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一
戯
曲
と
小
説
と
の
文
学
表
現
上
の
差
異
は
、
は
た
し
て
い
か
な
る

点
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
一
般
的
な

答
え
を
与
え
る
こ
と
は
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
は
ず
だ
。
た
と
え
ば

戯
曲
は
上
演
が
念
頭
に
お
か
れ
る
た
め
、
小
説
に
比
べ
て
表
現
の
対

象
と
な
る
時
や
場
、
人
に
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る

い
は
小
説
の
よ
う
な
地
の
文
を
欠
く
戯
曲
は
、
僅
か
ば
か
り
の
ト
書

き
と
会
話
に
よ
っ
て
の
み
展
開
さ
れ
る
た
め
、
よ
り
客
観
的
な
表
現

世
界
が
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
、
等
々
。
し
か
し
も
う
少
し
具
体
的

に
創
作
の
現
場
を
注
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
答
え
で
は
割
り
切

る
こ
と
の
で
き
な
い
実
相
が
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

た
と
え
ば
久
保
田
万
太
郎
に
「
菜
の
花
」（「
三
田
文
学
」
大
9
・

6
）
と
い
う
作
品
が
あ
る
。〈
三
田
文
学
同
人
と
し
て
、〝
三
田
文
学
〞

の
原
稿
の
穴
を
埋
め
た
さ
そ
く
の
作
で
あ
る（
１
）〉と
い
う「
菜
の
花
」は
、

万
太
郎
生
前
に
上
梓
さ
れ
た
好
学
社
版
全
集
に
お
い
て
は
第
二
巻

に
、
つ
ま
り
小
説
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
ぎ
括
弧

を
伴
わ
な
い
対
話
と
〈
ぼ
う
つ
と
燈あ
か
り火

が
さ
し
て
ゐ
る
〉
と
い
っ
た

簡
潔
な
情
景
提
示
に
よ
り
織
り
な
さ
れ
る
ご
く
短
い
こ
の
作
を
、
小

説
で
あ
っ
て
戯
曲
で
は
な
い
と
す
る
根
拠
は
、
先
の
答
え
か
ら
は
導

出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

思
え
ば
万
太
郎
は
、
小
説
、
戯
曲
、
俳
句
と
、
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル

を
往
還
し
創
作
活
動
を
続
け
、
ま
た
〈
わ
た
し
の
俳
句
は
、
わ
た
し

と
い
ふ
小
説
家
の
、
戯
曲
家
の
、
新
劇
運
動
従
事
者
の
余
技
で
し
か

な
い（
２
）〉

と
小
説
・
戯
曲
と
、
俳
句
と
の
位
置
づ
け
の
違
い
を
く
り
返

出
発
期
の
久
保
田
万
太
郎

―
―
小
説
・
戯
曲
の
ジ
ャ
ン
ル
布
置
に
つ
い
て
―
―
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し
確
認
し
、
実
作
に
反
映
さ
せ
て
き
た
作
家
で
あ
っ
た（
３
）。

し
か
し
一
方
で
万
太
郎
文
学
に
お
け
る
小
説
と
戯
曲
と
は
、
差
異

を
論
じ
る
よ
り
は
む
し
ろ
同
一
性
に
言
及
す
べ
き
も
の
と
し
て
従
来

理
解
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
水
上
瀧
太
郎
は
「「
た
の
む
」
と
「
大

寺
学
校
」」（「
三
田
文
学
」
昭
3
・
12
）
に
お
い
て
〈
久
保
田
氏
の
戯

曲
は
屡
々
そ
の
小
説
と
同
じ
効
果
を
も
た
ら
し
、
地
の
文
の
か
は
り

に
ト
書
が
あ
る
と
い
ふ
事
の
外
に
は
、
余
り
甚
し
く
差
異
を
見
出
さ

な
い
場
合
も
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
特
別
な
見
解
で
は
な

い
。
出
発
期
の
戯
曲
「
雪
」（「
太
陽
」
明
45
・
5
）
か
ら
し
て
す
で
に

〈
脚
本
よ
り
は
寧
ろ
小
説
に
な
る
べ
き
質
の
も
の
だ（
４
）〉
と
の
同
時
代

評
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
万
太
郎
そ
の
人
の
認
識
は
異
な
る
。
た
と
え
ば
「
日
暮
里

雑
記
」（「
三
田
文
学
」
昭
3
・
12
）
に
お
い
て
、〈
自
分
か
ら
い
へ
ば
、

小
説
は
小
説
、
戯
曲
は
戯
曲
、
お
の
づ
か
ら
そ
こ
に
別
個
の
存
在
で

あ
る
〉〈
い
ふ
ま
で
も
な
く
小
説
の
段
取
は
小
説
の
段
取
で
あ
つ
て

戯
曲
の
段
取
で
は
な
い
〉
と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
ル
間
の

差
異
に
対
す
る
繊
細
さ
は
、
小
説
と
戯
曲
と
の
間
に
も
同
じ
く
向
け

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
の
だ
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
間
に
、
単
な
る
形
式
的
な
差
異
以

上
の
も
の
を
万
太
郎
が
意
識
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。た
と
え
ば『
春

泥
・
花
冷
え
』（
岩
波
文
庫
、昭
27
・
1
）
の
「
後
記
」
を
み
て
み
よ
う
。

彼
は
「
春
泥
」（「
大
阪
朝
日
新
聞
」
昭
3
・
1
・
5
〜
4
・
4
）
か
ら
「
花

冷
え
」（「
中
央
公
論
」
昭
13
・
6
）
ま
で
を
、〈
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
心
の

艱
難
を
そ
の
十
年
で
わ
た
く
し
は
味
ひ
ま
し
た
〉
と
振
り
返
り
、〈
そ

の
間
、
小
説
を
書
か
な
い
で
、
戲
曲
を
ば
か
り
書
き
つ
ゞ
け
た
わ
た

く
し
の
存
在
が
そ
れ
を
わ
た
く
し
に
證
據
立
て
ゝ
く
れ
る
〉と
い
う
。

そ
し
て
〈
わ
た
く
し
と
い
ふ
作
者
は
、
少
々
物
差
の
手
も
と
が
狂
っ

て
ゐ
て
も
戲
曲
な
ら
書
け
る
、
が
、
ち
ッ
と
で
も
そ
の
手
も
と
に
う

そ
が
あ
り
油
斷
が
あ
つ
た
と
し
た
ら
小
説
は
書
け
な
い
の
で
あ
り
ま

す
〉
と
続
け
て
い
る
。
実
際
に
そ
の
十
年
の
間
に
ま
っ
た
く
小
説
を

書
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
〝
小
説
が
書
け
な
い
〞
と

い
う
認
識
は
、
そ
の
後
の
万
太
郎
を
も
し
ば
し
ば
苛
み
続
け
た
も
の

で
あ
っ
た）

5
（

。

こ
こ
に
二
つ
の
問
い
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
小
説
と
戯
曲

を
め
ぐ
る
万
太
郎
と
周
囲
の
理
解
と
の
隔
た
り
は
、
い
か
な
る
表
現

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
〝
戯
曲
は
書
け
て
も
小

説
は
書
け
な
い
〞
と
の
認
識
は
、
い
か
な
る
ジ
ャ
ン
ル
布
置
に
よ
り

生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
万
太
郎
の
作
家

と
し
て
の
出
発
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
で
、
そ
の
淵
源
を
探
る
こ
と
に

し
よ
う
。

出
発
期
の
万
太
郎
文
学
は
、小
説
に
お
い
て
も
戯
曲
に
お
い
て
も
、

と
も
に
作
品
の
論
理
に
内
在
的
な
終
わ
り
が
導
か
れ
な
い
と
い
う
点
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で
、
き
わ
め
て
近
し
い
表
現
上
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

が
そ
う
し
た
表
現
上
の
難
所
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
を
問
う

な
か
で
、
万
太
郎
が
小
説
と
戯
曲
と
の
差
異
を
い
か
に
把
握
し
、
い

か
に
書
き
分
け
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二
ま
ず
は
小
説
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
出
発
期
の
万
太
郎
に

印
象
的
な
作
と
し
て
、
後
に
〈
稚
拙
き
は
ま
る
恋
愛
小
説（
６
）〉
と
切
り

捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
「
お
米
と
十
吉
」（「
新
小
説
」
明
45
・
1
）

に
始
ま
る
長
い
連
作（
７
）を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
に
論
じ
る
よ
う

に
「
お
米
と
十
吉
」
の
連
作
が
延
々
と
書
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
背
景
に
は
、〈
稚
拙
〉
と
い
う
自
虐
的
な
言
葉
で
は
片
づ
け
ら
れ
な

い
志
向
が
潜
ん
で
い
た
と
い
え
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
作
品
の
論
理

に
内
在
的
な
終
わ
り
が
導
か
れ
な
い
様
相
を
追
い
か
け
て
い
く
。

「
お
米
と
十
吉
」
は
小
説
家
で
あ
る
〈
私
〉
が
政
次
郎
と
い
う
友

達
に
つ
い
て
の
〈
物
語
〉
を
語
る
と
い
う
体
裁
を
と
る
。
そ
の
〈
物

語
〉
は
、
政
次
郎
に
つ
い
て
〈
何
ん
で
も
知
つ
て
ゐ
る
つ
も
り
〉
の

〈
私
〉
の
見
聞
に
、
彼
か
ら
の
手
紙
を
あ
わ
せ
語
ら
れ
る
。
政
次
郎

も
〈
私
〉
も
小
山
内
薫
の
「
大
川
端
」（「
読
売
新
聞
」
明
44
・
8
・
8

〜
9
・
13
）
の
愛
読
者
で
、殊
に
政
次
郎
は
〈
あ
の
君
太
郎
の
物
語
と
、

自
分
の
物
語
と
一
緒
に
し
て
し
ま
つ
て
、
毎
日
、
私
の
処
へ
手
紙
を

寄
越
〉
す
。
だ
か
ら
政
次
郎
を
〈
物
語
の
主ヒ
ー
ロ
ー

人
公
〉
と
す
る
〈
私
〉

の
〈
物
語
〉
は
、「
大
川
端
」
を
二
重
三
重
に
模
倣
す
る
も
の
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
〈
私
〉
と
政
次
郎
は
、
岡
本
綺
堂
「
箕
輪
の
心
中
」（「
演
芸

画
報
」
明
44
・
5
）
に
お
け
る
〈
十
吉
と
お
米
〉
を
〈A

nonym

〉
と
し
、

本
名
が
お
米
で
あ
る
小
て
る
を〈
女ヒ

ロ

イ

ン

主
人
公
〉と
み
な
す
こ
と
で「
大

川
端
」
で
は
叶
わ
な
か
っ
た
〈
美
し
い
夢
想
〉（
二
十
一
）
の
実
現
を

目
論
む
。
し
か
し
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
大
川
端
」
に
よ
っ
て
突
き

崩
さ
れ
て
し
ま
う
。〈
も
う
今
月
末
に
は
一
本
に
な
つ
て
し
ま
ふ
ん

だ
と
思
ふ
と
、
も
う
僅
か
し
か
な
い
お
酌
の
姿
の
は
つ
子
に
逢
ひ
た

く
て
堪
ら
な
い
の
で
す
〉
と
い
う
政
次
郎
は
、〈
物
語
〉
の
中
途
に
お

い
て
別
の
女
性
に
心
を
移
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
変
心
も
ま
た
、
続
編
で
あ
る
「
な
り
ゆ
き
」
に
、〈
正
雄
が
お

酌
の
君
太
郎
を
惜
し
ん
だ
や
う
に
、
私
も
は
つ
子
が
一
本
に
な
る
の

を
悲
し
ん
だ
。
―
―
情
け
な
く
思
つ
た
。
さ
う
し
て
会
ひ
に
行
つ
た
〉

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
次
郎
に
と
っ
て
は
「
大
川
端
」
に
擬
え
た

も
の
で
あ
っ
た（
８
）。

し
か
し
皮
肉
に
も
〈
お
米
と
十
吉
の
そ
も
馴
初
の

始
ま
り
か
ら
を
、
詳
細
に
書
い
て
寄
越
せ
つ
て
云
ふ
注
文
〉
に
応
じ

て
書
か
れ
た
政
次
郎
の
〈
長
い
手
紙
〉
を
読
ん
で
初
め
て
〈
私
〉
は

そ
の
事
情
を
把
握
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
傍
観
者
と
し
て
政
次

郎
を
後
追
い
す
る
〈
私
〉
の
一
人
称
語
り
の
制
約
が
、
如
実
に
示
し
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だ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

〈
十
吉
と
お
米
〉
と
い
う
〈
主
人
公
〉〈
女
主
人
公
〉
の
構
想
が
破

綻
し
た
後
の
〈
私
〉
は
、
た
だ
政
次
郎
の
感
性
に
追
随
す
る
ほ
か
は

な
い
。〈
私
〉は〈
急
に
は
つ
子
が
好
き
に
な
つ
ち
や
つ
た
〉と
い
い
、

は
つ
子
に
〈
と
に
か
く
会
つ
て
別
れ
る
事
が
出
来
た
〉
と
聞
け
ば

〈『
あ
ゝ
会
へ
た
ん
だ
』
と
思
つ
て
、
ほ
つ
と
安
心
し
た
〉
と
い
う（
９
）。

そ
し
て
、

こ
の
話
は
、要
す
る
に
ま
あ
、こ
れ
つ
き
り
の
事
な
ん
で
す〔
…
〕

こ
の
頃
ぢ
や
あ
妙
に
き
ま
つ
て
し
ま
つ
て
、
こ
ん
な

Sentim
ental

な
手
紙
な
ん
か
書
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
だ
か

ら
そ
の
後
お
米
の
事
も
、
は
つ
子
の
事
も
、
ど
う
な
つ
た
か
知

り
ま
せ
ん
。
多
分
そ
れ
つ
き
り
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
と
思

ふ
ん
で
す
が
。
―
―
そ
の
う
ち
に
機
会
が
あ
つ
た
ら
聞
い
て
見

や
う
と
思
つ
て
ま
す
。

と
、
い
か
に
も
投
げ
や
り
に
作
品
を
結
ぶ
に
至
る
の
で
あ
る
。

物
語
世
界
に
内
在
す
る
一
人
物
と
し
て
語
る
か
ぎ
り
、
他
者
の
内

面
は
畢
竟
把
握
し
き
れ
ず
、〈
物
語
〉
を
統
括
し
〈
美
し
い
夢
想
〉
を

紡
ぎ
出
す
こ
と
は
叶
わ
な
い
。
そ
こ
で
三
人
称
全
知
の
視
点
を
採
用

す
る
「
な
り
ゆ
き
」
の
執
筆
が
導
か
れ
た
と
、
ま
ず
は
い
え
る
だ
ろ

う
。「
な
り
ゆ
き
」
に
お
い
て
は
、「
お
米
と
十
吉
」
の
〈
私
〉
に
あ

た
る
狭
山
の
み
な
ら
ず
政
次
郎
に
も
内
的
焦
点
化
さ
れ
、
そ
し
て
そ

れ
は
も
ち
ろ
ん
、
は
つ
子
や
小
て
る
の
内
面
を
語
る
こ
と
さ
え
可
能

と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
「
な
り
ゆ
き
」
の
語
り
は
、
彼
女
た
ち
の
内
面
に
―
―
殊

に
政
次
郎
が
く
り
返
し
〈
解
ら
な
い
〉
と
嘆
く
は
つ
子
の
内
面
に
立

ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
話
の
進
展
と
と
も
に
、
政

次
郎
の
日
記
が
長
々
と
引
用
さ
れ
、
三
人
称
的
な
視
点
は
後
退
す
る

こ
と
に
な
る
。「
な
り
ゆ
き
」
の
語
り
は
三
人
称
全
知
の
視
点
を
採

用
す
る
こ
と
で
得
た
自
由
を
自
ら
放
擲
し
、
日
記
と
い
う
一
人
称
的

記
述
に
沈
潜
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
記
述
こ
そ
が
同
時
代
評

に
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た）
10
（

。

無
論
こ
う
し
た
省
筆
は
、
三
人
称
全
知
の
視
点
で
は
描
出
し
え
な

い
何
か
を
狙
い
、
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
た
と
え
ば

は
つ
子
の
内
面
を
あ
え
て
書
か
な
い
こ
と
で
、政
次
郎
の
抱
え
る〈
解

ら
な
い
〉
と
い
う
苦
悩
を
前
景
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
を
探
る
こ

と
は
た
や
す
い
。
し
か
し
同
時
代
評
に
お
い
て
〈『
な
り
ゆ
き
』（
新

小
説
）
の
か
う
し
た
雰
囲
気
や
、
か
う
し
た
舞
台
は
、
氏
自
ら
に
取

つ
て
氏
自
ら
が
云
ふ
「
覚
め
る
事
の
無
い
夢
」
で
あ
ら
う
、
覚
め
る

事
の
無
い
楽
し
い
夢
で
あ
ら
う）
11
（

〉と
冷
や
や
か
に
語
ら
れ
た
よ
う
に
、

〈
夢
〉
に
追
い
す
が
る
政
次
郎
の
日
記
に
終
始
す
る
か
ぎ
り
、〈
覚
め

る
事
の
な
い
夢
〉
は
終
わ
り
を
迎
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
は
当

事
者
で
あ
る
彼
の
期
待
に
相
応
し
い
は
つ
子
の
内
面
を
語
る
こ
と
で
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〈
美
し
い
夢
想
〉
を
現
実
の
も
の
と
し
て
描
き
だ
す
道
も
、
ま
た
も

ち
ろ
ん
逆
に
哀
し
い
〈
夢
想
〉
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
否
定
す
る
道
も
、

と
も
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
わ
か
る
ゝ
と
き
」
で
は
、
ふ
た
た
び
傍
観
者
と
し
て
の

〈
私
〉
を
語
り
手
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
何
も
「
お

米
と
十
吉
」に
立
ち
戻
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。「
わ
か
る
ゝ
と
き
」

の
語
り
の
指
針
は
明
瞭
で
あ
る
。〈
な
り
た
け
、
じ
ぶ
ん
の
心
も
ち

を
ま
ぜ
な
い
で
、
筋
を
追
つ
て
お
話
し
て
行
き
た
い
〉〈
筋
だ
け
お

は
な
し
す
れ
ば
、
―
―
筋
だ
け
き
い
て
い
た
ゞ
け
れ
ば
、
そ
れ
で
好

い
つ
も
り
〉
と
い
い
、
そ
の
〈
筋
〉
に
つ
い
て
も
、〈
長
い
間
一
し
よ

に
な
つ
て
〉
い
た
〈
私
〉
を
含
む
〈
四
人
〉
が
構
成
す
る
〈
一
つ
の

小
さ
な
世
界
〉
が
〈
わ
か
れ
〉
に
よ
り
四
散
し
て
し
ま
う
、そ
の
〈
深

い
悲
痛
〉
を
語
る
の
だ
と
、〈
わ
か
れ
〉
を
経
た
現
在
の
時
点
か
ら
見

定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
時
に
ま
た
〈
私
〉
の
限
界
に
つ
い
て
も
く
り
返
し
言
及
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
槇
（
政
次
郎
）
の
端
書
を
紹
介
し
た
う
え
で
〈
二
三
枚
、

も
つ
と
深
い
心
も
ち
を
書
い
て
き
た
も
の
が
あ
つ
た
〉
が
〈
生
憎
さ

が
し
た
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
が
見
あ
た
り
ま
せ
ん
〉
と
述
べ
、ま
た
〈
実

を
申
し
ま
す
と
、
私
に
は
、
槙
と
、
は
つ
子
と
の
あ
ひ
だ
の
関
係
が
、

ど
の
く
ら
ゐ
深
く
、
ど
の
く
ら
ゐ
切
実
に
な
つ
て
ゐ
る
ん
だ
か
、
よ

く
解
ら
な
か
つ
た
〉
と
自
省
す
る
。
こ
れ
ら
の
コ
メ
ン
ト
に
は
、
語

り
手
〈
私
〉
と
語
ら
れ
る
物
語
と
の
関
係
性
を
明
晰
化
し
、
で
き
る

だ
け
客
観
的
に
〈
わ
か
れ
〉
に
至
る
〈
筋
〉
を
語
ろ
う
と
す
る
志
向

が
明
ら
か
だ
ろ
う
。

し
か
し
肝
心
の
〈
四
人
〉
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
む
し
ろ
同
時
代

評
で
は
「
私
」
と
い
ふ
男
と
妓
と
の
関
係
の
は
つ
き
り
し
な
い
の
が

何
だ
か
物
た
り
な
い）
12
（

〉
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。〈
は
つ
き
り
し
な
い
〉

理
由
は
単
純
で
あ
る
。〈
一
つ
の
小
さ
な
世
界
〉
と
は
、
そ
も
そ
も

不
在
の
関
係
性
、〈
私
〉
が
拵
え
あ
げ
よ
う
と
し
た
虚
構
で
あ
っ
た
か

ら
だ
。
そ
の
結
び
つ
き
は
た
と
え
ば
〈
い
つ
で
も
、
お
よ
ね
の
糸
を

ひ
つ
ぱ
る
と
、
は
つ
子
の
名
前
が
あ
が
つ
て
来
―
―
は
つ
子
の
糸
を

ひ
つ
ぱ
る
と
、お
米
の
名
前
が
あ
が
つ
て
く
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
た
〉

と
、〈
私
〉
の
思
考
や
語
り
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
も
の
に
す
ぎ
な

い
。「
わ
か
る
ゝ
と
き
」
は
、
淡
々
と
し
た
客
観
的
な
語
り
の
よ
そ

お
い
の
も
と）
13
（

、
見
定
め
ら
れ
た
〈
わ
か
れ
〉
か
ら
逆
算
す
る
か
た
ち

で
〈
一
つ
の
小
さ
な
世
界
〉
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
に
構
築
し
よ
う
と

し
た
作
品
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
〈
わ
か
れ
〉
は
〈
私
〉
の
希
求
と
は
無
縁
に
、
槇
の
渡
朝

と
小
て
る
の
死
と
い
う
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
あ
っ
さ
り
導
か
れ

〈
そ
の
後
、
は
つ
子
と
は
、
す
つ
か
り
交
渉
が
な
く
な
つ
て
し
ま
ひ

ま
し
た
す
か
ら
存
じ
ま
せ
ん
が
、
噂
だ
け
は
、
始
終
き
い
て
を
り
ま

す
。
―
―
し
か
し
、
は
つ
子
も
、
こ
の
じ
ぶ
ん
と
は
、
だ
い
ぶ
心
も
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ち
が
、
今
で
は
違
つ
て
き
た
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
〉
と
、「
お
米
と
十

吉
」
に
酷
似
し
た
結
び
に
よ
り
閉
じ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
〈
一
つ
の

小
さ
な
世
界
〉
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
仮
構
さ
れ
る
こ
と
な
く
、ま
た
〈
わ

か
れ
〉
も
物
語
の
結
末
た
り
え
ず
、一
段
落
し
た
は
ず
の
〈
わ
か
れ
〉

に
は
さ
ら
な
る
続
き
が
要
請
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

三
こ
こ
か
ら
は
連
作
「
お
米
と
十
吉
」
と
同
時
期
に
あ
た
る
万
太
郎

の
戯
曲
表
現
に
目
を
転
じ
た
い
。
当
時
、
自
ら
の
劇
作
法
に
つ
い
て

万
太
郎
は
〈
書
か
う
と
す
る
こ
と
の
大
体
は
、
腹
案
し
て
筆
を
取
る

が
、
細
か
な
情
景
の
展
開
は
、
筆
の
進
み
に
任
せ
る
と
い
う
や
り
方

で
あ
る
。
最
も
結
末
は
、
予
め
は
つ
き
り
と
定
め
て
お
く
。
脚
本
で

も
、
幕
切
れ
の
と
こ
ろ
は
、
一
番
先
に
出
来
上
つ
て
ゐ
る）
14
（

〉
と
述
べ

て
い
る
が
、し
か
し
言
葉
と
は
裏
腹
に
「
雪
」
や
「
凶
」（「
中
央
公
論
」

増
刊
新
脚
本
号
、
大
3
・
8
）
と
い
っ
た
戯
曲
に
は
〈
幕
切
れ
〉
を
め

ぐ
る
苦
心
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
外
的
な
出
来
事
が
不

意
に
生
じ
て
対
話
を
打
ち
切
り
、
そ
こ
に
〈
幕
切
れ
〉
を
導
く
趣
向

が
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
方
法
は
不
自
然
さ
を
否

め
な
い
も
の
で
、
た
と
え
ば
「
凶
」
は
小
宮
豊
隆
に
「「
新
脚
本
号
」

を
評
す　

三
」（「
時
事
新
報
」
大
3
・
7
・
26
）
で
〈
あ
れ
丈
の
数
多

い
人
間
を
使
つ
て
、
あ
れ
丈
の
気
分
の
曲
折
を
描
き
出
し
得
た
点
を

と
る
。
唯
お
仕
舞
の
騒
動
は
な
い
方
が
可
い
〉
と
批
判
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

戯
曲
に
お
い
て
も
ま
た
、
終
わ
り
を
い
か
に
形
象
化
す
る
か
が
、

出
発
期
の
万
太
郎
の
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
模
索
は
「
画

面
」（「
三
田
文
学
」
大
7
・
1
）
に
つ
い
て
〈
当
時
、
わ
た
く
し
は
、

か
う
し
た
、
情
景
を
描
く
だ
け
で
も
い
つ
ぱ
し
〝
芝
居
〞
に
な
る
と

信
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る）
15
（

〉
と
、
後
に
苦
渋
に
満
ち
た
コ
メ
ン
ト
を
残

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
で

は
、
そ
う
し
た
困
難
は
い
か
な
る
戯
曲
観
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「『
雨
空
』
の
あ
と
に
」（「
人
間
」
大
10
・
1
）
で
万
太
郎
は
、
木
下

杢
太
郎
の
「
和
泉
屋
染
物
店
」（「
ス
バ
ル
」
明
44
・
3
）
を
通
じ
て
戯

曲
の
書
き
方
を
学
ん
だ
旨
を
述
べ
て
い
る）
16
（

。
こ
こ
で
、
ま
ず
は
「
和

泉
屋
染
物
店
」
の
表
現
史
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ

う
。杢

太
郎
は
「
和
泉
屋
染
物
店
」
の
発
表
の
後
、「
三
新
作
脚
本
の
実

演
」（「
ス
バ
ル
」
明
44
・
7
）
に
お
い
て
同
時
代
戯
曲
を
批
評
し
つ
つ

自
ら
の
戯
曲
観
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
長
田
秀
雄
「
歓

楽
の
鬼
」（「
三
田
文
学
」
明
43
・
10
）
に
よ
せ
た
次
の
コ
メ
ン
ト
は
見

逃
せ
な
い
。

こ
の
戯
曲
は
一
応
問
題
的
で
あ
る
や
う
に
見
え
る
。
然
ら
ば
何
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を
問
題
と
し
て
ゐ
る
か
と
検
め
る
と
、
実
際
は
殆
ど
問
題
を
構

成
せ
ぬ
ほ
ど
動
機
が
弱
い
の
に
気
が
付
く
。〔
…
〕
い
ま
の
日

本
で
は
こ
の
戯
曲
に
あ
ら
は
れ
た
通
り
で
は
葛
藤
の
動
機
が
弱

い
。
博
士
は
博
士
、
夫
人
は
夫
人
で
別
々
の
悩
み
に
な
や
ん
で

居
、
そ
し
て
そ
の
悩
み
は
互
に
相
平
行
す
る
ま
で
も
、
戯
曲
的

に
相
衝
突
す
る
事
は
少
い
や
う
に
思
ふ
の
で
は
嘘
で
あ
ら
う

か
。

杢
太
郎
は
、
イ
プ
セ
ン
の
影
響
下
に
主
題
と
さ
れ
た
家
庭
と
女
性

の
自
立
を
め
ぐ
る
〈
問
題
〉
と
、
眼
前
の
日
本
社
会
の
成
熟
度
と
の

懸
隔
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
博
士
と
夫
人
と
の
間
に

あ
る
〈
葛
藤
〉
や
〈
衝
突
〉
は
曖
昧
な
ま
ま
に
収
斂
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
。

実
際
に
「
歓
楽
の
鬼
」
は
、〈
こ
の
私
が
婦を
ん
な人
と
し
て
、
日
向
葵
マ
マ

の
輝
く
や
う
に
、
自
由
に
大
胆
に
、
美
く
し
く
生
き
て
行
か
れ
る
新

ら
し
い
世
界
へ
参
り
ま
す
〉
と
高
ら
か
に
述
べ
て
い
た
は
ず
の
夫
人

が
、
突
如
と
し
て
〈
何
時
の
間
に
か
私
は
も
う
母
に
な
つ
て
し
ま
つ

て
居
り
ま
し
た
〉
と
〈
泣
き
つ
つ
博
士
に
悠
り
か
か
〉
る
こ
と
で
幕

と
な
る
、
な
ん
と
も
不
徹
底
な
終
わ
り
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
〈
葛
藤
〉
や
〈
衝
突
〉
に
注
視
す
る
杢
太
郎
が
念
頭
に
置

い
て
い
た
の
は
、森
林
太
郎
「
ユ
リ
ウ
ス
・
バ
ツ
ブ
の
戯
曲
論
」（「
ス

バ
ル
」
明
42
・
2
）
だ
ろ
う
。
相
互
に
対
立
し
、
働
き
か
け
あ
う
人

間
を
戯
曲
の
中
心
に
据
え
、
そ
こ
に
生
じ
る
言
葉
の
対
決
―
―
〈
言

語
を
以
て
す
る
決
闘
〉
を
〈
戯
曲
の
生
命
〉
と
み
る
。
そ
し
て
そ
の

対
話
と
劇
中
の
〈
行
為
〉
と
の
〈
均
衡
〉
を
説
く
バ
ッ
ブ
の
戯
曲
観

は
、
当
時
ひ
ろ
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
理
解
で
あ
っ
た）
17
（

。

し
か
し
戯
曲
の
中
心
を
な
す
対
立
構
図
を
、
現
実
に
お
け
る
矛
盾

か
ら
導
く
こ
と
は
、
祖
父
江
昭
二
が
〈
大
逆
事
件
と
そ
れ
に
つ
づ
く

「
冬
の
時
代
」
の
影
響
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
国

家
権
力
の
巨
大
な
圧
力）
18
（

〉
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
事
実
上
不
可
能
な

試
み
で
あ
っ
た）
19
（

。
ま
た
、
た
と
え
「
歓
楽
の
鬼
」
の
よ
う
に
何
ら
か

の
思
想
を
主
題
化
し
て
も
、
劇
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
せ
よ
う
と
す

る
と
き
、
そ
れ
は
不
徹
底
な
も
の
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う）
20
（

。
こ
う
し

た
ア
ポ
リ
ア
を
前
に
登
場
し
た
の
が
「
和
泉
屋
染
物
店
」
で
あ
っ
た
。

杢
太
郎
は
『
和
泉
屋
染
物
店
』（
東
雲
堂
書
店
、明
45
・
7
）
の
「
跋
」

で
自
作
に
つ
い
て
、

〈
旧
劇
の
茜
屋
、
堀
川
な
ど
の
情
調
を
今
の
予
等
に
と
つ
て
合

理
的
で
あ
る
や
う
に
改
作
し
よ
う
と
思
つ
て
作
つ
た
の
で
あ

る
。〔
…
〕
三
味
線
な
ど
の
音
曲
も
、
約
束
か
ら
で
な
く
、
も

少
し
論
理
的
に
使
用
し
て
見
た
。〉

〈
読
む
人
は
寂
寞
た
る
雪
の
夜
の
、
し
ん
み
り
し
た
染
物
店
へ
、

外
の
雪
を
外
套
に
つ
け
た
黒
衣
の
一
人
物
が
ぬ
つ
と
気
味
わ
る

く
は
い
つ
て
来
る
時
の
目
付
、
様
子
、
そ
の
情
調
に
同
感
し
、
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そ
れ
丈
で
満
足
し
て
下
さ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。〉

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
言
葉
と
は
裏
腹
に
、同
時
に
そ
の
作
は〈
廃

滅
に
向
か
う
旧
家
の
情
調
を
バ
ッ
ク
に
、
一
方
に
生
々
し
い
、
ニ
ュ

ー
ス
性
を
も
っ
た
社
会
主
義
青
年
を
配
置）
21
（

〉
し
た
社
会
劇
・
問
題
劇

と
し
て
の
射
程
を
も
併
せ
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実

で
あ
る
。

し
か
し
〈
社
会
主
義
青
年
〉
と
し
て
の
幸
一
の
言
葉
は
、
劇
中
に

対
話
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
が
〈
お
父
さ
ん
、
も
う
全

く
時
代
が
違
ふ
の
で
す
ね
〉
と
問
い
か
け
て
も
、〈
お
前
は
何
を
云
う

て
ゐ
る
の
だ
。
私
に
は
少
し
も
分
り
は
し
な
い
〉
と
そ
の
父
に
理
解

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
〈
世
界
が
違
ふ
の
で
す
。
お
互
に
理

解
し
な
い
の
で
す
〉
と
応
じ
る
よ
り
ほ
か
な
く
、
そ
の
ま
ま
〈
暗
い

夜
の
世
界
〉〈
灰
色
の
世
界
〉〈
も
つ
と
広
い
、
も
つ
と
広
い
金
色
に

光
つ
た
海
の
表
面
〉〈
広
い
広
い
緑
色
の
世
界
〉
を
求
め
る
、
色
彩

感
覚
に
依
拠
し
た
詩
的
な
言
葉
へ
と
彼
の
言
葉
は
自
閉
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る）
22
（

。
そ
れ
は
父
に
は
〈
気
が
狂
つ
た
〉
と
し
か
受

け
止
め
ら
れ
な
い
も
の
で
、
同
時
代
に
お
い
て
も
〈
眼
目
と
も
言
ふ

べ
き
幸
一
の
語こ
と
ば

と
其
場
の
空
気
が
前
後
に
比
し
て
深
刻
を
欠
い
て

ゐ）
23
（

〉
る
と
の
批
判
を
免
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
こ
う
し
た
幸
一
の
あ
り
方
は
、
林
廣
親）
24
（

の
指
摘
し
た
よ
う

に
、
改
稿
に
よ
っ
て
よ
り
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
〈
人
物
の
性
格
、
運
命
、
機
会
な
ど
を
劇
的
に
発
展
せ
し

め
て
ゆ
く
と
こ
ろ
よ
り
も
寧
ろ
、
科し
ぐ
さ

、
表
情
、
情
調
よ
り
さ
う
云

ふ
も
の
を
暗
指
せ
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
に
興
味
を
も
つ
た
〉
と
い
う

自
注
の
意
味
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
幸
一
の
語
る
詩
的
な
言

葉
を
通
じ
て
、
新
た
な
時
代
の
訪
れ
を
告
げ
る
思
想
の
存
在
が
〈
暗

指
〉
さ
れ
る
。
同
時
に
三
味
線
の
音
色
を
通
じ
て
、
そ
れ
と
は
無
関

係
で
あ
る
か
の
よ
う
に
存
続
す
る
古
い
生
活
の
姿
も
ま
た
〈
暗
指
〉

さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
対
話
の
不
成
立
を
通
じ
て
、
新
旧
の
絶
対

的
な
断
絶
が
〈
暗
指
〉
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
和
泉
屋
染
物
店
」
に
お
け
る
〈
暗
指
〉
の
方
法
と
は
、
検
閲
、

そ
し
て
劇
の
リ
ア
リ
テ
ィ）
25
（

を
め
ぐ
る
問
題
に
直
面
し
た
杢
太
郎
に
よ

っ
て
、
対
話
に
よ
る
〈
劇
的
〉
な
〈
発
展
〉
と
引
き
換
え
に
し
て
選

び
ぬ
か
れ
た
ぎ
り
ぎ
り
の
手
法
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
直
接
の
影
響
下
に
書
か
れ
た
の
が
、
万
太
郎
の
三
作
目

の
戯
曲
「
暮
れ
が
た
」（「
ス
バ
ル
」
明
45
・
1
）
で
あ
る
。

四
万
太
郎
は
「
暮
れ
が
た
」
へ
の
「
和
泉
屋
染
物
店
」
の
影
響
の
大

き
さ
を
、〈
子
供
の
時
分
か
ら
経
験
し
て
来
た
祭ま
つ
り礼
の
夕
方
の
と
め
ど

な
い
寂さ
び
し
さ寥

を
芝
居
に
し
よ
う
〉
と
企
て
た
が
「
和
泉
屋
染
物
店
」
な

し
に
は
〈
お
そ
ら
く
わ
た
し
に
こ
の
作
を
書
く
運
び
は
つ
か
な
か
つ
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た
ら
う
〉と
、「『
雨
空
』の
あ
と
に
」に
お
い
て
率
直
に
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
「
後
記
」（『
久
保
田
万
太
郎
全
集
』
第
六
巻
、好
学
社
）
で
は
、『
和

泉
屋
染
物
店
』
の
「
跋
」
の
用
語
を
そ
の
ま
ま
に
借
り
て
〈〝
和
泉

屋
染
物
店
〞
の
作
者
に
よ
つ
て
、
人
物
の
性
格
、
運
命
、
機
会
等
を

劇
的
に
発
展
さ
せ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
科
、
表
情
、
情
調
等
に
よ

つ
て
そ
れ
の
暗
示
せ
ら
る
べ
き
だ
と
い
ふ
方
法
を
提
示
さ
れ
、
心
か

ら
〝
な
る
ほ
ど
〞
と
感
じ
入
つ
た
〉
と
、「『
雨
空
』
の
あ
と
に
」
の

自
注
に
続
け
る
の
で
あ
る
。

「
暮
れ
が
た
」
と
い
う
戯
曲
は
〈
賑
や
か
な
祭
の
囃
子
が
遠
く
ゆ

る
や
か
に
聞
え
る
。
―
―
そ
の
遠
い
ゆ
る
や
か
な
囃
子
の
調
子
が
更

に
だ
ん
だ
ん
遠
く
ゆ
る
や
か
に
な
つ
て
続
く
。
音
も
な
く
し
づ
か
に

幕
開
く
〉
と
い
う
ト
書
き
に
始
ま
る
。〈
祭
の
囃
子
〉
が
幕
開
き
に

先
行
し
、
そ
の
音
色
が
「
暮
れ
が
た
」
の
世
界
を
作
り
出
す
の
で
あ

り
、
こ
こ
に
三
味
線
の
醸
し
出
す
情
調
を
基
調
と
す
る
「
和
泉
屋
染

物
店
」
の
影
響
を
理
解
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
〈
祭
礼
の
夕
方
の
と
め
ど
な
い
寂
寥
〉
を
描
き
出
し
、
登

場
人
物
達
に
親
和
的
な
ム
ー
ド
を
揺
曳
さ
せ
る
〈
囃
子
の
音
〉
が
、

同
時
に
彼
ら
が
そ
の
生
を
送
る
世
界
の
変
化
を
示
唆
す
る
も
の
と
し

て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
を
み
る
な
ら
ば
、
万
太
郎
が
「
和
泉

屋
染
物
店
」
の
方
法
を
、
た
だ
そ
の
ま
ま
に
採
り
入
れ
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
戯
曲
に
交
わ
さ
れ
る
日
常
的
な
対
話
が
〈
囃

子
の
音
〉
の
情
調
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
嘉
介
は
〈
お
祭
つ
て
奴
は
い
つ
に
な
つ
て
も
悪
く
な
い

も
ん
で
す
が
、
併
し
ど
う
も
年
々
に
何
だ
か
か
う
、
さ
び
れ
て
来
る

ぢ
や
あ
ご
座
い
ま
せ
ん
か
〉
と
い
い
、
お
り
ゑ
は
〈
世
の
中
が
だ
ん

だ
ん
進
ん
で
来
る
と
人
間
が
み
ん
な
怜り
こ
う悧

に
な
つ
て
莫
迦
な
事
は
し

な
く
な
る
と
見
え
ま
す
。
こ
の
四
五
年
と
い
ふ
も
の
は
山
車
は
お
ろ

か
お
揃
ひ
だ
つ
て
ま
ん
そ
く
に
出
来
や
致
し
ま
せ
ん
〉と
返
す
。〈
世

の
中
〉
の
変
化
と
〈
祭
〉
の
衰
微
と
の
結
び
つ
き
が
言
葉
に
さ
れ
る

こ
と
で
、〈
祭
〉
が
さ
び
れ
た
と
語
ら
れ
れ
ば
語
ら
れ
る
ほ
ど
に
、
舞

台
に
響
く
〈
囃
子
の
音
〉
は
彼
等
を
取
り
残
し
て
変
っ
て
ゆ
く
現
実

の
姿
を
も
赤
裸
々
に
表
現
す
る
も
の
と
な
る
。「
和
泉
屋
染
物
店
」

の
よ
う
に
新
旧
は
截
然
と
切
り
分
け
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
ど
ち
ら

も
が
〈
囃
子
の
音
〉
の
情
調
の
う
ち
に
〈
暗
示
〉
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
暮
れ
が
た
」
は
日
常
的
な
対
話
を
ベ
ー
ス
と
し
、
そ
の
対
話
が

庄
太
郎
と
い
う
登
場
人
物
に
新
た
な
決
意
を
導
く
と
い
う
か
た
ち
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。〈
四
十
何
年
と
い
ふ
も
の
折
角
ま
あ
こ
の
町
内

で
続
い
て
や
つ
て
ゐ
た
の
を
鳥
渡
し
た
手
違
ひ
か
ら
全ま
る
つ
き
り然

知
ら
な

い
他よ
そ
ほ
か

所
外
の
土
地
へ
引
込
ん
で
し
ま
つ
た
〉
彼
は
、
お
り
ゑ
と
〈
昔

の
お
話
〉
を
す
る
う
ち
に
〈
な
ん
だ
か
こ
の
土
地
を
離
れ
る
の
が
嫌

に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
も
う
い
く
ら
貧
乏
し
て
も
三
社
様
の
側

は
離
れ
な
い
事
に
し
ま
せ
う
〉
と
思
い
を
改
め
る
。
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し
か
し
そ
の
作
品
論
理
上
の
位
置
づ
け
は
単
純
な
も
の
で
は
な

い
。〈
な
ん
だ
か
嫌
に
暗
く
な
つ
て
来
た
ん
だ
ね
〉〈
雨
が
降
つ
ち
や

あ
御
難
で
ご
座
い
ま
す
か
ら
な
あ
〉〈
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
の

雨
は
陰
気
で
く
さ
く
さ
し
て
し
ま
ひ
ま
す
〉
な
ど
と
、
劇
を
通
し
て

登
場
人
物
達
は
雨
が
降
る
こ
と
を
始
終
案
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
幕

前
、
雨
が
降
る
ど
こ
ろ
か
〈
す
つ
か
り
霽
れ
て
星
が
出
〉
る
。
そ
し

て
〈
居
合
は
す
人
々
が
ふ
と
賑
や
か
に
笑
ふ
〉
ま
ま
に
、
懐
か
し
い

〈
囃
子
の
音
〉
の
中
で
幕
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
見
す
る
と
楽
観
的
な
結
末
で
あ
る
。
あ
た
か
も
〈
何
時

か
一
度
は
き
つ
と
、
ま
た
い
い
時
が
来
ま
す
よ
〉
と
い
う
お
り
ゑ
の

言
葉
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
庄
太
郎
の
再
出
発
を
祝
い
〈
す
つ

か
り
霽
れ
て
星
が
出
〉
た
と
、
こ
の
結
末
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

し
か
し
〈
三
社
様
は
き
つ
と
一
日
は
降
ら
な
き
や
あ
承
知
し
な
い

ん
だ
か
ら
困
り
ま
す
。
い
つ
で
し
た
か
な
。
二
日
と
も
ま
る
つ
き
り

潰
れ
て
し
ま
つ
て
十
九
日
に
神
輿
が
廻
つ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
が
〉

と
嘉
介
は
述
べ
て
い
た
。
嘉
介
の
い
う
の
は
〈
一
昨
々
年
〉
の
こ
と
。

〈
こ
の
四
五
年
と
い
ふ
も
の
は
山
車
は
お
ろ
か
お
揃
ひ
だ
つ
て
ま
ん

そ
く
に
出
来
や
致
し
ま
せ
ん
〉
と
お
り
ゑ
が
い
う
よ
う
に
、
丁
度
こ

の
頃
を
境
に
〈
祭
〉
は
〈
さ
び
れ
て
〉
来
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
と
す

れ
ば
〈
き
つ
と
一
日
は
降
ら
な
き
や
あ
承
知
し
な
い
〉〈
三
社
様
〉

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
末
ま
で
つ
い
に
雨
の
降
ら
な
い
幕
切
れ
は
、

〈
祭
〉
が
ま
さ
に
〈
さ
び
れ
て
〉
し
ま
っ
た
こ
と
、
彼
ら
の
身
を
置

く
〈
世
の
中
〉
が
往
時
と
は
す
っ
か
り
姿
を
変
え
て
し
ま
っ
た
こ
と

を
意
味
づ
け
る
も
の
と
し
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。〈
囃
子
の
音
〉は
そ
の
衰
微
を
色
濃
く
印
象
づ
け
、こ
の
と
き〈
昔
〉

に
す
が
る
庄
太
郎
の
再
出
発
は
徒
花
に
す
ぎ
な
い
。〈「
暮
れ
が
た
」

な
ど
は
、
そ
の
（
引
用
者
注
―
時
代
の
）
流
れ
に
負
け
た
下
町
人
へ
の

ま
さ
に
挽
歌
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う）
26
（

〉
と
い
っ
た
解
釈
が
成

立
す
る
所
以
で
あ
る
。

こ
の
両
義
的
な
、
ど
ち
ら
と
も
定
め
が
た
い
結
末
に
こ
そ
、
杢
太

郎
の
方
法
を
自
分
な
り
の
か
た
ち
で
物
に
し
た
、
当
時
の
万
太
郎
の

姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。「
和
泉
屋
染
物
店
」
に
お

い
て
は
、
情
調
は
あ
く
ま
で
も
新
旧
の
時
代
の
相
克
と
い
う
主
題
を

〈
暗
指
〉
す
る
た
め
の
道
具
立
て
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
「
暮
れ
が
た
」
に
お
い
て
目
指
さ
れ
た
の
は
、
情
調
の
提
示

そ
れ
自
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

杢
太
郎
の
用
い
た
手
段
が
図
ら
ず
も
、
そ
れ
自
体
が
戯
曲
の
骨
格

を
な
す
も
の
と
し
て
高
め
ら
れ
、万
太
郎
に
受
容
さ
れ
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
万
太
郎
が
「
和
泉
屋
染
物
店
」
な
ら
び
に
「
跋
」
に
見
出
し

た
の
は
、〈
劇
的
〉
な
〈
発
展
〉
の
不
在
の
ま
ま
に
、
日
常
的
な
対
話

を
通
じ
て
情
調
を
提
示
す
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
戯
曲
の
あ
り
方
、
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裏
返
し
て
い
え
ば
、
そ
の
現
出
さ
れ
る
情
調
を
も
っ
て
何
気
な
い
日

常
的
な
対
話
を
劇
と
み
な
す
美
学
的
な
裏
づ
け
で
あ
っ
た
と
い
え
る

の
で
あ
る）
27
（

。

こ
の
意
味
で
、「
暮
れ
が
た
」
に
お
け
る
幕
切
れ
の
両
義
性
は
、〈
祭

礼
の
夕
方
の
と
め
ど
な
い
寂
寥
〉（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
情
調
の
提

示
に
は
、
む
し
ろ
必
然
的
な
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ

で
「
暮
れ
が
た
」
以
前
に
書
か
れ
た
戯
曲
「
遊
戯
」（「
三
田
文
学
」

明
44
・
7
）
な
ら
び
に
「Prologu
）
28
（e
」
と
の
差
異
に
つ
い
て
確
認
し

て
お
こ
う
。

「
遊
戯
」
に
お
い
て
は
避
暑
地
を
舞
台
に
〈
萍
の
や
う
な
〉〈
生
活
〉

や
〈
別
れ
る
と
云
ふ
事
の
悲
し
み
〉
が
描
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

主
題
に
相
応
し
く
、
末
尾
に
記
さ
れ
る
ト
書
き
は
〈
蝉
は
も
う
な
か

ぬ
〉
と
い
う
、
一
場
を
覆
い
つ
く
し
て
い
た
夏
の
情
調
の
消
失
を
示

す
も
の
で
あ
る）
29
（

。

ま
た
「Prologue

」
に
お
い
て
は
〈
東
京
日
本
橋
の
古
い
商
家
〉

を
舞
台
に
、
要
次
郎
の
落
第
を
め
ぐ
り
、
そ
の
母
で
あ
る
お
梅
と
、

要
次
郎
の
義
理
の
兄
で
あ
る
政
之
助
の
新
旧
の
思
考
法
の
対
立
が
形

作
ら
れ
る
。
そ
し
て
要
次
郎
が
落
第
と
決
ま
り
、〈
無
言
―
―
沈
黙
が

再
び
こ
の
室
の
中
に
動
か
な
い
〉
と
の
ト
書
き
で
幕
と
な
る
。
こ
こ

で
興
味
深
い
の
は
、
学
業
に
心
を
惹
か
れ
な
い
要
次
郎
は
〈
芝
居
〉

の
は
な
や
か
さ
に
憧
れ
る
の
だ
が
、「Prologue

」
に
お
い
て
は
不
自

然
な
ほ
ど
に
そ
の
〈
情
調
〉
の
舞
台
か
ら
の
排
除
が
ト
書
き
に
よ
っ

て
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
〈
そ
の
音
に
傾
け
る
と
も

な
く
耳
を
傾
け
る
〉〈
三
味
線
の
音
〉
は
や
が
て
〈「
勧
進
帳
」
を
弾

き
初
め
る
。
併
し
全
く
明
瞭
に
は
聞
え
な
い）
30
（

〉。
ま
た〈
朧
夜
〉と〈
燈

火
〉
の
織
り
な
す
〈
堀
割
〉
の
織
り
な
す
情
景
は
〈
併
し
勿
論
観
客

か
ら
は
そ
の
障
子
が
開
か
れ
た
と
き
に
そ
れ
ら
の
燈
火
の
二
つ
三
つ

を
見
る
事
が
出
来
る
ば
か
り
で
あ
る
〉。
ト
書
き
に
よ
る
情
調
の
排

除
が
、
戯
曲
の
論
理
を
補
強
す
る
の
で
あ
る）
31
（

。

出
発
期
の
万
太
郎
は
「
和
泉
屋
染
物
店
」
を
通
じ
て
得
た
方
法
論

的
な
自
覚
に
よ
り
、
当
初
の
情
調
の
不
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で

一
つ
の
明
確
な
主
題
を
形
づ
く
る
劇
作
法
か
ら
、
創
作
の
ス
タ
イ
ル

を
一
変
さ
せ
た
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
方
法
は
、「
凶
」（「
中

央
公
論
」
増
刊
新
脚
本
号
、
大
3
・
8
）
に
つ
い
て
、〈〝
暮
れ
が
た
〞
で
、

祭
礼
の
夕
方
の
と
め
ど
な
い
寂
寥
を
芝
居
に
し
よ
う
と
し
た
わ
た
く

し
は
、
こ
の
作
で
、
町
中
の
、
夏
の
夜
の
ふ
け
が
た
の
や
る
せ
な
い

か
な
し
み
を
芝
居
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る）
32
（

〉と
述
べ
た
よ
う
に
、

以
後
の
万
太
郎
の
劇
作
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

あ
る
情
調
を
、
日
常
的
な
対
話
と
と
も
に
舞
台
に
現
出
さ
せ
よ
う

と
努
め
る
際
、
そ
こ
に
目
指
さ
れ
る
表
現
世
界
は
日
常
の
姿
と
き
わ

め
て
近
し
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
、
間
断
な
く
流
れ
ゆ

く
日
常
の
時
間
を
一
つ
の
閉
じ
ら
れ
た
世
界
へ
と
変
換
し
よ
う
と
す
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る
試
み
は
、
そ
れ
自
体
が
戯
曲
と
日
常
と
の
決
定
的
な
差
異
を
差
し

示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
暮
れ
が
た
」
以
降
の
万
太
郎
の
劇
作
上
の

苦
心
が
戯
曲
の
終
わ
り
を
め
ぐ
り
焦
点
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
意

味
で
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

五
簡
潔
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
出
発
期
の
万
太
郎
に
お
い
て
、
情
調

を
現
前
さ
せ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
戯
曲
で
あ
り
、
筋
書
を
語
る
の
が
小
説

で
あ
っ
た）
33
（

。
た
だ
し
〝
筋
書
を
語
る
〞
と
い
う
と
き
、
万
太
郎
に
よ

り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
の
は
、
そ
の
〝
筋
書
〞
の
中
身
よ
り
む
し

ろ
〝
語
る
〞
側
面
で
あ
っ
た
こ
と
に
目
を
配
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

連
作
「
お
米
と
十
吉
」
は
、
語
り
の
視
点
や
語
り
手
の
資
格
に
対

し
て
出
発
期
の
万
太
郎
が
向
け
た
ナ
イ
ー
ブ
な
意
識
を
示
す
好
例
だ

が
、ほ
か
に
も
〈
世
間
〉
の
〈
評
判
〉
を
介
し
つ
つ
語
ら
れ
る
「「
は

つ
夏
」」（「
三
田
文
学
」
明
45
・
6
）
や
、
Ｓ
と
い
う
人
物
に
よ
る
枠

物
語
の
形
式
を
と
る
「
川
波
」（「
新
潮
」
大
元
・
11
）、〈
何
ん
か
こ
の

ご
ろ
、
面
白
い
話
は
な
い
か
と
お
つ
し
や
る
ん
で
す
か
―
―
〉
と
噂

話
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
「
お
え
い
さ
ん
の
事
」（「
三
田
文
学
」
大
元
・

12
）
な
ど
、
当
時
の
万
太
郎
の
小
説
の
語
り
口
は
、
実
に
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

後
に
万
太
郎
は
〈
い
ま
み
る
と
、
そ
の
ま
へ
に
、〝
蝶
〞
に
つ
ゞ
く

〝
笛
〞
の
時
代
の
小
山
内
先
生
の
〝
声
色
〞
の
つ
か
ひ
た
か
つ
た
こ

と
が
あ
り
〳
〵
わ
か
る）
34
（

〉
と
述
べ
て
い
る
。
当
時
の
小
山
内
薫
は
、

小
説
家
と
し
て
〈
一
作
毎
に
形
を
変
へ
て
ゆ
く
〉〈
何
を
示
す
と
い

ふ
問
題
よ
り
も
、
如
何
に
示
す
と
い
ふ
問
題
に
知
ら
ず
〳
〵
多
く
の

苦
心
を
費
し
て
ゐ
る）
35
（

〉
作
家
と
目
さ
れ
て
い
た
。〈
他
人
か
ら
聞
い

た
話
と
か
、
対
話
と
か
、
他
人
の
日
記
と
か
、
手
紙
と
か
、
手
記
と

か
い
っ
た
形
式）
36
（

〉
を
使
い
分
け
る
小
山
内
の
素
振
り
が
与
え
た
影
響

は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
枠
組
み
を
小
説
に
取
り
入
れ

る
こ
と
は
自
然
、
筋
書
の
語
り
手
を
実
体
的
な
存
在
と
し
て
作
中
に

導
入
す
る
。
そ
の
と
き
語
り
手
と
同
一
の
世
界
に
存
在
す
る
他
者
の

内
面
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
自
ず
と
語
り
き
れ
な
い
剰
余
が

作
中
に
は
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
な
り
ゆ
き
」
に
お
け
る
日
記

も
そ
の
一
例
と
い
え
る
。
ほ
か
に
も
「「
は
つ
夏
」」
で
は
、
身
投
げ

し
た
お
咲
さ
ん
の
〈
藤
さ
ん
の
こ
と
を
た
の
む
〉
と
い
う
〈
一
ト
言
〉

が
記
さ
れ
た
〈
端
書
〉
だ
け
が
あ
え
て
提
示
さ
れ
、
そ
の
内
面
は
空

白
の
ま
ま
語
り
残
さ
れ
る
。「
川
波
」で
は
、〈
因
縁
話
み
た
や
う
な
話
〉

と
感
想
を
い
う
〈
私
〉
に
対
し
て
〈
さ
う
か
ね
え
〉
と
〈
謎
の
と
け

切
れ
な
い
と
い
つ
た
風
〉
を
示
す
Ｓ
の
姿
が
た
だ
記
さ
れ
る
。「
お

え
い
さ
ん
の
事
」
で
は
、
周
囲
の
い
ざ
こ
ざ
に
も
関
わ
ら
ず
〈
店
の

飾
り
つ
け
に
う
き
身
を
や
つ
〉
す
正
ち
ゃ
ん
の
心
中
に
何
が
去
来
し



－99－

て
い
た
か
は
謎
の
ま
ま
、
そ
の
〈
面
白
い
話
〉
は
閉
じ
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
に
共
通
す
る
の
は
、
筋
書
を
語
り
つ
つ
筋

書
に
対
し
て
話
者
が
明
白
で
単
一
的
な
意
味
づ
け
を
な
し
え
な
い
様

子
を
さ
ら
に
描
き
出
す
二
重
性
で
あ
る
。

語
ら
れ
る
筋
書
が
、
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
現
実
を
十
全
に
と
ら

え
き
れ
な
い
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
で
、
筋
書
と
現
実
と
の
関
係
性

を
相
対
化
し
つ
つ
、
そ
の
割
り
切
れ
な
さ
に
一
種
の
詩
情
を
醸
し
出

そ
う
と
す
る
戦
略
こ
そ
が
、
出
発
期
の
万
太
郎
の
小
説
を
貫
く
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
と
き
、
後
の
万
太
郎
に
は
〈
稚
拙
〉
と

し
か
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
「
お
米
と
十
吉
」
の
連
作
に
つ
い
て
も
、

ま
た
別
の
側
面
が
み
え
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
お
米
と
十
吉
」
に
お
け
る
政
次
郎
を
〈
物
語
の
主ヒ
ー
ロ
ー

人
公
〉、
小
て

る
を
〈
女ヒ

ロ

イ

ン

主
人
公
〉
と
す
る
〈
私
〉
の
構
想
の
破
綻
、「
な
り
ゆ
き
」

に
お
け
る
〈
解
ら
な
い
〉
と
い
う
苦
悩
に
囚
わ
れ
た
政
次
郎
の
日
記

の
前
景
化
、「
わ
か
る
ゝ
と
き
」
に
お
け
る
〈
一
つ
の
小
さ
な
世
界
〉

の
虚
構
性
、〈
わ
か
れ
〉
の
外
発
性
は
ど
れ
も
単
な
る
創
作
上
の
不
手

際
で
は
な
く
、
意
図
的
に
採
択
さ
れ
た
ず
ら
し
で
あ
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
そ
し
て
そ
の
と
き
「
大
川
端
」
や
「
箕
輪
の
心
中
」、

さ
ら
に
は
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
「
タ
ン
タ
ジ
ー
ル
の
死
」
を
取
り
上

げ
る
「
お
米
と
十
吉
」
の
連
作
は
、
先
行
す
る
文
学
作
品
の
引
用
や

模
倣
を
種
々
の
次
元
に
お
い
て
行
い
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
現
実
と
の

関
係
を
問
い
直
す
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
表
現
の
可
能
性
を
探
求

し
た
意
欲
作
で
あ
っ
た
と
評
価
を
改
め
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
筋
書
と
現
実
と
の
織
り
な
す
二
重
性
へ
の
志
向
こ
そ

が
、
情
調
の
現
前
を
目
指
す
戯
曲
と
の
、
出
発
期
に
お
け
る
万
太
郎

の
小
説
の
決
定
的
な
特
異
性
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
表
面
上
は
、
登

場
人
物
た
ち
の
一
人
称
的
な
言
葉
の
重
ね
合
わ
せ
を
統
括
す
る
視
座

が
抑
制
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
作
品
に
終
わ
り
を
導
く
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
点
で
、
小
説
と
戯
曲
と
は
相
似
た
状
況
を
示
し
て
い
た
。

し
か
し
戯
曲
と
は
違
い
小
説
に
お
い
て
は
、
あ
え
て
意
図
さ
れ
て
作

品
に
内
在
的
な
終
わ
り
が
退
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
出

発
期
の
万
太
郎
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
布
置
の
意
味
が
存
在
し
た
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
万
太
郎
の
小
説
に
対
す
る
ジ
ャ
ン
ル
認
識
は
、〈〝
末
枯
〞

を
書
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
わ
た
く
し
は
救
は
れ
た
。
世
間
は
、
こ
の

作
を
み
て
、
漸
く
忘
れ
か
け
た
往
年
の
〝
朝
顔
〞
の
作
者
を
ま
た
お

も
ひ
だ
し
て
く
れ
た）
37
（

〉
と
回
想
さ
れ
た
よ
う
に
、「
末
枯
」（「
新
小
説
」

大
6
・
8
）
に
お
け
る
処
女
小
説
「
朝
顔
」（「
三
田
文
学
」
明
44
・
6
）

の
方
法
へ
の
回
帰
に
よ
り
、
仕
切
り
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
38
（

。〈
夢
〉

へ
と
向
け
ら
れ
る
思
慕
、
そ
れ
自
体
の
断
念
を
登
場
人
物
に
受
け
入

れ
さ
せ
る
、そ
の
非
情
な
論
理
を
自
ら
の
創
作
の
核
と
し
て
初
め
て
、

「
お
米
と
十
吉
」
の
連
作
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
柳
沢
孝
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子
が
述
べ
た
〈
万
太
郎
文
学
の
良
質
な
部
分
が
持
つ
、
時
に
冷
淡
で

さ
え
あ
る
よ
う
な
淡
彩
色
の
哀
感）
39
（

〉
は
、
そ
の
作
に
漂
う
こ
と
に
な

っ
た
と
い
え
る）
40
（

。
こ
の
延
長
線
上
に
、
小
説
な
ら
ば
「
春
泥
」（「
大

阪
朝
日
新
聞
」
昭
3
・
1
・
5
〜
4
・
4
）、
戯
曲
な
ら
ば
「
大
寺
学
校
」

（「
女
性
」
昭
2
・
1
、
2
、
4
、
5
）
と
い
っ
た
、
万
太
郎
文
学
の
一

般
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
諸
作
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
出
発
期
に
示
さ
れ
た
可
能
性
が
こ
こ
で
単
純
に
途
絶
え
た

わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け〝
戯
曲
は
書
け
て
も
小
説
は
書
け
な
い
〞

と
述
べ
た
期
間
に
「
月
あ
か
り
」（「
週
刊
朝
日
」
秋
季
特
別
号
、
昭
8

・
9
）
の
書
か
れ
た
事
実
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
月
あ
か
り
」
は
三
人
称
全
知
の
視
点
で
語
ら
れ
る
が
、
出
発
期
の

そ
れ
に
似
て
手
紙
と
い
う
形
式
が
最
終
部
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
手
紙
と
は
、〈
こ
の
物
語
の
作
者
と
し
て
、
わ
た
く
し
、

突
然
な
が
ら
お
二
人
に
一
書
を
呈
し
ま
す
〉
と
〈
物
語
の
作
者
〉
が

作
中
人
物
に
、
自
死
し
た
登
場
人
物
の
〈
顛
末
の
あ
ら
ま
し
〉
を
書

き
送
る
と
い
う
、
物
語
世
界
の
お
約
束
を
侵
犯
す
る
も
の
で
あ
る
。

万
太
郎
は
「
旧
作
」（「
劇
場
」
昭
21
・
1
）
に
お
い
て
、「
月
あ
か
り
」

は
〈
へ
ん
に
癇
の
昂
つ
て
ゐ
る
〉
作
と
、
そ
の
理
由
に
〈
あ
る
抜
き

さ
し
な
ら
な
い
こ
と
の
た
め
に
、
社
会
的
に
も
、
家
庭
的
に
も
、
し

ば
ら
く
孤
立
せ
ざ
る
を
え
な
い
一
ト
時
代
を
も
つ
た
〉
こ
と
を
あ
げ

て
い
る
。
現
実
を
一
つ
の
論
理
で
割
り
切
り
、
筋
書
を
語
り
切
る
こ

と
に
居
心
地
の
悪
さ
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
ふ

た
た
び
出
発
期
の
ジ
ャ
ン
ル
認
識
が
頭
を
よ
ぎ
り
、
自
ら
の
目
に
も

異
色
と
映
る
作
を
書
か
せ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
〝
小
説
が
書

け
な
い
〞
と
い
う
た
め
息
の
陰
に
は
、
出
発
期
か
ら
底
流
し
て
い
た

小
説
に
対
す
る
野
心
が
密
か
に
顔
を
覗
か
せ
て
い
た
と
い
え
る
の
で

あ
る
。

【
注
】

（
1
）
久
保
田
万
太
郎
「
後
記
」（『
久
保
田
万
太
郎
全
集
』
第
二
巻
、好
学
社
、

昭
22
・
5
）

（
2
）
久
保
田
万
太
郎
「
跋
」（『
も
ゝ
ち
ど
り
』
文
体
社
、
昭
9
・
6
）

（
3
）
拙
稿
「
久
保
田
万
太
郎
『
道
芝
』
論
」（「
国
語
と
国
文
学
」
令
2
・

2
）
を
参
照
。

（
4
）時
評
記
者「
最
近
文
壇（
四
月
中
旬
よ
り
五
月
中
旬
ま
で
）の
記
録
」（「
文

章
世
界
」
明
45
・
6
）

（
5
）た
と
え
ば「
申
訳
な
い
気
持
―
―
読
売
文
学
賞
受
賞
の
言
葉
―
―
」（「
読

売
新
聞
」
昭
32
・
1
・
25
）
に
お
い
て
万
太
郎
は
〈
こ
ゝ
数
年
、
ぼ

く
は
、
芝
居
の
仕
事
ば
か
り
に
身
を
入
れ
て
、
ち
ッ
と
も
小
説
を
書

か
な
か
つ
た
。
／
と
い
ふ
と
、
き
こ
え
が
い
ゝ
。
書
か
な
か
つ
た
の

で
は
な
く
、
書
け
な
か
つ
た
の
だ
〉
と
、
類
似
す
る
言
葉
を
残
し
て

い
る
。



－101－

（
6
）
久
保
田
万
太
郎
「
本
多
さ
ん
」（
初
出
誌
紙
未
詳
）。
引
用
は
『
だ
れ

に
い
ふ
と
も
な
く
』（
演
劇
文
化
社
、
昭
22
・
2
）
よ
り
。

（
7
）「
花
火
」（「
ス
バ
ル
」
明
44
・
11
）
と
「
挿
話
」（「
朱
欒
」
明
44
・

11
）
に
共
通
し
て
描
か
れ
た
題
材
が
、「
お
米
と
十
吉
」、「
な
り
ゆ
き
」

（「
新
小
説
」
大
元
・
8
）、「
小
て
る
と
つ
る
代
」（「
今
様
」
大
2
・
5
）、

「
わ
か
る
ゝ
と
き
」（「
新
小
説
」
大
2
・
9
）、「
一
と
ま
く
」（「
処
女
」

大
2
・
11
）、「
路
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」
大
3
・
10
・
3
〜
11
・
9
）、

「
小
藤
の
一
周
忌
」（「
新
小
説
」
大
3
・
11
）
と
書
き
継
が
れ
て
い
る
。

ま
た
戯
曲
「
小
な
つ
の
こ
と
」（「
三
田
文
学
」
大
5
・
1
）
と
「
続

小
な
つ
の
こ
と
」（「
三
田
文
学
」
大
5
・
4
）
も
同
じ
題
材
の
そ
の

後
を
描
き
、
小
説
「
歎
き
」（「
三
田
文
学
」
大
8
・
2
〜
4
）
は
一

連
の
作
を
語
り
直
そ
う
と
し
た
も
の
だ
が
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。

な
お
「
な
り
ゆ
き
」
に
は
〈「
お
米
と
十
吉
」
の
続
篇
〉
と
の
副
題
が

付
さ
れ
て
い
る
。 

（
8
）「
大
川
端
」
に
は
〈
芸
者
に
な
る
前
の
晩
、
正
雄
は
三
四
時
間
君
太
郎

と
一
緒
に
ゐ
た
。
正
雄
は
君
太
郎
の
お
酌
姿
を
死
ぬ
ま
で
忘
れ
ま
い

と
す
る
や
う
に
、瞬
時
も
赤
い
着
物
か
ら
眼
を
放
さ
な
か
つ
た
。
／「
も

う
君
ち
や
ん
は
ゐ
な
く
な
る
ん
だ
。
も
う
君
ち
や
ん
は
ゐ
な
く
な
る

ん
だ
。」
／
正
雄
は
幾
度
と
な
く
斯
う
言
つ
た
。
／
「
花
の
散
る
の
を

見
る
や
う
な
気
も
す
る
ね
え
。
何
だ
か
悲
し
い
な
あ
。」
／
と
常
談
の

や
う
に
言
つ
た
時
、
正
雄
の
声
は
潤
ん
で
ゐ
た
〉（
三
十
）
と
あ
る
。

（
9
）『
浅
草
』（
籾
山
書
店
、
明
45
・
2
）
所
収
に
お
い
て
「
話
」
と
改
題

さ
れ
た
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

（
10
）
加
能
作
次
郎
「
八
月
の
文
壇
」（「
早
稲
田
文
学
」
大
元
・
9
）
に
は
〈
最

初
三
四
回
ま
で
は
徒
ら
に
長
き
の
み
と
い
ふ
感
が
あ
つ
た
が
辛
抱
し

て
読
ん
で
行
く
う
ち
に
し
ん
み
り
し
た
気
持
に
な
つ
た
。
政
次
郎
の

日
記
の
辺
か
ら
以
下
が
作
者
の
気
持
の
充
実
し
た
所
で
あ
ら
う
〉
と

あ
る
。

（
11
）
破
天
郎
「
八
月
文
壇
の
印
象
評
」（「
文
章
世
界
」
大
元
・
9
）

（
12
）
塔
「
今
月
の
雑
誌
」（「
読
売
新
聞
」
大
2
・
9
・
4
）

（
13
）「
前
月
文
壇
史
」（「
新
潮
」
大
2
・
10
）
に
〈
作
者
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ

ル
な
気
分
が
作
物
の
基
調
と
な
つ
て
―
―
充
り
、
主
観
的
な
題
材
で

あ
る
〉
と
あ
る
よ
う
に
功
を
奏
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
語

り
口
は
、
し
げ
し
（
井
川
滋
）
が
「
十
一
月
の
小
説
と
戯
曲
」（「
三

田
文
学
」
明
44
・
12
）
に
お
い
て
、〈
事
物
に
深
く
没
頭
し
な
い
換
言

す
れ
ば
凡
て
の
も
の
を
芝
居
を
見
る
や
う
な
気
持
―
―
即
一
種
の
客

観
的
興
味
を
持
て
眺
め
る
と
云
ふ
や
う
な
感
じ
〉
を
指
摘
し
た
初
期

の
「
花
火
」
や
「
挿
話
」
に
適
当
な
も
の
で
あ
る
。

（
14
）
久
保
田
万
太
郎
「
文
章
を
書
く
心
構
」（「
文
章
倶
楽
部
」
大
5
・
6
）

（
15
）
久
保
田
万
太
郎
「
後
記
」（『
久
保
田
万
太
郎
全
集
』
第
六
巻
、好
学
社
、

昭
23
・
8
）

（
16
）
万
太
郎
は
〈
わ
た
し
は
、当
時
、木
下
杢
太
郎
氏
の
（
と
い
ふ
よ
り
も
、
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「
和
泉
屋
染
物
店
」
の
）
影
響
を
う
け
た
。
木
下
杢
太
郎
に
よ
つ
て
、

わ
た
し
は
、
わ
た
し
自
身
の
道
を
み
出
す
こ
と
が
出
来
た
と
い
つ
て

も
そ
れ
は
嘘
で
は
な
い
〉
と
述
べ
て
い
る
。

（
17
）
た
と
え
ば
小
宮
豊
隆
は
「「
新
脚
本
号
」
を
評
す　

一
」（「
時
事
新
報
」

大
3
・
7
・
24
）
に
お
い
て
〈
劇
は
二
つ
の
対
立
す
る
心
を
要
求
す

と
は
独
逸
の
劇
論
家
ユ
リ
ウ
ス
バ
ブ
マ
マ
の
云
つ
た
こ
と
だ
つ
た
と

記
憶
す
る
〉
と
評
に
先
立
ち
述
べ
て
い
る
。

（
18
）
祖
父
江
昭
二
「
近
代
戯
曲
集
解
説
」（『
日
本
近
代
文
学
大
系
』
第
四

十
九
巻
、『
近
代
戯
曲
集
』
角
川
書
店
、
昭
49
・
8
）

（
19
）
劇
に
対
す
る
検
閲
に
つ
い
て
は
、
坪
内
逍
遥
「
新
脚
本
と
其
の
前
途
」

（「
早
稲
田
文
学
」
明
43
・
5
）
や
永
井
荷
風
「
紅
茶
の
後
」（「
三
田

文
学
」
明
43
・
10
）、「
紹
介
」（「
ス
バ
ル
」
明
45
・
7
）
な
ど
に
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
20
）
当
時
、
戯
曲
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
強
く
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
た
と
え

ば
「
七
月
文
壇
概
観
」（「
早
稲
田
文
学
」
明
44
・
8
）
でG
生
（
相
馬

御
風
か
）
が
、
林
和
の
「
湖
上
の
唄
」（「
早
稲
田
文
学
」
明
44
・
7
）

を
〈
現
代
に
材
を
取
つ
た
思
想
中
心
の
社
会
劇
で
〔
…
〕
思
想
に
も

肯
か
れ
る
点
が
多
い
が
、
ど
う
も
ま
だ
現
実
離
れ
を
し
て
居
る
。
切

実
で
な
い
。自
然
で
な
い
。人
物
に
も
思
想
に
も
ど
こ
か
作
者
と
離
れ
、

現
実
と
離
れ
た
所
が
あ
る
〉
と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

（
21
）
村
田
稲
造
「
木
下
杢
太
郎
と
「
和
泉
屋
染
物
店
」」（『
講
座　

日
本
の

演
劇
』
5
、
勉
誠
社
、
平
9
・
2
）

（
22
）
た
と
え
ば
杢
太
郎
の
詩
「E

legia di un filosofo giovine

」（「
文
芸
復

興
」
大
3
・
6
）
や
「
門
を
守
る
老
人
の
独
白
」（
初
出
未
詳
。『
木

下
杢
太
郎
詩
集
』
に
お
い
て
は
「
曲
中
人
物
」（
明
治
四
十
三
年
）
と

し
て
「
老
い
た
る
人
の
海
岸
の
独
白
―
―
一　

鷗
の
死
」（「
ス
バ
ル
」

明
43
・
2
）、「
老
い
た
る
人
の
海
岸
の
独
白
―
―
二　

夜
の
港
の
悲

哀
」（「
ス
バ
ル
」
明
43
・
9
）
と
共
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
）
は
「
和

泉
屋
染
物
店
」
の
主
題
・
表
現
と
相
互
に
響
き
合
う
も
の
で
あ
る
。

杢
太
郎
に
お
い
て
、
詩
と
戯
曲
と
は
本
質
的
に
異
な
る
表
現
様
式
で

は
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

（
23
）
胡
刀
子
「
三
月
の
小
説
と
脚
本
」（「
国
民
新
聞
」
明
44
・
3
・
26
）

（
24
）
林
廣
親
「〈
演
劇
の
近
代
〉
と
戯
曲
の
こ
と
ば
―
―
木
下
杢
太
郎
「
和

泉
屋
染
物
店
」・
久
保
田
万
太
郎
「
か
ど
で
」
を
視
座
と
し
て
」（『
戯

曲
を
読
む
術
』
笠
間
書
院
、
平
28
・
3
）

（
25
）
林
前
掲
論
は
〈
新
旧
の
相
反
す
る
世
界
観
か
ら
発
し
た
台
詞
を
対
話

に
仕
立
て
た
と
こ
ろ
で
作
り
物
の
劇
に
し
か
な
ら
な
い
。
幸
一
の
革

命
家
と
し
て
の
物
語
を
彼
の
生
き
て
き
た
世
界
の
こ
と
ば
で
語
ら
せ

た
と
す
れ
ば
、
リ
ア
ル
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
の
み
目
立
っ
て
浮
い
て
し
ま
う
〉
と
論
じ
て
い
る
。

（
26
）
柳
沢
孝
子
「
久
保
田
万
太
郎
の
出
発
点
―
―
胡
蝶
本
『
浅
草
』
を
中

心
に
―
―
」（「
国
文
学
研
究
」
昭
55
・
10
）
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（
27
）
川
崎
明
は
「
久
保
田
万
太
郎
に
お
け
る
戯
曲
の
方
法
―
初
期
の
作
品

に
つ
い
て
―
」（「
文
芸
研
究
／
日
本
文
芸
研
究
会
」
昭
35
・
3
）
に

お
い
て
〈『
和
泉
屋
染
物
店
』
に
は
社
会
へ
の
関
心
が
既
に
う
か
が
わ

れ
る
の
に
反
し
、
万
太
郎
の
作
品
に
は
む
し
ろ
環
境
や
風
土
と
結
び

つ
い
た
人
間
生
活
に
対
す
る
関
心
が
強
く
、
そ
の
点
俳
諧
的
で
あ
る

と
い
ゝ
得
る
〉
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
越
智
治
雄
は
「
大
正
期
の
戯

曲
―
―
そ
の
出
発
点
の
素
描
―
―
」（『
明
治
大
正
の
劇
文
学
』塙
書
房
、

昭
46
・
9
）
に
お
い
て
〈
社
会
劇
か
ら
一
歩
後
退
し
た
地
点
で
、
万

太
郎
の
仕
事
が
始
め
ら
れ
、そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
鮮
や
か
に
「
日
常
生
活
」

が
定
着
さ
れ
た
〉
と
述
べ
て
い
る
。〝
社
会
劇
〞
を
暗
黙
の
ゴ
ー
ル
と

し
な
い
か
た
ち
で
こ
れ
ら
を
読
み
替
え
た
の
が
私
見
と
い
え
る
。

（
28
）
第
一
場
を
「
太
陽
」（
明
44
・
7
）
に
千
野
菊
次
郎
の
名
で
、
第
二
場

を
「
陰
影
」
と
し
て
「
三
田
文
学
」（
明
44
・
10
）
に
そ
れ
ぞ
れ
発
表
。

（
29
）
蓬
里
雨
「
七
月
の
劇
と
小
説
」（
下
）（「
東
京
朝
日
新
聞
」
明
44
・
7

・
8
）
は
〈
題
材
は
日
常
茶
飯
の
事
件
を
極
め
て
自
然
に
極
め
て
軽

妙
に
取
扱
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、軽
妙
の
底
に
は
漂
ふ
様
な
「
あ
は
れ
」

が
滲
み
出
す
や
う
に
浮
い
て
ゐ
る
〉
と
、月
旦
子
「
七
月
の
文
芸
」（
五
）

（「
時
事
新
報
」
明
44
・
7
・
11
）
は
〈
淡
い
物
や
さ
し
い
筆
は
、
淡

け
れ
ば
淡
い
だ
け
哀
愁
を
そ
ゝ
る
。
そ
し
て
こ
ゝ
に
も
逢
ひ
別
れ
、

そ
し
て
う
つ
り
ゆ
く
人
生
の
影
が
静
か
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て

舞
台
に
か
け
て
も
此
気
分
が
充
分
出
る
こ
と
と
思
ふ
〉
と
「
遊
戯
」

を
評
し
て
い
る
。

（
30
）
ほ
か
に
も
〈
何
処
か
ら
か
三
味
線
の
低
い
調
子
で
も
聞
え
て
来
さ
う

0

0

な
情
調

0

0

0

〉
あ
る
い
は
〈
花
の
香
を
帯
び
た
や
う
な
薄
甘
い
風
が
吹
き

込
ん
で
、
た
し
か
に
何
処
か
で
三
味
線
を
弾
い
て
ゐ
る
や
う
な
情
調

0

0

0

0

0

―
―
夜
が
更
け
る
〉
と
い
っ
た
ト
書
き
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
傍

点
引
用
者
）。

（
31
）
同
時
代
評
で
は
「Prologue

」
の
劇
性
の
乏
し
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

小
山
内
薫
は「「
戯
曲
を
選
み
て
」（「
太
陽
」明
44
・
7
）に
お
い
て〈
感

情
の
動
き
方
が
余
り
に
微
弱
で
、
読
ん
で
は
受
取
れ
て
も
、
演
ぜ
ら

れ
て
は
受
取
れ
ま
い
と
思
は
れ
る
憾
み
が
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
「
七
月
の
小
説
と
劇
」（「
三
田
文
学
」
明
44
・
8
）
で
は
端
的

に
〈
此
劇
を
舞
台
に
上
せ
て
相
当
の
効
果
を
収
め
や
う
と
す
る
の
は

余
程
困
難
な
事
業
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
〉
と
評
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）
注
（
15
）
参
照
。

（
33
）「『
末
枯
』
を
書
く
ま
で
」（「
文
章
倶
楽
部
」
大
10
・
4
、
5
）
に
お

い
て
万
太
郎
は
、「
今
戸
橋
」（「
中
央
公
論
」大
4
・
4
）に
つ
い
て〈
そ

の
頃
小
説
を
書
く
上
に
少
し
は
き
ち
が
へ
を
し
て
ゐ
た
私
は
、
た
だ

そ
の
筋
書
だ
け
を
書
い
て
い
ゝ
と
し
た
。
出
来
あ
が
つ
た
結
果
は
情

け
な
い
ほ
ど
く
だ
ら
な
い
も
の
だ
つ
た
。
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思

つ
た
〉
と
述
べ
て
い
る
。

（
34
）
久
保
田
万
太
郎
「
後
記
」（『
久
保
田
万
太
郎
全
集
』
第
一
巻
、好
学
社
、
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昭
24
・
12
）

（
35
）
片
上
天
弦
「
新
作
月
評
」（「
文
章
世
界
」
明
41
・
10
）

（
36
）
北
村
喜
八
「
小
山
内
薫
論
」（『
近
代
日
本
文
学
研
究　

大
正
文
学
作

家
論
』
上
巻
、
小
学
館
、
昭
18
・
9
）

（
37
）
久
保
田
万
太
郎
「
あ
と
が
き
」（『
末
枯
・
続
末
枯
・
露
芝
』
岩
波
書
店
、

昭
29
・
5
）

（
38
）「
朝
顔
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
久
保
田
万
太
郎
「
朝
顔
」
論
」（「
国

語
と
国
文
学
」
平
28
・
12
）
を
参
照
。

（
39
）
注
（
26
）
参
照
。

（
40
）
大
笹
吉
雄
は
〈
人
生
を
満
ち
足
り
た
、
幸
せ
な
も
の
と
す
る
考
え
方

は
万
太
郎
に
は
な
か
っ
た
気
が
す
る
。
受
苦
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
と
し
て
人
生
は
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
形
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

よ
う
に
思
え
る
〉
と
『
ド
ラ
マ
の
精
神
史
』（
新
水
社
、
昭
58
・
6
）

に
お
い
て
述
べ
、
そ
こ
に
万
太
郎
戯
曲
の
本
質
を
み
て
い
る
が
、
こ

こ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
万
太
郎
が
文

学
表
現
に
お
い
て
選
び
取
っ
た
〈
考
え
方
〉
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

※ 

引
用
は
原
則
と
し
て
初
出
本
文
に
よ
り
、
ほ
か
は
そ
の
都
度
引
用
元
を
注

記
し
た
。
引
用
に
際
し
て
一
部
旧
字
は
新
字
に
改
め
ル
ビ
・
傍
点
は
適
宜

省
略
し
、
引
用
文
中
の
省
略
を
〔
…
〕
に
よ
っ
て
示
し
た
。


