
置
か
れ
た
状
況
な
ど
を
特
定
の
論
理
に
よ
っ
て
説
明
す
る
よ
う
な

表
現
と
作
中
人
物
の
立
場
に
限
り
な
く
近
接
し
そ
の
思
考
や
感
情
を

直
接
的
に
再
現
す
る
よ
う
な
表
現
と
を
様
々
な
形
で
併
存
さ
せ
て
い

る
表
現
な
の
で
あ
る
。

二

「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
の
会
話
表
現
で
は
、
阪
神
地
方
に

暮
ら
す
作
中
人
物
た
ち
の
方
言
の
忠
実
な
再
現
が
図
ら
れ
て
お
り
、

特
に
地
の
文
を
挿
ま
な
い
形
で
対
話
を
表
現
し
て
い
る
以
下
の
よ
う

な
場
面
で
は
、
そ
の
リ
ズ
ム
や
音
声
ま
で
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
印

象
を
抱
く
。

「
な
あ
、
頼
む
さ
か
い
に
、
そ
な
い
云
は
ん
と
、
…
…
」

「
ほ
れ
御
覧
、
や
つ
ぱ
り
猫
の
方
が
大
事
な
ん
や
な
い
か
い
な
。

リ
ヽ
ー
ど
な
い
ぞ
し
て
く
れ
へ
な
ん
だ
ら
、
わ
て
去
な
し
て
貰

い
ま
つ
さ
。」

「
無
茶
云
ひ
な
！
」
／
「
わ
て
、
畜
生
と
一
緒
に
さ
れ
る
の
ん
嫌

で
す
よ
つ
て
に
な
。」

こ
う
し
た
印
象
的
な
会
話
表
現
が
前
節
で
確
認
し
た
地
の
文
に
お
け

る
作
中
人
物
に
即
し
た
表
現
と
並
列
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
の

文
か
ら
も
音
声
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
感
覚
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る

と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
前
節
の
引
用
で
言
え
ば
、冒
頭
に
あ
る「
ま
、

ま
あ
待
ち
」
に
始
ま
る
会
話
表
現
で
意
識
さ
れ
た
庄
造
の
〈
声
〉
は
、

「
何
が
原
因
な
の
で
あ
ら
う
」
や
「
彼
女
が
可
哀
そ
う
に
で
も
な
つ
た

の
か
知
ら
ん
」
な
ど
の
、
庄
造
に
即
し
て
そ
の
内
面
の
思
考
を
言
語

化
し
て
い
る
表
現
に
も
響
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
う
し
た
内
面
の
思
考
は
実
際
に
発
せ
ら
れ
た
発
話
の
内
容
と

同
様
に
庄
造
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
特
徴
づ
け
る
要
素
で
も
あ
る
の

で
、
庄
造
の
〈
声
〉
が
響
い
て
い
る
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
そ
の
人

物
像
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
効
果
も
ま
た
生
じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
前
節
の
引
用
の
「
そ
れ
か
ら
此
方
」
や
「
さ
う
云
へ
ば
」

以
下
に
あ
る
、
必
ず
し
も
直
接
話
法
的
な
形
態
を
取
っ
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
作
中
人
物
の
認
識
が
反
映
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
表
現
に
も
、〈
声
〉
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
作
中
人
物
の
認
識
の
投
影

は
文
頭
に
置
か
れ
た
接
続
詞
的
な
語
句
の
二
重
性
に
拠
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
わ
け
だ
が
、
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
〈
声
〉
を
引
き
寄
せ
る
こ

と
も
可
能
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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地
の
文
の
語
り
が
物
語
世
界
か
ら
距
離
を
置
く
と
い
う
性
質
を
最

も
強
く
出
し
た
場
合
、

さ
て
此
の
場
合
、
品
子
が
此
の
猫
の
身
柄
に
つ
い
て
福
子
に
嫌

み
な
手
紙
を
出
し
た
り
、
塚
本
を
通
し
て
あ
ん
な
に
執
拗
く
頼

ん
だ
り
し
た
動
機
と
云
ふ
も
の
を
、
一
寸
説
明
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
（
略
）

と
い
う
よ
う
な
叙
述
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
地
の
文
の
語

り
は
物
語
世
界
と
は
異
な
る
位
相
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
お
り
、そ
こ
に
作
中
人
物
の
〈
声
〉
が
響
く
余
地
は
全
く
な
い
。

し
か
し
、「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
の
接
続
詞
的
な
語
句
は
作

中
人
物
か
ら
発
せ
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
表
現
を
創
出
し
て
い
く
役
割

を
果
た
す
こ
と
の
方
が
多
い
の
で
、
結
果
と
し
て
至
る
所
で
作
中
人

物
の
〈
声
〉
が
響
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
会
話
表
現
と
の
連
動
や
同
調
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
地

の
文
に
お
け
る
〈
声
〉
は
あ
く
ま
で
も
読
者
の
解
釈
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

の
小
説
の
地
の
文
に
お
い
て
は
標
準
語
の
み
を
使
用
す
る
と
い
う
規

則
が
厳
守
さ
れ
て
い
る
。
前
節
の
引
用
の
「
何
が
原
因
な
の
で
あ
ら

う
」
や
「
彼
女
が
可
哀
そ
う
に
で
も
な
つ
た
の
か
知
ら
ん
」
な
ど
も
、

本
来
方
言
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
も
い
い
は
ず
な
の
だ
が
そ
う
な
っ

て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
会
話
表
現
と
地
の
文
に
お
け
る
作
中
人

物
に
即
し
た
表
現
と
の
間
に
は
形
態
上
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
違
い
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
後
者
は
〈
声
〉
と
は
切
り
離
さ

れ
た
表
現
と
し
て
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

地
の
文
に
お
け
る
作
中
人
物
に
即
し
た
表
現
が
会
話
表
現
に
限
り

な
く
近
接
し
な
が
ら
同
一
の
も
の
に
な
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
そ
う

し
た
表
現
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
も
の
は
作
中
人
物
が
生
き

て
い
る
〈
現
実
〉
の
も
の
と
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
が
そ
れ
と
は

非
常
に
微
妙
な
点
で
一
線
を
画
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
前
節
の
引
用
で
は
、
何
故
福
子
が
リ
リ
ー
を
前
妻
の
品
子

に
引
き
渡
す
よ
う
執
拗
に
迫
る
の
か
そ
の
理
由
を
推
し
量
る
庄
造
の

思
考
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
推
量
は
〈
現
実
〉
に
行
わ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
で
の
瞬

時
の
も
の
に
し
て
は
背
景
事
情
の
整
理
が
適
切
す
ぎ
る
こ
と
、
庄
造

自
身
が
三
人
称
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、〈
現

実
〉
の
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。〈
現
実
〉
に
お
い
て
も

庄
造
は
同
じ
よ
う
な
内
容
の
推
量
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
う

し
た
〈
現
実
〉
の
推
量
は
も
っ
と
不
鮮
明
で
無
秩
序
な
生
々
し
い
形

を
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
〈
現
実
〉
で
は
な
い

別
の
表
現
の
空
間
で
展
開
さ
れ
て
い
る
庄
造
の
推
量
が
、
彼
の
あ
り

の
ま
ま
の
言
葉
で
は
な
い
標
準
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
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え
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
に
は
作
中

人
物
が
生
き
て
い
る
〈
現
実
〉
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ

に
非
常
に
近
似
し
た
虚
構
の
空
間
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

先
に
見
た
よ
う
な
「
さ
て
此
の
場
合
」
に
始
ま
る
記
述
な
ど
か
ら
は

地
の
文
の
語
り
特
有
の
位
相
と
い
う
べ
き
も
の
も
確
認
で
き
る
が
、

こ
の
小
説
に
は
、
そ
う
し
た
語
り
の
位
相
で
も
な
く
作
中
人
物
が
生

き
て
い
る
〈
現
実
〉
で
も
な
い
、
地
の
文
の
作
中
人
物
に
即
し
た
表

現
が
切
り
開
い
て
い
く
第
三
の
虚
構
の
空
間
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
あ
一
体
ど
う
し
た
こ
と
か
、―
―
―

彼
女
が
呆
れ
て

ゐ
る
う
ち
に
、
リ
ヽ
ー
は
あ
の
哀
愁
に
充
ち
た
眼
差
で
じ
つ
と

彼
女
を
見
上
げ
な
が
ら
、
も
う
胸
の
あ
た
り
へ
靠
れ
か
ゝ
つ
て

来
て
、（
略
）
額
を
ぐ
い
ぐ
い
と
押
し
付
け
る
の
で
、
此
方
か
ら

も
頬
ず
り
を
し
て
や
る
と
、
頤
だ
の
、
耳
だ
の
、
口
の
周
り
だ

の
を
、
や
た
ら
に
舐
め
廻
す
の
で
あ
つ
た
。
さ
う
云
へ
ば
、
猫

は
二
人
き
り
に
な
る
と
、
接
吻
を
し
た
り
、
顔
を
す
り
寄
せ
た

り
、
全
く
人
間
と
同
じ
や
う
な
仕
方
で
愛
情
を
示
す
も
の
だ
と

聞
い
て
ゐ
た
の
は
、
こ
れ
だ
つ
た
の
か
、
い
つ
も
人
の
見
て
ゐ

な
い
所
で
夫
が
こ
つ
そ
り
リ
ヽ
ー
を
相
手
に
楽
し
ん
で
ゐ
た
の

は
、
こ
れ
を
さ
れ
て
ゐ
た
の
だ
つ
た
か
。―

―
―

彼
女
は
猫
に

特
有
な
日
向
臭
い
毛
皮
の
匂
い
を
嗅
が
さ
れ
、（
略
）
痛
痒
い
舌

ざ
は
り
を
顔
ぢ
ゆ
う
に
感
じ
た
。

引
用
は
一
度
品
子
の
も
と
を
離
れ
た
リ
リ
ー
が
再
び
彼
女
の
所
に

帰
っ
て
き
た
こ
と
を
「
こ
れ
は
ま
あ
一
体
ど
う
し
た
こ
と
か
」
や
「
さ

う
云
へ
ば
」
と
い
う
語
句
に
よ
っ
て
品
子
の
感
情
や
認
識
を
取
り
こ

ん
だ
表
現
を
用
い
て
描
き
出
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
そ
う
し
た
品

子
の
認
識
や
感
情
も
厳
密
に
は
〈
現
実
〉
の
彼
女
の
も
の
と
は
言
え

な
い
の
で
は
な
い
か
。
特
に
リ
リ
ー
の
眼
差
し
が
哀
愁
に
充
ち
た
も

の
で
あ
る
と
す
る
認
識
、
そ
れ
を
「
あ
の
」
と
い
う
指
示
語
を
用
い

て
表
現
す
る
よ
う
な
認
識
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
〈
現
実
〉
の
品
子
の

も
の
で
な
い
こ
と
を
明
確
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
リ
リ
ー
の

出
産
の
際
に
そ
の
眼
が
「
何
と
も
云
へ
な
い
媚
び
と
、
色
気
と
、
哀

愁
と
を
湛
へ
た
、
一
人
前
の
雌
の
眼
」
に
な
っ
た
こ
と
を
発
見
し
た

の
は
品
子
と
結
婚
す
る
前
の
庄
造
で
あ
り
、
実
際
に
そ
れ
を
「
あ
の

訴
へ
る
や
う
な
や
さ
し
い
眼
差
」
と
表
現
で
き
る
の
は
彼
一
人
だ
か

ら
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
や

は
り
〈
現
実
〉
の
品
子
の
認
識
を
超
え
た
内
容
だ
と
言
う
べ
き
な
の

で
あ
り
、
地
の
文
に
お
け
る
作
中
人
物
に
即
し
た
表
現
は
〈
現
実
〉

と
は
別
の
位
相
に
あ
る
も
の
を
表
現
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て

い
る
叙
述
な
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
来
地
の
文
に
お
い
て
は
何
の
制
限
も
な
く
物
語
世
界
の
様
相
を
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描
き
出
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
い
か
よ
う
に
表
現
し
て
も
い
い
の

だ
か
ら
、「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
の
地
の
文
の
特
異
性
は
作

中
人
物
の
〈
現
実
〉
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
を
表
現
し
て
い
る
こ
と

で
は
な
く
、
そ
れ
を
行
う
場
合
に
も
あ
く
ま
で
も
作
中
人
物
の
認
識

や
感
情
に
即
し
た
形
で
表
象
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。〈
現
実
〉
で
あ
る
か
の
よ
う
な
装
い
を
見
せ
な
が
ら
そ
れ
と

ほ
ん
の
僅
か
に
位
相
を
違
え
る
表
現
空
間
の
特
異
性
も
そ
れ
が
作
中

人
物
の
言
葉
と
見
紛
う
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
の
文
の
特
徴
に
も
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
土
方
洋
一
は
、『
源
氏
物

語
』
の
和
歌
は
基
本
的
に
は
日
常
の
会
話
の
延
長
に
あ
り
作
中
人
物

に
属
す
る
一
人
称
の
言
説
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
中

に
は「
場
面
の
持
つ
意
味
を
普
遍
化
し
た
り
、主
題
を
凝
縮
し
て
表
現
」

す
る
と
い
う
機
能
を
備
え
た
も
の
が
あ
る
と
し
、
そ
う
し
た
機
能
を

特
に
強
く
感
じ
さ
せ
る
和
歌
を
「
画
賛
的
和
歌
」
と
呼
ん
で
い
る（

（
（

。

か
の
贈
物
御
覧
ぜ
さ
す
。
亡
き
人
の
住
み
処
尋
ね
出
で
た
り
け

ん
し
る
し
の
釵
な
ら
ま
し
か
ば
と
思
ほ
す
も
、
い
と
か
ひ
な
し
。

　
　

	

た
づ
ね
ゆ
く
ま
ぼ
ろ
し
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か

を
そ
こ
と
知
る
べ
く

絵
に
書
け
る
楊
貴
妃
の
容
貌
は
、
い
み
じ
き
絵
師
と
い
ヘ
ど
も
、

筆
限
り
あ
り
け
れ
ば
い
と
に
ほ
ひ
す
く
な
し
。
太
液
芙
蓉
、
未

央
柳
も
、
げ
に
か
よ
ひ
た
り
し
容
貌
を
、
唐
め
い
た
る
よ
そ
ひ

は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
、
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り

し
を
思
し
出
づ
る
に
、
花
鳥
の
色
に
も
音
に
も
よ
そ
ふ
べ
き
方

ぞ
な
き
。

こ
れ
は
亡
き
更
衣
の
遺
品
を
見
た
帝
が
長
恨
歌
に
な
ぞ
ら
え
て
彼
女

を
偲
ん
で
い
る
様
子
を
描
い
た「
桐
壺
」の
一
場
面
で
あ
る
。
土
方
は
、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
和
歌
に
つ
い
て
、
帝
が
歌
を
詠
ん
だ
と
明
示
す
る

よ
う
な
表
現
が
な
く
歌
を
除
い
て
も
文
脈
が
滑
ら
か
に
連
続
す
る
こ

と
か
ら
、
そ
れ
は
「
帝
の
そ
の
折
の
心
情
を
表
す
の
と
同
時
に
、
そ

の
よ
う
な
悲
し
み
を
抱
え
て
夜
を
過
ご
し
て
い
る
帝
の
姿
を
対
象
化

し
、
一
つ
の
場
面
と
し
て
の
意
味
」
を
与
え
る
た
め
に
「
作
中
場
面

の
外
側
か
ら
寄
り
添
う
よ
う
に
添
え
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、「
画
賛

的
和
歌
」
の
一
つ
の
典
型
だ
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
画
賛
的
和

歌
」
は
作
中
人
物
た
ち
が
生
き
る
物
語
世
界
と
は
別
の
位
相
に
お
い

て
展
開
さ
れ
た
性
格
を
持
ち
な
が
ら
あ
く
ま
で
も
作
中
人
物
に
即
し

た
形
を
装
お
う
と
す
る
表
現
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
藤
原
克
己
は
、

中
山
眞
彦
の
『
源
氏
物
語
』
に
は
「
心
情
を
そ
の
当
人
に
語
ら
せ
る

と
い
う
和
歌
の
発
想
、
す
な
わ
ち
日
本
古
来
の
語
法
」
が
踏
襲
さ
れ

て
い
る
と
す
る
指
摘（

（
（

を
引
き
つ
つ
、
こ
う
し
た
「
画
賛
的
和
歌
」
の

あ
り
よ
う
は
『
源
氏
物
語
』
を
織
り
な
し
て
い
る
言
葉
全
般
に
通
じ
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る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
が（
（（
（

、
谷

崎
も
ま
た
『
源
氏
物
語
』
の
そ
う
し
た
言
葉
の
あ
り
よ
う
か
ら
大
き

な
示
唆
を
受
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
画
賛
的
和
歌
」
は
厳
密
に
言
え
ば
物
語
世
界
の

〈
現
実
〉
と
は
異
な
る
が
そ
こ
に
生
き
る
も
の
の
立
場
に
即
し
た
表
現

を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
と
の
一
体
性
を
装
う
よ
う
な
虚
構
の

空
間
の
位
相
を
展
開
す
る
。
地
の
文
に
お
い
て
話
題
の
転
換
や
進
展

を
促
す
接
続
詞
的
な
語
句
を
用
い
て
作
中
人
物
に
即
し
た
表
現
を
引

き
出
す
こ
と
で
、「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
も
ま
た
そ
う
し
た

位
相
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
小
説
が

描
き
出
す
〈
現
実
〉
に
は
、
そ
の
制
約
に
縛
ら
れ
な
い
形
で
情
報
を

付
加
し
て
い
き
な
が
ら
そ
れ
と
見
紛
う
よ
う
な
装
い
を
呈
し
た
虚
構

の
空
間
が
結
節
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
物
語
世
界
は
一
体
性
を

保
ち
つ
つ
も
複
相
的
な
奥
行
き
を
獲
得
し
た
も
の
と
し
て
現
れ
て
く

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三

谷
崎
は
「
現
代
口
語
文
の
欠
点
に
つ
い
て
」
で
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

元
来
う
そ
を
ほ
ん
た
う
ら
し
く
感
じ
さ
せ
る
の
に
は
、
成
る
べ

く
簡
単
に
書
く
の
に
限
る
。
く
ど
く
説
明
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
う0

そ0

が
一
層
う
そ

0

0

ら
し
く
な
る
。
た
と
へ
ば
こ
ゝ
に
「
Ａ
と
云
ふ

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
あ
つ
た
」
と
書
く
だ
け
で
済
む
も
の
を
、「
歳

は
い
く
つ
で
、
何
処
の
学
校
を
出
て
、
何
々
と
云
ふ
会
社
に
勤

め
て
、
い
く
ら
〳
〵
の
月
給
を
も
ら
つ
て
、
…
…
」
と
さ
う
書

く
と
却
つ
て
拵
へ
ご
と
じ
み
る

物
語
内
容
に
お
い
て
い
か
に
本
当
ら
し
さ
を
体
現
し
て
い
て
も
、
事

態
や
事
物
を
写
実
的
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
表
現
行
為
そ
れ
自
体
が

作
為
性
を
感
じ
さ
せ
て
し
ま
っ
て
は
、
読
者
の
感
じ
る
リ
ア
リ
テ
ィ

は
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
昭
和
初
年
代
の
一
連
の

表
現
の
模
索
は
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
写
実
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に

対
す
る
批
判
意
識
、
す
な
わ
ち
表
現
す
べ
き
事
態
を
第
三
者
的
な
視

点
か
ら
分
析
的
に
把
握
し
そ
の
す
べ
て
の
要
素
を
逐
一
言
語
に
置
き

換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
立
的
な
物
語
世
界
を
描
き
出
そ
う
と
す
る

よ
う
な
方
法
に
対
す
る
批
判
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
も
捉
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
春
琴
抄
後
語
」
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
会
話
表
現
と
地
の
文

と
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
撞
着
せ
ず
に
接
続
で
き
る
の
か
と
い
う
問

題
に
も
そ
う
し
た
批
判
意
識
と
の
関
連
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
谷
崎
は
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
自
分
の
昔
の
小
説
の
よ
う

に
、「
と
、
彼
は
云
つ
た
」「
か
う
私
は
云
つ
た
」
な
ど
の
語
句
が
目

障
り
に
な
っ
て
し
ま
う
と
言
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
「
刺
青
」（「
新
思
潮
」
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明
治
四
十
三
・
十
一
）
の
次
の
よ
う
な
記
述
を
想
定
し
て
の
発
言
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

「
こ
の
絵
に
は
お
前
の
心
が
映
つ
て
居
る
ぞ
」

か
う
云
つ
て
、
清
吉
は
快
げ
に
笑
ひ
な
が
ら
、
娘
の
顔
を
の
ぞ

き
込
ん
だ
。

「
ど
う
し
て
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
も
の
を
、
私
に
お
見
せ
な
さ
る
の

で
す
」

と
、
娘
は
青
褪
め
た
額
を
擡
げ
て
云
つ
た
。

「
こ
の
絵
の
女
は
お
前
な
の
だ
。
こ
の
女
の
血
が
お
前
の
体
に
交

つ
て
居
る
筈
だ
」

と
、
彼
は
更
に
他
の
一
本
の
画
幅
を
拡
げ
た
。

確
か
に
傍
線
部
の
よ
う
な
語
句
が
く
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
読
者
に
あ
る
種
の
違
和
感
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
ら
は
直
接
話
法
で
表
現
さ
れ
た
作
中
人
物
の
発
話
を
三

人
称
的
な
記
述
に
位
置
づ
け
る
た
め
の
記
号
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
多

用
さ
れ
る
と
表
現
全
体
に
強
固
で
一
元
的
な
表
現
視
点
が
意
識
さ
れ
、

す
べ
て
の
会
話
は
そ
う
し
た
第
三
者
的
な
視
点
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ

表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
感
覚
が

違
和
感
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
会
話
を
よ
り
詳
細
に
描
こ
う

と
し
て
、
直
接
話
法
に
よ
る
言
表
を
で
き
る
だ
け
多
く
並
べ
そ
れ
ら

を
地
の
文
の
一
元
的
で
第
三
者
的
な
視
点
の
下
に
統
括
し
よ
う
と
す

る
と
、「
巧
け
れ
ば
巧
い
ほ
ど
ウ
ソ
ら
し
く
」
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
と

い
う
よ
う
な
表
現
効
果
を
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

谷
崎
は
『
源
氏
物
語
』
な
ど
を
参
照
に
し
た
会
話
と
地
の
文
を
区

別
し
な
い
「
物
語
風
」
の
形
式
は
、
そ
う
し
た
「
ウ
ソ
」
の
露
呈
を

防
げ
る
表
現
様
態
だ
と
す
る
。
以
下
は
そ
う
し
た
「
物
語
風
」
の
一

つ
の
典
型
で
あ
る
「
蘆
刈
」
の
一
節
で
あ
る
。

ま
し
て
自
分
が
お
遊
さ
ん
か
ら
慕
は
れ
て
ゐ
よ
う
な
ど
ゝ
は
考

へ
た
こ
と
も
な
か
つ
た
か
ら
で
ご
ざ
り
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も

そ
な
た
は
ど
う
し
て
姉
さ
ん
の
む
ね
の
う
ち
を
知
つ
て
ゐ
な
さ

る
、
さ
う
い
ふ
の
に
は
何
か
し
よ
う
こ
が
あ
つ
て
の
上
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
が
姉
さ
ん
が
さ
う
い
ふ
こ
と
を
洩
ら
し
た
こ
と
が

あ
る
と
で
も
い
ふ
の
か
と
泣
い
て
ゐ
る
の
を
問
い
つ
め
ま
し
た

ら
、
そ
の
や
う
な
こ
と
を
口
を
出
し
て
い
ふ
は
ず
も
な
し
聞
く

は
ず
も
あ
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
私
に
は
よ
く
わ
か
つ
て
を
り
ま

す
と
申
す
の
で
ご
ざ
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
の
作
中
人
物
の
会
話
も
、
用
い
ら
れ
て
い
る
人
称
の
違
い
な

ど
か
ら
は
、
地
の
文
の
語
り
手
の
表
現
と
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
直
接
話
法
的
な
形
態
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
改
行
や
括
弧
を
使
用
し
な
い
こ
と
で
形
態
的
な
特
徴
か
ら

両
者
を
判
別
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
叙
述
全
体

に
与
え
ら
れ
た
一
人
称
の
語
り
手
の
発
話
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
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表
現
行
為
と
し
て
の
性
格
が
全
面
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
、
会
話

表
現
は
作
中
人
物
の
発
話
で
あ
る
と
同
時
に
地
の
文
の
語
り
手
が
語

り
直
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
こ
の
よ

う
に
す
れ
ば
会
話
表
現
と
地
の
文
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
叙
述
が
並

列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
両
者
を
統
括
す
る
こ
と
で
生
じ
て

く
る
よ
う
な
第
三
者
的
な
視
点
は
意
識
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
谷
崎
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
表
現

様
式
で
は
会
話
の
持
っ
て
い
る
リ
ズ
ム
が
失
わ
れ
て
叙
述
が
一
本
調

子
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
会
話
表
現
の
固
有
性
を
活
か
す
た
め
に
は
、

会
話
表
現
と
地
の
文
の
語
り
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
性
格
を
維
持

し
な
が
ら
も
そ
れ
を
ま
と
め
上
げ
る
よ
う
な
第
三
者
的
視
点
を
必
要

と
し
な
い
よ
う
な
表
現
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
だ
が（
（（
（

、「
猫
と
庄

造
と
二
人
の
を
ん
な
」
の
表
現
様
式
は
そ
う
し
た
課
題
に
応
え
よ
う

と
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
物
語
風
」
の
表

現
様
式
に
お
い
て
は
会
話
表
現
の
直
接
話
法
的
な
性
格
を
薄
め
る
よ

う
な
工
夫
が
見
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
小
説
で
は
地
の
文
の
語
り

の
性
格
を
工
夫
す
る
こ
と
で
第
三
者
的
な
視
点
を
強
調
さ
せ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
が
図
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
地
の
文
が
し

ば
し
ば
作
中
人
物
の
表
現
視
点
を
取
る
こ
と
で
会
話
表
現
と
地
の
文

の
位
相
差
を
意
識
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
そ
の
表
現
様
式
は
、
作
中

人
物
の
直
接
話
法
的
な
言
表
を
独
立
的
に
列
挙
さ
せ
な
が
ら
、
読
者

の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
損
ね
な
い
よ
う
な
か
た
ち
で
地
の
文
と
接
続
さ
せ

よ
う
と
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
こ
の
意
味
で
「
猫

と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
は
昭
和
初
年
代
の
表
現
の
模
索
の
延
長

線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
模
索
に
お
け
る
一
つ
の
到
達

で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

四

「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
は
、
庄
造
と
現
在
の
妻
福
子
と
の

間
の
猫
の
リ
リ
ー
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
や
庄
造
と
前
妻
品
子
と
の
リ

リ
ー
に
対
す
る
愛
情
の
競
い
合
い
と
い
っ
た
一
匹
の
猫
を
め
ぐ
っ
て

繰
り
広
げ
ら
れ
る
人
間
模
様
を
描
き
出
し
て
い
る
。
リ
リ
ー
を
め
ぐ

る
諍
い
そ
れ
自
体
は
他
愛
の
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
有
様

が
読
者
を
惹
き
付
け
て
い
く
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
こ

の
小
説
に
用
意
さ
れ
て
い
る
複
数
の
表
現
空
間
を
横
断
す
る
形
で
展

開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
し
た
表
現
構
造
の
特
性
を
十
分

に
活
用
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

福
子
の
リ
リ
ー
に
対
す
る
強
い
嫉
妬
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
。

ど
う
も
品
子
を
笑
え
な
い
気
持
に
な
つ
て
来
る
の
が
不
思
議
で

あ
つ
た
。
そ
れ
と
云
ふ
の
は
、
庄
造
の
猫
好
き
が
普
通
の
猫
好
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き
の
類
で
は
な
く
て
、
度
を
越
え
て
ゐ
る
せ
い
な
の
で
あ
る
。

実
際
、
可
愛
が
る
の
も
い
い
け
れ
ど
も
、
一
匹
の
魚
を
（
而
も

女
房
の
見
て
ゐ
る
前
で
！
）　

口
移
し
に
し
て
、
引
張
り
合
つ
た
り

す
る
な
ど
は
、
あ
ま
り
遠
慮
が
な
さ
す
ぎ
る
。
そ
れ
か
ら
晩
の

御
飯
の
時
に
割
り
込
ん
で
来
ら
れ
る
こ
と
も
、
正
直
の
と
こ
ろ

は
愉
快
で
な
か
つ
た
。

ま
た
庄
造
の
リ
リ
ー
へ
の
愛
情
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

尤
も
そ
れ
も
、
そ
の
時
分
に
は
な
ま
め
か
し
さ
の
感
じ
の
方
が

強
か
っ
た
の
だ
が
、
年
を
取
る
に
従
つ
て
、
ぱ
つ
ち
り
し
て
ゐ

た
瞳
も
曇
り
、（
略
）
見
る
も
ト
ゲ
〳
〵
し
い
、
露
は
な
哀
傷
を

示
す
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
で
、
こ
れ
は
事
に
依
る
と
、

彼
女
の
本
来
の
眼
つ
き
で
は
な
く
て
、
そ
の
生
ひ
立
ち
や
環
境

の
空
気
が
感
化
を
輿
へ
た
の
か
も
知
れ
な
い
、（
略
）
猫
で
も
そ

の
く
ら
ゐ
な
こ
と
が
な
い
と
は
云
へ
ぬ
、―

―
―

と
、
さ
う
考

へ
る
と
、
尚
更
庄
造
は
リ
ヽ
ー
に
済
ま
な
い
気
が
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
と
云
ふ
の
は
、
今
迄
十
年
の
間
と
云
ふ
も
の
、
成
る

程
随
分
可
愛
が
つ
て
は
や
つ
た
け
れ
ど
も
、
い
つ
で
も
た
つ
た

二
人
ぎ
り
の
、
淋
し
い
心
細
い
生
活
ば
か
り
味
は
せ
て
来
た
の

で
あ
っ
た
。
何
し
ろ
彼
女
が
連
れ
て
乗
ら
れ
た
の
は
、（
略
）
親

一
人
子
一
人
の
時
代
だ
つ
た
か
ら
、
と
て
も
神
港
軒
の
コ
ツ
ク

場
の
や
う
に
賑
や
か
で
は
な
か
つ
た
。
そ
こ
へ
持
つ
て
来
て
母

親
が
彼
女
を
う
る
さ
が
る
の
で
、
倅
と
猫
と
は
二
階
で
し
ん
み

り
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
作
中
人
物
の
様
々
な
リ
リ
ー
に
対
す
る
感
情
は
す
べ
て

接
続
詞
的
な
語
句
を
用
い
た
表
現
で
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
愛
情
や
嫉
妬
は
そ
う
し
た
様
式
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
す

な
わ
ち
語
り
手
か
ら
の
情
報
が
的
確
に
付
加
さ
れ
な
が
ら
同
時
に
作

中
人
物
の
〈
声
〉
を
感
じ
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、

非
常
に
効
果
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
彼
ら
の
感
じ

て
い
る
感
情
は
、
本
人
が
表
現
す
る
よ
り
も
的
確
な
形
で
、
し
か
も

本
人
か
ら
発
せ
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
強
い

説
得
力
と
現
実
感
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
〈
現
実
〉
の
作
中
人
物
た
ち
は
い
ず
れ
も
こ
う
し
た

感
情
を
的
確
に
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
他
人
に
伝
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
リ
リ
ー

に
対
す
る
感
情
を
読
者
が
知
る
よ
う
な
形
で
伝
え
合
う
こ
と
が
で
き

な
い
彼
ら
は
、
お
互
い
の
こ
と
を
理
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
ず
、
相

互
不
信
の
た
め
に
そ
こ
は
か
と
な
い
悲
哀
を
漂
わ
せ
た
喜
劇
を
演
じ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
福
子
に
は
何
故
庄
造
の
リ
リ
ー
に
対
す
る
愛

情
が
強
い
の
か
理
解
で
き
な
い
し
、
庄
造
に
は
福
子
の
嫉
妬
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
品
子
は
庄
造
と
同
じ
よ
う
に
リ
リ
ー
を
愛

お
し
む
よ
う
に
な
る
が
そ
れ
を
彼
に
伝
え
る
機
会
を
持
っ
て
い
な
い
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し
、
庄
造
も
品
子
の
リ
リ
ー
に
対
す
る
愛
情
が
自
分
と
変
わ
ら
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
よ
し
が
な
い
。
彼
ら
は
自
ら
の
リ
リ
ー
に

対
す
る
感
情
を
伝
え
る
機
会
を
持
た
ぬ
ま
ま
、新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
回
路
を
開
け
ず
に
す
れ
違
い
を
重
ね
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
啼
き
ご
ゑ
は
今
ま
で
彼
が
聞
い
た
こ
と
の
な
い
声
だ
つ
た
。

「
ニ
ヤ
ア
」
と
は
云
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
そ
の
「
ニ
ヤ
ア
」
の
中

に
、
今
ま
で
の
「
ニ
ヤ
ア
」
が
含
ん
で
い
な
か
つ
た
異
様
な
意

味
が
寵
つ
て
い
た
。
ま
あ
云
つ
て
み
れ
ば
、「
あ
ゝ
ど
う
し
た
ら

い
ゝ
で
せ
う
、
何
だ
か
急
に
体
の
工
合
が
変
な
の
で
す
、
不
思

議
な
事
が
起
り
さ
う
な
予
感
が
し
ま
す
、
こ
ん
な
気
持
ち
は
ま

だ
覚
え
が
あ
り
ま
せ
ん
、
ね
え
、
ど
う
し
た
と
云
ふ
の
で
せ
う
、

心
配
な
こ
と
は
な
い
の
で
せ
う
か
？
」―

―
と
、
さ
う
云
ふ
や

う
に
聞
え
る
の
で
あ
つ
た
。
で
も
庄
造
が
、

「
心
配
せ
ん
か
て
え
え
ね
ん
で
。
も
う
直
き
お
前
、
お
母
さ
ん
に

な
る
ね
ん
が
。
…
…
…
」

と
、
さ
う
云
つ
て
頭
を
撫
で
て
や
る
と
、（
略
）

「
ニ
ヤ
ア
」
／
と
云
い
な
が
ら
、
彼
の
言
葉
を
一
生
懸
命
理
解
せ

う
と
す
る
か
の
や
う
に
、
眼
の
球
を
キ
ヨ
ロ
〳
〵
さ
せ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
地
の
文
の
庄
造
の
認
識
に
即
し
た
表
現
に
お
い
て
は
、

リ
リ
ー
を
人
間
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
心
情
を
持
っ

た
も
の
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
リ

リ
ー
の
あ
り
よ
う
に
は
「
ニ
ヤ
ア
」
と
い
う
鳴
き
声
を
発
す
る
リ
リ
ー

の
姿
が
対
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
庄
造
が
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る

リ
リ
ー
の
姿
を
、
あ
る
い
は
作
中
人
物
に
即
し
た
表
現
で
表
象
さ
れ

る
彼
ら
が
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
リ
リ
ー
の
有
様
す
べ
て
を
相
対
化

す
る
よ
う
な
こ
の
猫
の
固
有
の
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味

で
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
リ
リ
ー
の
「
ニ
ヤ
ア
」
と
い
う
意
味
を
図

り
か
ね
る
鳴
き
声
は
、
作
中
人
物
が
生
き
る
〈
現
実
〉
と
地
の
文
に

お
け
る
作
中
人
物
に
即
し
た
表
現
で
表
象
さ
れ
る
彼
ら
の
認
識
や
思

い
と
の
ズ
レ
を
よ
く
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
猫
の
リ
リ
ー
の
移
動
に
よ
っ
て
進
展

し
て
い
く
。
リ
リ
ー
は
そ
の
行
く
先
々
で
人
々
に
様
々
な
感
情
を
か

き
立
て
て
い
く
。
し
か
し
そ
う
し
た
リ
リ
ー
へ
の
感
情
は
地
の
文
の

作
中
人
物
に
即
し
た
表
現
で
表
象
さ
れ
る
た
め
、
会
話
表
現
に
よ
っ

て
切
り
開
か
れ
る
よ
う
な
〈
現
実
〉
の
人
間
関
係
に
は
ほ
と
ん
ど
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
た
作
中
人
物
の
感
情
の
あ
り
よ

う
を
皮
肉
る
か
の
よ
う
に
リ
リ
ー
は
彼
ら
の
間
を
自
由
に
移
動
し
て

見
せ
る
。
リ
リ
ー
は
そ
の
移
動
に
よ
っ
て
作
中
人
物
の
心
情
や
そ
れ

を
表
現
し
て
い
る
虚
構
の
空
間
が
〈
現
実
〉
と
通
い
合
う
こ
と
な
く

す
れ
違
っ
て
い
く
様
子
を
照
射
し
て
い
く
存
在
で
あ
る
と
も
言
え
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
二
つ
の
位
相
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
す
れ
違
い
を
意
識
さ
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せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」

の
物
語
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
。
作
中
人
物
の
リ
リ
ー
に
対
す

る
感
情
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
把
握
で
き
る
読
者
は
、
そ
の

感
情
が
〈
現
実
〉
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
に
可
笑
し
さ

や
も
ど
か
し
さ
を
か
き
立
て
ら
れ
て
い
く
。
彼
ら
の
リ
リ
ー
に
対
す

る
思
い
が
最
終
的
に
は
ど
の
よ
う
な
〈
現
実
〉
と
結
び
つ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
行
方
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
読
者
は
「
猫

と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
の
世
界
に
惹
き
付
け
ら
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
は
会
話
表
現
と
地
の
文
に
お
け
る

作
中
人
物
に
即
し
た
表
現
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
複
相
的
な
表
現
空

間
を
用
意
し
、
そ
れ
が
読
者
を
惹
き
付
け
る
物
語
を
紡
ぎ
出
し
て
い

く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
全
に
体
現
し
て
み
せ
た
小
説
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

【
注
】

（
１
）	

小
菅
健
一
「『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
』
論―

―

既
に
、
終
わ
っ

て
い
て
、未
だ
、始
ま
ら
な
い
〈
物
語
〉―

―

」（「
国
文
学
」
平
成
十
・
五
）

は
、
こ
の
小
説
が
、
読
者
の
期
待
す
る
「〈
劇
〉
性
や
〈
物
語
〉
的
な

要
素
と
い
っ
た
、
整
合
性
や
因
果
律
を
ス
ム
ー
ズ
に
機
能
さ
せ
て
い
く

一
連
の
秩
序
」
を
完
全
に
具
備
し
て
は
い
な
い
が
、「
個
々
の
場
面
（
表

現
）
の
背
後
に
息
づ
く
微
か
な
語
り
」
に
耳
を
傾
け
れ
ば
ま
た
違
っ
た

様
相
が
見
え
て
く
る
と
す
る
。

（
２
）「
文
芸
時
評
」（「
文
学
界
」
昭
和
十
一
・
二
）。

（
３
）	「
源
氏
物
語
の
現
代
語
譯
に
つ
い
て
」（「
中
央
公
論
」
昭
和
十
三
・
二
）

な
ど
。

（
４
）	

福
田
博
則
「
谷
崎
潤
一
郎
『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
』
論―

『
源

氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
と
の
関
連
か
ら
」（「
花
園
大
学
国
文
学
論
究
」

平
成
十
八
・
十
二
）。　

		

（
５
）	

以
下
に
引
用
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
谷
崎
が
よ
っ
た
北
村
季

吟
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
の
も
の
で
あ
る
。
引
用
は
『
湖
月
抄
』（
大

正
十
五
・
六
、
文
献
書
院
）
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集　

源
氏
物
語
①
～
⑥
』（
小
学
館
、
平
成
六
・
三
～
十
・
四
）
を

参
照
し
、
一
部
の
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
、
旧
字
を
新
字
に
改
め
て
い
る
。

（
６
）	『
旧
訳
』
の
表
現
様
式
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「『
潤
一
郎
譯
源
氏
物
語
』

に
お
け
る
心
情
表
現
の
位
相
」（「
國
語
と
国
文
学
」
平
成
二
十
一
・
三
）

で
よ
り
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
７
）	

対
応
す
る
原
文
は
以
下
の
通
り
。「
こ
の
御
方
の
御
諌
め
を
の
み
ぞ
、
な

ほ
わ
づ
ら
は
し
く
、
心
苦
し
う
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
け
る
。
か
し
こ

き
御
蔭
を
ば
頼
み
き
こ
え
な
が
ら
、
お
と
し
め
、
疵
を
求
め
給
ふ
人
は

多
く
、
わ
が
身
は
か
弱
く
、
も
の
は
か
な
き
あ
り
さ
ま
に
て
、
な
か
な
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か
な
る
も
の
思
ひ
を
ぞ
し
た
ま
ふ
。」

（
８
）	「
物
語
作
中
歌
の
位
相
」（『
源
氏
物
語
と
和
歌
世
界
』
新
典
社
、
平
成

十
八
・
九
、
に
所
収
）。

（
９
）	『
物
語
構
造
論―

―

『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
つ
い
て

―
―

』（
岩
波
書
店
、
平
成
七
・
二
）。

（
�0
）	「『
袖
振
れ
し
人
』
は
薫
か
匂
宮
か―

―

手
習
巻
の
浮
舟
の
歌
を
め
ぐ
っ

て―
―

」（『
源
氏
物
語
と
和
歌
世
界
』
前
掲
、
所
収
）。

（
��
）	「
春
琴
抄
」
で
は
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、
突
然
直
接
話
法

に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
た
佐
助
と
春
琴
の
会
話
が
そ
れ
ま
で
の
「
私
」
と

い
う
語
り
手
に
よ
る
叙
述
に
挿
入
さ
れ
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
表
現

効
果
が
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
達
成
は
谷
崎
に
直
接
話
法
的

な
会
話
表
現
を
活
用
で
き
る
よ
う
な
表
現
様
式
を
希
求
さ
せ
る
一
つ
の

契
機
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


