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物

語

と

小

説

に

つ

い

て

の

覚

え

書
笹

淵

友

・

一

は

し

が

き

物
語
と
小
説
と
は
屡

々
同
義
語
と
見
ら
れ
る
。
完

全
に
同

一
視
し
な

い
ま
で

も
小
説

の
概
念
を
拡
大
し
て
、
物
語

を
そ

の
中

に
包
含
す

る
こ
と

は
文
学
史
家

が
よ
く
や
る
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
処

理
は
意
識
的
、
無
意
識
的

に
歴
史
的
様
式

概
念
と
基
本
的
様
式
概
念
と
を
交
錯

さ
せ
て
い
る
。
本
稿
は

一
応
物
語
を
平
安

時
代

の
所

謂
作
り
物
語

に
、
小
説

を
近
代
小
説

に
限
定
し
た
い
と
思
う
が
、
物

語

の
中
で
も
源
氏

な
ど
が

こ
の
近
代
小
説
的
批
判

に
堪
え
る
も

の
を
も

っ
て

い

る
こ
と
は
近
年
目
ざ
ま
し

い
進

歩
を
見

せ
た
源
氏
研
究
に
よ

っ
て
明
ら
か

に
な

っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
角
度

を
変

え
て
見

れ
ば
、
物
語
と
小
説
と

の
問

に
は
、
そ

の
し
き

い
を
取
り
去

っ
て
し
ま
え
な
い
何
か
異
質

の
も

の
が

あ
る
こ

と
も
確
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
物
語
が
そ

の
歴
史
性
を
完
全

に
脱
却
す
る

こ
と
は

で
き
な

い
と

い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ

の
物

語
性

を
単

に
平
安
時
代

の
創
作
物

語
ば

か
り

で
な
く
、
歴
史
物
語
、
軍

記
物
語

、
お
伽
草
子
、
江
戸
小
説

に
も
認

め
、
近
代
小
説
概
念
と
対
蹟
的
な
意
味

で
物
語

の
概
念
を
は

っ
き

り

さ

せ

た

い
、
そ
し

て
そ
れ
に
よ

っ
て
却

っ
て
日
本

の
小
説

の
個
性
を
明

ら

か

に

す

る

機
縁
を
え
た

い
と

い
う
の
が
、
わ
た
し

の
究
極

の
希
望
で
あ
る

が
、

こ

れ

は

も
ち

ろ
ん
大
き
な
、
今

の
わ

た
し

に
は
手

に
余

る
聞
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
物
語

を
平
安
朝

の
物

語
に
限
定

し
、
近
代
小
説

の
性
格
と
対
比

し
て
、
覚
え
書
的

に

私
見
を
書
き
と
め
、
今
後

の
著
察

の
き

っ
か
け

に
し
た

い
と
思
う
。

物
語

が
古
代

の
語
り
、
語
り

ご
と

の
伝
統

を
汲
ん

で
い
る
こ
と

は

一
般

に
認

め
ら

れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
万
葉

集

に
よ
れ
ば
語
り

の
重
要

な
主
題

の

一
っ

は
名
-

人

の
名
、
家

の
名
ー

で
あ
る

(「
ま
す
ら
を
は
名
を
し
た

っ

べ

し

後

の
代

に
き

ゝ
っ
ぐ
人
も
語
り

つ
ぐ
が
ね
」
巻

一
九
、四

一
六
五
)。

こ
れ
は
語

り
が
古
代
叙
事
詩
的

、
英
雄
詩
的
性

格
を
も

っ
て
い
る

こ
と
を
示
す
も

の
で

あ

る
が

(
そ
れ
が
語
り

の
す

べ
て
で
な

い
こ
と
は
後

に
述

べ
る
)
、

こ
の
主
題
意

識

は
源
氏

の

光
源
氏
、
名

の
み
こ
と

ご
と
し
う
、
言

ひ
消
た
れ
給

ふ
答
多

か
ん
な
る

に
、

い
と

ダ
か
か
る
好

き
ご
と

ど
も
を
、
末

の
世

に
も
聞

き
伝

へ
て
、
軽
び
た
る

名

を
や
流

さ
ん
と
、
忍
び
給

ひ
け
る
か
く
ろ

へ
事
を
さ

へ
、
語
り
伝

へ
け
ん

人

の
物
言

ひ
さ
が
な
さ

よ
。

な
ど
に
繋

が
る
。
た
だ
貴
族
文
化

の
発
達

に
伴

っ
て
英
雄
性

の
中
味

が
変

っ
た



の
で
あ
る
。
尤
も
語
り

は
そ

の
主

題
、
内
容
が
伺
で
あ
ろ
う
と
、
す

べ
て
永

遠

性

、
崇
高
性
、
権
威
、
人
生

の
真
実
、
真
理
な
ど
、
何
ら
か
の
普
遍
的
価
値

を

含
む
も
の
で
あ
り
、
　

こ
の
普
遍
性

が
無
限
定
で
あ
る
か
ど
う

か
は
聞
題
に

し
て
も
　

そ
う

い
う
価
値

の
伝

達
が
語
り

の
目
的
で
あ

っ
た
。

だ
か
ら
こ
の

伝
達
さ
れ
る
も

の
は
徒
ら
事
で
は
な
く
、
厳
粛
真
面
目
な
人
生

の
事
実
と
解

さ

れ
て
お
り
、
語
り

っ
が

れ
た
こ
と
は
当
然
真
理
、
真
実

と
し
受
け
継
が
れ
る
こ

と
が
確

信
さ

れ
て
い
る
。
だ
が
物
語

に
は
そ
う

い
う
確
信
は
な
い
。

こ
れ
は
語

り
と
物

語
と
に
対
す

る
評
価

に
相

違
が

あ
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
三
谷

'

栄

一
氏
は
こ
の
評
価

の
相
違
が
生

じ
た
原
因
を
伝
承

の
社
会
性

の
変
化
　

家

々
の
伝
承
が
社
会

に
公
開
さ
れ
た
こ
と
　

に
帰
し
て
お
ら
れ
る
。

さ
て
か

ゝ
る
家

々
の
伝
承
も
そ

の

一
族

に
語
ら
れ
て

ゐ
る
間

は
信
仰
と
し
て

重
ぜ
ら
れ
る
け

れ
ど
も
、
世
間

に
出

て
社
会
性
を
帯
び
る
と
き
は
、
そ

こ
に

批
判

の
眼
が
向

け
ら
れ
る

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
社
会
的
批
判

は
時
代

に
よ

っ
て
変
化

す
る
。

か

ゝ
る
傾
向

の
事
実

を
、

た
や
す
く
信
じ
て
ゐ
た
社
会
で

は
、
こ

の
神
秘
性
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど

も
人
間

の
文
化

の

向
上

に
よ
る
批
判

眼
の
前

に
は
、

い
つ
ま
で
も

こ
の
信
仰
が
そ

の
ま
ゝ
全
部

擁
護
さ
れ
る
と
は
限
ら
な

い
。

(
中
略

)
従

っ
て
そ

の
神

秘
的
な
伝
奇
的
分

子

は
信
仰

を
は
な

れ
て
、
好
奇

心

の
求

め
る
対
象

の

「
め
づ
ら

し
さ
」

に
な

り
変

つ
て
行

く
。

こ

の
慰
み

こ
そ
物

語

の
要
素
と
し
て
重
要

な
性
格
で
あ

っ

た

の
で
あ
る
。

(
「
物
語
文
学
史
論
」
)

三
谷
氏

の
理
解

は
高
崎
正
秀
氏

の
物

語
を

「
神
秘
な
か
た
り
」

(
「
物
語
文

学
序
説
」
)
と
す
る
理
解

に
繋
が
る
も

の
で
あ
る
が
、
確
か
に

「
語
り
」
が
家

の
閉
鎖
さ

れ
た
世
界

か
ら
社
会

に
解
放

さ
れ
た
こ
と
が
語
り

へ
の
評
価
を
変
化

さ

せ
、
物
語
を
生
ん
だ
と
い
う
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
そ
れ
が
原
因

の
す

べ
て
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
語
り

の
内
容

に
、
氏

人
と

し
て

の
信
仰
を
離

れ

れ
ば
、
怪
奇
神
秘
と
感
ぜ
ら
れ

る
も

の
の
あ
る
こ
と
も
確

か
で
あ
る
。
だ
が
語

.

り
が
す

べ
て
神
秘
な
内

容
を
も

っ
て

い
た
わ
け
で
も
、
ま
た
家
と

い
う
閉
鎖

さ

れ
た
世
界

の
中

に
限
ら

れ
た
も

の
で
も
な
か

っ
た
。
本
来

の
語
り
は
と
も

か
く

と
し
て
も
、
少
く
と
も
万
葉
時
代

の
語
り

は
そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
成
程
大
伴

家
持

の

「
賀
陸
奥
国
出

金
詔
書

歌

一
首
井
短
歌
」

(巻

一
八
、
四
〇
九
四
)
や

「
喩
族

歌
」

(
巻

二
〇
、

四
四
六
五
)
な
ど
は
家

の
伝
承
と
し
て

の
語

り
を
内

容

と
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
語
り

の
大
部
分
は
む

し
ろ
こ
の
よ
う
な
家

の
制
約

か
ら
解
放
さ
れ
て

い
る
。

た
と
え
ば

「
過
葦
屋
処
女
墓
時
作
歌
」

(
巻
九
、

一

八
〇

一
)
や

「
詠
勝
鹿
真
間
娘
子
歌
」
へ巻

九
、

一
八
〇
七
)
な
ど

の
民
間
伝
説

は
特
別
な
氏

に
限
ら
れ
た
伝
承

で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、

ま
た

「
古
ゆ

か
ず

言
ひ
継
ぎ
来
ら
く
世

の
中

は
命
数
な
き
も

の
ぞ
」

(巻

一
七
、
三
九
七

二
)
、

「
天
地

の
遠
き
始
め

よ
よ

の
中
は
常
な
き
も

の
と
語

り

つ
ぎ
な
が

ら

へ
来

た

れ
」
(
巻

一
九
、
四

一
六
〇
)
な
ど
の
語
り

つ
ぎ
言

い
つ
が
れ
た

こ
と
は

い
う
ま

で
も
な
く
人
生

に
普
遍
的
な
真

理
で
あ
る
。
更

に
語

り
つ
ぎ
言

い
つ
が
れ
た
自

然

の
中
に
は
赤
人

の
不
蓋

山
歌

(
巻

三
、
三

一
七
)
の
よ
う

に
神
話
的
想
像
と

結

び

つ
く
荘
厳
な
自
然
も
あ

っ
た
が
、
他
方

に
は

ほ
と
と
ぎ
す
今

し
来

鳴
か
ば

よ
う
つ
世

に
語

り
つ
ぐ

べ
く
思
ほ

ゆ

る

か

も

(
巻

一
七
、

三
九

一
四
)

…
…
木

の
晩
闇

四
月

し
立

て
ば

夜
こ
も
り
に

鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す

い

に
し

へ
ゆ

語
り

つ
ぎ
つ
る

鶯

の

現

し
真
子

か
も
…
…

(巻

一
九
、
四

一
六
六
)

の
よ
う
に
、
む
し
ろ
優
美
可
憐
と
も

い
う
べ
き
自
然
が
語
り

の
対
象

に
な

っ
て

い
る
。

(
後
者
は
説
話
的

な
連
想
を
伴

っ
て
い
る
が
、
前
者
は
単

純
な
自
然
美



へ
の
謎
歎

か
ら
生
れ
た
も

の
で

あ
る
。
)語

り
が
必
ず

し
も
家

の
伝
承

に
限
ら
れ

る
も

の
で

は
な
く
、

ま
た
必
ず

し
も
神
秘
性
と
結

び
つ
い
て
い
な
か

っ
た
こ
と

が
わ

か
る
。
万
葉
入

の
意
識

の

一
面
は
既
に
家

の
制
約
か
ら
解
放

さ
れ
、
　

勿
論

そ
れ
は

一
面

に
過
ぎ
な
い
。
　

文
化
的
世
界

に
入

っ
て
い
た
。
し
か
も

そ
う

い
う
環
境

に
も
語
り

は
あ
り
、
か

つ
伝
承

と
し
て
の
権
威
を
失

っ
て
は
い

な
か

っ
た
。
万
葉

に
お
け
る
語
り

は
そ
う

い
う
性
格

を
も

っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
語
り
を
母
胎

に
し
て
平
安
時
代

の
物
語
は
誕
生

し
た
。
物
語

の
主
人
公
と

蹟
想
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
語
り

の
英
雄
詩
的
性
格
が
物
語

に
対
す
る
遺
産

と
し
て
最
も
重
要

な
意
味

を
も
つ
が
、
そ

の
他

の
語

り
の
要
素
も
没
交
渉

で
は

な
か
ろ
う
。
た
だ
両
者
は
単
純

に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
く

、語
り

と
物
語

と
の

間

に
は
そ

の
媒
介
体

が
あ
る
。
社
会
的
、
民
俗
的
な
環
境
も
そ

の

一
つ
で
あ
る

が
、

そ
の
外

に
重
.要
な
も
の
は
大
陸
文
化
　

シ
ナ
文
学

や
思

想
、
仏
教

の
世

界
観

の
影
響
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
。
た
と
え
ば

大
伴
旅

人
の
梧
桐

の
日
本

琴

を
藤
原
房
前

に
贈
る
歌

(
巻
五
、
八
一

○
…
一

)
、
松
浦
河

に
遊
び
娘
子

と

贈
答
し
た
歌

(
八
五
三
　

八
六
三
)
及

び
そ

の
詞
書

や
序

は

シ
ナ
神
仙
思
想
が

日
本

人
の
想
豫

の
世
界
を
拡
げ

、
語
り
を
物
語

へ
誘
導
し

た

一
つ
の
傍
証
と
見

ら
れ
る
。
い
う

ま
で
も

な
く

こ
れ
ら
は
創
作

で
あ
る
。
そ
し
て
語
り
と

い
う
伝

統

的
発
想
形
式
を
受
け

つ
ぎ
な
が
ら
し

か
も
意
識
的

に
こ
の
伝
統

を
離
れ
て
、

仮

横
と

い
う
新
し

い
方
法

に
よ

っ
て
豊

か
な
想
像

の
世
界

を
展
開
し
て
お
り
、

殊

に
後
者
は

一
つ
の
物
語
と
呼

ぶ
に
相
応

わ
し

い
内
容
を
も

っ
て
い
る
。

ま
た

み
や
び

の
意
識

は
物
語

に
普
遍
的
な
性
格

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
万
葉

の
歌
を
生

ん
だ
も

の
も
み
や
ぴ

へ
の
憧
憬
で
あ
り
、

こ
の
憧
憬
は

シ
ナ
文
学

に
よ

っ
て
刺

戟

さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

大
和
物
語
の
菟
原
処
女
伝
説
と
同
じ
素
材

を
万
葉
集
も
取
り

上

げ

て

い

る

(
巻

九
、
一
八
〇
九
)
。
た
だ
両

者
の
異

な
る

一
つ
の
点
は
後
者
が
純
粋
な
語
り

の
段
階

の
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
前
者

は
仏
教

の
輸
廻
思
想

に
.よ

っ
て
潤
色

さ

れ
、
伝
承
か
ら
離
脱
し

て
物
語

に
化
そ
う
と
し

て
い
る
点

で
あ
る
。
尤
も
大

和

の
菟
原
処
女
伝
説

は
物
語
と
し
て
完
成

せ
ず
、
語
り
か
ら
物
語

へ
の
成
長

の

過
程
を
段
階
的

に
示
す

に
止
ま

っ
て

い
る
が
、

こ
の
物
語
化

の

一
つ
の
段
階
と

し

て
輪
廻
思
想
に
よ
る
潤
色
が
あ
る

の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も

な
く
物
語

の
世

界
観
と
し
て
有

力
な

の
は
宿
世
思
想
で
あ
る
が
、
大
和

の
こ
の

一
段

は
物
語
誕

生

の

一
つ
の
契
磯

が
仏
教
的
世
界
観

の
感
化

に
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
す

る
。

以
上
の
語
り
か
ら
物
語

へ
の
質
的
変
化

と
対
応

し
て
、
語
り

と
物
語

の
間

に

は
さ
き

に
も
述

べ
た
よ
う
に
評
価

の
相
違

が
あ
る
。
そ
れ
は
語
り
が

「
ま

こ
と
」

を
伝
え
る
も

の
で
あ
る

の
に
対
し

て
、
物
語

は

「
そ
ら
ご
と
」

「
い
つ
は
り
」

で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

こ
の
評
価

の
相
違

は
語
り

の
社
会

と
物
語

の
社

会
と

の
相
違
と

い
う
点

か
ら
も
考
え
ら
れ
る
が
、

シ
ナ
の
小
説
概
念
或

は
こ
の

概
念

を
生
ん
だ
思
想
的

基
盤
、
更

に
は
仏
教
的

狂
言
綺
語
観
が
こ

の
物
語
認
識

を
媒
介

し
た

一
つ
の
原
因

で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
。
大
ま
か

に
い
え
ば
物
語

を
媒
介

し
た
も

の
が
同
時

に
そ

の
艇

価
を
も
媒
介

し
た
の
で

あ
る
。

小
説
と

い
う
語
が
荘
子

や
漢
書
芸
文
志

に
見

え
　

尤
も
荘
子

の
小
説

は
文

芸
様
式

の
意
味
で
な
い
。
　

こ
れ
ら
と
関
連

の
あ
る
用
例
が
弘
仁

私
記

に
見

え
る
こ
と
等
既

に
知

ら
れ
て
い
る
。芸

文
志

の
小
説
は
稗
史

の
意
味

で
あ
り

、
い

わ
ば
堕
落

し
た
、ま
と
も
で
な

い
歴
史
で
あ
る
。
そ

の
後

シ
ナ
の
小
説

は
写
実

、

伝
奇

の
す

べ
て
を
包
含
し
て
、

い
わ
ば

ノ
ヴ

ェ
ル
と

ロ
ー

マ
ン
ス
と
を
併

せ
た

概
念

に
な

っ
た
。
た
だ
常

に
歴
史
と
対
比
さ
れ

、
実
証
主
義

の
立
場
か
ら

の
批

判
、
蔑
視
、作
家
側

の
劣
等
感
を
伴

っ
て
い
る
。
(
近
代

に
お
け

る
小
説
と

い
う
語

の
普
及

は
坪
内
迫
遙

の

「
小
説
神
髄
」

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

い
が
、

こ
れ
は



シ
ナ
伝
来

の
小
説
と

い
う
語
を
受
け

つ
ぎ
な
が
ら
、
そ
れ
を

ノ
ヴ

ェ
ル
の
訳
語

と
し
て
用

い
た

の
で
あ
る
。

)
平
安
時
代

の
物
語
そ
ら

ご
と
論
は
こ

の
シ
ナ
小

説
観
や
仏
教

の
狂
言
綺
語
観
と
も
没
交
渉

で
は
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

物
語

は
男
性

よ
り
も
女
性

に
愛
読
さ
れ
か

つ
信
頼

さ
れ
た
。
そ
れ
は
女
性
が
男

性
よ
り
世
間
を
知

ら
な
い
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
　

だ
か
ら
女
性
も
年
配

に

な
り
世
間
知
が

で
き
る
と
物
語

の
空
し
さ

に
気
づ

い
た
。
　

一
つ
の
理
由
は

女
性

が
男
性

よ
り
も

シ
ナ
文
学

や
仏
教

の
感
化

を
受
け
る
こ
と
が

お
そ
く
、

比

較
的
純
粋

に
語
り

へ
の
信
仰

を
持
ち

つ
づ
け
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
万
葉
集

に

萌

し
た
詩
的

想
橡

の
可
能
性

を
い
ち
早
く
摘

み
と

つ
て
古
今
集

の
平
板
拝
情
な

性

に
引
き
戻

し
た

の
も

シ
ナ
詩
学

で
あ

っ
た
と
思
う
。
物
語
そ
ら
ご
と
論
と
古

今
集
的
掃
情
性
と
は
同

一
の
幹

か
ら
出
た

二
本

の
枝

で
あ
る
・

二

物

語
そ
ら
ご
と
論

の
根
拠
は

い
う
ま
で
も
な
く
物
語

の
仮

構
性

に
あ
る
。
尤

も
仮

揖
性

一
般

は
小
説

に
も
通
ず

る
も

の
で
あ

っ
て
、
そ
う
い
う
仮

構
性

は
必

ず

し
も
物
語

の
特
色
と
は

い
え
な
い
。
物
語

の
特

色
は
そ

の
仮
構
性

の

一
面
が

超
自
然
性
、
異
常
性

に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ

て
も
、
こ

の
い
っ
は
り
ど
も

の
中
に
、

「
げ

に
、
さ
も
あ
ら
む
」
と
、
あ

は
れ
を
見

せ
、

つ
き
　

し
く
続

け
た
る
、

は
た
、
は
か
な
し
ご
と

ゝ
知
り

な
が
ら
、

い
た
づ
ら

に
心
う
ご
き
、
ら
う
た
げ
な
る
姫
君

の
物
思

へ
る
見
る

に
、
か
た
心
つ
く
か
し
.
ま
た
、

「
い
と
、
あ

る
ま
じ
き
事
か
な
」
と
見
る

　
お
ど
ろ
　

し
く
取
り
な
し
け
る
が
、
目
驚
き
て
、

し
つ
か
に
、

ま
た

聞

く
た
び
ぞ
、
憎
け
れ
ど

、
ふ
と
、
を
か
し
き

ふ
し
、
あ
ら
は
な
る
な
ど
も

あ
る

べ
し
。

(螢

の
巻

)

と
、
物

語
を
解
説

し
た
源
氏
物
語

の
作
者

は
物
語

の
仮
構
性

に
こ

の
区
別

が
あ

る

こ
と
を
知

っ
て
い
た
。
そ

し
て

「
い
と
あ
る
ま
じ
き

事
」

は

も

ち

ろ
ん
、

「
げ

に
さ
も
あ
ら
ん
と
あ

は
れ
を
見

せ
」
た

こ
と
も
ま
た

「
は
か
な
し

ご
と
」

で
あ
り
、

「
い
つ
は
り
」

に
変
り
は
な
い
こ
之
を
認
め
て
い
る
。
宣
長
は
こ

の

条

に
つ
い
て
、

下

ノ
心
、
源
氏
物
語
に
か
け
る
事
ど
も
を
、

二
く
さ

に
分
て
、
そ

の
意
を

の

べ
た
り
、

二
く
さ
は
、
上

に
い

へ
る
げ
に
さ
も

あ
ら
む
と
云

々
、
こ
れ

一
種

に
て
、
よ
む

人
の
心
を
感
ぜ
し
め
、
も

の
ゝ
あ
は
れ
を
知
ら
せ
た
り

、
・い
う

ご
く
と

い

へ
る
、
す

な
は
ち
物

の
あ
は
れ
に
感
ず

る
な
り
、
さ
て
こ
ゝ
に
い

へ
る
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
・し
き
事
、
こ
れ

一
種
な
り
、
か
く
て
上

の

一
く

さ

ぞ
、
こ
の
物
語

の
本
意

に
て
、
後

の

一
種

は
、
た
ゞ
ま
れ
に
興

に
書
た
る
の

み
な
り
、
さ
る
故

に
、
し
つ

か
に
き
く
と
き
は

に
く
し
と

い
ひ
て
、
此
物
語

の
中

に
、
さ
る
お
ど
ろ
お
ど

う
し
く
、
め
さ
む

る
や
う

の
事
は
、
い
と
ま
れ

に
の
み
有
て
、
た
だ
あ
は
れ
を
見
せ
た
る
す
ち

の
み
ぞ
お
ほ
か
る
、

と
述

べ
、
後
の

一
種

は

「
ふ
る
物
語
に
あ
る

一
種

の
事
」
だ
と
言

っ
て
い
る
。

宣
長

の
物
語
論
が
「
も

の
の
あ
は
れ
」
に
偏

っ
て

い
る
こ
と
は
既

に
定
説

で
あ
る

が
、
そ

の

「
も

の
の
あ
は
れ
」

に
影
響
さ
れ
て
、
源
氏

の
理
解

に
も
偏
り

が
見

ら

れ
る
こ
と
ほ

わ
た
し
も
嘗
て

「
九
大
国
文
学
会
誌
」

に
書

い
た
こ
と
が

あ
る
。

尤
も

「
い
と
あ
る
ま
じ
き
事
」
が
恐
ら
く
宣
長
が
考
え
た
よ
う

に
、
か
ぐ

や
姫

の

昇
天

、
宇
津
保

の
天
入
来
降
と

い
っ
た
類
の
も

の
に
限
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
源

氏

に
そ
う

い
う
類
の
横
想
が
乏
し

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
確
か

に
そ

の
点

で
竹
取
、宇
津

保
な
ど
と
源
氏
と
の
間

に
は
相
違
が
あ
る
。
し
か
し

「
あ
る
ま
じ

き
事
」
を
叙
事
詩
的
英
雄
性

の
流
を
汲
む
非
写
実
性

、
異
常
性

一
般

と
い
う
意



味

に
解
す
る
と
す
れ
ば
　

そ
う

い
う
理
解
が
必
ず

し
も
恣
意
的
で
な

い
こ
と

は
更
級

日
記

の
源
氏

評
な
ど

に
よ

っ
て
立

証
で
き

る
。
　

源
氏

は

も

と

よ

り
、
伊
勢
、
落
窪

の
よ
う
な
現
実
的
と
考
え
ら
れ
て
い
る
作
品
も
ま
た
そ
の
例

外

と
は
い
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
が
業

平

の
日
記
を
素
材

に
し
て
い
る
に
せ

よ
、

い
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
物
語

の
主
人
公
は
現
実

の
業
平
そ

の

人

σ

は

な

く
、
作
者

の
み
や
び
の
思

想

に
よ

っ
て
理
想
化
さ

れ
た
人
間
像

で
あ
り

、
貴
族

交
化

の
世
界

に
更
生
し
た
英
雄
像
と
見
る
こ
と
が

で
き

る
。
即
ち
歌

人
と
し
て

は
他
人

を
感
涙

に
咽

ば
せ
、
他
人

に
詠
歌
を
断
念
さ

せ
る
程

の
歌
才

の
持
主
で

あ
り

、
ま
た
類
稀
,な
色
好

み
で
、

「
昔

の
若
人
は
、
さ
る
す
け
る
物
思

ひ
を
な

ん
し
け

る
、
今
の
翁

、
ま
さ

に
し
な
ん
や
」
と
評
さ

れ
る
情
熱

と
、

「
世

の
中

の
例
と

し
て
思

ふ
を
ば
思

ひ
、
思
は

ぬ
を
ば
.思

は
ぬ
を
、

こ
の
入
は
思

ふ
を
も

思

は
ぬ
を
も
、
け
ち

め
見

せ
ぬ
心
な
む
あ
り
け

る
」
と

い
わ

れ
る
博
大

の
心

の

持
主

で
あ
る
。
思
想
性

に
乏
し
い
作
者

に
は
こ
の
主
人
公

の
人
物
を
観
念
化
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ

っ
た
が

、
野
情
的
な
面
で
こ
れ
を
理
想
化

し
、
そ

の
人
間

像

に
対

し
て
読
者

の
敬
礼
を
要
求

し
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

(
大
和
物

語

は
同
じ
歌
物
語
な
が
ら

こ
の
よ
う
な
叙
事
詩
化

の
前
段
階

に
あ
る
と
考
え
た

い
。

)
落
窪
物
語
の
素
材
と
し

て
の
継
子

い
じ

め
は
平
安
時
代

の
貴
族
社
会

に

も
珍

し
く
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
(
継
子

い
じ
め
は
平
安
朝

の
社
会

に
は
あ
り
え

な
い
と

い
う
折
口
信
夫
説

の
誤
り
は
既

に
批
判
済

み
で
あ
る
。
)
た
だ
素
材
は

現
実
的
で
あ

っ
て
も

、
素
材

に
対
す
る
作
者

の
態
度

や
世
界

観
は
必
ず

し
も
現

実
的

で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ

は
落
窪

の
君

の
幸
福
を
、
結
婚
前

と
結
婚
後
と
を

対

照
さ

せ
て
、
理
想
化
し

よ
う
と
す
る
意
図
を
も

っ
て
い
る
か
ら
で
、
懸
想
人

の
左
近
少
将
が

「
い
み
じ
き
色
好
み
」
と

い
う
世
評
の
高
い
人
物

で
あ

っ
た

に

も
か
か
わ
ら
ず
、
落
窪

の
君
を
知

っ
た
後

は
そ

れ
ら
し

い
素
振

は
全
く
な
く
、

一
人
の
女
性

に
操

を
立
て
通
し
た
と
い
う
構
想
も
こ

の
理
想
化

の

一
端

に
外

な
ら
な

い
。
更

に

「
こ
の
君
は
、
猶
我
等
を
助
け
給

は
む
と

て
、
仏
神

の
し
給

ふ
」
と

い
う
人
間
像

の
理
想
化

、

「
万

の
事
浄

土

の
心
地
す
る
我
が

殿
」

「
太

政
大
臣

の
北

の
方
、
后

の
御

母
」

の
栄
華
も
あ
り
ふ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。

四

巻
末

の

「
典
侍

は
、

二
百
ま
で
生
け
り
と
や
」
と
い
う
非
現
実

的
な
着
想
が
生

じ
た

の
も
そ

れ
を
不
自
然
と
感
ぜ
し
め
な
い
ム
ー
ド
が
各
巻

に
存
在

し
た
か
ら

で
あ
る
。

(
四
巻

の
作
者
が
三
巻
ま
で
の
作
者

と
同

一
人
か
ど
う
か
と

い
う

こ

と
は
こ

の
際

問
題

で
は
な

い
。
)

源

氏
五
十
四
帖

の
構
想
を
桐
壷

か
ら
藤
裏
葉

ま
で
、
若
菜
か
ら
雲
隠
ま
で
、

匂
宮
か
ら
夢
浮
橋
ま
で

の
三
部

に
分
け

る
の
は
通
説

で
あ
る
が
、

こ
の
第

一
部

が
主
要
人
物

の
理

想
化

に
お
い
て
源
氏
以
前

の
物
語

の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
尤
も
主
人
公

の
光
源
氏
の
生

涯

に
波
瀾
は
免
れ
な
か

っ
た
が
、
藤
壷
と

の
間

に
犯

し
た
罪
も
結
局
太
上
天
皇

の
栄
位

に
上
る
原
因

に

な
り

、
「
す

べ
て
の
こ
と
働

き
て
益
と
な
」

っ
た
の
は
昔
物
語
的
で
あ
る
。
第

二

部

の
光
源
氏

の
晩
年

に
は
、
第

一
部

の
華

さ
と
は
対
照
的

に
、
暗
い
不
幸
な
事

実

が

つ
づ
く
。

こ
れ
は
確
か
に
昔
物
語

の
殻
を
破

っ
た

横
想
で
あ
る
。
た
だ

こ

の
構
想
も
第

一
部

の
存
在
を
前
提
と
し
て

い
る
。
だ

か
ら
変
化
で
あ
る
と
同
時

に
発
展
で
あ
り
、
第

二
部

に
第

咽
部

の
構
想
を
否
定
し

ょ
う
と
す
る
意
志
が

あ

っ
た
と
は
思
え
な
い
。

こ
の
点
か
ら
す

れ
ば
第

一
部

、
第

二
部
と

い
う
区
分
そ

の
も

の
が
、
形
式
的
、
便
宜
的

だ
と

い
え
な
く
は
な
い
。
そ
れ
を
証
明
す
る
も

の
は
第
三
部

で
あ
る
。

げ

に
さ
る
べ
く

て
、

い
と

こ
の
世

の
人
と
は
造
り
出

で
ざ
り

け
る
。
仮

に
宿

れ
る
か
と
も
見
ゆ
る
こ
と
添

ひ
給

へ
り

。
顔
容
貌
も
そ

こ
は
か
と
、
い
つ

こ

な
ん
勝

れ
た
る
、
あ
な
清
ら

と
見
ゆ
る
所

も
な
き
が
、
唯

い
と
な
ま
め
か
し



う
恥

か
し
げ

に
、
心

の
奥
多

か
り
げ

な
る
け
は
ひ
、
人

に
似

ぬ
な
り
け
り
。

香

の
馨
し
さ
ぞ
こ
の
世

の
匂
な
ら
ず
、
怪

し
き
ま
で
打
ち
振
舞

ひ
給

へ
る
あ

た
り
、
遠
く
隔

て
た
る
程

の
追
風
も
、
誠

に
百
歩

の
外
も
薫
り

ぬ
べ
き
心
地

し
け
る
。
誰
も
さ
ば
か
り

に
な
り

ぬ
る
御
有
様

の
、
い
と
窒
れ
ば
み
、
た
だ
あ

り

な
る
や
は
あ
る

べ
き
、
様
々

に
我
人

に
優
ら
ん
と

、繕

ひ
用
意
す

べ
か
ん

め

る
を
、
か
く

か
た
は
な
る
ま
で
打
ち
忍
び
立
ち

寄
ら
ん
も
、
物

の
隈
も
著
き

灰
め
き

の
、
隠
れ
も

あ
る
ま
じ
き

に
、
う

る
さ
が
り
て
、
を
さ
ノ
＼

取
り
も

つ
け
給
は
ね
ど
、
数
多

の
御
唐
櫃

に
埋
も
れ
た
る
香

の
香
ど
も

ゝ
、
こ
の
君

の
は
、
言

ふ
由
も
な
き
匂
を
加

へ
、御
前

の
花

の
木

義
、
は
か
な
く
袖
掛
け
給

ふ
梅

の
香
は
、
春

雨

の
雫

に
も
濡
れ
、
身

に
染

む
る
人
多
く
、
秋

の
野

に
主

な
き
藤

袴
も

、
も
と

の
薫
は
隠
れ
て
、
な
つ
か

し
き
追

風
異

に
、
折
り
な
し

か
ら
な
ん
優

り
け

る
。

(
匂
宮
)

篤

三
部

の
主
人
公
薫

の
こ
の
造
型
は
第

一
部

の
光
源
氏

の
場
合

と
少

し
も
変

り
な

い
異
常
性

に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
そ

の
写
実
的

な
心
理

や
性

格
の
描
写
を

近
代
小
説
的
と
評

さ
れ
る
第
三
部

も
実

は
こ
の
異
常
性

を
前
提
と

し
、
枠
と

し

て
成
立

し
て

い
る
。
源
氏
物
語
は
人
間

の
内
面

に
照
明

を
向
け
、
人
間

に
普
遍

的

な
苦
悩
を
見
出

し
た
と

い
う
意
味
で
確
か
に
普
物
語

の
殼

を
破

っ
た
。
し
か

し
そ
の
苦
悩
が
特

に
理
想
化

さ
れ
た
人
物

の
も
の
と
さ
れ
、
或
は
そ

う
い
う
人

物

に
関
連

し
て
描
か
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
昔
物
語

の
殼
を
破
り
な
が
ら
、
そ

の

殼
を
捨
て
き
れ
な

い
と

こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
源
氏
以
後

の
物
語

に
も
通
ず
る

性
格
で
あ
る
。
尤
も
写
実
性
が
欠
け
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
写
実
性
が

根
本
的

に
超
現
実
性
、
異
常
性

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ

の

異
常
性

は
宣
長
が
評
価

し
た
よ
う

に
単
に
興
味
を
そ
そ
る
た
め
に
附
加
さ
れ
た

も

の
で
は
な
く
、
平
安
朝
人

の
世
界
観
　

宿
世
思
想

に
繋
が
り

、そ

れ
に
支
持

さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
語
り

ご
と
に
は
見
ら

れ
な

い
世
界
観

で
あ
り
、
物
語

の

長
篇
化

は
主
と
し
て
こ
の
論
理
的
な
根
拠

の
上

に
成
立
し
て

い
る
。
短
篇

の
竹

取

で
も

を

の
が
身

は
こ
の
国

の
入

に
あ
ら
ず
。
月

の
都

の
人

な
り
。
そ
れ
を
昔

の
契

あ
り
け
る
に
よ
り
な
ん
、
こ
の
世
界

に
は
ま
う
で
来
り
け
る
。

い
ま
は
帰

る

べ
き

に
な
り
に
け

れ
ば
、
こ

の
月

の
十

五
日

に
、
か
の
も
と

の
国
よ
り
、
迎

に
人
々
ま
う
で
来
ん
ず
。

さ
ら
ず
ま
か
り

ぬ
べ
け

れ
ば
、
思
し
な
げ

か
ん
が

悲
し
き
事
を
、

こ
の
春

よ
り
思

ひ
な
げ
き
侍
る
也

。

長

き
契

の
な
か
り
け

れ
ば
、
程
な
く
罷
り

ぬ
べ
き
な
め
り
と
思

ふ
が
、
悲
し

く
侍
る
也
。

と

い
う

か
ぐ

や
姫
の
述
懐

は
、

こ
の
物
語

の
構

想
が
宿
世
思

想
を
媒
介
と
し
て

成
立

し
て

い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る

(
諦
仙
思
想
も
そ

れ
に
結
び

つ
い
て
い
る

が
)
。
落
窪

の
諸
人
物
の
禍
福

の
底

に
も
宿
世
の
観
念
が
潜
ん
で

い
た
。
(
「
と

て
も
か
く
て
も
、
御
宿
世
ぞ
あ
ら
む
」

「
宿
世
に
や
お
は
し
け
む
、

い
つ
し
か

と

い
ふ
や
う
に
孕

み
給

へ
ば
、
」

「
か
く
宿
世
も
知
り
給

は
で
、
上

の
げ
ん
か

く
に
思

し
か
し
づ
き

し
を
、
」
)
宇
津

保
の
仲
忠

の
人
物
、
才
能
、
栄
華
が
祖

父
俊
蔭

に
対
す
る
仏
の

日
本

の
衆
生

こ
の
因
縁

に
生

々
世

々
に
仏
に
あ
ひ
奉
り
法

を
き
く
べ
し
。
又

こ
の
山
の
族

七
人

に
あ
た
る
人
を
三
代

の
う
ま
ご
に
う

べ
し
。
そ
の
孫
人

の

腹

に
や
ど
る
ま
じ
き
も

の
な
れ
ど
、

こ
の
日

の
も
と

の
国

に
契
結

べ
る
因
縁

あ
る

に
よ
り

て
そ

の
報
豊
な
る
べ
し
。

と

い
う
予
言

に
よ

っ
て
祝
福
さ
れ
た
結
果

あ
り
、
こ
れ
も
清
原

の
血
統
に
対
す

る

一
つ
宿
世
で
あ

っ
た
。

(
た
だ
宿
世
と
い
え
ば
、
む
し
ろ
禍

や
凶
を
意
味
す



る
場
合
が
多

い
。
俊
蔭
女

の

「
わ
が
宿
世

の
の
が
れ
ざ
り
け
る
を
、
天
翔
り

て

も

い
か
に
か
ひ
な
く
見
給

ふ
ら
む
」
と

い
ふ
述
懐
も
そ

れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
要

す

る
に
人
閥

は
幸
福
で
あ
る
と
感
ず
る
よ
り
、
自
分
を
不
幸
だ
と
感
ず

る
場
合

が
多

い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
宿
世
が
禍

凶
に
限
ら
れ

て
い
な

い
こ
と

は
、

さ
き
に
あ
げ
た
落
窪

の
帯
刀

の

「
御
宿
世
ぞ
あ
ら
む
」
と

い
う
言
葉

で
も
わ
か

る
。
)

源
氏
物
語

の
構

想
が
宿
世
思
想
を
も

っ
て
貫

ぬ
か
れ
て

い
る
こ
と

は
既

に
定

説
で
あ
る
。
こ

の
宿
世

は
人
格

の
外
側

に
あ

っ
て
、
人
間

の
自
由
意
志
を
裁
断

す
る
決
定
力
で
あ
り

、
そ
う

い
う
意
味

で
物
語

の
非
合
理
性
、
異
常
性

に
根
拠

を
与
え
、

一
種

の
合
理
化
を
果
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

三

`

近
代
小

説
が
描
く

の
は

一
般
的
に

い
っ
て
日
常

の
世
界
で
あ
り
、
稀

に
異
常

な
事
件
が
描
か
れ
る

こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
桑
原
武
夫
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ

る
よ
う
に

(
「
文
学
入
門
」
)
、
日
常
生
活

の
原
理
を
も

っ
て
解
し
う
る
も

の

で
あ
り
、
む
し
ろ
日
常
生
活

の
原
理
を
よ
り
明
確

に
把
握
す
る
方
法
と
し
て
、

異

常
な
構
想
が
利
用
さ

れ
る
場
台
が
多

い
。
そ

こ
に
近
代
小
説
と
物
語
と
の
相

違

が
あ
る
。
尤
も

こ
れ
は
厳
密

に
い
え
ば
、
自
然
主
義
以
後

の
、
い
わ
ば
完
成

さ

れ
た
近
代
文
学

の
事
実
で
あ

っ
て
、
自
然
主
義
以
前
の
小
説

に
は
必
ず

し
も

当

て
は
ま
ら
な

い
場
合

が
あ
る
。
紅
葉

、
露

伴
、

剛
葉
そ

の
他
自
然

主
義
以
前

の
作
家

は
す
べ
て
異
常
性

そ

の
も

の
を
主
題
と
し
て
描
い
て
い
る
と

い
っ
て
よ

い
。
た
と
え
ば
紅
葉

の

「
心

の
闇
」
は
片
恋

の
心
理
を
描

い
て
、
実

の
作
家

と

し

て

の
紅
葉

の
本
領
を
発
揮
し
た
も

の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
盲
人

の
恋
と
し
て

特
殊
化
さ
れ
て

い
る
の
は
、

「不
具

ほ
ど
執
念
深
」

い
か
ら
で
あ
っ
て
、
作
者

の
関
心
は
人
間

の
普
遍
的
心
理
よ
り
も
不
具
者

の
異

常
心
理

に
あ
る
。
ま
た
紅

葉

は

「
不
言
不
語

」
の
主
人
公
夫
妻

の
不
和
と
苦
悩
と
を
精
魂
を
傾
け
て
描

い

た
。
だ
が
不
和
苦
悩

の
原
因
は
女

主
人
公

の
死
に
至

る
ま
で
秘
密

に
さ
れ
、
最

后

に
女
主

人
公
が

「
笠
原
家
の
距
万

の
富
を
ば
、
且
那
様

に
襲
は

せ
ま
ほ
し
き

御
心
の
迷

よ
り
、
御
家
督
な
り

し
兄
様

の
御
遺
子
を
ば
陰

か
に
毒
害
し
」
た
と

い
う
お
家
騒
動

の
秘
密
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。

即
ち
さ

き
の
心
理
描
写

は
こ
の

異
常
な
、

大
時
代
な
構
想
を
枠

と
し
て
は
じ

め
て
可
能

な
の
で

あ
る
。
こ
れ
は

日
常
生
活

の
原
理

に
よ

っ
て
異

常
性
が
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
却

っ
て
異

常
性

そ

の
も
の
が
作
品
を
解
く
鍵

と
さ

れ
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
。

広
津
柳
浪

の
深
刻
小
説

「
変
目
伝
」

「
黒
蜥
蜴
」
も
異

常
性

に
お
い
て
紅
葉

の
作

に
変
り

は
な

い
。

「変
目
伝
」
は

「
心
の
闇
」

と
類
想
で
、
後
者

の
影
響

を
受
け

て
い
る
か
と
思

わ
れ
、
不
具
者

の
異

常
心
理
を
描

い
て
お
り
、

「
黒
蜥

蜴

」
は
老

人
の
多
淫
な
異

常
性
格
が

モ
テ
ィ

フ
に
な

っ
て
い
る
。

い
ず

れ
も

一

応
リ

ア
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
作

で
あ
る
が
、
そ

の
リ

ァ
リ
テ
ィ
が
異

常
性

の
枠

の

中

で
は
じ
め
て
可
能
な

と
こ
ろ
に
真

の
近
代
的
リ

ア
リ
ズ

ム
と

の

相

違

が

あ

る
。自

然
主
義
以
後

の
作
品

で
も
何
某
物
語
と
名

づ
け
ら
れ
た
作
品

に
は
異

常
非

凡
な
人
間
性

や

エ
キ
ゾ

テ
ィ

ッ
ク
な
内
容

の
も
の
が
多

い
。

(新

浪
漫
派

に
こ

の
種

の
も

の
が
多

い
の
は
日
常
平
凡
な
生
活
に
新
浪
漫

人
が
不
満

で
あ
り
、
異

常
性

そ
の
も

の
に
彼

ら
が
憧
れ
る
か
ら
看
あ
る
。
)

こ
れ
も
物
語
が
日
常
性

と

矛
盾
す
る
性
格

を
も

っ
て
い
る

こ
と
を
示
唆
す
る
。
だ
が
真
の
近
代
小
説
は
異

常
性

を
単
な
る
異
常
性

に
止

め
な

い
。
む
し

ろ
異
常
な
も

の
の
中

に
恒
常

、普
遍

の
も

の
を
見
出
す
。
芥
川
竜
之
介

の

「昔

」

(
「
澄
江
堂
雑
記

」
)
は
そ
の
よ



き
解
説
で
あ
る
。

や
や
長

い
が

一
部
引
用
す
る
。

お
伽
噺
を
読
む

と
、
日
本
の
な
ら

「
昔

々
」
と
か

「
今

は
昔
」
と
か
書

い
て

あ
る
。
西
洋

の
な
ら

「
ま
だ
動
物
が

口
を
利

い
て
ゐ
た
時

に
」

と

か

「
ベ

ル
卜
が
糸
を
紡

い
で
ゐ
た
時

に
」
と
か
書

い
て
あ
る
。
あ
れ
は
何
故
で
あ
ら

う
。
ど

う
し

て

「今
」

で
は

い
け
な

い
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
本
文

に
出
て

来
る

あ
ら
ゆ
る
事
件
に
或
可
能
性
を
与

へ
る
為

の
前
置
き
に
ち

が
ひ
な

い
。

(
下
略

)

所

で
も

し
こ
れ
が

「
昔
々
」

の
由
来
ビ
と
す
れ
ば
、
僕
が
昔
か
ら
材
料

を
採

る

の
は
大
半

こ
の

「
昔

々
」

と
同
じ
必
要
か
ら
起

つ
て
ゐ
る
。
と
云
ふ
意
味

は
、
今
僕

が
或

テ

エ
マ
を
捉

へ
て
そ
れ
を
小
説
に
書
く
と
す
る
。
さ
う
し
て

そ

の
テ
エ

マ
を
芸
術
的

に
最
も
力
強
く
表
現
す
る
為

に
は
、
或
異
常
な
事
件

が
必
要

に
な
る
と
す
る
。
そ

の
場
合

、
そ
の
異
常
な
事
件

な
る
も

の
は
、
異
常

な
だ
け
そ
れ
だ
け
、
今
日

こ
の
日
本

に
起
つ
た
事
と
し
て
は
書

き
こ
な

し
悪

い
、
も

し
強
て
書
け
ば
、
多
く

の
場
合

不
自
然

の
感
を
読
者

に
起
さ

せ
て
、

そ

の
結
果
折
角

の
テ
エ
マ
ま
で
も
犬
死
を
さ
せ
る
事

に
な

つ
て
し
ま
ふ
。
所

で
こ
の
困
難

を
除

く
手
段
に
は

「
今

日
こ
の
日
本

に
起

つ
た
事

と
し
て
は
書

き

こ
な
し
悪

い
」
と
云

ふ
語
が
示

し
て
ゐ
る
や
う
に
昔

が

(
未
来
は
稀

で
あ

ら
う
)
日
本

以
外

の
土
地
か
或

は
昔

日
本
以
外
の
土
地
か
ら
起

つ
た
事
と
す

る
よ

り
外
は
な

い
。
僕

の
昔
か
ら
材
料

を
採

つ
た
小
説
は
大
抵

こ
の
必

要
に

迫
ら

れ
て
、
不
自
然

の
障
碍
を
避
け
る
為

に
舞
台
を
昔

に
求

め

た

の

で

あ

る
。

し
か
し
お
伽
噺
と
違

つ
て
小
説
は
小
説
と
云
ふ
も

の
の
要
約

上
、

ど

う

も

「昔

々
」
だ
け
書

い
て
す
ま
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
訳

に
は
行
か
な
い
。
そ

こ
で

略
時
代

の
制
限
が
出
来
て
来
る
ひ
従

つ
て
そ

の
時
代
め
社
会
状
態
と
云

ふ
や

う
な
も
の
も
、
自
然

の
感
じ
を
満
足
さ

せ
る
程
度

に
於
て
幾
分
と
り
入

れ
ら

れ
る
事

に
な
つ
て
来
る
。
だ
か
ら
所
謂
歴
史
小
説

と
は
ど
ん
な
意
味

に
於

て

も

「
昔
」

の
再
現
を
目
的

に
し
て
ゐ
な
い
と
云

ふ
点
で
区
別
を
立
て
る
事

が

出
来
る
か
も
知

れ
な
い
。
　

ま
あ
ざ

つ
と
こ
ん
な
も

の
で
あ
る
。

物
語
は

「
昔
」
の
再
現
を
目
的
と

し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
歴
史
小
説

の
範

疇
に
入
る
。
そ

の
意
味

で
も
物
語
と
近
代
小
説

と
の
問

に
相
違
が

あ
る
。

近
代

の
人
聞
主
義
的
世
界

観
は
人
問
に
よ
る
人
間

の
支
配
を
究
極

の
理
念
と

す
る
。
た
と
い
明
確
な
自
覚
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
は
近
代

に
普
遍
的

な
精

神
的
傾

向
で
あ
る
。
近
代
小
説

の
根
本
的
性

格
も

ま
た
こ
の
人
間
主
義
に
よ

っ

て
規
定
さ
れ
て

い
る
。
従

っ
て
物
語

の
宿
世
思
想
と
矛
盾
す
る
。
尤
も
近
代
作

家

の
中

に
も
独
歩

の
よ
う

に
、
絶

え
ず
運
命
を
問
題
に
し
っ
づ
け

た
作
家

も
な

い
で
は
な

い
。
彼

の
意
識
は
常

に
人
間
存
在

の
根
源

と
し
て
の
形

而

上

的

世

界

に
繋
が

っ
て
い
た
。

そ

の
限
り

に
お

い
て
物
語

の
世
界

観
に
近

い
と
も

い
え

る
。

た
だ
彼

は
物
語

作
者

の
よ
う

に
宿
世
の
中

に
個
我

の
意
識
を

解

消

し

よ

う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
識

の

一
極

は
常

に
個
我

の
上
を
離

れ
な

か

っ

た
。
む
し
ろ
形
而
上
的
世
界

に
繋

が
る

こ
と
が
個
我
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と

で

あ

っ
た
。

こ
こ
に
彼

の
運
命
論
の
近
代
的
性
格
が
あ
る
。
そ
う

い
う
意
味

で
彼

の
運
命
論
を
物
語

の
宿
世
思
想
と
同

一
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
独

歩

以
外

の
作
家

に
も
人
間
主
義

に
よ

っ
て
処
理
で
き

な
い
問
題
が
意
識

に
上
ら

な
い
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
そ
う

い
う
問
題
も
人
格

の
外
側

の
問
題
と
し

て
で

は
な
く
、
人
間
性

の
内
部

の
問
題
と
し
て
主
体
化
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
や
は

り
物
語
と

の
相
違

が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
藤
村

の

丁
度
彼
が
劣

つ
て
居

る
草

の
芽

の
地
面
を
割

つ
て
出

て
来

る
や
う

に
、
彼

の

内
部

に
萌

し
た
も
の
は
恐

ろ
し
い
勢
で
溢
れ
て
来
た
。
髪

は
濃

く
な
つ
た
。

●



顔

は
熱

し
て
来

た
。
顔

の
何

の
部
分
と
言
は
ず
療

い
吹
出
も

の
が
し
て
、
膿

み
、
腫

れ
あ
が
り
、
そ
こ
か
ら
血
が
流
れ
て
来

た
。

(
「
桜

の
実

の
熟
す

る

時
」

)

と

い
う

「
彼

の
内
部

に
萌
し

た
も

の
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
主
人
公
は
彼

の
、
人
間

の
抗
し

え
な

い

「自

然
」

の
力
が
自
己
を
支
配
し
始
め
た
こ
と
に
気
づ
く
。
そ

の
内
な
る
自
然

の
力
は
外
な
る
自
然
　

彼
が
劣

っ
て
居
る
草
の
芽
　

と
同

質

の
も

の
で
あ
り
、
か

つ
そ
れ
に
繋
が

っ
て
い
る
。
そ

の
自
覚
が
彼

の
生

の
重

さ
、
暗
さ
を
導
く

の
で

あ
る
。

こ
の

「自
然
」
が
人
間

に
と

っ
て
運
命
で
あ
る

と

い
う
意
味

で
は
、

こ
れ
も

一
つ
の
宿

世
思
想
と
呼

ぶ
こ
と

が
で
き
る
か
も
知

れ
な

い
。
だ
が
物
語

の
宿
世
が
人
格

の
外
側

に
あ

っ
て
超
越
的

に
人
間
を
支

配

し

て
い
た

の
に
対
し

て
、

こ
の
近
代
作
家

の
自
然
は
人
格
内
部

の
問
題

で
あ

っ

た
。

(
そ
れ
が
こ
の
自
然
が

エ
ゴ
イ
ズ

ム
と
見
ら

れ
る
理
由
で
あ
る
。
)
だ
か

ら
道
徳
的
苦
痛
や
憂
醗
を
免
れ
な

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
じ
く
自
然
主
義

作

家

で
あ

っ
た
田
山
花
袋
に
も

あ
る
程
度
共

通
す
る
。

本
能
は
人
間

の
如
何
と
も
す

べ
か
ら
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
本
能

の
衝
動

に
逢

へ
ば
、
必
ず
ず

る
　

と
引
摺
ら
れ

て
行

つ
て
了

ふ
。
本
能

と
戦

ふ
は

痛
快
な
事
業
で
は
あ
る
が
、
し

か
も
愚

か
な
る
行
為

た
る
を
免
れ
な

い
。
本

能

に
同
化
し
た
処
に
平
和
が

あ
り
、
楽
天
生
活
が
あ
る
。
本
能
に
反
抗
し

た

処

に
、
皮
肉
が
あ
り
、

悲
壮
が

あ
る
。

(
「
イ

ン
キ
壷
」
)

花

袋
も

ま
た
人
聞

の
運
命

を
宿
世
と
し
て
で
は
な
く
、

「
本
能
」
と

い
う
人

間

の
内
面

の
原
理
と
し
て
把
握
し
た
。
そ
こ
に
近
代
作
家
と
し

て
の
資
格
が
保

た
れ
て

い
る
。
そ
し

て
彼

の
主
人
公
も
ま
た
本
能

に
屈
服
す
る
こ
と
に
若
干

の

道
徳

的
苦
痛
を
感
じ
な

い
わ
け
で
は
な

い
。
尤
も
藤
村

か
ら
区
別
さ
れ
る
花
袋

の
個
性

は
む
し

ろ
彼
が
本

能
に
対
し

て
肯
定
的
、
楽

天
的

に
傾

い
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

爆
風
が
此
処

ま
で
襲

つ
て
来
る
と

は
知
ら
な
か

つ
た
。
否
、
更

に
大
き
な

叡

風
が
私

の
前
に
待

つ
て
ゐ
よ
う
と

は
知
ら
な
か
つ
た
。
否
、
更

に
大
き

な
編

風
が
来

て
、
自
分

の
生

活
を
す

っ
か
り
打
砕

い
て
行

つ
て
了

ふ
か
も
わ

か
ら

な
か
つ
た
。
歓
楽

や
懊

悩
や
懊
悶

や
歓
喜

や
暗
泣
や
　

さ
う

い
ふ
も

の
は

大
き
な
自
然

の
中
を
を
り
　

通
つ
て
行
く
雲

や
霧

の
や
う
な
も

の
で
は
な

い
か
。
ま
た
を
り
　

掠

め
て
通

つ
て
行

く
西
風

の
や
う
な
も

の
で

は
な
い

か
。
し

か
し

い
く
ら
何
物
が
掠

め
て
通

つ
て
行

つ
て
も
、
自
然

は
ち

つ
と
し

て
動

か
な

い
、
何

の
痛
痒
を
も
感
じ
な
い
。
人

の
心

の
動
揺

の
中

に
も
、
こ

の
大
き

な
自
然
が
横

つ
て
ゐ
る

の
で
は
な
い
か
。
・私
は
苦

し
く
な
る
と
、

い

つ
も
自
然
に
面
し

て
立

つ
た
。

(
「
山
荘
に
ひ
と
り

ゐ
て
」
)

彼
も
ま
た
本
能
、

エ
ゴ
を
自
然
と
解
す
る
。
あ
ら
ゆ

る
人
閥
感
情
は
彼

に
と

っ
て
自
然
現
象

の
ア
ナ

ロ
ジ
イ
で
あ

る
。
こ
こ
ま
で
は
藤
村
も
花
袋
と

大
し
て

ち
が
わ
な
い
。
た
だ
ち
が

い
は
、
藤
村
が

か
な
わ
な
い
ま
で
も
自
然
に
対

し
て

抵
抗
を
試

み
よ
う
と
す
る

の
に
対
し

て
、
花
袋
は
そ
れ
が
自
然
で
あ
る
と
い
う

こ
と

に
よ

っ
て
あ

つ
さ
り
と
抵
抗
を
止

め
て
こ
れ
に
随
順

し
よ
う
と
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ

の
自
然
観

に
お
い
て
、
彼

は
人
間
生
活

一
般

に
つ
い
て
も
、
愛
欲

生
活

に
つ
い
て
も
、
自
己

の
意
志
と
決
断
と
に
よ
る
人
格
的
行
為
を
な
し
う
る

.

論
理
的
根

拠
を
見
失
う
。
そ
し
て
そ

れ
が
却

っ
て
愛

欲
生
活

に
お
い
て
無
責
任

な
没
倫
理
的
行
為
を
ど
ら

せ
る
結
果

に
な
る

の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う

に
人
間

の

意
志

や
感
情
を
自
然
、
運
命
に
帰

し
、
個
人

の
人
格
的
責
任
を
解
除
し
よ
う
と

す
る
花
袋

の
人
生
態
度

は
す

べ
て
を

「
宿

世
に
こ
そ
あ
ら
め
」
と
観
念
し
た
物

語

の
人
物

の
態
度

に
近

い
と
見
る
こ
と
も

で
き
る
。

(
こ
の
精
神
的
傾

向
は
花

袋

の
自
然
主
義
思
想
に
和
歌

の
影
響

が
大
き

か

っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
)



し
か

し
こ
れ
は
物
語

の
宿
世
思
想
が
近
代
的
だ
と
い
う

こ
と

で
は
勿

論
な
く
、

花
袋

の
自
然
主
義
思

想
が
近
代
性

の
点
で
曖

昧
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で

あ
る
。

そ
れ
に
も
拘

ら
ず
花
袋
を
近
代
作

家
と
し
て
物
語
作
者

か
ら
区
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼

の
自
然

随
順
が
愛
欲

の
苦

悩
か
ら

の
脱
出

の
方
法

と
し

て
と
ら
.れ
た
自
覚
的
行
為

だ
と

い
う

こ
と
で
あ
り
、
物
語

に
見
ら
れ
な
い

主
体
性
が
確
保

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
作
家

と
し

て
は
伝
統
的
文
学

思
潮

の
影
響

の
目
立

つ
花
袋
も
物
語

の
作
者
と
相
対
す

れ
ば
さ
す
が
に
近
代
人

と

し
て
の
性

格
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

附
記

物

語
と
小
説
と

の
相
違
を
、
作
品

の
主
題
、
作
品

と
作

者

と

の

関

係
、
作
品

と
読
者
と

の
関
係

と
い
う
三
点

か
ら
わ
た
し
は
考
え

て
い
る
。
本

稿
は
そ
の
第

一
部

に
当

る
。
第

二
、

三
の
問
題
に

つ
い
て
も
述

べ
る

つ
も
り

で
あ

っ
た
が
、
第

一
部
だ
け
で
予
定

の
枚
数

に
な

っ
た
の
で
残
り
は
他
の
機

会
に
ゆ
ず

る
こ
と

に
し
た
。
は
し
が
き

に
書

い
た
よ
う

に
覚
え
書
程
度

の
も

の
で
あ
る

か
ら
失
考
や
遺

漏
も
多

か
ろ
う
。
叱
正
を
願

い
た

い
。

こ
の
研
究
は
三
十
六
年
度
科
学
研
究
嚢
交
付
金

(総
合
研
究
)
に

よ

る

研

究

の

一
部

で

あ

る

こ
と
を

附

記
す

る

。


