
笑

い

の
文
学

－
芥
川
龍
之
介
へ
の
一
視
点
－

　
　
　
　
二
）

　
悲
劇
と
喜
劇
が
紙
一
重
で
あ
る
こ
と
を
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
モ
リ

エ
ー
ル
の
戯
曲
を
読
ん
で
、
感
じ
る
。
そ
の
両
者
を
異
な
る
性
格
に
し

て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
作
者
の
、
あ
る
い
は
観
客
の
視
点
の
相
違
で

あ
ろ
う
。
「
マ
ク
ペ
ス
」
も
「
オ
セ
ロ
ー
」
も
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
人

間
の
哀
し
く
も
愚
か
な
る
属
性
を
挟
り
出
し
て
見
せ
た
喜
劇
と
、
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
芥
川
龍
之
介
の
小
説
「
羅
生
門
」
は
、
そ
れ
が
高
校
の
国
語
の
教
科

書
に
採
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
多
様
な
読
み
方
が
な
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
笑
い
の
文
学
と
し
て
捉
え
た
も
の
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
の
小
説
を
初
め
と
す
る
芥
川

の
文
学
を
視
点
の
移
動
に
よ
っ
て
、
笑
い
の
文
学
と
し
て
考
え
て
み
た

い
。

　
　
　
　
（
二
）

工
　
　
藤

茂

　
こ
こ
で
は
ま
ず
小
説
「
枯
野
抄
」
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。

　
　
　
元
禄
七
年
十
月
十
二
日
の
午
後
で
あ
る
。
一
し
き
り
赤
々
と
朝

　
　
焼
け
た
空
け
、
又
昨
日
の
や
う
に
時
雨
れ
る
か
と
、
大
阪
商
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
寝
起
の
眼
を
、
遠
い
瓦
屋
根
の
向
う
に
誘
つ
た
が
、
幸
葉
を
ふ
る

　
　
っ
た
柳
の
梢
を
、
煙
ら
せ
る
程
の
雨
も
な
く
、
や
が
て
曇
り
な
が

　
　
ら
も
う
す
明
い
、
も
の
静
な
冬
の
昼
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
が
「
枯
野
抄
」
の
書
き
出
し
で
あ
る
。

　
大
阪
の
冬
の
朝
か
ら
昼
へ
と
移
ろ
う
時
間
を
、
空
の
描
写
か
ら
始
め

そ
、
や
が
て
立
ち
並
ぶ
町
家
、
そ
の
間
を
流
れ
る
川
の
水
、
岸
を
行
く

往
来
の
人
々
へ
と
、
カ
メ
ラ
の
よ
う
に
写
し
と
っ
て
い
く
。
そ
の
最
初

の
部
分
、
映
画
で
い
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
ロ
ン
グ
・
シ
ョ
ッ
ト
で
と
ら
え

た
空
の
た
た
ず
ま
い
。
そ
れ
が
引
用
の
部
分
で
あ
っ
た
。

　
カ
メ
ラ
は
そ
こ
か
ら
パ
ノ
ラ
ミ
ン
グ
し
て
、
大
阪
の
町
の
様
子
を
写

し
、
人
形
芝
居
の
遠
い
三
味
線
の
音
を
録
音
し
な
が
ら
、
御
堂
前
衛
久



太
郎
町
、
花
屋
仁
左
衛
門
の
奥
座
敷
へ
と
入
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
展
開

さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
俳
諧
の
太
宗
匠
と
仰
が
れ
た
芭
蕉
庵
松
尾
挑

青
の
臨
終
の
場
面
で
あ
っ
た
。
五
十
一
歳
を
一
期
と
し
て
息
を
引
き
と

ろ
う
と
し
て
い
る
芭
蕉
と
、
彼
を
か
け
が
え
の
な
い
師
と
仰
ぐ
門
弟
た

ち
の
愁
嘆
場
で
あ
っ
た
。
カ
メ
ラ
は
容
赦
な
く
そ
こ
に
居
並
ぶ
弟
子
た

ち
の
心
の
ひ
だ
を
写
し
出
し
て
い
く
。
ま
こ
と
に
容
赦
な
く
。
す
る
と

愁
嘆
場
で
あ
る
は
ず
の
そ
の
場
面
が
、
い
つ
か
奇
妙
な
も
の
と
な
っ
て

し
ま
う
。
た
と
え
ば
次
の
場
面
。

　
　
　
　
（
略
）
芭
蕉
の
床
を
囲
ん
で
ゐ
た
一
同
の
心
に
、
愈
と
云
ふ
緊

　
　
張
し
た
感
じ
が
唯
妙
に
閃
い
た
の
は
こ
の
時
で
あ
る
。
が
、
そ
の

　
　
緊
張
し
た
感
じ
と
前
後
し
て
、
一
種
の
弛
緩
し
た
感
じ
が
　
　
云

　
　
け
ば
、
来
る
可
き
も
の
が
遂
に
来
た
と
云
よ
、
安
心
に
似
た
心
も

　
　
ち
が
、
通
り
す
ぎ
た
事
も
亦
争
は
れ
な
い
。

　
逆
接
の
接
続
詞
「
が
」
の
多
用
は
、
芥
川
の
文
体
の
特
色
で
あ
る
。

そ
の
「
が
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
前
後
の
文
の
う
ち
、
前
者
は
こ
の
場

面
に
相
応
し
い
緊
張
感
を
示
す
文
で
あ
る
が
、
後
者
は
そ
れ
に
そ
ぐ
わ

な
い
安
心
感
を
表
現
し
た
文
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
㈹
者

の
真
実
性
は
等
価
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
門
弟
た
ち
の
一
見
矛
盾
す

る
心
理
は
、
師
胆
石
の
死
に
際
し
て
芥
川
自
身
の
懐
い
た
も
の
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
可
能
性
は
甚
だ
太
で
あ
る
。
し
か
も
後
者
の

そ
れ
は
、
「
誰
も
そ
の
意
識
の
存
在
を
肯
定
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
程
、

微
妙
な
性
質
の
も
の
」
で
あ
っ
た
。
「
枯
野
抄
」
で
芥
川
が
そ
の
カ
メ
ラ

で
写
し
と
っ
て
見
せ
た
の
は
、
じ
つ
に
こ
の
意
識
で
あ
っ
た
。
以
下
彼

の
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
、
芭
蕉
の
弟
子
た
ち
の
意
識
を
追
っ

て
み
よ
う
。

　
其
角
は
師
匠
と
の
死
別
に
悲
し
み
が
湧
い
て
こ
な
い
。
彼
の
冷
淡
に

澄
み
わ
た
っ
た
心
に
起
こ
っ
た
の
は
、
意
外
に
も
「
致
死
期
の
師
匠
の

不
気
味
な
姿
」
に
対
す
る
「
烈
し
い
嫌
悪
の
情
」
で
あ
っ
た
。

　
師
匠
の
介
抱
に
没
頭
し
て
い
た
去
来
を
狂
わ
せ
た
の
は
、
人
の
悪
い

支
考
の
顔
に
ち
ら
り
と
閃
い
た
苦
笑
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
契
機
に
去
来

は
、
師
匠
の
容
態
を
心
配
す
る
ど
こ
ろ
か
、
い
た
ず
ら
に
看
病
に
没
頭

す
る
自
分
の
骨
折
り
ぶ
り
に
満
足
し
て
い
る
自
分
自
身
を
発
見
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
彼
の
心
に
疾
し
さ
を
も
た
ら
し
た
。

　
　
　
だ
か
ら
去
来
は
羽
根
楊
子
を
と
り
上
げ
る
と
、
妙
に
体
中
が
固

　
　
く
な
っ
て
、
そ
の
水
を
含
ん
だ
自
い
先
も
、
芭
蕉
の
唇
を
撫
で
な

　
　
が
ら
ヽ
頻
に
ふ
る
へ
て
ゐ
た
位
ヽ
異
常
な
興
奮
に
軟
は
れ
た
。
が
、
　
２

　
　
幸
、
そ
れ
と
其
に
、
彼
の
肘
七
に
溢
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
た
、
涙
の

　
　
珠
も
あ
つ
た
の
で
、
彼
を
見
て
ゐ
た
門
弟
た
ち
は
、
恐
く
あ
の
辛

　
　
氷
な
支
考
ま
で
、
全
く
こ
の
肌
ハ
奮
も
彼
の
悲
し
み
の
結
果
だ
と
解

　
　
釈
し
て
ゐ
た
事
だ
ろ
う
。

　
潔
癖
で
繊
細
で
正
直
者
の
去
来
の
行
為
を
右
の
よ
う
に
表
現
す
る
時
、

作
者
芥
川
の
意
図
は
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
一
つ
の
人
間
有

刺
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、
作
者
は
皮
肉
屋
の

東
花
坊
支
考
に
「
自
分
た
ち
門
弟
は
皆
師
匠
の
最
後
を
鵬
ま
ず
に
、
師

匠
を
失
っ
た
自
分
た
ち
自
身
を
悼
ん
で
ゐ
る
。
枯
野
に
窮
死
し
た
先
達

を
歎
か
ず
に
、
薄
暮
に
先
達
を
失
っ
た
自
分
た
ち
自
身
を
歎
い
て
ゐ
る
。

が
、
そ
れ
を
遺
徳
的
に
非
難
し
て
見
た
所
で
、
本
来
所
信
に
出
来
上
っ

た
自
分
た
ち
人
間
を
ど
う
し
よ
う
。
」
と
い
う
感
慨
を
持
た
せ
て
い
る
。



こ
の
よ
う
に
身
勝
手
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
人
間
へ
の
自
覚
。
そ
の
内

面
を
カ
メ
ラ
の
よ
う
に
冷
静
に
客
観
的
に
写
し
出
す
時
、
そ
こ
に
は
苦

い
笑
い
が
現
れ
る
。

　
さ
て
、
墨
染
め
の
法
衣
を
ま
と
っ
た
惟
然
坊
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

彼
は
師
の
臨
終
に
際
し
て
、
次
に
死
ぬ
の
は
自
分
で
は
あ
る
ま
い
か
、

と
い
う
恐
怖
に
襲
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
殆
ん
ど
末
期
の
師
の
顔
を
正

視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
老
実
な
禅
客
の
丈
辨
は
、
限
り
な
い
悲
し
み
と
限
り
な
い
安
ら
か
な

心
も
ち
と
が
、
徐
に
心
の
中
へ
流
れ
こ
ん
で
来
る
の
を
感
じ
て
い
た
。

し
か
し
、
彼
の
こ
の
安
ら
か
な
心
も
ち
は
、
「
久
し
く
芭
蕉
の
人
格
的
圧

力
の
桂
桔
に
、
空
し
く
屈
し
て
ゐ
た
彼
の
自
由
な
精
神
が
、
そ
の
本
来

の
力
を
以
て
、
漸
く
手
足
を
伸
ば
さ
う
と
す
る
、
解
放
の
喜
び
」
で
あ

っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
花
屋
仁
左
衛
門
の
裏
屋
敷
に
入
っ
た
カ
メ
ラ
が

捉
え
た
も
の
は
、
師
匠
の
命
終
に
侍
し
な
が
ら
、
自
分
一
身
の
興
味
、

打
算
、
利
害
な
ど
、
直
接
垂
死
の
師
匠
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
ば
か
り

を
考
え
て
い
る
、
人
間
の
心
理
の
ひ
だ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
芥
川
は

　
「
枯
野
抄
」
の
結
末
を
以
下
の
よ
う
に
終
え
る
。

　
　
　
か
う
し
て
、
古
今
に
倫
を
絶
し
た
俳
諧
の
大
宗
匠
、
芭
蕉
庵
桃

　
　
青
は
、
「
悲
歎
か
ぎ
り
な
き
」
門
弟
た
ち
に
囲
ま
れ
た
塗
、
濠
然
と

　
　
し
て
属
縞
に
就
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
悲
歎
限
り
な
き
門
弟
た
ち
」
の
「
悲
歎
限
り
な
き
」
に
、
わ
ざ
わ

ざ
括
弧
を
付
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
作
者
が
こ
の
小
説
を
戯
曲
で
い
え

ば
喜
劇
に
仕
立
て
あ
げ
た
意
図
を
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
師

の
命
終
に
侍
し
な
が
ら
、
自
分
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
哀
れ
に

も
滑
稽
な
人
間
の
心
理
と
属
性
。
そ
れ
を
邑
蕉
の
弟
子
た
ち
を
通
し
て

呈
示
し
だ
の
が
、
「
枯
野
抄
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
「
羅
生
門
」

を
振
り
返
っ
て
見
る
時
、
「
羅
生
門
」
も
「
枯
野
抄
」
に
よ
く
似
た
構
造

の
小
説
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
言
一
）

　
周
知
の
よ
う
に
「
羅
生
門
」
は
、
「
式
日
の
暮
方
の
慨
で
あ
る
。
一
人

の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待
つ
て
ゐ
た
ご
と
い
う
書
き
出

し
で
始
ま
る
小
説
で
あ
る
。
「
式
日
の
暮
方
」
と
い
う
時
間
設
定
と
「
羅

生
門
」
と
い
う
場
面
設
定
が
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
既

に
定
説
に
近
い
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
問
題
に
し

た
い
の
は
、
「
枯
野
抄
」
の
門
弟
た
ち
の
心
の
有
り
よ
う
に
類
似
す
る
下

人
の
心
の
問
題
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
前
に
、
「
羅
生
門
」
の
構
造
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。
「
羅
生
門
」
も
「
枯
野
抄
」
同
様
、
京
都
は
朱
雀
大
路

に
あ
る
羅
生
門
と
そ
の
下
で
雨
や
み
を
待
っ
て
い
る
下
人
の
外
面
描
写

か
ら
始
ま
る
。
や
が
て
カ
メ
ラ
は
下
人
の
内
面
を
写
し
出
す
。
そ
れ
か

ら
は
内
面
と
外
面
を
交
互
に
捉
え
な
が
ら
、
一
つ
の
呉
汁
を
進
行
さ
せ

て
い
く
。

　
そ
の
夜
泊
る
あ
て
の
な
か
っ
た
下
人
は
、
羅
生
門
の
上
の
楼
で
夜
を

明
か
そ
う
と
、
丹
を
塗
っ
た
梯
子
を
登
っ
て
行
く
途
中
、
楼
の
上
か
ら

さ
す
大
の
光
に
気
づ
く
。
恐
る
恐
る
楼
の
内
を
覗
い
て
見
る
と
、
死
骸

の
中
に
う
ず
く
ま
っ
た
一
人
の
老
婆
が
、
右
手
に
火
を
と
も
し
た
松
の

木
片
を
持
っ
て
、
一
つ
の
死
骸
の
顔
を
眺
め
て
い
た
。
下
人
は
、
「
六
分

の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
と
に
動
か
さ
れ
て
」
、
暫
く
は
呼
吸
を
す
る
の

３



も
忘
れ
て
い
る
。
老
婆
は
死
骸
の
首
に
手
を
か
け
て
、
長
い
髪
を
一
本

一
本
抜
き
は
じ
め
る
。
そ
の
髪
の
毛
が
一
本
ず
つ
抜
け
る
に
従
っ
て
、

下
人
の
心
か
ら
は
、
恐
怖
が
少
し
ず
つ
消
え
て
い
く
。
そ
れ
と
同
時
に

　
「
こ
の
老
婆
に
対
す
る
激
し
い
憎
悪
」
が
、
い
や
む
し
ろ
、
「
あ
ら
ゆ
る

悪
に
対
す
る
反
感
」
が
、
そ
の
強
さ
を
増
し
て
く
る
。
「
悪
を
憎
む
心
」

が
勢
い
よ
く
燃
え
上
っ
て
く
る
。

　
　
　
下
人
に
は
、
勿
論
、
何
故
老
婆
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
か
わ

　
　
か
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
倣
れ

　
　
に
片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
下
人
に
と
つ
て
は
、

　
　
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く

　
　
と
云
よ
事
が
、
そ
れ
丈
で
既
に
許
す
示
ら
ざ
る
悪
で
あ
っ
た
。
勿

　
　
論
、
下
人
は
、
さ
つ
き
迄
自
分
が
、
盗
人
に
な
る
気
で
ゐ
た
事
な

　
　
ぞ
は
、
と
う
に
忘
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
小
説
本
文
の
引
用
で
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
男
の
悪
へ
の
反
感

憎
悪
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
い
い
加
減
な
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
悪
へ
の
反
感
」
「
悪
へ
の
憎
悪
」
と
い
う
の
は
、
人
間
の

論
理
的
行
為
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
問
い
直
さ
れ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
こ

れ
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
に
は
知
的
操
作
の
は
い
る
余
地
は

な
い
。
「
反
感
」
「
憎
悪
」
と
い
う
の
は
、
常
に
人
間
の
感
情
で
あ
る
。
感

情
は
し
ば
し
ば
対
象
を
論
理
的
に
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
人
を
一
途
な

行
為
に
駆
り
た
て
る
。
人
間
は
だ
れ
で
も
、
こ
の
よ
う
な
愚
か
な
一
面

を
持
っ
て
い
る
。
芥
川
は
「
羅
生
門
」
の
下
人
の
心
を
通
し
て
、
こ
の

人
間
の
愚
か
な
一
面
を
喜
劇
的
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
作
者

の
意
図
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
、
引
用
文
最
後
の
一
文
で
あ

っ
た
・
　
こ
の
よ
う
な
人
間
の
愚
か
し
さ
、
い
い
加
減
さ
は
、
こ
の
場
面

以
降
の
下
人
の
心
の
推
移
に
、
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
く
。

　
勢
い
よ
く
燃
え
上
っ
た
悪
を
憎
む
心
に
衝
き
動
か
さ
れ
て
、
下
人
は

老
婆
の
面
前
に
躍
り
出
た
。
老
婆
は
驚
い
て
逃
げ
ま
ど
う
。
が
、
や
が

て
下
人
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
老
婆
の
生
死

を
手
中
に
収
め
て
し
ま
う
と
、
下
人
の
憎
悪
の
心
は
何
時
か
冷
め
て
い

っ
て
、
心
の
中
に
残
っ
た
の
は
、
「
唯
、
或
仕
事
を
し
て
、
そ
れ
が
円
満

に
成
就
し
た
時
の
、
安
ら
か
な
得
意
と
満
足
と
」
ば
か
り
だ
っ
た
。

　
下
人
は
余
裕
の
で
き
た
声
で
、
老
婆
が
そ
こ
で
何
を
し
て
い
た
か
を

問
い
つ
め
る
。
老
婆
は
死
人
の
髪
を
抜
い
て
鬘
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い

た
と
答
え
る
。
老
婆
の
答
が
存
外
平
凡
な
の
に
失
望
し
た
下
人
の
心
に
、

ま
た
前
の
憎
悪
が
今
度
は
冷
や
か
な
侮
蔑
と
共
に
戻
っ
て
き
た
。
そ
の

気
色
を
察
し
た
老
婆
は
、
餓
死
を
し
な
い
た
め
に
は
人
は
何
で
も
す
る
、

自
分
も
餓
死
を
し
な
い
た
め
に
、
仕
方
な
く
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る

の
だ
、
と
言
い
訳
め
い
た
こ
と
を
言
う
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に

下
人
の
心
に
は
「
或
勇
気
」
が
湧
い
て
き
た
。

　
　
「
き
っ
と
、
さ
う
か
ご

　
下
人
は
嘲
る
よ
う
な
声
で
念
を
押
し
た
。

　
　
「
で
は
、
己
が
引
剥
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
。
己
も
さ
う
し
な
け

れ
ば
餓
死
を
す
る
体
な
の
だ
ご

　
下
人
は
す
ば
や
く
老
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
と
り
、
急
な
梯
子
を
「
夜
の

底
へ
」
か
け
降
り
て
い
っ
た
。

　
芥
川
の
筆
に
よ
っ
て
こ
こ
に
草
露
さ
れ
た
の
は
、
人
間
の
正
義
感
の

い
い
加
滅
さ
で
あ
り
、
人
間
の
心
の
い
い
加
滅
さ
で
あ
る
。
下
人
の
心

４



は
、
「
悪
に
対
す
る
反
感
」
「
悪
を
憎
む
心
」
か
ら
、
「
或
仕
事
を
し
て
、
そ

れ
が
円
満
に
成
就
し
た
時
の
、
安
ら
か
な
得
意
と
満
足
」
へ
と
、
自
己

を
軸
に
し
な
が
ら
回
転
し
、
い
っ
た
ん
は
「
冷
な
侮
蔑
」
を
と
も
な
っ

た
「
前
の
憎
悪
」
へ
と
戻
り
な
が
ら
、
最
後
に
は
生
き
る
た
め
に
は
何

で
も
す
る
「
勇
気
」
へ
と
、
こ
れ
も
自
己
を
軸
に
し
な
が
ら
到
達
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
時
に
も
己
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人

間
の
心
の
ヲ
コ
。
芥
川
が
「
羅
生
門
」
で
わ
れ
わ
れ
に
提
出
し
だ
の
は
、

　
「
枯
野
抄
」
と
同
じ
こ
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
（
四
）

　
柳
田
国
男
は
「
喚
滸
の
文
学
」
に
お
い
て
ヲ
コ
の
こ
と
を
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。

　
　
「
人
を
楽
し
ま
し
め
る
文
学
の
一
つ
に
、
日
本
で
は
ヲ
コ
と
い
ふ
物

の
言
ひ
方
が
あ
っ
た
」
「
人
を
ヲ
カ
シ
と
思
は
せ
る
の
が
、
本
来
は
い
は

ゆ
る
喚
呼
の
者
」
で
あ
っ
て
、
「
是
は
た
ご
早
に
を
か
し
い
こ
と
ば
か
り

言
っ
て
、
人
を
笑
は
せ
よ
う
と
し
た
者
の
こ
と
で
あ
っ
て
当
人
自
ら
は

決
し
て
馬
鹿
で
は
な
か
っ
た
ご

　
前
章
で
「
心
の
ヲ
コ
」
と
書
い
た
こ
の
ヲ
コ
は
、
『
広
辞
苑
』
に
い
う

　
「
お
こ
〔
痴
〕
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
ヲ
コ
を
呈
示
す

る
文
学
を
、
柳
田
国
男
は
「
喚
滸
の
文
学
」
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
喚

滸
の
文
学
は
、
日
本
の
文
芸
の
伝
統
と
し
て
、
古
代
か
ら
文
学
史
の
一

つ
の
流
れ
を
な
し
て
い
た
。
そ
の
担
い
于
は
先
に
引
用
し
た
柳
田
の
文

章
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
決
し
て
ヲ
コ
で
は
な
か
っ
た
。
む
し

ろ
、
優
れ
た
才
能
を
必
要
と
し
た
。

　
　
［
鼻
］
「
芋
粥
」
「
龍
」
か
ら
「
河
童
」
あ
る
い
は
「
歯
車
」
ま
で
、
芥

川
の
小
説
を
読
み
直
し
て
み
る
時
、
私
は
彼
の
小
説
が
「
鴫
滸
の
文
学
」

の
系
譜
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
そ
の

よ
う
な
文
学
を
生
み
出
す
創
作
方
法
が
、
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の

が
「
ひ
ょ
っ
と
こ
」
で
あ
っ
た
。

　
　
「
ひ
ょ
っ
と
こ
」
が
谷
崎
潤
一
郎
の
「
幇
間
」
を
粉
本
と
し
て
創
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
吾
妻
橋
、
隅
田

川
、
花
見
船
、
そ
し
て
船
上
の
道
化
と
橋
上
の
見
物
人
。
ひ
ょ
っ
と
こ

の
面
と
ろ
く
ろ
首
の
違
い
を
除
け
ば
、
両
者
の
冒
頭
の
場
面
は
、
非
常

に
よ
く
似
て
い
る
。
だ
が
そ
の
テ
ー
マ
は
、
明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る

の
だ
。
谷
崎
の
「
幇
間
」
の
主
人
公
桜
井
元
平
は
、
他
の
谷
崎
の
小
説

に
登
場
す
る
男
た
ち
と
同
様
、
女
性
の
美
に
奉
仕
す
る
男
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
に
、
芥
川
の
「
ひ
ょ
っ
と
こ
」
の
主
人
公
山
村
平
方
は
、

虚
構
の
う
ち
に
生
き
、
ヲ
コ
を
演
じ
つ
つ
苦
悶
死
す
る
。
前
者
に
は
既
に
、
女

性
の
美
加
あ
ら
ゆ
る
倫
理
を
打
破
す
る
と
い
う
谷
崎
の
思
想
が
脈
う
ち
、

後
者
に
は
、
芥
川
の
文
学
観
加
山
村
平
方
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
た
。

　
芥
川
は
山
村
平
方
を
ヤ
ヌ
ス
に
対
比
す
る
。

　
　
　
Ｊ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
　
と
云
よ
神
様
に
は
、
首
が
二
つ
あ
る
。
ど
つ
ち
加
ほ
ん

　
　
と
う
の
首
だ
か
知
つ
て
ゐ
る
者
は
誰
も
ゐ
な
い
。
平
方
も
そ
の
通

　
　
り
で
あ
る
。

　
平
方
の
二
つ
の
首
と
い
う
の
は
、
ふ
だ
ん
の
平
岩
と
酔
っ
て
い
る
時

の
平
方
の
二
つ
の
顔
の
こ
と
で
あ
る
。
酒
加
は
い
る
と
平
岩
は
、
「
必
、

莫
迦
踊
を
す
る
癖
が
あ
る
≒
す
ぐ
に
手
拭
を
か
ぶ
っ
て
、
口
で
笛
と
太

鼓
の
調
子
を
Ｉ
つ
に
と
り
な
が
ら
、
腰
を
据
ゑ
て
、
肩
を
揺
っ
て
、
塩

吹
面
舞
と
云
ふ
の
を
や
り
た
が
る
。
さ
う
し
て
、
一
度
踊
り
出
し
た
ら
、

５



何
時
ま
で
も
図
に
の
つ
て
、
踊
つ
て
ゐ
る
ご
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

花
を
引
く
、
女
を
買
う
。
あ
ら
ゆ
る
ヲ
コ
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の

果
て
に
彼
は
、
花
見
船
の
上
で
脳
溢
血
で
頓
死
し
て
し
ま
う
。

　
一
方
、
ふ
だ
ん
の
平
岩
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
「
ふ
だ
ん
の
平
岩
程
、

嘘
を
つ
く
人
間
は
少
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
時
々
自
分
が
思
う
ほ
ど
、

嘘
を
つ
い
て
い
る
。
平
岩
の
つ
く
嘘
と
い
う
の
は
、
奉
公
に
行
っ
た
紙

屋
の
上
さ
ん
が
店
の
若
い
者
と
か
け
落
ち
を
し
た
話
だ
と
か
、
馴
染
み

に
な
っ
た
女
に
心
中
を
せ
ま
ら
れ
て
弱
っ
た
と
い
う
話
だ
と
か
、
自
分

の
家
で
お
や
じ
の
代
か
ら
使
っ
て
い
た
番
頭
に
裏
切
ら
れ
た
話
だ
と
か

で
あ
る
。

　
芥
川
は
こ
の
後
に
続
け
て
、
「
こ
れ
が
皆
、
嘘
で
あ
る
。
平
岩
の
一
生

　
（
人
の
知
つ
て
ゐ
る
）
か
ら
、
こ
れ
ら
の
嘘
を
除
い
た
ら
、
あ
と
に
は

何
も
残
ら
な
い
の
に
相
違
な
い
ご
と
書
い
て
い
る
。
私
は
こ
の
平
岩
の

態
度
に
、
小
説
家
芥
川
の
姿
を
見
る
。
芥
川
は
小
説
の
嘘
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
い
た
。
文
学
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
平
岩
の

嘘
こ
そ
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
小
説
の
本
来
で
あ
っ
た
。
同
時
に
莫
迦
踊

を
演
じ
る
平
岩
の
姿
は
、
鴫
滸
の
文
学
の
系
譜
に
あ
る
人
々
の
そ
れ
と

重
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
見
物
人
は
、
「
橋
の
上
で
は
、
わ
い
く
云
っ
て
、

騒
い
で
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
皆
、
栖
ひ
な
が
ら
、
さ
ま
ぐ
な
批
評
を

交
換
し
て
ゐ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
図
式
は
、
ち
ょ
う
ど
小
説
家
と
読

者
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
。
芥
川
は
や
が
て
、
こ
の
よ
う
な
自
分
の
未
来

に
踏
み
こ
ん
で
い
く
。
そ
し
て
そ
こ
に
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
、
「
ひ
ょ

っ
と
こ
」
の
次
の
場
面
と
重
な
る
作
家
の
苫
し
み
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
「
面
を
…
…
…
面
を
と
っ
て
く
れ
…
…
…
面
を
」

　
　
　
し
か
し
面
の
下
に
あ
つ
た
平
岩
の
顔
は
も
う
、
ふ
だ
ん
の
平
岩

　
　
の
顔
で
は
な
く
な
つ
て
ゐ
た
。
小
鼻
が
落
ち
て
、
唇
の
色
が
変
つ

　
　
て
、
白
く
な
っ
た
額
に
は
、
油
汗
が
流
れ
て
ゐ
る
。
一
眼
見
た
の

　
　
で
は
、
誰
で
も
之
が
、
あ
の
愛
嬌
の
あ
る
、
へ
う
き
ん
な
、
話
の

　
　
う
ま
い
、
平
岩
だ
と
思
ふ
も
の
は
な
い
。
（
後
略
）

　
　
「
愛
嬌
の
あ
る
、
へ
う
き
ん
な
、
話
の
う
ま
い
」
平
岩
の
額
の
「
油

汗
」
。
こ
こ
に
、
人
間
の
愚
か
に
も
悲
し
い
ヲ
コ
を
挟
り
出
し
、
笑
い
の

文
学
に
形
象
化
す
る
作
者
の
苫
悩
を
、
読
み
取
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

人
を
笑
わ
せ
る
ヲ
コ
の
仮
面
を
付
け
て
い
る
間
は
、
決
し
て
観
客
や
読

者
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
《
付
　
記
》

　
一
九
八
五
年
五
月
二
十
四
日
、
当
時
日
本
語
研
修
セ
ン
タ
ー
の
講
師

と
し
て
北
京
に
在
っ
た
私
は
、
北
京
証
言
学
院
の
教
三
楼
で
行
わ
れ
た

日
本
語
研
修
セ
ン
タ
ー
公
開
講
座
に
お
い
て
、
標
題
の
講
演
を
し
た
。

そ
れ
は
、
日
本
近
代
文
学
の
特
殊
性
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
日
本
の

文
芸
伝
統
と
近
代
文
学
と
を
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
て
考
察
す
べ
き
か
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
有
に
要
約
し

た
も
の
は
、
そ
の
う
ち
の
一
部
分
で
あ
る
。
既
に
そ
の
考
え
を
発
表
し

た
も
の
、
お
よ
び
、
今
後
さ
ら
に
考
察
し
て
い
く
べ
き
も
の
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
省
略
し
た
。
そ
こ
で
講
演
の
全
体
の
構
成
を
、
左
に
示
し

て
お
き
た
い
。

　
序
　
標
題
の
意
味
に
つ
い
て

　
　
　
田
成
瀬
無
極
「
欧
州
文
芸
思
潮
概
観
」

　
　
　
　
モ
リ
エ
ー
ル
（
十
七
世
紀
）
　
の
視
点

６



　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
十
六
世
紀
）

　
　
閲
魯
迅
「
狂
人
日
記
」
「
阿
Ｑ
正
伝
」
１
－
自
己
の
告
発
－
－
芥

　
　
　
川
の
文
学
も
同
じ

一
　
文
芸
の
伝
統

　
」
〔
近
代
文
学
に
お
け
る
伝
統
の
受
容

　
　
出
横
光
利
一
「
機
械
」
二
九
三
〇
年
九
月
）
意
識
の
流
れ
の
投

　
　
　
影

　
　
　
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ジ
ョ
イ
ス
「
ユ
リ
シ
ー
ズ
」
二
九
谷
一
年
）

　
　
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
「
荒
地
」
二
九
二
二
年
）
－
新
古
典
主

　
　
義

　
　
　
「
伝
統
」
（
長
谷
川
如
是
閑
の
説
）

　
　
閲
①
池
島
伝
説
の
系
譜

　
　
　
②
銕
捨
の
系
譜

　
　
　
③
貴
種
流
離
の
系
譜

　
　
　
④
嗚
滸
の
系
譜

　
�
鴫
滸
の
系
譜

　
　
出
ヲ
コ
の
語
義
－
『
広
辞
苑
』

　
　
②
柳
田
国
男
「
鴫
滸
の
文
学
」
「
笑
の
文
学
の
起
源
」

二
　
鴫
滸
の
文
学
の
系
譜
と
し
て
の
芥
川

　
　
出
水
抑
や
鼻
の
先
だ
け
暮
れ
残
る
（
大
正
ハ
・
九
年
？
）

　
　
出
小
説

　
　
　
「
龍
」
（
大
正
八
年
）

　
　
　
「
鼻
」
（
大
正
五
年
）
、
「
芋
粥
」
（
大
正
五
年
）

三
　
芥
川
の
創
作
方
法
を
象
徴
的
に
示
す
小
説

　
　
　
　
「
ひ
ょ
っ
と
こ
」
二
九
一
五
年
四
月
）

　
　
　
谷
崎
潤
一
郎
「
幇
間
」
二
九
一
一
年
九
月
）
の
投
影

　
四
　
笑
い
の
文
学
（
嗚
滸
の
文
学
）

　
　
Ｏ
「
老
年
」
と
森
賭
外
「
百
物
語
」

　
　
�
「
老
年
」

　
　
�
「
鼻
」

　
　
因
「
羅
生
門
」
－
「
枯
野
抄
」
の
視
点

　
な
お
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
芥
川
の
小
説
を
論
じ
た
論
考
は
、

　
「
鴫
滸
の
系
譜
」
と
題
し
て
雑
誌
『
蕗
』
に
発
表
し
た
も
の
が
あ
る
が
、

拙
稿
は
そ
の
芥
川
の
項
の
続
稿
に
あ
た
る
。

７
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