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一

　

森
鷗
外
の
文
体
に
つ
い
て
は
、
澤
柳
大
五
郎
が
「
鷗
外
の
言
葉
遣
」１
（
吉
田
精
一
編
『
森
鷗
外
研
究
』
所
収
、
筑
摩
書
房　

昭
和
三
十
五
・
三
）
で
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

鷗
外
の
文
章
の
同
時
代
の
い
づ
れ
の
作
家
よ
り
も
著
し
く
清
新
で
あ
り
、
何
時
に
な
つ
て
も
少
し
も
そ
の
新
鮮
さ
を
喪
は
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既

に
多
数
の
人
々
、
い
や
比
較
的
に
云
へ
ば
や
は
り
少
数
と
い
ふ
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
兎
も
角
一
部
具
眼
の
人
に
は
は
つ
き
り
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
わ

た
く
し
は
曾
て
そ
の
秘
密
を
探
ら
う
と
思
つ
て
い
ろ
い
ろ
考
へ
て
み
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
れ
は
畢
竟
明
晰
な
理
知
と
豊
か
な
詩
感
と
繊
細
な
感
受
性
と

勁
抜
な
思
索
と
な
ど
さ
う
い
ふ
豊
富
深
刻
な
精
神
生
活
に
裏
付
け
ら
れ
た
人
格
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
で
も
云
ふ
よ
り
他
は
な
い
。

（
以
下
引
用
の
傍
線
は
金
子
）

　

澤
柳
は
鷗
外
の
文
章
の
清
新
さ
は
、「
畢
竟
明
晰
な
理
知
と
豊
か
な
詩
感
と
繊
細
な
感
受
性
と
勁
抜
な
思
索
と
な
ど
さ
う
い
ふ
豊
富
深
刻
な
精
神
生
活
に

裏
付
け
ら
れ
た
人
格
に
由
来
す
る
」
と
称
揚
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
鷗
外
の
文
体
が
書
こ
う
と
し
て
い
る
作
品
の
内
実
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
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二

と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
鷗
外
の
文
体
を
探
る
た
め
に
漱
石
の
『
三
四
郎
』（
東
京
・
大
阪
「
朝
日
新
聞
」
明
治

四
十
二
・
九
・
一
〜
十
二
・
二
十
九
）
と
『
三
四
郎
』
に
技
癢
を
感
じ
て
執
筆
し
た
長
編
小
説
『
青
年
』（「
ス
バ
ル
」
明
治
四
十
三
・
三
〜
明
治
四
十
四
・
八
）
を

取
り
上
げ
、
鷗
外
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
『
三
四
郎
』
と
比
較
し
な
が
ら
そ
の
内
実
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
い
き
た
い
。

　

天
野
郁
夫
は『
試
験
の
社
会
史
』２
の
中
で
、明
治
三
十
年
代
後
半
か
ら
帝
国
大
学
を
頂
点
と
す
る「
学
歴
」社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
「
学
力
」
の
時
代
か
ら
「
学
歴
」
の
時
代
へ
の
移
行
期
が
『
三
四
郎
』
と
『
青
年
』
の
時
代
で
あ
っ
た
。

　

二
作
品
は
、
と
も
に
地
方
か
ら
上
京
し
た
青
年
が
主
人
公
で
あ
り
、
友
人
や
女
性
と
の
出
会
い
と
い
っ
た
閲
歴
を
通
し
て
、
青
年
の
心
の
軌
跡
を
描
く
と
い

う
教ビ
ル
テ
ィ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン

養
小
説
的
な
手
法
に
お
い
て
共
通
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
三
四
郎
は
東
京
帝
国
大
学
に
入
学
す
る
の
に
対
し
、『
青
年
』
の
主
人
公
小
泉
純
一
は
小
説
家

を
志
し
、
同
郷
の
大
石
路
花
に
師
事
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
大
学
に
入
学
す
る
こ
と
を
拒
み
一
人
で
生
活
を
始
め
る
の
で
あ
る
。

　

学
歴
に
つ
い
て
ふ
た
り
の
青
年
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、『
三
四
郎
』
か
ら
見
て
み
よ
う
。

是
か
ら
東
京
に
行
く
。
大
学
に
這は

い入
る
。
有
名
な
学
者
に
接
触
す
る
。
趣
味
品
性
の
具そ
な
はつ
た
学
生
と
交
際
す
る
。
図
書
館
で
研
究
を
す
る
。
著
作
を
や
る
。

世
間
が
喝か
っ
さ
い采
す
る
。
母
が
嬉
し
が
る
。
と
云
ふ
様
な
未
来
を
だ
ら
し
な
く
考
へ
て
、
大
い
に
元
気
を
回
復
し
て
見
る
と
、
別
に
二
十
三
頁ペ
ー
ジの
中な
か

に
顔か
ほ

を
埋う
づ

め
て
ゐ
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
。

　

三
四
郎
は
熊
本
か
ら
上
京
す
る
列
車
の
中
で
出
会
っ
た
女
性
と
偶
然
、
名
古
屋
で
同
宿
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
枚
の
布
団
に
シ
ー
ツ
で
境
を
拵
え
て
一
夜
を

過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
翌
朝
、別
れ
際
に
「
あ
な
た
は
よ
ほ
ど
度
胸
の
な
い
方
で
す
ね
」
と
女
に
言
わ
れ
、気
持
ち
を
落
ち
着
か
す
た
め
に
、「
ベ
ー
コ
ン
論
文
集
」

を
取
り
出
し
て
未
来
を
夢
想
す
る
場
面
で
あ
る
。

　

三
四
郎
に
と
っ
て
大
学
に
進
学
す
る
こ
と
は
人
生
設
計
の
核
で
あ
る
。
師
と
出
会
い
、
ま
た
良
き
学
生
仲
間
と
交
際
し
、
研
究
や
著
作
に
励
み
、
世
間
か
ら

注
目
さ
れ
、
郷
里
の
母
を
喜
ば
す
。
大
学
に
進
学
す
る
こ
と
は
、
三
四
郎
に
と
っ
て
未
来
を
切
り
開
く
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
一
歩
な
の
で
あ
る
。
短
い
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三

セ
ン
テ
ン
ス
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
結
論
部
は
、「
た
」
形
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
、『
青
年
』
の
純
一
は
、
Ｙ
県
か
ら
上
京
す
る
が
、
大
学
に
進
学
す
る
こ
と
は
考
え
な
い
。

　

国
で
中
学
を
済
ま
せ
た
時
、
高
等
学
校
の
試
験
を
受
け
に
東
京
へ
出
て
、
今
で
は
大
学
に
は
い
つ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。（
略
）
直
ぐ
に
社
会
に
出
て
、

職
業
を
求
め
た
も
の
も
あ
る
。
自
分
が
優
等
の
成
績
を
以
て
卒
業
し
な
が
ら
、
仏
蘭
西
語
の
研
究
を
続
け
て
、
暫
く
国
に
留
ま
つ
て
ゐ
た
の
は
、
自
信
が

あ
り
抱
負
が
あ
つ
て
の
事
で
あ
つ
た
。
学
士
や
博
士
に
な
る
こ
と
は
余
り
希
望
し
な
い
。

純
一
は
「
学
士
や
博
士
に
な
る
こ
と
は
余
り
希
望
し
な
い
。」
学
歴
社
会
と
は
無
縁
に
、
純
一
は
自
分
の
し
た
い
フ
ラ
ン
ス
語
の
勉
強
を
故
郷
で
続
け
る
。
上

京
し
た
の
は
小
説
家
に
な
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
目
標
に
学
歴
は
何
の
関
係
も
な
い
。
む
し
ろ
、
東
京
と
い
う
都
会
で
の
生
活
を
体
験
す
る
こ
と
に
主
眼
が
お

か
れ
る
。
純
一
の
こ
れ
ま
で
の
様
子
や
将
来
の
希
望
が
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
は
、
短
文
で
読
点
が
多
く
用
い
ら
れ
る
。
結
論
部
も
短
文
に
な
っ
て
お
り
、
明

確
な
意
思
表
明
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
）、
十
一
月
三
十
日
の
日
記
で
は
、
純
一
が
自
己
を
成
長
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
自
問
し
て
い
る
。

　
　

そ
ん
な
ら
ど
う
し
た
ら
好
い
か
。

　
　

生
き
る
。
生
活
す
る
。

　
　

答
え
は
簡
単
で
あ
る
。
併
し
そ
の
内
容
は
簡
単
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

　

一
体
日
本
人
は
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
。
小
学
校
の
門
を
潜
つ
て
か
ら
と
い
ふ
も
の
は
、
一
し
よ
う
懸
命
に
此
学
校
時
代
を
駆

け
抜
け
よ
う
と
す
る
。
そ
の
先
き
に
は
生
活
が
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
学
校
と
い
ふ
も
の
を
離
れ
て
職
業
に
あ
り
附
く
と
、
そ
の
職
業
を
為
し
遂
げ
て

し
ま
は
う
と
す
る
。
そ
の
先
き
に
は
生
活
が
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
先
に
は
生
活
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

現
在
は
過
去
と
未
来
と
の
間
に
劃か
く

し
た
一
線
で
あ
る
。
此
線
の
上
に
生
活
が
な
く
て
は
、
生
活
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
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短
文
で
改
行
さ
れ
、
思
考
の
道
筋
が
読
者
に
わ
か
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
個
人
の
悩
み
か
ら
日
本
人
全
体
の
問
題
へ
と
思
索
が
深
ま
る
に
つ
れ
、
長
文

に
な
り
、
文
末
も
「
で
あ
る
」
と
解
説
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

立
身
出
世
を
す
る
た
め
に
は
、
い
い
高
校
、
い
い
大
学
、
良
い
就
職
と
息
つ
く
暇
も
な
く
、
前
へ
前
へ
と
駆
け
ぬ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
今
を

生
き
な
い
限
り
未
来
も
な
い
の
だ
と
気
づ
い
た
純
一
は
、学
歴
社
会
に
身
を
置
く
こ
と
を
指
向
し
な
い
。「
現
在
は
過
去
と
未
来
と
の
間
に
劃
し
た
一
線
で
あ
る
。

此
線
の
上
に
生
活
が
な
く
て
は
、
生
活
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
」
と
純
一
は
結
論
し
、「
先
の
生
活
」
で
は
な
く
、
現
在
の
生
活
に
目
を
向
け
る
。

　

学
校
制
度
と
い
う
国
家
の
定
め
た
枠
に
囚
わ
れ
ず
、
現
在
の
生
活
を
充
実
さ
せ
る
道
を
純
一
は
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
考
え
に
至
っ
た
の
は
、

日
記
を
書
く
と
い
う
行
為
に
よ
り
己
の
行
動
を
内
省
し
、
思
考
を
深
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
青
年
』
で
は
そ
の
後
も
純
一
の
日
記
が
重
要
な
位
置
を
占
め
、

作
品
展
開
の
重
要
な
カ
ギ
と
な
っ
て
い
る
。
日
記
を
書
く
と
い
う
行
為
は
い
わ
ば
、
己
の
行
為
を
腑
わ
け
し
、
客
観
的
に
分
析
す
る
行
為
と
い
え
る
。

　

他
方
、『
三
四
郎
』
は
、
大
学
で
の
仲
間
や
先
生
と
の
接
触
の
中
で
こ
そ
青
年
の
思
索
も
深
ま
る
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
。
東
京
に
向
か
う
列
車
の
中
で
同

席
し
た
広
田
先
生
か
ら
、「
日
本
よ
り
頭
の
中
の
方
が
広
い
で
せ
う
」、「
い
く
ら
日
本
の
為
を
思
つ
た
つ
て
贔ひ
い
き屓
の
引
倒
し
に
な
る
計ば
か

り
だ
」
と
、
囚
わ
れ
な

い
考
え
を
持
つ
こ
と
の
大
事
さ
を
教
え
ら
れ
る
。
三
四
郎
は
広
田
先
生
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
真
実
、
熊
本
を
出
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

鷗
外
の
文
体
に
つ
い
て
は
、　
Ｊ
・
Ｊ
・
オ
リ
ガ
ス
が
「
物
と
眼
―
若
き
鷗
外
の
文
体
に
つ
い
て
―
」３
の
な
か
で
、「
飛
行
機
の
操
縦
席
の
前
に
幾
つ
か
の
計

器
が
あ
る
。
操
縦
士
は
自
分
の
眼
の
前
に
広
が
っ
て
行
く
光
景
に
注
意
も
留
め
ず
、
計
器
の
示
す
、
自
分
の
航
路
を
定
め
る
何
本
か
の
直
線
し
か
見
な
い
時
が

よ
く
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
土
地
測
量
師
も
同
じ
よ
う
に
風
景
を
見
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
眼
と
物
と
の
間
に
、
理
念
の
網
を
張
る
。
そ
こ
で
地
理
や
幾
何

学
が
生
ま
れ
る
」
と
し
て
、「『
青
年
』
は
ま
さ
に
地
理
の
文
学
で
あ
る
。
着
い
た
ば
か
り
の
小
泉
純
一
は
、『
東
京
方
眼
図
を
片
手
に
』
街
へ
出
て
、
大
都
会
の

『
目
ま
ぐ
ろ
し
い
』
混
沌
に
入
っ
て
行
く
。
自
分
の
立
っ
て
い
る
処
、
歩
い
て
行
く
道
を
、
地
図
を
調
べ
な
が
ら
、
絶
え
ず
確
か
め
て
お
く
」
と
し
て
、
次
の
よ

－ 258 － － 259 －



森
鷗
外
『
青
年
』
の
文
体

五

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
『
青
年
』第
一
章
の
書
き
出
し
は
、小
説
全
体
の
縮
図
で
あ
る
。
純
一
は
東
京
を
ぐ
る
ぐ
る
と
廻
り
、様
々
な
人
間
に
出
逢
う
。
体
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ

て
、
段
々
自
分
の
為
の
東
京
の
図
、
社
会
の
図
、
人
生
の
図
が
出
来
上
が
る
。
必
ら
ず
自
分
の
行
っ
た
場
所
、
通
っ
た
道
、
見
掛
け
た
人
物
、
眼
に
つ
い

た
物
の
位
置
を
記
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
立
場
と
位
置
を
追
及
す
る
。
地
理
の
使
い
方
は
、
知
性
の
探
求
と
云
う
こ
の
小
説
の
主
題
を
象
徴
し
て
い
る
。

　

純
一
が
片
手
に
す
る
『
東
京
方
眼
図
』
は
、
明
治
四
十
二
年
八
月
に
春
陽
堂
か
ら
発
行
さ
れ
た
森
鷗
外
立
案
の
も
の
で
あ
る
。『
青
年
』
に
は
執
筆
さ
れ
る

前
年
に
つ
く
ら
れ
た
『
東
京
方
眼
図
』
の
実
践
と
文
学
作
品
の
融
合
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
を
オ
リ
ガ
ス
は
執
念
と
述
べ
て
い
る
が
、作
者
鷗
外
も
そ
の
活
用
を
よ
く
自
覚
し
て
お
り
、『
青
年
』
に
皮
肉
を
込
め
て
、自
画
像
を
書
き
込
ん
で
い
る
。

爪
先
上
が
り
の
道
を
、
平
に
な
る
処
ま
で
登
る
と
、
又
右
側
が
崖
に
な
つ
て
ゐ
て
、
上
野
の
山
ま
で
の
間
の
人
家
の
屋
根
が
見
え
る
。
ふ
い
と
左
側
の
籠

塀
の
あ
る
家
を
見
る
と
、
毛
利
某
と
い
ふ
門
札
が
目
に
附
く
。
純
一
は
、
お
や
、
こ
れ
が
鷗
村
の
家
だ
な
と
思
つ
て
、
一
寸
立
つ
て
駒
寄
の
中
を
覗
い
て

見
た
。
干
か
ら
び
た
老
人
の
癖
に
、
み
づ
み
づ
し
い
青
年
の
中
に
は
い
つ
て
ま
ご
つ
い
て
ゐ
る
人
、
そ
し
て
愚
痴
と
厭
味
と
を
言
つ
て
ゐ
る
人
、
竿
と
紐

尺
と
を
持
つ
て
測
地
師
が
土
地
を
測
る
や
う
な
小
説
や
脚
本
を
書
い
て
ゐ
る
人
の
事
だ
か
ら
、
今
時
分
は
苦
虫
を
咬
み
潰
し
た
や
う
な
顔
を
し
て
起
き
て

出
て
、
台
所
で
炭
薪
の
小
言
で
も
言
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
と
思
つ
て
、
純
一
は
身
震
を
し
て
門
前
を
立
ち
去
つ
た
。

　

歩
い
て
い
る
と
「
鷗
村
」
と
云
う
門
札
が
純
一
の
眼
に
つ
く
。
鷗
村
が
「
竿
と
紐
尺
と
を
持
つ
て
測
地
師
が
土
地
を
測
る
や
う
な
小
説
や
脚
本
を
書
い
て
ゐ

る
人
」だ
と
思
出
し
、純
一
が
素
速
く
逃
げ
て
し
ま
う
箇
所
で
あ
る
。「
が
、こ
の
自
嘲
の
底
に
自
信
が
感
じ
ら
れ
、ど
こ
か
誇
り
高
き
自
嘲
の
よ
う
に
も
見
え
る
」

と
オ
リ
ガ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
測
地
師
が
土
地
を
測
る
や
う
」
に
意
識
的
に
小
説
や
戯
曲
の
創
作
を
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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三

　
『
三
四
郎
』
の
冒
頭
に
眼
を
向
け
て
み
よ
う
。

　

　

う
と
〳
〵
と
し
て
眼
が
覚
め
る
と
女
は
何
時
の
間
に
か
、
隣
の
爺
さ
ん
と
話
を
始
め
て
ゐ
る
。
此
爺
さ
ん
は
確
か
に
前
の
前
の
駅
か
ら
乗
っ
た
田
舎
者

で
あ
る
。
発
車
間
際
に
頓
狂
な
声
を
出
し
て
、
駆
け
込
ん
で
来
て
、
い
き
な
り
肌
を
脱
い
だ
と
思
つ
た
ら
背
中
に
御
灸
の
痕
が
一
杯
あ
つ
た
の
で
、
三
四

郎
の
記
憶
に
残
つ
て
ゐ
る
。
爺
さ
ん
が
汗
を
拭
い
て
、
肌
を
入
れ
て
、
女
の
隣
り
に
腰
を
懸
け
た
迄
よ
く
注
意
し
て
見
て
ゐ
た
位
で
あ
る
。

　

冒
頭
は
「
う
と
〳
〵
し
て
眼
が
覚
め
る
と
女
は
何い
つ

時
の
間
に
か
、
隣
の
爺
さ
ん
と
話
を
始
め
て
ゐ
る
」
と
言
う
文
章
で
始
ま
る
。
う
と
う
と
し
て
い
た
青
年

が
周
囲
の
話
し
声
で
ぼ
ん
や
り
と
眼
を
覚
ま
せ
ら
れ
る
場
面
か
ら
三
四
郎
が
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
三
四
郎
が
人
生
に
お
い
て
も
未
だ
醒
覚
し
た
人
間

で
は
な
い
こ
と
の
象
徴
と
も
な
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
三
四
郎
』
で
は
そ
の
後
も
「
眼
を
つ
む
つ
た
」
と
か
「
眠
り
に
つ
い
た
」
と
い
っ
た

眠
る
場
面
が
よ
く
描
か
れ
る
。　

　

上
京
し
た
三
四
郎
の
世
界
は
、
熊
本
に
い
た
時
と
違
っ
て
三
つ
の
世
界
が
広
が
る
。
一
つ
は
「
明
治
十
五
年
以
前
の
香
が
す
る
。
凡
て
が
平
穏
で
あ
る
代
り

に
凡
て
が
寝
坊
気
て
ゐ
る
」
母
の
い
る
故
郷
で
あ
る
。
第
二
の
世
界
は
、
苔
の
は
え
た
レ
ン
ガ
づ
く
り
の
中
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
は
列
車
で
出
会
っ

た
広
田
先
生
や
同
郷
の
先
輩
、
野
々
宮
が
い
る
。
最
後
の
第
三
の
世
界
に
は
「
燦さ
ん

と
し
て
春
の
如
く
盪う
ご

い
て
ゐ
る
」
女
性
、
美
禰
子
の
い
る
世
界
で
あ
る
。

　

三
四
郎
は
、
床
の
中
で
こ
れ
ら
の
世
界
を
比
較
す
る
。
そ
し
て
故
郷
か
ら
母
を
呼
び
寄
せ
、「
美
し
い
細
君
を
迎
へ
て
、
さ
う
し
て
身
を
学
問
に
委ゆ
だ

ね
る
」

と
い
う
三
つ
の
世
界
を
融
合
さ
せ
る
考
え
に
落
ち
着
く
。
三
四
郎
は
後
者
の
二
つ
の
世
界
に
は
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
た
だ
け
で
、
床
に
横
た
わ
っ
た
ま
ま
三
つ

の
世
界
の
融
合
を
夢
想
す
る
の
で
あ
る
４
。

　

実
際
の
東
京
で
の
生
活
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
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三
四
郎
は
全
く
驚
ろ
い
た
。
要
す
る
に
普
通
に
田
舎
者
が
始
め
て
都
の
真
中
に
立
つ
て
驚
ろ
く
と
同
じ
程
度
に
、
又
同
じ
性
質
に
於
て
大
い
に
驚
ろ
い

て
仕
舞
つ
た
。
今
迄
の
学
問
は
此
驚
ろ
き
を
予
防
す
る
上
に
於
て
、
売
薬
程
の
効
果
も
な
か
つ
た
。
三
四
郎
は
自
信
は
此
驚
ろ
き
と
共
に
四
割
方
減
却
し

た
。
不
愉
快
で
た
ま
ら
な
い
。

　

三
四
郎
に
と
っ
て
東
京
で
の
生
活
は
驚
き
の
連
続
で
あ
っ
た
。
電
車
の
チ
ン
チ
ン
鳴
る
音
、
丸
の
内
の
人
の
多
さ
、
町
の
広
さ
、
そ
し
て
至
る
と
こ
ろ
普
請

中
で
活
気
に
満
ち
て
い
る
。
熊
本
で
の
静
か
な
閉
じ
ら
れ
た
生
活
か
ら
一
転
し
、
大
都
会
東
京
の
休
み
な
い
活
動
に
三
四
郎
は
圧
倒
さ
れ
る
。

　

三
四
郎
は
驚
く
度
に
絶
え
ず
自
分
が
「
田
舎
者
」
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
。
今
ま
で
の
学
問
が
足
元
か
ら
崩
れ
落
ち
、
何
の
用
も
足
さ
な
か
っ
た
こ
と
に

愕
然
と
す
る
。
短
文
の
過
去
形
で
叙
述
さ
れ
、
始
め
に
純
一
の
驚
き
と
い
っ
た
心
の
動
き
が
提
示
さ
れ
、
続
い
て
そ
の
具
体
例
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
説
明
が
な

さ
れ
て
い
る
。『
三
四
郎
』
は
、
上
京
し
た
地
方
青
年
の
驚
き
と
自
信
喪
失
を
綴
っ
た
作
品
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、『
青
年
』
で
は
、
上
京
し
た
翌
日
に
純
一
は
ひ
と
り
で
『
東
京
方
眼
図
』
を
片
手
に
大
石
路
花
を
訪
ね
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

色
の
白
い
、
卵
か
ら
孵か
へ

つ
た
ば
か
り
の
雛ひ
よ
この
や
う
な
目
を
し
て
ゐ
る
青
年
で
あ
る
。
薩さ
つ
ま摩
絣が
す
りの
袷あ
は
せに
小こ
く
ら倉
の
袴は
か
まを
穿は

い
て
、
同
じ
絣
の
袷
羽
織
を
着
て

ゐ
る
。
被か
ぶ
り
も
の物は
柔
ら
か
い
茶ち
ゃ
か
つ褐
の
帽
子
で
、
足
に
は
紺
足
袋
に
薩
摩
下
駄
を
引
つ
掛
け
て
ゐ
る
。
当あ
た
り
ま
へ前の
書
生
の
風
俗
で
は
あ
る
が
、
何
か
ら
何
ま
で
新

し
い
。
こ
れ
で
昨ゆ
う
べ夜
始
め
て
新
橋
に
着
い
た
田
舎
者
と
は
誰
に
も
見
え
な
い
。

　
『
青
年
』
の
純
一
は
、
上
京
の
翌
日
、
朝
八
時
に
は
す
で
に
大
石
路
花
の
家
を
訪
問
す
る
。「
色
の
白
い
、
卵
か
ら
孵か

え

つ
た
ば
か
り
の
雛ひ
よ
この
や
う
な
」
と
比
喩

表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
無
垢
な
目
の
純
一
は
、
真
新
し
い
当
世
風
の
書
生
の
衣
装
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
眼
、
服
、
頭
、
足
元
、
そ
し
て
最
後
に
人
物
の

印
象
が
記
さ
れ
て
い
る
。
人
が
見
知
ら
ぬ
人
を
品
定
め
す
る
か
の
よ
う
に
。
ま
る
で
読
者
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
よ
う
な
臨
場
感
の
あ
る
描
写
で
あ
る
。

　

こ
の
他
の
章
で
も
純
一
は
、「
理
想
主
義
の
看
板
の
や
う
な
、
純
一
の
黒
く
澄
ん
だ
瞳
」「
曇
の
な
い
黒
い
瞳
が
、
珍
し
い
外
の
世
界
を
覗
い
て
ゐ
る
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。「
無
垢
な
自
然
を
其
儘
の
や
う
な
目
附
き
」
と
純
一
の
眼
は
形
容
さ
れ
、
三
四
郎
の
よ
う
に
う
と
う
と
と
寝
ぼ
け
眼
で
い
る
こ
と
は
な
い
。
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東
京
に
着
い
た
翌
日
、
大
石
を
訪
ね
、
そ
の
日
の
う
ち
に
は
、
誰
の
助
け
が
な
く
て
も
ひ
と
り
で
小
綺
麗
な
家
の
離
れ
を
見
つ
け
、
東
京
で
の
生
活
を
始
め

る
の
で
あ
る
。
同
郷
の
美
術
学
校
生
で
あ
る
瀬
戸
に
「
一
体
君
は
人
に
無
邪
気
な
青
年
だ
と
云
は
れ
る
癖
に
、
食
へ
な
い
人
だ
よ
。
田
舎
か
ら
飛
び
出
し
て
来

て
、
大
抵
の
人
間
な
ら
ま
ご
つ
い
て
ゐ
る
ん
だ
が
、
誰
の
所
を
で
も
一
人
で
訪
問
す
る
。
家
を
一
人
で
探
し
て
借
り
る
。
丸
で
百
年
も
東
京
に
ゐ
る
人
の
や
う

ぢ
や
な
い
か
」
と
評
さ
れ
る
。

　

純
一
は
三
四
郎
と
は
違
い
、
誰
に
も
頼
る
こ
と
な
く
、
自
然
に
東
京
で
の
暮
ら
し
に
な
じ
ん
で
い
く
。
こ
の
相
違
は
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
鷗
外
と
イ
ギ
リ

ス
に
留
学
し
た
漱
石
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
連
想
さ
せ
る
。
東
京
と
い
う
新
世
界
を
純
一
は
ひ
と
り
で
歩
き
回
り
、
憶
す
る
こ
と
な
く
青
年
倶
楽
部
や
劇
場
に
も
出

か
け
、
新
時
代
の
空
気
の
中
に
身
を
置
く
の
で
あ
る
。

　

純
一
が
郷
里
か
ら
一
枚
だ
け
携
え
て
来
た
紹
介
状
は
大
石
路
花
宛
て
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、『
青
年
』
で
は
結
局
の
と
こ
ろ
路
花
と
師
弟
の
交
わ
り
を

結
ぶ
こ
と
は
し
な
い
。『
東
京
方
眼
図
』
を
片
手
に
大
石
路
花
の
下
宿
を
訪
ね
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
『
青
年
』
は
、
ま
さ
に
ひ
と
り
の
青
年
が
地
図
と
い
う

羅
針
盤
だ
け
を
頼
り
に
独
立
独
歩
で
人
生
を
歩
い
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　

次
に
『
青
年
』
に
も
登
場
す
る
団
子
坂
の
菊
人
形
に
つ
い
て
、『
三
四
郎
』
の
十
一
月
三
日
の
天
長
節
後
の
月
曜
日
、
団
子
坂
の
菊
人
形
小
屋
の
一
場
面
か

ら
考
え
て
み
た
い
。

　

よ
し
子
は
余
念
な
く
眺
め
て
ゐ
る
。
広
田
先
生
と
野
々
宮
は
し
き
り
に
話
し
を
始
め
た
。
菊
の
培
養
法
が
違
ふ
と
か
何
か
と
い
ふ
所
で
、
三
四
郎
は
、

外
の
見
物
に
隔
て
ら
れ
て
、
一
間
ば
か
り
離
れ
た
。
美
禰
子
は
も
う
三
四
郎
よ
り
先
に
ゐ
る
。
教
育
の
あ
り
さ
う
な
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

美
禰
子
は

其
間
に
立
つ
て
、
振
り
返
つ
た
。
首
を
延
ば
し
て
、
野
々
宮
の
ゐ
る
方
を
見
た
。
野
々
宮
は
右
の
手
を
竹
の
手て
す
り欄
か
ら
だ
し
て
、
菊
の
根
を
指
し
な
が
ら
、

何
か
熱
心
に
説
明
し
て
い
る
。
美
禰
子
は
又
向む
か
ふを
む
い
た
。
見
物
に
押
さ
れ
て
、
さ
つ
さ
と
出
口
の
方
へ
行
く
。
三
四
郎
は
群ぐ
ん
じ
ゅ集
を
押
し
分
け
な
が
ら
、

－ 254 － － 255 －



森
鷗
外
『
青
年
』
の
文
体

九

三
人
を
棄
て
ゝ
、
美
禰
子
の
後
を
追
つ
て
行
つ
た
。（「
五
」）

　

美
禰
子
が
好
意
を
も
っ
て
い
る
野
々
宮
と
の
距
離
を
知
る
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
見
物
は
概
し
て
町
場
の
も
の
で
あ
る
。
教
育
の
あ
り
さ
う
な
も
の
は
極
め

て
少
い
」
と
い
う
叙
述
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
に
は
「
町
家
の
も
の
」「
教
育
の
」
な
い
も
の
に
対
す
る
、
差
別
意
識
が
記
さ
れ
て
い
る
と
小
泉
浩
一
郎
５
は

指
摘
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
二
人
が
団
子
坂
下
の
小
川
（
藍
染
川
）
に
架
け
ら
れ
た
「
石
橋
」
を
渡
っ
て
、
や
が
て
「
広
い
野
」
に
出
た
直
後
の

場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

三
四
郎
は
此
静
か
な
秋
の
な
か
へ
出
た
ら
、
急
に
饒し
や
べ舌
り
出
し
た
。

　
「
ど
う
で
す
具
合
は
。
頭
痛
で
も
し
ま
す
か
。
あ
ん
ま
り
人
が
大
勢
ゐ
た
所せ

ゐ為
で
せ
う
。
あ
の
人
形
を
見
て
ゐ
る
連
中
の
う
ち
に
は
随
分
下
等
な
の
が

ゐ
た
様
だ
か
ら
―
―
何
か
失
礼
で
も
し
ま
し
た
か
」

女
は
黙
つ
て
ゐ
る
。
や
が
て
河
の
流
れ
か
ら
、
眼
を
上
げ
て
、
三
四
郎
を
見
た
。
二
重
瞼
に
は
つ
き
り
と
張
り
が
あ
つ
た
。
三
四
郎
は
其
眼
付
で
半
ば
安

心
し
た
。（
同
）

　

傍
線
部
は
先
の
引
用
部
の
叙
述
を
伏
線
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
小
泉
浩
一
郎
６
は
「
実
は
、
あ
の
人
形
を
見
て
ゐ
る
連
中
の
う
ち
に
は
随
分
下
等
な
の
が
ゐ

た
様
だ
か
ら
何
か
失
礼
で
も
し
ま
し
た
か
」
と
三
四
郎
が
述
べ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、「
語
る
三
四
郎
や
叙
述
す
る
作
者
に
お
け
る
、
そ
れ
と
自
覚
せ
ざ
る

差
別
意
識
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
底
辺
の
民
衆
、
庶
民
と
差
異
化
し
た
知
的
エ
リ
ー
ト
の
〈
青
春
〉、
も
し
く
は
、
底
辺
に
谷
中
や
根
津
を
の
ぞ
み
、
中
間
に
団

子
坂
と
い
う
坂
を
置
く
、東
京
帝
国
大
学
を
中
心
と
す
る
本
郷
台
地
上
の

0

0

0

0

0

0

〈
青
春
〉
の
物
語
と
『
三
四
郎
』
を
規
定
し
、―
―
い
っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
、『
三
四

郎
』
の
世
界
は
、
本
郷
台
地
上
の
東
京
帝
国
大
学
と
第
一
高
等
学
校
の
塀
の
内
部

0

0

0

0

に
棲
息
す
る
人
々
の
世
界
で
あ
る
」
と
言
及
し
て
い
る
。

　
『
三
四
郎
』
が
東
京
帝
国
大
学
と
第
一
高
等
学
校
の
「
塀
の
内
部

0

0

0

0

に
棲
息
す
る
人
々
の
物
語
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
鷗
外
の
『
青
年
』
は
、「『
三
四
郎
』
と

知
的
空
間
を
共
有
し
つ
つ
、
し
か
し
、
決
し
て
塀
の
内
部
に
は
立
ち
入
ら
ぬ

0

0

0

0

0

、
も
し
く
は
、
そ
こ
に
立
ち
入
る
と
い
う
行
為
を
自
ら
に
禁
じ
る
青
年
、
小
泉
純
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一
〇

一
の
物
語
で
あ
る
」７
と
小
泉
は
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
も
、『
青
年
』
に
は
そ
の
近
く
を
通
っ
て
も
東
京
帝
国
大
学
の
表
記
す
ら
な
い
。
い
わ
ば
、
学
歴
主
義

に
反
抗
す
る
純
一
の
思
考
を
地
理
的
空
間
描
写
に
お
い
て
も
対
応
さ
せ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　
『
青
年
』
の
「
壹
」
に
は
、
袖
浦
館
の
前
を
南
北
に
通
じ
る
千
駄
木
に
至
る
通
り
を
歩
む
「
官
員
ら
し
い
、
洋
服
の
男
」、「
角
帽
の
学
生
」、「
女
学
生
」
な

ど
の
通
勤
・
通
学
の
時
間
帯
に
お
け
る
街
路
の
活
況
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

純
一
は
権
現
前
の
坂
の
方
へ
向
い
て
歩
き
出
し
た
。
二
三
歩
す
る
と
袂
か
ら
方
眼
図
の
小
さ
く
折
つ
た
の
を
出
し
て
、
見
な
が
ら
歩
く
の
で
あ
る
。
自

分
の
来
た
道
で
は
、
官
員
ら
し
い
、
洋
服
の
男
や
、
角
帽
の
学
生
や
、
白
い
二
本
筋
の
帽
を
被
つ
た
高
等
学
校
の
生
徒
や
、
小
学
校
へ
出
る
子
供
や
、
女

学
生
な
ん
ぞ
が
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
本
郷
の
通
の
方
へ
出
る
の
に
擦
れ
違
つ
た
が
、
今
坂
の
方
へ
曲
つ
て
見
る
と
、
丸
で
往
来
が
な
い
。
右
は
高
等
学
校
の
外

囲
、
左
は
角
が
出
来
た
ば
か
り
の
会
堂
で
、
そ
の
傍
の
小
屋
の
や
う
な
家
か
ら
車
夫
が
声
を
掛
け
て
車
を
勧
め
た
処
を
通
り
過
ぎ
る
と
、
土
塀
や
生
垣
を

繞め
ぐ

ら
し
た
屋
敷
ば
か
り
で
、
其
間
に
綺
麗
な
道
が
、
ひ
ろ
び
ろ
と
附
い
て
ゐ
る
。

　

通
勤
・
通
学
の
人
々
の
群
は
、
い
わ
ば
三
四
郎
の
い
る
帝
国
大
学
の
方
に
坂
を
下
り
る
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
と
は
逆
行
し
て
、
根
津
権
現
前
の
坂
の
方
へ

向
っ
て
歩
く
純
一
の
歩
み
が
『
青
年
』
で
は
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
『
団
子
坂
』（「
東
亜
之
光
」
明
治
四
十
二
・
九
）
で
も
そ
の
こ
と
が
い
え
る
。『
団
子
坂
』
は
女
学
生
と
男
学
生
の
「
対
話
」
劇
で
あ
る
８
。
題
名
に
な
っ
て
い

る
団
子
坂
に
は
、
鷗
外
が
明
治
三
十
五
年
か
ら
亡
く
な
る
大
正
十
一
年
ま
で
の
三
十
年
間
、
団
子
坂
に
住
ん
で
い
た
。
地
番
は
団
子
坂
上
の
千
駄
木
町
二
十
一

番
地
で
あ
る
。『
団
子
坂
』
と
い
う
作
品
は
ま
さ
に
そ
の
地
理
的
空
間
が
描
か
れ
る
。
時
代
設
定
は
、
東
京
の
秋
を
彩
る
風
物
詩
と
し
て
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て

い
た
菊
人
形
が
陰
り
を
見
せ
た
時
期
で
あ
る
。９ 

　

男
学
生
は
『
青
年
』
の
主
人
公
純
一
と
同
じ
く
、
初
音
町
の
下
宿
に
住
ん
で
い
る
。
男
学
生
と
女
学
生
と
の
対
話
を
展
開
し
て
見
せ
た
鷗
外
は
、
こ
の
二
人

に
「
女 （
略
）
お
や
。
も
う
橋
の
処
へ
来
ま
し
た
の
ね
。
／
男 

三
四
郎
が
何
と
か
い
ふ
綺
麗
な
お
嬢
さ
ん
と
此
所
か
ら
曲
つ
た
の
で
す
」
と
発
言
さ
せ
て
い
る
。

　
「
女 

え
ゝ
。Stray sheep!

／
男 Sheep

な
ら
好
い
が
、
僕
な
ん
ぞ
は
ど
う
か
す
る
と
、w

olf
に
な
り
さ
う
で
す
」
と
、
同
音
反
復
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
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一
一

そ
の
際
に
ち
ょ
う
ど
一
年
前
に
「
朝
日
新
聞
」
に
連
載
が
開
始
さ
れ
た
『
三
四
郎
』
を
踏
ま
え
た
言
葉
を
発
せ
さ
せ
て
い
た
。
し
か
も
、『
団
子
坂
』
で
は
、

三
四
郎
と
美
禰
子
を
話
題
に
し
な
が
ら
、
二
人
が
団
子
坂
を
下
っ
た
の
と
逆
行
す
る
よ
う
に
、
男
学
生
と
女
学
生
は
坂
を
上
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て

三
四
郎
と
美
禰
子
と
の
「stray  sheep

」
と
は
異
な
る
関
係
性
が
上
る
に
つ
れ
て
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

五

　

最
後
に
『
青
年
』
の
特
徴
的
な
時
代
の
入
れ
込
み
方
・
社
会
批
判
・
社
会
の
気
運
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
加
藤
周
一
は
『
文
体
』10
の
中
で
、「
言
葉

や
文
章
と
い
う
も
の
は
完
全
に
個
人
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
ま
た
、
社
会
の
も
の
で
あ
り
、
社
会
の
も
の
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
文
章
と
し
て
の

生
命
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
極
め
て
自
覚
的
だ
っ
た
の
が
、
鷗
外
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
践
例
を
見
て
み
た
い
。

　

夏
目
漱
石
11
を
モ
デ
ル
に
し
た
平
田
拊
石
の
イ
プ
セ
ン
論
が
展
開
さ
れ
る
青
年
の
「
七
」
で
は
、
講
演
会
場
に
や
っ
て
き
た
拊
石
が　

医
学
生
の
大
村
を
見

つ
け
て
、「
何
か
書
け
ま
す
か
」
と
声
を
掛
け
る
場
面
が
あ
る
。「
余
り
自
由
に
な
り
過
ぎ
て
困
り
ま
す
」
と
応
じ
る
大
村
に
対
し
、「
活
字
は
自
由
で
も
、
思

想
は
自
由
で
な
い
か
ら
ね
。」
と
拊
石
が
答
え
る
場
面
で
あ
る
。

「
ど
う
も
持
つ
て
行
つ
て
見
て
戴
く
や
う
な
も
の
は
出
来
ま
せ
ん
。」

「
ち
つ
と
無
遠
慮
に
世
間
へ
出
し
て
見
給
へ
。
活
字
は
自
由
に
な
る
世
の
中
だ
。」

「
余
り
自
由
に
な
り
過
ぎ
て
困
り
ま
す
。」

「
活
字
は
自
由
で
も
、
思
想
は
自
由
で
な
い
か
ら
ね
。」

　
『
青
年
』
の
作
品
内
時
間
は
、「
壱
」
が
明
治
四
十
二
年
「
十
月
二
十
何
日
か
の
午
前
八
時
」
と
記
さ
れ
、
最
終
章
は
翌
年
の
一
月
一
日
で
あ
り
、
上
京
し
た

青
年
の
約
三
カ
月
の
体
験
が
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
「
七
」
に
は
、
明
治
四
十
三
年
六
月
発
表
時
の
社
会
批
判
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
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一
二

傍
線
部
の
よ
う
に
大
逆
事
件
の
検
挙
を
に
お
わ
す
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
鷗
外
の
同
時
代
を
見
る
作
家
と
し
て
の
目
の
確
か
さ
に
は
注

目
し
て
お
い
て
い
い
12
。
大
逆
事
件
の
判
決
が
出
て
刑
が
執
行
さ
れ
た
後
に
発
表
し
た
「
十
六
」
で
は
、
純
一
が
両
国
亀
清
楼
で
開
催
さ
れ
た
Y
県
人
の
忘
年

会
に
出
席
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
須
田
喜
代
次
13
は
、「
こ
の
一
見
作
品
享
受
の
時
間
と
は
全
く
関
係
の
な
い
話
が
展
開
さ
れ
る
シ
ー
ン
で
す
ら
、
開
宴
前

に
囲
碁
に
戯
れ
る
人
を
称
し
て
、
語
り
手
は
、『
当
局
者
と
い
ふ
と
、
当
世
で
は
少
々
恐
ろ
し
い
も
の
に
聞
え
る
が
』
と
か
『
こ
の
棋
と
い
ふ
も
の
が
社
交
的

遊
戯
に
な
っ
て
ゐ
る
間
は
、
危
険
な
る
思
想
が
蔓
延
す
る
な
ど
と
い
ふ
處
は
あ
る
ま
い
と
、
若
い
癖
に
生
利
な
皮
肉
を
考
へ
て
ゐ
る
』
と
述
べ
、
こ
れ
ま
た
読

者
が
、
享
受
す
る
現
実
と
の
共
振
関
係
の
上
に
立
っ
て
本
作
品
を
読
む
こ
と
を
要
請
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
『
青
年
』
に
は
、当
時
の
社
会
的
気
運
も
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
明
治
四
十
年
代
は
因
習
の
打
破
を
目
指
す
気
運
が
高
ま
っ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。

そ
の
時
代
の
象
徴
的
な
存
在
が
イ
プ
セ
ン
で
あ
っ
た
。
明
治
四
十
二
年
十
一
月
二
十
七
日
の
小
山
内
薫
主
宰
の
自
由
劇
場
に
よ
る
イ
プ
セ
ン
の
『
ジ
ョ
ン
・
ガ

ブ
リ
エ
ル
・
ボ
ル
ク
マ
ン
』
の
初
演
は
、「
当
時
の
演
劇
、
文
芸
社
会
は
勿
論
一
般
知
識
階
級
の
間
に
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
呼
び
起
こ
し
」14
た
。
上
演

さ
れ
た
有
楽
座
に
は
「
早
稲
田
文
学
」「
ス
バ
ル
」「
三
田
文
学
」「
新
思
潮
」「
白
樺
」
と
流
派
を
超
え
た
同
人
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
観
劇
に
訪
れ
た
。『
青
年
』

の
純
一
も
イ
プ
セ
ン
劇
の
初
演
に
居
合
わ
せ
た
幸
運
な
青
年
た
ち
の
一
人
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
翻
訳
を
し
た
の
が
鷗
外
だ
っ
た
。

　

十
一
月
二
十
七
日
に
有
楽
座
で
イ
ブ
セ
ンJohn G

abriel B
orkm

ann

が
興
行
せ
ら
れ
た
。

　

こ
れ
は
時
代
思
潮
の
上
か
ら
観
れ
ば
、
重
大
な
る
出
来
事
で
あ
る
と
、
純
一
は
信
じ
て
ゐ
る
の
で
、
自
由
劇
場
の
発
表
が
あ
る
の
を
待
ち
兼
ね
て
ゐ
た

や
う
に
、
早
速
会
員
に
な
つ
て
置
い
た
。
こ
れ
よ
り
前
に
、
ま
だ
純
一
が
国
に
ゐ
た
頃
、
シ
エ
エ
ク
ス
ピ
イ
ア
興
行
が
あ
つ
た
こ
と
も
あ
る
。
併
し
シ
エ

エ
ク
ス
ピ
イ
ア
や
ギ
ヨ
オ
テ
は
、
縦た
と

ひ
ど
ん
な
に
旨
く
演
ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
結
構
に
は
相
違
な
い
が
、
今
の
青
年
に
痛
切
な
感
じ
を
興
へ
る
こ
と
は

む
ず
か
し
か
ら
う
。

　
「
九
」
で
、
社
会
的
大
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
イ
プ
セ
ン
の
『
ジ
ョ
ン
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ボ
ル
ク
マ
ン
』
の
上
演
は
、
青

年
た
ち
の
圧
倒
的
支
持
を
受
け
た
15
こ
と
が
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
や
ゲ
ー
テ
を
例
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。『
三
四
郎
』
で
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
の
こ
と
は
話
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一
三

題
に
さ
れ
て
い
る
が
、『
青
年
』
の
よ
う
な
観
劇
そ
の
も
の
が
描
か
れ
て
は
い
な
い
。

　

一
方
、『
青
年
』
に
は
舞
台
を
見
た
観
客
の
様
子
や
幕
間
の
場
面
も
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
会
話
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。「
母
に
も
従
は
な
い
。
父
に
も
従
は

な
い
。
情
宣
の
縄
で
縛
ら
う
と
す
る
お
ば
に
も
従
は
な
い
」
青
年
エ
ル
ハ
ル
ト
が
「『
わ
た
く
し
は
生
き
よ
う
と
思
ひ
ま
す
』
と
云
ふ
、
猛
烈
な
叫
声
を
、
今

日
の
大
向
う
を
占
め
て
ゐ
る
、数
多
の
学
生
連
に
喝
采
」
せ
ら
れ
た
様
子
が
『
青
年
』
で
は
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
顧
慮
を
打
ち
破
つ
て
『
僕

は
僕
の
意
志
』
に
生
き
る
」
と
宣
言
し
て
ヰ
ル
ト
ン
夫
人
と
と
も
に
南
の
国
に
旅
立
つ
エ
ル
ハ
ル
ト
は
、
劇
場
に
来
て
い
た
多
く
の
青
年
た
ち
の
声
を
代
弁
し

て
い
た
。
ま
さ
に
エ
ル
ハ
ル
ト
は
新
精
神
が
漲
る
時
代
の
「
青
春
の
象
徴
」
と
な
っ
て
お
り
、
純
一
の
造
形
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
西
洋
文
学
の
文
体
へ
の
影
響
が
見
ら
れ
、
外
来
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
語
が
得
意
な
純
一
と
い
う
設
定
で
あ
り
、
後
半
で

は
そ
の
知
識
も
披
露
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
五
十
歳
近
く
の
鷗
外
が
、
主
体
的
に
「
生
き
よ
う
」
と
模
索
す
る
若
い
純
一
を
主
人
公
と
し
た
『
青
年
』
を
執

筆
し
た
こ
と
に
は
西
洋
文
学
・
イ
プ
セ
ン
劇
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

拊
石
は
、イ
プ
セ
ン
の
個
人
主
義
を
「
あ
ら
ゆ
る
慣
習
の
縛
い
ま
し
めを
脱
し
て
、個
人
を
個
人
と
し
て
生
活
さ
せ
よ
う
」
と
す
る
「
世
間
的
自
己
」
と
、「
始
終
向
上
」

し
て「
強
い
翼
に
風
を
切
つ
て
、高
く
飛
ぼ
う
」と
す
る「
出
世
間
的
自
己
」の
両
面
を
持
つ
も
の
と
捉
え
る
。「
自
己
の
意
志
よ
り
出
で
た
る
も
の
だ
と
い
う
所
に
、

イ
ブ
セ
ン
の
求
め
る
も
の
の
内
容
が
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
兎
に
角
道
は
自
己
の
行
く
為
に
、
自
己
の
開
く
道
で
あ
る
」
と
述
べ
、
イ
プ
セ
ン
を
「
求
め
る
人
で
あ

り
ま
す
。
現
代
人
で
あ
り
ま
す
。
新
し
い
人
で
あ
り
ま
す
」
と
、
時
代
を
切
り
開
い
て
い
く
人
と
し
て
高
く
評
価
し
た
。「
国
に
ゐ
た
頃
か
ら
な
ん
で
も
因
襲

に
囚
わ
れ
て
ゐ
る
の
は
詰
ま
ら
な
い
と
、
つ
く
づ
く
思
つ
た
」
純
一
は
、
ま
さ
に
イ
プ
セ
ン
の
い
う
「
新
し
い
人
」
の
一
人
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
拊
石
の
イ
プ
セ
ン
の
講
演
が
、
現
世
に
留
っ
て
い
る
大
石
路
花
か
ら
純
一
を
遠
ざ
け
、
親
友
と
な
る
大
村
荘
之
助
と
い
う
医
学
生
と
の
出
会
い
を
生

む
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
イ
プ
セ
ン
劇
の
観
劇
で
は
、
同
郷
の 

Y
県
出
身
の
法
科
大
学
教
授
の
坂
井
未
亡
人
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
純
一
は
未
亡
人
の
謎

の
目
に
ひ
か
れ
、
坂
井
先
生
が
残
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
書
物
を
借
り
に
自
宅
を
訪
問
す
る
。
坂
井
夫
人
は
ま
さ
に
「
萎
れ
る
前
に
、
吸
い
取
ら
れ
る
限
の
日
光

を
吸
ひ
取
ら
う
と
し
て
ゐ
る
花
の
や
う
な
」
ヰ
ル
ト
ン
夫
人
の
日
本
版
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。

　

イ
プ
セ
ン
劇
が
日
本
で
初
め
て
上
演
さ
れ
る
の
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
『
三
四
郎
』
の
書
か
れ
た
一
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。「
男
も
女
も
イ
プ
セ
ン
の
様
に

自
由
行
動
を
と
ら
な
い
丈
だ
。
腹
の
な
か
で
は
大
抵
か
ぶ
れ
て
ゐ
る
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、「
新
し
い
女
」
の
よ
う
に
見
え
る
美
彌
子
だ
が
、
彼
女
の
言
動
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を
仔
細
に
見
て
行
く
と
自
己
を
抑
制
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
結
婚
と
い
う
選
択
肢
を
選
ん
だ
美
彌
子
に
は
、
以
前
の
快
活
さ
は
消
え
て
い
る
。

　

美
彌
子
と
は
違
い
、
未
亡
人
で
あ
る
坂
井
夫
人
は
、
郷
里
の
束
縛
か
ら
離
れ
、
夫
の
残
し
た
遺
産
で
自
由
に
暮
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
青
年
』
で
は
愛

の
成
就
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
ヰ
ル
ト
ン
夫
人
と
と
も
に
南
の
国
に
旅
立
つ
エ
ル
ハ
ル
ト
の
よ
う
に
、
坂
井
夫
人
を
追
っ
て
箱
根
の
旅
館
・
福
住
ま
で
出
か
け

た
純
一
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
坂
井
夫
人
と
画
家
の
岡
村
の
二
人
だ
っ
た
。

　

一
体
己
の
不
平
は
な
ん
だ
。
あ
の
奥
さ
ん
を
失
ふ
悲
か
な
し
みか
ら
出
た
不
平
で
は
な
い
。
自
己
を
愛
す
る
心
が
傷
つ
け
ら
れ
た
不
平
に
過
ぎ
な
い
。
大
村
が
恩

も
な
く
怨
も
な
く
別
れ
た
女
の
話
を
し
た
つ
け
。
場
合
は
違
ふ
が
、
己
も
今
恩
も
な
く
怨
も
な
く
別
れ
れ
ば
好
い
の
だ
。
あ
あ
、
併
し
な
ん
と
思
つ
て
見

て
も
寂
し
い
こ
と
は
寂
し
い
。
ど
う
も
自
分
の
身
の
周
囲
に
空
虚
が
出
来
て
来
る
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

　

純
一
の
内
的
独
白
は
、
己
の
不
平
の
中
身
に
つ
い
て
仔
細
に
自
己
分
析
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
疑
問
を
投
げ
か
け
、
不
平
の
中
身
に
つ
い
て

例
示
し
て
否
定
し
て
い
る
。
詠
嘆
調
で
あ
る
が
、
そ
の
感
傷
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
気
持
ち
を
解
説
す
る
こ
と
で
、
作
品
を
書
く
と
い
う
新
た
な
行

為
へ
の
道
筋
が
示
さ
れ
て
い
る
。
自
ら
の
煩
悶
ほ
ど
坂
井
夫
人
が
自
分
の
こ
と
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
純
一
は
、
胸
の
痛
み
が
坂
井

夫
人
を
失
っ
た
悲
し
み
と
い
う
よ
り
も
、
自
己
愛
か
ら
く
る
苦
痛
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、「
好
い
わ
。
こ
の
寂
し
さ
の
中
か
ら
作
品
が
生
れ
な
い
に

も
限
ら
な
い
」
と
、
空
虚
感
を
原
動
力
に
小
説
を
書
こ
う
と
決
意
す
る
の
で
あ
る
。

　

翌
朝
、
純
一
の
気
持
ち
に
符
号
す
る
よ
う
に
自
然
描
写
で
は
元
旦
の
朝
の
晴
れ
や
か
さ
が
示
さ
れ
、
し
か
し
、
完
全
に
ふ
っ
き
れ
て
い
な
い
こ
と
は
純
一
の

振
り
返
る
行
為
に
現
れ
て
い
る
。
純
一
の
気
持
ち
と
は
裏
腹
に
「
障
子
は
閉
め
ら
れ
、
中
は
ひ
っ
そ
り
し
て
い
た
」
と
、
過
去
形
で
終
っ
て
い
る
。
純
一
の
内

面
の
葛
藤
を
知
ら
ぬ
げ
に
、
坂
井
夫
人
の
泊
ま
っ
て
い
る
座
敷
は
、
障
子
が
閉
ま
り
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る
。
純
一
が
元
旦
の
朝
に
旅
館
を
後
に
す
る
場
面
で

『
青
年
』
は
幕
を
閉
じ
る
。
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森
鷗
外
『
青
年
』
の
文
体

一
五

　
Ｊ
・Ｊ
・
オ
リ
ガ
ス
は
、
鷗
外
の
文
体
に
つ
い
て
、「
む
す
び　

二　

物
」16
の
中
で
「
も
の
を
見
詰
め
る
。
そ
し
て
、
そ
の
様
々
な
物
を
見
渡
す
。
部
分
を
し
っ

か
り
と
つ
か
み
、
全
体
を
見
よ
う
と
す
る
。
物
の
領
略
が
で
き
て
、
そ
れ
を
見
渡
す
こ
と
に
至
っ
て
、
あ
る
調
和
が
生
れ
る
。 

物
の
領
略
、
全
体
の
発
見
は
、

す
ぐ
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
文
章
が
出
来
て
、
始
め
て
そ
れ
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
と
眼
が
そ
の
時
一
致
す
る
。
こ
の
一
致
は
鷗
外
の
文
章
の
妙

味
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
と
ば
と
眼
と
思
想
を
総
合
的
に
捉
え
た
俯
瞰
の
文
学
が
、
鷗
外
の
文
体
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
そ

れ
は
、
物
事
の
客
観
性
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。『
青
年
』
の
地
理
的
特
徴
と
し
て
坂
を
上
る
場
面
が
多
い
こ
と
か

ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
空
間
描
写
が
多
い
こ
と
も
特
徴
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
内
的
独
白
体
も
多
用
さ
れ
、
内
面
と
自
然
描
写
が
有
機
的
に
結
合

し
て
い
る
。
加
え
て
『
青
年
』
に
お
け
る
日
記
は
自
己
の
内
面
を
客
観
化
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
同
時
に
読
者
も
純
一
の
内
面
を
客
観
的

に
み
る
ツ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
。
対
話
に
お
い
て
も
、
二
人
が
話
す
こ
と
に
お
い
て
成
長
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
純
一
の
思
索
を
深
め
る
手
立
て
に
な
っ
て
い

る
面
が
あ
る
。『
青
年
』
の
文
体
が
俯
瞰
の
文
学
と
な
っ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

注１　

吉
田
精
一
編
『
森
鷗
外
研
究
』
所
収 （
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
十
五
年
三
月
）

２　

天
野
郁
夫
『
試
験
の
社
会
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
十
月
）

３　
『
物
と
眼
』
所
収 （
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

４　

拙
稿
「
ノ
ラ
の
行
く
え
―
森
鷗
外
と
イ
プ
セ
ン
戯
曲
―
」（『
鷗
外
と
〈
女
性
〉』
所
収
大
東
出
版
社
、
一
九
九
二
年
十
一
月
）

５　
「
一
九
一
〇
年
代
文
学
の
空
間
認
識
」（『
森
鷗
外
の
文
学
世
界
』
所
収
、
翰
林
書
房
、
二
〇
一
三
年
四
月
）

６　

注
５
に
同
じ
。

７　
『
東
京
方
眼
図
』
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、「
本
郷
三
丁
目
か
ら
追
分
に
至
る
道
筋
を
通
る
純
一
が
、
右
手
に
当
っ
て
必
ず
や
目
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
東
京
帝
国
大
学
の

象
徴
と
も
言
う
べ
き
赤
門
、
そ
し
て
正
門
、
広
く
は
東
京
帝
国
大
学
の
存
在
そ
の
も
の
が
、『
青
年
』
の
空
間
叙
述
か
ら
消
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
青
年
』
で
は
、

純
一
の
目
指
す
目
標
、「
根
津
権
現
の
表
坂
上
に
あ
る
袖
浦
館
と
い
ふ
下
宿
屋
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
大
石
路
花
の
下
宿
す
る
表
坂
上
に
あ
る
袖
浦
館
は
東
京
帝
国
大
学
・
第

一
高
等
学
校
の
外
囲
い
の
輪
郭
、
そ
の
す
ぐ

0

0

外
部
に
位
置
し
て
い
る
」
と
小
泉
は
注
６
で
指
摘
し
て
い
る
。
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８　
「
対
話
」
と
い
う
形
式
は
『
青
年
』
の
中
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。

９　
『
団
子
坂
』
の
前
年
に
発
表
さ
れ
た
漱
石
の
『
三
四
郎
』
の
頃
が
菊
人
形
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
。
広
田
先
生
ら
と
一
緒
に
三
四
郎
と
美
禰
子
は
菊
人
形
を
見
に
行
く
が
、
二
人

は
あ
ま
り
の
人
ご
み
に
坂
を
下
り
、
藍
染
橋
の
方
に
行
く
こ
と
に
な
る
。

10　
『
文
体
』 （
日
本
近
代
思
想
大
系
、
岩
波
書
店 

一
九
八
九
年
一
月
）

11　
『
青
年
』
連
載
中
、
鷗
外
は
明
治
四
十
三
年
七
月
の
「
新
潮
」
に
「
夏
目
漱
石
論
」
を
発
表
。「
漱
石
君
が
今
の
地
位
は
、
彼
の
地
位
と
し
て
は
、
低
き
に
過
ぎ
て
も
高
き
に

過
ぎ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
「
技
倆
」
を
「
立
派
な
技
倆
だ
と
認
め
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
今
迄
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
は
長
所
が
沢
山
目
に
附
い
て
、
短
所

と
云
ふ
程
な
も
の
は
目
に
附
か
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

12　

六
月
五
日
に
は
「
幸
徳
秋
水
一
味
不
軌
の
大
陰
謀　

過
激
党
全
滅
の
大
検
挙
開
始
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』）
と
い
う
「
大
逆
事
件
の
発
生
」、「
明
治
四
十
二
年
十
一
月
三
日
と

い
う
作
中
時
間
で
は
、
想
定
し
得
な
か
っ
た
事
態
が
、
作
品
享
受
の
時
間
に
お
い
て
発
生
し
、
そ
れ
が
作
品
中
の
言
葉
と
共
振
す
る
。」、「
そ
う
し
た
享
受
す
る
読
者
の
現
実

の
時
間
と
の
共
振
関
係
の
上
に
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
」（
須
田
喜
代
次
『
青
年
』
解
題
、『
森
鷗
外
近
代
小
説
集
』
第
四
巻
、岩
波
書
店
、二
〇
一
二
年
十
一
月
）

と
、
指
摘
し
て
い
る
。

13　

須
田
喜
代
次
『
青
年
』
解
題
、（『
森
鷗
外
近
代
小
説
集
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
）

14　

中
村
吉
蔵
「
明
治
大
正
新
劇
運
動
史
」（『
明
治
時
代
中
編
』
新
潮
社
、
昭
和
六
年
九
月
）

15　

上
演
時
の
様
子
は
、「
実
際
に
文
壇
に
対
し
殊
に
我
等
青
年
に
及
ぼ
し
た
る
感
化
は
真
に
偉
大
な
も
の
で
あ
つ
た
」（「
森
鷗
外
氏
に
与
ふ
る
の
書
」「
文
章
世
界
」
明
治

四
十
三
・
五
）
と
い
う
評
か
ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。

16　

注
３
に
同
じ
。

　

付
記
、
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
C
（
課
題
番
号
二
三
五
二
〇
二
一
七
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
二
〇
一
三
年
六
月
，
文
京
大
学
で
開
催
さ

れ
た
日
本
文
体
論
学
会
春
季
大
会
の
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の
発
表
を
も
と
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

－ 247 －


