
現
代
文
学
に
お
け
る
「
銕
捨
」
の
系
譜
（
エ

深
沢
七
郎
「
楢
山
節
考
」
－

　
　
　
一

　
昭
和
三
十
一
年
、
深
沢
七
郎
の
『
楢
山
節
考
』
が
あ
れ
ほ
ど
の

絶
賛
を
浴
び
た
の
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
そ
れ
が
直
前
の
文
学
的

傾
向
に
鋭
く
対
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
当
時
に
お
い
て
も
、
誰
の
眼
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
し
か

し
人
々
は
そ
の
対
立
を
、
た
だ
単
に
、
土
俗
を
描
い
た
か
ら
と
要

約
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
右
は
丸
谷
才
一
の
エ
ッ
セ
エ
「
歴
史
と
い
う
悪
夢
」
（
『
文
芸
』
昭

4
3
・
1
0
月
号
）
の
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
楢
山
節
考
」
が
中

央
公
論
新
人
賞
を
受
賞
し
た
際
に
、
『
中
央
公
論
』
（
昭
3
1
・
1
1
月
号
）

に
掲
載
さ
れ
た
週
後
評
の
伊
藤
整
の
発
言
、
あ
る
い
は
翌
年
二
月
号
の

同
誌
に
発
表
さ
れ
た
、
山
本
健
吉
の
「
深
沢
七
郎
の
作
品
」
な
ど
を
念

頭
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
さ
ら
に
続
け
て
、
右
の

文
章
の
図
式
を
否
定
し
、
〈
ぼ
く
は
、
『
楢
山
節
考
』
の
特
色
は
そ
の
歴

ノ｀ゝ

心

工
　
　
藤

茂

史
主
義
的
な
態
度
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
当
人
に
そ
ん
な
意
図
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
客
観
的
に
見
れ
ば
、
深
沢
は
そ

の
歴
史
主
義
に
よ
っ
て
戦
後
文
学
の
反
歴
史
主
義
に
挑
戦
し
た
の
で
あ

る
。
〉
と
述
べ
、
次
に
歴
史
主
義
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
く
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
歴
史
主
義
は
〈
ド
イ
ツ
の
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か

け
て
〉
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
、
〈
価
値
と
は
一
定
の
文
化
、
社
会
や

国
家
や
民
族
や
時
代
、
は
な
は
だ
し
き
に
至
っ
て
は
地
方
、
に
よ
っ
て

お
の
ず
か
ら
移
り
変
わ
る
も
の
だ
と
考
え
る
、
歴
史
的
相
対
主
義
を
意

味
〉
し
、
そ
の
風
潮
の
代
表
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ

の
歴
史
主
義
は
、
そ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
乙
ハ
を
支
配
し
て
き
た
、
全
人
類

的
・
普
遍
的
な
価
値
の
存
在
を
前
提
と
す
る
自
然
法
の
理
念
へ
の
反
措

定
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

　
平
た
く
言
い
直
せ
ば
、
自
然
法
と
い
う
の
は
、
子
供
が
親
を
思

う
の
は
あ
ら
ゆ
る
民
族
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
共
通
す
る
普
遍
的
な

倫
理
感
だ
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
歴
史
主
義
は
、
い

１－



　
　
や
、
あ
る
種
の
未
開
の
土
人
部
落
に
お
い
て
は
、
老
齢
の
親
を
息

　
　
子
が
殺
す
こ
と
が
か
え
っ
て
美
徳
と
見
な
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。

　
　
そ
し
て
深
沢
七
郎
が
銕
捨
説
話
を
肯
定
的
に
、
あ
る
い
は
す
く
な

　
　
く
と
も
無
批
判
に
扱
っ
た
と
き
、
彼
は
ま
さ
し
く
後
者
の
側
に
立
っ

　
　
て
い
た
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ
れ
ほ
ど
の
衝
撃
を
与
え
る
こ

　
　
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
深
沢
が
「
楢
山
節
考
」
を
書
い
た
動
機
は
、
上
俗
に
あ
り
、

そ
れ
を
通
し
て
美
化
し
た
彼
自
身
の
母
の
像
の
創
造
に
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
人
々
が
、
小
説
「
楢
山
節
考
」
に
接
し
て
受
け
た
衝
撃
の

本
質
は
、
右
の
よ
う
な
丸
谷
の
指
摘
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
丸

谷
は
さ
ら
に
、
戦
後
文
学
の
代
表
作
の
一
つ
、
大
岡
昇
平
の
『
野
火
』

と
「
楢
山
節
考
」
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
前
者
を
は
じ
め
と
す
る
戦

後
文
学
が
自
然
法
的
立
場
に
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
が
戦
後
文
学

批
判
（
こ
れ
も
深
沢
の
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
と
恵
わ
れ
る
が
）
と

し
て
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後

文
学
の
陣
営
か
ら
の
批
判
が
な
か
っ
た
こ
と
に
言
反
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
吉
田
健
一
と
い
う
思
い
が
け
な
い
批
評
家
か
ら
提
出
さ
れ
た
、
痛

烈
な
る
批
判
の
一
万
を
掲
げ
、
〈
こ
れ
は
健
全
な
意
見
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
吉
田
に
こ
う
い
う
健
全
な
も
の
の
見
方
を
教
え
た
も
の
は
、
古

典
主
義
的
な
文
学
の
正
統
で
あ
っ
た
。
〉
と
筆
者
自
身
の
立
場
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

　
　
「
歴
史
と
い
う
悪
夢
」
は
全
部
で
四
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
以
上
眺

め
て
き
た
の
は
、
そ
の
う
ち
の
最
初
の
一
章
で
あ
る
。
戦
後
文
学
に
お

け
る
「
楢
山
節
考
」
の
位
置
を
、
見
事
に
図
式
化
し
て
見
せ
た
一
章
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
読
み
取
り
方
は
作
者
に
と
っ
て
は
不

本
意
な
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
新
人
賞
の
週
後
評
の
伊
藤
整
、
三
島

由
紀
夫
、
あ
る
い
は
山
本
健
吉
の
作
品
評
な
ど
と
と
も
に
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
深
沢
七
郎
は
各
所
で
「
楢
山
節
考
」
の
読
ま
れ
方
に
、
不
満
の
意

を
表
明
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
び
っ
く
り
し
た
ね
、
残
酷
な
棄
老
伝
説
っ
て
い
わ
れ
て
。
（
略
）

当
時
は
純
情
だ
っ
た
か
ら
。
残
酷
だ
と
か
、
泣
か
せ
よ
う
な
ん
て

ゼ
ー
ン
ゼ
ン
思
わ
な
か
っ
た
。
読
む
人
が
良
心
と
が
め
て
泣
く
ん

で
す
よ
。
木
下
恵
介
さ
ん
の
映
画
も
楢
山
節
考
　
じ
ゃ
な
く
、
姥

捨
て
伝
説
だ
っ
た
ね
。
ど
う
い
う
つ
も
り
で
書
い
た
ん
で
す
か
、

そ
う
い
わ
れ
て
も
読
め
ば
わ
か
る
で
し
ょ
う
、
と
し
か
い
え
な
い

よ
。
（
略
）
（
木
村
隆
「
深
沢
七
郎
の
憂
距
」
）

　
右
は
昭
和
四
十
九
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
深
沢
の
語
っ
た
言
葉
を
書

き
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
書
い
た
「
正
宗
白
鳥
と
私
」
で

も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
当
時
、
「
楢
山
節
考
は
、
小
説
の
中
に
あ
る
も
の
よ
り
ほ
か
に

何
か
別
の
意
味
が
あ
る
ら
し
い
が
知
ら
な
く
て
書
い
た
」
と
い
う

評
判
で
、
そ
れ
が
本
当
な
の
だ
か
ら
私
は
途
方
に
暮
れ
た
よ
う
な

思
い
で
あ
っ
た
。

　
「
そ
れ
で
も
、
実
際
、
知
ら
な
く
て
書
い
た
の
だ
か
ら
仕
方
が
な

－２



い
じ
ゃ
な
い
か
」

と
私
は
、
知
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
か
っ
た
の

で
観
念
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
発
言
は
く
つ
ま
り
民
俗
学
で
調
べ
て
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
た

こ
と
が
材
料
で
、
（
略
）
こ
の
作
品
を
読
む
と
、
あ
あ
こ
れ
が
本
当
の

日
本
人
だ
っ
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
〉
と
い
う
伊
藤
整
の
選
後
評
や
。

　
〈
こ
れ
は
、
信
濃
の
銕
捨
山
の
地
名
に
か
ら
ん
で
、
遥
か
な
昔
に
言
い

伝
え
ら
れ
た
棄
老
伝
説
を
枠
と
し
て
、
何
時
代
の
こ
と
と
も
は
っ
き
り

し
た
限
定
を
与
え
て
い
な
い
、
全
く
仮
構
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
〉

と
い
う
山
本
健
吉
の
見
方
に
代
表
さ
れ
る
「
楢
山
節
考
」
受
容
に
対
し

て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
実
は
私
も
、
こ
の
後
者
の
見
方
に
従
っ
て
こ
の
論
を
展
開
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
日
本
文
学
の
伝
統
と
し
て
の
銕

捨
の
モ
チ
ー
フ
を
追
う
意
図
で
、
〈
現
代
文
学
に
お
け
る
「
銕
捨
」
の

系
譜
〉
を
書
い
て
来
だ
の
だ
か
ら
。
し
か
し
な
が
ら
先
に
引
用
し
た
深

沢
七
郎
の
発
言
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
作
者
の
意
図
に
沿
う
も

の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ま
ず
作
者
の
意
図
を
探
っ
て
作

品
の
特
色
を
捉
え
、
そ
の
上
で
私
の
目
的
を
果
た
そ
う
と
思
う
。

　
　
二

楢
山
祭
り
が
三
度
来
り
ゃ
よ

　
　
　
栗
の
種
か
ら
花
が
咲
く

　
（
略
）
こ
の
歌
は
三
年
立
て
ば
三
つ
年
を
と
る
と
い
う
意
味
で
、

村
で
は
七
十
に
な
れ
ば
楢
山
ま
い
り
に
行
く
の
で
年
寄
り
に
は
そ

の
年
の
近
づ
く
の
を
知
ら
せ
る
歌
で
も
あ
っ
た
。

　
小
説
「
楢
山
節
考
」
の
特
色
は
、
こ
の
よ
う
に
村
の
盆
踊
り
歌
、
楢

山
祭
り
の
歌
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
小
説
が
展
開
し
て
い
く
と
こ

ろ
に
あ
る
。
本
文
に
よ
る
と
〈
楢
山
祭
り
の
歌
は
、
栗
の
種
か
ら
花
が

咲
く
と
い
う
の
が
一
つ
だ
け
あ
る
が
、
村
の
人
達
が
諧
謔
な
替
歌
を
作
っ

て
色
々
な
歌
が
あ
っ
た
。
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
先
に
引
用
し
た
歌
一
つ

が
楢
山
祭
り
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

省
略
し
た
部
分
に
は
く
も
う
誰
か
歌
い
出
さ
な
い
も
の
か
と
思
っ
て
い

た
村
の
盆
踊
り
歌
で
あ
る
。
〉
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の

矛
盾
を
解
く
か
の
よ
う
に
そ
の
直
前
に
〈
祭
り
と
云
え
ば
楢
山
祭
り
し

か
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
程
で
あ
る
。
そ
れ
に
盆
と
続
い
て
い

る
の
で
盆
踊
り
の
歌
も
楢
山
祭
り
の
歌
も
Ｉ
緒
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
〉

と
説
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
楢
山
祭
り
の
歌
が
一
つ
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
村
人
が
作
る
替
歌
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
二
行
に
書
か
れ
る
歌
で
あ
る
。

お
ら
ん
の
父
っ
ち
ゃ
ん
身
持
の
悪
さ

　
　
　
三
日
病
ん
だ
ら
ま
ん
ま
炊
い
た

塩
屋
の
お
と
り
さ
ん
運
が
よ
い

　
　
　
山
へ
行
く
日
に
ゃ
雪
が
降
る

３



　
こ
れ
ら
の
歌
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
違
っ
た
形
の
歌
が
登
場
す
る
。

そ
れ
は
「
つ
ん
ぼ
ゆ
す
り
」
と
か
「
鬼
ゆ
す
り
」
と
か
言
わ
れ
る
歌
で

あ
る
。ろ

っ
こ
ん
く
ろ
っ
こ
ん
な

お
小
守
り
ゃ
楽
の
よ
う
で
ら
く
じ
ゃ
な
い

　
　
肩
は
重
い
し
背
中
じ
ゃ
泣
く
し

　
　
　
　
ア
ろ
っ
こ
ん
く
ろ
っ
こ
ん
な

　
そ
し
て
こ
れ
に
も
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
つ
く
の
で
あ
る
。

　
　
〈
こ
の
「
ろ
っ
こ
ん
」
と
云
う
た
び
に
肩
を
ゆ
す
る
の
で
あ
る
が
荒

く
ゆ
す
っ
て
泣
き
声
を
閉
じ
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
し
、
泣
き

声
よ
り
も
大
き
い
声
で
囃
し
た
て
て
泣
き
声
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
ゆ
す
り
方
も
背
中
の
子
が
□
を
あ
け
て
い
ら
れ
な
い
よ
う
に
荒
く

ゆ
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ゆ
す
る
と
い
う
よ
り
い
じ
め
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
右
の
肩
か
ら
左
の
肩
に
ど
Ｉ
ん
と
ぶ
っ
つ
け
る
よ
う
に
ゆ
す

る
の
で
あ
る
。
〉
こ
の
解
釈
が
一
つ
、
も
う
一
つ
の
解
釈
、
そ
れ
が
楢

山
ま
い
り
で
あ
る
。

　
　
〈
こ
の
つ
ん
ぼ
ゆ
す
り
を
さ
れ
る
人
は
楢
山
ま
い
り
に
行
く
時
に
、

修
養
の
出
来
て
い
な
い
者
と
か
、
因
果
な
者
は
行
く
こ
と
を
嫌
が
っ
て

泣
く
者
が
あ
る
の
で
、
そ
の
時
に
お
供
の
者
が
唄
う
の
で
あ
る
。
松
や

ん
は
知
ら
な
い
の
で
「
ろ
っ
こ
ん
く
」
と
ば
か
り
唄
っ
て
い
る
が
歌

の
あ
と
の
方
の
囃
し
は
「
六
根
清
浄
」
と
三
度
く
り
か
え
す
の
が
本
当

で
あ
る
。
身
も
心
も
清
め
て
悪
い
因
果
を
ふ
る
い
落
と
す
と
い
う
わ
け

な
の
で
あ
る
。
〉

　
作
者
は
さ
ら
に
こ
の
後
に
続
け
て
、
〈
盆
踊
り
歌
と
つ
ん
ぼ
ゆ
す
り

歌
と
は
元
来
は
節
も
違
う
の
で
あ
っ
た
が
同
じ
節
で
唄
わ
れ
た
。
ど
ち

ら
も
楢
山
の
歌
で
あ
る
。
〉
と
説
明
し
て
い
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
こ
の
楢
山
節
を
考
察
す
る
形
で
小
説
が
展
開
し
て
い
る
か
ら
、
そ

の
題
名
が
「
楢
山
節
考
」
な
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
楢
山
節
が
そ
の

地
方
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
深
沢
は
後
に
そ
の
こ
と
を

「
民
謡
漫
歩
」
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
私
は
民
謡
が
好
き
な
の
で
「
楢
山
節
考
」
を
書
い
た
の
だ
が
、

あ
の
小
説
の
中
に
出
て
く
る
楢
山
節
を
作
る
の
が
た
の
し
み
だ
っ

た
。
歌
詞
を
作
っ
た
り
、
ふ
し
を
つ
け
た
り
す
る
お
も
し
ろ
昧
に

ひ
か
れ
て
、
次
か
ら
次
へ
と
歌
詞
を
作
っ
て
し
ま
い
、
全
部
を
小

説
に
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
小
説
に
使
わ
な
か
っ
た
歌
と
し
て
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
に
。

　
〈
夏
は
い
や
だ
よ
　
道
が
悪
い
／
む
か
で
　
な
が
む
し
　
山
か
が
し
〉

と
い
う
歌
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
昭
和
三
十
三
年
＋
月
号
の

『
婦
人
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
戯
曲
楢
山
節
考
」
の
中
で
使
わ
れ
、

お
り
ん
の
解
説
ま
で
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
小
説
に
先
行
し
て
歌
が
産
ま
れ
、
そ
の
歌
に
解
釈
が

つ
け
ら
れ
て
小
説
が
出
来
あ
が
っ
た
の
が
「
楢
山
節
考
」
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
今
村
昌
平
と
の
対
談
で
深
沢
は
〈
歌
を
解
釈
し
て
い
る
と
、
物

語
は
書
か
な
く
て
も
、
物
語
に
な
っ
ち
ゃ
う
。
だ
け
ど
、
そ
の
歌
と
い

－４



う
の
も
私
の
作
っ
た
歌
だ
か
ら
、
い
い
か
げ
ん
な
歌
で
す
よ
ね
。
『
古

今
集
』
な
ん
て
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら
。
つ
ま
り
、
い
い
か
げ
ん
な

歌
を
作
っ
て
自
分
で
解
釈
す
る
ん
だ
か
ら
、
い
く
ら
で
も
好
き
な
よ
う

に
解
釈
で
き
て
楽
で
し
た
ね
。
〉
と
笑
っ
て
い
る
。
ま
た
、
小
説
の
題

目
に
つ
い
て
も
同
じ
対
談
の
中
で
、
〈
あ
れ
は
、
な
ぜ
「
楢
山
」
と
つ

け
た
か
と
い
う
と
、
銕
捨
と
い
う
言
葉
を
使
え
ば
底
が
知
れ
ち
ゃ
う
で

し
ょ
。
だ
か
ら
そ
れ
は
一
回
も
使
っ
て
な
い
は
ず
で
す
、
歌
の
中
に
ち
ょ
っ

と
出
て
く
る
け
ど
。
で
、
松
の
木
じ
ゃ
縁
起
が
い
い
し
ね
（
笑
）
。
杉

で
も
ち
ょ
っ
と
立
派
す
ぎ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、
楢
や
榛
っ
て
い
う

か
ら
、
ま
ア
「
楢
山
」
と
い
う
題
名
で
小
説
書
い
た
ん
だ
よ
ね
。
そ
し

た
ら
、
丸
尾
長
顕
さ
ん
が
、
こ
れ
は
あ
ん
た
、
歌
を
説
明
し
て
る
ん
だ

か
ら
「
節
考
」
っ
て
や
れ
ば
い
い
と
言
っ
て
、
下
に
二
字
加
え
て
く
れ

た
ん
で
す
よ
。
〉
と
そ
の
由
来
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
週
後
評
で

三
島
由
紀
夫
も
く
ぼ
く
は
ま
ず
題
が
非
常
に
し
ゃ
れ
て
い
る
と
思
っ
た

な
〉
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
し
ゃ
れ
た
題
名
と
な
っ
た
。

　
　
三

　
ぼ
く
は
田
舎
で
貧
し
い
農
漁
村
に
育
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い

う
農
漁
村
の
年
寄
り
た
ち
の
生
き
方
、
考
え
方
を
延
長
し
て
い
け

ば
、
あ
そ
こ
に
達
す
る
気
が
し
ま
す
ね
。

　
右
は
週
後
評
に
お
け
る
伊
藤
整
の
発
言
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
伊
藤
自

身
の
体
験
に
基
づ
く
作
品
評
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
東

北
の
一
寒
村
に
育
っ
た
私
に
も
、
自
己
の
体
験
に
よ
る
こ
の
作
品
の
見

方
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
と
関

連
す
る
。
そ
の
一
つ
は
深
沢
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
〈
田
舎
歌
〉
の
か

も
し
だ
す
リ
ア
リ
テ
ィ
。
も
う
一
つ
は
村
の
屋
号
が
も
た
ら
す
リ
ア
リ

テ
ィ
で
あ
る
。
作
品
を
評
価
す
る
際
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
主
観
に
片

寄
る
危
険
を
持
つ
こ
と
は
承
知
の
う
え
で
、
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
見
方

を
こ
こ
に
披
漸
し
て
み
た
い
。

　
　
〈
ウ
レ
イ
ラ
山
か
ら
か
ん
な
り
見
れ
ば
／
か
ん
な
り
ミ
ノ
さ
ん
気
取

り
〉
こ
の
田
舎
歌
を
私
は
子
供
の
時
に
祖
母
か
ら
聞
い
た
。
宇
霊
羅
と

い
う
山
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
登
っ
て
か
ん
な
り
の
方
を
見
る
と
、
か
ん

な
り
の
ミ
ノ
さ
ん
が
気
を
取
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
、
と
い
う
歌
で
あ

る
。
「
楢
山
節
考
」
に
出
て
く
る
田
舎
歌
を
読
む
と
、
私
は
つ
い
こ
の

歌
を
思
い
出
し
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
。

た
と
え
そ
れ
が
作
者
の
創
っ
た
歌
で
あ
ろ
う
と
も
。

　
こ
の
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
お
り
ん
の
住
む
村
は
、
〈
山
と
山
が
連
な
っ

て
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
山
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
信
州
の
山
々
の
間
に

あ
る
村
〉
で
あ
る
。
お
り
ん
の
家
は
こ
の
村
は
ず
れ
に
あ
る
。
家
の
前

に
大
き
い
榛
の
根
の
切
株
が
あ
る
の
で
村
の
人
々
は
お
り
ん
の
家
の
こ

と
を
〈
根
っ
こ
〉
と
呼
ん
で
い
る
。

　
お
り
ん
の
隣
は
銭
屋
と
い
う
家
で
あ
る
。
そ
の
隣
り
は
焼
松
と
い
う

家
、
そ
の
隣
り
が
雨
屋
、
次
が
櫃
の
木
。
い
ず
れ
も
そ
う
呼
ば
れ
る
理

由
を
持
っ
て
い
る
。
銭
屋
は
〈
村
で
は
銭
な
ど
使
い
道
も
な
く
、
ど
の

家
に
も
な
い
の
だ
が
、
銭
屋
で
は
越
後
に
行
っ
た
時
、
天
保
銭
を
一
枚

持
っ
て
帰
っ
た
の
で
〉
銭
屋
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
焼
松
は
〈
家
の
裏
に

-－５
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枯
れ
た
松
の
大
木
の
幹
が
岩
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
残
っ
て
い
て
、
こ

れ
は
ず
っ
と
前
、
松
の
大
木
に
雷
が
落
ち
て
か
ら
〉
焼
松
、
雨
量
は
こ

の
家
の
人
が
村
か
ら
巽
の
方
角
に
あ
る
巽
山
に
行
く
と
、
必
ず
雨
が
降

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
雨
量
、
樋
の
木
は
村
で
一
番
大
き
い
植
の

木
が
あ
る
の
で
、
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
家
が
み
ん
な
で

三
十
二
軒
こ
の
村
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
家
の
人
々
は
、
根
っ
こ
の
お

り
ん
、
銭
量
の
又
や
ん
、
雨
量
の
亭
主
、
櫃
の
木
の
ぎ
ん
や
ん
、
塩
量

の
お
と
り
さ
ん
と
い
う
よ
う
に
、
屋
号
に
名
前
を
つ
け
て
呼
ば
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
村
の
人
々
を
こ
の
よ
う
に
呼
ぶ
の
は
、
私
の
郷
里
と
同

じ
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
の
内
部
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
人
々
は
生
き

て
く
る
。
存
在
感
を
持
っ
て
く
る
。
従
っ
て
こ
の
人
々
の
生
き
て
い
る

村
自
体
も
、
実
在
す
る
村
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
こ
れ
が
こ
の
作
品

の
持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
。

　
勿
論
こ
の
村
は
深
沢
の
虚
構
に
な
る
文
学
空
間
で
あ
る
。
だ
が
、
モ

デ
ル
と
し
た
と
こ
ろ
は
あ
っ
た
ら
し
い
。
彼
は
「
民
謡
漫
歩
」
に
く
あ

の
小
説
の
場
所
は
信
州
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
書
い
た
私
の

イ
メ
ー
ジ
は
山
梨
で
あ
る
。
小
説
の
中
の
方
言
も
甲
州
弁
で
あ
る
。
〉

と
書
き
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
場
所
を
〈
境
川
村
の
大
黒
坂
で
あ
る
〉
と

書
い
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
昭
和
五
十
八
年
に
今
村
昌
平
と
の
対
談

「
二
十
七
年
ぶ
り
の
『
楢
山
節
考
』
」
で
も
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
え
え
。
楢
山
自
体
は
高
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
ち
ょ
う

ど
私
の
い
と
こ
で
、
戦
争
中
、
物
が
な
い
時
代
に
、
「
食
え
る
」

か
ら
っ
て
大
百
姓
の
家
に
嫁
に
行
っ
た
の
が
い
ま
し
て
ね
。
大
黒

坂
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
け
ど
、
あ
る
時
、
そ
こ
を
た
ず
ね
て
行
っ

た
ら
、
こ
れ
が
顔
つ
き
と
い
い
、
も
の
の
考
え
方
と
い
い
、
三
代

前
は
猿
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
山
の
奥
み
た
い
な
村
で
ね
。

二
十
二
、
三
軒
の
部
落
で
す
け
ど
、
戦
争
中
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、
村
に
は
も
の
す
ご
い
申
し
合
わ
せ
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
で

す
。

　
　
〈
も
の
す
ご
い
申
し
合
わ
せ
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
申
し
合
わ
せ
の
こ

と
な
の
か
知
り
た
い
と
こ
ろ
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
対
談
の
記
録
に

は
つ
い
に
出
て
こ
な
い
。
深
沢
は
こ
の
後
、
〈
い
ま
は
そ
こ
も
、
ゴ
ル

フ
場
が
で
き
て
、
軽
井
沢
と
同
じ
ぐ
ら
い
に
土
地
の
値
段
が
高
く
な
っ

て
い
る
ん
で
す
が
ね
。
〉
と
語
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
〈
も
の
す
ご

い
申
し
合
わ
せ
〉
と
小
説
「
楢
山
節
考
」
の
極
限
状
態
と
の
相
関
関
係

は
あ
る
い
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
深
沢
が
亡
く
な
っ
た
今
、

そ
れ
を
知
る
よ
し
も
な
い
。

　
　
　
　
四

　
　
「
楢
山
節
考
」
の
舞
台
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
村
は
、
ひ
ど
く
貧

し
い
部
落
で
あ
る
。

　
　
〈
白
米
は
、
「
白
萩
様
」
と
呼
ば
れ
て
こ
の
寒
村
で
は
作
っ
て
も
収

穫
が
少
な
く
、
山
地
で
平
地
が
な
い
の
で
収
穫
の
多
い
粟
・
稗
・

玉
蜀
黍
等
が
常
食
で
白
米
は
楢
山
祭
り
の
時
か
、
よ
く
よ
く
の
重
病
人

で
も
な
け
れ
ば
食
べ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
〉

６－



　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
人
で
も
人
が
増
え
る
と
、
こ
の
冬
を
ど

う
し
て
越
そ
う
か
と
び
く
び
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら

　
く
め
し
を
食
わ
せ
ね
え
ぞ
〉
と
い
う
言
葉
は
悪
態
の
よ
う
に
使
わ
れ
〈

食
料
を
盗
む
こ
と
は
村
で
は
極
悪
人
〉
で
あ
っ
た
。
食
料
を
盗
ん
だ
も

の
は
、
雨
量
の
よ
う
に
、
そ
の
家
の
物
す
べ
て
を
村
中
の
者
に
分
配
さ

れ
た
う
え
、
叩
き
殺
さ
れ
て
も
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
、
と
さ
れ
て
い

た
。

　
こ
の
よ
う
な
貧
し
い
村
だ
か
ら
、
〈
三
十
す
ぎ
て
も
お
そ
く
は
ね
え

ぞ
／
一
人
ふ
え
れ
ば
倍
に
な
る
〉
と
晩
婚
が
奨
励
さ
れ
、
同
時
に
七
十

歳
に
な
れ
ば
、
誰
で
も
楢
山
の
神
に
召
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
親
捨
山
の
話
は
日
本
の
文
芸
に
は
早
い
時
代
か
ら
登
場
す
る
。
し
か

し
、
そ
う
い
っ
た
因
習
が
あ
っ
た
と
い
う
報
告
は
聞
か
な
い
。
「
新
人

国
記
8
3
・
山
梨
県
②
」
（
昭
5
8
・
１
・
2
9
付
『
朝
日
新
聞
』
）
に
、
〈

七
郎
さ
ん
は
少
年
の
こ
ろ
か
ら
、
お
ば
さ
ん
た
ち
の
世
間
話
を
よ
く
聞

い
た
。
（
略
）
「
七
郎
さ
ん
は
み
ん
な
人
の
話
を
引
き
出
し
ち
も
う
じ
ゃ

ん
」
と
い
わ
れ
た
巧
妙
な
聞
き
上
手
だ
っ
た
。
（
略
）
作
家
・
深
沢
の

素
地
を
培
っ
た
の
は
、
こ
の
「
茶
飲
み
話
」
「
縁
側
話
」
で
の
見
聞
だ
っ

た
ろ
う
、
と
思
え
て
く
る
。
〉
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く

「
楢
山
節
考
」
に
収
斂
す
る
も
と
の
話
も
、
そ
の
よ
う
な
折
り
に
聞
き

出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
新
人
国
記
」
の
筆
者
も
そ
の
後

に
、
〈
石
和
町
の
印
刷
屋
の
息
子
で
、
甲
州
庶
民
の
暮
ら
し
に
溶
け
込

ん
で
育
っ
た
深
沢
に
と
っ
て
都
会
の
イ
ン
テ
リ
が
驚
く
よ
う
な
「
こ
わ
い

小
説
」
も
、
茶
飲
み
話
群
像
の
深
沢
流
再
構
築
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
〉
と

書
い
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
筆
者
は
さ
ら
に
、
次
の
こ
と
ま
で
書
き
添
え
て
い
る
。

　
〈
『
楢
山
節
考
』
の
舞
台
は
、
飯
田
竜
太
の
住
む
境
川
村
。
主
人
公
の

老
母
「
お
り
ん
」
の
原
型
は
、
や
さ
し
く
甘
い
実
の
母
親
だ
っ
た
。
〉

こ
の
前
者
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
て
き
た
。
後
者
に
関
し
て
は
遠
丸
立
、

阿
部
正
路
、
大
里
恭
三
郎
ら
の
論
が
あ
り
、
異
議
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。

　
さ
て
、
論
を
元
に
戻
そ
う
。
親
捨
の
習
俗
は
無
か
っ
た
に
し
ろ
、
こ

の
村
の
よ
う
に
貧
し
い
村
は
、
つ
い
数
十
年
前
ま
で
は
あ
っ
た
。
殊
に

こ
の
小
説
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
三
十
一
年
に
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
の
可

能
な
年
齢
に
達
し
た
人
々
の
記
憶
に
は
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
寒
村
を
背
景
に
、
陰
暦
六
月
か
ら
小
説
は
始
ま
り
、
そ
の
年

の
十
二
月
で
も
っ
て
そ
の
世
界
は
閉
じ
ら
れ
る
。
戦
後
に
な
っ
て
も
、

私
の
記
憶
す
る
限
り
農
村
の
人
々
は
陰
暦
に
頼
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う

な
作
者
の
配
慮
が
、
あ
た
か
も
楢
山
が
実
在
し
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
を

読
者
に
与
え
、
こ
の
小
説
を
誤
読
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
お

り
ん
の
原
型
が
作
者
の
母
と
分
か
っ
て
み
れ
ば
、
そ
し
て
お
り
ん
に
は
、

　
〈
キ
リ
ス
ト
と
釈
迦
の
両
方
と
も
入
っ
て
い
る
つ
も
り
で
〉
作
者
が
書

い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
小
説
は
今
ま
で
と
は
ま
た
別
の

物
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
、
お
り
ん
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
人

間
関
係
を
こ
の
小
説
の
中
に
探
っ
て
み
よ
う
。

　
お
り
ん
は
六
十
九
だ
っ
た
。
亭
主
は
二
十
年
も
前
に
死
ん
で
い
た
。

こ
の
村
に
嫁
に
き
た
時
、
村
一
番
の
良
い
器
量
の
女
だ
と
言
わ
れ
た
。

だ
が
、
亭
主
が
死
ん
で
か
ら
も
ほ
か
の
後
家
の
よ
う
に
嫌
な
う
わ
さ
も
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立
て
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
人
に
と
や
か
く
言
わ
れ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。

来
年
は
七
十
で
楢
山
ま
い
り
に
行
く
年
に
な
る
。
お
り
ん
は
ず
っ
と
前

か
ら
そ
の
気
構
え
を
し
て
い
た
。
行
く
と
き
の
振
舞
酒
の
準
備
、
山
へ

行
っ
て
座
る
鐙
、
去
年
栗
拾
い
に
行
っ
た
時
谷
底
へ
転
げ
落
ち
て
死
ん

だ
一
人
息
子
の
辰
平
の
嫁
の
後
釜
探
し
。
向
う
村
か
ら
辰
平
と
同
じ
四

十
五
の
後
家
玉
や
ん
が
辰
平
の
後
妻
に
決
ま
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は

み
ん
な
片
づ
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
り
ん
に
は
も
う
一
つ
于
ま

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
お
り
ん
は
歯
が
達
者
だ
っ
た
。
若
い
時
に
は
そ
れ
が
自
慢
だ
っ
た
。

が
、
年
を
と
っ
て
も
一
本
も
抜
け
な
か
っ
た
の
で
、
お
り
ん
に
と
っ
て

は
こ
れ
が
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
火
打
石
を

握
っ
て
歯
を
叩
き
、
石
臼
の
角
に
ガ
ー
ン
と
歯
を
ぶ
っ
つ
け
て
、
や
っ

と
二
本
、
歯
を
欠
く
こ
と
が
で
き
た
。

　
孫
の
け
さ
吉
は
十
六
で
あ
っ
た
。
「
俺
が
嫁
を
貰
う
か
ら
後
釜
な
ん

か
い
ら
ん
ぞ
」
と
父
辰
平
の
再
婚
に
反
対
し
、
池
の
前
の
松
や
ん
を
お

り
ん
の
家
に
連
れ
て
き
た
。
村
は
晩
婚
が
普
通
だ
っ
た
が
、
け
さ
吉
の

度
胸
の
よ
さ
に
辰
平
は
圧
倒
さ
れ
て
何
も
言
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
け
さ
吉
は
「
お
ら
ん
の
お
ば
あ
や
ん
納
戸
の
隅
で
／
鬼
の
歯
を
三
十

三
本
揃
え
た
。
」
　
と
村
人
た
ち
の
前
で
唄
っ
て
、
お
り
ん
を
笑
い
も
の

に
し
た
。
お
り
ん
が
山
へ
行
く
の
は
「
早
い
方
が
い
い
よ
、
早
い
方
が
」

と
お
り
ん
を
追
い
出
そ
う
と
す
る
。
そ
ん
な
孫
に
も
お
り
ん
は
愛
情
を

注
い
で
い
る
。
け
さ
吉
の
唄
う
歌
を
聞
い
て
、
そ
の
節
ま
わ
し
を
実
に

う
ま
い
も
の
だ
と
心
か
ら
思
っ
て
い
る
。

　
女
二
人
が
ふ
え
て
か
ら
、
お
り
ん
は
楢
山
ま
い
り
の
こ
と
ば
か
り
考

え
て
い
た
。
鬼
ば
ば
あ
だ
な
ん
て
言
わ
れ
た
け
れ
ど
、
山
へ
行
く
と
き

は
銭
屋
の
又
や
ん
な
ん
ぞ
と
は
違
う
と
考
え
て
い
る
。
白
萩
様
も
、
椎

茸
も
、
い
わ
な
の
乾
し
た
の
も
、
ど
ぶ
ろ
く
も
、
祭
り
の
時
と
同
じ
く

ら
い
振
舞
え
る
準
備
も
で
き
て
い
た
。
そ
の
時
に
な
っ
て
み
ん
な
が
、

「
お
ば
あ
や
ん
が
こ
ん
な
に
１
・
」
と
び
っ
く
り
す
る
だ
ろ
う
。
〈
そ
の

時
は
わ
し
は
山
へ
行
っ
て
、
新
し
い
鐙
の
上
に
、
き
れ
い
な
根
性
で
笑
っ

て
い
る
の
だ
。
〉
と
腹
を
決
め
て
い
た
。

　
一
方
、
一
人
息
子
の
辰
平
と
後
妻
の
玉
や
ん
は
優
し
い
。
お
り
ん
が

山
へ
行
く
の
は
、
な
る
べ
く
遅
い
方
が
い
い
と
思
っ
て
い
る
。
お
り
ん

に
は
い
や
な
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い
と
考
え
て
い
る
。
松
や
ん
の
腹
が

臨
月
に
な
っ
た
と
見
た
お
り
ん
は
、
ね
ず
み
っ
子
の
生
ま
れ
な
い
う
ち

に
山
へ
行
く
こ
と
を
決
意
す
る
。
気
の
進
ま
な
い
辰
平
を
強
制
し
て
あ

と
四
日
で
正
月
と
な
る
日
に
そ
れ
を
決
行
す
る
。
玉
や
ん
は
蒲
団
の
中

か
ら
起
き
上
が
り
、
戸
を
開
け
て
外
に
出
、
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
に
手
を

か
け
て
暗
闇
の
中
を
眼
を
す
え
て
見
送
る
。

　
こ
こ
で
は
子
が
親
を
背
板
に
背
負
っ
て
楢
山
ま
で
運
ぶ
の
が
親
孝
行

で
あ
る
。
辰
平
は
白
骨
の
散
乱
す
る
楢
山
ま
で
お
り
ん
を
運
ん
だ
。
楢

山
に
降
り
立
っ
た
お
り
ん
の
姿
を
、
作
者
は
辰
平
の
目
を
通
し
て
次
の

よ
う
に
描
い
て
い
る
。

　
お
り
ん
は
箆
の
上
に
す
っ
く
と
立
っ
た
。
両
手
を
握
っ
て
胸
に

あ
て
て
、
両
手
の
肘
を
左
右
に
開
い
て
、
じ
っ
と
下
を
見
つ
め
て

い
た
。
口
を
結
ん
で
不
動
の
形
で
あ
る
。
帯
の
代
わ
り
に
縄
を
し

め
て
い
た
。
辰
平
は
身
動
き
も
し
な
い
で
い
る
お
り
ん
の
顔
を
眺
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め
た
。
お
り
ん
の
顔
は
家
に
い
る
と
き
と
は
違
っ
た
顔
つ
き
に
な
っ

て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
そ
の
顔
に
は
死
人
の
相
が
現
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
長
部
日
出
雄
は
、
お
り
ん
は
〈
身
内
へ
の
愛
に
生
き
、
自
己
犠
牲
を

当
然
と
し
て
い
た
〉
、
彼
女
は
〈
仏
教
的
な
諦
念
と
、
神
に
召
さ
れ
る

と
い
う
キ
リ
ス
ト
的
な
信
念
が
、
奇
跡
的
に
体
内
で
融
合
し
た
ひ
と
つ

の
典
型
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
〉
と
言
い
、
〈
お
り
ん
婆
さ
ん
に
と
っ

て
、
お
山
ま
い
り
は
「
最
後
の
演
劇
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
心
〉

と
述
べ
て
い
る
。
「
楢
山
節
考
」
の
右
の
場
面
を
読
む
と
い
か
に
も
そ

う
に
違
い
な
い
と
肯
定
せ
ら
れ
る
お
り
ん
の
姿
で
あ
る
。

　
さ
て
、
辰
平
は
山
の
誓
い
に
従
っ
て
う
し
ろ
を
振
り
向
か
ず
に
歩
き

だ
し
た
。
十
歩
ば
か
り
行
っ
て
う
し
ろ
の
背
板
を
天
に
突
き
出
し
て
大

粒
の
涙
を
ぼ
ろ
ぼ
ろ
流
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
山
を
下
っ
て
行
っ
た
。

と
、
お
り
ん
の
願
っ
て
い
た
よ
う
に
雪
が
降
り
出
し
た
の
だ
。
辰
平
は

山
に
戻
り
、
誓
い
を
破
っ
て
、
「
お
っ
か
あ
、
雪
が
降
っ
て
き
た
よ
う
」

と
話
し
か
け
る
。
彼
の
目
の
前
に
は
お
り
ん
が
坐
っ
て
い
た
。

　
背
か
ら
頭
に
箆
を
負
う
よ
う
に
し
て
雪
を
防
い
で
い
る
が
、
前

髪
に
も
、
胸
に
も
、
膝
に
も
雪
が
積
も
っ
て
い
て
、
白
狐
の
よ
う

に
一
点
を
見
つ
め
な
が
ら
念
仏
を
称
え
て
い
た
。

　
さ
ら
に
辰
平
が
語
り
か
け
る
と
、
〈
お
り
ん
は
頭
を
上
下
に
動
か
し

頷
き
な
が
ら
、
辰
平
の
声
の
す
る
方
に
手
を
出
し
て
帰
れ
帰
れ
と
振
〉

る
の
だ
っ
た
。
下
山
の
途
中
辰
平
は
銭
屋
の
又
や
ん
が
倅
に
七
谷
へ
突

き
落
と
さ
れ
る
の
を
目
撃
す
る
。

　
家
に
帰
る
と
玉
や
ん
の
姿
は
見
え
ず
、
昨
日
ま
で
お
り
ん
が
し
め
て

い
た
細
帯
を
大
き
い
腹
に
し
め
て
い
る
松
や
ん
と
、
昨
夜
お
り
ん
が
丁

寧
に
畳
ん
で
お
い
た
綿
入
れ
を
ど
て
ら
の
よ
う
に
背
中
に
か
け
て
、
あ

ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
け
さ
吉
の
姿
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
く
お
姥
捨
て
る

か
裏
山
へ
／
裏
じ
ゃ
蟹
で
も
這
っ
て
来
る
〉
　
〈
這
っ
て
き
た
と
て
戸
で

入
れ
ぬ
／
蟹
は
夜
泣
く
と
り
じ
ゃ
な
い
〉
と
い
う
歌
を
唄
っ
て
い
た
。

け
さ
吉
の
そ
ば
に
は
ど
ぶ
ろ
く
の
甕
が
置
い
て
あ
っ
た
。
昨
夜
の
残
り

の
そ
れ
を
飲
ん
だ
ら
し
く
、
け
さ
吉
は
う
と
り
と
し
た
目
を
し
て
、
ふ

ん
と
に
雪
が
降
っ
て
お
ば
あ
や
ん
は
運
が
い
い
、
と
悦
に
入
っ
て
い
る

よ
う
に
感
心
し
て
い
た
。

　
深
沢
は
先
に
も
引
い
た
今
村
昌
平
と
の
対
話
で
、
〈
あ
れ
は
、
美
し

い
お
ば
あ
さ
ん
を
書
い
た
と
思
っ
て
ま
し
た
し
、
村
も
い
い
村
を
書
い

た
つ
も
り
で
し
た
〉
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
展
望
し
て
き
た
お
り

ん
の
愛
情
の
広
さ
、
毅
然
と
し
た
態
度
、
楢
山
で
の
姿
は
た
し
か
に
美

し
い
。
こ
の
お
り
ん
に
〈
俳
優
の
意
識
〉
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

見
る
の
は
、
長
部
日
出
雄
で
あ
る
。
彼
は
先
に
引
用
し
た
文
章
の
お
し

ま
い
の
と
こ
ろ
で
、
〈
俳
優
の
意
識
と
い
う
と
俗
な
よ
う
だ
け
れ
ど
、

お
り
ん
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
を
超
え
た
も
の
に
な
り
、
聖
化
さ
れ

て
、
普
遍
的
な
存
在
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
う
考
え
て
読
み
か
え

す
と
、
母
を
捨
て
た
息
子
が
、
山
の
掟
を
破
っ
て
頂
上
に
戻
り
、
「
お
っ

か
あ
、
雪
が
降
っ
て
運
が
い
い
な
あ
」
と
呼
び
か
け
る
言
葉
が
、
凍
死

で
苦
し
み
が
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
考
え
ば
か
り
で
な
く
、
最
後
の
演
劇
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の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
が
お
り
ん
の
望
み
ど
お
り
雪
に
よ
っ
て
立
派
に
荘
厳

さ
れ
た
こ
と
へ
の
、
喜
び
と
賛
嘆
の
声
の
よ
う
に
も
響
い
て
く
る
の
で

あ
る
。
〉
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
指
摘
さ
れ
て
み
る
と
、
舞
台
に
縁
の

深
か
っ
た
深
沢
が
、
つ
い
つ
い
お
り
ん
を
そ
の
よ
う
に
造
型
し
て
し
ま
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
て
興
味
深
い
。
先
に
引
用
し
た
楢
山
で
お
り
ん
が
鐙

の
上
に
す
っ
く
と
立
つ
場
面
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
受
け
取
る

こ
と
の
で
き
る
場
面
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

　
さ
て
楢
山
ま
い
り
を
決
意
し
毅
然
と
し
て
行
動
す
る
お
り
ん
、
そ
の

お
り
ん
に
強
制
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
た
め
ら
う
優
し
い
辰
平
と
玉

や
ん
。
早
く
お
り
ん
を
追
い
出
し
、
自
分
が
一
家
の
主
に
な
っ
た
よ
う

に
振
舞
う
け
さ
吉
。
こ
う
い
っ
た
〈
根
っ
こ
〉
の
家
の
人
的
構
成
と
対

照
的
に
描
か
れ
る
の
が
銭
屋
の
又
や
ん
と
倅
で
あ
っ
た
。

　
銭
屋
は
村
一
番
の
け
ち
ん
ぼ
で
山
へ
行
く
日
の
振
舞
も
惜
し
い
ら
し

く
、
山
へ
行
く
支
度
な
ど
は
全
然
し
な
い
。
お
り
ん
の
目
に
は
又
や
ん

自
身
が
因
果
な
奴
で
山
に
行
く
気
が
な
い
の
だ
と
映
る
。
お
り
ん
が
明

日
は
山
へ
行
く
と
い
う
晩
、
又
や
ん
が
わ
あ
わ
あ
と
泣
き
な
が
ら
お
り

ん
の
家
に
や
っ
て
き
て
、
家
の
戸
を
が
り
が
り
と
爪
で
か
じ
っ
た
。
そ

こ
へ
ば
た
ば
た
と
飛
ん
で
き
た
の
は
又
や
ん
の
倅
で
あ
っ
た
。
倅
は
手

に
荒
縄
を
持
ち
、
又
や
ん
を
睨
め
つ
け
て
立
っ
て
い
た
。
辰
平
が
荒
縄

を
見
て
ど
う
し
た
と
聞
く
と
、
「
縄
ア
食
い
切
っ
て
逃
げ
出
し
ゃ
″
が
っ

た
」
と
い
ま
い
ま
し
そ
う
に
又
や
ん
を
睨
ん
で
い
た
。
辰
平
は
銭
屋
の

倅
の
無
謀
さ
に
驚
き
、
馬
鹿
な
奴
だ
と
思
い
、
お
り
ん
は
又
や
ん
を
馬

鹿
な
奴
だ
と
思
う
。

　
お
り
ん
を
楢
山
に
送
っ
た
帰
り
、
辰
平
は
銭
屋
の
倅
が
雁
字
搦
み
に

縛
っ
た
又
や
ん
を
七
谷
に
蹴
落
と
す
と
こ
ろ
を
見
る
。
又
や
ん
は
落
と

さ
れ
ま
い
と
縄
の
間
か
ら
僅
に
自
由
に
な
る
指
で
倅
の
襟
を
必
死
に
掴

ん
で
す
が
り
つ
く
。
倅
は
そ
れ
を
払
い
の
け
よ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う

に
争
っ
た
後
、
倅
が
足
を
あ
げ
て
又
や
ん
の
腹
を
蹴
飛
ば
す
と
、
又
や

ん
は
谷
に
転
が
り
落
ち
て
い
っ
た
。

　
生
に
執
着
す
る
又
や
ん
、
そ
の
又
や
ん
を
何
と
か
捨
て
よ
う
と
す
る

倅
。
こ
の
図
式
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
お
り
ん
と
辰
平
に
な
る
。
人
間
の

殆
ど
は
、
む
し
ろ
前
者
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
戦
後
の
日

本
に
お
け
る
親
子
関
係
は
、
お
り
ん
と
孫
の
け
さ
吉
の
図
式
に
あ
て
は

ま
り
そ
う
だ
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
図
式
が
、
さ
ら
に
こ
の
小
説
の
リ
ア

リ
テ
ィ
を
裏
打
ち
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
五

　
日
本
の
文
芸
を
縦
に
流
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
に
、
「
姥
捨
」
の
そ
れ

が
あ
る
。
作
者
が
ど
う
言
お
う
と
、
以
上
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
て
み

れ
ば
、
「
楢
山
節
考
」
に
も
そ
れ
は
流
れ
入
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
た
だ
し
、
親
が
孝
行
な
息
子
を
励
ま
し
て
自
分
を
捨
て
さ
せ

る
と
い
う
内
容
は
、
昭
和
三
十
年
に
発
表
さ
れ
た
井
上
靖
の
「
姥
捨
」

を
除
い
て
は
な
か
っ
た
。

　
以
前
に
も
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
「
姥
捨
」
に
は
四
種
の
駈
が
あ

る
。日Ｏ

　
　
も
っ
こ

親
棄
春
型

難
題
型
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臼
　
闘
争
型

　
固
　
枝
折
型

　
井
上
靖
の
「
姥
捨
」
、
深
沢
七
郎
の
「
楢
山
節
考
」
は
共
に
固
の
枝

折
型
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
な
ん
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
て
母
親
を

背
負
っ
て
山
へ
捨
て
に
行
く
の
だ
か
ら
。
そ
の
時
昔
話
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
背
に
あ
る
母
が
木
の
小
枝
（
芥
子
種
・
紙
・
薄
の
葉
）
を
折
っ
て

路
々
に
落
と
し
、
子
供
が
帰
る
時
の
道
し
る
べ
に
し
た
と
語
ら
れ
る
。

井
上
と
深
沢
の
小
説
に
は
そ
れ
が
無
い
。
深
沢
の
場
合
に
は
こ
の
枝
折

り
に
代
え
て
く
お
山
へ
行
く
作
法
〉
を
創
り
上
げ
る
。

　
　
　
一
つ
、
お
山
へ
行
っ
た
ら
物
を
云
わ
ぬ
こ
と

　
　
　
一
つ
、
家
を
出
る
と
き
は
誰
に
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
出
る
こ
と

　
　
　
一
つ
、
山
か
ら
帰
る
時
は
必
ず
う
し
ろ
を
ふ
り
向
か
ぬ
こ
と

　
こ
の
三
つ
の
作
法
を
捨
て
ら
れ
る
母
も
捨
て
る
子
も
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
辰
平
は
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
雪
が
降
っ
た
ば
か
り
に

一
番
目
と
三
番
目
の
作
法
を
破
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
し
か
し
、
毅
然

と
し
た
態
度
で
親
を
楢
山
に
捨
て
て
来
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
だ
。

そ
の
よ
う
に
深
沢
は
こ
の
小
説
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
彼

は
〈
山
へ
行
っ
て
別
れ
る
の
に
、
「
お
っ
か
あ
」
な
ん
て
言
っ
て
メ
ソ

メ
ソ
泣
い
ち
ゃ
っ
た
ら
ま
ず
い
で
し
ょ
。
で
、
山
へ
行
っ
た
ら
も
の
を

言
わ
な
い
こ
と
、
と
い
う
規
約
を
作
れ
ば
小
説
は
書
け
る
と
思
っ
た
の
。

〉
　
〈
一
番
最
後
に
、
そ
こ
に
気
が
つ
い
て
、
や
っ
と
あ
れ
が
書
け
た
ん

で
す
よ
。
あ
れ
孝
行
息
子
が
親
と
別
れ
る
の
に
オ
イ
オ
イ
や
っ
た
ら
、

し
ま
ら
な
い
よ
。
〉
と
今
村
に
語
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
、
〈

母
は
彼
岸
の
入
り
の
日
に
ー
‐
死
ぬ
十
五
、
六
日
前
で
、
「
も
し
、
わ

し
が
変
わ
っ
た
姿
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
悲
し
い
こ
と
で
は
な
い
よ
」

と
私
は
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
〉
　
（
「
自
伝
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
）
と
い
う

体
験
が
投
影
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
作
法
に
は
以
上
の
三
つ
の
掟
の
他
に
も
う
一
つ
、
楢
山

へ
行
く
道
順
を
告
げ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
昔
話
の
枝
折

の
代
替
と
な
る
。
従
っ
て
母
の
深
い
愛
に
感
じ
て
親
を
由
か
ら
連
れ
帰

る
こ
と
を
厳
し
く
拒
否
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
そ
れ

は
悲
し
い
こ
と
で
は
な
い
〉
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
法
、
道
順
に
つ
い
て
、
〈
（
た
と
え
ば
「
池
を
三

回
廻
っ
て
」
な
ど
）
の
ナ
ン
セ
ン
ス
を
読
み
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
〉

と
言
っ
て
い
る
の
は
藤
井
貞
和
の
「
反
・
物
語
界
の
溶
化
に
つ
い
て
ー

深
沢
七
郎
論
－
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
深
沢
の
文
体
を

分
析
し
、
そ
こ
に
潜
む
〈
文
章
道
〉
上
の
〈
非
倫
理
的
な
態
度
〉
と
そ

こ
か
ら
来
る
〈
ナ
ン
セ
ン
ス
〉
を
指
摘
し
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

が
、
「
池
を
三
度
廻
っ
て
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
ナ
ン
セ
ン
ス
を
読
む

の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
葬
列
の
作
法
－
お
寺
の

境
内
に
入
り
、
そ
こ
を
三
度
廻
っ
て
本
堂
に
進
み
、
そ
こ
で
引
導
を
渡

さ
れ
る
作
法
－
に
則
っ
て
深
沢
が
書
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、

と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
こ
で
は
親
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ

て
親
孝
行
が
完
成
す
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
の
文
芸
を
貫
い
て
き
た
「
姥

捨
」
は
、
謡
曲
の
「
姥
捨
」
は
さ
て
お
き
、
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

親
を
隠
し
て
、
あ
る
い
は
山
か
ら
連
れ
戻
し
て
孝
養
す
る
と
い
う
の
が

そ
の
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
ち
ょ
う
ど
逆
の
形
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
楢
山
節
考
」
は
、
「
姥
捨
」
の
文
芸
伝
統
を
再
生
さ
せ
、
人
々
に
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衝
撃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
、
孫
の
け
さ
吉
の
創
造
と
「
姥
捨
」
と
の
関
連
に
つ
い
て

検
討
し
て
お
き
た
い
。
親
棄
春
型
の
説
話
で
は
、
孫
の
知
恵
に
よ
っ
て

息
子
が
改
心
し
、
山
に
捨
て
よ
う
と
し
た
年
老
い
た
親
を
連
れ
て
帰
る

こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
楢
山
節
考
」
に
お
け
る
孫
の
け
さ

吉
は
、
お
り
ん
の
楢
山
ま
い
り
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
取
っ
て
お

り
、
歯
の
丈
夫
な
お
り
ん
の
悪
口
を
楢
山
節
に
し
て
み
ん
な
の
曇
い
も

の
に
し
て
い
る
。
む
し
ろ
息
子
の
辰
平
が
、
お
り
ん
を
山
に
置
い
て
来

る
に
し
の
び
な
い
思
い
を
し
て
い
る
。
従
っ
て
親
棄
春
型
の
説
話
を
も

「
楢
山
節
考
」
は
逆
の
形
で
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
深
沢
は
、
老
人
な
ら
当
然
お
り
ん
の
よ
う
に
考
え
る
だ
ろ

う
し
（
こ
れ
は
ガ
ン
で
死
を
悟
っ
た
深
沢
の
母
の
思
い
に
重
な
る
の
だ

が
）
、
深
沢
自
身
も
年
を
取
っ
た
ら
そ
う
思
う
だ
ろ
う
、
と
語
っ
て
い

る
。
従
っ
て
、
け
さ
吉
の
思
い
は
深
沢
自
身
の
そ
れ
と
重
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
。
け
さ
吉
が
お
り
ん
を
か
ら
か
う
楢
山
節
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
作
る
の
も
、
深
沢
が
田
舎
唄
が
好
き
で
そ
れ
を
作
っ
て
い
た

こ
と
と
重
な
る
。

　
私
の
母
は
歌
を
作
る
こ
と
は
悪
い
事
だ
と
思
っ
て
い
た
。
歌
と

い
う
の
は
そ
の
地
方
地
方
で
唄
わ
れ
る
田
舎
歌
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
土
地
の
悪
口
と
か
そ
こ
に
住
む
人
の
悪
口
と
か
、
格
言
の
よ

う
な
歌
も
あ
っ
た
り
、
色
欲
を
あ
ざ
け
っ
た
り
、
反
対
に
、
楽
し

ん
だ
り
す
る
こ
と
な
ど
も
唄
っ
た
田
舎
歌
の
こ
と
で
あ
る
。
（
略
）

私
は
よ
く
口
か
ら
で
ま
か
せ
の
替
歌
を
ブ
ッ
ブ
ツ
言
う
こ
と
が
あ
っ

　
た
。
冗
談
で
言
う
の
だ
が
、
そ
ん
な
時
母
は
目
の
色
を
変
え
て

「
歌
を
残
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
歌
を
、
も
し
、
だ
れ
か
に
聞

　
か
れ
て
拡
ま
る
と
」
と
し
か
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
（
「
自
伝
と

　
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
）

　
右
の
文
章
を
読
ん
で
、
「
楢
山
節
考
」
の
け
さ
吉
の
行
為
を
振
り
返
っ

て
み
る
と
、
け
さ
吉
が
深
沢
自
身
に
似
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま

り
深
沢
は
、
母
親
へ
の
思
慕
を
辰
平
に
託
し
、
も
う
一
人
の
自
分
を
け

さ
吉
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
〈
根
っ
こ
〉
の
お
り
ん
の
家
族
を
造
型
し
た

の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
稿
を
ま
と
め
る
に
当
っ
て
参
照
し
た
文
献
を
掲
げ
て

お
く
。
た
だ
し
〈
注
〉
に
明
記
し
た
も
の
は
除
外
し
た
。

安
藤
始
「
深
沢
七
郎
論
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
第
8
9
巻
1
0
号
・
昭
6
3
・

　
　
1
0
・
1
5
）

　
日
沼
倫
太
郎
「
解
説
」
（
深
沢
七
郎
『
楢
山
節
考
』
平
成
元
年
・
五

　
十
一
刷
・
新
潮
文
庫
）

『
別
冊
・
新
評
・
深
沢
七
郎
の
世
界
』
（
昭
4
9
・
７
・
1
5
・
新
評
社
）

　
　
に
再
掲
さ
れ
た
以
下
の
も
の
。

　
　
深
沢
貞
造
「
兄
の
こ
と
」

　
　
座
談
会
「
深
沢
七
郎
に
お
け
る
人
間
性
の
研
究
」
秋
山
駿
・
松
永

　
　
　
伍
一
・
吉
田
知
子

　
　
中
央
公
論
新
人
賞
の
選
後
評
（
伊
藤
整
・
武
田
楽
淳
・
三
島
由
紀

　
　
　
夫
）
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正
宗
白
鳥
「
珍
し
い
新
作
「
楢
山
節
考
」
」

　
伊
藤
整
「
深
沢
七
郎
氏
の
作
品
世
界
」

　
日
沼
倫
太
郎
「
存
在
透
視
力
」

　
高
橋
和
己
「
無
常
の
視
線
」

　
秋
山
駿
「
深
沢
七
郎
論
」

『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
・
井
伏
鱒
二
・
深
沢
七
郎
』
（
昭
5
2
初
・

　
昭
5
9
再
・
至
文
堂
）
に
掲
載
さ
れ
た
以
下
の
も
の
。

　
松
本
鶴
雄
「
深
沢
七
郎
－
土
看
者
の
幻
視
的
史
眼
―
」

　
山
下
和
久
「
共
同
体
に
お
け
る
記
号
の
価
値
－
「
楢
山
節
考
」
の

　
　
世
界
」

『
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
』
（
第
3
7
巻
７
号
・
昭
4
7
・
６
）
所
載
の
以

下
の
も
の
。

　
　
松
本
鶴
雄
「
深
沢
七
郎
に
お
け
る
。
農
‘
の
思
想
」

　
　
宗
谷
真
爾
「
深
沢
七
郎
に
お
け
る
方
法
と
人
間
把
握
」

　
　
山
田
博
光
『
楢
山
節
考
』

　
　
「
楢
山
節
考
」
に
言
及
す
る
論
や
評
は
随
分
多
い
。
未
見
の
も
の
に

中
村
光
夫
、
平
野
謙
、
寺
田
透
、
関
敬
吾
、
金
井
美
恵
子
、
対
馬
斉
、

お
よ
び
『
群
像
』
の
合
評
（
中
島
健
三
、
安
部
公
房
、
平
野
健
）
な
ど

が
あ
る
。
既
に
読
ん
だ
論
や
評
と
な
る
べ
く
重
な
ら
な
い
よ
う
に
書
い

た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
未
見
の
も
の
と
重
な
る
部
分
が
出
て
き
た
時
に

は
、
そ
の
部
分
を
書
き
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。

注
（
１
）
吉
田
健
一
が
『
文
学
界
』
に
発
表
し
た
一
文
と
し
て
筆
者
が
引

　
用
し
て
い
る
。
〈
こ
の
作
品
に
は
承
服
し
兼
ね
る
。
〉
と
い
う
Ｉ

　
文
に
始
ま
っ
て
、
姥
捨
な
ど
の
く
そ
れ
が
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ

　
る
と
感
じ
さ
せ
る
所
に
作
品
の
効
果
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
文
学

　
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
に
価
す
る
だ
ら
う
か
。
〉
と
疑
問

　
を
提
出
し
、
〈
寧
ろ
か
う
い
ふ
こ
と
を
扱
っ
た
作
品
を
成
功
さ
せ

　
る
の
に
は
、
我
々
に
親
が
子
を
食
ふ
こ
と
、
或
は
七
十
歳
以
上
の

　
も
の
を
山
に
捨
て
る
の
が
一
部
落
の
し
き
た
り
に
な
っ
て
ゐ
る
こ

　
と
を
肯
定
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
我
々
に
、
そ
れ
で
よ
し
と
実
感
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ

　
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
（
ダ
ン
テ
は
そ

　
れ
を
や
っ
て
い
る
）
、
「
楢
山
節
考
」
は
材
料
の
世
界
に
止
っ
て
ゐ

　
る
。
老
人
を
突
き
落
と
し
た
谷
の
底
か
ら
烏
の
大
群
が
舞
ひ
上
が

　
る
。
凄
じ
い
と
言
へ
ば
言
へ
る
。
併
し
我
々
が
そ
れ
を
肯
定
す
る

　
の
で
は
な
い
。
我
々
は
却
っ
て
そ
の
時
、
谷
の
底
ま
で
老
人
を
救

　
ひ
に
降
り
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
以
下
略
）
〉
と
結
ん

　
で
い
る
。

（
２
）
別
冊
新
評
『
深
沢
七
郎
の
世
界
』
（
昭
4
9
・
７
・
1
5
・
新
評
社
）

　
の
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
３
）
深
沢
七
郎
『
人
間
滅
亡
の
唄
』
（
昭
5
1
十
刷
・
徳
間
書
店
）
　
の

　
一
七
二
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
山
本
健
吉
「
深
沢
七
郎
の
作
品
」
（
『
中
央
公
論
』
昭
和
3
2
年
２

　
月
号
・
所
載
）
た
だ
し
こ
こ
で
は
注
（
２
）
と
同
じ
別
冊
新
評
の
Ｉ
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四
三
～
一
四
四
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
し
た
。

（
５
）
注
（
３
）
と
同
書
の
一
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
　
『
中
央
公
論
』
（
昭
5
8
・
５
月
号
）
所
載
の
対
談
「
二
十
七
年

　
ぶ
り
の
『
「
楢
山
節
考
」
』

（
７
）
遠
丸
立
「
老
婆
論
、
ま
た
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
老
婆
－
深

　
沢
七
郎
論
－
」
（
『
文
芸
』
昭
4
7
・
５
月
号
）
た
だ
し
私
の
読
ん
だ

　
も
の
は
有
精
堂
の
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
』
所
収
の
箪
又
で

　
あ
る
。

（
８
）
阿
部
正
路
「
時
の
超
克
」
（
阿
部
正
路
『
戦
後
文
学
論
』
昭
4
9
・

　
８
・
1
5
・
桜
楓
社
）
。

（
９
）
大
里
恭
三
郎
「
『
楢
山
節
考
』
－
母
へ
の
挽
歌
」
初
出
『
県
民

　
文
芸
』
（
昭
5
1
・
２
）
、
後
、
『
井
上
靖
と
深
沢
七
郎
』
（
8
4
・
９
・

　
1
5
・
審
美
社
）
に
収
載
。

（
1
0
）
こ
の
時
間
に
つ
い
て
は
既
に
、
藤
井
貞
和
が
「
反
・
物
語
界
の

　
溶
化
に
つ
い
て
ー
深
沢
七
郎
論
－
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
言
及

　
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
の
初
出
は
『
三
田
文
学
』
（
昭
4
4
・
９
月
）
。

　
私
の
見
た
も
の
は
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
』
　
（
有
精
堂
）
に

　
収
載
さ
れ
た
そ
れ
。

言
ひ
深
沢
七
郎
「
白
鳥
の
死
」

（
1
2
）
長
部
日
出
雄
「
反
近
代
的
で
知
的
な
「
楢
山
節
考
」
－
映
画
作

　
り
の
中
で
解
け
た
疑
問
」
（
『
夕
刊
読
売
新
聞
』
平
成
元
年
・
７
月

　
2
1
日
）

（
1
3
）
昭
和
二
十
年
に
発
表
さ
れ
た
「
親
棄
山
」
と
い
う
エ
″
セ
イ
で

　
柳
田
国
男
は
、
こ
の
話
を
四
種
の
型
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
四

種
の
型
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
現
代
文
学
に
現
わ
れ
た
『
姥
捨
』
」

（
『
日
本
文
学
論
究
』
第
3
9
冊
昭
5
4
・
７
・
1
0
発
行
）
の
五
七
～
五

八
ペ
ー
ジ
で
触
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

１４－
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