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「
千

曲

川

の

ス

ケ

ツ

チ
」

文

体

試

論
重

松

泰

雄

伊
藤
整
氏
は
、
か

つ
て
藤
村

の
文
体

に
つ
い
て
、

「
千
曲

川
の
ス
ケ

ッ
チ
」

な
ど
は

「
写
実
的
で
、

か
な
り
論
理
的
で
、
明
確

な
文
体
で
直
線
的

な
印
象
を

与

え
る
」
が
、

「
家
」
以
後

の

ス
タ
イ
ル
は
、
こ
れ
と
は
打

っ
て
変
わ
り

「
物

事

を
明
確

に
言
わ
ず
、
暗
示
的

に
言

い
、
し
か
し
圧
力
が
強

く
、

強

引

で

あ

る
」
と
し
、
そ

れ
を
自
分

は

「
日
本
語
の
挨
拶

の
表
現
を
散
文

に
生

か
し
た
も

の
と
考

え
る
」
と

い
う
説

を
公

け
に
し
た

(
「
近
代
日
本
人
の
発

想

の

諸

形

式
」
　
昭
和

二
八

・
二
、

三

「
思
想
」
、

『
小
説

の
認
識
』
所
収

)
。

こ
れ
は

た
し
か
に
独
創
的
な
見

解
で
、

「
藤
村

の
文

体
の

マ
ナ
リ
ズ

ム
を
そ

の
中
味

に

お

い
て
よ
く
把
え
た
卓

見
」

(平
野
謙

『
島
崎
藤

村
」
現
代
作
家

論
全
集

二
)

だ
と
さ
れ
る
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
細
か
な
点

に
つ
い
て
考

え
れ
ば
、

こ
の

「
卓
見
」
に
も
い
さ
さ
か
疑
問
の
点
が
な

い
わ
け
で
は
な

い
。

そ

れ
は
例

え
ば
、
伊
藤
氏
が
現
存

の

「
千
曲

川
の

ス
ケ

ッ
チ
」
を
そ

の
ま
ま
藤

村
が

「
韻
文
」
か
ら

「
散
文
」

へ
移

っ
た
当
初
の
文
体
1

「
明

治

三

十

三

年
、

二
十
九
才
」
ご
ろ
の

ス
タ

イ
ル
だ
と
見

な
し
て

い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。

そ

の
た
め
に
氏
は
、

こ
の
よ
う
な

「挨
拶

の
表
現
」
に
よ
る
文
体
成
立
の
根

拠

と
し

て
次
の
よ
う
な
考
え
方

に
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち

「

『千
曲
川
の

ス
ケ

ツ
チ
』
を
書

い
た
時
代

か
ら
三
十
才
す
ぎ
の

『破
戒
』
の
時
代
ま

で
、
彼
は
妻

と
幼
児
と
の
み
の
比
較
的
独

立
し

た
生
活
の
中

で
、
自
己
を
中

心
に
し
て
も
の

を
考
え
る
こ
と
が
出
来
た
」

か
ら
、
そ
れ
が
作
品

に
反
映
し
て

「
写
実
性
と
論

理
性
」
に
な

っ
た
が
、

四
十
才

ど
う
以
後

(
「家
」
は
藤
村
三
十

九
、
四
十
才

の
作
品

で
あ
る
)
没
落

し
た
実
家
や
、
経
済
的

な
失
敗
か
ら
犯
罪
者
と

な

っ
た

長
兄
を
援
助
し
、

さ
ら

に
ま

た
妻

の
死
、
姪
と

の
肉
体
関
係

な
ど

に
よ
る
苦
境

に
陥

っ
た
た
め
、

こ
れ
を
克
服
す
る
手
段
と

し
て

「
非
論
理
的

な
家
族
関
係
を

破

壊
す
る
こ
と
な
く
、

し
か
も
自
己

の
仕
事
と
生
活
を
貫
徹
」
し
よ
う
と
す
る

方
法
を
案
出
し
、

そ
の
結
果
樹
立
さ
れ
た
彼

一
流

の

「
強
力
で
曖
昧
で
儀
礼
的

な
生
き
方

の
思
考
方
法
」
が
、
そ

の
ま
ま
こ
う
い
う
文
体
を
成
就
さ

せ
た

の
で

あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考

え
方

に
は
、
た
し
か
に
川
副
国
基
氏



が

「
き
わ
め
て
鋭

い
洞
察

で
あ

っ
て
、
藤

村
文
体

の
解
明
と
し
て
な
に
び
と
も

こ
れ
に
加
え
る
も

の
を
持
ち
得
な

い
で
あ
ろ
う
」

(
「
自
然

主
義

文

学

の
文

体

」
　

「国
文
学
」
昭
三
四

・
一
〇

)
と
さ
れ
る
よ
う
な
妥
当
的

一
面
が
あ
る

に
も
拘
ら
ず

、
し
か
し
現

「
千
曲

川

ス
ケ
ツ
チ
」
の
文
体
が
、
果
た
し
て
そ

の

ま
ま
藤
村

二
十

九
才
当
時

の
小
諸
時
代

の
所
産
で
あ

っ
た
否

か
　

あ
る

い
は
少

な
く
と
も
、
そ

の
時
代

の
彼
の

「
生
き
方

の
思
考
方
法
」
と

し
て
最
適
の
文
体

で
あ

っ
た
か
否

か
と

い
う
点
で
、

大

い
に
疑
念
を
差
し
は
さ
む

べ
き
余
地
が

あ

る

の
で
あ
る
。

例
え
ば
わ
れ
　

は
次

の
よ
う
な
藤

村
自
身

の
言
葉

の
あ
る
こ
と
を
知

っ
て

い
る
。

「
も
と
　

私
が

『千
曲
川
の

ス
ケ
ツ
チ
』

の
最

初
の
稿
を
作

つ
た
の
は

信
州
小
諸
の
家

に
あ
る
頃
で
あ

つ
た
。
今
思

へ
ば
、

こ
の

ス
ケ
ッ
チ
は
随
分

長
く
自
分

の
手
許

に
仕
舞

つ
て
置

い
て
あ
つ
た
も
の
で
、

あ
の
山

の
上
か
ら

東
京
浅
草
新
片
町

の
方

に
移
り
住
む
頃

に
な

つ
て
、

全
部

を
写

し
直
し
た
り

書
き
改
め
た
り

し
て
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
文
体
や
形
式

の
上
か
ら
言

へ
ば

『
家
』
を
書

い
た
頃

の
自
分

の
筆
が

加
は
つ
て
居
る
こ
と

も
否
み
が

た

い
。

こ
の
ス
ケ

ッ
チ
は
自
分

の
創
作
と
し
て
も
そ
ん
な

に
長

い

方

の
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
私

は
こ
れ
を
完
成
す
る
ま
で
に
、
か
な
り

長

い
年
月

を
要

し
た
。
」
(
『藤

村
創
作
選
集
』
大

一
三

・
五

上
巻
序
)

こ
れ
と
同
趣
旨

の
文
章
は
、
旧
版

『藤

村
全
集
』
第

二
巻

(
大
七

・
七
)
の

後

記
や

『藤

村
文
庫
』
第
三
篇

『
早
春
』

(昭

一
一
・
四
)
中

の

「
『
千
曲

川

の
ス
ケ

ッ
チ
』
奥
書

」
な
ど

に
も
見

え
、
事
実

の
確
実
性
が
充
分

に
裏
書
き
さ

れ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、

「
千
曲
川
の

ス
ケ
ッ
チ
」

に
は
発
表
時

(
明
治
四
十

四
年
六
月
　

大
正
元
年
八
月

「中
学

世
界

」
に
連
載
、
元
年
十

二
月
出
版
)

全
文

に
手
が
入

れ
ら
れ
、

「
文
体
」
的

・

「
形
式
」
的

に

「
家
」
時
代

の
加
筆

が

あ
る
こ
と

に
な
る
。
も

っ
と
も
そ

の
加
筆

の
範
囲
や
程
度
が

問

題

で

あ

っ

(註
1
)

て
、
従
来
も

こ
の
藤

村
の
言

に
着
目
し
た
人
々
は
少

な
く
な
か

っ
た
が
、
そ

こ

に
重
要
な
意
義
を
認
め
た
者
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。

そ
の
点

に
つ
い
て
は
わ

た
く
し
自
身
も
ま
た
同
様

で
=
最

近
ま
で
わ

た
く
し
は

「
写
し
直

し
た
り
」
と

か

「
筆
が
加
は

つ
て

い
る
こ
と
も
否
み
が

た
い
」
と
か

い
っ
た
藤

村
の
用
語
に

と
ら

わ
れ
、

こ
の
作
品
発
表
時

の
彼
の
加
筆

・
改
窟
が
さ
ほ
ど
広

範

囲

な

も

の
、
重
大

な
も

の
で
あ
る
と
は
認
め
る
こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
事
実
は
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

=

ま
ず

「
文
体
」
と
並
ん
で
、
藤
村
が
加
筆
あ
り
と
認
め
た

「
形
式
」
の
方
か

ら
貝

て
み
よ
う
。
現
在
の

「
千
曲
川
の

ス
ケ
ッ
チ
」
は
、
明
治

三
十
年
代

の
か

つ
て
の

「
最
初

の
稿
」
に
比
し
、
構
成

的
、
様

式
的

に
は
ほ
と
ん
ど
面
目
を

一

新

し
て

い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
点
彼
が
右

の
引
用
中

に
こ

の

作

品

を

「
創
作
」
と
呼
び
、

「
創
作
選
集
」
に
収

め
て

い
る

の
も
決

し
て

一
時

の
気
ま

ぐ
れ
や
思

い
付
き
に
依

っ
た
も

の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
そ

れ
が

「
創
作
」

た
る
以
上
、
当
然
そ
の
文
体
も
十
年
以
前
の
初
稿

の
ス
タ
イ

ル
を
そ

の
ま
ま
踏

襲
す

る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
筈
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
今
こ
こ
で
は
問
わ

ぬ
と

し
げ
る

し
て
、

「
形
式
」
面

で
の
加
筆
が
、
本
来
そ
う
で
な

い
も
の
を
吉
村
樹

に
宛

て

た

一
連

の
文
章
の
よ
う

に
仮
託
し

(
「千
曲
川

の
ス
ケ

ッ
チ
」
は
し
が
き
)
、

と

こ
ろ
ど

こ
ろ
に
二
人
称

や
対
話
的
表
現
を
散
り
ば
め
る
と

い
っ
た
程
度

の
加

筆

で

な

か

っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

の
程
度
の
改
装

な
ら
ば
、
な
に



も

一
年
有
余

の
歳
月
を
か
け
て

「
中
学
世
界

」

に
連
載

し
、
し
か
も

「途
中
す

こ
し
身
体

の
具
合
が
悪
か

つ
た
」
く
ら

い
で

「
二
月

(
実
は
三

ヵ
月
分

)
ば
か

り

休
ん
だ
」
り

(
「
中
学
世
界
」
大
元

・
八
掲
載

「
附
記
」
)
す
る
必
要
も
な

か

っ
た
ろ
う

か
ら
で

あ
る
。

実
際
、
現

「
ス
ケ
ッ
チ
」
は
充
分
創
作

の
名

に
価
す
る
ほ
ど

の
意
識
的
な
仕

組
み
を
備
え
て

い
る
。
吉
田
精

一
氏
は

「
『
猟
人
日
記
』
の
よ
う

に
構
成
が

あ

り

、
仕
上
げ
ら

れ
た
も

の
で
な
く
、

ノ
オ
ト
的
な
断
片
だ
が
」
と
述

べ
ら

れ
て

い
る
が

(
『自
然
主
義

の
研
究
」
上
巻
、
第

二
部
第
三
章
)
、
し
か
し
実
は
は

つ
き
り
構
成
が

あ
り
、
も
と
も
と
三
、

四
か
年
以
上

に
わ
た

っ
て
取
材

・
執
筆

さ

れ
た
筈
の
事
件
が
、
三
月

の

「地
久
節

」
か
ら
翌
年
四
月

に
至
る
約

一
か
年

間

の
話
と
し
て
仕
組

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め

に
、
例
え
ば
初
版
本

「
其
六
」

に
見

え
る

「
秋

の
修
学
旅
行

」
　

「
十
月
の
は
じ
め
」

筆
者

が

同
僚

の
植
物
教
師
T

(土
屋
七
郎
で
あ
ろ
う
)
と
と
も

に
学
生
を
引
率
し
て
千

曲
川

の
上
流

か
ら
甲
府

・
諏
訪

へ
廻

っ
た
約

一
週
聞

の
旅
i

が
現
実

に
は
明

泊
三
ト
四
年

か
そ

れ
以
後

の
こ
と
ら
し

い
の
に

(
同
年
十
月
十
三

口

付

「
明

星
」
編
輯
所
醤

書

簡
)
・

「
其
九
」
の

「雪
国

の
ク
リ

ス
マ
ス
」
や

「長
野

測
候
所

」
は
、
逆

に
三
十
三
年
暮

の
経
験

を

ス
ケ

ッ
チ
し
た
も

の
で
あ
る

(
三

十
四
年

一
月

二
十

一
日
付
三
宅
克

巳
あ
て
書
簡

)
と

い
っ
た
時
間
的
顛
倒
が
敢

え
て
犯
さ
れ
た
り
も

し
て

い
る
位

で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
反
面

に
は
、

「
可
成
多

く
の
」

ス
ケ

ッ
チ

「
草
稿
」
の
中

、
「
あ

ま
り

に
短
」

い
も

の
や

「
私
生
涯

に
亘
る
こ
と
」
多

い
も
の
な
ど
が
陽
の
目
を

見

ず

に
破
棄

さ
れ
る
と

い
っ
た
淘

汰
の
作
業
も
行
な
わ
れ
て
い
る

(
旧
版

『
全

集
」
第

二
巻
の
後

に
)
。
そ
の
中

に
は
、
単

に
自
己
の

「
私
生
涯
」

の
み
な
ら

ず
、
同
じ
こ
ろ

「
岩
石

の
間
」

(
大
元

・
九
)
な
ど
で
や
や
活
用
さ
れ
て

い
る

他
人

の

「
私
生
涯

に
亘
る
」
資
料
も
少

な
く
な

か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
言

え

ば

「
屠
牛
」
に

つ
い
て
の
か
な
り
詳
し

い
記
述
が
あ
り
、
小
諸
時
代

に
は
し
ば

し
ば

「
稜
多
町
」
を
訪
れ
た
こ
と
が

「

『破
戒

」
の
著
者
が
見

た
る
山
国

の
新

平

民
」

(
明
三
九

・
六
)
な
ど

で
明
ら
か
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
現
在

の

「
ス

ケ
ッ
チ
」

に
稼
多

や
小
諸
向
町

の
記
録
が

;

口
半
句
も
見
え
な

い
の
も
何
か
不

自
然

で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
現

「
千
曲
川

の
ス
ケ

ッ
チ
」

に
は
、

「
形
式
」
上

か
な
り
徹
底

し
た
取
捨
選
択
や
構
成

の
跡
が
う
か
が

わ
れ
る
。
決
し
て

「
仕
上
げ
ら

れ
た
も

の
で
な
」

い
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
、

こ
う

い
う

「
形
式
」
上

の
加
筆
状
態

に
比

べ
、

問
題

の

「文
体

」
の
方
は
ど
う
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
ス
ケ
ッ
チ
」
の

「
最
初

の
稿
」

(
こ
れ
を
初
版
本
の

「
は
し
が
き

」
で
は

「斯

の
書

の
主
な
る
土

台
と
成

つ
た
も
の
」
と

い
う
風
に
述

べ
て

い

る

が

)

は
、
藤

村
自
身

の
回

想
に
よ
る
と
、
明
治
三
十
三
年
な

い
し
三
十

四

年

か

ら

三
、

四
か
年
間
に
わ
た

っ
て
、

「
日
課
の
や
う

に
」

「
手
帳

に
書
き

つ
け
」
ら

れ
た

(前
述

「奥

書
」
)
も

の
ら
し

い
。
起
稿
を
三
十
三
年

か
ら
と
す
る
も
の

に
は
、

『
藤
村
文

庫
」

「
早
春
」
中
の

「雪

の
記
」

(
原
題

「雲

」
　

明
三

三

・
八
)
解
説
文

や
、
作
品

「
東
方
の
門
」

の
た
め

に
用
意

さ
れ
た
メ
モ

「
年

譜

(諸
家

の
も
の
と
共

に
)
」

(新

潮
社
版
全
集
第
十
八
巻

〔昭

二
七

・
六
〕

所
収

に
よ
る
)
な
ど
が

あ
り
、
三
十
四
年

か
ら
と
す
る
も
の
に
、

旧

版

『
全

集
』
第
十

二
巻

(大

一
一
・
一
二
)
附
録
年
譜
や
、
『藤

村
文
庫
』
第
九
篇

「
静

の
草
屋
」

(昭

二
二
・

一
一
)
巻
末

の
自
編
年
譜
な
ど
が

あ
る
が

、

こ

の

中



「
年

譜

(諸
家

の
も

の
と
共
に
)
」
は
三
十
六
年
ま
で
四
か
年
聞
、
自
編
年
譜

は
同
年
ま
で
三
か
年
間
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
存
の

「
ス
ケ

ッ
チ
」
の
記

事

に
よ

っ
て
見

る
と
、
実
は
明
治

三
十

七
年

の
事
件
を
も
含
ん

で
い
る

の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
第
十
章

に
お
け
る
雪

の
飯
山
行
は
、

三
十

七
年

一
月

二
十
三
日

付

田
山
花
袋

あ
て
書
簡

に
よ

っ
て
、
そ

の
数
日
前

の
事
実

で
あ

っ
た
こ
と
が
判

明

す
る
。

し
た
が

っ
て

こ
の
部
分
が

「
最
初

の
稿
」

に
有

っ
た
と
す

れ
ば
、
そ

れ
は
三
十

七
年

に
も
書
き
継
が

れ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現

「
ス
ケ

ッ
チ
」
中

に

「
山
村

の

一
夜
」

「
高
原

の
上
」
と

い

う
文

章
が

あ
る
。

い
ず

れ
も
先

に
述

べ
た

「
其
六
」
の

「
秋

の
修
学
旅
行

」
の

や
ま

時

の
旅

に
取
材
し
、
そ
れ
　

「
八

つ
が
嶽

の
麓
」
の
山

村
と

「
野

辺

山

が

原

」
の
情
景
を
描

い
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の

二
つ
の
文
章

の
中

に
、

「斯

の

う
弘

わ

た
し

こ

ん

山
国

の
話

の
中

に
、

私
は
斯
様

な
こ
と
を
書

い
た
こ
と
が
有

つ
た
。
」
「
以
前
、

へ
ん

こ
ん

う
ち

私

は
斯

の
辺

の
こ
と
を
、
斯
様

な
風

に
話
の
中

に
書

い
た
。」
と
し
て
三
個
所

に

わ
た

っ
て
自
己

の
旧

い
文
章

の
引
用
が
あ
る
。
(
初
版
本
原
文

は
総

ル
ビ
で
あ
る

が
、
必
要
な
も

の
以
外
は
省
く
。
以
下
同
断
)
し
か
る
に
、

こ
れ
が
実
は
他
で

も

な
く
明
治
三
十
五
年
十

一
月

の

「
明
星
」
に
発
表
さ

れ
た
小
説

「
藁
草
履
」

の

一
節

な
の
で
あ
る
。
し
か
も
藤
村
は

「
高
原

の
上

」
の
中

で
、

「
藁
草
履
」

の
こ
う

い
う
引
用
文

に

つ
い
て
、

二

時
は
私
も
斯

う
し
た
文
体
を
好

ん
で
書

い
た
も

の
だ
」
と
述

べ
て
そ
れ
が
既

に
自
己

の

一
時
期

以
前

の
文
体
で
あ
る
こ

と

を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

「晴

れ
て
行
く
高
原
の
霧

の
眺

め
は
、
ど
ん
な
に
美

し
い
も
の
で
せ
う
。

す

こ
し
裾

の
見

え
た
八

つ
が
嶽
が
次
第

に
険
し

い
山
骨
を
顕
は
し
て
来
て
、

終

に
紅

色

の
光
を
帯
び
た

顛

ま
で
見
ら
れ
る
頃
は
、
影
が
山
か
ら
山

へ
映
し
て
居
り
ま
し
た
。
甲
州

に
跨
る
山
脈

の
色
は
幾
度

変

つ
た
か

知

れ

ま
せ
ん
。
今
、
紫

が
ゝ

つ
た
黄
。
今
、
灰
が

ゝ
つ
た
黄
。
急
に
日
が

あ
た
つ

て
、
夫
婦

の
行
く
道
を
照

し
始

め
る
。
見

上
げ
れ
ば
、
ち
ぎ
れ
ー

の
綿

の

や
う

な
雲
も
浮
ん
で
、

い
つ
の
間

に
か
青

空
に
成
り
ま
し
た
。

流

ゝ

朝

で

す

。」「高
原

の
秋
は
今
で
す
。
見
渡

せ
ば
木
立
も
と
こ
ろ
ぐ

。
枝
と

い
ふ
枝

は
え
の

つ
よ

し
ら
か
ん
ば

は
南
向

に
生
延
び
て
、
冬
季

に
吹
く
風
の
勤
さ
も
思

ひ
や
ら
れ
る
。
白

樺

ら
く
え
ふ

っ
つ

め
な
ぎ

う
ず
く
ま

は
多

く
落
葉

し
て
高
く
空

に

突

立
ち
、
細
葉

の
楊

樹
は

鋸

る
や
う

に

低
く
隠
れ
て
居
る
。
秋
の
光
を
送
る
風
が
騒
し
く
吹
渡
る
と
、
草

は
黄

な
波

な
び

か
し
は

を
打

つ
て
、
動
き
靡

い
て
、
柏

の
葉

も
う
ら
が

へ
り
ま
し
た

。」

(
便

宜

上
、

「
千
曲
川
の

ス
ケ
ッ
チ
」
引
用
本
文

に
よ
る
。

)

こ
う

い
う
丁
寧
語

の
使
用
を
基
調
と
す

る
、
詠
嘆
味

の
勝

っ
た

ス

タ

イ

ル

が
、
現

「
ス
ケ

ッ
チ
」
の
根
幹
を
な
す

「
明
確

で
直
線
的
な
」
感

じ
の
文
体
と

異

な

っ
た
時
期
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
き

わ
め
て
素
直
に
首

肯
さ
れ
る
と

こ

ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
ス
ケ
ッ
チ
」
の
場
合

に
昆

べ
て
、
か
な
り
自
然
描
写

の

密
度
も
粗
く
、

「景

」
中

心
1

と

い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ

「景

」

「
情
」
混

合

の
折
衷
型
文
体
で
あ

っ
た
。
と

こ
ろ
が
、

こ
の
よ
う
な

「
藁
草
履
」

の
ス
タ

イ
ル
は
、
翌
明
治
三
十

六
年

の
二
つ
の
小
説
作
品

「
爺
」

(
一
月

)

「
老
嬢
」

(
六
月
)
に
あ

っ
て
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
藤
村

の

言

う

二

時
」
と
は
明
治
三
十
六
年
半
ば
ま
で
を
含
む
と
見
ざ
る
を
得

な
い
。

と

い
う

こ
と
は
、
現

在
の

「
ス
ケ

ツ
チ
」
文
体
が
、
少
な
く
と
も
三
十
六
年
半

ば
ま
で
の
成
立

に
か
か
る
も
の
で
は
な

い
と

い
う
こ
と

で
あ
り
、

ま
た

「
ス
ケ

ツ
チ
」

の
初
稿
が
若

し
藤
村

の
言

の
と
お
り
三
十
六
年
ま
で
の
所
産

で
あ

っ
た

と
す
れ
ば
、
そ

の

ス
タ

イ
ル
は

(仮
り

に
ス
タ
イ

ル
が

あ

っ
た
と
し
て
)
恐
ら

く
今
日
わ
れ
　

の
見
る
そ
れ
と
は
か
な
り
様
相

の
違

っ
た
も

の
だ

っ
た
ろ
う



と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
先

に
言
及
し
た
よ
う
に
、
初
稿
は
三
十
七
年
ま
で
書
き
継
が
れ
て

い
た

フ
シ
も

あ
る
か
ら
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
三
十
七
年

に
手
を
加
え
て
現
在
の

文

体

に
な
る
可
能
性

は
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
例

え
ば
、
三
十
六
年
十

一
月
十

九

日
付
花
袋
あ
て
書
簡
に
、
現
「
ス
ケ

ッ
チ
」
所
収
の

一
文

と
同
名

の

「
収
穫

」
と

い
う
作
品
名
が
見
え
る
が
、
そ
れ
が
よ
く
言

わ
れ
る
よ
う

に

「破
戒

」
の
原
構

想

に
当
る

も
の
だ

っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
れ
か
ら
間
も
な
く
、

三
十
七
、
八
年

の

「
破
戒
」
執
筆
と
か
ら
ん
で

「
ス
ケ

ッ
チ
」
の

一
部
書
き
変

え
が
行

な
わ
れ
、
既

に
今
日

の
も
の
に
似
た
試
作
的
文
体
が
成

立
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
決

し

て
不
都
合

で
は
な

い
。

た
だ
、
そ

の
場
合
に
も

全
文
が
す

っ
か
り
書

き
改

め
ら

れ
た
と
は
思
え
な

い
。

「
破
戒
」

に
必
要
だ

っ
た
部
分
は
完
成
し
た
作
品

に
徴

し
て
み
て
も
極
く

一
部
だ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
し
、

ま
た
、
後

に
現

「
ス
ケ
ツ

チ
」
の
発
表

に
際
し
て
か
か

っ
た
日
数

な
ど
か
ら
推
算

1
て
も
、

「破
戒

」
そ

の
他

の
短
篇

に
打
ち
込
む
か
た
わ
ら
、

「
可
成
多
く
の
」

ス
ケ

ッ
チ
草
稿
の
全

・文
を
書
き
改
め
る
余
裕
は
恐
ら
く

な
か

っ
た

ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

四

と
も
あ
れ
現

「
ス
ケ

ッ
チ
」
の
文
体

の

一
部
は
、
あ
る
い
は
既

に
明
治

三
十

七
年

「破
戒
」
執
筆
時

に
成
立
し
て

い
た
か
も
知
れ
な

い
。
し

か

し

実

際
に

詳

し
く
両
者

の
文
体
を
比
較
し
て
み
る
と
、

「
破
戒
」
の
ス
タ
イ

ル
は
現
在

の

「
ス
ケ
ッ
チ
」
よ
り
も
む
し
ろ
ま
だ

「
藁
草
履
」
の

ス
タ

イ
ル
の
方
に
近

い
。

主
人
公
丑
松

の
情
念

の
投
射
を
計
算

に
容

れ
て
も
、

な
お
そ

れ
が
自
然
描
写

の
、

密

度

の
浅
さ
や
詠
嘆
味

の
勝

っ
た
調
子
な
ど

で

「
藁
草
履

」
的
系
列

に
属

す
る

も

の
で

あ

る

こ

と

は
否

め
な

い

の
で

あ

る

。

ほ
こ
り

「
見
れ
ば
男
女

の
農
夫
、
そ

こ
に
親

子
、
こ
こ
に
夫
婦
、
黄

に
揚

る
塵
埃

も
み

を
満
身

に
浴

び
な
が
ら
、
我
劣
ら
じ
と
奮

闘
を
つ
ゞ
け
て
居
た
。
籾
を
打

つ

い

ね

こ

、

、

、

、

槌

の
音
は
地

に
響

い
て
、
稲
扱

く
音

に
交

つ
て
勇
し
く
聞

え
る
。
立
ち

の
ぼ

る
白

い
煙
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
。
雀

の
群

は
時

々
空

に
舞
揚

つ
て
、
騒
し
く
鳴

い
て
、
臆
て
ま
た
ぱ

ツ
と
田

の
面

に
散
乱
れ
る
の
で
あ
つ
た
。

秋

の
日
は
烈
し
く
照
り

つ
け
て
、
人
々
に
は
言

ふ
に
言
は
れ
ぬ
労
苦

を
与

ほ

つ
rか
ぶ

へ
た
。
男
は
皆
な
頬

冠

り
、
女

は
皆

な
編
笠
で
あ

つ
た
。
そ
れ
は
め

づ

ら

は
し
や

…

し
く
乾
燥

い
だ
、

風
の
無

い
日

で
、
汗
は
人
々
の
身
体

を

流

れ

た
の
で
あ

る
。
」
(
「破
戒
」
第
四
章
一
　

傍
点
稿
者

)

こ
れ
は
比
較

の
た
め
の
例
文
と
し
て
は
必
ず

し
も

適
当

な
抜
奉
で
は
な

い
か
も

知

れ
ぬ
が
、
思

い
つ
く
ま
ま
に
引

い
て
み
た
。

こ
れ
を
現

「
ス
ケ

ッ
チ
」
の
次

の
よ
う
な
表
現
と
対

比
し
て
み
る
と
、

「破
戒

」
文
体

の
属
す
る
位
置
が
那
辺

に
あ
る
か
、

一
応
は
観
取

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

め
の
ま
へ

「
私

の
眼
前

に
は
胡
麻

塩
頭

の
父
と
十
四
五
ば
か
り

に
成
る
子
と
が
互

に

長

い
槌

を
振
上
げ
て
籾
を
打

つ
た
。
そ

の
音
が

ト

ン
　

と
地
に
響

い
て
、

つ
ち
ほ
こ
り

あ
が

白

い
土

埃

が

立
ち

上

つ
た
。

母

は
手

拭

を
冠

り

、

手

甲

を

着

け

て
、

稲

の

み

な
か

か
た
は
ら

お
や

穂
を

こ
い
て
は
前

に
あ
る
箕

の
中

へ
落
し
て
居

た
。
そ
の

傍

に
は

、

父

こ

ふ
る

ひ

こ
ご

子

の
叩

い
た
籾

を

飾

に
す
く
ひ
入
れ
て
、
腰
を
曲

め
乍
ら
働

い
て
居
る
、

黒

い
日
に
焼

け
た
顔
付

の
女
も
あ

つ
た
。

(
中
略

)

日

が

短

い

か

ら

、

皆
な
話

も
し
な
い
で
、
塵

埃
だ
ら

け
に
成

つ
て
働

い

た

。

岡

の

向

ふ

に

は
、
稲
田
や
桑
畠
を
隔
て

ゝ
、
夫
婦

し
て
笠
を
冠

つ
て
働

い
て
居
る

の
が
あ

る
。
」
(
「
収
穫

」
)

「
破
戒
」
と

「千
曲

川

ス
ケ
ッ
チ
」
と

の
間

に
は
、
既
に
し

ば
し
ば
説
か
れ



た
と
お
り
、
前
者

の
第
十

章
と
後
者

の

「
屠
牛
」
、
十

七
章
と

「小

作

人

の

(註
3
)

家
」

の
ご
と
き
、
交

章
上
で
も
相
当

に
似
通

っ
た
部
分
が

あ
る
が
、

し
か
し
そ

う

い
う
個
所

に
あ

っ
て
も
、
両
者

の
文
体

聞
の
こ
の
よ
う
な
質
的
差
異
は
や
は

り
明
瞭

に
指
摘

で
き

る
の
で
あ
る
。
例

え
ば
牛
が
屠
殺
さ
れ
る
最
後

の
場
面
で

ぜ
ん
が
く

お
ほ

あ
る
が
、

「
ス
ケ
ッ
チ
」

で

「
そ

の
前

額

の
あ
た
り
を
目
が
け
て
、
例

の

大

鋏

の
鋭

い
尖

つ
た
鉄
管
を
骨
も
砕
け
よ
と

ば
か
り

に
打
ち

込
む
も

の

が

あ

つ
た
。
牛

は
目
を
廻
し
、
足
を
バ
タ
バ
タ
さ
せ
て
、
鼻
息
も
白
く
、

幽
か
な
陣

き
声

を
残
し
て
置

い
て
気
息
も
絶

え
ん
と
し
た
」
と
な

っ
て
い
る

部

分

が

、

み

け
ん

「破
戒

」
で
は

「
や
が
て
、
種
牛

の
眉

間
を
目
懸
け
て
、

一
人
の
屠

手

が

斧

(
一
方
に
長
さ
四
五
寸

の
管
が
あ

つ
て
、
致
命
傷
を
与

へ
る
の
は

是

管

で

あ

、

ふ
り
か
ざ

か
す
か

る
)
を
振

甥

し
た
か
と
思

ふ
と
、
も
う
其
が
是
畜
生

の
最
後
。

幽

か
な

陣

吟

を
残

し
て
置

い
て
、
直

に
息
を
引
取

つ
て
了

つ
た
　

一
撃
で
種
牛
は
倒
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
」
と
あ
り
、
や
は
り

「
あ
き
ら

か
に
詠
嘆
的
感
動

の

た

め

の

強

勢

の
ス
タ
イ

ル
」

(
久
保
田

正
交

「島
崎
藤
村

の
文
体

」
　

「
国
文

学
」
昭
三
四

・
一
〇
)

で
あ
る
体
言

止
め
や

「
…
…

の
で
あ
る
」
を
重
ね
て
情

緒
性
を
高
め
た
、
景
情
混
合
型
文
体

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

(
な
お
、

こ
う

い
う
両
者

の
相
似
部

の
関
係
は
、

「文
体
」

に
関
す
惹
限
り
、
必
ず

し
も

従
来

の
よ
う
に

「
ス
ケ
ッ
チ
」
が

「破
戒

」
に
採
り
入
れ
ら

れ
た
と

い
う
形
で

し
か
考

え
ら
れ
な

い
も

の
で
は
な

い
。
そ
の
逆

の
形
や
、

ま
た
双
方
と
も
に
同

一
の
幹

に
発

し
た
別

の
枝
葉
だ
と
見

る
こ
と
が
充
分
に
可
能

で
あ
る
。
)

次

に
、

「破
戒

」
に
次

い
で
制
作

さ
れ
た
短
篇

「
朝
飯

」

(明
三
九

・
一
)

の
文
体
は

や
は
り
久
保
田
氏
が
、

「
水
彩
画
家
」

(
三
七

・
一
)

の
そ
れ
と
比

べ
、
そ

の
方
向

へ
進
む

こ
と
に
よ

っ
て
藤
村

の
文
学
は

「
も

っ
と
明
る

い
リ

ア

リ
ズ

ム
に
到
達
し
た
か
も
し
れ
な

い
」
と
さ

れ
た
よ
う
に
、

た
し

か

に

「
破

戒
」
を
も
含
め
た

「
藁
草
履
」
調

ス
タ
イ
ル
を

一
歩
進

め
た
明
確
さ
や
直

載
性

を
備
え
て

い
る
。
そ

れ
は
次
作

「
家
畜
」

(
明
三
九

・
一
〇
)

あ
た
り
で
は

一

そ
う
発
展

し
て
お
り
、

そ
の
点
、
後

に
藤
村
自
ら

「
創
作
選
集
」
上
下

二
巻
を

編

む
に
際

し
て

(
大
正
十

二
年

の
も

の
と
十
三
年

の
も

の
と
あ
り

)
、

こ
れ
以

前
の
、
他

の

『
緑
葉
集

』

(明

四
〇

・
〕
)
の
作
品
を

一
篇
も
採
ら
な
か

っ
た

の
に
対

し
、

こ
の
二
篇

を
必
ず

一
致
し
て
選

び
取

っ
た
の
も
宜

な
る
か
な
と
思

わ
せ
る
も

の
が
あ
る
。

(
も
ち

ろ
ん
そ

の
選
択

の
原
因
が

「
文
体
」

の
面
だ
け

に
あ

っ
た
と
考

え
る
こ
と
は
早
計
だ
が

)
し

か
し
な
が
ら
仔
細

に
見

れ
ば
、
そ

う

い
う

「
朝
飯
」
あ
た
り

の
文
体
に
も
ま
だ

「
藁
草
履
」
的

ス
タ
イ
ル
の
名
残

り
が
残

っ
て

い
な

い
わ
け
で
は
な
く
、

し
た
が

っ
て
、

現

「
ス
ケ

ッ
チ
」
の
文

体
と
は
ま
だ
や
は
り

一
応

の
距
離
を
感
じ
さ

せ
る
、
例
え
ば

「
あ
ゝ
旅
だ
　

斯
う
五
月

は
自
分

に
教

へ
る
の
で
あ
る
」
な
ど
と

い
う
冒
頭

に
近

い

扁
節

に

も
、
端
的

に
そ
う

い
う
感
じ
が
残
存
し
て

い
る
と
言

え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

こ
こ
で
も
は
や
結
論
を
急
ぐ
な
ら
、

わ
た
く
し
は
現
在
の

「千
曲
川

の

ス
ケ
ツ
チ
」

の
文

体
は
、

や
は
り
そ

の
多

く
が

「

『家
」
を
書

い
た
頃
」

の

成
立
に
か
か
る
も

の
だ
と
考

え
る
。
藤
村
が

「文
体

や
形
式

の
上

か

ら

言

へ

ば
」
、

「
家
」
時
代
の

「自
分

の
筆
が
加
は

つ
て
居
る
」
と
遠

慮
が
ち

に
言
う

に
も
拘
ら
ず
、
先

に
見

た

「
形
式
」

の
場
合

な
ど

に
徴
し
て
も
、

実
際

に
は
単

に

「筆
が
加
は

つ
て
居

る
」
程
度

の
も
の
だ

っ
た
と
は
思
わ
れ
な

い
。

明
治

三
十
五
、
六
年
く
ら

い
ま
で

の

「
ス
ケ
ッ
チ
」
は
、
先

に
も

触
れ
た
よ

(註
4
)

う

に
、

「
日
課

の
や
う

に
し
」
て

「
幾

つ
か
の
手
帳

に
書
き
と
め
」
ら

れ
た
観



察
記
録
が
中

心
で
、
極
端

に
言
え
ば
も

と
も
と
そ

こ
に
文
体
ら

し
い
も

の
が

あ

っ
た
か
ど
う
か
さ
え
疑
わ

し
い
。
よ
し
ん
ば

あ

っ
た
と
し
て
も
、
三
十
三
年

の

「
雲
」

の
観
察
記
録
が
文
語
体
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
見

れ
ば
、
少
な
く
と

も
到
底
清
新
な

「写
生
文
体
」
が
成
立
し
て
い
た
と
は
考
え
ら

れ
な

い
。
た
だ

彼

は

「
奥
書
」
の
中

で
、
明
治

に
お
け
る
言
文

一
致
文
体
の
創
設
運
動
を
論
じ

て
次

の
よ
う

に
言

う
。

「
わ

た
し
が

こ
ん
な

ス
ケ
ッ
チ
を

つ
く
る
か
た
は
ら
、
言
文

一
致

の
研
究

を
こ
ゝ
ろ
ざ
す
や
う
に
な

っ
た
の
も
、

一
朝

一
夕

に
思

ひ
立

つ
た
こ
と

で
は

な
か

つ
た
。
」

し
か
し

こ
れ
と
て
も

「
研
究
」
は
あ
く
ま
で
も

「
研
究
」
で
あ
り
、
む
し
ろ

「
ス
ケ
ッ
チ
を

つ
く
る
か
た
は
ら
」
と

い
っ
た
言
葉
を
素
直

に
解
す

る
限
り
、

肝

心
の

「
ス
ケ

ッ
チ
」
自
身
は
か
え

っ
て

「
言
文

一
致
」
体
で
な
か

っ
た

こ
と

を

裏
付
け
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う

い
え
ば
、

『緑
葉
集
』
の

「序
」

に

「
予
は

先

づ
農
夫

の
粗
末

な
写
生

か
ら
始
め
た
。

『藁
草
履
』
は
そ
の
最
初

の
こ
ゝ
う

み
で
云

々
」
と
あ
る
の
は
、
ち
ょ

っ
と
正
確

な
意
味
を
量
り

か
ね
る
気
味
も
あ

る
が
、
始
め
て
の
本
格
的
な

「
写
生
文
体
」

の
誕
生
を
物
語

っ
て
い
る
言
葉

で

は
あ
る
ま
い
か
。

い
ず

れ
に
し
て
も
、
先

に
見
た
よ
う
に
、
三
十
六
年

こ
ろ
ま
で
の

「
ス
ケ
ッ

チ
」

の
文
体
は
他
の
作
品

コ
藁
草
履
」
な
ど
を
代
用
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
ほ
ど
未
整
理
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
ま
た
既
に
想
像
し
た
と

お
り
、
三
十
七
、
八
年

ご
ろ
に

一
部
書
き
改

め
ら
れ
、
文
体
化
さ

れ
た
と
し
て

も
、
余

の
大
部
分

は
依
然
未
整
理
の
ま
ま

「
手
許

に
仕
舞

つ
て
置
」
か
れ
た
と

思

わ
れ
る
。

こ
う
し
て

「
家
」
時
代
の
加
筆

は

「
ス
ケ

ッ
チ
」
の
か
な
り
大
部

分

に
わ
た

っ
た
と
せ
ぎ

る
を
得
な

い
。
現

「
ス
ケ

ッ
チ
」
と

「
家
」

の
文
体

を

比
較

し
て

み
て
も
、
そ

の
こ
と
が

一
そ
う
明
瞭

に
裏
書
き
さ

れ
る

の
で
あ
る
。

「
ス
ケ
ッ
チ
」
の

ス
タ
イ
ル
が
明
確

で

「
家
」

の
そ
れ
は
不
明
確
だ
と
す
る

伊
藤
氏

の
見
解
は
、
最
初

に
も
述

べ
た
と
お
り
た
し
か

に
独

創
的

で
あ
り
、

ま

た

一
面

の
妥
当
性

を
持

つ
。
し
か
し
そ
う

い
う
点
を
充
分

に
考
慮

に
容

れ
て
考

え
て
も
、
現
「
ス
ケ

ッ
チ
」
の
文
章

の
基
本
的

な
調
子
は

「破
戒
」
な
ど
よ
り
も

む
し
ろ
か
え

っ
て

「家

」
に
近

い
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
三
者

の
文
体
を

一
々
対

(註
5
)

廿
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
例
え
ば

「
ス
ケ
ッ
チ
」
も

「
家
」

も

「破
戒
」

の
場
ム
ロ
の
よ
う
な
主
情
的

.
詠
嘆
的
傾
向
が
希
薄

で
あ
る
。

(註
報

戒

」
文
体

の
、

「
の
で
あ
る
」

「
の
で
あ

つ
た
」
を
畳
み
か
け
、
体
言
止
め
を

頻
用
し
て

「
詠
嘆
的
感
動
」
を

強

勢

す
る
傾
向
は

「
家

」
「
ス
ケ

ッ
チ
」
に

は
全
く
認

め
ら
れ
な

い
。

(
こ
の
点
、

「
破
戒

」
と

「
家
」
と
の
間

に
位
す
る

「
春

」
に
は
ま
だ
多
少
そ
れ
が
残

っ
て

い
る
が
。
)
そ
う

い
う
基
本
的
な
傾
向

に

つ
い
て
見
る
限
り

、
現

「
ス
ケ

ッ
チ
」
の
文
体
は
、
伊
藤
氏
が
言
う
よ
う
に

「

『破
戒
』
と
ほ
ぼ
同
質
」
で
あ
る
よ
り

も
、
よ
り
以
上

に

「
家

」
と
同
質
で

あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

し
か
し
な
が
ら
、

に
も
拘
ら
ず

、

「
ス
ケ
ツ
チ
」
だ
け
が
と
り

わ

け

「
明

確

」
で

「
直
線
的

な
印
象
」
を
与
え
、

「
家
」
時
代
の
文
体

一
般

の
持

つ
不
明

確
性

や

「
暗
示
的

」
性
格
を
免
れ
得

て
い
る
原
因
は

一
体
ど

こ
に
あ
る
の
か
。

そ
れ
は
要
す
る

に
、
十
年
以
前

の
自
然

・
民
情

の
観
察
記
録

を

「
土

台

」

に

し
、
し
か
も
前
述
の
よ
う

に

「
私
生
涯

に
亘

る
」
も
の
そ
の
他

一
切
の
忌
避
す

べ
き
も
の
を
勇
敢
に
舞

捨
て
・

「特
讐

い
薯

の
た
め
に
書
い
た
」
文
章

だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
点
、
例
え
ば

「
家
」
と
同
じ
時
期

に
書
か
れ

「
ス
ケ
ツ
チ
」
と
銘

う
た
れ
た
叙
景
文

「
夏
の
夜

」

(
明

四

四

・

七
)
な
ど
が
決
し
て
不
明
確
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
写
実
的

で
」

「
直
線
的

な



印
象
」
を
与

え
る
こ
と
と
考
え
合

せ
れ
ば

一
そ
う
判
然
と
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か

「
家
」
自
体

に
あ

っ
て
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
自
然
描
写
の
部
分

は
文
体

的

に
さ

ほ
ど

「
不
明
確

」
で

「
暗
示
的
」
な
も
の
と
も
言

い
難

い
の
で
あ
る
。

わ
ぎ

「
三
吉

が
家
が
横
手

に
あ
る
養
鶏
所

の
側

か
ら
、
雑
木
林
の
問
を
通
り
抜

な
た
ら
か

け
た
と

こ
ろ
に
、
草
地
が
あ
る
。

緩

漫

な
傾
斜
は
浅

い
谷
の

方

へ
落

ち

て
、
草
地
を
岡
の
上
の
や
う

に
見
せ
て
居

る
。
雑
木
林
か
ら
続

い

た

細

道

は
、

コ
ン
モ
リ
と
し
て
杉

の
木
立
の

辺

で
尽
き

て
、
そ

こ
か
ら
坂

に
成

つ

た
郊
外

の
裏
道
が
左
右

に
連
な

つ
て
居

る
。
馬

に
乗

つ
た
人
な
ぞ
が
其
の
道

を
通
り

つ
ゝ
あ
る
。

武
蔵
野
の
名
残
を
思

は
せ
る
や
う
な
、
斯

の
静
か
な
郊
外

の
眺
望
の
中

に

も
、

よ
く
見

れ
ば
驚
く

べ
き
変
化
が
起

つ
て
居

た
。
植
木
畠
、
野
菜
畠
な
ど

は
ド
シ
　

潰
さ
れ
て
了

つ
た
。
土
は
掘
返
さ
れ
た
。
新
し

い
家
屋
が
増
え

る
ば
か
り
だ
。」

(
「家

」
下
巻
第
四
章
)

こ
の
よ
う
な

一
節
が
若
し

「千
曲
川

の
ス
ケ

ッ
チ
」

に
混
入
し
て

い
た
と
し

て
も
、
少

し
も
奇
異

の
感
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ほ
ど

「
同
質

」
の
文
体
で

あ
る
、

こ
う

い
う
事

実
か
ら
考
え
れ
ば
、

「
家
」

の
文
体

の
曖
昧
さ
も
、

一
つ

に
は
そ
れ
が

「
屋
外
で
起

つ
た
事
」
を
必
要
以
上
に
遮
断
し
て
暗
雛
な

「
家
」

の
内
部

に
ひ
た
す
ら
眼
を
向
け
、
肉
親
そ
の
他
ま
だ
生
存
中
の
人
物

に
ま
で

メ

ス
を
当

て
た
(
つ
ま
り
、
最
も
「
私
生
涯

に
亘
る

こ
と
」
の
多

い
)
気
の
詰

ま
る
よ

う

な
作
品
で

あ

っ
た
こ
と
に
も
胚
胎

し
て

い
る
。

「
ス
ケ
ッ
チ
」
と

「家

」
の
両

文
体

の
差

は
、
伊
藤
氏
の
言

う
よ
う

に
も
ち
ろ
ん
時
間
的

な
素
因

に
よ
る
と

こ

ろ
少
な
く
な

い
が

(何
と

い

っ
て
も
土
台
に
な

っ
た

メ
モ
は
明
治
三
十
年
代

の

所
産
で
あ
る
か
ら

)
、
し
か
し
例

の
有
名
な

「
水
彩

画
家
」
や

「
並
木
」

(明

四
〇

・
六
)
の

モ
デ

ル
問
題

に
も
か
ら

ん
で
、
少
な
く
と
も
そ

の

一
因
は
こ
う

い
う
描
写
対
象

の
差

に
あ

っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
伊
藤
氏
が
明
治

三
十
年
代
の

「妻
と
幼
児
と
の

み
の
比
較
的
独
立
し
た
生
活
」
期

の
藤
村

に
ふ
さ
わ
し

い
ス
タ
イ

ル
と
し

て
、

時
間
的

に
疑
義

の
あ
る

「千
曲
川

の
ス
ケ
ツ
チ
」

の
文
体

を
採
り

あ
げ
た

こ
と

は
た
し
か
に
失
敗
で
あ

っ
た
。
そ
れ
な
ら

ば
む
ル

ろ

「
藁
草
履
」
以
下

の
諸
短

篇

の
文
体

を
採
る

べ
き
で
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
仮
り

に

一
歩

退
い
て

「
ス
ケ

ッ

チ
」

に
時
間
的
疑
義
が

な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
果
た
し
て
当
時

の
藤
村

に
最

適
の
文
体
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ

も
く

「文
体

」
と

は
単

に
文

章
表
現

上
の
個
人
的
な
性
癖

や
表
面
的
な
筆
致

の
謂

い
で
は
な

い
。
氏

の
言
わ
れ
る
よ

う
に
そ

の
作
家
の

「生
き
方

の
思
考
方

法
」
そ

の
も
の
で
あ
る
。

と

こ

ろ

が

「
家
」

の
主
人
公
小
泉
三
吉

は
、
結
婚
後

「
百
日
に
成

る
か
成
ら

な

い

か

の

頃
」

に
妻
と
勉
と

の
仲
を
知
り
、
旧

い
家
の
姪
楷
を
脱

し
て
新
し
く
築

き
上
げ

よ
う
と

二

縷

の
望
」
を
託
し

た

「自
分

の
家
」
を
早
く
も
壊
ぞ
う
と
ま

で
決

意
す
る
。
こ
れ
は
そ

の
ま
ま
、

「妻
と
幼
児
と

の
み
の
独
立
し
た
生
活
」
を
送

っ

て

い
た
小
諸
時
代

の
藤

村
の
偽
わ
ら
ぎ
る
境
涯

で
あ

っ
た

に
違

い
な
い
。
と
す

れ
ば
、
当
時
の
彼

の
そ
う
い
う
嫉
妬

や
疑

心
に
満
ち

た
、
暗
澹
た
る

「生

き
方

の

思
考
方
法
」
は
、
一
切

の
面
倒

な
人
間
関
係
を
洗

い
流
し
、
い
か

に
も
自
己
中
心

の
些
活
を
確
立
し
て
そ
こ

に
安
住
し
得
て

い
る
よ
う
な
、
澄
明

な
現

「
ス
ケ

ツ

チ
」

の
文
体

と
は
必
ず
し
も

一
致
し
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ

に
は
、
多
少
と
も
半

女
性
的
で
詠
嘆
味

の
勝

っ
た
、

「
藁
草
履
」
な
ど

の
感
傷
的

ス
タ
イ

ル
こ
そ
最

も
似

つ
か
わ
し
い
よ
う

に
思

わ
れ
る
の
で

あ
る
。

注
①

た
と
え
ば
瀬
沼
茂
樹

「島

崎
藤

村
論
」
、
(
『明
治

の
作
家
た
ち

豆
』

昭
三
〇

・
一
〇
所
収
)

注
②

「
南
佐
久

の
奥
な
る
甲
州
境

ま
で
、
旬
日
の
旅

に
出
か
け
、
漸

く
両



注
③

注
④

注
⑤

注
⑨

注
⑦

三
日
前

に
帰
宅
致
候
処
、
…
…
」
た
だ

し
同
じ

「其

六
」

の

一
連

の

文
中

に

「
千
曲

川
の
上
流
か
ら
野

辺
山
が
原

へ
か
け
て
」

は
曽
遊

の

地
で
あ
り
、

以
前
、

や
は
り
秋

に

「
仕
立
屋

に
誘
は
れ
て
、

一
夜
を

斯

の
八

つ
が
嶽

の
麓

の
村
で
送

つ
た
」
と

い
う
よ
う
な

記

事

が

あ

る
。

こ
の
最
初

の
旅
が
三
十
四
年
だ
と
す
れ
ば

「修
学
旅
行
」

の
方

は
も

っ
と
後
年

の
も

の
と

い
う
こ
と

に
な
る
。

こ
の
点

に
つ
い
て

一
々
詳
細

に
対
此
レ

て
論
じ
た
も
の
に
は
、
早
く

湯
地
孝

「
『
破
戒
」

に
投
影
さ
れ
た

『
千
曲
川
の

ス
ケ

ッ

チ

』

」

(
「文
学
」
昭
九

・
一
二
)
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
句

は
前
述

「奥
書
」
を
再
引

せ
ず
、

旧
版

『全
集
』
第

二
巻

の

後
書

に
よ

っ
た
。

「
破
戒
」

「
家
」

「
ス
ケ
ッ
チ
」
、
そ
れ
に

「
春
」
な
ど
の
文
体
的

特
徴

に
つ
い
て
は
、
別

に
少

々
立
ち
入

っ
て
論
じ
た
も
の
が

あ
る
の

で
、
詳
細

は
そ
れ
に
譲
り
、

こ
こ
で
は

一
々
こ
ま
か
な
説
明
を
繰
り

か
え
さ
な
い
。

(
「
藤
村
文
体

の
変
貌

に
つ
い
て
」
　

九
大
分
校

「
文
学

論
輯
」
第
八
号
)

た
だ
し
こ
の
体
言
止

め
の
書
き
癖

は
、
小
林
英
夫
氏
も
指
摘
さ
れ
た

よ
う

に

(小
林
氏

は

「
名
詞

止
め
」
と
名
付
け
ら

れ
た
が
　

「
藤

村

の
文

体
」

〔
「
国
文
学
」
昭

三

一
・
六
〕
)
藤

村
の
多
く

の
作
品

に
多
少

と
も
散
貝
す
る
。

し
か
し

『緑
葉
集
』
中

の
短

篇

や

「
破

戒

」
な
ど

は
著
し
く
使
用
度
が
高
く
、
そ
の
点

で
は

っ
き
り

と

一
つ

の
特
色
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う

い
う

一
切

の
身
近

か
な
、

せ
せ
こ
ま
し
い
人
間
関

係

を

フ

ッ

切
ろ
う
と
い
う

の
は
恐
ら
く
作
者

の
意
識
的

な
も

の
で

、

そ

の

点

「
家
」
の
下
巻

の
大
部
分

(
「
犠
牲
」
と
題
し
て
そ
の

第

九

章

ま

で
)
が

四
月

に
書
き
終

え
ら

れ
て
い
た
、

そ
の
六
月
か
ら

「千
曲

川

の
ス
ケ

ッ
チ
」
が
連
載
さ
れ
始

め
た

の
は
偶
然

で
は
あ
る
ま

い
。

「
屋
外

で
起

つ
た
事

を

一
切
ヌ
キ
に
し
て
、

す
べ
て
を
屋
内
の
光
景

の
み

に
限
ら
う
と
し
た
」

「
自
分
な
が
ら
憂
欝

な
作
」

(
「折

に
ふ

れ
て
」
　

『市
井
に
あ
り

て
』
所

収
)
で
あ
る

「
家
」
の
反
動
と

し
て
、
彼

の
眼
は
明

か
る
い
戸
外
の
自
然

に
向
か

い
、
そ

れ
を
対
象

と
し
た
作
品

「千
曲

川
の
ス
ケ

ッ
チ
」
が
希
求
さ
れ
て
来

た
の
で
あ

ろ
う
。
　

九
州
大
学
助
教
授
　


