
森
鴎
外
に
お
け
る

小
説
に
響
く

『
電
車
の
窓
』

精
の
声
」

『
木
精
』
に
お
け
る
「
電
車
の
音
」

鴎
外
の
戯
曲
の
翻
訳
、
創
作
活
動
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
明
治
四
二
年
を
終
え
、

明
治
四
三
年
の
一
月
に
は
翻
訳
(
『
わ
か
れ
』
『
午
後
十
一
時
』
『
釣
』
『
白
』
な
ど

八
編
)
に
お
い
て
も
創
作
(
『
独
身
』
『
杯
』
『
牛
鍋
』
『
電
車
の
窓
』
『
木
精
』
)
に

お
い
て
も
多
く
の
小
説
作
品
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
『
電
車
の
窓
』

『
木
精
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
ち
ん
ち
ん
」
「
ど
っ
ど
そ
ご
う
」
と
い
う
「
電

車
の
音
」
と
「
ハ
ル
ロ
オ
」
と
い
う
「
木
精
の
声
」
が
作
品
全
体
で
主
題
的
に

繰
り
返
し
響
か
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
音
土
戸
」
が
作
品
の
構
成
に
大
き
く
関
わ

っ
て
い
る
。
『
電
車
の
窓
』
『
木
精
』
は
二
作
品
と
も
「
テ
ン
ポ
の
速
い
、
改

行
の
多
い
散
文
詩
風
の
文
体
」
一
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
小

堀
桂
一
郎
氏
が
「
『
電
車
の
窓
』
は
リ
ル
ケ
の
『
白
』
の
、
『
杯
』
『
木
精
』

の
二
編
は
。
へ

l
タ
l
、
ア
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
『
釣
』
を
含
ん
だ
散
文
集
『
我
が

見
る
ま
ま
に
』
の
直
接
の
影
響
下
に
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
そ
の
強
い
刺
激

を
受
け
て
生
ま
れ
て
き
た
作
品
」
こ
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
執
筆
と
同
じ 「耳」

の
表
現

「
立
日
」

多自

織

な

な

子

木

時
期
に
翻
訳
さ
れ
た
リ
ル
ケ
や
ア
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
散
文
か
ら
影
響
を
受
け
書

か
れ
て
い
る
。

『
白
』
と
『
電
車
の
窓
』
と
は
、
清
田
文
武
氏
が
「
両
者
は
モ
チ
ー
フ
、
着

想
に
お
い
て
共
通
し
た
も
の
が
認
め
ら
れ
る
」
三
と
述
べ
る
通
り
、
電
車
の
停

車
場
を
舞
台
に
主
人
公
が
同
室
の
若
い
女
性
の
語
る
話
に
耳
を
傾
け
る
『
白
』

と
、
電
車
の
停
車
場
で
出
会
っ
た
美
し
い
女
性
を
見
つ
め
る
主
人
公
が
そ
の
目

が
語
る
こ
と
ば
を
聞
き
取
ろ
う
と
す
る
『
電
車
の
窓
』
と
は
、
そ
の
舞
台
や
状

況
を
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
竹
盛
天
雄
氏
は
「
『
木
精
』
と
『
牛
鍋
』
、

『
電
車
の
窓
』
の
実
験
」
に
お
い
て
「
こ
の
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
『
僕
』

と
い
う
視
る
人
聞
に
よ
っ
て
写
し
だ
さ
れ
る
女
の
外
形
を
、
そ
の
心
理
描
写
に

よ
っ
て
解
釈
し
続
け
る
手
法
に
あ
る
」
四
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
主
人
公
の

視
点
に
つ
い
て
清
田
氏
は
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

-1 -

「
白
」
と
は
異
な
り
、
「
電
車
の
窓
」
の
文
章
は
改
行
が
頻
繁
で
あ
る
。

作
中
の
話
者
で
も
あ
る
「
僕
」
の
自
に
映
る
風
景
、
景
物
、
人
物
の
様
子

は
、
一
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
よ
り
一
つ
の
画
面
、
映
像
の
一
駒
の
ご
と
く



捉
え
ら
れ
、
そ
れ
が
軽
快
に
連
続
的
に
展
開
す
る
。
描
写
の
対
象
は
「
僕
」

の
目
に
映
る
外
界
で
、
視
点
の
移
動
が
文
の
改
行
に
対
応
し
、
視
覚
的
に

印
象
鮮
明
な
像
と
し
て
結
ぼ
れ
る
観
が
あ
る
。
(
略
)
全
体
的
に
、
話
者

で
も
あ
る
「
僕
」
の
目
が
、
作
品
の
構
造
の
特
質
に
大
き
く
関
係
し
て
い

る
こ
の
作
品
は
右
記
の
清
田
氏
の
指
摘
通
り
、
頻
繁
に
な
さ
れ
る
改
行
と
そ
れ

に
伴
う
視
点
の
動
き
に
よ
っ
て
進
行
す
る
が
、
そ
の
改
行
に
電
車
の
進
行
す
る

速
い
テ
ン
ポ
を
与
え
、
「
軽
快
に
連
続
的
に
展
開
」
せ
し
め
る
契
機
と
な
っ
て

い
る
の
が
電
車
の
音
で
あ
る
。

電
車
は
「
ち
ん
ち
ん
と
云
っ
て
」
到
着
し
、
窓
を
背
に
し
て
座
る
女
性
の
正

面
に
主
人
公
の
僕
が
陣
取
る
。
そ
こ
か
ら
女
性
と
窓
の
外
に
映
る
も
の
が
交
互

に
観
察
さ
れ
僕
に
よ
っ
て
実
況
的
に
報
告
さ
れ
て
い
く
が
、
「
車
掌
の
鈴
が
唱

え
て
、
運
転
手
の
鈴
が
和
す
る
」
音
で
「
す
う
っ
」
と
動
き
出
し
た
電
車
は
、

「
ど
っ
ど
っ
と
衝
き
上
げ
る
よ
う
な
音
が
し
て
、
ご
う
と
地
鳴
が
す
る
。
ど
っ

ど
っ
、
ご
う
、
ど
っ
ど
そ
ご
う
」
と
い
う
音
を
立
て
発
進
し
、
そ
の
「
ど
つ

ど
そ
ご
う
」
と
い
う
テ
ン
ポ
の
良
い
音
と
と
も
に
次
第
に
速
度
が
加
え
ら
れ

て
い
く
。
ま
た
、
女
の
髪
の
油
の
匂
い
に
「
鏡
花
の
女
」
を
思
い
、
さ
ら
に
女

へ
の
関
心
を
深
め
る
主
人
公
の
心
境
に
、
「
ど
っ
ど
そ
ご
う
、
ど
っ
ど
っ
、

ご
う
」
と
い
う
電
車
の
音
が
反
響
し
、
そ
の
心
理
を
表
す
劇
的
な
効
果
が
感
じ

ら
れ
る
。

電
車
の
発
進
に
よ
っ
て
、
視
点
が
窓
の
外
に
流
れ
る
風
景
に
合
わ
せ
て
ス
ピ

ー
デ
ィ
に
移
動
し
、
連
続
し
て
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
速
い
テ
ン
ポ
で
進
行
す
る

部
分
の
前
に
「
ど
つ
ど
っ
、
ご
う
」
と
い
う
音
が
挿
入
さ
れ
、
電
車
の
次
第
に

速
度
を
上
げ
進
行
す
る
テ
ン
ポ
と
そ
れ
に
伴
う
改
行
の
リ
ズ
ム
を
表
象
し
、
進

行
し
て
は
止
ま
る
と
い
う
作
品
全
体
の
構
成
の
な
か
で
「
ち
ん
ち
ん
」
と
い
っ

て
止
ま
り
「
ど
つ
ど
っ
、
ご
う
」
と
動
き
出
す
音
が
区
切
り
的
に
設
け
ら
れ
て

い
る
。こ

の
作
品
に
は
こ
の
電
車
の
音
以
外
に
は
音
は
お
ろ
か
声
す
ら
ほ
と
ん
ど
発

せ
ら
れ
な
い
。
他
に
音
の
な
い
中
で
題
名
を
象
徴
す
る
「
電
車
の
音
」
が
印
象

的
に
響
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
沈
黙
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
心

理
劇
に
お
い
て
、
女
性
が
「
思
の
外
に
力
の
あ
る
、
は
っ
き
り
し
た
声
」
で
発

す
る
「
憧
様
」
と
い
う
一
言
が
効
果
的
に
響
か
さ
れ
、
「
瞳
の
そ
れ
よ
り
多
く

の
も
の
を
僕
に
語
っ
た
」
と
い
う
主
人
公
の
心
理
が
自
然
と
導
き
出
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
鴎
外
が
『
半
日
』
や
そ
の
他
の
小
説
、
戯
曲
に
お

い
て
活
用
し
て
き
た
「
ひ
っ
そ
り
」
と
し
た
中
で
響
く
「
音
声
」
が
効
果
的
に

は
た
ら
か
さ
れ
て
い
る
。

つL

『
木
精
』
も
『
電
車
の
窓
』
と
同
じ
く
「
ハ
ル
ロ
オ
」
と
い
う
「
木
精
」
を

呼
ぶ
声
が
題
名
を
象
徴
し
て
響
く
作
品
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
冒
頭
の
シ
!
ン

を
抜
き
出
し
て
み
る
。

巌
が
扉
風
の
よ
う
に
立
っ
て
い
る
。

こ
へ
来
て
ベ
刈
叶
刻
剖
剛
刻
。

麻
の
よ
う
な
ブ
ロ
ン
ド
な
頭
を
振
り
立
っ
て
、
ど
う
か
し
た
ら
羅
馬
法

皇
の
宮
廷
へ
で
も
生
捕
ら
れ
て
行
き
そ
う
な
高
温
で
ベ
刈
叶
対
け
哨
刈
の

で
あ
る
。

呼
ん
で
し
ま
っ
て
じ
い
っ
と
し
て
待
っ
て
い
る
。

暫
く
す
る
と
、

JN.F.-い.鈍.い•• 
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と
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る
。

(
中
略
)
フ
ラ

νツ
は
い
つ
も



こ
れ
が
木
精
で
あ
る
。

こ
の
日
目
頭
の
よ
う
に
、
「
ハ
ル
ロ
オ
」
と
い
う
声
は
作
品
全
体
で
幾
度
も
繰
り

返
し
登
場
し
、
そ
の
声
の
響
き
が
『
木
精
』
と
い
う
作
品
を
形
作
し
て
い
る
。

冒
頭
の
場
面
で
は
少
年
フ
ラ
ン
ツ
の
「
雲
雀
が
飛
び
立
っ
て
鳴
く
よ
う
」
な

高
音
で
「
ハ
ル
ロ
オ
」
と
呼
ぶ
声
に
、
木
精
は
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
「
ハ

ル
ロ
オ
」
と
答
え
る
。
し
か
し
、
段
々
大
き
く
な
っ
た
フ
ラ
ン
ツ
が
久
し
振
り

に
「
少
し
荒
を
帯
び
た
次
高
音
」
で
呼
び
か
け
た
声
に
は
木
精
が
答
え
て
く
れ

な
く
な
る
。
「
木
精
は
死
ん
だ
の
だ
」
と
思
う
フ
ラ
ン
ツ
だ
っ
た
が
、
そ
の
日

の
夕
方
七
人
の
子
供
達
が
「
勇
ま
し
い
、
底
力
の
あ
る
声
」
で
「
ハ
ル
ロ
オ
」

と
呼
ぶ
声
に
「
ハ
ル
ロ
オ
」
と
答
え
る
木
精
の
声
を
聞
き
、
「
木
精
は
死
な
な

い
」
こ
と
を
知
る
。

こ
の
フ
ラ
ン
ツ
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
木
精
の
応
答
に
つ
い
て
、
先
行
研
究

で
は
フ
ラ
ン
ツ
に
鴎
外
を
当
て
は
め
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
冒
頭
の
木
精
が
答

え
る
場
面
は
明
治
二

0
年
代
の
「
活
気
に
満
ち
た
」
五
鴎
外
の
文
学
活
動
が
、

父
親
の
手
伝
い
で
山
に
行
け
な
く
な
っ
た
と
書
か
れ
た
部
分
は
文
壇
沈
黙
時
代

が
、
久
し
ぶ
り
に
呼
び
か
け
る
が
木
精
が
答
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場

面
は
明
治
四
二
年
代
の
文
学
が
そ
れ
ぞ
れ
寓
意
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
六
。
ま
た
、
七
人
の
子
供
達
に
つ
い
て
は
、
『
杯
』
に
出
て
く
る
七
人
の
少

女
と
関
連
さ
せ
て
、
「
ス
バ
ル
」
派
の
若
い
文
学
者
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
が
想
起

さ
れ
て
お
り
七
、
竹
盛
天
雄
氏
が
「
心
理
的
な
モ
チ
ー
フ
が
寓
意
的
な
形
象
を

通
じ
て
研
究
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
確
か
に
『
木
精
』
の

よ
う
な
寓
意
的
な
短
編
は
そ
の
暗
示
さ
れ
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
読
み
解
く

こ
と
が
研
究
の
大
き
な
意
義
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
だ
時
代
と
の
ず
れ

を
感
じ
る
鴎
外
の
寂
し
さ
が
寓
意
さ
れ
た
だ
け
と
は
思
え
ぬ
ほ
ど
、
こ
の
作
品

は
ア
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
影
響
の
も
と
散
文
詩
的
な
文
章
を
も
っ
て
そ
の
童
話
的

な
世
界
観
が
美
し
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
的
文
章
は
「
声

響
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
鴎
外
の
仕
掛
け
た
音
響
的
仕
組
み
が
効
果

的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

冒
頭
の
場
面
に
も
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ツ
は
「
ハ
ル
ロ
オ
」
と
呼
び
か
け
た
後
、

必
ず
「
呼
ん
で
し
ま
っ
て
じ
い
っ
と
し
て
待
っ
て
い
る
」
と
い
う
沈
黙
の
時
間

を
置
い
て
い
る
。
そ
の
沈
黙
の
後
に
「
大
き
い
鈍
い
コ
ン
ト
ル
パ
ス
の
よ
う
な

声
で
ハ
ル
ロ
オ
と
答
え
る
」
木
精
の
威
厳
あ
る
声
が
効
果
的
に
響
か
さ
れ
る
。

ま
た
、
沈
黙
と
時
間
の
経
過
は
、
木
精
が
答
え
な
く
な
っ
た
と
き
読
者
に
フ
ラ

ン
ツ
の
寂
審
感
を
切
実
に
伝
え
る
た
め
に
も
巧
妙
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
以
下

に
そ
の
場
面
を
抜
き
出
す
。

フ
ラ
ン
ツ
は
久
振
で
例
の
岩
の
前
に
来
た
。

そ
し
て
例
の
よ
う
に
ベ
刈
叶
対
け
明
刈
だ
。

麻
の
よ
う
な
ブ
ロ
ン
ド
な
頭
を
振
り
立
っ
て
呼
ん
だ
。
し
か
し
声
は
少

し
荒
を
帯
び
た
次
高
音
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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暫
く
し
て
も
う
木
精
が
答
え
る
頃
だ
な
と
思
う
の
に
、
叫
同
吋
寸
引
川
川

引
は
守
秘
バ
叫
叫
開
討
掛
川
。
対
治
滅
パ
痢
パ
樹
川
科
ゴ
引
叶
斗
円
引
計
噺
寸

寸
パ
制
国
対
別
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ツ
は
久
し
く
木
精
と
問
答
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
が
時
間

の
感
じ
を
誤
っ
て
い
る
か
と
思
っ
て
、
ま
た
暫
く
じ
い
っ
と
し
て
待
っ
て

い
た
。柄

欄
同
制
同
引
額
刻
羽
川
。

フ
ラ
ン
ツ
は
じ
い
っ
と
し
て
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
待
っ
て
い
る
。

円ぺ
υ



木
精
は
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
答
え
な
い
。

フ
ラ
ン
ツ
は
前
よ
り
大
き
い
声
を
し
て
ハ
ル
ロ
オ
と
呼
ん
だ
。

そ
し
て
ま
た
じ
い
っ
と
待
っ
て
い
る
。

も
う
答
え
る
は
ず
だ
と
思
う
時
聞
が
立
つ
。

山
は
ひ
っ
そ
り
し
て
い
て
、
ご
う
ご
う
と
い
う
谷
川
の
音
が

り
で
あ
る
。

ま
た
制
U
，待
d
.
記
.
怠
，
の
.
時
聞
が
.
立
，
d
。

間
対
引
叫
例
尚
樹
川
叫
剖
問
料
引
で
あ
る
。

る
ば
か

木
精
が
も
う
答
え
な
い
の
を
知
ら
な
い
フ
ラ
ン
ツ
は
ハ
ル
ロ
オ
と
呼
ん
で
か
ら
、

い
つ
も
の
よ
う
に
「
じ
っ
と
し
て
待
っ
て
い
る
」
、
そ
し
て
時
聞
が
経
つ
が
木

精
は
答
え
て
く
れ
ず
、
「
ひ
っ
そ
り
と
し
て
な
ん
に
も
聞
こ
え
な
い
」
中
で
「
谷

川
が
ご
う
ご
う
と
鳴
っ
て
い
る
ば
か
り
」
に
な
り
、
木
精
が
返
ら
な
い
寂
し
さ

を
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
呼
び
か
け
と
沈
黙
と
時
間
の
経
過
が
繰
り
返

さ
れ
、
木
精
は
も
う
答
え
な
い
と
認
識
さ
せ
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ツ
は
「
麻
庫
」
と

「
死
」
の
感
覚
を
感
じ
る
に
至
る
。
こ
の
場
面
は
右
記
の
よ
う
に
改
行
が
多
い

が
、
時
間
の
経
過
が
一
文
毎
の
改
行
に
よ
っ
て
も
効
果
的
に
感
じ
ら
れ
、
い
く

ら
待
っ
て
も
木
精
は
返
ら
ず
時
間
だ
け
が
刻
々
と
過
ぎ
て
い
く
状
況
が
空
虚
的

に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
面
と
相
反
す
る
よ
う
に
、
七
人
の
子
供
に
木
精
が
答
え
る
場
面
が
設

定
さ
れ
て
い
る
。
木
精
、
が
答
え
る
の
を
「
じ
い
っ
と
し
て
待
つ
」
フ
ラ
ン
ツ
と

は
逆
に
子
供
達
は
す
で
に
答
え
た
木
精
を
聞
く
た
め
に
「
じ
い
っ
と
し
て
」
い

る
。
子
供
達
が
ま
た
声
を
揃
え
て
「
ハ
ル
ロ
オ
」
と
呼
ぶ
と
、
「
じ
い
っ
と
し

て
待
つ
」
時
間
を
必
要
と
せ
ず
木
精
は
答
え
、
そ
の
「
大
き
い
大
き
い
声
」
が

「
山
々
に
響
き
谷
々
に
響
く
」
。
木
精
の
声
の
響
く
中
で
子
供
達
が
喜
び
の
色

が
浮
か
べ
る
こ
の
場
面
は
、
「
ひ
っ
そ
り
」
と
し
た
空
間
も
、
沈
黙
も
な
く
、

寂
審
感
に
包
ま
れ
た
フ
ラ
ン
ツ
の
場
面
と
は
対
照
的
に
作
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
ハ
ル
ロ
オ
」
と
呼
び
か
け
る
声
は
「
雲
雀
が
飛
び
立
っ
て
鳴
く
よ

う
」
な
声
、
「
少
し
荒
を
帯
び
た
次
高
音
」
「
勇
ま
し
い
、
底
力
の
あ
る
声
」

な
ど
変
化
し
て
い
く
が
、
返
る
木
精
の
声
は
「
大
き
い
鈍
い
コ
ン
ト
ル
パ
ス
の

よ
う
な
声
」
と
変
わ
ら
な
い
。
変
わ
っ
て
い
く
も
の
と
変
わ
ら
ず
そ
こ
に
あ
る

も
の
と
が
意
識
さ
れ
、
そ
の
「
芦
響
」
に
表
象
さ
れ
て
い
る
。

『鶏』

『
金
貨
』
に
よ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
試
み

三
島
由
紀
夫
は
『
文
章
読
本
』
(
中
央
公
論
社
、
昭
三
四
)
で
、
鴎
外
に
擬
音
が

少
な
い
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
清
田
文
武
氏
は
「
激
石
に
こ
れ
の
多

く
使
わ
れ
て
い
る
文
章
を
探
す
こ
と
は
、
特
に
作
家
活
動
時
は
容
易
」
で
あ
る

と
述
べ
「
特
に
『
草
枕
』
(
明
三
九
、
九
)
や
『
二
百
十
日
』
(
明
三
九
、
一

O
)

『
野
分
』
(
明
四
O
、
一
)
は
、
物
音
、
鳥
の
声
、
人
の
笑
い
芦
、
呼
び
声
等
々

極
め
て
多
い
。
(
略
)
擬
音
語
を
交
え
、
心
理
に
も
及
ぶ
す
ぐ
れ
た
表
現
は
少

な
く
な
い
」
八
と
「
耳
の
人
」
激
石
と
「
目
の
人
」
鴎
外
を
比
較
し
、
鴎
外
に

擬
音
が
少
な
く
、
激
石
に
多
い
こ
と
を
言
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鴎
外
作
品

に
お
い
て
も
擬
音
が
多
く
交
え
ら
れ
、
登
場
人
物
の
心
理
に
も
及
ぶ
表
現
が

『
鶏
』
(
明
四
二
、
八
)
『
金
貨
』
(
明
四
二
、
九
)
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

資
料
編
資
料
②
を
見
る
と
、
鴎
外
作
品
の
中
で
も
と
く
に
「
音
」
が
多
く
表
れ

る
作
品
が
こ
の
二
作
で
あ
り
、
「
ど
っ
ど
と
」
「
ぶ
う
ん
ぶ
う
ん
」
「
び
ち
ゃ

び
ち
ゃ
」
「
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
」
「
が
た
が
た
ど
し
ん
」
「
ざ
っ
ざ
と
」
「
ぱ
ち
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り
ぱ
ち
り
」
な
ど
多
彩
な
擬
音
が
作
品
世
界
に
響
か
さ
れ
て
い
る
。

戯
曲
、
小
説
に
お
い
て
雅
文
体
、
七
五
調
、
狂
言
詞
、
言
文
一
致
体
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
文
体
を
試
み
て
き
た
鴎
外
で
あ
る
が
、
明
治
四
二
年
の
半
ば
に
お
い

て
こ
の
よ
う
に
擬
音
が
多
く
使
用
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
『
鶏
』
に

つ
い
て
評
を
述
べ
る
中
村
星
湖
氏
の
「
八
月
の
小
説
界
」
(
「
早
稲
田
文
学
」
明

四
二
、
九
)
に
お
い
て
「
軽
く
、
明
る
く
、
し
か
も
簡
勤
な
、
気
持
ち
の
好
い
筆

致
で
、
石
田
と
云
ふ
軽
重
兵
少
佐
と
其
周
囲
を
書
い
て
居
る
。
超
然
と
し
て
居

て
多
少
の
ユ
ー
モ
ア
を
弄
す
る
(
?
)
所
は
夏
目
さ
ん
と
並
べ
て
好
一
対
だ
ら

う
と
思
ふ
」
と
激
石
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
相
馬
御
風
氏
の
「
九

月
の
小
説
界
」
(
「
早
稲
田
文
学
」
明
四
二
、
一

O
)
に
お
け
る
『
金
貨
』
の
評
に

も
「
面
白
い
。
難
な
く
書
け
て
居
る
。
手
に
入
っ
て
も
の
だ
。
(
略
)
鴎
外
氏

の
作
は
、
激
石
氏
の
作
と
似
て
居
る
。
学
者
の
小
説
と
は
、
か
う
云
ふ
も
の
だ

ら
う
か
と
思
ふ
」
と
あ
る
。
『
鶏
』
『
金
貨
』
に
お
い
て
「
夏
目
さ
ん
と
並
べ

て
好
一
対
」
「
鴎
外
氏
の
作
は
、
激
石
氏
の
作
と
似
て
居
る
」
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
の
は
、
そ
の
擬
音
が
多
用
さ
れ
ユ
ー
モ
ア
が
醸
し
出
さ
れ
た
文
章
表
現
が

起
因
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
『
鶏
』
『
金
貨
』
で
擬
音
が
使
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、

こ
の
時
期
の
鴎
外
が
抱
く
激
石
へ
の
意
識
的
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
浮

か
ば
れ
る
。

鴎
外
が
日
清
戦
争
か
ら
日
露
戦
争
ま
で
の
約
一

0
年
間
、
軍
医
と
し
て
の
公

的
な
生
活
に
追
わ
れ
執
筆
活
動
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
聞
に
、
激
石
は
『
我
輩

は
猫
で
あ
る
』
(
明
三
九
)
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
(
明
三
九
)
、
『
夢
十
夜
』
(
明

四一
ν

な
ど
次
々
と
傑
作
を
生
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
激
石
の
活
躍
お
よ
び
そ

の
文
章
に
鴎
外
の
高
い
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
『
ヰ
夕
、
セ
ク
ス

ア
リ
ス
』
(
明
四
二
、
七
)
の
「
そ
の
う
ち
夏
目
金
之
助
君
、
が
小
説
を
書
き
出
し

た
。
金
井
君
は
非
常
な
興
味
を
以
て
読
ん
だ
。
そ
し
て
技
痩
を
感
じ
た
」
や
、

『
青
年
』
に
お
い
て
激
石
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
術
石
」
と
い
う
人
物
を
登
場
さ

せ
て
「
緩
か
な
調
子
で
、
人
に
強
い
印
象
を
与
え
る
詞
附
で
あ
る
。
強
い
印
象

を
与
え
る
の
は
、
常
に
思
想
が
霊
活
に
動
い
て
い
て
、
そ
れ
を
ぴ
っ
た
り
適
応

し
た
言
語
で
表
現
す
る
か
ら
」
(
明
四
三
、
三
1
四
四
、
八
)
な
ど
と
描
写
す
る
箇

所
か
ら
う
か
が
え
る
が
、
明
治
四
二
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
『
因
子
坂
』
に
お

い
て
も
特
に
そ
れ
が
知
れ
る
。

『
団
子
坂
』
に
は
「
三
四
郎
」
「
旦
同
省

mza」
と
い
う
激
石
と
結
び
つ
く

直
接
的
な
台
詞
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
第
二
章
第
三
節
の
『
団

子
坂
』
に
つ
い
て
の
考
察
に
お
い
て
述
し
た
前
半
部
の
「
こ
と
ば
の
反
復
」
に

よ
っ
て
激
石
の
文
体
へ
の
意
識
的
な
も
の
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
小
林
英
夫
氏

は
『
草
枕
』
の
「
兎
角
に
人
の
世
は
住
み
に
く
い
」
「
住
み
に
く
さ
が
高
じ
る

と
、
安
い
と
こ
ろ
へ
引
き
越
し
た
く
な
る
。
ど
こ
へ
越
し
て
も
住
み
に
く
い
と

悟
っ
た
時
、
詩
が
生
れ
て
、
画
が
出
来
る
」
と
い
う
文
章
を
例
に
と
り
、
激
石

文
の
一
大
特
徴
と
し
て
「
尻
取
文
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
挙
げ
て
い
る
九
が
、

こ
の
「
尻
取
文
」
と
よ
く
似
た
構
造
を
し
て
い
る
の
が
、
前
の
台
詞
に
あ
る
こ

と
ば
を
後
述
の
者
が
繰
り
返
す
『
団
子
坂
』
に
お
け
る
「
こ
と
ば
の
反
復
」
で

あ
る
。
鴎
外
は
『
因
子
坂
』
に
お
い
て
「
三
四
郎
」
と
い
う
直
接
的
に
激
石
を

連
想
さ
せ
る
も
の
に
加
え
て
、
そ
の
特
徴
的
な
文
体
を
意
識
的
に
作
品
に
表
わ

し
て
い
る
。
清
田
氏
は
激
石
の
擬
音
語
は
こ
の
「
尻
取
文
」
の
多
さ
と
並
行
し

て
い
る
観
が
あ
る
一
O
と
述
べ
て
い
る
が
、
鴎
外
も
ど
こ
ま
で
激
石
を
意
識
し
て

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
『
団
子
坂
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
『
鶏
』
『
金

貨
』
に
お
い
て
『
団
子
坂
』
の
「
尻
取
文
」
と
並
行
さ
せ
て
擬
音
の
多
用
を
な

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
鴎
外
が
『
鶏
』
『
金
貨
』
な
ど
の
作
品
に
お
い

て
「
耳
の
人
」
激
石
の
文
章
表
現
を
意
識
し
て
擬
音
の
使
用
が
な
さ
れ
た
こ
と

に
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が
連
想
で
き
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
擬
音
が
使
わ
れ
た
か
、
以
降
そ
の
内
容

を
詳
し
く
み
て
み
る
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
『
ヰ
夕
、
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
に
は
激
石
へ
の
高
い

関
心
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
「
ぎ
い
と
ん
ぎ
い
と
ん
」

「
か
ち
ゃ
か
ち
ゃ
」
「
ち
ゃ
ら
ち
ゃ
ら
」
な
ど
の
擬
音
、
が
既
に
用
い
ら
れ
は
じ

め
て
い
る
。
そ
の
長
編
の
中
で
擬
音
の
数
は
少
な
く
目
立
た
な
い
が
、
続
く
『
鶏
』

『
金
貨
』
で
擬
音
を
多
く
用
い
よ
う
と
す
る
小
手
調
べ
的
使
用
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
『
鶏
』
に
は
『
ヰ
夕
、
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
の
三
分
の
一
の
頁
の
中

に
三
倍
近
く
の
音
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
「
『
鶏
』
と
い
う
作
品
は
、
所
謂
小

倉
『
左
遷
』
時
代
の
鴎
外
の
実
生
活
が
、
多
く
素
材
と
し
て
使
わ
れ
て
」
二
お

り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
「
い
ず
れ
も
、
こ
の
作
品
を
論
ず
る
と
い
う
よ
り

も
、
こ
の
作
品
か
ら
、
小
倉
時
代
の
鴎
外
の
姿
を
見
よ
う
と
す
る
読
み
方
」
一
一
一

が
な
さ
れ
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
音
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
音
が
使
用
さ
れ
作
品
世
界
に

効
果
的
に
響
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
し
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
一
考
を

投
じ
る
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
。

『
鶏
』
の
冒
頭
に
お
い
て
表
れ
る
擬
音
は
小
倉
に
着
任
し
た
ば
か
り
の
主
人

公
、
石
田
を
導
く
役
割
を
な
す
。
以
下
に
順
番
に
抜
き
出
し
て
並
べ
て
み
る
。

雨
が
山
口
.d.
♂
.up.
降
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
小
倉
ま
で
汽
車
で
一
時
間
は
掛
か

ら
な
い
。

汽
車
の
窓
か
ら
は
、
崖
の
上
に
び
っ
し
り
立
て
並
べ
て
あ
る
小
家
が
見
え
る
。

ど
の
家
も
戸
を
開
け
放
し
て
、
女
や
子
供
が
ほ
と
ん
ど
裸
で
い
る
。
(
略
)

田
圃
の
中
に
出
る
。
稲
の
植
附
は
も
う
済
ん
で
い
る
。
お
り
お
り
蓑
を
着
て

手
寵
を
担
い
で
畔
道
を
あ
る
い
て
い
る
農
夫
が
見
え
る
。
段
々
小
倉
が
近
く

な
っ
て
く
る

が
ら
が
ら
と
音
が
し
て
、
汽
車
が
紫
川
の
鉄
道
橋
を
通
る
と
、
間
も
な
く
小

倉
の
停
車
場
に
着
く
。
参
謀
を
始
め
、
大
勢
の
出
迎
人
が
あ
る

石
田
は
爺
さ
ん
に
案
内
さ
れ
ら
て
家
を
見
た
。
(
略
)
東
京
か
ら
来
た
石
田

の
目
に
は
、
先
ず
鉄
丹
か
何
か
で
、
代
緒
の
よ
う
な
色
に
塗
つ
で
あ
る
の
が

異
様
に
感
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
不
快
だ
と
も
思
わ
な
い

百
日
紅
の
植
わ
っ
て
い
る
庭
の
方
の
雨
戸
が
疎
ら
に
締
ま
っ
て
い
る
の
を
、

が
ら
が
ら
と
繰
り
開
け
た
。
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(
向
か
い
の
平
屋
の
)
中
で
糸
を
引
い
て
い
る
音
が
ぶ
う
ん
ぶ
う
ん
と
ね
む
た

そ
う
に
聞
え
て
い
る
。

石
田
は
座
布
団
を
敷
居
の
上
に
敷
い
て
、
柱
に
寡
り
掛
か
っ
て
膝
を
立
て
て
、

ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
金
天
狗
を
出
し
て
一
本
吸
い
つ
け
た
。

東
京
と
い
う
外
部
か
ら
小
倉
と
い
う
異
郷
の
地
の
中
へ
と
入
り
込
ん
で
い
く

石
田
を
、
「
ど
っ
ど
と
」
「
が
ら
が
ら
」
「
ぶ
う
ん
ぶ
う
ん
」
な
ど
の
擬
音
の

音
と
小
倉
の
異
国
の
よ
う
な
風
情
の
描
写
が
誘
い
込
む
よ
う
に
し
て
そ
の
内
部

へ
と
導
い
て
い
く
。
冒
頭
で
小
倉
に
着
任
し
た
六
月
二
四
日
は
「
雨
」
と
さ
れ

て
い
る
が
、
鴎
外
の
「
小
倉
日
記
」
を
見
る
と
、
確
か
に
二
四
日
の
記
に
は
「
午

後
大
雨
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
鴎
外
が
実
際
に
小
倉
に
着
い
た
の
は



六
月
一
六
日
で
あ
り
、
そ
の
日
に
は
「
雨
」
の
記
述
は
な
い
。
「
小
倉
日
記
」

全
体
を
見
渡
す
と
、
「
雨
」
と
記
さ
れ
た
日
が
非
常
に
多
く
、
小
倉
が
い
か
に

雨
の
多
い
地
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
そ
の
日
記
の
中
に
は
「
八
月
三
十
一
日
。

(
略
)
夜
半
枕
頭
雨
声
起
る
。
夢
成
ら
ず
蚊
帳
近
く
聞
く
雨
の
音
」
と
、
小
倉

の
「
雨
」
を
テ

l
マ
と
し
た
俳
句
も
詠
ま
れ
て
お
り
、
回
目
頭
の
「
雨
が
ど
っ
ど

と
降
っ
て
い
る
」
と
い
う
激
し
く
降
る
雨
の
擬
音
は
鴎
外
が
そ
の
小
倉
の
雨
の

イ
メ
ー
ジ
を
意
識
し
て
敢
え
て
置
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

小
倉
で
過
ご
す
石
田
の
中
心
部
と
な
る
家
に
着
き
、
腰
を
落
ち
着
け
た
時
聞

こ
え
て
く
る
印
象
的
な
音
が
「
ぶ
う
ん
ぶ
う
ん
と
ね
む
た
そ
う
」
な
「
糸
車
の

音
」
で
あ
る
。
こ
の
糸
車
の
音
は
こ
の
後
も
幾
度
も
鳴
ら
さ
れ
る
が
、
後
半
に

入
る
と
「
蝉
の
芦
」
や
小
倉
の
風
物
詩
的
な
音
に
合
わ
せ
ら
れ
、
日
常
の
中
で

感
じ
ら
れ
る
時
候
の
移
ろ
い
が
そ
の
「
音
声
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
「
糸

車
の
音
」
の
出
て
く
る
場
面
を
中
心
に
少
し
多
い
が
以
下
に
抜
き
出
す
。

七
月
十
日
は
石
田
が
小
倉
へ
来
て
か
ら
の
三
度
目
の
日
曜
日
で
あ
っ
た
。
(
中

略
)
こ
れ
ま
で
は
日
曜
日
に
も
用
事
が
あ
っ
た
が
、
今
日
は
始
て
日
曜
日
ら

し
く
感
じ
た
。
寝
巻
の
浴
帳
子
を
着
た
ま
ま
で
、
兵
児
帯
を
ぐ
る
ぐ
る
と
巻

い
て
、
南
側
の
裏
縁
に
出
た
。
南
国
の
空
は
紺
青
い
ろ
に
晴
れ
て
い
て
、
蜜

柑
の
茂
み
を
洩
れ
る
日
が
、
き
ら
き
ら
し
た
斑
紋
を
、
花
壇
の
周
囲
の
砂
の

上
に
印
て
い
る
。
厩
に
は
馬
の
手
入
を
す
る
金
櫛
の
音
が
し
て
い
る
。
折
々

馬
が
足
を
踏
み
更
え
る
の
で
、
.
時
銃
が
同
州
の
:
動
.
椀
.U.鮒.か

.E
℃.己
.b，
U
.い
い
い
凸
.
川

う
。
そ
う
す
る
と
別
当
が
「
こ
ら
」
と
云
っ
て
馬
を
叱
っ
て
い
る
。
石
田
は

の
ん
び
り
す
る
よ
う
な
心
持
で
、
朝
の
空
気
を
深
く
呼
吸
し
た
。

石
田
は
葉
巻
に
火
を
附
け
て
、
さ
も
愉
快
げ
に

一
吸
吸
っ
て
、
例
の
手
習

机
に
向
っ
た
。
北
向
の
表
庭
は
、
百
日
紅
の
疎
な
葉
越
に
、
日
が
一
ぱ
い
に

さ
し
て
、
爽
竹
桃
に
は
も
う
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
花
が
咲
い
て
い
る
。
向
い
の
内

の
糸
車
は
、
今
日
も
、
ふ
う
ん
ぶ
う
ん
と
鳴
っ
て
い
る
。

午
に
な
っ
た
。
飯
を
済
ま
せ
て
、
さ
っ
き
手
紙
を
書
き
始
め
る
と
き
、
灰
皿

の
上
に
置
い
た
葉
巻
の
呑
み
さ
し
に
火
を
附
け
て
、
北
表
の
縁
に
出
た
。
空

は
い
つ
の
間
に
か
薄
い
灰
色
に
な
っ
て
い
る
。
向
.
章
‘
.
の
.
意
が
す
る
。

•• 
寸
岡
町
幅

傘
張
替
修
繕
は
好
う
が
す
の
」
と
呼
ん
で
、
前
の
往
来
を
通
る
も
の
が
あ
る
。

刺
朝
叫
判
外
刈
刻
引
刈
同
制
刻
引
利
樹
調
剖
制
叫
寸
川
引
。

表
庭
の
百
日
紅
に
、
ぽ
つ
ぽ
つ
花
が
咲
き
始
め
る
。
お
り
お
り
蝉
.
問
問
が
剛

い
の
家
の
糸
車
の
音
に
ま
じ
る
。
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時
候
は
段
々
暑
く
な
っ
て
来
る
。
蝉
の
声
が
、
向
い
の
糸
車
の
音
と
同
じ
よ

う
に
、
絶
え
間
な
く
聞
え
る
。
(
中
略
)
石
田
も
湯
峰
子
に
着
替
え
て
ぶ
ら

ぶ
.
以
ど
出
掛
け
る
。
初
の
う
ち
は
小
倉
の
町
を
知
ろ
う
と
思
っ
て
、
引

る
ぐ
る
廻
っ
た
。

十
一
日
は
陰
暦
の
七
夕
の
前
日
で
あ
る
。
「
笹
は
好
し
か
」
と
云
っ
て
歩
く
。

(
中
略
)
十
五
六
日
に
な
る
と
、
「
竹
の
花
立
は
入
り
ま
せ
ん
か
な
」
と
云

っ
て
売
っ
て
歩
く
。
孟
蘭
盆
が
近
い
か
ら
で
あ
る
。

十
八
日
が
陰
暦
の
七
月
十
三
日
で
あ
る
。
百
日
紅
の
花
の
上
に
、
雨
が
降
っ

た
り
止
ん
だ
り
し
て
い
る
。
制
川
叫
刺
割
削
1
柑
刻
引
利
樹
寸
寸
パ
引
が
、

雌
目
の
.
青
い
は
少
し
と
ぎ
れ
る
。
お
り
お
り
生
垣
の
外
を
、
耽
足
の
引
.
供
、
前
ぃ
:
」
担

柴
々
々
」
と
呼
び
な
が
ら
、
走
っ
て
い
る
。
槽
を
売
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)



口
々
に
口
説
と
い
う
も
の
を
歌
っ
て
、
「
え
と
さ
っ
さ
」
と
嚇
す
。

さ
の
靴
で
あ
ろ
う
。
石
田
は
暫
く
見

F

て
い
て
帰
っ
た
。

好
い
と

(
八
月
)
二
十
九
日
に
は
、
土
地
の
も
の
が
皆
地
蔵
様
へ
詣
る
と
い
う
の
で
、

石
田
も
寺
町
へ
往
っ
て
見
た
。
地
蔵
堂
の
前
に
盆
燈
龍
の
破
れ
た
の
を
懸
け

並
べ
て
、
そ
の
真
中
に
砂
を
山
の
よ
う
に
盛
つ
で
あ
る
。
男
も
女
も
、
線
香

に
火
を
附
け
た
の
を
持
っ
て
来
て
、
そ
れ
を
砂
に
立
て
て
置
い
て
帰
る
。

そ
の
晩
は
二
十
六
夜
待
だ
と
い
う
の
で
、
旭
町
で
花
火
が
上
が
る
。
石
田
は

表
側
の
縁
に
立
っ
て
、
百
日
紅
の
薄
黒
い
花
の
上
で
、
花
火
が
散
る
の
を
見

て
い
る
。

「
糸
車
の
音
」
や
物
売
り
の
声
な
ど
「
音
声
」
が
響
く
右
記
の
場
面
は
、
ど
こ

か
民
話
的
に
お
だ
や
か
に
語
ら
れ
、
こ
の
作
品
の
主
題
の
進
行
と
は
別
に
暦
と

地
方
行
事
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
酒
井
敏
氏
が
「
小
倉
は
古
い

習
俗
、
近
代
以
前
の
民
間
信
仰
な
ど
が
息
づ
い
て
い
る
空
間
と
し
て
も
描
か
れ

て
い
る
。
(
略
)
地
蔵
信
仰
を
描
い
た
場
面
も
一
節
が
あ
る
し
、
(
略
)
盆
踊

り
や
二
十
六
夜
待
も
そ
う
で
あ
る
」
二
一
一
と
指
摘
す
る
場
面
で
あ
り
、
小
倉
の
牧

歌
的
情
景
が
「
ぶ
う
ん
、
ふ
う
ん
」
と
絶
え
間
な
く
鳴
る
「
糸
車
の
音
」
を
中
心

に
、
「
ぐ
る
ぐ
る
」
「
き
ら
き
ら
」
「
こ
と
こ
と
」
と
い
っ
た
擬
音
や
蝉
の
声
、

現
地
の
人
の
歌
う
声
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
音
響
に
よ
っ
て
美
し
く
描
き
出
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
「
小
倉
時
代
を
描
い
た
『
鶏
』
が
苦
渋
に
満
ち
て
い
る
」
一
四
雰

囲
気
は
一
切
感
じ
ら
れ
ず
、
そ
の
音
の
響
き
に
心
を
洗
わ
れ
た
よ
う
に
「
石
田

は
の
ん
び
り
す
る
よ
う
な
心
持
で
、
朝
の
空
気
を
深
く
呼
吸
」
し
て
い
る
。

『
鶏
』
は
鴎
外
の
実
生
活
と
結
び
付
け
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幻
想
的

に
響
か
さ
れ
る
「
音
」
で
表
現
さ
れ
る
こ
の
作
品
の
美
し
い
世
界
観
や
、
心
休

ま
る
時
を
迎
え
る
主
人
公
の
心
理
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
当

時
、
中
村
星
湖
氏
が
初
読
の
感
想
を
「
軽
く
、
明
る
く
、
し
か
も
簡
勤
な
、
気

持
ち
の
好
い
筆
致
で
、
石
田
と
云
ふ
軽
重
兵
少
佐
と
其
周
囲
を
書
い
て
居
る
」

「
こ
れ
を
読
む
と
小
倉
あ
た
り
へ
行
っ
て
、
目
の
ギ
ヨ
ロ
ツ
と
し
た
馬
丁
や
、

忠
実
さ
う
な
顔
を
し
て
風
呂
敷
で
仕
事
す
る
婆
に
逢
っ
た
や
う
な
気
が
す
る
」

一
五
と
記
し
た
よ
う
に
、
鴎
外
の
実
生
活
と
は
別
に
し
て
こ
の
『
鶏
』
の
世
界
に

入
る
こ
と
に
よ
り
、
「
軽
く
、
明
る
く
、
し
か
も
簡
動
な
、
気
持
ち
の
好
い
筆

致
」
で
書
か
れ
、
「
耳
」
に
は
た
ら
き
か
け
る
音
が
反
響
す
る
、
こ
の
作
品
の

美
し
い
世
界
観
を
味
わ
え
る
の
で
は
な
い
か
。
，

つ
づ
い
て
『
鶏
』
の
翌
月
に
発
表
さ
れ
、
同
じ
く
擬
音
な
ど
の
音
が
多
く
使

わ
れ
た
『
金
貨
』
に
つ
い
て
み
て
み
る
。

『
金
貨
』
は
八
と
い
う
名
の
男
が
軍
人
の
屋
敷
に
盗
み
に
入
る
話
で
あ
る
。

同
時
代
評
で
は
そ
の
主
人
公
に
つ
い
て
「
八
さ
ん
は
罪
の
な
い
、
愛
矯
の
あ
る

男
で
あ
る
。
泥
坊
し
で
も
可
愛
ら
し
い
、
面
が
憎
く
な
い
。
(
略
)
泥
坊
を
す

る
動
機
が
甚
だ
面
白
い
。
泥
坊
を
し
た
結
果
に
至
つ
て
は
更
に
面
白
い
。
別
に

盗
み
度
い
事
も
な
い
が
、
盗
ま
れ
な
け
れ
ば
義
理
が
済
ま
ん
、
八
さ
ん
の
佑
券

に
障
る
と
で
も
考
へ
て
る
ら
し
い
か
ら
面
白
い
。
(
略
)
ぼ
ん
や
り
の
八
さ
ん

が
二
十
余
頁
に
渉
っ
て
、
生
き
/
¥
と
し
て
活
躍
し
て
ゐ
る
」
(
無
署
名
「
最
近

文
芸
外
観
」
「
帝
国
文
学
」
明
四
二
、
一

O
)
と
、
作
品
全
体
に
渉
っ
て
「
生
き
生
き
」

と
動
く
人
物
像
が
「
面
白
い
」
と
評
さ
れ
て
お
り
、
相
馬
御
風
氏
も
ま
た
「
面

白
い
。
難
な
く
書
け
て
居
る
。
手
に
入
っ
て
も
の
だ
・
。
(
略
)
何
し
ろ
『
金
貨
』

は
、
軽
い
ユ
モ
ア
の
あ
る
、
面
白
い
、
肩
の
凝
ら
ぬ
作
だ
」
(
「
九
月
の
小
説
界
」

「
早
稲
田
文
学
」
明
四
二
、
一

O
)
と
そ
の
面
白
み
の
あ
る
と
こ
ろ
を
評
価
し
て
い

口
δ



る。
八
が
盗
み
に
入
ろ
う
と
決
め
屋
敷
の
中
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
音

が
表
れ
出
す
。
「
音
も
せ
ず
に
開
い
た
」
門
の
内
に
一
這
入
る
八
で
あ
る
が
、
「
こ

の
時
が
た
が
た
ど
し
ん
と
い
う
恐
ろ
し
い
音
」
が
鳴
ら
さ
れ
八
を
嫌
み
あ
が
ら

せ
る
。
こ
の
音
の
挿
入
は
巧
み
で
あ
る
。
滑
稽
劇
的
な
八
の
盗
み
の
話
が
こ
の

音
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
は
じ
ま
る
が
、
八
が
盗
み
の
間
中
気
に
す
る
「
音
」
へ

の
注
意
点
が
ま
ず
こ
の
場
面
に
お
い
て
意
識
的
に
置
か
れ
て
い
る
。
盗
み
の
問
、

八
は
「
音
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
音
へ
の
意
識
を
過
敏
に
し
、
「
勝
手
の

戸
を
締
め
る
音
」
「
軒
声
」
「
小
便
を
す
る
音
」
な
ど
周
囲
で
鳴
ら
さ
れ
る
さ

ま
ざ
ま
な
音
に
反
応
を
見
せ
て
い
る
。
そ
ん
な
八
を
助
け
る
役
を
な
す
の
が

『
鶏
』
で
も
降
っ
て
い
た
雨
で
あ
る
。
「
雨
が
ざ
っ
ざ
と
降
っ
て
い
る
の
で
、

笹
葉
が
落
ち
て
積
っ
て
じ
く
じ
く
に
な
っ
て
い
る
上
を
踏
ん
で
も
、
少
し
も
音

は
聞
え
」
ず
、
八
の
立
て
る
音
を
消
し
て
く
れ
る
。
雨
は
そ
の
後
「
雨
は
ど
し

ど
し
漏
っ
て
来
る
」
「
ぱ
ち
り
ば
ち
り
と
云
う
石
の
音
、
が
、
雨
の
音
の
聞
に
聞

え
る
ば
か
り
で
、
一
座
は
ひ
っ
そ
り
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
降
り
続
け
、
八
が

盗
み
を
終
え
屋
敷
か
ら
出
る
と
き
に
な
っ
て
「
雨
は
い
つ
の
間
に
か
止
ん
で
い

た
と
見
え
る
」
と
そ
の
役
を
終
え
る
。
八
は
そ
の
雨
が
作
る
「
ひ
っ
そ
り
」
と

し
た
空
間
の
中
で
周
囲
の
音
に
注
意
し
、
音
を
立
て
な
い
よ
う
に
屋
敷
の
奥
へ

と
這
入
っ
て
い
く
。

こ
の
「
ひ
っ
そ
り
」
と
し
た
空
間
に
繰
り
返
し
挿
入
さ
れ
る
音
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
「
時
計
の
音
」
で
あ
る
。
『
半
日
』
で
「
ひ
っ
そ
り
」
し
た
一
間
に
反

響
さ
れ
た
「
時
計
の
音
」
は
、
構
成
的
に
も
、
心
理
的
に
も
効
果
的
な
音
と
な

っ
て
い
た
が
、
『
金
貨
』
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
は
た
ら
き
を
な
し
て
い
る
。

「
障
子
か
襖
か
を
開
け
た
り
締
め
た
り
す
る
音
が
二
三
編
聞
え
て
、
跡
は
ひ

っ
そ
り
し
た
。
時
計
の
音
が
す
る
。
八
が
数
え
た
ら
、
十
時
で
あ
っ
た
」
。
こ

こ
か
ら
時
間
は
進
ん
で
い
く
が
、
一

O
時
(
二
二
時
)
か
ら
一
時
ま
で
の
問
、

部
屋
で
は
主
人
と
鵡
顔
の
男
の
棋
の
勝
負
が
ず
っ
と
続
い
て
お
り
、
八
は
中
の

様
子
を
う
か
が
え
る
竹
薮
の
中
で
「
十
一
時
の
時
計
が
聞
え
る
」
「
十
二
時
の

時
計
が
聞
え
た
」
と
鳴
ら
さ
れ
る
時
計
の
音
を
聴
き
、
過
ぎ
ゆ
く
時
を
感
じ
な

が
ら
、
勝
負
が
つ
き
主
人
た
ち
が
寝
静
ま
る
の
を
た
だ
辛
抱
強
く
待
ち
続
け
て

い
る
冶
主
人
た
ち
が
眠
っ
た
後
二
時
を
打
っ
た
」
時
計
の
音
を
き
っ
か
け
に
、

八
は
薮
か
ら
出
て
部
屋
の
中
へ
と
侵
入
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
「
時
計
が
二
時

を
打
」
っ
と
、
「
八
は
時
計
の
音
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
少
し
覚
醒
し
た
よ
う
な
心

持
が
す
る
と
共
に
、
例
の
泥
坊
と
し
て
の
義
務
を
思
い
出
し
た
」
と
そ
の
音
に

よ
っ
て
自
ら
の
「
泥
坊
と
し
て
の
義
務
」
を
再
認
識
し
盗
み
を
は
じ
め
、
金
色

に
光
る
金
貨
を
み
つ
け
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
時
計
の
音
」
は
八
の
耳
に
は

た
ら
き
か
け
、
そ
の
行
動
を
う
な
が
し
誘
導
し
て
い
る
が
、
金
貨
を
盗
み
終
え

た
時
点
で
「
雨
」
と
同
じ
く
そ
の
役
目
を
終
え
る
と
、
「
八
は
こ
ん
な
風
で
彼

此
三
十
分
も
う
と
う
と
と
し
い
た
。
そ
の
聞
に
時
計
が
三
時
を
打
っ
た
の
を
も
、

八
は
知
ら
な
か
っ
た
」
と
そ
の
音
の
響
き
は
八
の
耳
に
届
か
な
く
な
る
。
そ
し

て
、
八
が
こ
の
屋
敷
か
ら
出
よ
う
と
し
て
捕
ま
り
そ
の
結
末
を
迎
え
る
ま
で
、

八
が
あ
ん
な
に
も
気
に
し
て
い
た
音
が
鳴
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
『
金

貨
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
音
は
、
八
の
盗
み
の
間
に
限
定
さ
れ
、

そ
の
緊
張
感
や
八
の
心
理
を
音
に
よ
っ
て
表
現
し
、
読
者
に
あ
り
あ
り
と
伝
え

て
い
る
。
八
が
無
罪
放
免
を
赦
さ
れ
、
よ
う
や
く
軍
人
の
家
か
ら
出
る
終
幕
の

場
面
に
置
か
れ
る
「
雨
戸
を
が
ら
が
ら
と
繰
り
明
け
る
音
、
が
し
て
、
続
い
て
咳

払
の
声
が
し
た
」
と
い
う
最
後
の
音
響
に
よ
っ
て
、
八
の
盗
み
の
話
が
終
わ
っ

た
こ
と
が
ユ
ー
モ
ア
を
込
め
て
読
者
に
告
げ
ら
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
『
電
車
の
窓
』

『
木
精
』
、

『
鶏
』
と
『
金
貨
』
の
四
作
品



に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
音
響
的
工
夫
は
、
テ
ー
マ
的
な
「
音
」
が
作
品
全
体
で

繰
り
返
し
響
か
さ
れ
作
品
世
界
を
に
ぎ
や
か
に
彩
る
と
と
も
に
、
そ
の
音
を
主

題
や
登
場
人
物
の
心
理
に
ま
で
差
し
響
か
せ
る
効
果
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
今

ま
で
あ
ま
り
聞
き
と
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
作
品
の
音
に
焦
点
を

当
て
、
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
読
み
解
か
れ
方
と
は
ま
た
別
の
、

新
た
な
読
み
方
と
作
品
の
持
つ
魅
力
を
発
掘
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
小
泉
桂
一
郎
『
森
鴎
外
|
文
業
解
題
(
創
作
篇
)
』

一

)二
小
泉
桂
一
郎
著
『
森
鴎
外
l
文
業
解
題
(
創
作
篇
)
』

一
一
、
一
)

三
『
鴎
外
文
芸
の
研
究
中
年
期
篇
』
(
有
精
堂
、
一
九
九
一
、
一
)

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

玉
竹
盛
天
雄
「
『
木
精
』
と
『
牛
鍋
』
、
『
電
車
の
窓
』
の
実
験
」
(
『
鴎
外

の
文
様
』
精
興
社
、
一
九
八
四
、
七
)

六
竹
盛
天
雄
氏
の
「
『
木
精
』
と
『
牛
鍋
』
、
『
電
車
の
窓
』
の
実
験
」
(
『
鴎
外

そ
の
文
様
』
精
興
社
、
一
九
八
四
、
七
)
や
大
屋
幸
世
氏
の
「
明
治
四
二
年
末

の
鴎
外
l

『
杯
』
と
『
木
精
』
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
『
鴎
外
へ
の
視
覚
』
有
精

堂
、
一
九
八
四
、
二
一
)
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
内
容
を
ま
と
め
た
。

七
右
記
と
同
じ
く
。

八
『
鴎
外
文
芸
の
研
究
中
年
期
篇
』
(
有
精
堂
、
一
九
九
一
、
一
)

九
小
林
英
夫
『
美
学
的
文
体
論
』
(
広
済
堂
出
版
、
一
九
六
八
)

一O

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

二
酒
井
敏
「
『
鶏
』
論
鴎
外
作
品
史
上
の
位
置
|
」
(
酒
井
敏
『
森
鴎
外
と
そ

の
文
学
へ
の
道
標
』
新
典
社
、
二

O
O
三
、
三
)

=
一
須
田
喜
代
次
『
鴎
外
の
文
学
世
界
』
(
新
典
社
、

(
岩
波
書
底
、

九
八

(
岩
波
書
居
、

九
八

一
九
九

O
、
六

三
一
酒
井
敏
「
『
鶏
』
論
鴎
外
作
品
史
上
の
位
置
」

の
文
学
へ
の
道
標
』
新
典
社
、
二

O
O
三
、
三
)

一
四
飛
鳥
井
雅
道
『
鴎
外
そ
の
青
春
』
(
角
川
書
倍
、
一
九
七
六
、

一
五
「
八
月
の
小
説
界
」
(
「
早
稲
田
文
学
」
一
九

O
九
、
九
)

(
酒
井
敏
『
森
鴎
外
と
そ

そ

nu 
--よ


