
森
鴎
外
に
お
け
る

「耳」

小
説
に
響
く

は
じ
め
に

本
論
文
の
前
部
分
と
な
る
拙
稿
「
森
鴎
外
に
お
け
る
『
耳
』
の
表
現
ー
ー
そ

の
戯
曲
、
小
説
に
響
く
『
音
』
|
|
」
で
は
、
鴎
外
の
戯
曲
処
女
作
『
玉
箆
雨

浦
嶋
』
(
明
三
玉
、
一
二
)
と
『
日
蓮
聖
人
辻
説
法
』
(
明
三
七
、
三
)
に
お
け
る

観
客
の
「
耳
」
に
は
た
ら
き
か
け
る
詩
体
や
音
響
の
表
現
を
み
た
が
、
本
論
で

は
そ
の
試
み
が
明
治
四
二
年
以
降
の
小
説
、
戯
曲
に
い
か
に
取
り
入
れ
ら
れ
、

波
及
し
て
い
く
か
見
分
し
て
い
き
た
い
。

日
清
、
日
露
戦
争
を
経
て
明
治
四
二
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た
『
半
日
』
は
、

鴎
外
の
本
格
的
文
壇
復
帰
の
き
っ
か
け
と
な
る
作
品
で
あ
る
が
、
戯
曲
的
雰
囲

気
を
も
っ
こ
の
作
品
が
以
後
の
小
説
に
お
け
る
「
音
」
の
表
出
の
き
っ
か
け
と

も
な
る
。
『
半
日
』
は
「
鴎
外
が
言
文
一
致
に
よ
っ
て
書
い
た
最
初
の
小
説
」
一

で
あ
り
、
「
文
壇
再
出
発
の
き
っ
か
け
」
こ
と
な
る
作
品
と
一
一
吉
因
わ
れ
て
い
る
。

『
日
蓮
聖
人
辻
説
法
』
の
後
、
小
倉
時
代
を
経
て
『
朝
篠
』
(
明
三
九
、
三
)
と

『
有
楽
門
』
(
明
四
O
、
こ
を
写
生
文
風
の
文
語
体
で
発
表
し
て
い
る
が
、
そ

れ
か
ら
二
年
の
間
鴎
外
の
文
芸
活
動
は
翻
訳
活
動
の
み
と
な
る
。
磯
貝
英
夫
氏

の
表
現

「
立
回
」

錦

織

な

子

な

は
「
鴎
外
の
文
体
言
文
一
致
体
の
確
立
を
中
心
に
|
」
三
に
お
い
て
、
「
鴎

外
が
、
き
っ
ぱ
り
と
す
べ
て
を
断
ち
切
る
か
た
ち
で
言
文
一
致
に
転
ず
る
の
は
、

明
治
四
一
年
で
あ
る
」
と
述
べ
、
鴎
外
が
明
治
四
一
年
に
翻
訳
し
た
七
編
の
小

説
に
お
い
て
言
文
一
致
へ
の
文
体
の
移
行
が
な
さ
れ
て
お
り
、
「
『
半
日
』
は

そ
の
延
長
線
で
成
立
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
磯
貝
氏
は
戯
曲
に
つ
い

て
も
明
治
四
O
年
の
『
我
君
』
(
一

O
月
)
と
『
短
剣
を
持
ち
た
る
女
』
(
一
一

月
)
を
経
て
、
や
は
り
明
治
四
一
年
か
ら
完
全
な
現
代
語
体
が
発
揮
さ
れ
る
と

言
及
し
て
い
る
。

磯
員
氏
が
文
体
の
変
転
期
と
指
摘
す
る
明
治
四

O
年
か
ら
四
一
年
の
聞
に
、

鴎
外
は
一
七
編
の
小
説
(
一

O
編
)
お
よ
び
戯
曲
(
七
編
)
の
翻
-
訳
を
な
し
て
お

り
特
に
明
治
四
一
年
半
ば
か
ら
は
翻
訳
戯
曲
が
多
く
、
ま
た
明
治
四
二
年
に
至

る
と
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
翻
-
訳
作
品
が
戯
曲
に
集
中
し
て
い
る
(
二
編
中
九

編
)
。
鴎
外
の
文
壇
復
帰
の
年
と
な
る
明
治
四
二
年
は
『
プ
ル
ム
ウ
ラ
』
(
一
月
)

で
幕
を
開
け
て
お
り
、
四
月
に
は
初
め
て
の
現
代
劇
『
仮
面
』
が
か
か
れ
、
一

O
月
に
は
史
劇
で
あ
り
な
が
ら
現
代
口
語
で
つ
づ
ら
れ
た
『
静
』
が
そ
の
上
演

の
た
め
に
創
作
さ
れ
た
。
ま
た
対
話
文
の
『
建
築
師
』
(
七
月
)
『
因
子
坂
』
(
九
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月
)
『
影
』
『
影
と
形
』
(
一
一
一
月
)
も
発
表
さ
れ
て
お
り
、
海
外
戯
曲
の
旺
盛

な
翻
訳
活
動
は
明
治
四
二
年
の
創
作
戯
曲
の
表
現
に
転
用
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ

は
山
崎
園
紀
氏
が
「
こ
の
時
期
、
鴎
外
の
文
芸
意
識
は
戯
曲
(
ほ
と
ん
ど
翻
訳

物
)
に
あ
っ
た
」
四
と
述
し
て
い
る
通
り
だ
が
、
山
崎
氏
は
さ
ら
に
「
『
半
日
』

は
、
鴎
外
の
文
芸
的
関
心
が
最
も
戯
曲
に
集
中
さ
れ
て
い
た
と
き
執
筆
さ
れ
て
」

お
り
、
「
『
半
日
』
が
、
自
然
に
戯
曲
的
性
格
を
帯
び
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
あ
る
ま
い
」
と
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
竹
盛
天
雄
氏
も
『
半
日
』

に
対
し
て
「
い
わ
ば
一
幕
物
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
応
用
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
も
の
だ
」
五
と
同
じ
指
摘
を
し
て
い
る
。

『
半
日
』
の
冒
頭
に
は
舞
台
上
を
説
明
す
る
「
書
割
り
的
措
写
」
六
が
置
か

れ
て
お
り
、
山
崎
、
竹
盛
両
氏
の
論
述
ど
お
り
鴎
外
が
小
説
に
先
駆
け
て
創
作

し
て
い
た
戯
曲
の
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。
私
は
第
一
章
で
『
玉
箆
雨
滞
唄
』

『
日
蓮
聖
人
辻
説
法
』
に
お
け
る
音
響
の
効
果
的
使
用
や
、
詩
と
「
白
」
の
中

に
「
音
」
を
取
り
入
れ
る
試
み
を
経
て
、
そ
の
「
『
耳
』
に
は
た
ら
き
か
け
る

戯
曲
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
次
の
鴎
外
文
壇
復
帰
前
後
ま
た
は
そ
れ
以
後

の
作
品
に
お
け
る
『
音
』
の
効
果
的
表
出
に
つ
な
が
る
」
と
既
述
し
た
が
、
『
半

日
』
に
は
「
音
」
に
よ
っ
て
「
耳
目
を
籍
り
て
心
を
娯
ま
せ
る
」
戯
曲
的
手
法

が
大
い
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
節
で
は
戯
曲
を
経
た
上
で
『
半
日
』
と
い

う
小
説
作
品
に
お
い
て
読
者
の
「
耳
」
に
は
た
ら
き
か
け
る
「
音
」
の
表
出
が

い
か
に
な
さ
れ
た
か
、
『
半
日
』
を
契
機
に
他
の
小
説
、
戯
曲
へ
と
音
が
い
か

に
広
が
っ
て
い
く
か
検
在
し
た
い
。

戯
曲
と
『
半
日
』
と
の
関
連

鴎
外
は
「
目
の
人
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
反
面
「
耳
」
に
関

し
て
は
「
作
品
の
上
で
も
、
実
生
活
の
上
で
も
、
音
楽
に
関
し
て
特
別
の
関
心

を
示
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
七
や
「
視
覚
に
優
れ
た
鴎
外
が
、
そ
の
分
だ
け
、

音
に
た
い
し
て
は
あ
ま
り
敏
感
な
感
受
性
を
も
た
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」

八
と
評
さ
れ
る
な
ど
、
音
楽
や
「
音
」
に
対
す
る
関
心
が
低
く
「
視
覚
に
優
れ

た
」
分
、
か
え
っ
て
「
音
」
に
鈍
感
だ
と
さ
れ
、
「
耳
の
人
」
と
し
て
見
ら
れ

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
『
半
日
』
に
お
い
て
は
、
山
崎
園
紀
氏

に
よ
っ
て
「
鴎
外
は
、
『
半
日
』
執
筆
に
際
し
、
細
か
い
工
夫
を
用
い
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
お
き
た
い
。
そ
れ
は
<
音
>
の
意
識
的
導
入
で
あ
る
」
九
と
言

明
さ
れ
、
さ
ら
に
清
田
文
武
氏
も
「
『
半
日
』
で
は
、
構
成
的
に
も
、
心
理
的

に
も
声
響
を
効
果
的
に
盛
り
込
ん
で
い
る
」
一
O
と
、
そ
の
「
音
」
や
「
芦
響
」

が
意
識
的
に
導
入
さ
れ
聴
覚
的
に
重
要
な
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
論
じ

ら
れ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
『
半
日
』
に
お
け
る
音
に
つ
い
て
山
崎
氏
と
清

田
氏
が
注
目
す
る
点
を
ま
と
め
る
と
、
一
つ
は
作
品
の
「
首
尾
照
応
の
構
成
」

で
あ
り
、
二
つ
目
は
、
姑
の
芦
に
文
句
を
一
言
う
嫁
の
声
響
の
中
に
挿
入
さ
れ
る

「
ひ
っ
そ
り
」
と
し
た
「
間
」
に
響
く
「
置
時
計
の
音
」
に
つ
い
て
の
考
察
で

あ
る
。戯

曲
的
な
舞
台
説
明
の
後
、
は
じ
ま
り
と
な
る
一
月
二
一

O
日
の
午
前
七
時
を

つ
げ
ら
れ
る
と
、
役
者
た
ち
が
音
を
契
機
に
以
下
の
よ
う
な
流
れ
で
次
々
に
登

場
す
る
。
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西
北
の
風
が
強
く
吹
い
て
、
雨
戸
が
折
々
が
た
が
た
と
鳴
る

一
間
を
隔
て
た
台
所
で
は
下
女
が
起
き
て
、
何
か
こ
と
こ
と
と
音
を
さ
せ

て
い
る
。

そ
の
音
で
主
人
は
目
を
醒
ま
し
た
。
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台
所
で
、
「
お
や
、
ま
だ
お
湯
は
湧
か
な
い
の
か
ね
え
」
と
、
鋭
い
声
で

云
う
の
が
聞
こ
え
た
。

忽
ち
奥
さ
ん
が
白
い
華
者
な
手
を
伸
べ
て
、
夜
着
を
跳
ね
上
げ
た
。

奥
さ
ん
は
、
「
ま
あ
、
何
と
い
う
声
だ
ろ
う
、
い
つ
も
あ
の
声
で
玉
が
目

を
醒
ま
し
て
し
ま
う
」
と
云
っ
た
。

お
嬢
さ
ん
の
玉
ち
ゃ
ん
は
、
台
所
の
声
よ
り
は
、
お
母
さ
ん
の
芦
が
耳
に

は
い
っ
た
の
で
(
略
)
お
母
ち
ゃ
ん
譲
り
の
黒
い
目
を
ぱ
っ
ち
り
開
い
た
。

こ
の
は
じ
ま
り
に
お
い
て
、
主
人
は
下
女
の
立
て
た
音
、
奥
さ
ん
は
母
君
の
声
、

玉
ち
ゃ
ん
は
奥
さ
ん
の
声
、
と
そ
れ
ぞ
れ
が
誰
か
の
「
音
声
」
に
よ
っ
て
目
を

覚
ま
し
て
い
く
が
、
母
君
だ
け
は
「
白

5
0
2
m
m
g
t
oロ
」
に
よ
っ
て
音
を
必
要

と
せ
ず
自
ら
目
を
醒
ま
す
。
本
篇
に
お
い
て
母
君
は
奥
さ
ん
と
博
士
の
対
話
の

中
に
出
て
く
る
の
み
で
舞
台
上
に
姿
を
見
せ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
母
君
の
家

族
か
ら
の
孤
立
的
扱
い
は
は
じ
ま
り
の
音
の
組
み
立
て
か
ら
疎
外
的
措
置
が
は

じ
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
母
君
の
孤
立
は
以
下
の
よ
う

な
結
末
が
用
意
さ
れ
未
来
形
で
解
消
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

そ
の
中
に
台
所
の
方
で
こ
と
こ
と
と
音
が
し
て
来
る
。
午
の
食
事
の
支
度

を
す
る
と
見
え
る
。
今
に
玉
ち
ゃ
ん
が
、
「
司
呂
田
、
御
飯
で
す
よ
」
と
云

っ
て
、
走
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
今
に
母
君
が
寂
し
い
部
屋
か
ら
茶
の
間

へ
嫌
わ
れ
に
出
て
来
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

冒
頭
の
朝
の
場
面
と
右
記
の
結
末
の
昼
の
場
面
と
は

こ
と
こ
と
」
と
い
う

同
じ
土
日
の
き
っ
か
け
で
登
場
人
物
た
ち
が
次
々
に
動
き
出
す
と
い
う
対
的
構
図

に
な
っ
て
お
り
、
幕
明
け
と
終
幕
と
が
「
音
」
に
よ
っ
て
つ
な
が
り
、
ル
ー
プ

的
な
構
図
を
と
る
こ
と
に
よ
り
繰
り
返
さ
れ
る
日
常
が
連
想
さ
れ
普
遍
的
な
広

が
り
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
冒
頭
弁
」
結
末
の
構
図
に
つ
い
て
、
山
崎
氏
は

「
鴎
外
は
明
ら
か
に
様
式
化
を
意
識
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
」
二
と
指
摘
し
て

い
る
。
ま
た
、
清
田
氏
は
「
声
音
は
作
品
の
首
尾
照
応
の
構
成
だ
け
で
な
く
、

そ
の
展
開
相
に
お
い
て
も
重
要
な
は
た
ら
き
を
す
る
」
一
三
と
述
べ
、
こ
の
冒
頭

と
結
末
部
の
聞
に
展
開
さ
れ
る
「
声
音
」
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。

『
半
日
』
の
中
央
部
で
は
、
ま
ず
、
姑
の
声
が
嫌
だ
と
「
円
。
昨
日
ロ
の
如
く
に

繰
り
返
」
す
奥
さ
ん
と
母
親
を
庇
う
博
士
ど
の
問
答
が
途
切
れ
る
と
、
玉
ち
ゃ

ん
に
焦
点
、
が
当
た
り
「
一
間
の
中
は
ひ
っ
そ
り
と
し
」
「
時
々
置
時
計
の
音
が

耳
に
入
る
」
と
い
う
流
れ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
再
び
夫
婦
で
意
見
の
衝
突
が
始

ま
り
そ
れ
が
途
切
れ
る
と
玉
ち
ゃ
ん
に
焦
点
が
当
た
り
、
「
一
関
が
ま
た
ひ
っ

そ
り
」
し
「
時
々
置
時
計
の
音
が
耳
に
は
い
る
」
。
し
ば
ら
く
し
て
ま
た
奥
さ

ん
の
不
満
が
上
が
る
が
、
奥
さ
ん
が
黙
る
と
二
聞
は
ま
た
ひ
っ
そ
り
」
し
「
ま

た
置
時
計
の
音
が
す
る
」
。
と
い
う
よ
う
に
、
「
声
」
に
関
す
る
嫁
姑
問
題
の

喧
騒
が
止
み
、
「
声
」
の
な
い
「
ひ
っ
そ
り
」
と
し
た
中
に
「
時
計
の
音
」
だ

け
が
響
く
と
い
う
構
図
が
三
度
く
り
返
し
さ
れ
る
。
清
田
氏
は
「
一
間
の
静
寂

と
そ
の
中
の
時
計
の
音
と
を
点
綴
し
、
次
に
二
人
の
心
理
を
た
ど
る
と
い
う
、

極
め
て
構
成
的
な
展
開
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
山
崎
氏
は
そ
の
心
理
に

つ
い
て
「
『
一
間
』
の
『
ひ
っ
そ
り
』
に
<
音
>
を
反
響
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

陰
湿
で
や
り
切
れ
な
い
心
理
的
葛
藤
を
伺
わ
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
二
人
の

心
理
に
つ
い
て
追
記
す
る
な
ら
ば
、
は
じ
め
の
二
回
に
お
い
て
は
「
ひ
っ
そ
り
」

と
す
る
前
に
、
「
玉
ち
ゃ
ん
は
絵
に
見
入
っ
て
い
る
。
外
は
風
が
吹
き
歓
ん
で

日
の
光
が
障
子
に
当
る
」
「
玉
ち
ゃ
ん
は
頬
っ
ぺ
た
を
お
父
さ
ん
の
胸
に
押
し

ーょ
に
U



附
け
て
、
目
を
半
分
開
い
て
お
父
さ
ん
を
見
て
、
す
う
す
う
と
息
を
し
て
い
る
」

と
い
う
ほ
っ
と
息
を
つ
か
せ
る
よ
う
な
玉
ち
ゃ
ん
の
愛
ら
し
い
姿
の
描
写
が
挿

入
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
ひ
っ
そ
り
」
と
し
た
問
は
喧
喋
の
「
風
が
吹
き
歓
ん
」

だ
夫
婦
の
聞
の
静
か
な
休
地
点
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

『
半
日
』
で
は
、
朝
か
ら
昼
ま
で
の
問
に
喧
騒
と
「
ひ
っ
そ
り
」
と
し
た
静

寂
が

F
o
p
s
E
さ
れ
、
刻
々
と
時
聞
が
過
ぎ
て
い
く
。
そ
の
中
で
響
か
さ
れ

る
「
置
時
計
の
音
」
は
「
半
日
」
と
い
う
制
限
さ
れ
た
時
を
操
る
象
徴
的
な
も

の
と
し
て
意
識
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
目
」
の
前
に
「
ひ

っ
そ
り
」
と
し
た
空
間
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
山
崎
氏
の
指
摘
す
る
通
り

「
『
置
時
計
』
の
<
音
>
を
一
層
効
果
的
」
に
し
て
い
る
。
『
半
日
』
に
お
け

る
以
上
の
よ
う
な
「
音
」
の
表
出
は
、
こ
の
作
品
全
体
を
戯
曲
的
に
様
式
化
し
、

そ
の
効
果
的
音
響
に
よ
っ
て
「
耳
」
に
は
た
ら
き
か
け
る
小
説
と
な
ら
し
め
て

い
る
。
芝
居
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
た
「
耳
目
を
籍
り
て
心
を
娯
ま
せ
る
」
文

体
へ
の
工
夫
は
、
戯
曲
の
創
作
を
経
て
、
こ
の
『
半
日
』
と
い
う
小
説
作
品
に

つ
な
が
り
、
「
耳
」
へ
伝
え
る
「
音
」
の
効
果
的
表
現
は
こ
れ
以
後
の
小
説
、

戯
曲
へ
と
波
及
し
て
い
く
。

『
半
日
』
と
他
作
品
と
の
「
音
」
的
つ
な
が
り

『
半
日
』
に
お
い
て
登
場
し
た
音
の
中
で
特
に
「
ひ
っ
そ
り
」
と
「
時
計
の

音
」
は
以
後
の
小
説
か
ら
多
用
さ
れ
は
じ
め
る
。

「
時
計
の
音
」
が
表
れ
る
の
は
『
仮
面
』
『
金
貨
』
(
明
四
二
、
九
)
『
蛇
』

(
明
回
目
、
こ
で
あ
る
。
『
仮
面
』
に
お
け
る
「
時
計
の
晋
」
に
つ
い
て
は
次

の
節
で
、
『
金
貨
』
に
つ
い
て
は
第
三
章
に
お
い
て
触
れ
る
。
『
蛇
』
は
「
鶴

外
の
母
、
ど
第
二
の
妻
と
の
不
和
を
背
景
に
し
て
『
半
日
』
の
主
題
を
さ
ら
に
展

開
さ
せ
た
」
一
三
作
品
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
「
女

の
の
べ
つ
に
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
声
が
、
少
し
も
と
切
れ
ず
に
聞
こ
え
て
い
る
」

と
よ
戸
」
が
響
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
狂
人
」
の
よ
う
な
声
の
向
こ

う
で
、
「
遠
い
と
こ
ろ
で
ぽ
ん
ぽ
ん
時
計
が
鳴
る
。
懐
中
時
計
を
出
し
て
見
れ

ば
、
十
時
で
あ
る
」
と
「
時
計
の
音
」
が
不
気
味
に
鳴
ら
さ
れ
る
。
「
十
一
時

の
時
計
が
鳴
っ
た
」
時
も
「
主
人
の
血
走
っ
た
目
」
を
注
が
れ
た
主
人
公
の
己

は
「
ぞ
っ
と
」
し
て
お
り
、
そ
の
恐
怖
感
に
「
時
計
の
音
」
が
共
鳴
す
る
よ
う

に
響
い
て
く
る
。
そ
し
て
結
末
に
お
い
て
奥
さ
ん
を
「
狂
人
」
と
な
し
た
根
源

で
あ
る
蛇
を
棲
家
の
仏
壇
か
ら
己
が
引
き
ず
り
出
し
た
後
、
「
了
度
時
計
が
十

二
時
を
打
」
ち
、
こ
の
怪
奇
的
な
作
品
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
「
時
計
の
音
」

は
己
が
訪
れ
た
旧
家
の
秘
密
を
知
っ
て
い
く
段
階
に
一
つ
ず
つ
差
し
入
れ
ら
れ
、

『
蛇
』
に
お
い
て
も
作
品
全
体
を
ま
と
め
る
構
成
と
と
も
に
、
登
場
人
物
と
読

者
の
心
理
に
挿
し
響
く
は
た
ら
き
を
な
し
て
い
る
。

続
い
て
「
ひ
っ
そ
り
」
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
で
は
「
音
が
し

な
い
」
「
音
も
な
く
」
と
か
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
『
半
日
』
以
降
は
「
ひ
っ

そ
り
」
が
用
い
ら
れ
は
じ
め
る
。
特
に
鴎
外
の
実
生
活
に
関
わ
る
作
品
に
多
く

現
れ
、
『
追
跡
慨
』
(
明
四
二
、
主
)
『
ヰ
夕
、
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
(
明
四
二
、
七
)

『
金
毘
羅
』
(
明
四
二
、
一

O
)

『
独
身
』
(
明
四
三
、
二
『
里
芋
の
芽
と
不
動

の
芽
』
(
明
四
三
、
二
)
『
青
年
』
(
明
四
三
、
三
i
四
回
、
八
)
『
普
請
中
』
(
明

四
三
、
六
)
『
身
上
話
』
(
明
四
三
、
二
)
『
妄
想
』
(
明
四
四
、
三
1
四
)
『
雁
』

(
明
四
回
、
九
i
大
二
、
五
)
『
灰
嬢
』
(
明
四
四
、
一

0
1
大
元
、
一
二
未
{
一
見
)
『
か

の
や
う
に
』
(
明
四
五
、
こ
な
ど
鴎
外
作
品
全
体
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ

ら
の
作
品
の
中
で
「
ひ
っ
そ
り
」
は
『
半
日
』
ど
同
じ
く
家
の
中
の
様
子
を
言

い
表
す
と
き
に
使
わ
れ
、
「
内
は
ひ
っ
そ
り
し
て
い
る
」
(
『
ヰ
夕
、
セ
ク
ス
ア

η
L
 

F
h
u
 



リ
ス
』
)
「
家
は
も
う
ひ
っ
そ
り
し
て
い
た
」
(
『
金
毘
羅
』
)
「
客
が
帰
っ
た
跡

は
急
に
ひ
っ
そ
り
し
た
」
(
『
独
身
』
)
「
ひ
っ
そ
り
し
た
{
家
」
(
『
青
年
』
)
「
い

つ
も
ひ
っ
そ
り
し
て
い
た
家
」
(
『
雁
』
)
「
家
は
大
抵
戸
を
締
め
て
、
ひ
っ
そ

り
し
て
い
ま
す
」
(
『
か
の
や
う
に
』
)
と
ど
れ
ほ
ど
静
か
な
家
な
の
か
と
思
わ

れ
る
ほ
ど
「
ひ
っ
そ
り
」
と
し
た
家
が
多
数
出
て
く
る
。
こ
の
「
ひ
っ
そ
り
」

し
た
家
に
関
し
て
、
鴎
外
の
娘
森
芙
刺
の
「
幼
い
日
々
」
一
四
と
い
う
随
筆
に
描

か
れ
た
、
鴎
外
、
ど
暮
ら
し
た
千
駄
木
の
家
の
描
写
に
注
目
し
た
い
。

冬
は

U
，U
μ
い
じ
出
ポ
目
虫
に
固
ま
れ
、
夏
は
烈
し
い
雨
の
や
う
な
蝉
の
声
に
包

ま
れ
た
千
駄
木
の
家

下
の
部
屋
部
屋
は
川
lq』白い
II

輯
創
出
.q.
旬
。
(
中
略
)
何
処
目
白
，
問
屋
u
u，、;・総糾

だ
っ
た
。
ミ
ン
ミ
ン
蝉
、
つ
く
づ
く
法
師
、
ジ

l
ジ
!
と
い
う
油
蝉
な
ぞ
の
混

っ
た
降
る
や
う
な
踏
の
半
円
が
、
青
い
木
立
か
ら
湧
き
、
庭
中
に
鳴
っ
て
、
大
き

な
家
を
細
か
な
音
の
鰭
の
や
う
に
包
ん
で
は
ゐ
た
が
、
引
の
.
世
円
以
ー
烈
U
，
m判
団

.烈
U
J
M
，
種
{
索
以
ー
引
，
の
ー
斡
が
ー
訳
出

uμ
目hc，
u.℃・
1
I
潟ーが
.
4
ーわ。

硝
子
戸
は
透
徹
っ
て
硬
く
、
水
の
飛
沫
や
、
恐
ろ
し
い
水
の
音
を
遮
り
、
.
ぃ

μ，ぶ
U
，ヤ
1
1
1静l

い
町
出
寸
目
向
。
部
屋
の
中
は
黄
色
く
明
る
く
て
、
却
制

μ目の目立
E
U
U
)

お
EG--強
以
ー
か
が
，
一
m，q
，出。

こ
の
よ
う
に
、
鴎
外
の
住
ん
だ
千
駄
木
の
家
は
い
つ
も
「
し
ん
と
し
て
、
静
か

だ
っ
た
」
ょ
う
で
あ
る
。
そ
の
あ
ま
り
に
静
か
で
音
の
な
い
様
子
が
『
半
日
』

『
青
年
』
『
雁
』
な
ど
実
生
活
と
つ
な
が
り
の
あ
る
作
品
に
「
ひ
っ
そ
り
」
ど

特
徴
的
に
点
出
さ
れ
て
い
る
。
鴎
外
作
品
の
「
音
」
が
乏
し
い
と
い
う
イ
メ
1

ジ
は
あ
ま
り
に
も
と
の
「
ひ
っ
そ
り
」
ど
し
た
空
間
の
描
写
が
多
い
せ
い
な
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
『
半
日
』
に
お
け
る
「
時
計
の
音
」
の
よ
う
に

「
ひ
っ
そ
り
」
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
音
が
付
随
し
て
い
る
。
以
下

に
各
作
品
か
ら
そ
の
一
例
を
抜
き
出
し
て
み
る
。

「
機
を
織
っ
て
お
出
で
な
さ
る
音
が
、
ぎ
い
ど
ん
ぎ
い
と
ん
と
聞
え
る
」

「
楼
の
音
の
み
が
、
ひ
っ
そ
り
し
て
い
る
家
に
響
き
渡
っ
て
い
る
」
「
や

か
ま
し
い
程
鳴
く
蝉
の
芦
が
聞
こ
え
る
。
(
中
略
)
内
は
ひ
っ
そ
り
し
て

い
る
」
「
蝉
が
盛
ん
に
鳴
く
。
そ
の
外
に
は
何
の
音
も
し
な
い
」
(
『
ヰ

夕
、
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
)

「
客
が
帰
っ
た
迩
は
急
に
ひ
っ
そ
り
し
た
。
旭
町
の
太
鼓
は
い
つ
か
止
ん

で
い
て
、
今
ま
で
聞
え
な
か
っ
た
海
の
鳴
る
音
が
す
る
」
(
『
独
身
』
)

q
u
 

に
d

「
余
り
物
音
も
聞
え
な
い
。
只
早
川
の
水
の
音
が
ご
う
ご
う
と
鳴
っ
て
い

る
ば
か
り
」
「
度
々
寝
返
り
を
す
る
音
」
「
夜
に
入
っ
て
一
際
高
く
な
っ

た
、
早
川
の
水
の
音
が
、
純
一
が
頭
の
中
の
乱
れ
た
情
緒
の
伴
奏
を
し
て
、

昼
間
感
じ
た
よ
り
は
強
い
寂
し
さ
が
、
虚
に
乗
ず
る
よ
う
に
襲
っ
て
来
る
」

(
『
青
年
』
)

「
外
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
、
鈍
い
、
低
い
海
の
音
に
、

声
が
交
っ
て
聞
え
る
」
(
『
身
上
話
』
)

清
い
、
高
い
虫
の

こ
れ
ら
の
音
は
「
ひ
っ
そ
り
」
し
た
空
間
の
中
で
響
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

読
者
の
「
耳
」
に
そ
の
音
を
際
立
た
せ
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
『
独
身
』
で
は



客
が
帰
り
、
太
鼓
の
音
も
い
つ
か
止
ん
で
い
て
「
急
に
ひ
っ
そ
り
」
と
し
た
中

で
聞
こ
え
る
「
海
の
音
」
が
、
独
身
で
あ
る
主
人
公
の
孤
独
感
を
漂
わ
せ
、
そ

こ
で
冷
静
と
な
り
下
女
を
女
と
し
て
見
ら
れ
る
か
い
な
か
考
え
さ
せ
る
一
瞬
の

隙
聞
を
与
え
て
い
る
。
『
青
年
』
で
の
「
早
川
の
水
の
音
」
も
ま
た
、
物
思
い

に
ふ
け
る
主
人
公
の
「
心
理
的
葛
藤
」
が
「
物
音
も
聞
こ
え
な
い
」
中
で
一
際

高
く
響
く
「
水
の
音
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
ひ
っ

そ
り
」
が
音
の
前
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
の
心
理
へ
の
は
た
ら
き
か

け
が
よ
り
効
果
的
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
鴎
外
作
品
の
中
で
多
く
登
場
し
、
時
に
「
音
」
に
対
し
て

効
果
的
に
は
た
ら
く
「
ひ
っ
そ
り
」
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
鴎
外
が
「
ひ
っ
そ

り
」
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
と
は
何
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
章

の
は
じ
め
に
、
『
半
日
』
は
鴎
外
の
戯
曲
に
対
す
る
関
心
が
非
常
に
高
い
時
期

に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、
「
戯
曲
的
性
格
を
帯
び
」
、
「
一
幕
物
の
シ
チ
ュ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
応
用
さ
れ
て
い
る
」
と
の
山
崎
氏
ど
竹
盛
氏
の
指
摘
を
あ
げ
た

が
、
こ
の
「
ひ
っ
そ
り
」
に
お
い
て
も
戯
曲
の
「
問
」
と
の
つ
な
、
が
り
が
見
い

だ
せ
る
。

本
章
の
第
一
節
に
お
い
て
、
言
文
一
致
体
へ
の
変
化
期
で
あ
る
明
治
四

O
年

か
ら
四
一
年
に
は
精
力
的
な
戯
曲
の
翻
訳
活
動
創
作
戯
曲
が
あ
り
、
そ
れ
を
受

け
て
明
治
四
二
年
に
多
く
の
創
作
戯
曲
が
執
筆
さ
れ
た
と
述
べ
た
が
、
こ
の
時

期
の
戯
曲
に
は
文
体
の
変
化
に
加
え
て
「
問
」
の
出
現
と
そ
の
変
容
が
見
受
け

ら
れ
る
。
明
治
一
二

0
年
代
に
書
か
れ
た
『
玉
俵
南
浦
嶋
』
と
『
日
蓮
聖
人
辻
説

法
』
に
は
「
問
」
が
置
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
五
年
後
の
明
治

四
二
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
『
プ
ル
ム
ウ
ラ
』
に
お
い
て
は
台
詞
の
合
間
に

(
問
。
)
と
い
う
ト
書
き
が
一
二
個
置
か
れ
、
『
プ
ル
ム
ウ
ラ
』
の
次
の
戯
曲

で
あ
る
『
仮
面
』
に
お
い
て
は
さ
ら
に
増
加
え
一
八
個
と
、
そ
の
シ
リ
ア
ス
な
場

面
に
お
い
て
既
に
「
間
」
が
登
場
人
物
の
内
面
の
動
き
を
表
す
の
に
効
果
的
に

多
用
さ
れ
て
い
る
。
「
問
」
は
も
と
も
と
音
楽
、
舞
踊
、
演
劇
用
語
ま
た
は
能

楽
用
語
で
あ
り
、
音
と
音
と
の
間
隔
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
リ
ズ
ム
そ
の
も

の
な
い
し
リ
ズ
ム
感
、
覚
の
意
味
も
も
ち
、
「
い
い
問
、
だ
」
「
聞
が
悪
い
」
な
ど

と
使
わ
れ
る
一
五
。
そ
し
て
、
劇
の
表
現
に
も
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
「
問
」
は

人
間
の
内
面
の
葛
藤
や
信
条
の
推
移
な
ど
を
、
微
妙
な
時
間
経
過
に
よ
っ
て
処

理
す
る
技
巧
を
い
う
一
六
。
こ
の
「
問
」
の
は
た
ら
き
は
、
鴎
外
が
『
半
日
』
な

ど
の
作
品
に
お
い
て
使
用
し
た
「
ひ
っ
そ
り
」
の
置
か
れ
た
場
面
と
よ
く
似
て

い
る
。
「
間
」
と
は
音
と
音
と
の
聞
の
音
の
し
な
い
部
分
と
も
い
え
る
が
、
小

説
で
は
そ
の
音
の
し
な
い
「
間
」
の
空
く
部
分
に
「
ひ
っ
そ
り
」
が
挿
入
さ
れ
、

「
人
間
の
内
面
の
葛
藤
」
を
「
微
妙
な
時
間
経
過
に
よ
っ
て
」
表
現
し
て
い
る
。

小
説
に
「
ひ
っ
そ
り
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
戯
曲
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る

「
間
」
の
代
用
と
し
て
で
は
な
い
か
と
論
者
は
考
え
る
が
、
『
プ
ル
ム
ウ
ラ
』

に
お
い
て
登
場
し
た
「
問
」
は
明
治
四

O
年
か
ら
明
治
四
一
年
の
海
外
の
戯
曲

翻
訳
の
中
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
の
は
じ
め
に
磯
貝
氏
の
指
摘
す

る
翻
訳
戯
曲
の
文
体
の
変
化
期
に
つ
い
て
、
明
治
四

O
年
の
シ
ヨ
ル
ツ
『
我
君
』

(一

O
月
)
と
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ

l
『
短
剣
を
持
ち
た
る
女
』
(
一
一
月
)
を
経
て
、

明
治
四
一
年
か
ら
完
全
な
現
代
語
体
が
発
揮
さ
れ
る
と
か
い
た
が
、
こ
の
文
体

の
変
化
と
も
関
係
し
て
『
我
君
』
と
『
短
剣
を
持
ち
た
る
女
』
に
お
い
て
「
間
」

の
登
場
と
変
化
が
表
れ
て
い
る
。

『
我
君
』
は
国
玉
と
そ
の
元
師
で
あ
る
学
者
の
ベ
ル
ヒ
と
の
対
話
で
構
成
さ

れ
て
い
る
が
、
「
早
口
の
詞
遣
」
で
話
す
国
王
に
対
し
ベ
ル
ヒ
は
「
詞
付
重
く

ろ
し
。
物
語
の
聞
に
適
当
な
る
詞
を
需
め
、
且
思
想
を
纏
め
る
と
い
ふ
事
が
見

物
に
解
る
様
に
す
。
一
語
一
思
想
は
必
ず
明
瞭
な
る
写
像
を
起
し
、
随
っ
て
己

の
発
せ
し
語
に
依
り
て
、
挙
措
を
左
右
せ
ら
る
〉
人
物
な
り
」
と
指
示
さ
れ
て

-54 



い
る
。
主
義
思
想
の
違
い
を
も
と
に
扶
を
分
か
と
う
と
し
て
い
る
二
人
の
対
話

が
進
め
ら
れ
て
い
く
中
で
、
「
詞
付
重
」
く
、
「
物
語
の
問
に
適
当
な
る
-
認
を

需
め
、
且
思
想
を
纏
め
る
と
い
ふ
事
が
見
物
に
解
る
様
に
す
」
る
た
め
に
用
い

ら
れ
る
の
が
「
問
」
で
あ
る
。
二
五
頁
一
七
中
六
三
固
と
「
間
」
が
た
い
へ
ん
頻

繁
に
使
わ
れ
て
お
り
、
特
に
話
の
深
刻
性
の
増
す
結
末
部
で
は
(
問
。
)
の
た

め
に
二
行
が
と
ら
れ
、
(
長
き
問
。
)
や
(
極
め
て
長
き
問
。
)
と
い
う
風
に

「
問
」
の
間
隔
の
長
短
の
変
化
も
丁
寧
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
お

い
て
「
間
」
は
「
人
間
の
内
面
の
葛
藤
や
信
条
の
推
移
な
ど
を
、
微
妙
な
時
間

経
過
に
よ
っ
て
処
理
」
す
る
た
め
に
重
要
な
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
鴎

外
は
そ
の
必
要
性
を
十
分
に
意
識
し
て
翻
訳
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

明
治
四

O
年
一

O
月
に
「
歌
舞
伎
」
に
掲
載
さ
れ
た
『
我
君
』
の
初
出
に
お

い
て
は
「
問
」
は
使
わ
れ
ず
、
「
詞
暫
く
切
れ
る
」
「
詞
少
し
切
れ
る
」
「
詞

切
れ
る
」
「
切
れ
る
」
「
問
を
置
く
」
「
暫
く
し
て
」
な
ど
を
使
っ
て
い
る
が
、

明
治
四
二
年
六
月
に
易
風
社
発
行
の
単
行
本
『
一
幕
物
』
に
収
め
る
際
に
は
「
問
」

は
(
問
。
)
と
ト
書
き
一
文
字
に
統
一
さ
れ
て
い
る
一
人
。
『
短
剣
を
持
ち
た
る

女
』
と
ウ
ェ
デ
キ
ン
ト
の
『
出
発
前
半
時
間
』
(
明
四
一
、
玉
)
で
も
初
出
で

は
す
べ
て
「
聞
を
置
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
(
問
。
)
に
な
り
、
そ
の

後
ヘ
ル
マ
ン
、
バ

i
ル
の
『
奥
底
』
(
明
四
一
、
七
)
は
初
出
か
ら
(
問
。
)
が

使
わ
れ
、
こ
れ
以
降
鴎
外
の
戯
曲
の
中
で
は
こ
の
(
問
。
)
が
定
着
し
て
い
く
。

以
上
の
よ
う
な
明
治
四

O
年
か
ら
四
一
年
に
か
け
て
の
翻
訳
戯
曲
に
お
け
る

(
問
。
)
の
使
用
を
受
け
て
、
『
プ
ル
ム
ウ
ラ
』
『
仮
面
』
以
後
、
鴎
外
の
創

作
戯
曲
に
お
い
て
も
(
問
。
)
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
翻
訳
作
品
お
よ

び
『
プ
ル
ム
ウ
ラ
』
に
お
い
て
台
詞
の
合
間
に
挿
入
さ
れ
た
「
間
」
は
、
戯
曲

的
作
品
で
あ
る
『
半
日
』
の
「
声
響
」
の
狭
間
に
「
ひ
っ
そ
り
」
と
形
を
変
え

置
か
れ
、
そ
の
音
、
ど
音
と
の
間
隔
に
よ
っ
て
「
人
間
の
内
面
」
の
動
き
を
表
現

し
て
い
る
。
ま
た
、
「
問
」
や
「
ひ
っ
そ
り
」
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
に

鳴
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
音
や
台
詞
に
読
者
は
「
耳
」
を
す
ま
す
こ
と
に
な
る
が
、

そ
こ
に
効
果
的
に
「
音
声
」
を
響
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
音
や
台
詞
の
意

味
は
よ
り
強
調
さ
れ
聴
人
の
耳
に
届
く
こ
と
と
な
る
。

『
プ
ル
ム
ウ
ラ
』
の
あ
と
に
書
か
れ
た
鴎
外
初
の
現
代
劇
『
仮
面
』
で
は
「
間
」

の
構
成
に
さ
ら
な
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
お
り
、
前
半
部
分
に
一
回
し
か
現
れ
な

か
っ
た
(
問
。
)
が
後
半
、
自
分
が
結
核
だ
と
知
っ
た
学
生
が
博
士
と
対
話
す

る
場
面
に
な
る
と
一
気
に
増
え
、
結
土
木
ま
で
に
一
七
箇
所
も
使
用
さ
れ
る
。
学

生
の
混
乱
し
揺
れ
る
心
情
の
動
き
が
と
と
ば
と
こ
と
ば
の
聞
に
挟
ま
れ
る

(
問
。
)
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
刻
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
自
ら
も
結
核
で

あ
っ
た
こ
と
を
学
生
に
告
白
し
、
「
善
悪
の
彼
岸
」
を
語
る
博
士
の
言
に
も
(
問
。
)

が
多
く
使
わ
れ
、
学
生
に
対
し
て
何
を
言
う
べ
き
か
思
想
を
ま
と
め
な
が
ら
話

す
間
隔
を
挿
入
し
て
い
る
。

ま
た
、
『
仮
面
』
に
は
『
半
日
』
に
お
い
て
重
要
な
働
き
を
な
し
た
「
時
計

の
音
」
が
再
び
構
成
的
な
役
を
も
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。
「
置
時
計
」
が
ま

ず
「
十
時
を
打
つ
」
と
、
「
お
や
、
も
う
十
時
に
な
り
ま
し
た
」
「
山
口
君
も

最
う
見
え
る
で
し
ょ
う
」
と
学
生
登
場
の
合
図
と
な
る
。
続
い
て
佐
吉
と
い
う

危
篤
患
者
が
運
ば
れ
息
を
引
き
取
る
場
面
に
な
り
、
「
一
同
暫
く
無
言
」
と
な

っ
た
と
き
に
「
置
時
計
十
一
時
を
打
」
ち
、
息
を
引
き
取
る
最
期
の
瞬
間
に
象

徴
的
に
そ
の
音
、
か
響
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
後
半
部
で
の
博
士
ど
の
対
話
に

お
い
て
「
勇
気
と
今
後
の
生
き
方
の
示
唆
」
一
九
と
を
与
え
ら
れ
た
学
生
が
、
博

士
に
導
か
れ
歩
み
出
す
結
末
を
迎
え
た
と
き
「
号
砲
鳴
る
。
置
時
計
十
二
時
を

打
つ
。
博
士
と
学
生
ど
立
ち
留
ま
る
。
学
生
は
帽
を
左
の
脇
に
挟
み
、
二
人
共

兜
児
よ
り
時
計
を
出
し
、
竜
頭
を
巻
く
」
と
か
か
れ
、
こ
の
終
幕
に
お
い
て
号

砲
と
と
も
に
最
後
の
「
時
計
の
音
」
が
響
か
さ
れ
る
。
結
核
を
隠
し
「
仮
面
」

「

D
v
h
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を
か
ぶ
っ
て
生
き
て
行
か
ん
と
す
る
意
志
を
同
じ
く
し
た
二
人
が
、
そ
の
時
を

刻
む
時
計
の
ね
じ
を
と
も
に
巻
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
続
い
て
い
く
だ
ろ

う
二
人
の
未
来
を
予
期
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
幕
が
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
に

お
い
て
「
時
計
の
音
」
は
人
の
死
と
生
を
暗
示
す
る
よ
う
に
鳴
ら
さ
れ
、
「
問
」

と
と
も
に
効
果
的
な
は
た
ら
き
を
な
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
戯
曲
に
お
け
る
「
問
」
と
小
説
に
お
け
る
「
ひ
っ
そ
り
」

に
よ
っ
て
、
他
に
音
の
な
い
間
隔
を
作
り
、
そ
こ
に
響
か
さ
れ
る
音
を
よ
り
効

果
的
に
表
出
さ
せ
て
あ
る
が
、
『
半
日
』
『
仮
面
』
の
後
の
戯
曲
に
は
「
問
」

に
加
え
て
音
と
音
と
の
間
隔
を
表
す
三
つ
自
の
要
素
が
用
い
ら
れ
始
め
る
。
そ

れ
は
、
『
因
子
坂
』
(
明
囚
二
、
九
)
『
静
』
(
明
四
二
、
一

O
)

『
影
』
(
明
四
二
、

一
一
一
)
『
生
田
川
』
(
明
四
三
、
四
)
に
お
い
て
見
ら
れ
る
「
黙
る
」
ま
た
は
「
無

一
言
」
と
い
う
特
に
「
音
声
」
に
対
し
て
音
の
な
い
間
隔
を
空
け
さ
せ
る
指
示
で

あ
る
。
次
の
章
に
お
い
て
は
、
「
問
」
と
と
も
に
「
黙
る
」
「
鉦
二
一
一
一
日
」
と
い
う

「
ひ
っ
そ
り
」
と
し
た
空
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
効
果
が
生
じ
る

の
か
、
各
戯
曲
作
品
の
音
響
的
表
現
と
と
も
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

戯
曲
に
お
け
る
「
ひ
っ
そ
り
」
|
(
問
。
)
と
無
言
劇

『
因
子
坂
』
と
い
う
短
編
に
お
い
て
も
「
間
」
は
構
成
的
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
男
学
生
と
女
学
生
二
人
の
会
話
の
み
で
構
成
さ

れ
た
対
話
文
で
あ
る
が
、
そ
の
対
話
に
お
い
て
女
学
生
の
目
線
が
唐
突
に
そ
れ

ま
で
の
会
話
と
は
関
係
の
な
い
外
へ
と
向
け
ら
れ
、
そ
の
後
は
そ
れ
ま
で
と
は

違
っ
た
話
の
展
開
が
進
行
す
る
転
換
点
が
い
く
つ
か
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
挿
入
さ
れ
る
の
が
「
問
」
で
あ
る
。
以
下
に
参
考
と
し
て
そ
の
転
換
点
と
な

る
部
分
を
抜
き
出
す
。

(
〔
〕
は
論
者
が
付
し
た
も
の

女
。
ま
あ
。
あ
な
た
な
ん
ぞ
が
そ
ん
な
こ
と
を
。

の
処
へ
来
ま
し
た
の
ね
。
〔
転
①
]

(
問
。
)
お
や
。
も
う
橋

男
。
(
問
。
)
薮
下
の
方
へ
行
き
ま
せ
う
か
。

女
。
ど
っ
ち
で
も
好
う
ご
、
ざ
い
ま
す
わ
。
あ
つ
。
あ
ぶ
な
い
。
だ
し
ぬ
け
に

駈
け
て
来
て
。
も
少
し
で
ぶ
つ
付
か
る
処
だ
っ
た
。
〔
転
②
〕

女
。
(
突
然
笑
ふ
。
)
お
う
。
剛
い
こ
と
(
中
略
)
わ
た
く
し
本
当
は
剛
く

も
な
ん
と
も
な
く
っ
て
よ
。
(
問
。
)
あ
ら
。
御
覧
な
さ
い
。
紅
葉
屋
の

看
板
が
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
の
ね
。
〔
転
③
〕
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女
。
わ
た
く
し
尋
ね
て
行
く
わ
。
(
問
。
)
あ
ら
。
真
直
に
行
っ
て
お
し
ま
ひ

な
さ
る
の
。
〔
転
④
〕

ま
た
、
『
因
子
坂
』
の
前
半
部
に
お
い
て
二
人
の
対
話
は
「
御
迷
惑
で
せ
う
」

「
僕
は
迷
惑
だ
と
思
え
ば
」
、
「
秘
密
よ
」
「
そ
の
秘
密
で
す
が
」
、
「
不
可

能
だ
と
思
ふ
」
「
不
可
能
だ
と
仰
や
る
の
は
」
と
い
う
よ
う
に
こ
と
ば
と
こ
と

ば
が
反
復
、
連
鎖
さ
れ
、
美
し
い
流
れ
、
軽
快
な
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
「
団
子
坂
」

を
転
が
っ
て
い
く
。
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
3
0ロ
ロ
」
が
、
対
話
文
全
体
の
音
楽

的
イ
メ
ー
ジ
、
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
「

S
5
0
Z
m片曲目」
N

「
同
じ
こ
と
ば
の
反
復
」

す
る
連
な
り
を
み
た
際
、
カ
ノ
ン
か
輪
唱
の
よ
う
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
前
半
部
の
動
き
と
相
反
す
る
よ
う
に
後
半
部
に
な
る
と
、
同
じ
言
葉
の
反

復
、
連
鎖
が
な
く
な
り
、
例
え
ば
男
の
「
歩
く
に
も
歩
け
や
し
な
い
」
に
対
し



て
女
の
「
打
つ
附
か
っ
た
っ
て
、
子
供
は
憎
く
は
あ
り
ま
せ
ん
」
や
、
男
の
「
情

緒
の
薄
明
で
見
て
ゐ
る
」
に
対
し
て
女
の
「
残
酷
に
分
析
し
て
し
ま
ひ
た
く
は

な
い
」
な
ど
、
反
対
の
意
見
、
こ
と
ば
を
ぶ
つ
け
合
い
は
じ
め
る
。
前
半
部
で

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
が
交
わ
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
連
鎖
し
、
軽
快
な
リ
ズ
ム
が

生
じ
て
い
た
も
の
が
、
後
半
部
に
入
る
と
、
展
開
し
て
い
く
対
話
の
テ
ン
ポ
が

一
気
に
ダ
ウ
ン
す
る
。
そ
の
話
の
深
刻
性
と
、
対
話
の
テ
ン
ポ
ダ
ウ
ン
を
象
徴

す
る
の
が
、
「
問
」
と
「
黙
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
前
半
二
箇
所
だ
っ
た

「
問
」
は
後
半
五
箇
所
に
増
え
、
最
終
局
面
に
お
い
て
男
は
こ
と
ば
を
発
さ
ず

「
黙
る
」
と
い
う
行
為
を
繰
り
返
す
。
こ
の
男
の
「
黙
る
」
と
い
う
無
言
の
空

間
の
後
に
は
女
の
突
然
の
強
い
意
志
の
発
露
が
あ
り
、
「
間
」
上
ど
は
別
に
こ
と

ば
を
無
く
し
て
「
黙
る
」
と
い
う
無
言
の
間
隔
を
台
詞
の
聞
に
挟
む
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
後
に
響
く
女
の
決
意
の
こ
と
ば
を
効
果
的
に
強
-
調
し
て
い
売

5
0

『
因
子
坂
』
の
翌
月
に
発
表
さ
れ
た
『
静
』
は
『
宝
箆
爾
浦
嶋
』
『
日
蓮
聖

人
辻
説
法
』
と
同
じ
史
劇
で
あ
る
が
現
代
口
語
が
使
わ
れ
お
り
、
こ
れ
ま
で
の

史
劇
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
鴎
外
自
身
も
「
歴
史
劇
に
現
代
語
を

用
い
る
こ
と
も
問
題
に
な
っ
た
。
あ
れ
は
僕
の
『
静
』
が
始
め
だ
ら
う
」
一
一
一
と

述
べ
て
お
り
、
ま
た
同
時
代
評
に
お
い
て
も
「
史
劇
に
極
端
な
る
現
代
詩
を
使

用
し
た
と
云
ふ
事
が
、
わ
が
文
壇
未
曾
有
の
試
み
で
あ
る
」
(
相
馬
御
風
「
十
一

月
の
小
説
界
」
「
早
稲
田
文
学
」
明
四
二
、
一
二
)
と
か
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時

の
戯
曲
に
お
い
て
革
新
的
な
文
体
の
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
だ

が
、
時
代
物
に
お
い
て
必
要
で
あ
っ
た
「
楽
劇
」
的
装
置
は
こ
の
『
静
』
に
お

い
て
も
受
け
継
が
れ
、
『
玉
箆
雨
浦
嶋
』
『
日
蓮
聖
人
辻
説
法
』
の
回
目
頭
で
歌

わ
れ
て
い
た
唱
歌
が
『
静
』
で
は
幕
引
き
場
面
に
再
び
用
い
ら
れ
て
い
る
。
少

女
た
ち
が
歌
い
終
わ
っ
た
後
に
そ
の
歌
詞
を
踏
ま
え
た
怪
し
き
少
女
の
こ
と
ば

に
よ
っ
て
幕
は
閉
じ
ら
れ
る
が
、
清
田
文
武
氏
の
「
少
女
た
ち
の
歌
う
『
よ
し

の
山
|
|
』
の
哀
調
と
『
怪
し
き
少
女
』
の
こ
と
ば
と
に
よ
っ
て
、
作
品
世
界

に
余
韻
と
象
徴
的
と
で
も
い
う
べ
き
情
調
を
招
来
す
る
」
二
一
一
と
い
う
指
摘
通
り
、

「
情
を
画
く
撃
」
(
「
答
評
劇
者
某
論
夢
幻
劇
書
」
)
で
あ
る
音
楽
が
こ
の
作
品
の

最
後
に
響
か
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
余
韻
と
象
徴
的
と
も
い
う
べ
き
情
調
」

が
作
品
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

次
は
、
こ
の
作
品
の
第
一
場
と
第
二
場
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
部
分
に
注
目
し
た

い
。
第
一
場
の
冒
頭
は
波
打
際
で
の
漁
師
の
会
話
が
「
低
く
沈
み
た
る
調
子
」

で
以
下
の
よ
う
に
か
わ
さ
れ
る
。

O
風
、
が
な
い
。

O
波
が
な
い
。

日
に
な
る
だ
ら
う
。

O
十
日
か
な
あ
。

O
な
に
、
二
十
日
あ
ま
り
だ
。

月
に
な
る
。

O
閏
年
な
ん
と
い
ふ
も
の
〉
あ
る
年
は
直
な
こ
と
が
な
い
。

め
で
た
い
年
だ

O
い
や
、
悪
い
年
、
だ
。
(
略
)

O
し
つ
。

(
一
同
低
く
笑
ふ
。
暫
く
黙
す
。
)

O
も
う
幾

O
そ
の
癖
漁
が
な
い
。O

い
や
、
了
度

ワ
dzu 

O
い
や

右
記
の
よ
う
に
対
句
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
テ
ン
ポ
良
く
並
べ
、
そ
の
あ
と
「
し

つ
」
と
場
を
静
か
に
さ
せ
て
か
ら
不
気
味
に
「
一
同
低
く
笑
」
い
、
ま
た
「
黙

す
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
も
う
一
度
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
後
「

O
風
は
な
い
。

O
波
も
な
い
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
リ
フ
レ
イ
ン
し
て
会
話
が
終
わ
る
。
と
の

冒
頭
の
会
話
に
つ
い
て
越
智
治
雄
氏
は
「
幕
開
き
の
会
話
か
ら
し
て
、
直
裁
的

な
現
代
語
で
あ
り
な
が
ら
詩
的
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
て
、
詩
劇
に
近
い
」
-
一
一
二



と
述
べ
、
ま
た
田
中
千
禾
夫
氏
も
ま
た
「
漁
師
た
ち
の
雑
談
は
『
な
い
』
の
脚

韻
を
ふ
ん
で
い
る
」
「
『
風
が
な
い
』
『
波
が
な
い
』
の
対
句
、
リ
フ
レ
イ
ン

も
あ
り
、
詩
劇
と
し
て
の
格
調
が
高
い
」
二
回
と
指
摘
し
て
お
り
、
両
氏
と
も
に

そ
の
詩
劇
的
な
「
白
」
の
組
み
立
て
に
注
目
し
て
い
る
。
『
静
』
は
他
の
戯
曲

に
比
べ
て
「
問
」
が
入
る
こ
と
が
少
な
い
が
、
「
間
」
が
な
い
分
こ
の
「
黙
る
」

と
い
う
台
詞
と
台
詞
の
問
の
間
隔
に
よ
っ
て
「
微
妙
な
時
間
経
過
」
が
表
わ
さ

れ
、
「
白
」
の
韻
律
に
作
用
し
て
い
る
。
一
方
、
第
二
場
の
冒
頭
の
「
優
し
く

低
き
声
に
て
な
す
」
少
女
の
会
話
も
ま
た
「

O
」
を
用
い
た
同
じ
形
態
の
文
章

で
テ
ン
ポ
良
く
交
わ
さ
れ
た
の
ち
二
同
低
く
笑
ふ
」
を
二
度
繰
り
返
す
と
い

う
漁
師
の
会
話
と
同
じ
構
図
が
取
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
漁
師
と
少
女
の
会
話
に
つ
い
て
大
山
功
氏
が
「
第
一
場
(
由
比
の
浜
)

で
は
多
く
の
漁
夫
を
出
し
て
不
気
味
な
雰
囲
気
を
作
り
上
げ
、
第
二
場
(
旅
館

の
座
敷
)
で
は
美
し
い
乙
女
た
ち
を
点
出
し
て
華
や
か
な
空
気
を
か
も
し
出
し

て
対
照
の
妙
を
み
せ
」
て
い
る
一
歪
と
、
同
じ
よ
う
な
詩
的
構
成
で
書
か
れ
て
い

る
第
一
場
と
第
二
場
の
対
照
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
第
一
場
の
漁
師

と
第
二
場
の
少
女
と
の
違
い
を
そ
の
人
物
像
と
雰
囲
気
以
外
に
あ
げ
る
と
す
れ

ば
、
「
黙
る
」
と
い
う
行
為
の
有
無
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
場
の
漁
師
の
会
話

に
お
い
て
最
も
不
気
味
に
感
じ
る
の
は
「
し
つ
」
と
黙
ら
せ
た
あ
と
、
「
一
同

低
く
笑
ふ
。
暫
く
黙
す
」
と
い
う
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
感
じ
る
得
体
の
知
れ
な
い
薄
気
味
の
悪
さ
、
不
可
解
さ
で
あ
る
。
こ
の

「
黙
る
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
第
一
場
冒
頭
の
奇
怪
で
不
穏
な

雰
囲
気
は
、
言
葉
少
な
に
淡
々
と
子
供
殺
し
を
な
す
第
一
場
全
体
の
晴
潅
と
し

た
事
件
性
の
背
後
へ
と
波
及
し
て
い
く
。
一
方
、
第
一
場
の
沈
欝
た
る
雰
囲
気

と
は
反
面
「
美
し
い
乙
女
た
ち
を
点
出
し
て
華
や
か
な
空
気
」
に
よ
っ
て
は
じ

ま
る
第
二
場
に
お
い
て
は
、
悲
劇
的
な
事
件
か
ら
二
月
を
経
て
子
供
の
こ
と
を

思
い
返
し
な
が
ら
も
、
自
害
を
選
ば
ず
誰
を
も
恨
ま
ず
生
き
て
い
く
静
の
姿
が

い
っ
そ
清
廉
な
魅
力
を
も
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

話
は
少
し
そ
れ
る
が
、
こ
の
『
静
』
の
漁
師
と
少
女
の
会
話
の
文
体
と
構
図

に
と
て
も
よ
く
似
た
翻
訳
、
が
ア
ン
ド
レ

l
エ
フ
の
『
人
の
一
生
』
(
明
四
三
、

一
i
五
)
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
奇
し
く
も
第
一
幕
は
『
静
』
と
は
逆
に

赤
ん
坊
が
生
ま
れ
る
「
人
の
誕
生
」
の
場
面
で
あ
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
の
が

老
女
の
会
話
で
あ
る
。
『
静
』
と
同
じ
く
「

O
」
で
区
切
ら
れ
た
リ
フ
レ
イ
ン

が
多
く
テ
ン
ポ
の
い
い
会
話
で
、
そ
の
合
聞
に
は
「
老
女
等
徐
に
笑
ふ
」
と
「
沈

黙
」
ど
が
幾
度
も
挿
入
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
に
出
て
く
る
青
年
の
会
話
で

も
「

O
」
を
文
頭
に
つ
け
た
台
詞
の
狭
間
に
「
青
年
二
人
同
時
に
吹
き
出
す
」

と
い
う
指
示
が
さ
一
度
繰
り
返
さ
れ
『
静
』
と
非
常
に
よ
く
似
た
パ
タ
ー
ン
を
な

し
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
幕
に
は
『
静
』
の
幕
切
れ
と
同
じ
く
曲
の
楽
譜
が
用

意
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
『
静
』
と
の
類
似
性
を
見
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。
第
五
幕
の
主
題
は
「
人
の
死
」
で
あ
り
、
再
び
老
女
が
登
場
し
第
一
幕

と
同
じ
く
会
話
の
中
で
「
徐
か
に
笑
ふ
」
と
「
沈
黙
」
と
を
繰
り
返
す
。
そ
し

て
第
一
幕
に
生
ま
れ
た
赤
ん
坊
が
第
五
幕
に
お
い
て
そ
の
生
涯
を
終
え
て
い
く
。

こ
の
作
品
が
翻
訳
執
筆
さ
れ
た
の
は
『
静
』
よ
り
も
後
だ
が
、
二
葉
亭
四
迷
に

よ
っ
て
明
治
四

O
年一

O
月
に
「
訳
文
引
用
を
も
混
へ
て
比
較
的
詳
し
く
紹
介
」

さ
れ
て
お
り
二
六
、
鴎
外
が
『
静
』
執
筆
の
前
に
そ
れ
を
読
み
『
静
』
の
構
想
に

つ
な
げ
た
と
と
も
考
え
ら
れ
る
。
『
人
の
一
生
』
の
冒
頭
に
あ
る
「
お
前
た
ち

の
自
の
前
に
、
人
の
一
生
の
水
の
流
が
、
喜
怒
哀
楽
の
色
々
に
、
迄
な
、
物
怪

じ
み
た
音
響
の
や
う
に
ぐ
ん
ぐ
ん
流
れ
て
い
く
だ
ら
う
」
と
い
う
啓
示
は
『
静
』

だ
け
で
は
な
く
『
仮
面
』
や
『
影
』
『
生
田
川
』
に
描
か
れ
た
人
の
生
ど
死
の

物
語
に
通
じ
る
よ
う
な
呼
び
か
け
で
あ
る
。
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『
静
』
か
ら
半
年
後
の
明
治
四
三
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
『
生
田
川
』
は
、
鴎

外
自
身
が
「
新
脚
本
『
生
田
川
』
に
つ
い
て
」
(
「
歌
舞
伎
」
明
四
一
一
一
、
四
)
で
「
第

二
回
の
自
由
劇
場
で
試
演
し
た
い
か
ら
、
時
代
物
を
時
代
語
で
書
い
て
貰
ひ
た

い
と
い
ふ
話
が
あ
っ
た
か
ら
、
兎
に
角
書
け
た
ら
と
い
っ
て
、
書
い
た
の
が
『
生

田
川
』
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
発
表
の
翌
月
に
興
行
さ
れ
る
自
由
劇
場
第

二
回
上
演
一
一
七
の
た
め
に
、
『
静
』
で
試
み
ら
れ
た
現
代
語
の
文
体
で
は
な
く
時

代
詩
で
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
大
山
功
氏
が
「
こ
れ
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

色
調
に
彩
ら
れ
た
情
緒
的
、
象
徴
的
な
作
品
で
あ
り
、
静
の
美
を
た
た
え
均
整

の
と
れ
た
新
古
典
主
義
の
戯
曲
で
あ
る
」

-
Xと
評
し
、
「
彼
の
戯
曲
中
も
っ
と

も
傑
作
と
し
て
世
評
の
高
い
」
二
九
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戯
曲
と
し
て
完

成
度
の
高
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
鴎
外
は
『
生
田
川
』
に
つ
い
て

以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

乙
女
は
極
美
し
く
し
て
欲
し
く
、
料
は
地
味
に
し
て
ゐ
れ
ば
好
い
の
で
、

総
別
ゆ
っ
た
り
し
て
演
れ
ば
好
い
も
の
だ
。
見
物
は
余
り
短
く
て
呆
気
な

い
と
い
ふ
か
も
知
れ
な
い
が
、
此
の
ゆ
っ
た
り
と
し
て
呆
気
な
い
と
い
ふ

う
ち
に
、
何
か
一
つ
の
印
象
を
与
へ
る
事
が
出
来
れ
ば
、
そ
れ
で
好
い
と

恩
ふ
の
だ
。
(
「
新
脚
本
『
生
田
川
』
に
つ
い
て
」
)

右
記
の
著
述
に
つ
い
て
清
国
文
武
氏
が
「
鈴
木
春
浦
筆
記
の
こ
の
談
話
文
に
関

し
て
は
後
に
鴎
外
自
ら
に
よ
る
訂
正
が
あ
っ
た
が
、
引
用
部
分
は
(
鴎
外
の
)

意
思
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
」

=δ
と
指
摘
す
る
と
お
り
、
融
問
外
が
こ

の
作
品
に
お
い
て
地
味
な
料
や
「
短
く
て
呆
気
な
い
」
表
現
の
う
ち
に
「
何
か

ひ
と
つ
印
象
を
与
」
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
そ
の
必
要
最
小
限
の
動
作
の
指

示
や
簡
潔
に
表
わ
さ
れ
た
台
詞
の
構
成
に
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
生

田
川
』
に
つ
い
て
の
鴎
外
の
こ
と
ば
は
第
一
章
に
て
既
出
し
た
以
下
の
鴎
外
の

演
劇
評
論
を
思
い
出
さ
せ
る
。

粗
大
な
料
で
、
人
を
殺
す
と
か
、
打
ち
合
う
と
か
、
抱
き
付
く
と
か
、
接

吻
す
る
と
か
い
う
よ
う
な
類
は
、
一
部
の
戯
曲
を
通
じ
て
、
指
を
屈
す
る

に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
外
は
二
三
の
人
物
は
舞
台
に
現
れ
た
り
、
舞
台
よ
り

引
込
ん
だ
り
し
て
、
各
自
を
い
う
だ
け
だ
。
公
衆
は
そ
の
白
を
聞
い
て
、

白
の
意
味
を
味
っ
て
感
動
す
る
。
そ
こ
に
戯
曲
の
評
が
生
ず
る
。
そ
の
白

の
言
い
様
、
こ
れ
に
伴
う
表
情
の
有
様
が
、
人
物
そ
れ
そ
れ
の
性
格
に
適

し
て
居
る
か
、
居
な
い
か
を
公
衆
が
見
る
。
そ
こ
に
劇
の
評
が
生
ず
る
の

だ
(
「
初
度
の
興
行
に
就
て
|
四
、
自
を
主
と
す
る
劇
の
事
」
)

右
記
の
よ
う
に
鴎
外
は
「
粗
大
な
料
」
や
「
目
を
射
る
こ
と
甚
し
き
場
面
の
装

飾
」
(
「
再
び
劇
を
論
じ
て
世
の
評
家
に
答
ふ
」
)
を
嫌
い
、
「
二
三
の
人
物
は
舞

台
に
現
れ
た
り
、
舞
台
よ
り
引
込
ん
だ
り
し
て
、
各
自
を
い
う
」
簡
僕
な
「
白

の
劇
」
を
望
み
、
公
衆
は
「
そ
の
白
の
一
言
い
様
、
こ
れ
に
伴
う
表
情
の
有
様
」

を
見
て
、
「
白
の
意
味
を
味
っ
て
感
動
す
る
」
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
。
『
生

田
川
』
に
お
い
て
は
ま
さ
に
そ
の
表
現
を
な
さ
ん
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

し
て
、
永
平
和
雄
氏
が
「
衝
素
な
舞
台
装
置
を
背
景
に
し
て
静
か
に
動
く
少
数

の
登
場
人
物
が
、
表
面
の
静
け
さ
の
裏
に
強
烈
な
劇
的
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
」
、

「
単
純
素
朴
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
し
て
前
篇
格
調
あ
る
美
し
い
台
詞
で
統
一
さ

れ
、
あ
く
ま
で
も
平
静
に
運
ば
れ
て
い
る
だ
け
に
、
こ
の
い
わ
ば
三
角
関
係
の

劇
は
、
す
ぐ
れ
た
悲
劇
と
し
て
の
感
動
を
投
げ
か
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
」

三
一
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
理
想
は
『
生
田
川
』
に
お
け
る
「
美
し
い
台
詞
」

の
響
き
と
そ
の
「
白
」
の
内
に
あ
る
意
味
に
よ
っ
て
、
「
感
動
を
な
げ
か
け
る
」
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作
品
と
な
り
得
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
劇
に
お
け
る
「
白
の
言
い
様
」
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

作
品
の
後
半
で
処
女
の
運
命
が
託
さ
れ
た
鵠
が
撃
た
れ
る
場
面
で
用
い
ら
れ

る
「
間
」
の
多
さ
と
、
そ
の
後
に
続
く
「
無
言
」
の
効
果
で
あ
る
。
以
下
に
そ

の
場
面
を
抜
き
出
す
。

処
女
。
あ
ら
。

母
。
な
ん
だ
い
。

処
女
。
白
い
鳥
が
大
き
く
な
り
ま
し
た
わ
。
(
問
。
)
羽
を
広
げ
た
の
で

ご
ざ
い
ま
せ
う
か
。
(
問
。
)
又
小
さ
く
な
り
ま
し
た
わ
。
(
問
。
)

船
が
出
ま
す
の
。
(
問
。
)
鳥
が
流
れ
ま
す
わ
。
(
問
。
)
鳥
の
方
に

船
が
ま
ゐ
り
ま
す
わ
。
(
問
。
)
人
が
二
人
乗
っ
て
ゐ
ま
す
わ
。
(
精

長
き
問
。
)
舟
に
鳥
を
い
れ
ま
す
わ
。
(
問
。
)
こ
ち
ら
に
漕
い
で
も

ど
り
ま
す
わ
。
(
梢
長
き
問
。
)
鳥
に
矢
が
立
っ
て
ゐ
ま
す
わ
。
矢
が

二
本
。

母
。
な
ん
と
お
云
だ
え
。
矢
が
二
本
鳥
に
立
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
か
い
。

処
女
。
え
〉
O

(

問
。
)
舟
が
着
き
ま
し
た
わ
。

(
母
も
処
女
も
暫
く
無
言
。
処
女
は
ぢ
っ
と
窓
の
外
を
見
て
ゐ
る
。
)

二
人
で
鳥
を
中
に
置
い
て
、
動
か
ず
に
お
出
な
さ
い
ま
す
の
。

母
。
(
心
配
ら
し
き
様
子
。
)
ま
だ
何
か
見
え
る
か
い
。

処
女
。
え
〉
O

(

問
。
)
い
つ
迄
も
動
か
ず
に
お
出
で
な
さ
い
ま
す
の
。

(
到
剖
聞
ゴ
刈
矧
説
。
処
女
は
ぢ
っ
と
窓
よ
り
見
て
ゐ
る
。
鐘
の
音
。
窓

の
外
次
第
に
タ
映
に
て
赤
く
な
る
。
此
時
僧
墨
染
の
衣
、
受
糧
器
を
持

ち
て
登
場
し
、
戸
の
外
に
立
つ
。
)

清
田
氏
は
「
台
詞
が
短
く
、
『
問
』
、
『
沈
黙
』
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
」
=
二
一

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
右
記
の
よ
う
に
処
女
が
外
の
様
子
を
見
つ
め
つ
つ

(
問
。
)
を
用
い
て
こ
と
ば
を
区
切
り
な
が
ら
話
す
た
め
、
刻
々
と
変
わ
る
状

況
が
あ
り
あ
り
と
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
鑑
三
一
一
回
」
の
空
間
に
よ
っ

て
運
命
が
決
す
る
時
が
待
ち
受
け
ら
れ
る
。
『
生
田
川
』
に
お
け
る
「
間
」
「
無

一
一
言
」
の
効
果
的
使
用
に
よ
っ
て
「
人
間
の
内
面
の
葛
藤
」
が
「
微
妙
な
時
間
経

過
」
で
表
さ
れ
、
そ
の
間
隔
の
中
に
「
白
の
意
味
」
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
「
無
言
」
の
空
間
に
象
徴
的
に
響
か
さ
れ
る
「
鐘
の
音
」
は
処
女
の

運
命
を
予
感
せ
し
め
る
僧
の
登
場
を
舎
げ
、
そ
の
経
の
響
き
の
な
か
で
処
女
は

自
ら
の
身
の
上
が
極
ま
っ
た
こ
と
を
悟
り
そ
の
運
命
へ
と
自
ら
身
を
賭
し
て

い
く
。
僧
の
経
は
処
女
が
運
命
に
向
か
っ
た
こ
と
で
役
目
を
終
え
、
「
鐘
の
音
」

に
よ
っ
て
終
わ
り
が
告
げ
ら
れ
る
。
『
生
田
川
』
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
「
間
」

「
無
量
同
」
そ
し
て
そ
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
空
間
に
響
く
「
音
」
の
効
果
的
表
現

は
、
「
耳
を
通
じ
て
心
を
動
か
す
」
劇
の
創
造
に
結
実
し
て
い
る
。

60 -

最
後
に
海
外
作
品
か
ら
の
影
響
が
濃
い
『
影
』
に
つ
い
て
は
「
無
言
」
の
表

現
も
含
め
て
作
品
聞
で
の
音
の
つ
な
が
り
を
比
較
的
に
み
て
い
き
た
い
。
『
影
』

は
森
田
草
平
の
依
頼
を
受
け
執
筆
さ
れ
、
明
治
四
三
年
二
月
に
刊
行
さ
れ
た

『
煤
煙
』
第
一
巻
の
序
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
は
『
煤
煙
』
の
下
敷

き
と
な
っ
て
い
る
ダ
ヌ
ン
チ
オ
の
『
死
の
勝
利
』
の
翻
案
物
で
あ
り
、
『
死
の

勝
利
』
で
心
中
し
た
ジ
ヨ
ル
ジ
ヨ
と
イ
ツ
ポ
リ
タ
(
『
影
』
で
は
ジ
ヨ
ル
ジ
オ
し
と
ヒ

ポ
リ
タ
と
表
記
さ
れ
て
い
る
)
が
死
し
た
後
「
影
」
と
な
り
互
い
に
胸
の
う
ち
を

語
り
合
い
、
日
本
の
「
生
息
子
」
と
「
処
女
」
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
約
す
、

と
い
う
対
話
劇
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
死
の
勝
利
』
一
一
一
一
一
一
の
訳
者
、
野
上
素

一
氏
は
前
書
き
に
お
い
て
、
ダ
ヌ
ン
チ
オ
の
叙
述
に
「
常
に
音
楽
的
リ
ズ
ム
を



有
し
、
し
か
も
い
つ
で
も
不
吉
な
死
を
暗
示
す
る
打
楽
器
の
響
き
が
そ
の
中
に

混
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
る
」
と
-
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
作
口
品聞

全
体
に
用
い
ら
れ
た
立
音
閏
響
効
果
が
「
暗
一
示
不
的
な
感
動
的
な
働
き
」

品
で
あ
る
。

『
影
』
で
音
響
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、
「
波
の
音
、
苧
を
打
つ
音
」
は
『
死

の
勝
利
』
で
登
場
す
る
も
の
が
転
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
波
の
音
」
と

「
苧
の
打
つ
音
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
場
面
で
使
わ
れ
て
お
り
、
鴎
外
は
そ

れ
ら
を
抽
出
し
て
き
た
上
で
、
『
影
』
に
て
混
合
さ
せ
て
繰
り
返
し
使
用
し
て

い
る
。
『
影
』
で
「
波
の
音
、
苧
を
打
つ
音
」
は
単
純
に
数
え
る
と
、
冒
頭
に

一
回
、
中
盤
に
二
回
、
終
盤
に
一
回
、
幕
前
に
一
回
、
計
五
回
表
記
さ
れ
て
い

る
が
、
冒
頭
で
「
対
話
の
問
、
苧
を
打
つ
槌
の
音
の
ア
ド
リ
ア
の
浪
に
和
す
る

を
聞
く
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
対
話
の
問
中
絶
え
ず
二
人
の
背
後
で

響
い
て
い
る
音
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
『
死
の
勝
利
』
に
お
い
て
「
波
の
音
」
は

あ
ら
ゆ
る
感
情
を
浮
か
べ
、
無
限
の
音
を
奏
で
、
呼
吸
し
、
心
臓
が
脈
打
つ
よ

う
に
鼓
動
す
る
、
生
命
の
音
で
あ
る
。
そ
の
低
く
、
単
調
な
音
は
「
静
寂
の
中
」

で
響
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
波
の
音
」
だ
け
が
静
の
中
の
動
と
し
て
の

音
と
な
り
、
作
品
世
界
に
効
果
的
に
そ
の
神
秘
の
リ
ズ
ム
を
広
げ
て
い
る
。
『
影
』

に
お
い
て
も
、
対
話
の
間
「
苧
を
打
つ
音
」
と
和
す
「
波
の
音
」
は
、
二
人
が

「
鉱
山
ニ
一
言
」
に
な
っ
た
と
き
印
象
的
に
そ
の
「
単
調
な
る
寂
し
」
い
音
を
響
か
せ

る
。
『
影
』
で
も
黙
り
、
「
無
音
一
と
に
な
る
と
い
う
ひ
っ
そ
り
と
し
た
間
隔
に

音
が
響
か
さ
れ
、
効
果
的
な
音
響
と
な
っ
て
い
る
。

『
死
の
勝
利
』
に
お
い
て
波
は
ジ
ヨ
ル
ジ
ヨ
と
イ
ツ
ポ
リ
タ
の
生
命
の
最
後

が
投
じ
ら
れ
る
先
で
あ
る
。
す
べ
て
の
生
命
を
内
包
す
る
波
の
中
に
、
二
人
の

人
間
の
男
女
が
そ
の
生
命
を
委
ね
て
い
く
。
波
は
「
母
性
と
死
」
の
意
味
と
と

も
に
、
「
肉
体
的
、
精
神
的
新
生
」
を
表
す
三
玉
。
『
影
』
に
て
絶
え
ず
ジ
ヨ
ル

ジ
オ
と
ヒ
ポ
リ
タ
を
包
む
「
波
の
音
」
は
、
二
人
の
生
命
の
最
期
の
時
を
も
の

寂
し
く
語
る
と
と
も
に
、
そ
の
生
命
の
音
に
よ
っ
て
、
二
人
の
「
新
生
」
を
予

感
さ
せ
る
。
波
は
「
子
宮
」
一
一
一
六
で
も
あ
る
。
「
母
性
」
「
子
宮
」
で
あ
る
「
波

の
音
」
に
包
ま
れ
て
い
る
二
人
は
、
「
次
な
る
生
命
」

H

「
要
吉
と
朋
子
へ
の

転
生
を
待
つ
胎
児
」
と
な
る
こ
と
が
隠
喰
さ
れ
て
い
る
。
胎
児
へ
の
転
生
は
「
波

の
音
」
と
「
苧
を
打
つ
音
」
の
中
に
挿
入
さ
れ
た
「
け
た
た
ま
し
く
泣
く
赤
子

の
声
」
に
よ
っ
て
も
暗
示
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
先
に
生
ま
れ
出
た
「
赤
子
の

声
」
は
、
死
し
た
時
の
こ
と
を
感
傷
的
に
語
る
だ
け
の
二
人
を
、
新
た
な
る
生

の
意
識
に
向
か
わ
せ
る
役
割
を
担
い
、
そ
の
後
二
人
は
生
ま
れ
変
わ
り
に
つ
い

て
話
し
始
め
る
。
『
影
』
は
「
波
の
音
」
で
始
ま
り
「
波
の
音
」
で
終
わ
る
。

『
影
』
の
ジ
ヨ
ル
ジ
オ
と
ヒ
ポ
リ
タ
の
死
と
再
生
の
物
語
は
、
「
波
の
音
」
と

い
う
音
響
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
苧
の
打
つ
音
」
は
『
死
の
勝
利
』
で
は
「
麻
打
ち
機
の
音
」
と
書
か
れ
て

お
り
、
最
終
話
の
第
六
部
で
い
よ
い
よ
死
に
向
か
う
ジ
ヨ
ル
ジ
ヨ
と
イ
ツ
ポ
リ

タ
が
頻
繁
に
耳
に
す
る
音
で
あ
る
。
ま
た
、
は
じ
め
に
「
麻
打
ち
機
の
音
」
を

聞
い
た
ヒ
ツ
ポ
リ
タ
は
、
「
石
工
が
一
日
じ
ゅ
う
窓
の
下
で
敷
石
を
た
た
い
て

い
た
」
喜
E
竺
思
い
出
し
て
お
り
、
こ
れ
は
「
麻
打
ち
機
の
音
」
と
同
じ
音
の
働

き
を
し
て
い
る
。
『
死
の
勝
利
』
で
ジ
ヨ
ル
ジ
ヨ
と
イ
ツ
ポ
リ
タ
が
心
中
す
る

オ
ル
ト
ナ

l
の
岬
に
聞
こ
え
て
く
る
の
は
、
こ
の
「
麻
打
ち
機
の
音
」

H

「苧

を
打
つ
音
」
だ
け
で
あ
る
。
岬
に
向
か
う
前
、
「
麻
打
ち
機
の
音
」
や
「
石
屋

の
舗
石
を
槌
で
た
た
く
規
則
正
し
い
連
続
音
」
は
「
波
の
音
」
で
は
な
く
「
時

計
の
振
子
の
動
く
音
」
と
和
し
て
鳴
ら
さ
れ
、
そ
の
「
二
つ
の
異
な
っ
た
拍
子

を
も
っ
た
音
」
は
ジ
ヨ
ル
ジ
ヨ
に
「
時
間
の
経
過
の
迅
速
性
」
や
「
時
の
は
か

な
さ
」
を
意
識
さ
せ
、
「
不
安
な
恐
怖
感
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
「
麻
打
ち

機
の
音
」
と
「
時
計
の
振
子
の
動
く
音
」
と
が
和
す
る
音
は
、
彼
ら
に
迫
る
生

-Eム
P
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命
の
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
の
音
で
あ
り
、
「
波
の
音
」
と
同

じ
く
「
静
寂
」
の
中
で
、
そ
の
音
だ
け
が
二
人
に
迫
る
こ
と
で
、
「
不
安
感
」

や
「
恐
怖
感
」
は
よ
り
煽
ら
れ
、
死
の
時
へ
向
か
う
二
人
の
物
語
の
展
開
を
、

そ
の
音
に
よ
っ
て
読
者
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
予
感
せ
し
め
て
い
る
。
そ
し
て
、

と
う
と
う
二
人
が
死
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
岬
と
い
う
場
所
に
辿
り
着
く
と
、
カ

ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
は

O
を
迎
え
「
時
計
の
音
」
は
鳴
り
止
み
、
そ
こ
に
は
遠
く
の

「
麻
の
打
つ
音
」
だ
け
が
、
二
人
の
死
を
悼
む
よ
う
に
「
も
の
さ
び
し
」
く
響

い
て
い
る
。
彼
ら
に
残
っ
た
、
ト
ン
、
ト
ン
、
ト
ン
、
と
い
う
「
麻
打
ち
機
」

の
ご
定
の
調
子
を
も
っ
た
打
音
」
と
い
う
の
は
彼
ら
の
鼓
動
の
音
と
重
な
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
音
さ
え
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
と
き
、
彼
ら
は
死
す

の
で
あ
る
。
鴎
外
は
『
影
』
で
、
『
死
の
勝
利
』
の
二
人
の
最
期
の
こ
の
場
面

と
場
所
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
が
、
岬
に
お
い
て
聞
こ
え
て
く
る
単
立
目
だ
っ

た
「
麻
打
ち
機
の
音
」
日
「
苧
を
打
つ
音
」
に
は
「
波
の
音
」
を
加
え
た
。
「
波

の
音
」
の
音
響
効
果
に
よ
っ
て
、
舞
台
で
あ
る
岬
の
臨
場
感
を
高
め
る
と
と
も

に
、
「
苧
を
打
つ
音
」
の
も
つ
鼓
動
の
リ
ズ
ム
に
「
波
の
音
」
の
も
つ
生
命
力

を
与
え
、
二
人
を
匙
ら
せ
て
い
る
。
『
死
の
勝
利
』
で
は
「
麻
打
ち
機
の
音
」

は
「
時
計
の
振
子
の
動
く
音
」
と
和
し
、
死
へ
の
「
不
安
」
「
恐
怖
」
「
苦
悩
」

を
表
し
て
い
た
が
、
死
か
ら
解
放
さ
れ
た
二
人
が
、
『
影
』
で
「
苧
を
打
つ
音
」

を
耳
に
し
感
じ
る
の
は
、
「
寂
し
さ
」
だ
け
で
あ
る
。
二
人
が
対
話
す
る
間
和

し
て
響
く
「
波
の
音
」
と
「
苧
を
打
つ
音
」
は
、
生
へ
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
の

音
に
転
じ
、
『
影
と
形
』
の
要
吉
と
朋
子
に
生
ま
れ
変
わ
る
二
人
を
最
後
ま
で

見
送
っ
て
い
る
。

「
影
』
に
お
け
る
「
波
の
音
と
苧
を
打
つ
音
」
は
、
「
無
言
」
の
中
に
暗
示

的
な
音
の
調
べ
が
響
か
さ
れ
、
そ
の
音
響
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
心
象
、
ま
た

は
作
品
そ
の
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
鴎
外
は
「
西
梁
と
幸
田
氏
と
」
一
二
七
で

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

メ

ロ

ヂ

イ

ハ

ル

モ

ニ

イ

感
納
の
度
少
く
進
め
ば
、
人
能
く
施
行
(
旋
律
)
を
味
ひ
て
、
未
だ
椀
諮

(
譜
調
、
和
替
、
協
和
音
)
を
味
ふ
こ
と
能
は
ず
。
施
行
は
音
曲
の
波
の

表
に
き
ら
め
け
る
も
の
に
し
て
、
椀
諮
は
其
の
底
に
潜
め
る
も
の
な
り
。

施
行
は
遁
饗
し
て
相
尋
ぎ
、
焼
諮
は
協
和
し
て
柑
保
つ

鴎
外
は
、
『
影
』
に
て
「
相
尋
」
ぐ
「
苧
の
打
つ
音
」
と
「
波
の
音
」
に
よ
っ

て
「
メ
ロ
デ
ィ
」
を
「
音
曲
の
波
の
表
に
き
ら
め
」
か
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、

「
協
和
し
て
相
保
つ
」
「
ハ
ル
モ
ニ
イ
」
と
し
て
、
波
の
「
底
に
潜
め
」
て
い

る
。
「
協
和
」
さ
れ
た
音
は
「
耳
を
通
じ
て
観
客
の
心
を
動
か
」
し
、
読
者
の

「
感
納
の
度
」
を
高
め
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
『
半
日
』
の
「
ひ
っ
そ
り
」
と
『
プ
ル
ム
ウ
ラ
』
『
仮
面
』

の
「
間
」
の
登
場
後
の
戯
曲
作
品
で
用
い
ら
れ
た
「
黙
る
」
「
無
一
吉
田
」
と
い
う

音
の
な
い
間
隔
の
挿
入
は
、
各
作
品
に
お
い
て
「
人
間
の
内
面
の
葛
藤
」
を
「
微

妙
な
持
閉
経
過
に
よ
っ
て
」
表
す
効
果
的
な
音
響
表
現
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
「
間
」
と
「
黙
る
」
「
無
言
」
に
よ
っ
て
際
立
た
さ
れ
た
「
音
声
」
は
、

作
品
の
主
題
や
登
場
人
物
の
心
理
に
差
し
響
く
音
と
な
り
、
「
耳
目
を
籍
り
て

心
を
娯
ま
せ
る
」
戯
曲
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
。

お
わ
り
に



ま
ず
鴎
外
は
戯
曲
に
お
い
て
読
者
、
観
客
の
「
耳
目
を
籍
り
て
心
を
娯
ま
せ

る
」
た
め
の
音
響
的
を
意
識
し
工
夫
を
凝
ら
し
始
め
た
。
戯
曲
の
初
期
作
品
で

あ
る
『
玉
箆
雨
浦
嶋
』
『
日
蓮
聖
人
辻
説
法
』
に
お
い
て
観
客
の
「
耳
」
を
意

識
し
た
音
響
の
効
果
的
使
用
や
、
「
白
」
の
音
便
に
凝
ら
さ
れ
た
工
夫
は
、
衆

人
の
「
耳
」
を
「
悦
ば
せ
」
、
そ
の
「
音
」
に
よ
っ
て
劇
的
展
開
や
聴
人
の
感

応
を
増
す
結
果
を
得
ら
れ
た
。
こ
の
初
期
の
創
作
戯
曲
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た

「
耳
」
に
は
た
ら
き
か
け
衆
人
の
「
心
を
動
か
す
」
戯
曲
の
手
法
は
、
次
の
鴎

外
文
壇
復
帰
前
後
ま
た
は
そ
れ
以
後
の
作
品
に
お
け
る
「
音
」
の
効
果
的
表
出

へ
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
の
中
心
的
作
品
と
な
る
の
が
『
半
日
』
で
あ
っ
た
。

戯
曲
に
お
け
る
「
白
」
と
「
白
」
と
の
や
り
と
り
や
音
響
的
効
果
は
、
戯
曲

的
様
式
を
も
っ
『
半
日
』
に
お
い
て
「
声
響
」
の
中
に
挿
入
さ
れ
る
「
ひ
っ
そ

り
」
と
し
た
「
問
」
に
響
く
「
置
時
計
の
音
」
の
表
現
に
発
展
的
に
取
り
い
れ

ら
れ
、
効
果
的
に
そ
の
音
声
を
響
か
せ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
『
半
日
』
で
用

い
ら
れ
た
「
ひ
っ
そ
り
」
と
「
時
計
の
音
」
は
そ
れ
以
後
の
小
説
作
品
に
お
い

て
も
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

『
半
日
』
以
後
の
戯
曲
に
お
い
て
「
ひ
っ
そ
り
」
と
い
う
音
の
な
い
間
隔
は

「
黙
る
」
「
無
言
」
に
変
化
し
、
そ
の
台
詞
と
台
詞
と
の
空
間
は
「
間
」
と
と

も
に
「
人
間
の
内
面
の
葛
藤
」
を
「
微
妙
な
時
間
経
過
に
よ
っ
て
」
表
す
効
果

的
な
音
響
表
現
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
黙
る
」
「
無
言
」
の
空

間
に
鳴
ら
さ
れ
る
「
音
声
」
は
効
果
的
に
際
立
た
さ
れ
、
作
品
の
主
題
や
登
場

人
物
の
心
理
に
差
し
響
く
音
と
し
て
「
耳
」
に
は
た
ら
き
か
け
る
戯
曲
世
界
を

作
り
上
げ
て
い
る
。

本
論
に
お
い
て
は
、
戯
曲
か
ら
『
半
日
』
へ
、
『
半
日
』
か
ら
そ
の
後
の
小

説
、
戯
曲
へ
衆
人
の
「
耳
」
に
は
た
ら
き
か
け
る
「
音
」
の
つ
な
が
り
を
辿
つ

た
が
、
戯
曲
的
作
品
で
あ
る
『
半
日
』
『
仮
面
』
、
『
因
子
坂
』
『
静
』
『
影
』
、

『
生
田
川
』
の
聞
に
は
鴎
外
作
品
の
中
で
も
特
に
「
音
」
が
鳴
ら
さ
れ
る
こ
と

が
頻
繁
で
、
か
つ
効
果
的
に
表
出
さ
れ
て
い
る
小
説
作
品
が
登
場
す
る
。
明
治

四
二
年
八

1
九
月
に
発
表
さ
れ
た
『
鶏
』
と
『
金
貨
』
、
明
治
四
三
年
一
月
の

『
電
車
の
窓
』
『
木
精
』
が
そ
の
作
品
で
あ
る
。
鴎
外
は
こ
の
四
作
品
に
お
い

て
『
半
日
』
や
戯
曲
に
お
け
る
音
響
的
表
現
を
踏
ま
え
た
上
で
「
音
」
の
新
た

な
表
現
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
ま
た
別
稿
に
て
詳
し
く
検
証
し
て

い
き
た
い
。

(
『
森
鴎
外

日
本

一
磯
員
英
雄
「
鴎
外
の
文
体
|
言
語
一
致
文
を
中
心
に
」

の
近
代
文
学
六
』
有
精
堂
、
一
九
八
四
、
二
)

ニ
長
谷
川
泉
『
増
補
鴎
外
文
学
の
位
相
』
(
明
治
書
院
、
一
九
七
四
、
五
)

三
『
森
鴎
外
日
本
の
近
代
文
学
六
』
(
有
精
堂
、
一
九
八
四
、
二
)

四
「
『
半
日
』
の
構
造
ー
そ
の
擬
装
性
と
『
追
難
』
の
意
味
|
」
(
『
森
鴎
外
研

究
一
』
和
泉
書
院
、
一
九
八
七
、
五
)

玉
竹
盛
天
雄
著
『
鴎
外
そ
の
文
様
』
(
精
輿
社
、
一
九
八
四
、
七
)

六
山
崎
園
紀
「
『
半
日
』
の
構
造
ー
そ
の
擬
装
性
と
『
追
難
』
の
意
味
|
」
(
『
森

鴎
外
研
究
一
』
和
泉
書
院
、
一
九
八
七
、
五
)

七
安
川
定
男
「
作
家
の
中
の
音
楽
」
(
桜
楓
社
、
一
九
七
六
、
五
)

八
山
崎
正
和
『
鴎
外
闘
う
家
長
』
(
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
二
、
一
一
)

九
山
崎
園
紀
「
『
半
日
』
の
構
造
ー
そ
の
擬
装
性
と
『
追
難
』
の
意
味
|
」
(
『
森

鴎
外
研
究
一
』
和
泉
書
院
、
一
九
八
七
、
五
)

一O

清
回
文
武
『
鴎
外
文
芸
の
研
究
中
年
期
篇
』
(
有
精
堂
、
一
九
九
一
、
二

一
一
山
崎
園
紀
「
『
半
日
』
の
構
造
ー
そ
の
擬
装
性
と
『
追
難
』
の
意
味
l
」
(
『
森

鴎
外
研
究
一
』
和
泉
書
院
、
一
九
八
七
、
五
)

=
一
清
田
文
武
『
鴎
外
文
芸
の
研
究
中
年
期
篇
』
(
有
精
堂
、
一
九
九
て
一
)

三
稲
垣
達
郎
「
森
鴎
外
作
品
辞
典
」
(
『
森
鴎
外
必
携
』
、
一
九
六
九
、
四
)

一
回
「
義
林
間
歩
」
一
九
五
回
、
九
(
『
近
代
作
家
研
究
ア
ル
バ
ム
森
鴎
外
』
(
筑
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摩
書
一
房
、
一
九
六
回
、
一

O
)

一
王
郡
司
正
勝
「
閣
」
(
『
演
劇
百
科
大
事
典

占

ハ

)

一
六
今
尾
哲
也
「
問
」
(
『
歌
舞
伎
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
八
三
、
一
一
)

一
七
『
森
鴎
外
全
集
第
三
巻
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
七
二
、
一
)
-
調
べ

一
八
『
我
君
』
後
記
(
『
森
鴎
外
全
集
第
三
巻
』
岩
波
書
底
、
一
九
七
二
、
一
)

一
九
稲
垣
達
郎
「
森
鴎
外
作
品
辞
典
」
(
『
森
鴎
外
必
携
』
、
一
九
六
九
、
四
)

一δ

拙
稿
「
森
鴎
外
『
団
子
坂
』
論

l
対
話
す
る
坂
|
」
(
「
比
較
文
学
論
集
」
第

一
号
よ
り
)

三
ご
幕
物
の
流
行
し
た
年
」
(
「
新
潮
」
明
四
=
一
、
一
二
)

一
一
一
一
清
田
文
武
『
鴎
外
文
芸
の
研
究
中
年
期
篇
』
(
有
精
堂
、
一
九
九
一
、
二

一
三
越
智
治
雄
「
鴎
外
と
近
代
劇
」
(
稲
垣
達
郎
編
『
森
鴎
外
必
携
』
文
栄
社
、
一

九
六
九
、
四
)

二
四
田
中
千
禾
夫
「
静
」
(
田
中
千
禾
夫
編
『
劇
文
学
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
二
一
一
』

角
川
書
庖
、
一
九
六
七
、
六
)

二
五
『
近
代
日
本
戯
曲
』
(
近
代
日
本
戯
曲
史
刊
行
会
、
一
九
六
八
、
一

O
)

三
小
泉
桂
一
郎
『
森
鴎
外
文
業
解
題
(
翻
訳
編
)
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
八
二
、

一一一)

一
一
七
菟
会
壮
士
を
市
川
左
団
次
が
演
じ
、
「
出
発
前
半
時
間
」
お
よ
び
チ
エ
ホ
フ
作

小
山
内
薫
の
「
犬
」
と
と
も
に
有
楽
座
に
お
い
て
上
演
さ
れ
た
。
鴎
外
の
明
治

四
=
一
年
五
月
二
八
日
の
日
記
に
「
有
楽
座
に
ゆ
き
て
、
出
発
前
半
時
間
と
生
田

川
を
観
る
」
翌
二
九
日
の
僚
に
「
母
上
於
菟
と
有
楽
座
に
行
か
せ
給
ふ
」
と
あ

る
。
(
『
鴎
外
全
集
第
六
巻
』
岩
波
書
庖
、
一
九
七
二
、
四
)

二
人
大
山
功
『
近
代
日
本
戯
曲
』
(
近
代
日
本
戯
曲
史
刊
行
会
、
一
九
六
八
、
一

O
)

二
九
永
一
平
和
雄
「
森
鴎
外
の
戯
曲
多
彩
と
不
毛
の
性
格
」
(
『
近
代
戯
曲
の
世
界
』

東
京
学
出
版
会
、
一
九
七
二
、
一
ニ
)

三
O

「
『
生
田
川
』
の
世
界
」
『
鴎
外
文
芸
の
研
究
中
年
期
篇
』

九
九
一
、
二

一
三
永
平
和
雄
「
森
鴎
外
の
戯
曲
!
多
彩
と
不
毛
の
性
格
」

第
二
巻
』
平
凡
社
、

一
九
六

O

(
『
近
代
戯
曲
の
世
界
』

(
有
精
堂
、

東
京
学
出
版
会
、
一
九
七
二
、
三
)

三
一
一
「
『
生
田
川
』
の
世
界
」
『
鴎
外
文
芸
の
研
究

九
九
一
、
一
)

三
=
一
ダ
ヌ
ン
ツ
イ
オ
作
、
野
上
素
一
訳
『
死
の
勝
利

六
三
、
七

1
八
)

三
四
「
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
、
パ
オ
ロ
、
ミ
ケ
ツ
テ
イ
に
捧
ぐ
」
(
ダ
ヌ
ン
ツ
イ
オ
作
、

野
上
素
一
訳
『
死
の
勝
利
上
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
六
一
二
、
七
)

三
五
ア
ト
、
ド
、
フ
リ

l
ス
『
イ
メ
ー
ジ
、
シ
ン
ボ
ル
事
典
』
(
大
修
館
書
底
、

九
八
四
、
一
二
)

三
六
ア
ト
、
ド
、
フ
リ
ー
ス
『
イ
メ
ー
ジ
、
シ
ン
ボ
ル
事
典
』

九
八
四
、
三
)

三
七
「
め
さ
ま
し
草
」
明
治
二
九
年
一
二
月

中
年
期
篇
』

(
有
精
堂
、

上
下
』

(
岩
波
書
底
、

九

(
大
修
館
書
底
、

64 


