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到
到
劇
ヨ

次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（成
城
大
・
文
士じ

島
崎
藤
村
の

『若
莱
集
』
に
は

「逃
げ
水
」
と
題
し
た
次
の
よ
う
な
詩

が
あ
る
。

ゆ
ふ
ぐ
れ
し
づ
か
に
／
ゆ
め
み
ん
と
て
／
よ
の
わ
づ
ら
ひ
よ
り
／
し

ば
し
の
が
る
／
き
み
よ
り
ほ
か
に
は
／
し
る
も
の
な
き
／
花
か
げ
に

ゆ
き
て
／
こ
ひ
を
泣
き
ぬ
／
す
ぎ
こ
し
ゆ
め
ぢ
を
／
お
も
ひ
み
る

に
／
こ
ひ
こ
そ
つ
み
な
れ
／
つ
み
こ
そ
こ
ひ

（以
下
略
）

こ
れ
が
明
治
二
十

一
年
に
出
た

『新
撲
讃
美
歌
』
に
あ
る
植
村
正
久
訳

の

「第
四
の
歌
」
の
ａ
換
骨
奪
胎
で
あ
る
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。

ゆ
ふ
ぐ
れ
し
づ
か
に
い
の
り
せ
ん
と
て
／
よ
の
わ
づ
ら
ひ
よ
り
し
ば

し
の
が
る
／
か
み
よ
り
ほ
か
に
き
く
も
の
な
き
／
木
か
げ
に
ひ
れ
ふ

し
つ
み
を
く
い
ぬ

二
つ
を
較
べ
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、

「
Ａ

」
は

「
Ｂ

」
に
な
り
、

「
Ｃ

」
は

「
Ｄ

」
に
な
り
、

「
つ
み
」
は

「
こ
ひ
」
に
置
き
換
え
ら
れ
、

「逃
げ
水
」
と
い
う
１
引

ョ‐
引
引

ョー
引
的
な
題
そ
の
ま
ま
に
こ
の
藤
村
の

詩
は

「な
つ
か
し
き
君
と
／
て
を
た
づ
さ
へ
／
く
ら
き
冥
府
ま
で
も
／
か

け
り
ゆ
か
ん
」
と
い
う
句
で
終
わ
っ
て
い
る
。

木
曽
の
山
奥
と
い
う
、

か
つ

解
答

・
解
説
↓
別
冊
５‐
ぺ
‐
ジ

て
平
田
篤
胤
ら
の

「復
古
神
道
」
が
そ
う
し
た
谷
々
を
み
た
し
た
場
所
か

ら
出
て
東
京
で

「洋
学
」
を
学
び
、

キ
リ
ス
ト
教
と
文
学
に
入
り
、

や
が

て

「自
我
」
に
目
覚
め

「罪
」
の
自
覚
と

「告
白
」
を
文
学
的
に
２
ヘ
ン

ヨ
ウ
さ
せ
、

そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
的
表
現
を
求
め
て
棄
教
の
道
を
選
ん
だ

ｂ
島
崎
藤
村
に
お
け
る
若
き
日
の
思
考
の
分
水
嶺
を
右
の
詩
は
象
徴
的
に

物
語

っ
て
い
よ
う
。

こ
の
習
置

か
ら

「肉
」
へ
の
転
換
が
、

や
が
て

「自

然
」
の
力
強
い
肯
定
に
な
る
の
は
、

藤
村
自
身
の

『新
生
』
や
武
者
小
路

実
篤
や
志
賀
直
哉
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
さ
て
お
き
、

こ
こ
に
あ
ら

わ
れ
た
ロ
マ
ン
的
香
気
が
キ
リ
ス
ト
教
の

「霊
」
と

「肉
」
の
二
元
論
に

よ
っ
て
こ
そ
成
立
し
た
点
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

そ
れ
は
、

た
と
え
ば
、

根
底
に
、

未
了
の
恋
、

ま
た
は

「禁
忌
」
の
恋

の
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
、

中
世
、

西
欧
の
恋
を

「世
紀
末
」
イ
ギ
リ
ス
の
文

学
を
透
か
せ
て
歌
っ
た
夏
目
漱
石
の

「水
底
の
感
」
に
あ
る

「水
の
底
、

水
の
底
、

住
ま
ば
水
の
底
。

深
き
契
り
、

深
く
沈
め
て
、

永
く
住
ま
ん
、

君
と
我
」
や

「う
れ
し
き
水
底
。

清
き
吾
等
に
、

談
り
遠
く
夢
透
ら
ず
、

有
耶
無
耶
の
心
ゆ
ら
ぎ
て
、

愛
の
影
ほ
の
見
ゆ
」
と
い
う
詩
句
と
も
通
底
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す

る

ｃ
州
潮

の‐
剖
剰

の‐
利
刊
劇
引
到
到
州
を
示
し
て
余
す

と
こ
ろ
が
な

い
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、

明
治
の

「洋
学
」
と
３
ヒ
ョ
ウ
リ
イ

引
刻
利
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
、
と
く
に
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
思

想
な
く
し
て
は
成
り
立
ち
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

も
し
、

夏
目
漱
石
の

「現
代
日
本
の
開
化
」
の
中
で
の
べ
ら
れ
た

「内

発
」
と

「外
発
」
の
問
題
を
明
治

「近
代
」
に
お
い
て
考
え
れ
ば
、

「新

親
驚
主
義
」
が
西
欧
の
刺
激
と
影
響
に
よ
っ
て

「内
発
」
的
に
仏
教
の
伝

統
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
の
に
た
い
し
て
、

外
来
の
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
思
想

は

「外
発
」
に
よ
っ
て
う
ま
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、

「
つ
み
」
が
生
ま
れ

「
こ
ひ
」
と
内
的
ド
ラ
マ
を
お
こ
し
、
ｄ

「
こ
ひ
」
の

引
迅
日
１１
「
て―
引
「‐
¬
例
Ｉ‐
田
拙
刻
ｕ
判
と
言
っ
て
よ
い
。

（饗
庭
孝
男

「
『制
度
と
自
然
』
―
―
大
正
期
、

宗
教
的

『絶
対
』
の
エ
ネ
ル
ギ

問

一　
傍
線
部
１
～
３
の
片
仮
名
を
漢
字
に
改
め
よ
。

間
二
　
傍
線
部
ａ

「換
骨
奪
胎
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
先
行
す
る
詩
文
を
引
用
し
な
が
ら
新
し
い
独
自
な
作
品
を
生
み
出
す
こ
と

口
　
先
行
す
る
詩
文
を
否
定
し
な
が
ら
新
し
い
独
自
な
作
品
を
生
み
出
す
こ
と

ハ
　
先
行
す
る
詩
文
を
生
か
し
な
が
ら
新
し
い
独
自
な
作
品
を
生
み
出
す
こ
と

一一　
先
行
す
る
詩
文
を
批
評
し
な
が
ら
新
し
い
独
自
な
作
品
を
生
み
出
す
こ
と

間
三
　
傍
線
部
ｂ
を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る
詩
の
一
行

（／
～
／
）
を
記
せ
。

問
四
　
空
欄
Ａ
～
Ｄ
に
適
す
る
語
を
引
用
詩
の
中
か
ら
選
ん
で
記
せ
。

問
五
　
傍
線
部
ｃ
の

「
二
重
性
」
を
表
し
て
い
る
対
の
語
を
本
文
中
か
ら
、

二
組
選
ん
で
記
せ
。

問
六
　
傍
線
部
ｄ
の
内
容
を
最
も
端
的
に
表
し
て
い
る
語
句

（
一
二
年
以
内
）
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
記
せ
。

問
七
　
『若
菜
集
』
の
ほ
か
に
、

藤
村
の
著
し
た
詩
集
名
を

一
つ
記
せ
。
ま
た
、

『若
菜
集
』
執
筆
の
こ
ろ
、

藤
村
が
か
か
わ
っ
て
い
た
文
学
雑
誌
名
を

記
せ
。

し
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（西
南
学
院
大
・
経
・
文
）

三
好
達
治
の
数
多
い
詩
集
の
序
や
あ
と
が
き
を
読
ん
で
、

恐
ら
く
だ
れ

の
眼
に
も
奇
異
に
う
つ
る
に
違
い
な
い
特
色
が

一
つ
あ
る
。

そ
れ
は
、

た

と
え
ば

『春
の
岬
』
の
序
詩
に
、

ひ
る
が
へ
し
見
れ
ば
１
つ
た
な
し

よ
み
か
へ
す
さ
へ
や
２
も
の
う
し

宿
か
り
の
か
つ
て
や
ど
り
し

貝
な
り
と
こ
の
貝
が
ら
の

童
べ
さ
び

う
づ
わ
の
底
を
さ
し
の
ぞ
け

あ
る
は
た
だ
小
さ
き
間
の
み

と
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
、
自
虐
的
な
響
き
さ
え
こ
も
っ
た
謙

辞
で
あ
る
。

だ
が
こ
れ
は
果
た
し
て
謙
譲
の
言
葉
な
の
だ
ろ
う
か
。

序
詩

の
こ
の
最
初
の
二
行
と

「文
台
引
卸
せ
ば
皆
文
３
劇
剖
」
と
い
う
芭
蕉
の

言
葉
と
の
間
に
は
何
と
い
う
親
近
性
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、

二
人
と
も
何
と
も
自
時
に
お
い
て
際
立
っ
た
芸
術
家
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
一
塁
日
‐Ａ‐
――
面
と
み
え
る
言
葉
の
背
後
に
は
、

確
か
に
自
作
ヘ

の
執
心
の
な
さ
、

恐
ろ
し
く
男
性
的
な
克
己
心
が
あ
る
。
だ
か
ら
三
好
の

解
答

・
解
説
↓
別
冊
５２
べ
‐
ジ

詩

に

４
期

．し

く

見

出

さ

れ

る

あ

の
同

ＩＢＩ

Ｉ Ｉ

面

な

協

農

の

ル

フ

ラ

ン

、

さ
れ
ど
今
は
な
し
　
今
は
な
し
　
今
は
な
し

か
の
遠
き
日
の
　
か
ず
か
ず
の
わ
が
も
の
思
ひ

こ
う
し
た
嘆
き
は
、

む
し
ろ
常
に
吐
き
出
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

三
好
の
精
神
の
５
判

ン‐

コ‐
引
を
よ
り
危
機
的
に
際
立
た
せ
、

保
た
せ
る
役

割
を
果
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
よ
う
な
印
象
さ
え
与
え
る
。
ま

た
そ
れ
は
事
実
そ
う
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、

日
‐
ｖ
ｌ

日
留

と
い
う
処
女
詩
集
は
、

後
年

コ日
ｌａｌ
□
頑
裂
の
感
が
著
し
い
」、
「し
っ
か

り
と
し
た
思
想
の
支
柱
」
が
な
い
も
の
、

嗣
‐
・
‐

ＩＤ十
日
二
斗
の
思
ひ
」
の
す
る

詩
集
と
三
好
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

昭
和
の

詩
的
青
春
の
、

最
も
豊
か
な
結
実
で
あ
り
、

数
多
く
の
年
若
い
潜
在
的
詩

人
の
中
に
最
初
の
火
花
を
燃
え
上
が
ら
せ
た
に
違
い
な
い
処
女
詩
集
を
、

詩
人
自
身
は
こ
の
よ
う
な
眼
で
批
評
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。

三
好
の
場
合
、

そ
れ
は
若
年
の
６
引
判
を
恥
じ
て
み
せ
る
日
‐Ｃ‐
□

的
な
な
ら
わ
し
か
ら
で
は
な
く
、

確
信
を
も
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

（大
岡
信

「抒
情
の
批
判
し

問

一　
空
欄
Ａ
～
Ｃ
に
最
も
適
当
な
言
葉
を
次
の
イ
～
へ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

同
じ
言
葉
を
二
度
使
っ
て
は
な
ら
な
い
。

イ
　
一
般
　
　
　
　
回
　
理
性
　
　
　
　
ハ
　
謙
譲

】一　
普
遍
　
　
　
　
ホ
　
感
傷
　
　
　
　
へ
　
誇
張
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問
工
　
傍
線
部
１

・
２
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
イ
～
二
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
ず
つ
選
び
、

１
・・も
つ
た
な
し
」

イ
　
愚
か
だ
　
　
　
回
　
下
手
だ

ハ
　
意
気
地
な
い
　
〓一　
運
が
悪
い

２
・名
も
の
う
し
」

イ
　
憂
鬱
だ
　
　
　
回
　
怠
慢
だ

ハ
　
不
安
だ
　
　
　
二
　
心
配
だ

間
三
　
空
欄
Ｘ
に
該
当
す
る
詩
集
を
次
の
イ
～
二
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
一
点
鐘
　
　
　
　
回
　
春
と
修
羅
　
　
　
　
ハ
　
在
り
し
日
の
歌
　
　
　
　
】一　
測
量
船

問
四
　
空
欄

ａ
・
ｂ
に
該
当
す
る
言
葉
を
次
の
イ
～
ホ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
冷
水
　
　
　
　
口
　
冷
汗
　
　
　
　
ハ
　
思
案
　
　
　
　
〕一　
支
離
　
　
　
　
ホ
　
首
尾

問
五
　
筆
者
が
引
用
し
た
詩
の
中
に
接
尾
語
が

一
つ
あ
る
。

そ
れ
を
抜
き
出
し
て
記
せ
。

問
六
　
傍
線
部
３

●
４
の
読
み
方
を
平
仮
名
で
記
せ
。

問
七
　
傍
線
部
５

●
６
の
片
仮
名
を
漢
字

（楢
書
）
で
記
せ
。

記
号
で
答
え
よ
。



韻 文 106

圏
次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（国
学
院
大
・
文
）

西
洋
風
に

一
世
代
を
三
十
年
と
考
え
る
な
ら
ば
、　

一
つ
の
大
き
な
社
会

的
転
換
が
人
間
の
心
の
う
ち
に
食
い
こ
ん
で
く
る
の
は
、

お
よ
そ
二
十
年

の
歳
月
が
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
詩
の
歴
史
の
上
で
眺
め
る

な
ら
ば
、
日
本
の
詩
が

『若
莱
集
』
に
１
引
引
洲
引
す
る
の
が
明
治
二
十

年
で
あ
り
、

ま
た
散
文
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、

正
岡
子
規
が
短
歌
の
革

新
を
め
ぐ
っ
て
写
生
文
の
意
味
を
強
調
し
た
の
が
明
治
二
十
年
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
テ」う
い
う
動
向
の
背
景
に
は
、
″標

準
語
″
に
よ

っ
て

″方

言
″
の
世
界
が
微
妙
に
侵
蝕
さ
れ
、

改
め
て

″標
準
語
″
を
通
じ
て

″方

言
″
な
い
し
は

″民
話
″
の
う
ち
に
私
的
な
言
語
を
求
め
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。

政
治
史
的
に
は
、

二
十
年
に
わ
た
っ
て

″藩
閥
内
閣
″
が
江
戸
期
の
世

界
像
を
２
ケ
イ
シ
ョ
ウ
し
な
が
ら
成
立
し
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、

立
憲

派
と
い
う
べ
き
大
隈
重
信
が
組
関
し
た
の
が
明
治
二
十

一
年
で
あ
る
。

当

時
の
こ
の
革
新
内
閣
が
封
建
制
を
否
定
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
支
持
層

に
し
た
こ
と
は
、

の
ち
の
大
隈
重
信
の
歩
み
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
江
戸
期
の
秩
序
を

″標
準
語
″
に
よ
っ
て
再
組
織
し
た
藩
閥
政
権

は
、

皮
肉
に
も

″標
準
語
ク
の
論
理
を
も
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
力
に

よ
っ
て
倒
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
政
治
的
に
は
進
歩
に
相
違
な
か
ろ

う
が
、

文
明
史
的
に
は
資
本
主
義
の
異
常
発
達
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
″方

解
答

・
解
説
↓
別
冊
５３
ぺ
‐
ジ

言
″
の
世
界
の
危
機
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
は

″民
話
″

に
よ
る
有
機
的
統
合
の
崩
壊
を
も
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。

当
時
こ
の
デ

ィ
レ
ン
マ
を
最
も
３
工‐
利
酬
ン‐
に
感
受
し
て
い
た
の
が
柳
田
国
男
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

例
技
頑
ぐ
距
世
は
を
ぐ
ら
き
を

働
何

じ

ぼ
お
れ

は
討
域
づ
域

ｄ

０
高
ミ
常
収
至
高
資
打
費
働
用
桃
於
町
Ｒ

働
村
魚
打
ｑ
ｂ
罵
符
月
阪
惑
策
幣
慨
に

こ
の
柳
田
国
男
の
詩
に
は
ａ
剰
刺
劇
引
州
劇
引
利
週
側
個
の‐
洲
ィ‐
レー
ン‐

マ
ヘ
の
的
確
な
洞
察
が
働
い
て
い
る
。

「
Ａ

」
と
で
つ
感
覚
に
、

い
わ
ゆ

る

″近
代
的
自
我
″
の
め
ざ
め
を
み
る
人
も
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、

い
っ
そ

う
大
き
な
文
脈
の
う
ち
に
据
え
れ
ば
、
″黒

船
″
に
よ
っ
て
鎖
国
の
夢
を
破

ら
れ
た
日
本
の
現
実
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
に
思
う
。

好
ん
で
目
を

さ
ま
し
た
の
で
は
な
い
。

国
際
的
普
遍
性
と
し
て
訪
れ
た
何
も
の
か
に
よ

っ
て
、
″方

言
″
の
世
界
が
徐
々
に
侵
蝕
さ
れ
、

い
や
で
も
目
を
さ
ま
さ
れ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
柳
田
の
眼
に
鮮
明
に

映
り
は
じ
め
て
き
た
の
は
、

「
Ｂ

」
、　

つ
ま
り

″民
話
″
と

″方
言
″
の

世
界
で
あ
っ
た
。

明
治
人
と
し
て
の
柳
田
に
と
っ
て
、

文
明
開
化
が
国
家
存
立
の
上
で
不
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可
避
で
あ
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
。

大
衆
が
伝
統
的
な
生
活

様
式
を
４
対
調

ュ‐
す
る
の
が
現
実
で
あ
る
な
ら
、

時
に
は
伝
統
を
否
定
し

て
文
明
開
化
の
礼
賛
者
に
な
る
の
も
人
の
世
の
普
通
の
で
き
ご
と
に
す
ぎ

な
い
。

柳
田
国
男
に
独
創
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
彼
が

″
民
話
″

や

″方
言
″
を

″近
代
″
と
対
置
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
″近

代
″
も
ま

た

″
民
話
″
の
世
界
の
で
き
ご
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
、

的
確
に
み

ぬ
い
て
い
た
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
前
記
の
話
に
あ
る

「
Ｃ

」、
い
い
か
え
れ
ば

″方
言
ク
の
世
界
の

リ
ア
リ
テ
ィ
を
、

柳
田
が
い
や
で
も
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、

彼
が
当
時
の
知
識
人
の
う
ち
で
ず
ば
ぬ
け
て
覚
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

奇
妙
な
い
い
方
に
な
る
が
、

柳
田
は
都
会
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
農
村
を
発
見
し
た
と
で
も
い
お
う
か
。

同
じ
く
上
京
し
て
き
た
地
方

青
年
で
あ
っ
た
島
崎
藤
村
が
、

東
京
生
活
を
体
験
し
、
し
か
も
東
京
に
そ

む
く
形
で
自
我
の
め
ざ
め
に
出
あ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

『若
莱
集
』
の
う
ち

で
最
も
近
代
的
と
い
え
る

「革
枕
」
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

心
の
宿
の
働
宮
城
野
よ

働
試
紙
ぐ
茶
設
車
家
に
は

日
景
も
薄
く
草
枯
れ
て

０
荒
れ
た
る
野
こ
そ
う
れ
し
け
れ

働
紙
のｔ
摂
な
を
眺
む
れ
ば

空
冬
雲
に
覆
は
れ
て

身
に
ふ
り
か
か
る
側
重

鴨

袖
の
氷
と
閉
ぢ
あ

へ
り

こ
の
部
分
は
、

近
代
詩
が
本
質
的
に

″方
言
″
に
通
じ
る

″聞
″
の
う

ち
に
根
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
語
り

つ
く
し
て
い
る
。

「心
の
宿
」
が

「
Ｄ

」

で
あ
り
、

「
Ｅ

」
が

「う

れ
し
」
と

い
う

こ
と
で
あ
り
、

「
Ｆ

」
は
「袖
の
氷
と
閉
じ
あ
」
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
本
近

代
詩
の
成
立
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
発
想
法
は
、

文
明
史
的
に
は
次
の
よ

う
な
認
識
を
わ
れ
わ
れ
に
可
能
に
す
る
。

資
本
主
義
の
精
神
と
文
学
上
の

自
我
の
め
ざ
め
と
は
、

江
戸
伝
来
の
秩
序
か
ら
ハ
ミ
出
し
て
し
ま
う
と
い

う
点
で
は
共
通
項
を
保
ち
え
た
。
し
か
し
、

資
本
主
義
の
も
つ

″方
言
″

へ
の
否
定
性
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
ｂ
紺
洲
劇
剰
劇
封
判
劇
剰
引
劇
刊

劇
倒
遡
封
引
ｕ
刺
例
引
紺
潮
料
の
で
あ
る
。

（機
田
光

一
「思
想
と
し
て
の
東
京
し

問

一　
傍
線
部
ａ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。

次
に
筆
者
の
文
を
掲
げ
て
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
の
ど
れ
が
そ
の
意
味
と
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
か
。

次
の
イ
～
ホ
０
つ
ち
か
ら

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
文
明
史
的
に
は
資
本
主
義
の
異
常
発
達
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
″方

言
″
の
世
界
の
危
機
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

口
　
国
際
的
普
遍
性
と
し
て
訪
れ
た
何
も
の
か
に
よ
っ
て
、

い
や
で
も
目
を
さ
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
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ハ
　
文
明
開
化
が
国
家
成
立
の
上
で
不
可
避
で
あ
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
。

一一　
時
に
は
伝
統
を
否
定
し
て
文
明
開
化
の
礼
賛
者
に
な
る
の
も
人
の
世
の
普
通
の
で
き
ご
と
に
す
ぎ
な
い
。

ホ
　
″近

代
″
も
ま
た

″民
話
″
の
世
界
の
で
き
ご
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
、

的
確
に
み
ぬ
い
て
い
た
。

間
二
　
空
欄
Ａ
～
Ｃ
に
入
れ
る
の
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
柳
田
国
男
の
詩
句
を
、

波
線
部
例
～
働
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で

答
え
よ
。

間
三
　
空
欄
Ｄ
～
Ｆ
に
入
れ
る
の
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
島
崎
藤
村
の
詩
句
を
、

波
線
部
働
～
倒
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で

答
え
よ
。

問
四
　
傍
線
部
ｂ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。

次
に
筆
者
の
文
を
掲
げ
て
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
の
ど
れ
が
そ
の
意
味
と
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
か
。

次
の
イ
～
ホ
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
近
代
詩
が
本
質
的
に

″方
言
″
に
通
じ
る
間
の
う
ち
に
根
を
も
っ
て
い
た
。

口
　
上
京
し
て
き
た
地
方
青
年
が
、

東
京
に
そ
む
く
形
で
自
我
の
め
ざ
め
に
出
あ
っ
て
い
る
。

ハ
　
″民

話
″
や

″方
言
″
を

″近
代
″
と
対
置
さ
せ
た
。

↑一　
″方

言
″
の
世
界
が
徐
々
に
侵
蝕
さ
れ
、

い
や
で
も
目
を
さ
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

ホ
　
文
明
史
的
に
は
資
本
主
義
の
異
常
発
達
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
″方

言
″
の
世
界
の
危
機
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

問
五
　
筆
者
の
言
う

″標
準
語
″
・
″方

言
″
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
の
比
喩
か
。
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
イ
～
へ
の
う
ち
か

ら

一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
資
本
主
義
　
　
　
回
　
農
村

ハ
　
伝
統
　
　
　
　
　
一一　
都
会

ホ
　
自
我
　
　
　
　
　
へ
　
近
代

問
六
　
筆
者
の
主
張
の
中
心
に
あ
る
考
え
と
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、

次
の
イ
～
ホ
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
明
治
三
十
年
代
の
転
換

回
　
資
本
主
義
の
精
神
と
文
学

ハ
　
近
代
的
自
我
の
め
ざ
め
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〓一　
文
明
史
上
の
明
治
二
十
年

ホ
　
日
本
近
代
史
の
発
想

問
七
　
傍
線
部
１
～
４
の
片
仮
名
を
漢
字

（楢
書
）
で
書
け
。
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『
圏
申
圏
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（青
山
学
院
大
・
文
）

多
情
却
似
総
無
情

惟
覚
樽
前
笑
不
成

蟻
燭
有
心
還
惜
別

番
人
垂
涙
到
天
明
　
　
　
　
　
杜
牧

吉
川
幸
次
郎
氏
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
。

情
多
き
も
の
は
却
つ
て
似
た
り
１
総
べ
て
情
無
き
も
の
に

惟
だ
覚
ゆ
樽
前
に
笑
ひ
の
成
ら
ざ
る
を

蟻
燭
は
２
心
有
り
て
還
別
れ
を
惜
し
み

人
に
番
は
り
て
涙
を
垂
れ
つ
つ
天
明
に
到
る
。

こ
れ
は
「別
れ
に
贈
る
」
と
題
さ
れ
た
詩
で
、
こ
の
別
れ
は
、

「
ａ
引
引

一刺
」
の
別
れ
の
よ
う
な
同
ＩＡＩ
□
可
れ
で
は
な
く
、

沈
痛
な
、

同
ＩＢＩ
□
可
れ

の
よ
う
で
あ
る
。

作
者
杜
牧
は
唐
の
末
に
近
い
こ
ろ
、

か
つ
て
の
大
学
相
の
孫
と
し
て
生

ま
れ
た
人
で
あ
っ
た
が
、

志
を
得
ず
、

ま
た
時
勢
に
慨
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
酒
色
に
ふ
け
っ
て
こ
れ
を
歌
う
な
ど

「紅
燈
の
巷
に
行
き
て
帰
ら
ざ

る
人
を
ま
こ
と
の
我
と
思
ふ
や
」
と
歌
っ
た
吉
井
勇
を
思
い
出
さ
せ
る
詩

解
答

・
解
説
↓
別
冊
５４
ペ
ー
ジ

人
で
あ
る
。

こ
の
別
れ
の
相
手
も
、
ど
う
や
ら
紅
燈
の
巷
の
女
子
ら
し
い
。

詩
は
中
国
で
め
ず
ら
し
く
情
人
の
別
離
を
取
り
扱
っ
て
、

作
者
の
個
性
あ

ざ
や
か
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

悲
し
み
あ
ふ
れ
て
は
思
ひ
無
き
も
の
の
如
く

酌
み
て
は
酔

へ
ど
笑
ひ
無
き
の
み

蟻
燭
に
心
あ
り
て
惜
別
を
知
る
ら
し

人
に
代
は
っ
て
涙
し
た
た
ら
せ
つ
つ
夜
は
白
み
ぬ

と
拙
い
ｂ
剖
封
討
し
か
で
き
な
い
が
こ
う
い
う
こ
と
ら
し
い
。

作
者
は

自
分
の
心
や
涙
に
つ
い
て
は
何
も
い
わ
な
い
で
、

自
分
は
い
く
ら
飲
ん
で

も
い
つ
も
の
よ
う
に
笑
い
も
で
き
な
い
と
い
う
だ
け
で
、

別
れ
を
惜
し
む

方
は

一
切
、

蟻
燭
に

一
任
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

蟻
燭
に
心
が
あ
っ
て

惜
別
の
情
を
知
っ
て
い
る
ら
し
い
と
い
っ
て
３
咽
田

（と
い
う
の
は
蟻
燭

の
溶
け
て
流
れ
る
し
ず
く
の
こ
と
）
と
い
う
言
葉
か
ら
蟻
燭
を
し
て
人
の

番
わ
り
に
思
う
存
分
夜
も
す
が
ら
泣
か
せ
た
。

作
者
杜
牧
は
丈
夫
と
し
て

情
人
と
の
別
離
に
流
す
よ
う
な
児
女
の
涙
を
惜
し
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
、

言
わ
ぬ
は
言
う
に
ま
さ
る
悲
し
み
が
、

こ
の
詩
に
現
れ
て
い
る
の
を
お
も

し
ろ
く
読
む
の
で
あ
る
。

（佐
藤
春
夫

「愛
の
世
界
し



問

一　
傍
線
部
１

「総
べ
て
」
に
つ
い
て
、

０
　
左
の
文
章
の
空
欄
ｉ

・
市
を
、

適
切
な
語
句
で
埋
め
よ
。

側
　
空
欄
五

・
面

・
ｖ
に
入
れ
る
の
に
適
切
な
語
を
、

次
の
イ
～
卜
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
未
然
　
　
　
　
回
　
運
用
　
　
　
　
ハ
　
運
体
　
　
　
　
】一　
己
然

ホ
　
助
詞
　
　
　
　
へ
　
助
動
詞
　
　
　
卜
　
接
尾
語

「す
べ
て
」
に
漢
字
を
あ
て
る
場
合

「総
」
を
用
い
る
の
が
普
通
だ
っ
た
が
、

近
頃

「全
」
を
あ
て
て

「全
て
」
と
書
く
の
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。

古
い
辞
書
に
こ
の
用
法
は
な
い
は
ず
だ
。

「す
べ
て
」
は

（
ｉ

）
と
い
う
動
詞
の

（
五

）
形
に

（
ｉｉｉ

）
の

「
て
」
が
付
い
た
形
だ
か
ら
、

多
く

の
も
の
を
ひ
と
つ
に
集
め
て
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。

「総
合
」
と
い
う
熟
語
を
見
れ
ば
、

「総
」
の
字
を
用
い
る
こ
と
の
適
切
さ
が
分
か
る
。　

一
方

「全
」
は

「ま
っ
た
く
」
と
い
う
語
に
あ
て
る
の
を
な
ら
わ
し
と
し
て
き
た
。

「ま
っ
た
く
」
は
形
容
詞

（
市

）
が
促
音
化
し
た
も
の
の

（
Ｖ
）

形
を
語
源
と
す
る
か
ら
、

す
で
に

「完
」
で
あ
り

「全
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

古
い
人
間
が

「全
て
」
に
抵
抗
を
覚
え
る
の
も
当
然
だ
ろ
う
。

問
二
　
０
　
傍
線
部
２

「心
」
に
つ
い
て
、

次
の
文
章
の
空
欄
ｉ
～
ｉｉｉ
を
、

適
切
な
漢
年

一
字
ま
た
は
二
年
で
埋
め
よ
。

こ
の

「心
」
に
振
り
仮
名
が
な
い
の
は
、

素
直
に

（
１

）
読
み
す
る
の
を
よ
し
と
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

だ
が
読
み
の
逃
い
に
し
ば
ら
く
停

留
し
て
み
る
と
、

こ
の

「心
」
に
は
機
知
の
遊
び
が
潜
む
の
を
知
る
。

↑
１１
）
併
用
の
日
本
語
で
は
こ
の
遊
び
が
隠
れ
て
し
ま
う
が
、

い
わ
ば

（
皿̈
）
読
み

一
概
の
中
国
語
で
は
こ
れ
は
直
ち
に
感
得
さ
れ
る
事
柄
に
違
い
な
い
。

０
　
右
の
文
章
中
の

「機
知
の
遊
び
」
と
し
て
裏
に
隠
さ
れ
て
い
る
語
を
、

次
の
イ
～
ホ
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
心
臓
　
　
　
　
回
　
誠
心
　
　
　
　
ハ
　
燈
心

一一　
本
質
　
　
　
　
ホ
　
気
骨

間
三
　
傍
線
部
３

「蟻
□
」
の
□
に
原
詩
中
に
見
え
る

一
文
字
を
入
れ
る
と
、

熟
語
が
完
成
す
る
。

そ
の
熟
語
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
に
よ
り
、

平

仮
名
で
示
せ
。

問
四
　
社
牧
の
詩
、

吉
川
氏
の
読
み
、

筆
者
の
訳
を
読
み
合
わ
せ
て
、

０
　
左
の
文
章
の
空
欄
ｉ

・
面
に
入
れ
る
の
に
適
切
な
語
を
、

次
の
イ
～
二
の
中
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。
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ハ  イ

結 転

_  回

起 承
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働
　
空
欄
五
を
、

適
切
な
語
で
埋
め
よ
。

起
句
の

「多
情
」
と

「無
情
」
と
の
相
反
・相
即
の
趣
が
ま
ず
お
も
し
ろ
い
が
、

こ
の
二
語
の
対
照
は
、

（
ｉ

）
句
に
も
相
照
ら
し
あ
う
も
う

一

対
の
二
語
の
存
在
す
る
の
を
思
い
つ
か
せ
る
。

だ
が
こ
こ
で
は

一
語
は
隠
さ
れ
た
。

詩
人
の
手
腕
で
あ
る
。

隠
さ
れ
た
語
は
ズ

五

）
」。
蟻
燭
の
見

せ
る
心
ば
え
を
、

本
来
心
な
き
者
の
で
き
ば
え
と
読
め
ば
感
銘
は
深
ま
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

句
に
交
感
の
さ
ま
が
十
分
に
現
れ

て
い
な
い
点
で
、

（
面

）
句
の
筆
者
の
訳
に
は
や
や
不
満
が
残
る
。

問
五
　
傍
線
部
ａ

「
ひ
と
夜
」
は
、

与
謝
野
寛
の
次
の
詩
を
さ
す
。

こ
の
詩
の
趣
意
を
読
み
合
わ
せ
て
、

空
欄
Ａ

・
Ｂ
に
、

そ
れ
ぞ
れ
後
の
イ
～
ホ
の

中
の
適
切
な
も
の
を
入
れ
、

記
号
で
答
え
よ
。

帯
を
解
く
時
君
言
ひ
ぬ

『
こ
の
細
れ
る
を
見
給

へ
ご

と

朝
の
別
れ
に
君
言
ひ
ぬ

『忘
れ
た
ま
ふ
な
。

海
ご
し
に

二
十
日
の
月
の
黄
ば
め
る
を
。』

イ
　
再
会
を
期
し
が
た
い
　
　
　
　
口
　
今
生
の
　
　
　
　
ハ
　
か
り
そ
め
の

一一　
た
ま
さ
か
の
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
再
会
必
至
の

問
六
　
傍
線
部
ｂ
に

「散
文
訳
」
と
あ
る
が
、

そ
の
理
由
は
何
に
か
か
わ
る
か
。

問
五
に
示
し
た

『
ひ
と
夜
』
を
参
照
し
て
、

次
の
イ
～
ホ
の
中
か
ら

最
適
の
も
の
一
つ
を
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
用
語
　
　
　
　
回
　
語
法
　
　
　
　
ハ
　
修
辞

二
　
行
数
　
　
　
　
ホ
　
音
数

問
七
　
本
文
中
に
見
え
る
吉
井
勇
は
、

『明
星
』
に
よ
っ
て
歌
人
と
し
て
出
発
し
た
。

●
　
『明
星
』
は
、

次
の
イ
～
ホ
の
い
ず
れ
の
結
社
の
機
関
誌
か
。

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
新
声
社
　
　
　
　
回
　
東
京
新
詩
社
　
　
　
　
ハ
　
根
岸
短
歌
会

一一　
浅
香
社
　
　
　
　
ホ
　
パ
ン
の
会

０
　
『明
星
』
の
創
刊
は
、

次
の
イ
～
ホ
の
い
ず
れ
の
年
代
に
属
す
る
か
。

記
号
で
答
え
よ
。
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ニ イ

ホ  ロ

明
治
十
年
代

明
治
四
十
年
代

明
治
二
十
年
代

大
正
時
代

ハ
　
明
治
三
十
年
代
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中圏
園
四
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（早
稲
田
大
・
文
）

海
外
に

″進
出
″
し
た
俳
句
の
こ
と
を

「
ハ
イ
ク
」
と
呼
ぶ
習
慣
が
す

で
に
定
着
し
て
い
ま
す
。

私
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
書
い
て
い
ま
す
が
、

「俳

句
」
と

「
ハ
イ
ク
」
の
大
き
な
違
い
の
一
つ
が
、

前
者
は
、

ご
く
少
数
の

例
外
は
あ
り
ま
す
が

一
行
で
書
か
れ
、

後
者
は
三
行
に
分
け
て
書
か
れ
る

と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
で
俳
句
が

一
行
に
書
か
れ
る
の
は
、

そ
う
書
か
ね
ば
、

切
字
の
効

果
も
意
図
的
に
追
及
さ
れ
る
曖
味
性

・
多
義
性
の
効
果
も
薄
れ
、

ち
ょ
う

ど
果
汁
た
っ
ぷ
り
の
果
物
を
わ
ざ
わ
ざ
こ
ま
か
に
切
り
分
け
た
上
に
何
時

間
も
日
に
さ
ら
し
て
か
ら
食
べ
る
と
同
様
の
阿
呆
ら
し
い
結
果
に
な
る
か

ら
で
す
。

俳
句
か
ら
暗
示
や
説
明
な
し
の
断
定
が
も
た
ら
す
沈
思

へ
の
招

待
と
い
う
効
力
を
奪
い
去
っ
て
し
ま
え
ば
、

あ
と
は
単
に
１
ご
く
短
い
陳

中剖
の
一
形
式
に
な
る
だ
け
で
、

同
１１１
１１
一と
も
い
う
べ
き
俳
句
の
存
在
理
由

は
大
い
に
減
少
す
る
で
し
ょ
う
。

一
行
で
書
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
の
一
行
の
中
に
何
箇
所
か
の
空

き
の
部
分
を
置
く
、

い
わ
ゆ
る
分
か
ち
書
き
の
書
き
方
を
す
る
俳
人
も
い

ま
す
が
、

こ
の
書
き
方
で
作
ら
れ
た
俳
句
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、

今
の
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
俳
句
の
富
か
ら
は
見
放
さ
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
を
見
れ
ば
、
日
本
の
俳
句
が
一
行
に
書
き
流
さ
れ
て
い
る
の
に
は
そ

れ
な
り
に
深
い
歴
史
的
理
由
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

解
答

・
解
説
↓
別
冊
５６
ぺ
‐
ジ

そ
こ
に
は
、

使
わ
れ
る
言
語
が

「
日
本
語
」
で
あ
る
た
め
の
、
ど
う
に

も
逃
れ
ら
れ
な
い
宿
命
的
な
理
由
と
い
う
も
の
も
あ
る
の
で
す
。

仮
名
文
字
は

一
字
が

一
音
節
で
す
か
ら
、
日
本
人
は
俳
句
形
式
の
こ
と

を

「十
七
音
」
の
詩
形
と
も
、

「十
七
文
字
」
の
詩
形
と
も
言
い
な
ら
わ
し

て
き
ま
し
た
。

同
円
――
一し
か
し
、

単
音
節
の
言
語
で
は
な
い
言
語

（こ
ち

ら
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
）
を
用
い
る
諸
民
族
の
場
合
、　

一
行
十
七
音
節

の
語
句
を
作
る
と
す
る
と
、

そ
の
一
行
に
は
か
な
り
多
く
の
単
語
が
入
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

同
ｌａｌ
ロ
フ
く
の
人
が
そ
こ
に
散
文
の
一
節

を
見
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
他
の
言
語
が
、

単
に
５
７
５
と
い
う
音
節
数
だ
け
で
言
う
限
り
、
白
本
語
の
五
七
五
よ
り

も
か
な
り
豊
富
な
情
報
量
を
盛
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
で
す
。

外
国
で
の
ハ
イ
ク
が
、　

一
行
書
き
流
し
で
は
な
く
三
行
に
分
か
ち
書
き

さ
れ
る
最
も
大
き
な
理
由
も
そ
こ
に
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
日

本
の
俳
句
に
２
ヨ
網
射
州
引
割
割
を
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
大
い
に
問
題
で
す
。

同
田
日
四

構
造
的
に
は
俳
句
は
五

・
七

・
五
と
い
う
二
つ
の
句
か
ら
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
二
つ
の
句
は
機
械
的
に
、

等
価
値
の

重
さ
を
も
っ
て
並
ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ひ
と
つ
の
俳
句
は
、

た
い
て
い
の
場
合
二
つ
に
割
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、

二
つ
に
割
っ
て
し
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か
も
名
作
で
あ
る
よ
う
な
俳
句
は
、

む
し
ろ
同
１２‐
□
と
い
っ
て
も
い
い
ほ

ど
数
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。

芭
蕉
臨
終
の
時
期
の
句
を
例
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

元
禄
七
年

（
一
六
九

四
）
九
月
二
十
六
日
、

す
で
に
体
力
の
表
え
は
じ
め
て
い
た
芭
蕉
が
、

下

五
を
得
る
た
め
に
苦
吟
に
苦
吟
を
重
ね
た
と
い
わ
れ
る
句
は
次
の
通
り
で

す
。

「旅
懐
」
と
題
し
て
い
ま
す
。

此
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
鳥
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

苦
吟
の
末
に
得
た
の
が

「雲
に
鳥
」
と
い
う
不
思
議
な
下
五
だ
っ
た
の

で
す
が
、

こ
の
作
品
を

「此
秋
は
／
何
で
年
よ
る
／
雲
に
鳥
」
と
三
行
に

分
け
て
書
い
て
み
れ
ば
、

一
目

瞭

然
分
か
ち
書
き
の
愚
か
し
さ
が
わ
か
る

で
し
ょ
う
。

同
―口十
日

こ
の
句
は
、

「此
秋
は
何
で
年
よ
る
」
と
い
う
主
観
的
な
強
い
嘆
き
と
、

「雲
に
鳥
」
と
い
う
３
沌
洋
た
る
客
観
描
写
と
が
結
び
つ
い
て
生
み
出
し

た
、

同
１３‐
□
な
の
で
、

こ
れ
を
た
だ
音
数
律
の
命
じ
る
ま
ま
に
二
つ
に
割

っ
て
表
現
す
る
だ
け
で
は
、

こ
の
一
全
体
は
、

む
ざ
ん
に
解
体
さ
れ
て
し

ま
う
で
し
ょ
う
。

強
い
て
切
れ
目
を
入
れ
る
な
ら
、

同
ｌｃｌ
□

「此
秋
は
何

で
年
よ
る
／
雲
に
鳥
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

同
日
□
し
か
し
こ
れ

を
実
際
に
二
行
に
分
け
て
書
い
て
み
れ
ば
わ
か
り
ま
す
が
、
じ
つ
に
間
の

抜
け
た
感
じ
の
も
の
で
、

そ
ん
な
こ
と
を
す
る
く
ら
い
な
ら
ま
だ
し
も
三

行
に
分
け
て
書
い
た
方
が
い
い
。

な
ぜ
な
ら
、

そ
の
場
合
に
は
、

二
行
書

き
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
４
解
釈
上
の
思
い
入
れ
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
す
。

別
の
俳
人
た
ち
の
句
を
と
っ
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。

喋
々
の
も
の
食
ふ
音
の
静
か
さ
よ
　
　
　
　
虚
子

涼
し
さ
や
鐘
を
は
な
る
る
鐘
の
声
　
　
　
　
韮
小村

手
の
つ
ゆ
運
山
影
を
正
し
う
す
　
　
　
　
　
蛇
笏

い
く
た
び
も
雪
の
深
さ
を
た
づ
ね
け
り
　
　
子
規

こ
れ
ら
は
皆
名
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
三
行

ず
つ
に
分
か
ち
書
き
し
て
み
れ
ば
、
日
本
語
で
作
ら
れ
た
俳
句
が
、

ほ
と

ん
ど
の
場
合
、　

一
箇
所
で
だ
け
は
っ
き
り
と
息
を
継
ぐ
の
み
の
、

た
だ
し

気
分
と
し
て
は

一
息
に
吟
じ
て
最
後
に
深
い
沈
黙
を
置
く
形
式
で
あ
る
こ

と
が
、

か
え
っ
て

一
層
明
瞭
に
わ
か
る
の
で
す
。

け
れ
ど
も
、

こ
れ
ら
を
た
と
え
ば
英
語
に
訳
し
た
場
合
に
は
ど
う
な
る

か
。ま

ず
第

一
に
、

た
ぶ
ん
子
規
の

「
い
く
た
び
も
」
を
あ
り
う
べ
き
例
外

と
し
て
、

こ
れ
ら
の
英
語
訳
は
、　

一
行
で
読
む
詩
と
し
て
は
長
す
ぎ
、

詩

の
中
心
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
感
動
の
あ
り
か
が
ぼ
や
け
、

全
体
と
し
て
は
、

少
し
奇
妙
な
味
の
す
る
同
ＩＡＩ
□
と
い
う
感
じ
に
な
る
で
し
ょ
う
。

一
音
節
が

一
字
で
あ
る
日
本
語
と
、

そ
う
で
は
な
い
英
語
と
の
根
本
的

な
違
い
が
そ
の
重
要
な
原
因
で
す
。

切
宇
、

あ
る
い
は
切
年
同
様
の
効
果

を
有
す
る
語
を
含
ん
で
成
り
立
つ
日
本
の
俳
句
は
、

た
だ

一
行
で
き
ち
ん

と

一
つ
の
詩
的
世
界
を
構
築
で
き
ま
す
が
、

英
語
で
は
そ
れ
が
で
き
ま
せ

ん
。

同
―二‐
□

し
た
が
っ
て
、

英
語
の
場
合
に
は
、

む
し
ろ
三
行
に
分
か
ち
書
き
す
る

と
こ
ろ
に
、

必
要
に
し
て
必
然
的
な
要
請
が
あ
る
の
で
す
。

分
か
ち
書
き

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

た
と
え
ば
、

切
字
の
も
つ
役
割
を
５
行
と
行
の
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削
の‐
劉
劇
に
あ
る
程
度
託
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
す
。

同
円
回
ま
た
、

こ
れ
を
三
行
に
分
け
る
と
い
う
の
も
、

そ
れ
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
し
ま

え
ば
大
い
に
有
効
で
し
ょ
う
。　

一
方
、

た
と
え
ば
二
行
に
分
け
る
や
り
方

は
、

訳
者
の
解
釈
を
も
加
え
た
形
で
読
者
に
作
品
を
提
供
す
る
こ
と
に
な

る
上
、

形
の
上
で
も
、

ひ
ど
く
長
い
一
行
と
、

短
い
一
行
と
の
並
存
と
い

う
こ
と
に
な
り
、

見
苦
し
い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
な
ら
、

す
べ

て
甲
瀧
締
結
ド
ほ
樫
隼
“
し
て
提
示
し
た
方
が
い
い
。

中
身
の
読
み
と
り
は

読
者
の
自
発
的
創
意
に
任
せ
る
べ
き
で
す
。

（大
岡
信

「
ハ
イ
ク
が
俳
句
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
し

問

一　
次
の
文
は
、

本
文
中
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

空
欄
イ
～
ホ
か
ら
最
も
適
当
な
箇
所
を
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

言
語
の
成
り
立
ち
が
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
か
ら
来
る
、
き
わ
め
て
当
然
の
結
果
で
す
。

間
二
　
本
文
中
に
は
、

そ
の
内
容
か
ら
言
っ
て
も
、

論
旨
の
展
開
か
ら
言
っ
て
も
、

余
分
な
文
が

一
つ
だ
け
挿
入
し
て
あ
る
。

そ
の
文
の
最
初
の
五
字

と
終
わ
り
の
五
字
を
記
せ

（句
読
点
も

一
字
と
数
え
る
）。

間
三
　
空
欄
１
～
３
に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

１
　
イ
　
描
写
解
体
の
冒
険
的
表
現
　
　
　
　
　
　
回
　
沈
黙
の
巨
大
な
醸
成
装
置

ハ
　
気
分
に
よ
る
詩
的
世
界
の
構
築
　
　
　
　
一一　
曖
味
と
明
瞭
と
の
接
点

２
　
イ
　
歴
史
の
必
然
　
　
　
　
回
　
自
然
の
奇
跡
　
　
　
　
ハ
　
論
理
の
偶
然
　
　
　
　
〓一　
天
の
恩
寵

３
　
イ
　
】遅
近
自
在
の
柔
軟
な
情
念
　
　
　
　
　
　
回
　

永ヽ
遠
と
現
実
の
微
妙
な
交
響

ハ
　
主
客
不
可
分
の
好
情
　
　
　
　
　
　
　
　
〓一　
詠
嘆
と
認
識
と
の
高
度
な
調
和

問
四
　
空
欄

ａ
～
ｃ
に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
語
群
の
中
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ

（同
じ
も
の
を
二
度
以
上
用
い
て
は
な
ら

な
い
）。

イ
　
い
っ
こ
う
に
　
　
　
　
回
　
も
ち
ろ
ん
　
　
　
　
ハ
　
そ
の
結
果

一一　
と
言
っ
て
も
　
　
　
　
ホ
　
た
し
か
に
　
　
　
　
へ
　
た
か
だ
か

問
五
　
空
欄
Ａ
に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
、

本
文
中
の
四
年
以
上
七
年
以
内
の
一
続
き
の
部
分
で
抜
き
出
し
て
記
せ
。

問
六
　
傍
線
部
甲

「機
械
的
に
均
質
化
し
て
提
示
」
と
い
う
こ
と
と
最
も
関
係
の
深
い
部
分
を
、

本
文
中
の
傍
線
部
１
～
５
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え

卜

ふ

。
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問
七
　
本
文
中
に
出
て
来
る
五
人
の
俳
人
を
、

そ
の
活
躍
し
た
年
代
の
古
い
順
に
並
べ
変
え
た
時
、

二
番
目
に
位
置
す
る
俳
人
の
作
品
を
次
の
中
か
ら

選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
と
も
か
く
も
あ
な
た
任
せ
の
年
の
暮
　
　
　
　
回
　
降
る
雪
や
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り

ハ
　
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
　
　
　
　
　
〓一　
さ
み
だ
れ
や
大
河
を
前
に
家
二
軒

問
八
　
本
文
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
が
次
の
中
に

一
つ
だ
け
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ど
れ
か
。

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
こ
の
文
章
の
背
後
に
は
、
日
本
人
と
外
国
人
と
の
文
学
表
現
の
あ
り
方
の
相
違
を
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
改
め
て
俳
句
の
本
質
を
考
え
る
の

に
役
立
つ
、
と
い
う
筆
者
の
考
え
が
あ
る
。

日
　
切
字
あ
る
い
は
切
宇
同
様
の
効
果
を
持
つ
語
句
が
最
大
限
に
活
躍
す
る
の
は
、

俳
句
が

一
行
と
い
う
緊
密
な
言
語
の
運
な
り
の
形
式
を
持
っ
て

い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
理
解
で
あ
る
。

ハ
　
俳
句
の
生
命
は
言
葉
を
機
械
的
に
見
る
だ
け
で
は
わ
か
ら
ず
、

言
葉
と
言
葉
を
超
え
た
も
の
と
の
響
き
合
い
か
ら
見
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と

い
う
筆
者
の
考
え
方
が
、

こ
の
文
章
の
背
後
に
存
在
す
る
。

一一　
俳
句
が

一
行
で
記
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

言
葉
の
単
純
な
意
味
を
排
し
、

言
葉
の
多
義
性
が
も
た
ら
す
広
が
り
の
あ
る
世
界
を
生
み

出
す
た
め
の
必
然
的
な
様
式
だ
、
と
い
う
筆
者
の
主
張
が
読
み
取
れ
る
。

ホ
　
英
語
で
俳
句
を
表
記
す
る
た
め
に
は
、
日
本
語
と
は
全
く
違
い
、

三
行
に
分
か
ち
書
き
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
俳
句
の
余
韻
が
生
じ
面

白
さ
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
明
快
な
認
識
が
、

こ
の
文
章
か
ら
う
か
が
え
る
。


