
Ⅰ
　
は
じ
め
に

「
葉
桜
と
魔
笛
」（「
若
草
」
昭
和
十
四
年
六
月
）
は
、
あ
る
老
夫
人

「
私
」
が
、「
葉
桜
の
こ
ろ
」
に
結
び
つ
い
た
三
十
五
年
前
の
出
来
事
を

回
想
す
る
物
語
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
対
す
る
従
来
の
評
価
は
、「
神

の
恩
寵
を
「
信
じ
て
を
り
た
い
」
と
い
う
主
人
公
の
心
情
に
は
、
太
宰

の
真
剣
な
生
き
方
と
、
魂
の
安
ら
ぎ
が
見
事
に
造
形
さ
れ（

１
）

」、「
信
ず

る
、
待
つ
等
の
語
に
象
徴
さ
れ
る
中
期
の
太
宰
の
一
面
が
結
実
し（

２
）

」、

「
当
時
の
太
宰
の
心
情
が
素
直
に
出
た
作
品（

３
）

」
で
あ
る
と
す
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
。

確
か
に
こ
の
作
品
を
手
に
す
る
際
、
あ
る
種
の
「
爽
や
か
」
で
「
甘

さ
た
っ
ぷ
り

（
４
）

」
な
印
象
は
残
る
。
だ
が
一
方
で
、
子
細
に
読
め
ば
読
む

ほ
ど
様
々
な
疑
問
も
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
。
最
も
気
に
な
る
の
は
、
こ

の
作
品
に
お
け
る
語
り
の
形
式
と
そ
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

物
語
は
冒
頭
の
「
葉
桜
」
か
ら
始
ま
り
、
そ
し
て
不
思
議
な
「
口
笛
」

に
よ
っ
て
収
束
を
迎
え
る
。
だ
が
、
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
魔
笛
」
と
い

う
言
葉
は
、「
私
」
の
語
り
に
は
一
度
も
登
場
し
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
、

こ
れ
は
「
―
―
と
、
そ
の
老
夫
人
は
物
語
る
。」
と
記
し
た
人
物
に
よ

っ
て
命
名
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
作
品

は
、
語
り
手
で
あ
る
老
夫
人
（
＝「
私
」）
と
、
老
夫
人
の
語
り
を
記
し

た
書
き
手
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り

の
方
法
は
太
宰
に
し
て
み
れ
ば
珍
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加

え
、
全
十
六
篇
あ
る
〈
女
語
り
〉
作
品
群
の
う
ち
、〈
回
想
〉
と
い
う

形
を
と
っ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
二
篇

（
５
）

で
あ
り
、「
葉
桜
と
魔
笛
」
は
そ

の
最
初
の
試
み
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
小
説
に
は
太
宰
の
常
套
手
法
で
あ
る
〈
独
白
体
〉
の

ほ
か
、〈
回
想
〉
の
形
と
〈
二
重
の
語
り
法
〉
と
い
っ
た
新
た
な
試
み

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、「
こ
れ
だ
け
の
構
築
性
を
も
っ

た
も
の
は
太
宰
の
作
品
の
中
で
も
数
少
な（

６
）

」
い
の
で
あ
り
、「〈
戦
略
〉

に
満
ち
た
テ
ク
ス
ト
と
い
え
る

（
７
）

」
と
、
作
品
を
評
価
す
る
論
説
も
あ
る
。
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だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
い
っ
た
方
法
は
い
ま
だ
に
焦
点

化
さ
れ
ず
、
従
来
の
論
説
は
「
神
」「
誠
実
」
と
い
っ
た
言
葉
を
重
視

し
た
結
果
、〈
素
直
〉〈
希
望
〉
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
特
徴
付
け
ら

れ
る
、
太
宰
の
中
期
の
作
風
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
感

じ
ら
れ
る
。

本
稿
は
従
来
の
〈
素
直
〉
な
読
み
に
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
、
作
品
に

お
け
る
人
物
造
形
や
語
り
の
形
式
に
注
目
し
、
こ
の
「
小
品
な
が
ら
哀

し
く
も
美
し
い
小
説

（
８
）

」
の
背
後
に
潜
む
影
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

Ⅱ
　
妹
と
「
葉
桜
」

「
桜
が
散
つ
て
、
こ
の
や
う
に
葉
桜
の
こ
ろ
に
な
れ
ば
、
私
は
、
き

つ
と
思
ひ
出
し
ま
す
。」
と
い
う
一
文
か
ら
物
語
は
始
ま
る
。
そ
の
後
、

「
私
」
の
語
り
に
よ
っ
て
、「
三
十
五
年
前
」
に
お
け
る
こ
の
一
家
の
概

括
的
な
家
族
構
成
や
、
の
ち
に
メ
イ
ン
と
な
る
妹
の
「
悪
い
病
気
」
な

ど
が
明
か
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
舞
台
ま
わ
し
が
用
意
さ
れ
た
の
ち
、

「
私
」
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
く
。

野
も
山
も
新
緑
で
、
は
だ
か
に
な
つ
て
し
ま
い
た
い
ほ
ど
温
か
く
、

私
に
は
、
新
緑
が
ま
ぶ
し
く
、
眼
に
ち
か
ち
か
痛
く
つ
て
、
ひ
と
り
、

い
ろ
い
ろ
考
え
ご
と
を
し
な
が
ら
帯
の
間
に
片
手
を
そ
つ
と
差
し
入

れ
、
う
な
だ
れ
て
野
道
を
歩
き
、
考
え
る
こ
と
、
考
え
る
こ
と
、
み

ん
な
苦
し
い
こ
と
ば
か
り
で
息
が
で
き
な
く
な
る
く
ら
い
、
私
は
、

身
悶
え
し
な
が
ら
歩
き
ま
し
た
。

語
り
は
唐
突
に
も
身
辺
事
情
の
説
明
か
ら
何
の
断
り
も
な
し
に
「
あ

の
日
」
に
飛
ん
で
い
く
。「
腎
臓
結
核
」
で
「
も
う
三
、
四
十
日
経
つ

と
、
死
ん
で
ゆ
く
」
妹
に
対
し
、「
私
は
、
気
が
狂
ふ
や
う
に
な
」
る

と
い
う
こ
と
が
す
で
に
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
背
景
と
な
っ
て
、「
身

悶
え
」
す
る
ほ
ど
思
い
悩
ん
で
い
る
「
私
」
の
姿
に
遭
遇
し
た
読
者
に

は
そ
の
「
考
え
る
こ
と
」
の
中
味
が
予
測
さ
れ
な
い
で
も
な
い
。
だ
が
、

「
私
」
が
「
気
が
狂
ふ
や
う
に
な
」
っ
た
の
は
、
妹
の
「
悪
い
病
気
」
だ

け
に
よ
っ
て
で
は
な
い
こ
と
が
、
物
語
の
進
行
に
よ
っ
て
次
第
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
く
。

「
ぼ
ん
や
り
し
た
」「
私
」
は
妹
の
病
室
に
戻
っ
た
と
た
ん
、
妹
に

「
あ
の
日
」
に
届
い
た
手
紙
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
。
そ
れ
を
き
っ
か
け

に
、「
私
」
は
「
そ
の
五
、
六
日
前
」
に
、「
Ｍ
・
Ｔ
」
と
い
う
貧
し
い

歌
人
か
ら
の
妹
あ
て
の
手
紙
の
束
を
見
つ
け
た
こ
と
を
回
想
し
、
手
紙

を
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、「
広
い
大
き
な
世
界
が
ひ
ら
け
て
来
る
や
う
」

な
思
い
か
ら
、「
苦
し
さ
」
や
「
い
や
な
切
な
い
思
ひ
」
ま
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
感
情
に
見
舞
わ
れ
た
と
語
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
妹
の
手
紙
に

よ
っ
て
、「
ま
る
で
、
私
自
身
で
、
そ
ん
な
憂
き
目
に
逢
つ
た
か
の
や

う
に
」
思
っ
た
と
い
う
部
分
は
、
物
語
内
部
の
時
間
か
ら
言
え
ば
、
新
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緑
の
野
道
を
身
悶
え
し
な
が
ら
歩
く
と
い
う
冒
頭
の
段
落
よ
り
も
前
に

位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
妹
の
手
紙
を
勝
手
に
読
み
、
し

ま
い
に
は
「
奇
怪
な
空
想
も
浮
か
ん
で
」
く
る
こ
と
こ
そ
が
、「
私
」

が
「
半
気
違
ひ
」
に
な
っ
た
背
景
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
家
の
家
族
構
成
、「
遅
い
結
婚
」
の
理
由
、
更
に
妹
の
「
悪
い
病

気
」
が
先
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
に
は
〈
家
族
思
い
の

姉
〉
と
い
う
印
象
が
つ
よ
く
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
印
象
を
持

っ
た
ま
ま
読
み
す
す
ん
で
い
く
読
者
は
、「
姉
の
手
紙
が
、
人
の
手
紙

を
勝
手
に
見
た
と
い
う
行
為
を
帳
消
し
に
し
て
あ
ま
り
あ
る
誠
実
を
、

妹
に
感
じ
さ
せ
」、「
そ
れ
に
応
え
る
形
で
妹
は
手
紙
の
束
に
つ
い
て
告

白
し
よ
う
と
し
た

（
９
）

」
と
い
う
「
姉
妹
愛

（
10
）

」
を
感
じ
取
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
果
た
し
て
妹
の
告
白
は
、「
私
」
の
〈
妹
思
い
〉
に
応
え
た
も

の
な
の
か
。
手
紙
を
受
け
取
っ
た
妹
の
反
応
に
は
あ
る
種
の
違
和
を
覚

え
ざ
る
を
得
な
い
。

「
あ
ん
ま
り
寂
し
い
か
ら
、
を
と
と
し
の
秋
か
ら
、
ひ
と
り
で
あ
ん

な
手
紙
書
い
て
、
あ
た
し
に
宛
て
て
投
函
し
て
ゐ
た
の
。（
中
略
）
ひ

と
り
で
、
自
分
あ
て
の
手
紙
な
ん
か
書
い
て
る
な
ん
て
、
汚
い
。
あ
さ

ま
し
い
。
ば
か
だ
。」
と
妹
は
言
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
言
葉
と
は
裏

腹
に
、「
引
き
出
し
の
奥
底
」
に
隠
し
て
あ
っ
た
手
紙
が
姉
に
見
ら
れ
、

し
ま
い
に
は
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
妹
は
「
恥
づ
か
し
」
さ
や

怒
り
さ
え
感
じ
ず
、
た
だ
「
不
思
議
に
落
ち
つ
い
て
、
崇
高
な
く
ら
ゐ

に
美
し
く
微
笑
し
て
ゐ
」
た
の
で
あ
る
。
妹
に
し
て
み
れ
ば
、「
隠
さ

れ
て
在
る
」
一
束
の
手
紙
は
姉
に
勝
手
に
読
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、「
不
思
議
に
落
ち
つ
い
て
」「
美
し
く
微
笑
し
て
ゐ
」
る
と
い
う
反

応
は
、
む
し
ろ
逆
に
物
事
の
成
り
行
き
を
予
知
し
て
い
な
が
ら
事
件
が

起
こ
る
の
を
待
ち
か
ね
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

つ
ま
り
、「
不
思
議
に
落
ち
つ
い
て
」
い
る
妹
は
、「
ウ
ソ
」
の
手
紙

を
姉
に
「
発
見
」
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
え
て
「
緑
の
リ
ボ
ン

、
、
、
、
、

で
き
つ
ち

り
結
」
ん
で
、「
引
き
出
し
の
奥
底
」
に
置
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
姉
が
こ
れ
を
読
み
進
ん
で
い
く
う
ち
に
自
分
ま
で
「
奇

怪
な
空
想
」
を
膨
ら
ま
せ
て
い
く
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
「
お
悧
巧
す
ぎ

る
」
妹
は
す
で
に
予
想
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
物
語
の
冒
頭

部
に
お
い
て
、
姉
は
「
世
俗
の
こ
と
」
や
「
一
家
の
切
り
ま
は
し
」
を

任
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
造
形
さ
れ
た

姉
が
「
引
き
出
し
の
奥
底
に
」「
隠
さ
れ
て
在
る
」
手
紙
の
束
を
「
発

見
」
す
る
こ
と
を
、
妹
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
む
し

ろ
不
自
然
で
あ
ろ
う

（
11
）

。「
今
ま
で
い
ち
ど
も
、
恋
人
ど
こ
ろ
か
、
よ
そ

の
男
の
か
た
と
話
し
て
み
た
こ
と
も
な
か
つ
た
。
―姉
―さ
―ん
―だ
―つ
―て
―、
―さ

―う
―な
―の
―ね
。」
と
語
っ
た
妹
は
、
そ
の
よ
う
な
姉
が
自
分
が
作
っ
た
手

紙
の
恋
物
語
を
読
ん
で
、「
ま
る
で
、
私
自
身
で
、
そ
ん
な
憂
き
目
に

逢
つ
た
か
の
や
う
に
」「
空
想
」
す
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
可
愛
い
子
」
と
語
ら
れ
て
き
た
妹
は
、
決
し
て
「
白
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く
美
し
」
い
ば
か
り
の
少
女
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
緑
の
リ
ボ
ン
」

で
結
ば
れ
た
あ
の
一
束
の
手
紙
が
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
牽
引
す
る
だ
け

に
、
こ
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
付
与
は
、
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
更
に
付
け
加
え
る
と
、
妹
の
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
逆
転
は
、

「
桃
の
花
　
白
と
聞
き
つ
つ
　
花
は
紅
な
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
繋

が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
妹
の
イ
メ
ー
ジ
の
逆
転
に
加
え
て
、
更
に
注
目
し
た
い

の
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
〈
緑
〉
と
い
う
色
の
描
写
で
あ
る
。

野
も
山
も
新
緑
で
、
は
だ
か
に
な
つ
て
し
ま
ひ
た
い
ほ
ど
温
く
、

私
に
は
、
新
緑
が
ま
ぶ
し
く
、
眼
に
ち
か
ち
か
痛
き
、
考
へ
る
こ
と
、

考
へ
る
こ
と
、
み
ん
な
苦
し
い
こ
と
ば
か
り
で
息
が
で
き
な
く
な
る

く
ら
ゐ
、
私
は
、
身
悶
え
し
な
が
ら
歩
き
ま
し
た
。

冒
頭
部
の
こ
の
一
文
か
ら
、「
緑
」
と
い
う
色
は
「
温
く
」
感
じ
ら

れ
る
一
方
で
、「
眼
に
ち
か
ち
か
痛
」
く
さ
せ
る
力
も
持
っ
て
い
る
と

描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
緑
の
リ
ボ
ン
で
結
ん
で
あ
つ
た
」
手
紙

に
よ
っ
て
、「
広
い
大
き
な
世
界
が
ひ
ら
け
て
く
る
や
う
な
気
が
」
す

る
一
方
で
、「
い
や
な
切
な
い
思
ひ
で
、
あ
の
や
う
な
苦
し
み
」
も
感

じ
ら
れ
る
と
い
う
描
写
を
連
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
妹

の
イ
メ
ー
ジ
の
逆
転
と
と
も
に
、
妹
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
「
緑
の
リ
ボ

ン
」、
そ
し
て
「
新
緑
」
の
「
葉
桜
」
は
、
人
を
「
く
す
く
す
笑
」
わ

せ
、「
温
く
」
感
じ
さ
せ
る
と
同
時
に
、「
生
地
獄
」
の
「
苦
し
」
さ
や

「
切
な
さ
」
も
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
た
「
葉
桜
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
よ
う
に

二
律
背
反
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
を
手
に
し
た
読
者

は
「
爽
や
か
」
で
「
甘
さ
た
っ
ぷ
り
」
と
い
う
一
面
的
な
印
象
を
持
つ
。

そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
解
明
す
る
鍵
は
や
は
り
語
り
の
形
式
―
―
〈
独

白
体
〉
の
駆
使
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
幸
田
国
広
氏
は
こ
の
作
品
に
お

け
る
「
私
」
の
語
り
と
読
者
の
受
け
止
め
方
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
イ

ー
ザ
ー
の
説
を
援
用
し
て
、「
私
」
の
〈
独
白
〉
は
「
読
者
を
引
き
寄

せ
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
り
、「
よ
り
一
層
読
者
は
〈
私
〉
の
内
部
の

時
間
を
生
き
る
」
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
至
極
妥
当
な
解
釈
で

あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。

物
語
に
お
い
て
は
、
サ
ブ
ヒ
ロ
イ
ン
の
妹
、
そ
し
て
妹
に
よ
っ
て
結

ば
れ
た
「
緑、
の
リ
ボ
ン
」、
更
に
「
新
緑
、
、

」
の
「
葉
桜
」、
こ
の
三
者
の

関
係
は
あ
た
か
も
相
互
に
絡
み
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
三

者
の
う
ち
、
特
に
読
者
の
目
を
引
く
の
は
妹
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
妹

は
「
私
」
に
よ
っ
て
、「
た
い
へ
ん
美
し
く
、
髪
も
長
く
、
と
て
も
よ

く
で
き
る
、
可
愛
い
子
」
で
あ
り
、「
わ
る
い
病
気
」
を
抱
え
て
い
て

も
、
元
気
に
歌
っ
た
り
、「
夕
闇
の
迫
つ
た
薄
暗
い
部
屋
の
中
で
、
白

く
美
し
く
笑
」
っ
た
り
す
る
「
甘
つ
た
れ
る
」
子
で
あ
る
と
語
ら
れ
て

い
る
。
絶
対
的
に
美
化
さ
れ
た
妹
の
造
形
に
と
ら
わ
れ
た
読
者
は
、
作

品
に
「
隠
さ
れ
て
在
る
」
妹
の
も
う
一
つ
の
顔
、
そ
し
て
「
葉
桜
」
の
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持
つ
「
切
な
さ
」
や
「
苦
し
」
さ
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
の
も
無
理
は

な
い
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
こ
の
作
品
が
〈
好
印
象
的
〉〈
少

女
的
趣
味
〉
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
方
的
な

「
私
」
の
〈
独
白
〉
の
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

Ⅲ
　
父
と
「
口
笛
」

こ
の
物
語
に
は
前
述
し
た
〈
色
〉
の
描
写
の
ほ
か
に
、「
太
鼓
」
と

「
口
笛
」
と
い
う
二
つ
の
〈
音
〉
も
登
場
す
る
。
こ
の
二
つ
の
音
に
つ

い
て
、
広
瀬
晋
也
氏
は
、「
軍
艦
マ
ア
チ
の
口
笛
」
と
「
作
品
前
半
の

日
本
海
海
戦
の
大
砲
の
音
と
対
応
す
る
関
係
に
あ
る

（
12
）

」
と
指
摘
し
、〈
戦

争
〉
と
い
う
時
代
背
景
と
作
品
と
の
関
わ
り
を
積
極
的
に
論
じ
て

い
る
。

確
か
に
、「
日
本
海
大
海
戦
、
軍
艦
の
大
砲
の
音
」「
東
郷
提
督
の
命

令
一
下
で
、
露
国
の
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
を
一
挙
に
撃
滅
な
さ
る
た
め

の
、
大
激
戦
の
最
中
だ
っ
た
」
と
い
っ
た
記
述
か
ら
、
物
語
の
背
景
は

日
露
戦
争
時
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
に
加

え
、
回
想
す
る
現
在
、
す
な
わ
ち
日
露
戦
争
の
三
十
五
年
後
は
、
日
中

戦
争
の
最
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、〈
戦
争
〉
の
雰
囲
気
も
感

じ
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。

だ
が
、「
桜
が
散
つ
て
、
こ
の
や
う
に
葉
桜
の
こ
ろ
に
な
れ
ば
、
私

は
、
き
つ
と
思
ひ
だ
」
す
と
い
う
よ
う
に
、「
私
」
の
記
憶
は
〈
戦
争
〉

に
よ
っ
て
蘇
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
葉
桜
」
が
そ
の
き
っ
か
け

と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
三
十
五
年
前
」
の
「
あ
の
日
」
に
聞
こ

え
て
き
た
「
大
砲
の
音
」
は
、「
私
」
に
と
っ
て
は
た
だ
「
不
吉
な
地

獄
の
太
鼓
の
や
う
」
な
も
の
で
あ
り
、「
そ
の
恐
ろ
し
い
物
音
が
、
な

ん
で
あ
る
か
、
わ
か
ら
」
な
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
無

視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
軍
艦
の
大
砲
の
音
」
を
聞
い
た
「
ま
ち
の
人
た
ち
」
は
「
生
き
た

そ
ら
が
無
か
っ
た
」
よ
う
な
有
様
だ
っ
た
の
に
対
し
、「
私
は
、
そ
ん

な
こ
と
と
は
知
ら
ず
、
た
だ
も
う
妹
の
こ
と
で
一
ぱ
い
」
で
、「
ひ
と
、
、

り、
、
い
ろ
い
ろ
考
へ
ご
と
を
し
な
が
ら
」
野
道
を
歩
い
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
対
比
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
〈
戦
争
〉
と
い
う
時

代
状
況
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
に
、
回
想
の
現
在
、「
私
」
は
「
海
軍
記
念
日
は
、
こ
と

し
も
、
ま
た
そ
ろ
そ
ろ
や
つ
て
ま
ゐ
り
ま
す
」
と
述
べ
る
だ
け
で
、
た

ち
ま
ち
「
あ
の
日
」
に
帰
っ
て
い
き
、
三
十
五
年
後
の
「
い
ま
」
も
戦

争
の
最
中
で
あ
る
こ
と
に
は
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

こ
の
作
品
に
お
け
る
「
日
本
海
海
戦
」
は
、「
国
運
を
賭
け
た

（
13
）

」
壮
絶

な
戦
い
の
場
面
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
〈
戦
争
〉

そ
の
も
の
の
深
刻
さ
は
後
景
に
沈
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

更
に
作
品
外
部
の
資
料
を
付
け
加
え
て
み
る
と
、
太
宰
の
妻
で
あ
る

津
島
美
知
子
は
、
こ
の
作
品
の
執
筆
背
景
に
つ
い
て
、「
日
本
海
海
戦
」

は
、「
私
（
筆
者
注
、
津
島
美
知
子
）
の
母
か
ら
聞
い
た
話
が
ヒ
ン
ト
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に
な
っ
て
い
る
。
私
の
一
家
は
日
露
戦
争
の
こ
ろ
山
陰
に
住
ん
で
い

た
。
松
江
で
母
は
日
本
海
海
戦
の
大
砲
の
轟
き
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。

（
14
）

」

と
述
べ
て
い
る
。
短
い
記
述
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

太
宰
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
は
「
国
家
や
戦
争
と
個
人
や
そ
の
日
常

と
の
対
立
・
相
関（

15
）

」
と
い
う
重
苦
し
い
構
図
よ
り
も
、「
母
」
が
当
時

聞
い
て
い
た
あ
の
「
大
砲
の
轟
き
」
の
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
地
獄
の
底
」
の
「
太
鼓
の
音
」
と
し
て
象
徴
さ
れ
る
「
軍
艦
の
大
砲

の
音
」
は
、
収
束
部
に
お
け
る
「
軍
艦
マ
ア
チ
」
と
呼
応
し
て
い
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
収
束
部
に
お
け
る
あ
の
「
不

思
議
な
マ
ア
チ
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

物
語
の
収
束
部
に
お
い
て
、
妹
の
あ
の
思
わ
ぬ
告
白
を
耳
に
し
た

「
私
」
は
、「
か
な
し
い
や
ら
、
こ
は
い
や
ら
」
複
雑
な
気
持
で
妹
を
抱

き
し
め
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、「
軍
艦
マ
ア
チ
」
の
口
笛
は

「
お
庭
の
葉
桜
の
奥
か
ら
聞
こ
え
て
」
き
て
、「
時
計
を
み
る
と
六
時
な

の
」
で
あ
る
。
約
束
し
た
手
紙
は
「
私
」
が
書
い
た
偽
の
手
紙
で
あ
り
、

聞
こ
え
て
く
る
は
ず
の
な
い
「
軍
艦
マ
ア
チ
」
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と

は
二
人
に
と
っ
て
は
「
言
ひ
知
れ
ぬ
恐
怖
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
妹
は
そ
の
「
不
思
議
な
マ
ア
チ
」
が
現
れ
て
か
ら
「
三
日
目
」

に
死
に
、「
私
」
は
「
神
さ
ま
は
、
在
る
。
き
つ
と
、
ゐ
る
」
と
信
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
物
語
内
部
の
時
間
は
ま
た
冒
頭
と
同
じ
く
、
回
想
の
現
在

に
戻
っ
て
く
る
。

い
ま
は
、
―
―
年
と
つ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
物
慾
が
出
て
き
て
、
お

恥
か
し
ゆ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
信
仰
と
や
ら
も
少
し
薄
ら
い
て
で
ま
ゐ

つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
、
あ
の
口
笛
も
、
ひ
よ
つ
と
し
た
ら
、

父
の
仕
業
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
と
、
な
ん
だ
か
そ
ん
な
疑
ひ
を
持

つ
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。

か
つ
て
「
口
笛
」
は
「
神
さ
ま
の
、
お
ぼ
し
め
し
」
だ
と
信
じ
て
い

た
「
私
」
は
、「
い
ま
」
に
な
っ
て
疑
い
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
「
不
思
議
な
マ
ア
チ
」
は
、
果
た
し
て
「
神
さ
ま
の
お

恵
み
」
な
の
か
、「
父
の
仕
業
」
な
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
に
焦
点
を
当

て
る
か
に
よ
っ
て
、
作
品
の
解
釈
も
変
わ
っ
て
く
る
。

例
え
ば
、「
神
さ
ま
の
お
恵
み
」
と
解
釈
す
る
広
瀬
氏
は
、「
葉
桜
の

も
と
で
の
「
軍
艦
マ
ア
チ
」
は
、「
神
の
寵
児
」
に
む
か
っ
て
の
出
発

を
促
す
も
の
」
で
あ
り
、「「
神
様
は
在
る
、
き
つ
と
ゐ
る
」
と
い
う
確

信
」
は
「「
私
」
の
確
信
で
あ
り
、
ほ
か
な
ら
ぬ
作
者
太
宰
の
願
い
で

あ
る
。

（
16
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、「
口
笛
」
の
正
体
は
「
父
の
仕
業
」

で
あ
る
と
読
ん
だ
木
村
小
夜
氏
は
、「「
父
の
仕
業
」
と
は
、
こ
う
し
た

未
熟
な
自
己
を
回
想
す
る
と
い
う
形
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
「
い
ま
」
に

な
っ
て
思
い
当
た
る
こ
と
の
出
来
た
必
然
的
な
結
論
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
、
自
ら
の
苦
し
み
の
相
対
化
で
あ
る
と
同
時
に
、「
そ

の
と
き
」
は
た
だ
「
頑
固
一
徹
の
学
者
気
質
」「
厳
酷
」
で
し
か
な
い

と
思
わ
れ
て
い
た
父
が
、
実
は
青
春
期
の
自
分
達
を
助
け
て
く
れ
た
の
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で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
思
い
当
る
ほ
ど
に
語
り
手
が
成
長

し
た

（
17
）

」
と
結
論
付
け
て
い
る
。

い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
に
お
い
て
は
一
理
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
そ
の
ど
ち
ら
が
〈
正
解
〉
な
の
か
と
い
う
と
、
ど
ち
ら
に
も
頷

け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
前
者
の
読
み
は
、
平
穏
・
安
定
・
希
望
と
い

っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
語
ら
れ
る
太
宰
中
期
の
解
釈
図
式
に
当
て
は
め
よ

う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
一
方
後
者
の
説
は
「
語
り
手
が
成
長
し
た

、
、
、
、

」

と
述
べ
て
い
な
が
ら
も
、「
自
分
達
を
救
っ
た
口
笛
の
正
体
が
父
で
あ

る
な
ど
と
思
い
当
る
よ
う
に
な
っ
た
自
分
に
、
む
し
ろ
我
な
が
ら
戸
惑

、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
を
覚
え
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、

」（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
と
い
う
噛
み
合
わ
な
い

文
章
も
見
ら
れ
る
。
二
氏
の
説
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
収
束
部
に
お

け
る
「
語
り
手
の
こ
の
困
惑

（
18
）

」
は
、
作
品
を
解
釈
す
る
際
、
多
く
の
研

究
者
を
悩
ま
せ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、「
口
笛
」
の
正
体

は
誰
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
作
品
か
ら
推
測
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
不

可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
父
が
在
世
中
な
れ
ば
、
問
ひ
た
だ

す
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
が
、
父
が
な
く
な
つ
て
、
も
う
、
か
れ
こ
れ

十
五
年
に
も
な
り
ま
す
も
の
ね
。」
と
い
う
よ
う
に
、
父
の
死
に
よ
っ

て
〈
犯
人
、
、

探
し
〉
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語

の
語
り
手
が
「
老
夫
人
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
そ
こ
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
。「
三
十
五
年
前
」
を
〈
回
想
〉
す
る
と
い
う
形
を
取
っ

て
い
る
の
は
、「
問
ひ
た
だ
す
こ
と
」
が
で
き
な
く
な
っ
た
状
況
に
す

る
た
め
で
あ
り
、〈
犯
人
〉
を
物
語
の
表
に
出
さ
な
い
よ
う
に
仕
向
け

る
た
め
の
方
法
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

あ
の
「
不
思
議
な
マ
ア
チ
」
は
「
神
さ
ま
の
お
恵
み
」
で
あ
れ
、「
私

た
ち
の
話
を
立
聞
き
し
て
、
ふ
び
ん
に
思
」
っ
た
「
父
の
仕
業
」
で
あ

れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
読
者
に
は
「
温
く
」
て
「
美
し
い
」
印
象
を

与
え
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
あ
え
て
〈
犯
人
探
し
〉
と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
い
る
の
は
、「
私
」
の
語
り
に
そ
の
よ
う
な
〈
好
印
象
〉
を
引

っ
く
り
返
す
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

作
品
の
冒
頭
部
に
お
い
て
、「
私
」
は
、
妹
は
「
も
う
三
、
四
十
日

経
つ
と
、
死
ん
で
ゆ
く
の
だ
、
は
つ
き
り
、
そ
れ
に
き
ま
つ
て
ゐ
る
の

だ
」
と
い
う
。
だ
が
実
際
に
は
、「
言
ひ
知
れ
ぬ
恐
怖
」
を
も
た
ら
し

た
あ
の
「
不
思
議
な
マ
ア
チ
」
を
聞
い
て
か
ら
「
三
日
目
」
に
、
妹
は

死
ん
だ
の
で
あ
る
。「
あ
ま
り
に
静
か
に
、
早
く
息
を
ひ
き
と
つ
た
」

妹
の
突
然
の
死
に
、「
医
者
は
、
首
を
か
し
げ
て
」
い
た
。
だ
が
、
そ

れ
に
対
し
「
私
」
は
「
何
も
か
も
神
さ
ま
の
、
お
ぼ
し
め
し
と
信
じ
」

て
い
る
た
め
、「
驚
か
な
か
つ
た
」
と
い
う
。

こ
こ
で
見
方
を
変
え
て
み
れ
ば
、
あ
の
「
不
思
議
な
マ
ア
チ
」
は
、

ま
だ
「
三
、
四
十
日
」
の
余
命
が
あ
る
は
ず
の
妹
を
、「
早
く
息
を
ひ

き
と
」
ら
せ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

に
は
、
恐
ら
く
「
い
ま
」
の
「
私
」
も
気
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
私
」
の
語
り
を
よ
く
見
て
み
る
と
、「
神
さ
ま
は
、
在
る
。
き
つ
と
、

ゐ
る
。
私
は
、
そ
れ
を
信
じ
ま
し
た
。」「
私
は
、
そ
の
と
き
驚
か
な
か
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つ
た
。
何
も
か
も
神
さ
ま
の
、
お
ぼ
し
め
し
と
信
じ
て
ゐ
ま
し
た
。」

と
い
う
よ
う
に
、「
神
」
を
〈
信
じ
る
〉
姿
勢
は
す
べ
て
過
去
形
で

あ
る
。

「
い
ま
は
」、
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
時
間
の
転
換
が
示
し
て
い
る
よ

う
に
、「
い
ま
」
の
「
私
」
は
、
妹
の
死
を
早
め
た
あ
の
「
不
思
議
な

マ
ア
チ
」
は
「
神
さ
ま
の
、
お
ぼ
し
め
し
」
で
は
な
い
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ほ
か
の
可
能
性
と
し
て
は
「
私
た
ち
の
話

を
立
聞
き
し
て
」
い
る
「
父
」
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
ま
で
考
え

て
み
る
と
さ
す
が
に
恐
ろ
し
く
、
す
ぐ
さ
ま
「
い
や
、
や
つ
ぱ
り
神
さ

ま
の
お
恵
み
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
私
は
さ
う
信
じ
て
安
心
し
て
を
り
た

い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
妹
の
突
然
の
死

が
「
神
さ
ま
の
お
恵
み
」
で
な
け
れ
ば
、「
私
」
は
「
安
心
」
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

Ⅳ
　
書
き
手
と
「
魔
笛
」

前
述
し
た
よ
う
に
、〈
独
白
〉
は
読
者
の
眼
を
、
頻
繁
に
語
ら
れ
る

「
た
い
へ
ん
美
し
い
」・「
誠
実
」・「
神
さ
ま
」
と
い
っ
た
「
私
」
の
言

葉
に
集
中
さ
せ
る
た
め
の
技
法
で
あ
る
が
、
一
方
、
こ
の
「
美
し
い
」

物
語
を
〈
好
印
象
〉
の
ま
ま
で
閉
じ
る
よ
う
に
仕
向
け
た
の
は
〈
回
想
〉

と
い
う
形
式
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
技
法
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
は
今

ま
で
「
爽
や
か
」
で
「
甘
さ
た
っ
ぷ
り
」
な
「
少
女
的
趣
味
」
と
し
て

読
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
収
束
部
に
お
け
る
あ
の
「
口
笛
」
も
「「
魔

笛
」
に
象
徴
さ
れ
る
美
し
い
愛
の
実
体（

19
）

」
と
み
な
さ
れ
、「
悪
い
語
感

で
な
く
、
日
常
を
超
越
し
た
不
可
思
議
な
こ
と
が
現
実
に
あ
る
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使
わ
れ
て

（
20
）

」
い
る
と
い
う
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
魔
笛
」
と
い
う
言
葉
は
、「
―
―
と
、

そ
の
老
夫
人
は
物
語
る
」
と
記
し
た
も
う
一
人
の
書
き
手
に
よ
っ
て
命

名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
Ⅱ
と
Ⅲ
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、

「
私
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
「
た
い
へ
ん
美
し
い
」
妹
の
イ
メ
ー
ジ
、

そ
し
て
そ
れ
に
関
わ
る
「
緑
の
リ
ボ
ン
」
と
「
葉
桜
」、
さ
ら
に
収
束

部
に
お
け
る
「
不
思
議
な
マ
ア
チ
」
に
は
〈
好
印
象
〉
の
ほ
か
、
見
落

と
さ
れ
や
す
い
〈
影
〉
も
「
隠
さ
れ
て
在
る
」
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

も
う
一
人
の
沈
黙
す
る
書
き
手
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
こ
の
「
魔
笛
」

は
、
恐
ら
く
そ
う
し
た
〈
影
〉
の
部
分
を
浮
上
さ
せ
る
た
め
の
装
置
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
恋
文
に
「
軍
艦
マ
ア
チ
の
口
笛
」
が
登
場
す
る
の
は
や

や
不
自
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
―神
―さ
―ま
の
お
恵
み
」
だ
と
言
い
張

っ
た
「
私
」
の
語
り
だ
け
を
見
る
と
、
こ
の
「
口
笛
」
は
、「「
魔
笛
」

に
象
徴
さ
れ
る
美
し
い
愛
の
実
体
」
で
あ
る
と
受
容
さ
れ
て
も
無
理
は

な
い
。
だ
が
一
方
で
、
こ
の
不
自
然
な
設
定
は
、
冒
頭
部
に
あ
る
「
軍

艦
の
大
砲
」
と
首
尾
呼
応
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。「
軍
艦
の

大
砲
の
音
」
が
「
―地
―獄
の
底
」
で
「
打
ち
鳴
ら
し
て
ゐ
る
」
太
鼓
の
音

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
沈
黙
の
書
き
手
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
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た
「
魔
笛
」
と
い
う
言
葉
は
、
恐
ら
く
「
私
」
の
語
り
か
ら
落
と
さ
れ

た
「
地
獄
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
浮
上
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。「
引
き
出
し
の
奥
底
、
、

に
」「
隠
さ
れ
て
在
る
」
手
紙
の

束
、「
お
庭
の
葉
桜
の
奥、
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
不
思
議
な
マ
ア
チ
」、
そ

の
い
ず
れ
の
表
現
も
こ
の
「
た
い
へ
ん
美
し
い
」
物
語
の
〈
奥
底
〉
に

は
〈
影
〉
が
「
隠
さ
れ
て
在
る
」
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
が
、
物
語
に

〈
独
白
〉
の
ほ
か
に
、
も
う
一
人
の
見
え
隠
れ
す
る
書
き
手
を
挿
入
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
が
語
っ
て
い
な
い
〈
影
〉
の
部
分
も
透
け

て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
が
「
姉
妹
と
父
の
織
り
な
す
愛
の
物
語

（
21
）

」
と
し
て
み
な
さ

れ
た
の
は
、「
私
」
の
〈
独
白
〉（
絶
対
的
に
美
化
さ
れ
た
妹
像
と
「
神
さ

ま
の
お
恵
み
」
だ
と
言
い
張
る
語
り
）
や
、「
問
い
た
だ
す
こ
と
も
で

き
」
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
〈
回
想
〉
の
形
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
だ
が
、
作
中
に
お
け
る
も
う
一
人
の
見
え
隠
れ
す
る
書
き
手

に
光
を
当
て
て
考
察
す
る
と
、「
神
さ
ま
の
お
恵
み
」
で
あ
っ
た
「
口

笛
」
が
、「
言
い
知
れ
ぬ
恐
怖
」
を
も
た
ら
し
た
「
魔
笛
」
と
な
っ
た

と
同
時
に
、
今
ま
で
の
〈
愛
の
物
語
〉・〈
美
し
い
物
語
〉
と
い
っ
た
イ

メ
ー
ジ
は
崩
れ
て
し
ま
い
、
救
い
の
な
い
〈
滅
び
〉
の
影
も
浮
上
し
て

く
る
の
で
あ
る
。

太
宰
文
学
に
お
け
る
〈
滅
び
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
敗
戦
の

イ
ン
パ
ク
ト
、
そ
れ
に
続
く
戦
後
社
会
の
混
迷
の
緊
張
」
を
経
た
後
期

の
作
品
に
散
見
さ
れ
、「
桜
桃
」（「
昭
和
二
十
三
年
五
月
」）
に
は
「
滅

び
へ
の
切
迫
し
た
自
覚
存
在
が
呈
示
さ
れ
」
て
お
り
、
更
に
「
そ
の

『
滅
び
』
の
役
割
の
最
後
の
仕
事
は
、『
人
間
失
格
』（「
展
望
」
昭
和
二

十
三
年
六
〜
八
月
）
と
し
て
表
現
さ
れ
る（

22
）

」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
〈
滅
び
〉
と
い
う
要
素
は
、
中
期
に
発

表
さ
れ
た
こ
の
〈
美
し
い
物
語
〉
に
も
潜
在
す
る
。
い
わ
ば
、「
滅
び

の
民
」（「
花
燭
」
昭
和
十
四
年
五
月
）
と
い
う
自
覚
は
、
戦
中
（
中

期
）、
戦
後
（
後
期
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
太
宰
文
学
に
一
貫
し
て
横
た

わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
は
中
期
に
位
置
す
る
だ
け

に
、「
太
宰
的
な
「
毒
」
が
少
な
い

（
23
）

」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
、

〈
滅
び
〉・〈
恐
怖
〉
と
い
っ
た
暗
い
命
題
は
、
作
中
に
ひ
そ
か
に
「
隠

さ
れ
て
在
る
」
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。

「
太
宰
は
語
り
の
方
法
と
い
う
こ
と
に
腐
心
し
た
作
家
」
で
、「
お
そ

ら
く
、
並
以
上
に
方
法
意
識
の
強
い
作
家

（
24
）

」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

だ
け
に
、
中
期
の
太
宰
は
「
再
婚
に
よ
る
安
定
を
基
に
、
明
る
く
健
康

な
作
品
を
多
く
書
き

（
25
）

」、「
そ
の
心
情
を
純
粋
に
、
素
直
に
表
現

（
26
）

」
し
た

と
い
う
、
従
来
の
根
強
い
〈
共
通
理
解
〉
へ
の
見
直
し
も
必
要
と
な
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

〔
付
記
〕

「
葉
桜
と
魔
笛
」
の
引
用
は
『
太
宰
治
全
集
　
第
二
巻
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
年

九
月
）
に
よ
っ
た
。
下
線
及
び
傍
点
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。
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〈
注
〉

（
１
）
佐
々
木
啓
一
『
太
宰
治
　
演
劇
と
空
間
』（
洋
々
社
、
一
九
八
九
年
五
月
）
八
四

頁
（
２
）
鶴
谷
憲
三
「
葉
桜
と
魔
笛
」（『
太
宰
治
事
典
』
学
燈
社
、
一
九
九
五
年
五
月
）

四
五
頁

（
３
）
渡
部
芳
紀
「『
女
性
』
―
女
の
独
白
形
式
」（「
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
」

平
成
三
年
四
月
）
一
二
○
頁

（
４
）
注
３
に
同
じ
、
一
二
○
頁

（
５
）「
葉
桜
と
魔
笛
」（
昭
和
十
四
年
六
月
）
は
五
十
五
歳
の
老
夫
人
が
ヒ
ロ
イ
ン
と

な
っ
て
お
り
、
一
方
、「
誰
も
知
ら
ぬ
」（
昭
和
十
五
年
三
月
）
は
四
十
一
歳
の
老
夫

人
が
二
十
三
歳
の
出
来
事
を
回
想
す
る
物
語
で
あ
る
。

（
６
）
木
村
小
夜
「
太
宰
治
『
葉
桜
と
魔
笛
』
論
」（「
叙
説
」
平
成
二
年
十
月
）
五
六
頁

（
７
）
幸
田
国
広
「〈
掩
蔽
〉
論
―
太
宰
治
「
葉
桜
と
魔
笛
」
教
材
論
を
軸
に
―
」

（「
日
文
協
国
語
教
育
」
一
九
九
一
年
六
月
）
二
五
頁

（
８
）
松
島
芳
昭
「『
葉
桜
と
魔
笛
』
に
み
る
青
春
の
終
焉
」（「
解
釈
」
一
九
八
七
年
二

月
）
三
二
頁

（
９
）
注
６
に
同
じ
、
六
五
頁

（
10
）
作
品
に
お
け
る
「
姉
妹
愛
」
を
抽
出
し
て
み
る
の
は
、
前
掲
の
佐
々
木
氏
の
説

（
七
九
頁
）
と
廣
瀬
晋
也
氏
「
戦
争
と
い
う
フ
レ
ー
ム
・
芥
川
の
菊
と
太
宰
の
葉
桜
」

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
11
）
花
崎
育
代
「『
葉
桜
と
魔
笛
』
論
―
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
外
／
追
想
の
家
族
―
」

（『
太
宰
治
研
究
４
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
七
年
七
月
）
一
五
〇
〜
一
五
一
頁
を
参
照
。

（
12
）
廣
瀬
晋
也
「
戦
争
と
い
う
フ
レ
ー
ム
・
芥
川
の
菊
と
太
宰
の
葉
桜
」（「
近
代
文

学
論
集
」
一
九
九
七
年
十
一
月
）
七
七
頁

（
13
）
注
12
に
同
じ
、
七
一
頁

（
14
）
津
島
美
知
子
『
回
想
の
太
宰
治
』（
人
文
書
院
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
）
二
二
頁

（
15
）
注
12
に
同
じ
、
七
一
頁

（
16
）
注
12
に
同
じ
、
七
九
〜
八
一
頁

（
17
）
注
６
に
同
じ
、
七
一
〜
七
二
頁

（
18
）
注
６
に
同
じ
、
七
○
頁

（
19
）
注
６
に
同
じ
、
七
○
頁

（
20
）
注
２
に
同
じ
、
四
五
頁

（
21
）
注
３
に
同
じ
、
一
二
○
頁

（
22
）
佐
々
木
啓
一
「
滅
び
」（『
太
宰
治
事
典
』
学
燈
社
、
一
九
九
五
年
五
月
）
一
七

四
〜
一
七
五
頁

（
23
）
鈴
木
真
人
「
太
宰
治
の
小
さ
な
ミ
ス
―
「
葉
桜
と
魔
笛
」
教
科
書
採
録
の
疑
問
」

（「
国
語
教
育
」
一
九
九
五
年
十
一
月
）
三
○
頁

（
24
）
鳥
居
邦
朗
「
前
衛
と
し
て
の
太
宰
治
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
平
成
十
三
年
四
月
）

一
○
頁

（
25
）
渡
部
芳
紀
「
太
宰
治
論
―
中
期
を
中
心
に
―
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
八
七
年

四
月
）
七
五
頁

（
26
）
斉
藤
明
美
「
太
宰
治
の
文
体
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
平
成
十
三
年
四
月
）
七
八
頁
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