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自
己
言
及
性
に
つ
い
て

自
己
言
及
性
（self-reference

）、
あ
る
い
は
自
己
反
射
性
（self-

reflexivity

）
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
、
あ
る
も
の
、
あ
る
シ
ス
テ

ム
が
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
言
及
で
き
る
能
力
の
こ
と
を
指
す
。
芸
術

一
般
で
は
、
表
象
す
る
主
体
と
表
象
さ
れ
る
対
象
と
の
関
係
を
問
題

化
し
た
作
品
が
こ
の
範
疇
に
入
る
と
も
言
え
る
。
文
芸
作
品
に
お
い

て
は
、
現
実
を
完
全
に
、
あ
る
い
は
忠
実
に
表
象
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
芸
術
家
の
不
安
か
ら
こ
う
し
た
志
向
が
生
じ
る
傾

向
が
あ
る
。
な
お
文
学
の
領
域
で
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
考

察
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
場
合
、
作
者
が
作
中
で
そ
の
作
品
自
体
に

言
及
す
る
と
、
語
り
の
水
準
の
境
界
侵
犯
が
起
こ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
幻
想
が
破
れ
た
り
し
て
、
自
己
言
及
の
現
象
が
起
き
る
。
こ
う

し
た
現
象
は
、
時
代
、
芸
術
思
潮
や
作
者
自
身
の
文
芸
観
に
よ
っ
て
、

拒
否
さ
れ
た
り
、
許
容
さ
れ
た
り
、
ま
た
時
に
は
敢
え
て
求
め
ら
れ

た
り
も
す
る
。
た
と
え
ば
、西
洋
文
芸
史
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
言
え
ば
、

古
典
主
義
や
写
実
主
義
と
は
異
な
り
、
バ
ロ
ッ
ク
、
ロ
マ
ン
主
義
、

場
合
に
よ
っ
て
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
さ
ら
に
何
よ
り
も
ポ
ス
ト
・
モ
ダ

ン
に
お
い
て
、
文
学
作
品
の
自
己
言
及
性
に
好
意
的
に
な
る
傾
向
が

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

自
己
言
及
性
は
こ
の
よ
う
に
小
説
の
歴
史
を
通
し
て
現
れ
、
小
説

の
根
本
的
な
要
素
を
な
す
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む

し
ろ
文
学
史
に
と
っ
て
異
常
な
現
象
は
、
近
代
小
説
の
典
型
と
も
言

わ
れ
る
十
九
世
紀
の
写
実
小
説
の
方
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い

う
極
端
な
声
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
。

文
学
史
に
お
け
る
自
己
言
及
性
は
文
学
そ
の
も
の
の
発
祥
と
と
も

近
代
前
後
の
写
実
小
説
と
自
己
言
及
性

ニ
コ
ラ
・
モ
ラ
ー
ル
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に
現
れ
た
。﹃
源
氏
物
語
﹄
の
蛍
の
巻
や
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
﹃
オ
デ
ュ

ッ
セ
イ
ア
﹄
を
想
起
す
れ
ば
う
な
ず
け
よ
う
。
日
本
近
代
文
学
の
成

立
前
後
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
と
、十
九
世
紀
を
は
さ
む
よ
う
に
し
て
、

一
方
に
戯
作
、
他
方
に
私
小
説
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
自
己
言
及
性
に

富
ん
だ
文
学
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

戯
作
一
般
で
は
語
り
の
水
準
が
複
層
化
さ
れ
る
こ
と
が
珍
し
く
な

い
が
、
そ
の
中
で
類
型
化
さ
れ
た
赤
本
・
黒
本
な
ど
の
パ
ロ
デ
ィ
ー

と
し
て
文
学
史
に
登
場
し
た
黄
表
紙
は
、
特
に
自
己
言
及
性
の
高
い

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
草
双
紙
自
体
を
題

材
に
し
た
り
、
作
者
自
身
を
登
場
さ
せ
た
り
す
る
作
品
も
少
な
く
な

く
、
そ
の
例
と
し
て
、
恋
川
春
町
、
朋
誠
堂
喜
三
二
、
芝
全
交
の
名

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
作
品
の
自
己
反
射
性
を
活
か
し
て
、
制
作
過

程
そ
の
も
の
を
明
か
す
黄
表
紙
が
一
時
期
に
は
や
っ
た
わ
け
で
、
出

版
史
の
資
料
と
し
て
も
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る⎠

1
⎝

。
そ

の
中
で
も
特
に
、
山
東
京
伝
﹃
御
存
商
売
物
﹄（
一
七
八
二
年
）、﹃
作

者
胎
内
十
月
図
﹄（
一
八
〇
四
年
）、
十
返
舎
一
九
﹃
的
中
地
本
問
屋
﹄

（
一
八
〇
二
年
）、
ま
た
は
式
亭
三
馬
﹃
腹
之
内
戯
作
種
本
﹄（
一
八
一

一
年
）
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
自
己
言

及
の
極
端
な
例
で
あ
ろ
う
が
、「
表
現
機
構
」の
仕
組
み
を
隠
さ
ず
に
、

む
し
ろ
表
に
出
す
そ
の
特
徴
は
、
日
本
の
近
世
文
芸
全
般
に
わ
た
る

も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
自
作
の
途
中
で
タ
バ
コ
の
宣
言
を
す
る
山
東

京
伝
、
あ
る
い
は
人
形
を
操
る
人
形
使
い
の
姿
が
見
え
る
浄
瑠
璃
の

世
界
な
ど
も
皆
こ
の
美
意
識
の
表
れ
と
し
て
解
釈
し
た
い
。

他
方
、
近
代
小
説
の
成
立
過
程
で
は
、
作
者
と
語
り
手
は
区
別
さ

れ
、
作
者
の
介
入
も
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
作
者
を

作
品
世
界
の
外
に
追
い
出
す
動
き
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。し
か
し
、

作
者
の
姿
が
完
全
に
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
で
は
、
作
家
に

関
す
る
情
報
が
メ
デ
ィ
ア
に
流
さ
れ
、
他
方
で
は
、
主
人
公
と
し
て

作
品
世
界
に
再
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の

傾
向
が
絡
み
合
っ
て
、「
私
小
説
」
と
い
う
日
本
独
特
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

が
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
と
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た⎠

2
⎝

。こ
う
し
て
、

黄
表
紙
な
ど
と
は
全
く
異
な
る
形
で
作
者
自
身
と
思
わ
せ
る
人
物
が

登
場
し
た
り
、
小
説
を
書
く
過
程
を
取
材
し
た
り
す
る
小
説
は
、
少

な
く
と
も
私
小
説
の
成
立
以
降
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し

た
二
つ
の
要
素
を
合
わ
せ
た
典
型
的
な
例
と
し
て
、志
賀
直
哉
の﹃
和

解
﹄（
一
九
一
七
年
）
と
永
井
荷
風
の
﹃
濹
東
綺
譚
﹄（
一
九
三
七
年
）

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
己
言
及
的
な
文
学
の
歴
史
に
お
い
て
、
戯
作
と
私
小
説
と
い
う

二
つ
の
ピ
ー
ク
の
間
に
、
写
実
主
義
と
い
う
革
命
が
訪
れ
る
。
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
写
実
主
義
は
表
現
の
主
体
と
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と

の
関
係
を
あ
ま
り
問
題
化
し
な
い
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
ま
た
は
坪
内
逍

遥
も
小
説
を
実
社
会
を
映
す
鏡
と
定
義
し
て
い
る
が
、
そ
の
定
義
の
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裏
面
に
は
鏡
と
し
て
の
言
語
装
置
を
な
る
べ
く
読
者
に
忘
れ
さ
せ
よ

う
と
努
力
す
る
こ
と
に
小
説
家
の
義
務
が
あ
る
と
い
う
発
想
が
潜
ん

で
い
る
。
作
者
自
身
は
も
ち
ろ
ん
、
語
り
手
の
影
も
薄
く
し
て
、
話

が
自
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
と
い
う
こ
と
。
こ
う
し

た
創
作
意
識
の
も
と
で
は
、
作
者
が
作
品
世
界
に
顔
を
出
す
こ
と
が

ル
ー
ル
違
反
と
見
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
者
と
語
り
手
が
意
識
的
に
区
別
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
明
治
二
十
年
代
の
小
説
に
お
い
て
は
、
入
れ
子
構
造
、
作
者

の
介
入
、
冗
漫
な
語
り
手
な
ど
、
語
り
の
構
造
を
読
者
に
意
識
さ
せ

る
ケ
ー
ス
が
数
多
く
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
最
近
ま
で
、
戯

作
の
影
響
下
に
あ
っ
た
明
治
中
期
の
文
学
の
未
熟
さ
を
物
語
る
も
の

と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
そ
の
意
味
や
役
割
を
比
較
文
学

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

比
較
文
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
た
め
に

い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

読
者
の
方
も
ご
ら
ん
の
よ
う
に
私
は
順
調
な
歩
み
を
始
め
た
わ

け
で
す
が
、
こ
の
ジ
ャ
ッ
ク
の
恋
物
語
を
一
年
で
も
二
年
で
も

三
年
で
も
あ
な
た
に
お
聞
か
せ
せ
ず
に
、
ジ
ャ
ッ
ク
と
そ
の
主

人
と
を
ひ
き
離
し
て
、
二
人
を
気
の
向
く
ま
ま
に
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
偶
然
に
ま
か
せ
て
ひ
き
ず
り
ま
わ
す
か
い
な
か
は
、
ひ
と

え
に
私
の
一
存
に
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

 （
デ
ィ
デ
ロ
ー
﹃
運
命
論
者
ジ
ャ
ッ
ク
と
そ
の
主
人
﹄、
一
七
九
六
年
初
版

王
寺
賢
太
・
田
口
卓
臣
訳
、
白
水
社
、
二
〇
〇
六
年
）

思
案
に
迷
ふ
岐ふ
た
ま
た
み
ち路
、
西
す
れ
ば
悟
り
の
路み
ち

、
東
す
れ
ば
迷
ひ

の
路
、
と
行
司
の
作
者
は
悟
ツ
て
も
、
御
当
人
は
迷
ひ
な
が
ら

暫
時
躊
躇
の
足
を
停
め
て
傍
へ
の
木ベ

ン

チ
椅
子
に
腰
を
す
ゑ
︙

 

（
石
橋
忍
月
﹃
お
八
重
﹄
第
八
回
、
一
八
八
九
年
）

敬
う
べ
き
司
祭
が
ア
ン
グ
レ
ー
ム
の
坂
道
を
登
っ
て
い
く
あ
い

だ
、
こ
れ
か
ら
司
祭
が
い
か
な
る
利
害
の
絡
み
合
い
の
中
に
足

を
踏
み
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
説
明
し
て
お
く
の
も
無
駄

で
は
あ
る
ま
い
。

 

（
バ
ル
ザ
ッ
ク
﹃
幻
滅
﹄、
一
八
三
七
～
四
三
年　

 

野
崎
歓
・
青
木
真
紀
子
訳
、
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）

中
背
の
男
は
二
階
へ
上
ツ
て
仕
舞
ツ
た
帰
ツ
て
来
ぬ
間
に
チ
ヨ

ツ
ピ
リ
此
男
の
小
伝
を
と
言
ふ
可
き
所
な
れ
ど
も
︙ 

 

（
二
葉
亭
四
迷
﹃
浮
雲
﹄
第
一
編
、
一
八
八
七
年
）

私
の
本
の
中
に
は
作
者
の
身
動
き
、
作
者
の
意
見
、
一
毫
た
り

0

0

0

0

と
も

0

0

出
て
ほ
し
く
な
い
。

 

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
書
簡
、
一
八
五
二
年
二
月
八
日

作
者
が
人
物
の
背
後
に
あ
り
て
屡
々
糸
を
牽
く
様
子
の
あ
ら
は

に
人
物
の
挙
動
に
見
え
な
ば
た
ち
ま
ち
興
味
を
失
ふ
べ
し
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（
坪
内
逍
遥
﹃
小
説
神
髄
﹄、
一
八
八
五
～
八
六
年
）

登
場
人
物
を
糸
を
使
っ
て
操
る
全
知
全
能
の
「
作
者
」
を
登
場
さ

せ
る
デ
ィ
デ
ロ
ー
と
石
橋
忍
月
、
語
り
手
の
存
在
を
強
く
読
者
に
意

識
さ
せ
る
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
二
葉
亭
四
迷
、
作
者
の
介
入
を
警
戒
す
る

よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
フ
ロ
ー
ベ
ル
や
坪
内
逍
遙
。
作
者
・
語
り

手
の
顔
出
し
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
様
々
な
表
現
の
類
似
に
は
あ
ら
た
め

て
驚
か
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
文
学
表
現
は
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の

言
語
圏
の
文
芸
評
論
に
お
い
て
個
別
に
論
じ
ら
れ
て
き
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
伝
統
を
比
較
文
学
的
な
面
か
ら
対
話
さ

せ
て
み
た
い
。

西
洋
に
お
け
る
自
己
言
及
的
表
現
の
研
究

自
己
言
及
は
、
西
洋
の
文
学
論
で
は
早
く
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て

き
た
問
題
で
、
時
代
や
場
所
に
よ
っ
て
様
々
な
概
念
で
考
え
ら
れ
て

き
た
。
近
代
小
説
の
歴
史
で
初
め
て
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く

ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
に
お
い
て「
ロ
マ
ン
主
義
的
イ
ロ
ニ
ー
」

（R
om

antische Ironie

）
が
問
題
に
さ
れ
た
時
で
あ
ろ
う
が
、
現
代
批

評
史
の
流
れ
で
は
、
新
た
に
次
の
二
つ
の
系
譜
が
現
れ
た
。

一
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
構
造
主
義
が
主
張
し
た
「
メ
タ
レ
プ
シ
ス
」

（m
étalepse

）
と
い
う
概
念
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
物

語
も
、
こ
れ
を
一
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
し
て
考
え
た

と
き
、
そ
こ
に
は
「
語
り
の
水
準
」
が
少
な
く
と
も
二
つ
並
存
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
語
り
手
・
聞
き
手
が
位
置
し
て
い
る
世
界
と
物

語
世
界
と
で
あ
る
。
ま
た
、
作
品
（
よ
り
正
確
に
は
第
一
次
物
語
言
説
）

内
の
登
場
人
物
が
語
り
手
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
物
語
世
界
内
の
人

物
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
話
を
第
二
次
物
語
言
説
と
し
て
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
、
作
品
の
全
体
は
語
り
の
水
準
が
複
層
化
し
て
、
い
わ

ゆ
る
枠
物
語
の
形
式
、
あ
る
い
は
入
れ
子
構
造
を
な
す
。
こ
の
い
ず

れ
か
の
水
準
が
境
界
侵
犯
さ
れ
る
現
象
を
「
メ
タ
レ
プ
シ
ス
」（
転

説
法
）
と
呼
ん
だ
の
は
、
構
造
主
義
時
代
に
フ
ラ
ン
ス
の
物
語
論
の

嚆
矢
と
な
っ
た
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ェ
ネ
ッ
ト
で
あ
っ
た⎠

3
⎝

。

も
う
一
つ
の
系
譜
は
、
ア
メ
リ
カ
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
重
視

し
た
「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」（m

etafiction

）
と
い
う
言
葉
に
象
徴

さ
れ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
の
構
造
主
義
者
と
ほ
ぼ
同

時
に
、
一
九
七
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
の
文
学
理
論
家
は
文
学
の
自
己

言
及
性
を
別
の
角
度
か
ら
取
り
上
げ
、「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
名

付
け
た⎠

4
⎝

。
メ
タ
レ
プ
シ
ス
は
修
辞
学
・
物
語
論
か
ら
問
題
意
識
が
提

出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
論
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
モ

ダ
ニ
ズ
ム
、
特
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
文
学
の
課
題
（
リ
ア
リ
テ
ィ
批
判
）

を
受
け
継
ぎ
、
そ
の
源
流
を
十
七
・
十
八
世
紀
の
文
学
（
フ
ィ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
、
ス
タ
ー
ン
な
ど
）
に
求
め
な
が
ら
、
反
小
説
（
反
写
実
主
義
）
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の
系
譜
を
築
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
メ
タ
レ
プ
シ
ス
・
メ
タ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
）に
も
共
通
点
が
あ
り
、同
じ
よ
う
な
作
品
に
重
点
を
置
き
、

同
じ
く
写
実
主
義
の
根
本
と
さ
れ
て
き
た「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
幻
想
」

を
侵
犯
す
る
表
現
が
注
目
さ
れ
て
き
た
点
で
共
通
し
て
い
る
。一
方
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
よ
り
厳

密
な
分
析
が
行
わ
れ
た⎠

5
⎝

。
後
に
詳
し
く
触
れ
る
が
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
（m

etafiction

）
と
メ
タ
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
（m

etanarration

）、（
フ

ラ
ン
ス
で
は
存
在
論
的
メ
タ
レ
プ
シ
ス
と
修
辞
法
的
メ
タ
レ
プ
シ
ス
な
ど
と

呼
ば
れ
て
い
る
）
と
が
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前

者
（
先
の
例
で
い
う
と
デ
ィ
デ
ロ
ー
）
は
従
来
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
世
界
が
作
者
の
意
思
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
、
後
者
（
例
え
ば
バ
ル
ザ
ッ
ク
）
は
あ
く
ま
で
も
語
り
の
テ

ク
ニ
ッ
ク
に
す
ぎ
ず
、
必
ず
し
も
リ
ア
リ
ズ
ム
の
幻
想
を
破
る
こ
と

な
く
、む
し
ろ
そ
れ
を
支
え
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

日
本
に
お
け
る
自
己
言
及
的
表
現
の
研
究

日
本
で
は
、「
メ
タ
レ
プ
シ
ス
」
あ
る
い
は
そ
の
日
本
語
訳
の
「
転

説
法
」
と
い
う
言
葉
が
な
か
な
か
定
着
せ
ず
、
そ
の
た
め
か
、
私
の

知
っ
て
い
る
限
り
、
あ
ま
り
自
立
し
た
研
究
対
象
に
は
な
っ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
八

〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
一
時
流
行
し
た
時
期
も

あ
っ
た
が
、
日
本
の
文
学
研
究
で
は
あ
ま
り
取
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た

し
、
適
応
さ
れ
た
と
し
て
も
、
筒
井
康
隆
や
丸
谷
才
一
の
よ
う
な
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
作
家
が
中
心
で
、
そ
れ
以
前
の
作
品
は
そ
の
考
察
の
範

囲
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
メ
タ
レ
プ
シ
ス
・
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
現
象
は
別

の
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
そ
れ
は
古
典
の
世
界

で
よ
く
知
ら
れ
る
「
草
子
地
」
と
い
う
概
念
に
近
い
も
の
な
の
だ
が
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
近
代
文
学
の
研
究
に
は
あ
て
は
め
ら
れ
ず
、
近
世

文
学
の
領
域
に
お
い
て
さ
え
、
あ
ま
り
応
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
十
九
世
紀
文
学
に
か
ぎ
っ
て
言
え
ば
、
例
え
ば
一
九
八
〇
年

代
か
ら
、
明
治
期
の
小
説
が
新
た
な
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
物
語
論
や
小
説
表
現
史
の
面
で
作
者
・
語
り
・
人
称
な

ど
の
諸
問
題
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た⎠

6
⎝

。
そ
の
流
れ
の
中
で
、
特
に

作
者
の
自
己
言
及
的
表
現
と
関
連
し
て
参
考
に
な
る
の
は
、
久
保
由

美
「
近
代
文
学
に
お
け
る
叙
述
の
装
置
」（﹃
文
学
﹄
一
九
八
四
・
四
）

と
宇
佐
美
毅
﹃
小
説
表
現
と
し
て
の
近
代
﹄（
お
う
ふ
う
社
、二
〇
〇
四
）

の
研
究
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

参
考
ま
で
に
い
く
つ
か
作
品
の
例
を
出
し
て
み
よ
う
。

①　

作
者
日
く
本
編
中
に
写
し
い
だ
せ
る
書
生
の
如
き
は
概
ね

書
生
界
の
上
流
を
占
る
も
の
な
り
︹
中
略
︺
余
は
故こ
と
さ
ら意

に
上
流
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の
風
儀
を
写
し
ぬ
活み
ご
う
し
や

眼
家
幸
に
咎
む
る
勿
れ
。

②　

其
服み
な
り装
を
も
て
考
ふ
る
に
。
さ
ま
で
良よ
き
と
こ
ろ家
の
子
息
に
も

あ
ら
ね
ど
。
さ
り
と
て
地い
な
か方

と
も
思
は
れ
ね
ば
。
府
下
の
チ
イ

官
吏
の
サ
ン
︹
子む
す
こ息

︺
な
ら
ん
歟
。
と
に
か
く
女
親
の
な
き
人

と
は
。
袴
の
裾
か
ら
推
測
し
た
。
作
者
が
傍お
か
め観
の
独
断
な
り
。

 

（
坪
内
逍
遥
﹃
当
世
書
生
気
質
﹄、
一
八
八
五
・
八
六
年
）

③　

中
背
の
男
は
二
階
へ
上
ツ
て
仕
舞
ツ
た
帰
ツ
て
来
ぬ
間
に

チ
ヨ
ツ
ピ
リ
此
男
の
小
伝
を
と
言
ふ
可
き
所
な
れ
ど
も
︙

 

（
二
葉
亭
四
迷
﹃
浮
雲
﹄
第
一
編
、
一
八
八
七
年
）

④　

両
人
の
物
語
途
切
れ
し
を
幸
ひ
爰
に
今
日
の
出
会
の
始
末

を
説
か
ん
に
聞
た
ま
へ
︙

 

（
尾
崎
紅
葉
﹃
風
流
京
人
形
﹄、
一
八
八
九
年
）

久
保
由
美
は
、
近
世
小
説
か
ら
近
代
小
説
へ
の
流
れ
の
中
で
、
表

現
の
主
体
で
あ
る
叙
述
者
（
つ
ま
り
語
り
手
）
の
確
立
と
発
展
の
過

程
を
考
え
よ
う
と
し
た
。
彼
女
は
そ
の
展
開
を
大
き
く
三
つ
の
段
階

に
分
け
て
い
る
。

　
　

１
．
語
り
手　
　

＝　

作
者 

（
江
戸
後
期
小
説
）

　
　

２
．
叙
述
者
１　

≒　

作
者 

（
明
治
戯
作
、
①
、
②
）

　
　

３
．
叙
述
者
２　

≠　

作
者 

（
③
、
④
）

大
き
な
流
れ
と
し
て
は
、
作
者
が
語
り
手
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
作
者
の
存
在
が
物
語
世
界
の
外
に
排
除
さ
れ
、
姿
を
消
し
て

い
く
展
開
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
の
流
れ
を
受
け
て
、
宇
佐
美
毅
は
、
さ
ら
に
坪

内
逍
遥
の
小
説
を
細
か
く
分
析
し
た
。
宇
佐
美
は﹃
当
世
書
生
気
質
﹄

に
頻
繁
に
顔
を
出
し
て
い
る
「
作
者
」
と
名
乗
る
人
物
を
二
つ
に
分

け
て
考
え
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
①
の
よ
う
に
物
語
世
界
の

外
に
立
ち
、
の
ち
批
判
の
対
象
と
な
り
、
徐
々
に
姿
を
消
し
て
い
く

「
作
者
」
と
、②
の
よ
う
に
物
語
世
界
の
中
に
立
っ
て
、今
日
言
う
「
語

り
手
」
に
変
貌
し
て
い
く
「
作
者
」
と
の
区
別
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま

た
、
自
立
し
た
語
り
手
の
成
立
と
並
行
し
て
、
内
面
描
写
と
い
う
近

代
小
説
の
抱
え
て
い
た
課
題
が
浮
か
び
上
が
り
、
そ
の
解
決
法
と
し

て
近
代
の
語
り
が
向
か
っ
た
の
が
、
一
人
称
小
説
で
あ
っ
た
と
い
う

事
実
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
人
の
内
面
を

何
の
媒
介
も
な
し
直
接
に
描
く
こ
と
に
は
抵
抗
感
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
に
お
け
る
先
行
研
究
は
、
そ
の
語
り
手
の
芽
生

え
を
明
治
二
十
年
代
の
作
品
に
見
い
だ
し
た
。
た
だ
し
、
日
本
の
研

究
者
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
根
本
を
な
し
て
い
る

「
語
り
手
」
と
い
う
概
念
自
体
が
歴
史
的
な
産
物
で
あ
る
と
い
う
事

実
を
ほ
と
ん
ど
意
識
せ
ず
、
そ
れ
を
無
前
提
に
導
入
し
て
利
用
し
て

き
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
一
方
で
そ
れ
も
無
理
は
な
い
と

い
う
事
情
も
あ
る
。
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
は
も
と
も
と
普
遍
性
を
目
指
す
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も
の
で
、
個
々
の
歴
史
的
事
象
へ
の
関
心
の
薄
い
思
想
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
た
限
界
は
、
後
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

だ
が
、
そ
の
成
果
は
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ

る
の
で
、
こ
こ
で
シ
ル
ヴ
ィ
・
パ
ト
ロ
ン
著
﹃
語
り
手
―
物
語
論
序

説⎠
7
⎝

﹄
を
簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

語
り
手
の
誕
生

作
者
で
も
登
場
人
物
で
も
な
く
、
別
の
、
自
立
し
た
存
在
と
し
て

「
語
り
手
」
と
い
う
概
念
が
現
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
近
代
文
学
の

成
立
と
同
時
で
あ
ろ
う
が
、「
語
り
手
」
と
い
う
言
葉
（
フ
ラ
ン
ス
語

で
は narrateur 

、
英
語
で
は narrator 

）
を
使
っ
た
理
論
的
な
言
説
が

現
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
意
外
に
遅
く
十
九
世
紀

前
半
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ア
ン
ナ
・
バ
ー
ボ
ー
ル
ド
と
い

う
イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
の
ロ
マ
ン
主
義
詩
人
は
、
一
八
〇
四
年
に
リ
チ

ャ
ー
ド
ソ
ン
を
紹
介
す
る
文
章
で
、
十
八
世
紀
か
ら
受
け
継
が
れ
た

語
り
の
技
法
を
次
の
三
つ
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。

１
．narrative  

ま
た epic 

（
叙
述
）
の
方
法
で
は
、
作
者
自

身
が
登
場
人
物
の
行
方
を
語
っ
て
い
る
。

２
．epistolary correspondence 

つ
ま
り
書
簡
体
小
説
で

は
、
登
場
人
物
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
書
簡
の
み
が
語
り
を
支

え
て
い
る
。

３
．m

em
oirs 

（
回
顧
録
、
回
想
録
、
自
叙
伝
）
で
は
、
登
場

人
物
が
自
分
の
身
の
上
話
を
語
っ
て
い
る
。

書
簡
体
小
説
は
十
九
世
紀
に
入
る
と
、
急
に
姿
を
消
し
て
し
ま
う

の
で
、
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
。（
１
）
と
（
３
）
に
は
そ
れ
ぞ
れ

三
人
称
小
説
と
一
人
称
小
説
の
原
型
が
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
面

白
い
こ
と
に
、 narrator 

（
語
り
手
）
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
の

は
、（
１
）
に
対
し
て
で
は
な
く
、（
３
）
の
、
作
者
が
設
け
た
空
想
の

登
場
人
物
の
こ
と
を
指
す
場
合
だ
け
で
あ
る⎠

8
⎝

。

な
お
、バ
ル
ザ
ッ
ク
に
も
同
じ
よ
う
な
語
り
の
分
類
が
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
一
八
三
五
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
谷
間
の

百
合
﹄
と
い
う
小
説
で
、
登
場
人
物
の
内
面
を
う
ま
く
探
ろ
う
と
し

て
、
一
人
称
の
語
り
を
設
定
し
て
み
せ
た
。
そ
の
自
序
で
、
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。

そ
の
作
品
の
は
し
ば
し
で
、
作
者
は
あ
る
人
物
を
設
定
し
て
自

分
の
名
前
で
語
ら
せ
た
。︹
中
略
︺︽
わ
た
し
︾
で
語
る
こ
と
は
、

作
者
に
と
っ
て
危
険
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。︹
中
略
︺
多
く

の
人
々
は
今
で
も
、
作
家
が
作
中
人
物
た
ち
に
与
え
る
諸
々
の

感
情
の
共
犯
関
係
を
書
き
手
に
求
め
る
と
い
う
馬
鹿
げ
た
行
為

を
行
っ
て
い
る
し
、
彼
が
︽
わ
た
し
︾
を
使
っ
た
場
合
、
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
人
々
が
書
き
手
と
語
り
手
を
同
一
化
し
よ
う
と

し
て
き
た
。
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（
バ
ル
ザ
ッ
ク
﹃
谷
間
の
百
合
﹄、
一
八
三
五
年
、
奥
田
恭
士
著 

﹃
バ
ル
ザ
ッ
ク
―
語
り
の
技
法
と
そ
の
進
化
﹄、
二
〇
〇
九
年
よ
り
、 

冒
頭
の
一
文
は
筆
者
訳
）

パ
ト
ロ
ン
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
で
作
者
と
語
り

手
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
た
最
初
の
発
言
で
あ
る
と
い
う
。

要
す
る
に
、
一
人
称
小
説
で
は
語
り
を
担
う
の
は
作
中
の
登
場
人

物
で
も
あ
り
、
そ
の
人
物
は
「
語
り
手
」
と
呼
ば
れ
、
自
分
の
身
の

上
話
あ
る
い
は
目
撃
者
と
し
て
他
人
の
身
の
上
話
を
語
る
。
ま
た
、

三
人
称
小
説
で
は
、語
り
を
担
う
の
が
作
者
だ
と
解
釈
さ
れ
が
ち
で
、

そ
れ
を
指
し
て
「
語
り
手
」
と
呼
称
す
る
ケ
ー
ス
は
、
当
時
ま
だ
珍

し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
、
三
人
称
小
説
の
語
り
手
を
作

者
と
は
っ
き
り
区
別
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
あ
た
り

か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
語
り
手
」
が
意
識
さ
れ
理
論
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
十

九
世
紀
前
半
、
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
作
者
・
語
り
手
が
頻

繁
に
物
語
世
界
に
顔
を
出
し
、
様
々
な
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
よ
う
に

な
る
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、「
語
り
手
」
と
名
づ
け

ら
れ
る
作
者
の
存
在
は
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
バ
ル
ザ

ッ
ク
自
身
も
こ
う
し
た
点
を
多
少
と
も
意
識
し
て
い
た
し
、
フ
ロ
ー

ベ
ー
ル
に
な
る
と
、
作
者
の
顔
出
し
に
対
す
る
抵
抗
が
は
っ
き
り
と

表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

あ
る
著
書
に
そ
の
作
者
が
姿
を
表
し
、
自
分
の
こ
と
を
話
し
出

す
や
い
な
や
、
幻
覚
は
破
れ
る
。

 

（
バ
ル
ザ
ッ
ク
、「
ル
ヴ
ュ
・
パ
リ
ジ
ェ
ン
ヌ
」
誌
、 

一
八
四
〇
年
九
月
二
五
日
）

私
の
本
の
中
に
は
作
者
の
身
動
き
、
作
者
の
意
見
、
一
毫
た
り

0

0

0

0

と
も

0

0

出
て
ほ
し
く
な
い
。

 

（
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
書
簡
、
一
八
五
二
年
二
月
八
日
）

な
お
、
ゾ
ラ
は
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
を
自
然
主
義
の
先
駆
者
と
し
て
高

く
評
価
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
文
学
意
識
を
厳
し

く
批
判
し
た
。

自
然
主
義
の
小
説
家
は
自
分
の
物
語
の
背
後
に
姿
を
消
し
た
ふ

り
を
し
て
い
る
。︹
中
略
︺
こ
れ
は
小
説
の
在
り
方
を
一
変
さ

せ
た
新
し
い
美
学
な
の
で
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
を
見
て

み
よ
。
作
者
は
絶
え
ず
語
り
に
介
入
し
、
こ
と
ご
と
に
自
分
の

意
見
を
開
陳
し
、
自
分
の
作
品
か
ら
導
き
出
す
べ
き
と
彼
が
信

じ
る
様
々
な
教
訓
を
述
べ
立
て
る
。
作
者
は
い
つ
も
そ
こ
に
い

て
、
読
者
に
説
明
す
る
の
だ
。

 

（
ゾ
ラ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
通
信
」、
一
八
七
五
年
十
一
月
）

こ
の
よ
う
に
、
十
九
世
紀
半
ば
を
軸
に
、
作
者
と
語
り
手
が
徐
々

に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、
作
者
が
語
り
の
世
界
の
外

に
追
い
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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い
く
つ
か
の
例
文
に
ざ
っ
と
目
を
通
し
た
だ
け
だ
が
、そ
れ
で
も
、

作
者
と
語
り
手
が
区
別
さ
れ
て
い
く
過
程
、
そ
の
過
程
で
一
人
称
の

語
り
が
果
た
し
た
重
要
な
役
割
、
そ
し
て
作
者
が
物
語
世
界
か
ら
排

除
さ
れ
て
い
く
過
程
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
と
の
多
く
の
共
通
点

が
見
え
て
き
た
。
し
か
し
、
共
通
点
を
並
べ
た
だ
け
で
、
話
を
終
わ

ら
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
メ
タ
言
説
的
な
表
現
は
、
語
り
の
技

法
で
も
あ
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
に
対
す
る
主
張
で

も
あ
る
。
語
り
の
糸
を
操
る
の
が
、
物
語
世
界
外
の
作
者
自
身
で
あ

る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
物
語
世
界
内
の
語
り
手
で
あ
る
に
せ
よ
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
自
ら
の
姿
を
隠
さ
ず
に
読
者
に
見
せ
た
瞬
間
、
自

己
言
及
的
な
行
為
に
出
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合

も
、
同
じ
役
割
、
同
じ
意
味
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
、
こ
の
点
は
近
年
の
メ
タ
レ
プ
シ
ス
や
メ
タ
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
研
究
で
は
、
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
。

リ
ア
リ
ズ
ム
を
補
強
す
る
メ
タ
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
メ
タ
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
の
区
別
は
、
十
八

世
紀
と
十
九
世
紀
の
文
学
と
の
区
別
に
も
重
な
る
し
、
滑
稽
小
説
と

写
実
小
説
と
の
区
別
に
も
重
な
る
。
そ
れ
を
把
握
す
る
に
は
、
バ
ル

ザ
ッ
ク
以
前
の
文
学
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
例

え
ば
、一
八
世
紀
文
学
に
お
け
る
典
型
的
な
自
己
言
及
的
表
現
に
は
、

先
に
も
あ
げ
た
デ
ィ
デ
ロ
ー
の
用
例
が
あ
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
構
造
主
義
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
解
釈
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る⎠

9
⎝

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
メ
タ
レ
プ
シ
ス
的

な
語
り
は
、
滑
稽
な
遊
び
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
も
超
え
た
も

の
で
、
登
場
人
物
の
運
命
を
ほ
し
い
ま
ま
に
操
る
小
説
家
の
想
像
力

の
自
由
を
積
極
的
に
表
に
出
す
方
法
で
あ
る
。
と
同
時
に
物
語
が
作

者
の
空
想
の
産
物
で
あ
り
、
自
由
に
書
き
換
え
可
能
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
自
ら
明
か
し
て
見
せ
る
方
法
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

反
写
実
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
作
品
に
表
れ
る
よ
う
な
メ
タ
レ

プ
シ
ス
は
、
最
近
の
研
究⎠
₁₀
⎝

で
は
、
必
ず
し
も
写
実
主
義
の
要
請
か
ら

外
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
写
実
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る

役
割
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
物
語
が
作
者
の

空
想
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
虚
構
性
を
顕

在
化
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
読
者
を
想
像
力
を
通
し
て
間
接
的
に
物

語
世
界
に
溶
け
込
ま
せ
る
効
果
を
目
指
す
、
と
い
う
解
釈
が
主
流
に

な
っ
て
き
た
。
メ
タ
レ
プ
シ
ス
を
侵
犯
行
為
、
つ
ま
り
作
品
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
性
を
表
に
出
す
現
象
と
定
義
し
て
い
た
従
来
の
解
釈
を
一

変
さ
せ
る
発
想
で
あ
る
。

冒
頭
に
挙
げ
た
、
二
葉
亭
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
引
用
を
比
べ
て
み
る
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と
、
双
方
と
も
、
物
語
の
時
間
と
語
り
の
時
間
が
一
見
並
行
し
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
り
手
が
「
中
背
の
男
」
で
あ
れ

「
司
祭
」
で
あ
れ
、
登
場
人
物
に
つ
い
て
情
報
を
提
供
し
た
後
、
つ

ま
り
男
が
二
階
に
上
が
っ
た
後
も
、
あ
る
い
は
司
祭
が
坂
道
を
登
り

終
え
た
後
も
、
登
場
人
物
の
行
動
を
語
り
続
け
る
。
そ
れ
は
決
し
て

写
実
主
義
の
要
請
か
ら
外
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
む
し

ろ
物
語
世
界
の
時
間
の
流
れ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
効
果
を
目
指

す
た
め
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
が
、
明
治
二

〇
年
前
後
の
作
品
を
解
釈
す
る
際
に
有
力
な
手
が
か
り
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
特
に
、
や
や
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
作
者
の
介
入

や
饒
舌
な
語
り
手
を
江
戸
後
期
戯
作
か
ら
引
き
ず
っ
て
き
た
過
度
的

な
、
未
熟
な
語
り
の
措
置
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を

補
強
す
る
た
め
に
積
極
的
に
使
わ
れ
た
技
法
と
み
る
解
釈
も
可
能
な

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

石
橋
忍
月
﹃
お
八
重
﹄、
坪
内
逍
遥
﹃
当
世
書
生
気
質
﹄

に
お
け
る
作
者
の
介
入

周
知
の
よ
う
に
明
治
二
十
年
代
の
小
説
に
お
い
て
は
、
作
者
が
自

作
に
顔
を
出
す
こ
と
は
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
例
は
た
と

え
ば
、
坪
内
逍
遥
の
﹃
当
世
書
生
気
質
﹄（
一
八
八
六
・
八
七
年
）
と

石
橋
忍
月
の
﹃
お
八
重
﹄（
一
八
八
九
年
）
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
前
者

は
﹃
小
説
神
髄
﹄
の
小
説
理
論
を
裏
切
っ
た
失
敗
作
で
あ
る
と
発
表

当
時
か
ら
見
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
後
者
は
二
葉
亭
や
逍
遥
の
叙
述
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
に
大
き
く
学
ん
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
、﹃
お
八
重
﹄
の
草

稿
を
書
き
換
え
、「
作
者
曰
く
」
な
ど
の
表
現
を
意
図
的
に
取
り
入
れ

た
た
め
、
内
田
魯
庵
か
ら
酷
評
を
受
け
た
こ
と
で
も
よ
く
知
ら
れ
る

小
説
で
あ
る⎠
₁₁
⎝

。
た
と
え
駄
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
近
代
小
説
に
お

け
る
叙
述
の
課
題
を
考
え
る
に
は
有
意
義
な
例
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で

は
特
に
以
下
の
三
点
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

１
．
語
り
の
構
造
（
作
者
と
読
者
）

﹃
お
八
重
﹄
に
は
、内
田
魯
庵
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
作
者
」・「
著

者
」（
十
五
回
）
や
「
読
者
」・「
看
客
」（
十
一
回
）
と
明
記
さ
れ
る
箇

所
が
多
く
、
こ
の
作
品
で
は
明
ら
か
に
作
者
と
読
者
と
の
間
で
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
演
じ
ら
れ
る
場
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
「
作
者
」
は
直
接
に
「
読
者
」
に
声
を

か
け
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

此
不
意
の
嘆
息
に
は
、
無
限
無
数
の
意
味
あ
る
べ
し
、
業
平
の

読
者
諸
君
は
、
胸
に
手
を
当
て
ゝ
考
へ
玉
ふ
べ
し
。 

（
第
四
回
）

ま
た
、
読
者
に
も
発
言
の
場
を
与
え
て
語
り
に
反
応
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
い
く
。
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不
忍
池
の
畦
道
よ
り
、
廿
四
五
の
年
配
な
る
紳
士
、︹
︙
︺
花
の

折
枝
持
そ
へ
て
、
見
合
す
顔
、（
看
官
曰
く
沼
津
の
段
そ
ッ
く
り
だ

ぜ
）
乙
女
は
︙ 

（
第
一
回
）

波
「
︙
お
れ
の
は
痴
情
ぢ
や
な
い
、
真
正
の
情
交
だ
、
―
―
（
読

者
曰
く
、
ど
う
だ
か
）
お
れ
は
︙ 

（
第
八
回
）

小
説
を
あ
え
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
装
置
と
し
て
設
置
す
る

忍
月
の
試
み
に
、
表
面
的
な
戯
れ
意
識
、
あ
る
い
は
一
種
の
浅
は
か

さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
内
田
魯
庵
が
批

判
し
た
点
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
作
者
の
介
入
は
滑
稽
小
説
に
は
相
応

し
い
が
、
人
情
小
説
で
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
作
者
の
介
入
そ
の

も
の
へ
の
批
判
と
い
う
よ
り
は
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
に
か
か
わ
っ

て
く
る
問
題
で
も
あ
る
。

﹃
当
世
書
生
気
質
﹄
の
語
り
も
同
様
に
作
者
と
読
者
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。

作
者
い
は
く
、
本
編
は
全
編
の
脚し
く
み色

に
必
要
な
る
が
た
め
に
、

余
儀
な
く
描
き
い
で
し
こ
と
な
る
︹
︙
︺
看み
る
ひ
と官
作
者
が
苦
心
を

察
し
て
、
其
想
像
の
到
ら
ざ
る
を
痛
く
咎
む
る
な
か
れ
と
云い

ふ爾

（
第
七
回
末
尾
）

白
話
小
説
か
ら
借
り
た
と
思
わ
れ
る
「
作
者
曰
く
」
と
い
う
表
現

は
、
読
本
に
も
採
用
さ
れ
、
戯
作
に
敷
衍
さ
れ
て
以
来
、
小
説
家
に

愛
用
さ
れ
続
け
た
が
、
逍
遥
、
忍
月
以
降
、
作
者
と
語
り
手
と
が
意

識
的
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
表
現
は
次

第
に
見
え
な
く
な
っ
た
。
た
だ
し
、
物
語
の
語
り
手
と
聞
き
手
と
の

間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
前
提
と
す
る
小
説
は
多
く
存
在
す

る
。
例
え
ば
、「
語
り
」
の
文
学
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
と
言
わ
れ
る

露
伴
の
初
期
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
う
で
あ
る⎠
₁₂
⎝

。
こ
う
し
た「
語
り
」

の
構
造
か
ら
解
放
さ
れ
た
近
代
写
実
小
説
の
典
型
的
な
表
現
、
例
え

ば
田
山
花
袋
の
﹃
一
兵
卒
﹄（
一
九
〇
八
年
）
の
冒
頭
に
あ
た
る
「
渠

は
歩
き
出
し
た
」
と
い
う
表
現
が
成
立
す
る
ま
で
に
は
、
な
お
長
い

試
行
錯
誤
が
必
要
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
現
象
の
裏
に
は
近
世
・
近
代
小
説
に
お
け
る
語
り
の
文

学
の
影
響
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
が
、
注
目
し
た
い
の
は
具
体
的
な

読
者
・
読
み
手
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
求

め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
者
・
語
り
手
は
読
者
・
読
み

手
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
に
案
内
す
る
役
を
担
う
こ
と
が
多
い
。

例
え
ば
恋
愛
話
を
売
り
に
す
る
人
情
本
の
作
者
は
中
産
階
級
婦
人
を

読
者
と
想
定
し
な
が
ら
、
そ
の
読
者
層
が
疎
い
と
思
わ
れ
る
花
柳
世

界
の
風
俗
や
言
葉
遣
い
を
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
。
実
社
会
に
根
差

す
知
識
を
紹
介
す
る
、
メ
タ
言
説
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
作
者
が
「
通
」
を
解
す
る
読
者
に
詫
び
る
謙
遜
の
ポ

ー
ズ
を
取
り
な
が
ら
、
初
心
者
案
内
的
な
説
明
を
す
る
こ
と
も
あ
る

が
、
こ
れ
も
ま
た
同
じ
メ
タ
言
説
の
表
裏
に
過
ぎ
な
い
。



－92－

﹃
当
世
書
生
気
質
﹄
の
主
題
は
、
第
一
回
冒
頭
に
も
あ
る
よ
う
に
、

近
代
社
会
の
新
し
い
階
層
を
な
す
学
生
生
活
を
描
写
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
須
河
と
い
う
登
場
人
物
の
言
葉
の
癖
を
説

明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
作
者
が
そ
の
姿
を
現
し
て
次
の
よ
う
に
発

言
す
る
の
で
あ
る
。

作
者
日
く
須
河
の
言こ
と
ば語

は
如
何
な
る
地
方
の
言
語
な
る
か
と
不

審
を
い
だ
く
人
も
あ
る
べ
し
こ
は
何い
づ
こ処
の
方
言
と
定
ま
り
た
る

も
の
に
あ
ら
ず
書
生
社
会
に
行
は
る
ゝ
駁
雑
な
る
転な
ま
り訛

言こ
と
ば語

と

思
ふ
べ
し
蓋
し
書
生
中
に
は
上
方
の
生
に
あ
り
な
が
ら
態わ
ざ
わ
ざ々

土と

さ佐
方こ
と
ば言
な
ど
を
真
似
る
者
あ
り
て
一
概
に
何
処
の
方
言
と
も

定
め
が
た
け
れ
ば
な
り 

（
第
一
回
末
尾
）

な
お
、
作
者
の
啓
蒙
的
な
ス
タ
ン
ス
は
こ
の
程
度
に
は
と
ど
ま
ら

な
い
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、﹃
当
世
書
生
気
質
﹄
で
は
「
作
者
」
を

名
乗
る
語
り
手
が
た
び
た
び
物
語
世
界
に
視
点
を
据
え
て
、
物
事
を

「
作
者
」
の
「
岡
目
の
評
判
」、「
作
者
」
の
「
傍お
か
め観

の
独
断
」
で
「
推

測
」
す
る
の
だ
が
、登
場
人
物
の
描
写
を
「
素
人
（
眼
）
の
鑑
定
」、「
素

人
の
考
へ
」、「
田
舎
漢
の
眼
」
な
ど
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
こ
と

も
し
ば
し
ば
あ
る
。

残
る
一ひ
と
り個
は
、
年
の
頃
二
十
六
、
七
の
好
男
子
、
官
員
と
も
見

え
ず
、
商
人
と
も
つ
か
ぬ
言も
の
ご
し語

恰か
つ
こ
う好

、
素
人
の
鑑
定
で
は

代だ
い
げ
ん
に
ん

言
人
か
と
お
も
は
れ
た
り
。 

（
第
一
回
）

︹
︙
︺
ト
い
ひ
つ
つ
襖
を
お
し
ひ
ら
く
は
、
年
の
頃
二
十
二
、

三
の
書
生
風
。
そ
の
打い
で
た
ち扮
は
︹
︙
︺
田い
な
か
も
の

舎
漢
の
眼
で
見
た
ら
ば
、

さ
る
省
の
中
鯰
の
、
近
所
あ
る
き
か
と
も
怪
ま
れ
ん
。
そ
も
こ

の
書
生
は
何
者
ぞ
と
い
ふ
に
、
前
に
も
し
ば
し
ば
風う
わ
さ評

あ
り
し

倉
瀬
蓮
作
と
い
ふ
も
の
に
て
、
越
後
新
潟
の
生
れ
な
れ
ど
も
、

已
に
七
、
八
年
東
京
に
あ
り
し
ゆ
ゑ
に
、
最
早
故ふ
る
さ
と郷

の
方
言
は

大
概
な
ほ
り
た
り
と
察
し
た
ま
へ
。 

（
第
三
回
）

登
場
人
物
の
身
な
り
を
細
か
く
描
写
す
る
の
は
、
こ
の
時
代
に
芽

生
え
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
も
あ
っ
て
、
近
代
小
説
の
向
か
っ

た
一
つ
の
方
向
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
場
面
に
は
、
人
物
の
描

写
か
ら
何
が
推
測
で
き
る
か
、
と
い
う
「
素
人
」
読
者
の
目
を
養
う

効
果
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
も
読
め
る
。
事
情
の
す
べ
て
を
説
明
す

る
よ
り
そ
れ
を
読
者
に
悟
ら
し
め
る
こ
と
こ
そ
が
「
作
者
」
た
る
語

り
手
の
目
指
す
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

斯
く
書
生
輩
が
志
を
、
得
遂
げ
ざ
る
に
は
故
あ
れ
ど
も
、
そ
の

原
因
の
関
係
塩
梅
、
頗
る
陰
妙
不
可
思
議
に
て
、
皆
一
様
と
は

い
ふ
べ
か
ら
ず
。︹
︙
︺
そ
の
隠
密
な
る
魂
胆
を
ば
、
写
し
い

だ
せ
る
物
語
も
、
そ
れ
と
は
い
は
ず
語
ら
ず
し
て
、
読
む
人
々

に
悟
ら
し
む
る
、
覆
車
の
誡
、
因
果
の
関
係
、
善
き
も
悪
き
も

あ
か
ら
さ
ま
に
、
作
者
が
自
儘
の
考か
ん
が
え案

も
て
、
い
は
ぬ
が
花
か
、

読
む
人
が
自さ

と得
る
も
花
か 

（
第
一
回
）
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「
素
人
の
眼
」
で
見
る
語
り
の
視
点
の
ほ
か
に
、「
推
理
家
」
と
い

う
語
り
の
視
点
も
何
回
か
現
れ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
﹃
当

世
書
生
気
質
﹄
の
理
想
的
読
者
像
を
体
現
す
る
表
現
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
石
橋
忍
月
も
坪
内
逍
遥
も
、
明
治
二
十
年
代

の
作
家
の
ほ
と
ん
ど
は
、
創
作
活
動
の
か
た
わ
ら
批
評
活
動
も
行
っ

て
い
る
と
い
う
事
実
は
見
逃
せ
な
い
。
近
代
文
学
を
象
徴
す
る
「
雑

誌
」
と
「
新
聞
」
と
い
う
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
は
、
文
学
論
や
作
品
批

評
を
小
説
の
読
者
層
に
広
め
、
徐
々
に
そ
の
小
説
を
見
る
目
を
養
う

役
割
を
果
た
し
た
。
そ
の
現
象
は
、
啓
蒙
的
な
メ
タ
言
説
（
序
文
か

ら
作
者
の
介
入
、さ
ら
に
語
り
手
の
思
想
が
述
べ
ら
れ
る
部
分
ま
で
）が
徐
々

に
近
代
小
説
か
ら
姿
を
消
し
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

参
考
ま
で
に
、
読
者
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
的
な
態
度
は
バ

ル
ザ
ッ
ク
の
文
体
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
否
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
み
で
な
く
ユ
ー
ゴ
ー
も
そ
う
で
あ
り
、
そ

れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
十
九
世
紀
前
半
の
文
学
の
主
流
を
占
め
る

も
の
で
も
あ
っ
た
。

２
．
語
り
の
整
理

次
に
、戯
作
時
代
か
ら
頻
繁
に
使
わ
れ
て
き
た
常
套
手
段
と
し
て
、

物
語
の
筋
を
整
理
す
る
役
割
を
担
う
作
者
が
介
入
す
る
表
現
に
つ
い

て
考
え
た
い
。
一
、
二
例
の
み
に
し
ぼ
っ
て
挙
げ
る
と
、

此
松
井
と
云
へ
る
は
第
一
回
に
於
い
て
読
者
に
お
目
に
掛
っ
た

後
、
久
し
く
御
無
沙
汰
致
し
た
る
人
物
、
今
で
は
小
名
浜
新
一

と
呼
ぶ
、「
其
訳
は
、「
今
に
分
る
徐
々
に
下
条
を
読
み
玉
へ
や
。

 

（﹃
お
八
重
﹄
第
九
回
）

あ
る
い
は
、
先
に
も
挙
げ
た
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

作
者
い
は
く
、
本
編
は
全
編
の
脚し
く
み色
に
必
要
な
る
が
た
め
に
、

余
儀
な
く
描
き
い
で
し
こ
と
な
る
︹
︙
︺

 

（﹃
当
世
書
生
気
質
﹄
第
七
回
末
尾
）

ま
た
語
り
の
整
理
機
能
と
関
係
す
る
例
と
し
て
し
ば
し
ば
出
て
く

る
の
は
、
登
場
人
物
の
発
言
を
省
略
し
て
、
物
語
内
容
の
一
部
を
語

る
行
為
で
あ
る
。

波
「︹
︙
︺
と
是
よ
り
お
八
重
の
来
歴
を
語
り
出
す
、
終
始
を

略
記
せ
ん
に

お
八
重
の
父
は
、
元
関
西
某
藩
の
士
族
に
し
て
︹
︙
︺

 

（﹃
お
八
重
﹄
第
三
回
）

作
者
い
は
く
。
以
下
の
話
譚
は
、
小
町
田
粲
爾
が
守
山
へ
の
話

な
れ
ど
も
、
小
町
田
の
言
葉
を
も
て
い
は
し
め
て
は
、
十
分
に

そ
の
情
実
を
述
つ
く
し
が
た
き
お
そ
れ
あ
り
。
殊
に
は
、
文
の

冗
長
に
な
り
行
か
む
か
と
お
そ
る
る
故
に
、
わ
ざ
と
平
常
の
物

語
の
や
う
に
写
し
い
だ
し
ぬ
。
見
る
人
そ
の
心
し
て
読
ま
せ
た

ま
へ
。
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今
は
む
か
し
と
な
り
ぬ
。
白
山
の
御
社
の
ほ
と
り
に
︹
︙
︺

 

（﹃
当
世
書
生
気
質
﹄
第
四
回
）

こ
の
よ
う
な
整
理
機
能
と
し
て
の
作
者
・
語
り
手
の
介
入
は
十
八

世
紀
末
か
ら
物
語
の
長
編
化
に
伴
っ
て
頻
繁
に
使
わ
れ
た
手
段
で
あ

る
。
時
間
を
お
い
て
出
版
さ
れ
た
数
編
か
ら
な
る
物
語
に
は
、
込
み

入
っ
た
筋
立
て
や
複
雑
な
人
間
関
係
を
整
理
す
る
必
要
が
出
て
く
る

の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

「
作
者
」
と
も
呼
ば
れ
る
語
り
手
は
高
い
レ
ベ
ル
か
ら
語
り
を
支

配
し
整
理
す
る
の
だ
が
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
は
完
全
な
自
由
に
恵

ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、﹃
お
八
重
﹄
に
は
、
語
り
と
い
う
装
置
が
筆

に
例
え
ら
れ
、
時
空
を
自
由
に
動
く
能
力
を
持
つ
こ
と
が
主
張
さ
れ

て
い
る
箇
所
も
あ
る
。

筆
と
云
へ
る
一
種
の
活
動
物
は
、
縦
令
翼
な
き
も
、
縦
令
脚
な

き
も
、
一
瞬
千
里
の
速
力
を
以
ツ
て
、
空
中
飛
行
の
自
在
力
を

備
ふ
る
な
り
、
今
迄
西
京
の
事
実
を
探
偵
せ
し
も
、
再
び
帰
ツ

て
又
東
京
に
御み
こ
し腰

を
据
ゑ
、
そ
し
て
話
柄
も
三
四
ケ
月
後の
ち

の
事

と
知
る
べ
し
、
抔
と
イ
ヤ
に
長
た
ら
し
く
断
ツ
て
説
き
出
す
は

︙ 

（
第
四
回
）

忍
月
の
滑
稽
さ
と
は
質
を
異
に
す
る
が
、
逍
遥
の
語
り
手
も
時
空

を
自
由
に
動
き
、
な
お
か
つ
読
者
に
声
を
か
け
て
い
る
。

前
回
い
ま
だ
終
ら
ざ
れ
ど
も
、
暫
く
そ
の
話
を
中
絶
し
て
、
同

日
同
時
刻
の
他
の
物
語
に
う
つ
る
。

（
看み
る
ひ
と官
そ
の
心
し
て
読
み
た
ま
へ
か
し
。） 

（
第
十
八
回
の
下
）

語
り
の
流
れ
が
切
断
さ
れ
た
と
き
、
場
面
と
場
面
と
の
継
ぎ
目
、

各
回
の
間
な
ど
に
、
作
者
あ
る
い
は
語
り
手
が
顔
を
出
し
て
話
の
前

後
関
係
を
説
明
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
語
り
手
は
そ
の
ス
ペ
ー
ス

を
利
用
し
て
様
々
な
情
報
を
読
者
に
提
供
す
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ

し
、
物
語
世
界
を
自
由
に
動
け
る
語
り
手
の
特
権
が
明
示
さ
れ
て
は

い
て
も
、
物
語
世
界
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
問
わ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら

な
い
。
あ
え
て
求
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
両
作
に
は
そ
の
虚
構
性
を
問

題
化
す
る
メ
タ
言
説
も
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、﹃
お
八
重
﹄
に
は
、
松
葉

新
一
が
主
人
公
の
園
井
波
之
助
に
「
暗
撃
新
聞
」
を
読
ま
せ
る
シ
ー

ン
が
あ
る
。
新
聞
に
載
っ
て
い
る
記
事
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
た
あ

と
、
二
人
の
間
に
次
の
よ
う
な
会
話
が
あ
る
。

波
「
そ
れ
は
さ
う
と
、
な
ぜ
著
者
は
こ
ん
な
無
関
係
な
こ
と
を
、

此
「
お
八
重
」
に
写
す
の
だ
ら
う
ネ
。

新
「
そ
り
や
ア
君
、「
お
八
重
」
の
意
匠
は
男
女
地
位
心
情
の
相

関
相
違
を
写
す
に
在
る
ん
だ
さ
う
だ
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
も
チ

ヨ
ツ
ト
つ
ま
ん
で
揚
げ
る
の
も
亦
た
必
要
サ
。

登
場
人
物
が
﹃
お
八
重
﹄
の
「
著
者
」
の
「
意
匠
」
を
語
り
合
う
、

こ
う
し
た
逆
説
的
な
発
言
こ
そ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
世
界
の
自
己
言
及

性
を
暴
き
出
す
の
で
あ
る
。
戯
作
に
も
散
見
す
る
こ
の
手
法
を
、
忍
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月
は
お
そ
ら
く
読
者
を
笑
わ
せ
る
効
果
を
目
指
し
て
用
い
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
が
、
逍
遥
に
あ
っ
て
は
単
な
る
滑
稽
さ
の
範
囲
を
超
え
た

も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。﹃
当
世
書
生
気
質
﹄
は
兄
妹
再

会
を
主
眼
と
す
る
小
説
だ
が
、
登
場
人
物
の
森
山
友
芳
と
い
う
書
生

の
、
次
の
よ
う
な
名
セ
リ
フ
が
あ
る
。

同き
よ
う
だ
い胎
対
面
と
い
ふ
事
は
、
む
か
し
か
ら
よ
く
い
ふ
事
だ
が
、

到つ
ま
り底

大
方
は
仮つ
く
り
ば
な
し

作
話
で
、
現リ
ヤ
ル実

に
あ
る
の
は
稀
な
こ
と
だ
。

 

（
第
三
回
）

こ
の
場
合
、
戯
作
に
常
套
の
主
題
を
受
け
継
い
だ
、
兄
妹
再
会
を

批
判
す
る
作
者
逍
遙
の
姿
が
透
け
て
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
自
作
へ
の
自
嘲
の
意
識
が
こ
こ
に
生
じ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
な
お
か
つ
、
登
場
人
物
の
運
命
を
操
り
、
読
者
に
向
か
っ
て

そ
の
能
力
を
誇
っ
て
い
る
デ
ィ
デ
ロ
ー
な
ど
の
例
と
は
明
ら
か
に
そ

の
性
格
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
．
語
り
の
焦
点
、
知
識
の
制
限

「
作
者
」
は
小
説
世
界
に
対
す
る
知
識
を
意
図
的
に
制
限
す
る
こ

と
が
あ
る
。
忍
月
は
語
り
の
前
後
関
係
や
登
場
人
物
の
行
動
の
意
味

な
ど
が
わ
か
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
作
者
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
機
能
を
面
白
お
か
し
く
用
い
て
い
る
。

著
者
に
は
何
の
事
だ
か
分
ら
ず
、
読
者
に
も
恐
ら
く
解げ

せ
ざ
る

べ
し
、
然
し
お
米
嬢
に
は
此
意
味
あ
る
言
葉
が
、
多
少
刺
劇
を

与
へ
し
と
見
え
、
低
頭
謹
聴
。 

（
第
五
回
）

こ
の
よ
う
な
形
で
知
識
が
制
限
さ
れ
た
作
者
は
物
語
世
界
を
観
察

し
、
推
察
す
る
と
き
も
あ
る
。

お
八
重
の
此
処
に
住す
ま
ゐ居

す
る
こ
と
如
何
に
し
て
分
り
し
な
ら

ん
、
作
者
も
疑
ひ
読
者
も
訝
り
玉
ふ
な
ら
ん
、
察
す
る
に
乳
母

お
常
の
慧
眼
は
、
早
く
も
之
れ
を
探
知
し
て
西
京
に
報
じ
、
其

処
分
を
仰
ぎ
し
も
の
な
ら
ん
歟
。 

（
第
八
回
）

な
お
、﹃
当
世
書
生
気
質
﹄
の
語
り
手
は
、
場
面
に
内
在
す
る
視
点

に
立
ち
、
推
察
力
の
高
い
傍
観
者
で
あ
り
な
が
ら
客
観
的
に
描
く
こ

と
に
努
め
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

作
者
・
語
り
手
は
全
知
全
能
の
特
権
を
部
分
的
に
放
棄
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
に
自
立
性
を
与
え
て
い
る
。
両
作
の
結
末
の

処
理
法
を
見
て
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。﹃
当
世
書
生
気
質
﹄

の
結
末
で
は
、「
本
篇
の
眼
目
已
に
終
り
ぬ
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
後
で

登
場
人
物
の
う
わ
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
と
か
」「
と
の
こ
と
」「
と

い
ふ
風
評
」な
ど
と
い
う
表
現
で
そ
れ
ら
が
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

典
型
的
な
例
は
次
の
最
後
の
文
章
に
求
め
ら
れ
る
。

お
豊
は
い
か
に
せ
し
か
、
作
者
も
し
ら
ず
。
任
那
は
一
昨
年

独ド
イ
ツ逸
に
渡
り
て
、
哲
学
研
究
の
最
中
な
り
と
聞
え
ぬ
。

 

（
第
二
十
回
）
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こ
う
し
た
手
法
は
忍
月
に
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
、﹃
お
八
重
﹄
の

終
わ
り
に
、
作
中
人
物
の
「
そ
の
後
」
の
行
方
を
語
る
部
分
も
付
け

加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、「
作
者
」
も
ま
た
全
知
の
視
点
を
捨
て

て
、「
お
八
重
は
︙
と
の
風
聞
」、「
お
八
重
と
満
子
の
間
は
︙
と
の
噂
」

な
ど
と
い
っ
た
伝
聞
調
を
用
い
、
最
後
の
最
後
に
お
八
重
に
寄
せ
ら

れ
た
縁
談
を
「
承
知
す
る
や
否
や
著
者
に
は
お
ぼ
ろ
」
と
い
う
文
章

で
結
ん
で
い
る
。
作
者
の
知
識
を
制
限
す
る
方
法
で
作
中
人
物
を
自

立
さ
せ
、
彼
ら
が
テ
ク
ス
ト
の
外
で
そ
の
生
活
を
続
け
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
せ
か
け
る
方
法
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

知
識
を
制
限
し
て
登
場
人
物
の
レ
ベ
ル
に
視
線
を
据
え
た
語
り
は

臨
場
感
を
与
え
る
効
果
が
あ
る
。
近
代
小
説
家
を
非
常
に
悩
ま
せ
た

点
で
は
あ
る
が
、こ
う
し
た
例
は
例
え
ば
春
水
の
﹃
春
色
梅
ご
よ
み
﹄

の
冒
頭
に
「
ら
む
」「
け
む
」「
か
」
と
い
っ
た
推
量
形
の
使
わ
れ
て

い
る
事
実
に
、
そ
の
前
例
を
見
て
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
ま
た
、

先
に
紹
介
し
た
﹃
浮
雲
﹄
第
一
編
の
「
無
人
称
の
語
り
手
」
も
こ
の

延
長
線
に
あ
る
と
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

読
者
を
啓
蒙
的
に
案
内
し
そ
の
推
察
力
を
養
う
こ
と
、
物
語
の
筋

を
ま
と
め
た
り
前
後
関
係
を
整
理
し
た
り
す
る
こ
と
、
全
知
全
能
の

特
権
を
捨
て
て
傍
観
者
の
立
場
を
と
る
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ら
い
ず
れ

の
場
合
に
も
作
者
あ
る
い
は
語
り
手
の
存
在
が
顕
在
化
し
、
メ
タ
言

説
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
を
ど
う
解
釈

す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
単
に
語
り
の
統
一
性
・
一
貫
性
の
な
さ
な
の

か
。
語
り
手
の
視
点
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
作
者
の
躊
躇
の
跡
な

の
か
。
少
な
く
と
も
指
摘
で
き
る
の
は
、
い
ず
れ
の
点
も
近
代
小
説

の
語
り
の
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
い
ず
れ
も
語
り
の
技
法
と
し
て
は
従
来
の
戯
作
に
も
見
ら
れ

る
も
の
で
、決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

た
と
え
新
し
さ
は
な
く
て
も
、
近
代
写
実
小
説
と
い
う
新
し
い
美
学

を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
な

の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
言
う
が
、
例
え
ば
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
語
り
手
は
、
物
語
世

界
を
客
観
的
に
写
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
語
り
な
が
ら
コ
メ
ン

ト
を
加
え
た
り
、
登
場
人
物
に
評
価
を
下
し
た
り
、
話
の
流
れ
を
中

断
し
て
余
談
に
渡
っ
た
り
、
あ
る
い
は
自
ら
の
人
生
観
を
延
々
と
述

べ
た
り
も
す
る
。
そ
れ
は
決
し
て
前
近
代
の
名
残
で
も
な
し
、
写
実

主
義
の
拒
絶
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
冗
長
な
語
り
手
を
厳
し
く
批

判
し
て
避
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
や
ゾ
ラ
、
十
九
世
紀

後
半
の
小
説
家
で
あ
る
。

ま
と
め

十
九
世
紀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
象
と
し
て
捉
え
る
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べ
き
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
日
本
で
も
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う

新
し
い
美
意
識
が
成
立
し
た
時
、
作
家
た
ち
は
同
じ
よ
う
な
問
題
に

直
面
し
た
。
本
稿
で
試
み
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ス

ト
構
造
主
義
の
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
明
治
二
十
年
代

に
お
け
る
作
者
の
介
入
の
表
現
と
写
実
と
い
う
美
意
識
を
関
連
付
け

て
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

忍
月
の
﹃
お
八
重
﹄、
逍
遥
の
﹃
当
世
書
生
気
質
﹄
が
失
敗
作
と

さ
れ
、
二
葉
亭
の
﹃
浮
雲
﹄
第
一
篇
は
未
だ
戯
作
の
痕
跡
が
強
く
、

未
熟
で
あ
る
と
い
う
よ
か
ら
ぬ
評
価
が
二
十
世
紀
に
入
っ
て
も
長
く

続
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
が
日

本
に
導
入
さ
れ
た
と
き
、
研
究
者
た
ち
は
そ
の
根
本
的
な
盲
点
で
あ

っ
た
、
個
々
の
歴
史
的
事
象
へ
の
関
心
の
な
さ
を
う
ま
く
乗
り
越
え

て
、明
治
二
十
年
代
の
作
品
を
語
り
手
の
誕
生
の
流
れ
と
し
て
捉
え
、

刺
激
的
な
解
釈
を
提
示
し
た
。

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
な
ど
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ

ー
以
降
の
研
究
、
す
な
わ
ち
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
研
究
の
成
果
が
ほ

と
ん
ど
日
本
へ
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
事
実
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
自
己
言
及
的
な
現
象
は
、
日
本
で
は
ア
メ
リ

カ
系
の
文
学
論
に
属
す
る
「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
概
念
で

論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と

い
う
角
度
か
ら
見
た
と
き
、
自
己
言
及
性
の
高
い
文
学
、
特
に
二
十

世
紀
文
学
だ
け
が
高
く
評
価
さ
れ
、
十
九
世
紀
の
写
実
的
な
作
品
が

ま
っ
た
く
研
究
の
範
囲
か
ら
外
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
自
己
言
及
と
い
う
現
象
は

必
ず
し
も
反
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
性
に
か
か
わ
る
も
の
と
語
り
に
か
か
わ
る
も
の
と
の
区
別

こ
そ
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

問
題
点
は
、
明
治
二
十
年
前
後
の
小
説
史
に
お
い
て
二
つ
の
変
化

が
並
行
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
作
家
た
ち
は
語
り
と
い
う
措
置
を
よ

り
意
識
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
作
者
と
語
り
手

が
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
大
き
く
言
え
ば
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
世
界
を
作
る

0

0

作
者
と
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る

0

0

語
り
手
と

の
分
化
で
あ
る
。
他
方
、語
り
の
技
術
や
理
論
も
同
時
に
変
化
し
た
。

人
称
、
焦
点
、
時
制
な
ど
に
対
す
る
理
解
が
変
わ
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。言

う
ま
で
も
な
く
、
写
実
と
い
う
言
語
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
作

家
は
自
分
の
作
品
が
作
り
話
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
主
張
し
な

い
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
十
九
世
紀
を

通
し
て
写
実
小
説
の
語
り
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
。
全
知
全
能

の
語
り
手
か
ら
、
登
場
人
物
の
目
線
の
レ
ベ
ル
に
沿
っ
て
自
分
の
姿

を
く
ら
ま
す
語
り
手
へ
。
こ
の
語
り
の
変
遷
は
世
界
観
の
変
化
を
伴

う
。
世
界
が
統
一
性
を
失
い
、
読
み
解
き
に
く
く
な
り
つ
つ
あ
る
時
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る
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
系
譜
―
露
伴
の
「
語
り
」
を
め
ぐ
っ
て
」、「
国
語
国

文
」
一
九
八
五
・
六
）
と
し
て
、ま
た
登
尾
豊
は
「
語
り
の
文
体
」（「
露

代
に
、
そ
の
世
界
が
個
人
個
人
の
意
識
を
通
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な

く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
主
観
的

リ
ア
リ
ズ
ム
が
客
観
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
変
遷
こ
そ
が
坪
内
逍
遥
ら
の
初
期
作
品
に
も
凝

縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
日
本
近
代
文
学
会
（
国
際
研
究
集
会
、
二
〇
一
三
年
十

二
月
一
日
）
及
び
一
九
世
紀
文
学
研
究
会
（
二
〇
一
五
年
三
月
二
八
日
）

で
の
発
表
と
討
論
を
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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