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芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
「
語
り
」
に
つ
い
て
の
一
考
察

-
そ
の
散
文
観
か
ら
-

は
じ
め
に

芥
川
龍
之
介
の
小
説
は
　
「
語
り
」
　
の
小
説
で
あ
る
。
彼
の
小
説
に
は
ほ
と
ん
ど

必
ず
顕
在
化
し
た
　
「
語
り
手
」
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
語
り
手
」
と
は
所

謂
狭
義
の
　
「
語
り
手
」
　
で
あ
り
、
志
賀
直
哉
の
文
学
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う

(
1
)

な
主
人
公
と
一
体
化
し
た
「
語
り
手
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
篠
崎
美
生
子

は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
(
昭
和
六
〇
年
九
月
、
水
声
社
)

に
お
け
る
焦
点
化
の
分
類
に
従
っ
て
、
幾
つ
か
の
芥
川
小
説
を
分
類
し
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

街
学
的
な
語
り
手
を
持
つ
　
「
羅
生
門
」
や
　
「
鼻
」
な
ど
は
焦
点
化
ゼ
ロ
、

作
中
人
物
で
も
あ
る
語
り
手
が
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
を
語
る
内
的
焦
点

化
言
説
の
う
ち
、
一
人
が
一
貫
し
て
語
る
　
「
地
獄
変
」
、
「
河
童
」
、
「
歯
車
」

な
ど
は
内
的
固
定
焦
点
化
、
一
つ
の
出
来
事
を
複
数
の
人
物
が
反
復
し
て
語

る
　
「
薮
の
中
」
　
な
ど
は
内
的
多
元
焦
点
化
、
焦
点
人
物
が
途
中
で
変
化
す
る

「
舞
踏
会
」
　
な
ど
は
一
種
の
内
的
不
定
焦
点
化
と
い
う
具
合
に
、
焦
点
化
の

し
か
た
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
む
。

高
　
音
　
啓
一

こ
う
し
て
見
る
と
、
芥
川
の
小
説
は
初
期
の
も
の
か
ら
晩
年
の
も
の
ま
で
一
貫

し
て
、
「
t
c
≡
n
的
(
語
る
こ
と
)
」
　
の
手
法
を
採
用
し
て
き
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
芥
川
文
学
を
考
え
る
う
え
で
　
「
語
り
」
　
の
問
題
は
常
に
つ
い
て
ま
わ
る
も
の

だ
と
言
え
よ
う
。
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
「
羅
生
門
」
　
(
『
帝
国
文
学
』

大
正
四
年
二
月
)
、
「
地
獄
変
」
　
(
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
七
年
五
月
一
～
l
≡

日
、
『
東
京
毎
日
新
聞
』
二
～
二
二
日
)
な
ど
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
詳
細

な
「
語
り
」
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
芥
川
文
学
に
お
け
る
「
語

り
」
　
と
い
う
ト
ー
タ
ル
な
視
点
か
ら
の
研
究
は
未
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
状
況
に

あ
る
。な

ぜ
、
.
芥
川
は
長
く
日
本
の
近
代
小
説
に
支
配
的
だ
っ
た
「
S
h
O
W
i
n
g
(
示
す

こ
と
)
」
で
は
な
く
、
「
t
巴
l
i
n
巴
の
手
法
を
用
い
て
小
説
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

(

2

)

　

　

　

(

3

)

管
見
で
は
、
そ
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
の
は
、
佐
伯
彰
一
と
佐
藤
泰
正
の
二
人
だ

け
の
よ
う
で
あ
る
。
以
下
に
両
者
の
見
解
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

佐
伯
は
、
芥
川
と
狂
気
と
の
関
係
を
「
語
り
」
　
の
理
由
と
し
て
取
り
あ
げ
て
い

る
。
佐
伯
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
「
孤
独
地
獄
」
の
「
語
り
」
で
、
狂
人
の
母
を
(
隠

蔽
)
し
た
芥
川
は
、
以
降
「
語
り
手
」
と
い
う
(
ペ
ル
ソ
ナ
を
多
様
化
す
る
こ
と

で
、
そ
の
蔭
に
わ
が
身
を
隠
そ
う
と
し
た
)
が
、
「
点
鬼
簿
」
　
で
そ
の
秘
密
を
衆

目
に
公
開
し
た
後
は
、
「
河
童
」
や
「
歯
車
」
　
で
(
狂
気
の
聖
化
)
を
「
語
る
」
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よ
う
に
な
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
。
一
方
、
佐
藤
は
、
自
然
主
義
文
学
台
頭
以
来

の
　
(
告
白
)
　
や
　
(
私
小
説
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
本
質
的
な
疑
い
)
　
と
い
う
時
代

認
識
に
よ
っ
て
、
芥
川
が
　
「
語
り
」
　
の
方
法
を
と
っ
た
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

確
か
に
両
者
の
見
解
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
領
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
語

り
」
　
の
問
題
は
作
家
の
生
い
立
ち
や
、
時
代
背
景
と
い
っ
た
も
の
に
の
み
還
元
さ

せ
て
し
ま
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
思
想
的
な
も
の
だ
け
で

小
説
は
出
来
上
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
必
ず
「
書
く
」
と
い
う
実
践
行

為
が
介
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
.
こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
先
行

研
究
に
欠
け
て
い
る
実
際
的
な
観
点
か
ら
、
芥
川
に
お
け
る
　
「
語
り
」
　
に
つ
い
て

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
芥
川
の
遺
し
た
文
学
論

か
ら
、
彼
の
中
の
二
律
背
反
す
る
文
章
観
を
取
り
出
し
、
そ
の
延
長
線
上
に
、
芥

川
小
説
に
お
け
る
　
「
語
り
」
　
の
問
題
を
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

用
意
の
裡
に
言
っ
た
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
言
葉
は
或
問
題
を
、

-
　
「
文
章
の
口
語
化
」
　
と
云
ふ
問
題
を
含
ん
で
ゐ
る
。
近
代
の
散
文
は
恐

ら
く
は
「
し
ゃ
べ
る
や
う
に
」
　
の
道
を
踏
ん
で
来
た
の
で
あ
ら
う
。
僕
は
そ

の
著
し
い
例
に
　
(
近
く
は
)
　
武
者
小
路
実
篤
、
宇
野
浩
二
、
佐
藤
春
夫
等
の

散
文
を
数
へ
た
い
も
の
で
あ
る
。
志
賀
直
哉
氏
の
散
文
も
亦
こ
の
例
に
洩
れ

な
い
。
し
か
し
僕
等
の
「
し
ゃ
べ
り
か
た
」
が
紅
毛
人
の
「
し
ゃ
べ
り
か
た
」

は
暫
く
問
は
ず
、
隣
国
た
る
支
那
人
の
　
「
し
ゃ
べ
り
か
た
」
　
よ
り
音
楽
的
で

な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
僕
は
「
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
き
た
い
」
願
い
も

勿
論
持
っ
て
ゐ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
が
、
同
時
に
又
一
面
に
は
「
書
く
や

ぅ
に
し
ゃ
べ
り
た
い
」
と
も
思
ふ
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
　
「
し
ゃ
べ
る
や
う
に

書
く
」
作
家
は
前
に
も
言
つ
た
や
う
に
ゐ
な
い
訳
で
は
な
い
。
が
、
「
書
く

や
う
に
し
ゃ
べ
る
」
作
家
は
い
つ
こ
の
東
海
の
孤
島
に
現
は
れ
る
で
あ
ら
う
。

し
か
し
、
　
-

し
か
し
、
僕
の
言
ひ
た
い
の
は
「
し
ゃ
べ
る
」
　
こ
と
よ
り
も
「
書
く
」
　
こ

と
で
あ
る
。
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芥
川
に
は
そ
の
文
章
観
に
お
い
て
、
二
律
背
反
す
る
志
向
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、

端
的
に
表
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
晩
年
の
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
(
『
改

造
』
昭
和
二
年
四
月
～
六
月
、
八
月
)
　
の
中
の
　
「
六
　
僕
ら
の
散
文
」
　
と
題
さ
れ

た
文
章
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
芥
川
は
、
日
本
の
近
代
散
文

に
お
け
る
言
文
一
致
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
発
言
を
行
っ
て
い

る
。

佐
藤
春
夫
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
僕
ら
の
散
文
は
口
語
文
で
あ
る
か
ら
、
し

ゃ
べ
る
や
う
に
書
け
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
或
は
佐
藤
氏
自
身
は
不

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
日
本
の
散
文
は
、
話
し
言
葉
を
書
き
言
葉
に
移
行
さ

せ
る
こ
と
で
、
言
文
一
致
を
進
め
て
き
た
。
佐
藤
春
夫
が
、
芥
川
に
薦
め
た
(
し

ゃ
べ
る
よ
う
に
書
く
)
散
文
が
そ
れ
で
あ
る
。
(
僕
は
「
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
き

た
い
」
願
い
も
勿
論
持
っ
て
ゐ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
)
と
言
う
よ
う
に
芥
川
は
、

こ
の
　
(
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
く
)
散
文
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
芥
川
が
持
ち
出
し
て
き
た
の
は
、
(
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
く
)
　
に
対
置
さ
れ

る
(
書
く
や
う
に
し
ゃ
べ
る
)
と
い
う
一
見
不
可
解
な
実
践
要
綱
で
あ
っ
た
。
本

論
で
は
、
こ
の
　
(
書
く
や
う
に
し
ゃ
べ
る
)
と
は
如
何
な
る
行
為
を
指
す
の
か
と
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い
う
こ
と
ま
で
考
察
す
る
余
裕
は
な
い
。
こ
こ
で
芥
川
が
′
、
(
「
し
ゃ
べ
る
」
　
こ
と

よ
り
も
「
書
く
」
　
こ
と
)
を
主
張
し
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
芥
川
は
、
そ

の
理
由
を
(
僕
等
の
「
し
ゃ
べ
り
か
た
」
)
が
　
(
音
楽
的
で
な
い
)
か
ら
だ
と
述

べ
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
芥
川
の
抱
え
て
い
た
問
題
は
、
明
治
の
言
文
一
致
体
模

索
期
の
作
家
た
ち
が
陥
っ
た
問
題
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
↓
な
ぜ
日
本
の
近
代
散
文
は
(
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
く
)
こ
と
を
主

流
と
す
る
言
文
一
致
体
を
志
向
し
て
き
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
坪
内
造

遥
の
提
唱
し
た
言
文
一
致
運
動
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
造
遥
は
「
小

説
神
髄
」
(
明
治
一
八
年
～
一
九
年
)
に
お
い
て
そ
の
理
由
を
(
言
は
魂
な
り
。

文
は
形
な
り
。
俗
言
に
は
七
情
こ
と
ご
と
く
化
粧
を
ほ
ど
こ
さ
ず
し
て
現
は
る
れ

ど
文
に
は
七
情
も
皆
紅
粉
を
施
し
て
現
は
れ
、
幾
分
か
実
を
失
ふ
所
あ
り
)
と
説

明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
話
し
言
葉
(
=
俗
言
)
は
、
人
間
の
感
情
を
率
直
に
表

現
で
き
る
点
で
、
書
き
言
葉
(
=
文
)
よ
り
優
位
な
言
葉
で
あ
る
と
造
遥
は
考
え

た
わ
け
で
あ
る
。
後
に
詳
し
く
触
れ
る
が
、
要
す
る
に
、
(
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書

く
)
、
言
文
一
致
と
は
小
説
に
お
け
る
「
写
実
」
を
重
要
視
し
た
造
遥
の
、
文
体

の
面
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
追
求
の
態
度
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
言
文
一
致
の
達
成
に
長
い
年
月
が
か
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
よ

ぅ
に
、
言
を
文
に
移
行
さ
せ
て
い
く
と
い
う
行
為
は
非
常
な
困
難
が
伴
う
も
の
で

あ
っ
た
。
遭
遥
は
同
じ
く
「
小
説
神
髄
」
　
の
中
で
そ
の
問
題
点
を
語
っ
て
い
る
。

以
は
和
漢
の
言
語
転
靴
の
方
言
混
じ
た
る
に
基
づ
く
な
る
べ
し

こ
こ
で
、
逮
遥
は
、
(
定
律
な
く
)
、
(
音
調
の
美
な
ら
ざ
る
)
と
い
っ
た
話
し

言
葉
の
も
つ
問
題
点
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
明
治
の
漢
文
を
教

(
4
)

養
の
基
礎
と
し
た
知
識
人
達
の
共
通
感
情
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
磯
貝
英
夫
は
明

治
の
言
文
一
致
模
索
期
の
文
章
を
広
く
検
し
た
う
え
で
、
こ
の
(
音
調
)
の
問
題

に
つ
い
て
興
味
深
い
示
唆
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
音
調
の
問
題
は
比
較
的
簡
明
で
あ
る
。
途
遥
を
は
じ
め
、

こ
の
こ
ろ
の
人
々
の
文
章
感
覚
を
お
も
に
支
配
し
て
い
た
の
は
、
文
章
の
朗

請
的
美
感
で
あ
る
。
む
か
し
の
人
々
に
と
っ
て
、
文
章
と
は
ハ
レ
の
こ
と
ば

で
あ
り
、
ハ
レ
の
こ
と
ば
は
朗
詞
に
堪
え
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う

関
連
の
上
で
、
文
語
文
の
各
種
様
式
は
、
い
ず
れ
も
洗
練
さ
れ
た
韻
律
を
そ

な
え
て
お
り
、
半
面
そ
う
い
う
文
と
大
き
く
承
離
し
た
言
す
な
わ
ち
ケ
の
こ

と
ば
は
、
放
任
の
ま
ま
で
、
む
ろ
ん
そ
う
い
う
朗
諦
性
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。

明
治
の
革
新
期
に
お
い
て
言
文
一
致
が
か
な
ら
ず
L
も
簡
単
に
受
け
い
れ
ら

れ
な
か
っ
た
根
本
の
理
由
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
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我
国
の
俗
談
平
話
は
兎
角
に
冗
長
に
失
す
る
幣
あ
り
な
ら
び
に
語
法
に
定

律
な
く
且
音
調
の
美
な
ら
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
叙
文
な
ら
び
に
記
文
等
に
は
用
ひ

て
妙
な
ら
ざ
る
こ
と
多
か
り
蓋
し
其
冗
長
に
失
す
る
所
以
は
我
本
来
の
優
柔

な
る
倭
言
葉
に
因
す
る
べ
く
其
用
語
に
定
律
な
く
且
音
調
の
美
な
ら
ざ
る
所

黙
読
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
現
在
と
は
違
い
、
明
治
期
の
作
家
、
読
者

は
音
読
と
完
全
に
絶
縁
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
彼
ら
の
中
に
漢

文
的
な
文
章
感
覚
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
尾
崎
紅
葉
、
幸

田
露
伴
、
森
鴎
外
、
樋
口
一
葉
等
の
文
章
は
皆
(
朗
請
的
美
感
)
を
も
っ
て
い
た
。

当
時
は
、
音
読
し
て
調
子
の
よ
い
文
章
こ
そ
が
名
文
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
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よ
う
な
文
章
は
、
当
然
す
べ
て
漠
文
脈
に
よ
っ
た
文
語
文
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
川
崎
備
寛
は
「
現
代
作
家
の
文
章
を
論
ず
」
(
『
文
章
倶
楽
部
』
大
正

一
四
年
二
月
)
　
の
中
で
明
治
期
と
大
正
期
に
お
け
る
文
章
の
違
い
を
次
の
よ
う

に
比
較
し
て
い
る
。

こ
こ
ろ
み
に
、
芥
川
の
書
い
た
「
鏡
花
全
集
目
録
開
口
」
　
(
『
新
小
説
』
大
正

一
四
年
三
月
)
　
冒
頭
の
数
行
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

中
学
生
の
時
分
に
、
よ
く
国
漢
文
の
教
師
か
ら
、
教
科
書
中
の
名
文
を

暗
諦
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ず
ゐ
ぶ
ん
神
妙
に
暗
諭
し
た
も
の
と
見
え

て
、
太
平
記
の
「
落
花
に
踏
み
迷
ふ
」
　
の
部
分
や
、
尾
崎
紅
葉
の
「
塩
原
」

の
〓
即
や
、
漢
文
で
は
　
「
阿
房
宮
」
と
か
　
「
赤
壁
賦
」
と
か
云
つ
た
も
の
な

ら
、
十
年
以
上
経
た
今
日
で
も
、
或
る
程
度
ま
で
は
宙
で
読
み
下
す
こ
と
が

出
来
る
。

勿
論
中
学
生
時
代
の
記
憶
力
の
旺
盛
に
も
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一

っ
に
は
、
さ
う
し
た
文
章
は
謂
ゆ
る
美
文
で
あ
っ
て
、
同
時
に
一
種
リ
ズ
ミ

カ
ル
で
あ
る
た
め
、
暗
諭
に
容
易
だ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
(
中
略
)
今
計
で

は
文
章
と
云
ふ
も
の
ゝ
見
方
が
随
分
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
朗
々
諦
す
べ

【

山

・

†

〕

き
こ
と
底
の
文
章
を
書
く
人
が
文
章
家
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
日
の
文
学
者

で
、
凡
そ
美
文
家
と
い
ふ
も
の
は
一
人
も
い
な
い
。

鏡
花
先
生
は
古
今
に
独
歩
す
る
文
宗
な
り
。
先
生
が
俊
爽
の
才
、
美
人

を
写
し
て
化
を
奪
ふ
や
、
太
真
関
前
、
牡
丹
に
芥
芥
の
香
を
発
し
、
先
生
が

ナ
う
た
ん

清
超
の
思
、
神
鬼
を
描
ひ
て
妙
に
入
る
や
、
郷
湛
宅
外
、
楊
柳
に
嘲
噺
の
声

も

ち

　

　

　

い

へ

ど

を
生
ず
る
は
巳
に
天
下
の
伝
称
す
る
所
、
我
等
亦
多
言
す
る
を
須
ひ
ず
と
錐

も
、
其
の
明
治
大
正
の
文
芸
に
羅
皇
主
義
の
大
道
を
打
開
し
、
艶
は
巫
山
の

雨
意
よ
り
も
濃
に
、
壮
は
易
水
の
風
色
よ
り
も
烈
な
る
鏡
花
世
界
を
現
出
し

た

だ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

い

え

ん

た
る
は
膏
に
一
代
取
壮
挙
た
る
の
み
な
ら
ず
、
又
実
に
百
世
に
柄
焉
た
る
東

西
芸
苑
の
盛
観
と
言
う
可
し
。

自
然
主
義
や
白
樺
派
に
よ
っ
て
言
文
l
致
体
が
達
成
さ
れ
た
大
正
期
に
は
、

(
朗
請
的
美
感
)
を
も
つ
漢
文
調
の
文
章
が
廃
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

続
け
て
、
川
崎
は
(
先
輿
泉
鏡
花
全
集
の
発
刊
さ
れ
る
前
、
内
容
見
本
の
巻

頭
に
長
文
の
鏡
花
礼
賛
の
辞
が
あ
っ
た
。
た
し
か
あ
れ
は
芥
川
龍
之
介
の
執
筆
に

な
っ
た
も
の
ら
し
い
が
、
最
近
の
名
文
と
し
て
は
、
蓋
し
あ
の
一
文
に
止
め
を
刺

す
と
謂
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
)
と
芥
川
の
文
章
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

格
調
高
く
綴
ら
れ
た
文
章
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
美
文
は
大
正
期
と
し

て
は
、
き
わ
め
て
珍
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
当
時
の
人

々
の
漢
文
的
な
教
養
の
水
準
の
低
下
も
手
伝
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
自
然
主
義

以
降
、
明
治
期
ほ
ど
漢
文
学
が
省
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
佐
藤
春
夫
の
「
支

那
雑
記
」
(
昭
和
〓
ハ
年
一
〇
月
、
大
道
書
房
)
　
の
序
文
「
か
ら
も
の
因
縁
」
に

詳
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
情
勢
の
中
で
、
芥
川
は
(
漢
詩
漢
文
を
読
む
と
云
ふ
事

は
、
過
去
の
日
本
文
学
を
鑑
賞
す
る
上
に
も
利
益
が
あ
る
だ
ら
う
し
、
現
在
の
日

本
文
学
を
創
造
す
る
上
に
も
利
益
が
あ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。
)
　
(
「
漢
文
漢
詩
の
面

白
味
」
『
文
章
倶
楽
部
』
大
正
九
年
二
月
)
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
漢
籍
を
好

ん
で
読
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
、
「
病
中
雑
記
」
(
『
文
芸
春
秋
』
大
正
一
五
年
三
月
)

の
中
で
は
、
(
僕
の
文
語
を
用
ふ
る
は
何
も
気
取
ら
ん
が
た
め
に
あ
ら
ず
。
唯
口

語
を
用
ふ
る
よ
り
も
数
等
手
数
の
か
か
ら
ざ
る
為
な
り
。
こ
は
恐
ら
く
は
僕
の
受
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け
た
る
旧
式
教
育
の
崇
り
な
る
べ
し
。
)
と
文
語
を
好
ん
で
使
う
理
由
を
説
明
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
を
鑑
み
る
に
、
芥
川
の
文
章
感
覚
は
一
時
代
前
の
明
治
人
の
感

覚
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
芥
川
が
、
文
語
体
の
も
つ
　
(
朗
請
的
美
感
)
　
に
も
き
わ
め
て
鋭
敏
で
あ

っ
た
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「
芥
川
龍
之
介
氏
縦
横
談
」
(
『
文
章
倶
楽
部
』

大
正
八
年
五
月
)
と
い
う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
芥
川
は
記
者
と
の
間
で
次
の

よ
う
な
や
り
と
り
を
行
っ
て
い
る
。

△
△

「
露
伴
の
「
運
命
」
は
お
読
み
で
し
た
か
」
と
訊
ね
た
ら
「
読
み
ま
し
た
。

す
ぐ
仕
舞
ま
で
よ
み
ま
し
た
。
名
文
で
す
ね
。
一
寸
」
と
云
つ
て
手
を
叩
い

△

△

　

　

　

　

　

　

　

　

△

△

て
「
改
造
」
を
取
り
寄
せ
、
「
運
命
」
　
の
中
程
を
広
げ
て
「
天
耶
、
時
耶
。

燕
王
の
胸
中
殿
母
ま
さ
に
動
い
て
、
黒
雲
飛
ば
ん
と
欲
し
、
張
玉
、
朱
能
の

猛
将
兵
雄
、
眼
底
紫
電
閃
い
て
、
雷
火
発
せ
ん
と
す
」
　
の
と
こ
ろ
か
ら
「
1

1
燕
王
宮
中
の
士
気
を
し
て
、
勃
然
凛
然
、
叫
々
然
、
直
に
ま
さ
に
天
下
を

呑
ま
ん
と
す
る
の
勢
を
な
さ
し
め
ぬ
」
　
の
と
こ
ろ
ま
で
朗
々
た
る
声
で
一
気

に
読
ん
で
　
「
実
に
巧
な
修
辞
で
す
ね
」
　
と
云
つ
た
。

こ
こ
で
、
芥
川
は
、
露
伴
の
文
章
を
　
(
朗
々
た
る
声
で
〉
　
音
読
し
、
(
巧
み
な

修
辞
〉
　
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
文
章
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
っ
て
い
る
。
芥
川
が
露

伴
の
文
章
を
名
文
だ
と
し
た
の
は
、
漢
文
調
で
書
か
れ
た
露
伴
の
文
章
に
　
(
朗
議

的
美
感
)
　
が
そ
な
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
も
、
芥

川
が
聴
覚
的
な
リ
ズ
ム
を
も
つ
文
語
体
に
大
き
な
魅
力
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
芥
川
は
、
(
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
く
)
　
と
い
う
言

文
一
致
体
の
文
章
が
　
(
音
楽
的
で
な
い
)
　
こ
と
に
不
満
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

当
然
で
は
あ
る
が
、
時
代
が
下
り
、
言
文
一
致
が
進
ん
で
行
く
に
従
っ
て
、

文
章
に
　
(
朗
講
的
美
感
)
、
聴
覚
的
な
リ
ズ
ム
を
求
め
る
姿
勢
は
、
次
第
に
失
わ

れ
て
い
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
冶
遥
が
提
唱
し
、
多
く
の
作
家
に
よ
っ
て
推
し
進
め

ら
れ
て
行
っ
た
言
文
一
致
運
動
と
は
、
本
質
的
に
視
覚
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
追
求
の

た
め
の
運
動
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
を
過
不
足
な
く
捕
捉
し
、
読
者

に
喚
起
し
て
く
れ
る
の
は
日
常
生
活
で
使
わ
れ
て
い
る
話
し
言
葉
で
あ
る
。
例
え

ば
、
「
と
て
も
悲
し
く
て
、
う
つ
む
い
た
。
」
　
と
い
う
文
章
と
、
「
悲
嘆
限
り
な
け

れ
ば
、
こ
う
べ
を
垂
れ
ぬ
。
」
と
い
う
文
章
が
あ
れ
ば
、
読
者
に
と
っ
て
、
明
ら

か
に
日
常
語
を
使
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
前
者
の
方
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
筈
で

あ
る
。

(
5
)

こ
の
点
に
つ
い
て
、
篠
田
一
士
は
、
明
治
期
に
は
韻
文
と
散
文
が
相
括
抗
す

る
形
で
発
達
し
て
き
た
が
、
後
に
(
韻
文
よ
り
は
散
文
の
ほ
う
が
は
る
か
に
早
く

日
常
会
話
を
捕
捉
し
て
)
き
た
と
述
べ
た
う
え
で
、
日
本
近
代
詩
の
口
語
化
が
散

文
に
比
べ
、
十
年
近
く
遅
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
散
文
の
世
界
で
言

文
一
致
が
叫
ば
れ
て
い
た
時
も
、
よ
り
聴
覚
的
な
リ
ズ
ム
を
重
ん
じ
る
韻
文
の
世

界
に
お
い
て
は
、
古
色
蒼
然
と
し
た
文
語
が
、
な
お
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
た
。
同

時
代
の
散
文
と
韻
文
を
比
べ
て
み
る
と
、
言
文
一
致
体
と
い
う
文
体
が
、
文
語
の

も
つ
聴
覚
的
な
美
感
を
切
り
捨
て
、
口
語
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
を
認
識
す
る
視
覚
的

性
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。

ま
た
、
視
覚
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
、
日
本
の
言
文
一
致

運
動
が
、
自
然
主
義
の
　
「
描
写
」
論
と
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
派
の
　
「
写
生
」
論
に
、
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大
き
な
影
響
を
受
け
て
発
達
し
た
こ
と
は
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
事
実
だ
ろ

う
。
当
時
の
文
壇
と
俳
壇
の
間
に
直
接
的
交
渉
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
両
者
は
基
本

的
に
は
別
個
に
活
動
し
て
い
た
思
わ
れ
る
が
、
田
山
花
袋
が
　
「
美
文
と
写
生
文
」

(
『
美
文
作
法
』
明
治
三
九
年
一
一
月
)
　
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は

興
味
深
い
。其

処
へ
行
く
と
子
規
は
豪
い
。
て
ん
か
ら
小
説
な
ど
と
い
ふ
完
全
し
た
も

の
を
書
か
ず
に
初
歩
の
下
等
八
級
か
ら
始
め
て
居
る
。
全
然
在
来
の
文
章
を

か
な
ぐ
り
捨
て
1
、
始
め
か
ら
遣
り
直
す
と
い
ふ
風
が
あ
る
。

て
い
る
。
l
こ
の
よ
う
な
芥
川
の
志
向
は
、
初
期
に
書
か
れ
た
文
章
論
「
眼
に
見
る

や
う
な
文
章
-
如
何
な
る
文
章
を
模
範
と
す
べ
き
乎
-
」
　
(
『
文
章
倶
楽
部
』
大
草

七
年
五
月
)
　
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
中
で
芥
川
は
　
(
景
色
が

5
.
切
u
a
-
i
z
e
(
目
に
見
る
や
う
に
)
　
さ
れ
て
来
る
文
章
が
好
き
だ
。
き
う
い
ふ
と

こ
ろ
の
な
い
文
章
は
嫌
ひ
で
あ
る
)
　
と
述
べ
、
模
範
と
す
る
文
章
の
例
と
し
て
、

夏
目
漱
石
の
　
「
永
日
小
品
」
　
(
『
東
京
朝
日
新
聞
』
、
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
四
二

年
一
月
一
四
～
三
月
一
九
日
)
　
か
ら
二
つ
の
文
章
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

木
戸
を
開
け
て
表
へ
出
る
と
、
大
き
な
馬
の
足
連
の
中
に
雨
が
一
杯
溜
ま
っ

て
ゐ
た
。
(
「
蛇
」
)

美
文
を
打
破
し
、
言
文
一
致
で
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
こ
う
と
し
た
自
然
主

義
と
、
見
た
と
お
り
に
書
く
こ
と
を
徹
底
し
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
派
は
、
新
し
い

文
体
を
模
索
す
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
一
面
を
持
っ
て
い
た
。
な
に
よ
り
も
「
見

る
こ
と
」
　
を
重
視
し
た
彼
ら
に
よ
っ
て
、
言
文
一
致
体
が
飛
躍
的
に
推
進
さ
れ
た

と
い
う
事
実
か
ら
も
、
日
本
の
散
文
が
視
覚
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
重
視
し
て
発
達

し
て
き
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
近
代
作
家
の
一
人
と
し
て
、
芥
川
も
文
章
に
お
け
る
視
覚
的
な
リ
ア
リ

ズ
ム
を
追
求
す
る
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
芥
川
が
、
言
文
一
致
の
完
成
者

と
目
さ
れ
る
志
賀
直
哉
の
文
章
を
、
(
リ
ア
リ
ズ
ム
の
細
に
入
っ
て
ゐ
る
)
、
(
写

生
の
妙
を
極
め
な
い
も
の
は
な
い
)
　
(
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
　
「
五

志
賀
直
哉
氏
」
)
　
と
終
生
羨
望
し
続
け
た
事
実
か
ら
も
窺
え
よ
う
。

実
際
に
、
「
小
説
作
法
十
則
」
　
(
『
新
潮
』
昭
和
二
年
九
月
)
　
で
は
　
(
あ
り
の
ま

ま
に
見
、
あ
り
の
ま
ま
に
書
く
を
写
生
と
言
ふ
。
小
説
家
た
る
便
法
は
写
生
す
る

に
若
か
ず
。
〉
　
と
小
説
を
書
く
根
本
に
　
「
写
生
」
　
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し

風
が
高
い
建
物
に
当
づ
て
、
思
ふ
如
く
真
直
に
抜
け
ら
れ
な
い
で
、
急
に
稲

妻
に
折
れ
て
、
頭
の
上
か
ら
斜
に
鋪
石
ま
で
吹
き
卸
し
て
来
る
。
自
分
は
歩

き
な
が
ら
被
っ
て
い
た
山
高
帽
を
右
の
手
で
抑
へ
た
。
(
「
暖
か
い
夢
」
)
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漱
石
の
文
章
が
　
「
写
生
文
」
　
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
文
章
も
　
「
写
生
」
　
的
要
素
が
強
い
。
ま
た
、
二
つ
の

文
章
は
い
ず
れ
も
言
文
一
致
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
芥
川
に
と
っ
て
も
　
八
目
に
見

る
や
う
な
文
章
)
　
と
は
言
文
一
致
体
で
書
か
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
言
文
一
致
体
が
リ
ア
リ
ズ
ム
の
文
体
で
あ
る
こ
と
を
考
え
た
時
、
(
僕

は
「
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
き
た
い
」
願
い
も
勿
論
持
っ
て
ゐ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
)

と
芥
川
が
言
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
芥
川
は
、
文
語
体
に
よ
る
聴
覚
的
リ
ズ
ム
を
求

め
る
志
向
を
持
ち
な
が
ら
、
一
面
で
言
文
一
致
体
に
よ
る
視
覚
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
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求
め
る
志
向
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
芥
川
と
い
う
作
家
は
、
そ
の
創
作
活
動

を
通
じ
て
、
文
体
面
に
お
け
る
深
刻
な
眼
と
耳
の
承
雛
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

三芥
川
の
著
作
を
概
観
し
た
と
き
、
小
説
が
言
文
一
致
体
で
書
か
れ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
詩
の
方
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
文
語
体
で
書
か
れ
て
い
る
の
が
目
に
つ

く
。
芥
川
の
中
に
あ
る
二
律
背
反
す
る
志
向
は
こ
こ
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
一

定
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
必
要
と
す
る
小
説
に
は
言
文
一
致
体
を
、
一
定
の
リ
ズ
ム
を

必
要
と
す
る
詩
に
お
い
て
は
、
韻
律
を
も
つ
文
語
体
を
使
い
分
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
「
骨
董
姜
」
(
『
人
間
』
大
正
九
年
四
～
六
月
)
、
な
ど
l
部
の
随
筆
は
、

文
語
体
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

▼
し
か
し
、
芥
川
の
小
説
が
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
す
べ
て
(
し
ゃ
べ
る
や

う
に
書
く
〉
言
文
l
致
体
で
書
か
れ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

川
端
康
成
は
「
新
文
章
読
本
」
(
『
文
芸
往
来
』
昭
和
二
四
年
二
～
四
、
七
、
九
、

一
〇
月
)
の
中
で
芥
川
の
文
章
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

く
こ
と
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
。
芥
川
の
小
説
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
文
語
的

な
言
葉
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
こ
ろ
み
に
岩
波
書
店
の
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
一

巻
』
(
平
成
七
年
二
月
)
　
に
所
収
さ
れ
て
い
る
小
説
を
眺
め
て
み
る
と
、
(
歴
々

と
し
て
)
　
(
「
ケ
ル
ト
の
薄
明
か
り
」
)
、
(
黒
洞
々
た
る
〉
　
(
「
羅
生
門
」
)
、
(
残
端
を

保
っ
て
)
　
(
「
鼻
」
)
、
(
耕
々
然
と
し
て
〉
　
(
「
仙
人
」
)
、
(
渥
渓
)
　
(
「
芋
粥
」
)
な
ど

の
文
語
的
表
現
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
芥
川
の
、
言
文
一
致
体

に
文
語
的
表
現
を
混
在
さ
せ
た
手
法
に
つ
い
て
は
、
川
端
の
よ
う
に
肯
定
的
な
評

価
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
芥
川
に
　
(
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
く
)
　
こ
と
を
薦
め
た
佐
藤
春
夫
こ

そ
、
芥
川
の
文
章
に
否
定
的
な
見
解
を
も
つ
一
人
で
あ
っ
た
。
佐
藤
は
、
「
芥
川

龍
之
介
を
果
す
」
　
(
『
中
央
公
論
』
昭
和
二
年
九
月
)
　
の
中
で
、
そ
の
経
緯
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

漢
語
の
あ
る
も
の
は
、
す
で
に
言
葉
の
生
命
が
硬
化
し
て
平
明
、
新
鮮
、

繊
細
、
具
象
、
情
感
等
を
生
命
と
す
る
文
芸
創
作
の
用
語
と
し
て
は
歓
迎
す

る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
新
し
い
秩
序
を
与
え
た
の
は
芥
川
氏
の

功
績
で
あ
っ
た
。

文
語
文
へ
の
志
向
を
持
っ
て
い
た
芥
川
は
、
完
全
な
言
文
一
致
体
で
小
説
を
書

僕
は
ま
た
彼
が
常
に
金
玉
の
文
字
を
心
掛
け
る
が
た
め
に
、
彼
の
作
品

か
ら
却
っ
て
脈
動
が
失
は
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
不
断
か
ら
恐

れ
て
ゐ
た
。
忌
悼
な
く
言
ふ
け
れ
ど
も
、
僕
の
目
に
は
彼
の
文
字
は
肌
の
色

も
白
く
目
鼻
立
も
整
然
と
は
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ど
う
し
て
も
人

形
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
二
中
略
)
　
僕
は
彼
に
向
か
っ
て
文
章
を
な
ぐ

り
書
き
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
談
話
す
る
こ
と
を
楽
し
む
と
こ
ろ
を
の
彼
が
恰

も
し
ゃ
べ
る
時
と
お
な
じ
や
う
に
楽
し
ん
で
書
く
た
め
に
は
、
全
く
し
ゃ
べ

る
が
如
く
書
く
こ
と
を
勧
告
し
て
み
た
。
(
中
略
)
我
々
は
既
に
所
謂
口
語

な
る
文
体
を
選
ん
で
来
た
の
だ
か
ら
、
文
字
を
扱
ふ
場
合
に
も
亦
、
言
葉
を

扱
ふ
以
上
に
窮
屈
な
用
心
を
し
な
い
方
が
却
っ
て
言
文
一
致
の
精
神
に
適
ふ

と
い
ふ
も
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
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こ
こ
で
、
佐
藤
は
、
造
遥
以
来
の
文
体
観
に
即
し
て
、
話
し
言
葉
に
立
脚
し

た
言
文
一
致
体
を
、
(
窮
屈
な
用
心
)
を
し
な
く
て
も
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と

の
で
き
る
文
体
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
を
も
つ

佐
藤
に
と
っ
て
、
芥
川
の
文
章
は
(
人
形
の
や
う
な
)
　
つ
く
り
も
の
の
文
章
に
見

え
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
佐
藤
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
完
全
な

言
文
一
致
体
を
使
わ
な
い
芥
川
の
文
章
が
、
日
常
生
活
か
ら
承
離
し
た
不
自
然
な

文
章
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

(
6
)

佐
藤
と
同
じ
く
、
芥
川
の
文
章
の
不
自
然
さ
を
感
じ
た
寺
田
透
の
指
摘
に
は

そ
れ
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
寺
田
は
「
枯
野
抄
」
(
『
新
小
説
』
大
正
七
年
一
〇

月
)
の
芭
蕉
臨
終
の
場
面
に
お
け
る
末
尾
の
一
文
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

「
法
然
と
し
て
属
練
に
就
い
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
一
句
が
わ
れ
わ
れ
の

胸
に
絡
み
ぬ
以
上
、
空
疎
な
ひ
び
き
を
立
て
る
こ
と
を
い
か
ん
と
も
し
が
た

い
。
(
中
略
)
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
芭
蕉
の
死
、
あ
る
い
は
死
に
行
く
芭
蕉

の
姿
の
刻
み
こ
ま
れ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
の
も
こ
の
言
葉
で
は
な
か
ろ
う

か
。
(
中
略
)
芭
蕉
の
孤
独
な
死
が
あ
わ
あ
わ
し
い
印
象
し
か
残
さ
な
い
の

も
、
幾
分
か
は
こ
の
「
最
後
の
一
句
」
が
、
た
だ
結
句
の
た
め
の
結
句
と
し

て
、
宙
に
漂
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

識
は
言
文
一
致
体
が
確
立
さ
れ
た
後
の
、
日
本
の
近
代
小
説
の
読
者
と
し
て
一
般

的
な
認
識
だ
ろ
う
。

川
端
に
対
す
る
佐
藤
、
寺
田
と
い
う
、
芥
川
の
文
章
に
対
す
る
二
極
化
し
た

評
価
を
見
る
と
、
芥
川
の
文
章
を
視
座
と
し
て
、
日
本
の
言
文
一
致
運
動
の
功
罪

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

散
文
に
(
音
楽
的
)
な
も
の
を
求
め
る
芥
川
が
、
音
的
な
美
感
を
も
つ
文
語

を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
試
み
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
佐
藤
や

寺
田
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
文
語
的
表
現
を
使
用
す
る
こ
と
は
小
説
の
リ
ア

リ
ズ
ム
を
損
ね
て
し
ま
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
リ
ズ
ム
　
(
文
語
体
)
と
リ
ア
リ
ズ

ム
(
言
文
一
致
体
)
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
と
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
失
わ
れ
る
。

こ
の
表
現
に
お
け
る
文
体
選
択
の
問
題
は
ど
う
に
も
解
決
し
よ
う
が
な
い
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
小
説
に
お
い
て
言
文
一
致
体
を
選
択
し
た
う
え
で
、
帝
離

し
た
眼
と
耳
の
止
揚
を
試
み
た
と
き
、
芥
川
が
選
ん
だ
の
が
、
「
語
り
手
」
に
よ

っ
て
「
語
る
」
と
い
う
手
段
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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四

寺
田
が
取
り
上
げ
た
「
枯
野
抄
」
　
の
文
章
は
、
原
則
と
し
て
言
文
一
致
体
で

ぁ
る
が
、
(
法
然
と
し
て
)
、
(
属
繚
)
な
ど
文
語
特
有
の
表
現
が
織
り
交
ぜ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
が
、
寺
田
に
は
(
死
に
行
く
芭
蕉
の
姿
の
刻
み
こ
ま
れ

る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
)
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
佐
藤
や
寺
田
の
よ
う
な
認

芥
川
は
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
芸
術
論
を
遺
し
て
い
る
。
そ

の
中
で
も
大
正
一
四
年
に
文
芸
春
秋
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
文
芸
講
座
』
の
た
め

に
書
か
れ
た
「
文
芸
一
般
論
」
(
大
正
一
三
年
九
月
～
大
正
一
四
年
五
月
)
は
最

も
大
部
な
も
の
で
あ
る
。
書
き
出
し
の
(
わ
た
し
は
文
芸
と
吾
ふ
も
の
を
で
き
る

だ
け
平
易
に
考
え
て
み
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
)
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
内
容
は
、
一
般
の
読
者
に
配
慮
し
て
、
丁
寧
且
つ
詳
細
に
書
か
れ
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
芥
川
は
文
芸
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
て
い
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言
語
或
は
文
字
を
使
は
ぬ
文
芸
と
云
ふ
も
の
は
何
処
に
も
な
い
、
文
芸

は
言
語
或
は
文
字
を
表
現
の
手
段
に
す
る
芸
術
で
あ
り
ま
す
。
し
て
見
れ
ば

文
芸
も
或
る
意
味
の
外
に
、
或
る
音
を
具
へ
て
ゐ
る
も
の
に
違
ひ
あ
り
ま
せ

ん
。
(
中
略
)
　
現
に
短
歌
に
徴
す
れ
ば
、
一
首
の
意
味
と
一
首
の
音
と
は
常

に
微
妙
に
か
ら
み
合
っ
て
ゐ
ま
す
。
た
七
へ
ば
「
足
び
き
の
山
河
の
瀬
の
鳴

る
な
べ
に
弓
月
が
嶽
に
雲
立
ち
渡
る
」
と
言
ふ
人
麻
呂
の
歌
を
御
覧
な
さ
い
。

こ
の
雄
渾
な
景
情
は
こ
の
雄
渾
な
調
子
を
待
た
ず
に
現
は
さ
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
或
は
こ
の
一
首
の
短
歌
か
ら
我
々
の
心
に
伝
わ
る
感
銘
　
-

如
何
に
も
雄
渾
を
極
め
た
感
銘
は
景
情
と
調
子
の
一
つ
に
な
っ
た
「
全
体
」

か
ら
ば
か
り
生
ま
れ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

る
」
を
御
覧
な
さ
い
。
あ
の
軽
妙
な
文
章
の
調
子
は
あ
の
軽
妙
な
作
品
の
効

果
を
少
な
か
ら
ず
扶
け
て
ゐ
ま
す
。
す
る
と
散
文
に
も
短
歌
の
や
う
に
、
言

語
の
意
味
と
音
と
の
一
つ
に
な
っ
た
「
全
体
」
は
存
在
す
る
と
言
は
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

芥
川
は
ま
ず
、
文
芸
と
は
、
(
意
味
)
　
と
　
(
音
)
　
の
両
面
が
　
(
微
妙
に
絡
み
合

っ
た
)
芸
術
だ
と
定
義
し
て
い
る
。
さ
ら
に
人
麻
呂
の
短
歌
を
例
に
挙
げ
る
こ
と

で
、
(
意
味
V
 
I
-
八
景
情
)
、
(
音
)
=
(
調
子
)
　
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

前
述
し
て
き
た
図
式
に
当
て
朕
め
れ
ば
、
(
景
情
)
　
を
文
章
の
視
覚
的
リ
ア
リ

ズ
ム
に
、
(
調
子
)
　
を
聴
覚
的
リ
ズ
ム
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
文

学
に
対
す
る
芥
川
ら
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
続
け
て
、
芥
川
は
散
文
を
例
に
出
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

勿
論
比
較
的
聴
覚
的
効
果
を
重
ん
じ
な
い
形
式
　
-
　
即
ち
散
文
は
短
歌
の

よ
う
に
言
語
の
音
に
負
ふ
所
は
多
く
な
い
の
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

何
よ
り
も
早
い
話
が
、
夏
目
先
生
の
　
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
や
「
吾
輩
は
猫
で
あ

こ
こ
で
芥
川
が
、
漱
石
の
「
坊
ち
ゃ
ん
」
(
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
明
治
三
九
年
四
月
)

と
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
　
(
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
明
治
三
一
年
一
月
～
三
九
年
八
月
)

を
調
子
(
リ
ズ
ム
)
を
も
っ
た
散
文
と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
興
味

深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
二
作
品
は
、
原
則
と
し
て
言
文
一
致
体
で
書
か
れ
て
い

る
小
説
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
芥
川
に
と
っ
て
リ
ズ
ム
あ
る
散
文
と
は
、
定
律

が
あ
り
、
(
朗
請
的
美
感
)
　
を
も
つ
漢
文
調
の
文
章
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
た
時
、
特
に
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
(
以
下
、
「
猫
」
)
な
ど
は
、
(
文

(
7
)

体
実
験
の
相
場
)
　
で
あ
っ
て
、
漢
文
調
の
文
章
も
散
見
さ
れ
る
の
だ
が
、
作
品
全

体
が
漢
文
的
な
韻
律
を
も
っ
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
確

か
に
芥
川
の
言
う
通
り
、
二
つ
の
小
説
か
ら
は
、
あ
る
　
(
軽
妙
な
調
子
)
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
二
つ
の
小
説
の
　
「
語
り
」
　
に
よ

っ
て
生
ま
れ
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
「
猫
」
を
取
り
あ
げ
て
み
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
漱
石
の
　
「
猫
」

は
、
文
章
会
「
山
会
」
　
で
朗
読
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
た
小
説
で
あ

(
8
)

っ
た
。
原
子
朗
は
、
「
猫
」
　
を
　
(
語
り
く
ち
の
面
白
さ
だ
け
で
読
ま
せ
る
小
説
)

で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
語
り
く
ち
を
分
析
し
て
、
①
短
文
が
多
い
こ
と
、
②
打

消
・
否
定
の
語
尾
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
、
③
そ
れ
に
対
応
し
て
肯
定
型
の
文
末
(
居

る
、
あ
る
)
　
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
、
④
動
詞
は
文
末
に
か
ざ
ら
す
現
在
終
止
形
が

35
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多
く
、
助
動
詞
が
少
な
い
こ
と
、
⑤
同
語
反
復
、
い
わ
ゆ
る
尻
取
り
文
句
が
多
い

こ
と
、
以
上
五
点
を
そ
の
特
長
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

原
の
指
摘
は
、
漱
石
が
話
し
言
葉
の
内
在
律
を
整
序
し
て
、
「
語
り
」
　
の
リ
ズ

ム
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
　
「
語
り
」
は

読
者
が
、
「
吾
輩
」
と
名
乗
る
、
斜
に
構
え
た
「
語
り
手
」
　
の
声
を
想
像
す
る
こ

と
で
、
は
じ
め
て
活
き
た
リ
ズ
ム
と
な
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
『
新
体
詩
抄
』
(
明
治
一
五
年
八
月
)
を
著
し
、
日
本
近
代
詩
に
お
い

て
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た
外
山
正
一
は
、
後
に
自
由
詩
に
よ
る
定
型
(
外
在
律
)

の
破
壊
を
唱
え
た
。
そ
の
際
、
外
山
は
(
与
の
新
体
詩
に
彼
此
批
評
を
加
え
む
と

す
る
者
は
。
与
の
如
何
に
こ
れ
を
口
演
す
る
か
を
ま
づ
始
め
に
知
る
を
要
す
)
(
『
新

体
詩
歌
集
』
明
治
二
八
年
一
〇
月
)
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
音
ノ
な
外
山
の
態

(
9
)

度
を
勝
原
晴
希
は
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

い
て
も
、
全
然
声
と
云
う
も
の
を
想
像
し
な
い
で
読
む
こ
と
は
出
来
な
い
。
人
々

は
心
の
中
で
声
を
出
し
、
そ
う
し
て
そ
の
声
を
心
の
耳
に
聴
き
な
が
ら
読
む
。
)

(
『
文
章
読
本
』
昭
和
九
年
二
月
、
中
央
社
)
と
言
っ
た
の
は
谷
崎
潤
一
郎
で

ぁ
る
が
、
「
語
り
手
」
に
よ
る
「
語
り
」
に
き
わ
め
て
意
識
的
で
あ
っ
た
谷
崎
の

文
章
を
思
い
浮
か
べ
た
時
、
漱
石
と
は
、
全
く
文
体
が
異
な
る
が
、
そ
の
文
章
が

あ
る
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
筈
で
あ
る
。

〇
〇
)

田
中
真
澄
は
「
語
る
」
こ
と
に
つ
い
て
(
〝
話
す
″
こ
と
と
同
じ
く
音
声
に

ょ
る
口
頭
の
言
語
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
醜
ら
か
に
日
常
的
な
会
話
の
レ
ベ
ル
と

は
異
な
っ
た
位
相
を
持
つ
も
の
で
、
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
収
容
す
る
に
は
違
和
感

が
感
じ
ら
れ
る
)
と
述
べ
、
「
語
る
」
例
と
し
て
、
口
承
文
芸
、
唱
導
文
芸
、
話

芸
、
演
説
、
朗
読
、
講
演
、
講
義
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
田
中
は
続
け
て
、
.
そ
の

「
語
る
」
　
こ
と
の
特
徴
を
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
剣
を
振
る
の
士
官
。
銃
を
発
つ
の
士
卒
。
こ
れ
ぞ
勇
ま
し
き
軍
人
な
り
」

と
い
う
殺
伐
と
し
た
「
我
は
嘲
臥
手
な
り
」
・
は
、
そ
れ
こ
そ
勇
ま
し
く
「
口

演
」
さ
れ
た
。
(
中
略
)
外
山
正
一
と
い
う
個
体
の
情
動
の
場
を
潜
り
抜
け

て
発
さ
れ
る
そ
の
詩
句
は
、
自
由
詩
川
内
在
律
の
先
駆
け
に
他
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
見
た
時
、
口
演
に
よ
る
外
山
の
試
み
と
、
漱
石
の
「
猫
」
と
の
差
異

は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
外
山
が
自
ら
を
「
語
り
手
」
と
し
て
リ
ズ
ム
あ
る

表
現
を
作
り
出
し
た
の
に
対
し
、
漱
石
は
作
品
内
に
、
猫
と
い
う
「
語
り
手
」
を

虚
構
化
し
、
閉
じ
こ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
実
行
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
語
る
」
　
こ
と
は
本
来
的
に
あ
る
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
る

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(
た
と
い
音
読
の
習
慣
が
す
た
れ
か
け
た
今
日
に
お

〝
話
す
〝
こ
と
が
原
則
的
に
個
人
と
個
人
の
関
係
で
な
さ
れ
る
の
と
は
違

っ
て
、
多
数
(
多
く
は
不
特
定
の
)
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る

こ
と
を
特
徴
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
し
か
も
そ
れ
ら
は
日
常

語
を
使
っ
て
い
て
も
、
日
常
的
な
〝
話
す
〃
こ
と
と
は
異
な
る
発
声
、
音
調
、

高
低
、
強
弱
、
リ
ズ
ム
、
旋
律
等
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
(
む

ろ
ん
現
象
的
に
は
個
別
の
現
れ
か
た
を
す
る
の
で
あ
る
が
)
。

「
話
す
」
こ
と
が
、
特
定
の
個
人
間
に
限
定
さ
れ
た
、
そ
の
場
限
り
の
話
し
言

葉
の
使
用
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
小
説
に
お
け
る
「
語
り
」
は
、
不
特
定
多
数
の

読
者
に
向
か
っ
て
自
立
的
に
叙
述
さ
れ
る
、
加
工
を
伴
う
話
し
言
葉
で
あ
る
せ
い

ぅ
点
で
、
明
ら
か
に
口
承
文
芸
や
演
説
に
近
接
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
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考
え
た
と
き
、
初
期
の
日
本
の
言
文
一
致
体
の
小
説
が
、
講
談
や
落
語
と
深
い
関

係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。

文
学
史
の
中
で
、
三
遊
亭
円
朝
の
講
談
本
を
参
考
に
し
て
、
二
葉
亭
四
迷
の
言

文
一
致
小
説
「
浮
雲
」
　
(
明
治
二
〇
年
六
月
～
二
二
年
八
月
)
が
生
ま
れ
た
と
い

ぅ
こ
と
は
既
に
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
リ
ズ
ム
感
に
と
ぼ
し
く
、
発
話
の
自
立
性

を
つ
く
り
だ
す
の
が
苦
手
な
日
本
語
(
話
し
言
葉
)
も
音
数
律
な
ど
を
利
用
す
れ

ば
利
用
す
れ
ば
、
独
特
の
四
な
い
し
、
八
拍
子
の
リ
ズ
ム
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が

で
き
る
。
講
談
や
落
語
は
、
そ
う
し
た
日
本
語
特
有
の
韻
律
を
も
っ
た
話
芸
で
あ

(〓)

る
。
そ
れ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
浮
雲
」
　
は
話
し
言
葉
に
欠
け
て
い

た
、
聴
覚
的
な
リ
ズ
ム
を
獲
得
し
、
最
初
の
言
文
一
致
体
の
小
説
と
し
て
成
立
し

た
の
で
あ
る
。

視
覚
性
は
強
い
が
、
聴
覚
性
に
欠
け
る
近
代
の
散
文
に
お
い
て
、
そ
の
聴
覚
性

を
復
権
さ
せ
る
も
の
が
、
「
語
り
」
と
い
う
方
法
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
浮

雲
」
と
同
様
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
に
漱
石
の
愛
好
し
た
落
語
の
影
響
が
見
ら

(
1
2
)

れ
る
こ
と
は
、
興
津
要
ら
の
研
究
に
詳
し
い
。
「
語
り
」
と
「
写
生
文
」
を
融
合

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
猫
」
　
は
視
覚
性
と
聴
覚
性
を
兼
ね
備
え
た
、
言
文
一

致
体
の
小
説
と
し
て
成
功
し
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
た
時
、
芥
川
の
初
期
文
章
に
、

「
猫
」
　
の
文
体
模
写
を
試
み
た
　
「
吾
輩
も
犬
で
あ
る
(
仮
)
」
　
(
『
碧
潮
』
明
治
四

一
年
二
月
)
と
い
う
作
品
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
実
だ
ろ
う
。
芥

川
に
と
っ
て
、
「
猫
」
　
は
自
身
の
目
指
す
散
文
の
あ
り
方
の
一
つ
の
理
想
型
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

東
京
の
本
所
に
生
ま
れ
た
芥
川
も
ま
た
、
落
語
や
講
談
な
ど
伝
統
的
話
芸
と
の

関
わ
り
は
深
か
っ
た
。
「
僻
見
」
　
(
大
正
二
三
年
三
、
四
月
『
女
性
改
造
』
)
　
に
よ

れ
ば
、
芥
川
は
本
所
御
竹
倉
の
　
(
壁
に
何
百
と
知
れ
ぬ
講
談
の
速
記
本
)
　
に
よ
っ

て
文
芸
を
教
え
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
間
宮
茂
輔
の
回
想
「
芥
川
龍

之
介
断
片
」
　
(
『
新
日
本
文
学
』
昭
和
二
五
年
七
月
)
　
に
は
、
芥
川
と
講
談
と
の
関

係
に
つ
い
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

(
大
正
九
年
の
秋
)
、
間
宮
は
慶
応
で
の
講
演
に
、
講
師
と
し
て
招
い
た
芥
川

を
迎
え
に
行
っ
た
。
電
車
が
小
柳
事
を
過
ぎ
よ
う
と
す
る
時
、
芥
川
が
　
(
小
説
を

〓

字

欠

]

　

　

　

〔

マ

マ

】

書
く
つ
も
り
な
ら
、
講
釈
を
聞
か
　
□
　
く
ち
や
黙
目
だ
、
ホ
ラ
、
看
板
の
小

金
井
産
州
、
あ
れ
な
ん
ぞ
、
話
が
描
写
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
ね
)
と
言
っ
た
と
い

ぅ
。
間
宮
は
二
、
三
日
前
に
小
柳
亭
で
産
州
を
聴
い
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
た
め
、

(
講
釈
と
近
代
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
疑
惑
を
お
し
出
し
、
芥
川
が
主
と
し
て
表

現
の
問
題
で
い
ろ
ん
な
引
例
を
し
な
が
ら
わ
た
し
を
説
得
せ
ん
と
試
み
た
)
と
述

べ
て
い
る
。

芥
川
が
こ
こ
で
、
講
談
に
つ
い
て
、
(
話
が
描
写
に
な
っ
て
ゐ
る
)
と
語
っ
て

い
る
の
は
興
味
深
い
。
小
説
の
文
章
は
普
通
、
描
写
の
部
分
と
説
明
の
部
分
か
ら

な
る
。
説
明
と
は
「
語
り
手
」
の
「
語
り
」
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
主
観
性
が
強
い
。

「
S
h
O
W
i
n
g
(
示
す
こ
と
)
」
を
基
本
と
す
る
近
代
小
説
で
は
普
通
、
描
写
が
主
で
、

説
明
は
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
語
る
」
小
説
に
は
こ
の
関
係
が

あ
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
「
羅
生
門
」
　
の
冒
頭
を
引
用
し
て
み
る
。

37

五

或
日
の
暮
方
の
事
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を

待
っ
て
ゐ
た
。

・
広
い
門
の
下
に
は
、
こ
の
男
の
外
に
誰
も
ゐ
な
い
。
唯
、
所
々
丹
塗
り
の
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剥
げ
た
、
大
き
な
円
柱
に
蟻
蜂
が
一
匹
と
ま
っ
て
ゐ
る
。
刺
到
1
-
-
剰
萄

対
瑚
国
利
到
瑚
月
刊
-
当
叫
矧
内
相
出
羽
痢
朝
功
創
刊
引
潮
嘲
刊
鋼
1
引
引

二
三
人
は
あ
り
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。

な
い
。

そ
れ
が
、

こ
の
男
の
外
に
は
誰
も
ゐ

引
用
部
分
の
よ
う
な
事
実
の
叙
述
で
も
、
「
語
り
手
」
の
主
観
の
批
評
を
受
け
、

ま
た
は
主
観
に
か
ら
ま
れ
て
、
「
語
り
手
」
　
の
「
語
り
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

「
語
り
」
と
は
ま
た
、
自
然
主
義
の
小
説
の
よ
う
に
対
象
と
自
己
の
距
離
を
客

観
的
に
保
ち
続
け
る
こ
と
を
や
め
、
対
象
を
「
語
り
手
」
　
の
主
観
に
と
り
こ
ん
で

主
観
の
言
葉
で
表
出
す
る
態
度
で
あ
る
。
主
観
の
強
い
「
語
り
手
」
が
自
他
の
区

別
を
失
っ
て
、
時
に
「
語
り
手
」
で
あ
っ
た
り
、
話
中
人
物
に
な
っ
て
い
た
り
す

る
現
象
が
起
・
こ
る
。
再
び
　
「
羅
生
門
」
か
ら
引
用
し
よ
う
。

や

も

り

下
人
は
守
宮
の
や
う
に
足
音
を
ぬ
す
ん
で
や
つ
と
急
な
梯
子
を
、
一
番
上

の
段
ま
で
這
ふ
や
う
に
し
て
上
り
つ
め
た
。
さ
う
し
て
体
を
出
来
る
丈
、
前

へ
出
し
て
、
恐
る
恐
る
、
楼
の
内
を
覗
い
て
剋
村
。

見
る
と
、
楼
の
内
に
は
、
噂
に
聞
い
た
と
お
り
、
幾
つ
か
の
死
骸
が
無
造

作
に
棄
て
ゝ
あ
る
が
、
火
の
光
の
及
ぶ
範
囲
が
、
思
っ
た
よ
り
狭
い
の
で
、

数
は
幾
つ
と
も
.
珂
利
別
瑚
叫
。

(
1
3
)
・

三
谷
邦
明
は
こ
の
部
分
を
(
地
の
文
的
に
三
人
称
/
過
去
と
し
て
読
む
と
同

時
に
、
自
己
が
あ
た
か
も
下
人
に
な
り
、
楼
の
内
に
棄
て
て
あ
る
死
骸
を
な
が
め

て
い
る
よ
う
な
、
一
人
称
/
現
在
の
錯
覚
に
陥
る
の
で
あ
っ
て
、
主
格
・
主
語
の

省
略
・
不
在
が
、
地
の
文
と
一
人
称
叙
述
の
二
つ
の
声
が
聞
こ
え
る
、
自
由
間
接

言
説
を
生
み
出
し
て
い
る
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
語
り
手
」
自
体

が
下
人
に
同
化
す
る
こ
と
で
、
生
き
生
き
と
し
た
描
写
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
文
章
は
読
者
に
、
眼
で
見
る
こ
と
と
同
時
に
、
耳
で
聴
く
こ
と
を
喚
起

さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
芥
川
の
小
説
を
概
観
し
た
時
、
前
期
、
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て

「
語
り
」
の
形
態
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
前
期
か
ら
中
期
に

か
け
て
の
「
語
り
手
」
た
ち
は
、
聞
き
手
に
対
し
て
き
わ
め
て
餞
舌
で
あ
る
。
彼

ら
は
、
た
だ
事
実
を
伝
え
る
だ
け
の
「
語
り
手
」
で
は
な
い
。
そ
の
「
語
り
」
は

時
に
調
子
づ
き
、
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
、
読
者
に
対
す
る
よ
び
か
け
ま
で
行
う

こ
と
が
あ
る
。

読
者
は
唯
、
平
安
朝
と
云
ふ
、
遠
い
昔
が
背
景
に
な
っ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ

と
を
知
っ
て
さ
へ
く
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
(
「
芋
粥
」
『
新
小
説
』
大
正

五
年
九
月
)
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先
生
の
専
門
は
、
植
民
地
政
策
の
研
究
で
あ
る
。
従
っ
て
読
者
に
は
、
先

生
が
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
イ
を
読
ん
で
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
が
、
柳
、
唐
突
の
感

を
与
へ
る
か
も
知
れ
な
い
。
(
「
手
巾
」
『
中
央
公
論
』
大
正
五
年
一
〇
月
)

(
1
4
)

小
森
陽
一
に
よ
れ
ば
、
小
説
言
語
と
比
べ
た
時
、
日
常
言
語
に
は
次
の
よ
う

な
特
長
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う
。

日
常
の
言
表
で
は
、
多
く
の
場
合
人
称
的
な
主
語
は
明
示
さ
れ
な
い
だ
ろ

ぅ
し
、
文
末
は
「
た
」
で
言
い
切
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
る
」
や
「
ね
」
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と
い
っ
た
言
表
の
相
手
の
反
応
を
う
か
が
い
、
相
手
の
発
話
を
う
な
が
す
よ

ぅ
な
　
(
応
答
を
内
包
し
た
)
助
詞
な
ど
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私

た
ち
は
　
(
中
略
)
　
き
わ
め
て
場
面
視
向
的
な
、
対
話
(
伝
達
)
　
の
相
手
の
存

在
を
強
く
意
識
し
た
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
相
手
と
か
か
わ
る
発
話
主
体

の
あ
り
か
た
を
も
顕
在
化
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
の
あ
り
方
を
選
ん
で
い
る
の

だ
。

顔
は
美
人
と
言
う
ほ
ど
で
は
な
い
。
し
か
し
、
-
-
保
吾
は
ま
だ
東
西

を
論
ぜ
ず
、
近
代
の
小
説
の
女
主
人
公
に
無
条
件
の
美
人
を
見
た
こ
と
は
な

い
。
作
者
は
女
性
の
描
写
に
な
る
と
、
大
抵
「
彼
女
は
美
人
で
は
な
い
。
し

か
し
…
…
」
と
か
何
と
か
断
っ
て
ゐ
る
。
按
ず
る
に
無
条
件
の
美
人
を
認
め

る
の
は
近
代
人
の
面
目
に
関
わ
る
ら
し
い
。
だ
か
ら
保
吉
も
こ
の
お
嬢
さ
ん

に
　
「
し
か
し
」
　
と
言
う
条
件
を
加
え
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
志
賀
直
哉
の
文
章
が
非
常
に
客
観
的
で
明
晰
な
印
象
を
与
え
る
の
は
、

厳
密
に
事
態
を
対
象
化
す
る
、
文
末
詞
「
た
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
芥
川
の
文
章
は
、
文
末
詞
「
る
」

を
用
い
た
(
場
面
視
向
的
な
)
、
(
対
話
(
伝
達
)
　
の
相
手
を
強
く
意
識
し
た
)
も

の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
聞
き
手
の
反
応
に
よ
っ
て
、
注

釈
を
加
え
た
り
、
話
題
を
選
択
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
ラ
イ
ブ
感
を
も
っ
た
「
語

り
」
　
の
再
現
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
、
「
地
獄
変
」

や
、
「
奉
教
人
の
死
」
　
(
『
三
田
文
学
』
大
正
七
年
九
月
)
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
が
全
体
と
し
て
、
「
語
り
手
」
と
、
眼
の
前
で
彼
の
話
を

聞
い
て
い
る
　
「
聞
き
手
」
　
の
い
る
口
承
的
な
物
語
の
場
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
読
者
に
、
物
語
を
「
読
む
」
と
い
う
よ
り
、

「
聴
く
」
　
こ
と
を
要
請
す
る
芥
川
の
態
度
表
明
で
あ
る
と
言
え
る
。

一
般
に
、
中
期
の
私
小
説
的
傾
向
の
作
品
と
言
わ
れ
て
い
る
所
謂
「
保
書
物
」

に
お
い
て
も
そ
の
「
語
り
」
は
聞
き
手
を
を
常
に
意
識
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
お

辞
宜
」
(
『
女
性
』
大
正
二
年
一
〇
月
)
の
中
で
保
吉
が
停
車
場
で
、
い
つ
も
会

ぅ
ぉ
嬢
さ
ん
を
眺
め
る
場
面
で
は
積
極
的
に
「
語
り
手
」
が
顔
を
だ
し
て
い
る
。

後
期
の
小
説
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
語
り
」
の
俵
舌
さ
は
、
な
り
を
ひ
そ
め
る
。

「
蜃
気
楼
」
　
(
『
婦
人
公
論
』
昭
和
二
年
三
月
)
、
「
歯
車
」
　
(
『
大
調
和
』
昭
和
二
年

六
月
、
『
文
芸
春
秋
』
十
月
)
、
な
ど
の
小
説
で
は
、
一
人
称
の
　
「
語
り
手
」
が
自

分
の
思
っ
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
を
た
だ
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で

の
小
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
積
極
的
「
語
り
」
の
手
法
を
排
し
て
、
聞
き
手
に
「
聴

か
せ
る
」
意
識
も
非
常
に
稀
薄
に
見
え
る
。

終
生
へ
音
楽
的
な
)
散
文
を
求
め
続
け
た
芥
川
の
意
志
に
反
し
て
、
晩
年
の
小

説
は
そ
れ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
は
お
そ
ら
く
、
晩
年
の

芥
川
の
小
説
意
識
と
も
密
接
に
関
わ
る
も
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「
新
潮
合
評
会
」

(
『
新
潮
』
昭
和
二
年
二
月
)
席
上
で
、
芥
川
は
次
の
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い

る
。
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僕
は
谷
崎
氏
の
作
品
に
就
て
言
を
は
さ
み
た
い
が
重
大
問
題
な
ん
だ
が
、

谷
崎
君
の
読
ん
で
何
時
も
此
頃
痛
切
に
感
ず
る
し
、
僕
も
昔
書
い
た
「
薮
の

中
」
に
就
て
も
感
ず
る
の
だ
が
、
話
の
筋
と
云
ふ
も
の
が
芸
術
的
な
も
の
か

ど
う
か
と
云
ふ
問
題
、
純
芸
術
的
な
も
の
か
ど
う
か
と
云
ふ
こ
と
が
、
非
常

に
疑
問
だ
と
思
ふ
。
筋
の
面
白
さ
と
云
ふ
も
の
が
…
…
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小
説
の
筋
は
　
「
語
り
」
　
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
(
筋
の
面
白

さ
)
を
否
定
し
た
、
晩
年
の
芥
川
は
、
前
期
、
中
期
に
見
ら
れ
る
積
極
的
な
「
語

り
」
　
を
排
除
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
小
説
の
筋
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
語
り
」
そ
の
も
の
を

も
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
主
張
と
は
裏
腹
に
芥

川
は
最
後
ま
で
、
顕
在
化
し
た
「
語
り
手
」
　
に
よ
る
「
語
り
」
　
の
手
法
を
と
り
続

け
た
。
晩
年
の
芥
川
に
と
っ
て
、
小
説
の
　
「
語
り
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
　
(
1
)
篠
崎
美
生
子
「
語
り
手
」
　
(
『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』
平
成
一
三
年
一
二
月
、

翰
林
書
房
)

(
2
)
佐
伯
彰
一
「
聖
な
る
狂
気
　
芥
川
龍
之
介
I
」
　
(
『
物
語
芸
術
論
』
昭
和
五

四
年
八
月
、
講
談
社

(
3
)
佐
藤
泰
正
　
「
(
語
り
)
　
の
転
移
-
水
上
勉
と
芥
川
龍
之
介
」
　
(
『
語
り
と
は
何

か
』
昭
和
五
七
年
六
月
、
笠
間
選
書
)

(
4
)
磯
貝
英
夫
「
文
章
と
し
て
の
　
「
言
文
一
致
」
」
　
(
『
国
文
学
』
昭
和
五
五
年
八

月
)

(
5
)
篠
田
一
士
「
韻
文
か
ら
離
脱
し
た
近
代
の
散
文
」
(
『
日
本
文
学
』
昭
和
五

四
年
四
月
)

(
6
)
寺
田
透
「
芥
川
龍
之
介
の
文
体
」
　
(
『
文
学
そ
の
内
面
と
外
界
』
昭
和
三
四

年
一
月
)

(
7
)
相
原
和
邦
「
漱
石
作
品
の
文
体
を
分
析
す
る
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
」
　
(
『
国

文
学
』
昭
和
五
五
年
八
月
)

(
8
)
原
子
朗
「
『
猫
』
の
文
体
序
論
」
(
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
五
四
年
六
月
)

(
9
)
勝
原
晴
希
「
明
治
期
の
詩
歌
-
詩
と
散
文
の
交
響
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
詩
う

作
家
た
ち
ー
詩
と
小
説
の
あ
い
だ
』
平
成
八
年
四
月
、
至
文
堂
)

(
1
0
)
田
中
真
澄
「
話
す
・
語
る
・
書
く
-
常
識
的
な
余
り
に
常
識
的
な
」
(
『
文

学
界
』
平
成
二
年
一
〇
月
)

(
‖
)
兵
頭
裕
己
「
明
治
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ー
演
説
と
芸
能
」
　
(
『
岩
波
講
座
日

本
の
近
代
文
化
史
』
平
成
一
二
年
二
月
、
岩
波
書
店
)

(
望
興
津
要
「
漱
石
と
江
戸
」
(
『
講
座
夏
日
漱
石
　
第
五
巻
』
昭
和
五
七
年
四

月
、
有
斐
閣
)

(
曇
三
谷
邦
明
「
『
羅
生
門
』
の
言
説
分
析
」
(
『
近
代
小
説
の
(
語
り
)
と
(
言

説
)
』
平
成
八
年
六
月
、
有
精
堂
出
版
)

(
1
4
)
小
森
陽
一
「
『
浮
雲
』
に
お
け
る
物
語
と
文
体
」
(
『
文
体
と
し
て
の
物
語
』

昭
和
六
三
年
四
月
、
筑
摩
書
房
)

40

(
た
か
さ
き
　
け
い
い
ち
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
在
学
)




