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芥
川
龍
之
介
『
芋
粥
』
は
、
吉
田
精
一
に
よ
れ
ば
〈
寓
意
小
説
〉
で
あ
り
、

(＊

2
)
 

三
好
行
雄
に
よ
れ
ば
〈
哲
学
小
説
〉
で
あ
る
。
吉
田
精
一
の
理
解
は
、
い

わ
ゆ
る
「
後
半
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
み
ち
び
き
だ
さ
れ
、
三
好
行
雄

の
理
解
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
い
ち
は
や
い
主
題
の
提
示
」
を
語
る
と
み

な
さ
れ
た
「
前
半
」
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
み
ち
び
き
だ
さ
れ
て
い
る
。

漱
石
の
批
評
以
来
、
前
半
・
後
半
の
「
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
」
が
指
摘
さ
れ
つ

づ
け
、
「
芋
粥
」
は
、
「
モ
テ
ィ
ー
フ
の
変
更
」
す
ら
も
が
発
見
さ
れ
て
し

(＊

3
)
 

ま
っ
て
い
る
。
極
言
す
れ
ば
、
『
芋
粥
』
は
、
整
合
的
な
作
品
と
み
な
さ
れ

な
い
ま
ま
に
種
々
の
研
究
的
言
説
が
か
さ
ね
ら
れ
る
と
い
う
不
幸
な
運
命

に
も
み
ま
わ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
前
半
と
後
半
の
「
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
」
と
さ
れ
る
問

題
は
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
『
芋
粥
』
は
、
見
か
け
に
反
し
て
、

も
っ
と
整
合
的
な
姿
を
た
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
」
を
言
い
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
み
ち
び
か
れ
る
〈
読
み
〉
に
は
、
『
芋

粥
』
の
語
り
が
ど
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
検
討
に
よ

っ
て
見
直
さ
れ
る
べ
き
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
芥

ー

い
わ
ゆ
る
前
半
・
後
半

古
典
典
拠
に
言
及
す
る
小
説
の
語
り

芥
川
龍
之
介
『
芋
粥
』
ー
|
_

2
 
「
典
拠
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と

川
龍
之
介
に
お
け
る
日
本
古
典
文
学
と
の
関
係
を
視
野
に
お
さ
め
つ
つ
、

『
芋
粥
』
の
語
り
の
方
法
を
中
心
に
検
討
を
す
す
め
、
作
品
の
整
合
的
な

〈
読
み
〉
を
も
と
め
て
み
た
い
。

〈
典
拠
を
も
っ
た
小
説
〉
と
い
う
手
法
を
手
法
と
し
て
テ
ク
ス
ト
の
冒

頭
部
に
明
示
的
に
言
及
す
る
こ
と
、
こ
の
点
に
『
芋
粥
』
の
書
き
出
し
の

特
徴
を
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
芥
川
作
品
に
な

か
っ
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

元
慶
の
末
か
、
仁
和
の
始
に
あ
っ
た
話
で
あ
ら
う
。
ど
ち
ら
に
し

て
も
時
代
は
さ
し
て
、
こ
の
話
に
大
事
な
役
を
、
勤
め
て
ゐ
な
い
。

読
者
は
唯
、
平
安
朝
と
云
ふ
、
遠
い
昔
が
背
景
に
な
つ
て
ゐ
る
と
云

ふ
事
を
、
知
つ
て
さ
へ
ゐ
て
く
れ
れ
ば
、
よ
い
の
で
あ
る
。
ー
ー
_
そ

の
頃
、
摂
政
藤
原
基
経
に
仕
へ
て
ゐ
る
侍
の
中
に
、
某
と
云
ふ
五
位

が
あ
っ
た
。

こ
れ
も
、
某
と
書
か
ず
に
、
何
の
誰
と
、
ち
ゃ
ん
と
姓
名
を
明
に

0

0

 

し
た
い
の
で
あ
る
が
、
生
憎
旧
記
に
は
、
そ
れ
が
伝
は
つ
て
ゐ
な
い

Q

恐
ら
く
は
、
実
際
、
伝
は
る
資
格
が
な
い
程
、
平
凡
な
男
だ
っ
た
の

下

西

善
三
郎
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0

0

 

で
あ
ら
う
。
一
体
旧
記
の
著
者
な
ど
と
云
ふ
者
は
、
平
凡
な
人
間
や

話
に
、
余
り
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
点
で
、
彼
等
と
、

日
本
の
自
然
派
の
作
家
と
は
、
大
分
ち
が
ふ
。
王
朝
時
代
の
小
説
家

は
、
存
外
、
閑
人
で
な
い
o
_

—
ー
兎
に
角
、
摂
政
藤
原
基
経
に
仕
ヘ

て
ゐ
る
侍
の
中
に
、
某
と
云
ふ
五
位
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
こ
の
話

(＊

4
)
 

の
主
人
公
で
あ
る
。

こ
の
書
き
出
し
に
す
こ
し
の
と
ま
ど
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
小
説
は
す

で
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
に
、
「
こ
の
話
」
と
し
て
提
示
さ
れ
た
当
の
「
こ

の
話
」
が
な
か
な
か
は
じ
ま
ろ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
に
理
由
は
あ
る
。
語

り
手
が
つ
い
や
し
て
い
る
の
は
、
「
旧
記
」
と
い
う
〈
典
拠
〉
に
よ
っ
て
語

っ
て
い
る
姿
勢
を
明
示
す
る
た
め
の
言
辞
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
も
し
ば
ら

く
、
「
こ
の
話
L

の
前
史
と
し
て
、
主
人
公
の
風
采
、
勤
め
さ
き
の
役
所
で

人
か
ら
受
け
る
待
遇
、
服
装
に
関
し
て
の
無
頓
着
な
ど
が
報
告
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
こ
と
ば
は
「
こ
の
話
」
の
核
心
へ
と
す
ぐ
に
は
到
達
し
な
い
。

こ
れ
は
、
〈
典
拠
に
従
っ
た
小
説
〉
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
か
た

ら
れ
た
語
り
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
前
、
『
羅
生
門
』
（
大
正
四
年
九
月
）
で
も
、
『
鼻
』
（
大
正
五
年

二
月
）
で
も
、
〈
典
拠
を
も
っ
た
小
説
〉
と
い
う
手
法
が
、
手
法
と
し
て
テ

(＊

5
)
 

ク
ス
ト
に
明
示
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
『
芋
粥
』
以
前
に
も

〈
典
拠
〉
を
も
ち
い
て
（
し
か
し
、
隠
し
て
）
小
説
を
造
形
す
る
経
験
を

も
っ
た
芥
川
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
『
芋
粥
』
で
は
、
書
き
出
し
に
お
い
て

〈
典
拠
〉
に
か
か
わ
る
言
説
を
明
示
的
に
つ
み
か
さ
ね
て
い
る
こ
と
で
類

例
が
な
い
。
こ
れ
は
、
手
法
を
手
法
と
し
て
作
中
に
言
及
す
る
、
「
手
法
の

露
呈
」
と
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
だ
ろ
う
。
芥
川
は
、
自
身

の
小
説
史
に
お
け
る
「
先
行
す
る
手
法
」
を
「
露
呈
」
し
、
「
露
呈
」
す
る

「
旧
記
」
と
は
、
何
か
。
こ
れ
ま
で
の
常
識
で
は
、
作
者
芥
川
が
下
敷

き
に
し
た
文
献
名
を
あ
げ
る
こ
と
を
な
ら
わ
し
と
す
る
。
「
素
材
と
な
っ
た

0

(

＊
7
)
 

『
今
昔
物
語
』
ま
た
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
さ
す
」
の
よ
う
に
。
執
筆

上
の
事
実
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
な

に
が
〈
典
拠
〉
で
あ
る
の
か
、
で
は
な
く
、
〈
典
拠
〉
と
は
な
に
か
、
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
語
り
手
は
、
自
分
が
こ
れ
か
ら
く
り
ひ
ろ
げ
よ
う

と
す
る
「
話
」
の
も
と
い
が
「
旧
記
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
か
し
、

し
か
も
、
「
旧
記
」
の
名
は
あ
か
さ
な
い
と
い
う
態
度
で
か
た
っ
て
い
る
、

そ
の
自
己
言
及
的
な
語
り
の
あ
り
よ
う
が
意
味
す
る
も
の
は
何
か
と
い
う

こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
作
品
の
外
部
に
あ
る
実
在
の
典
拠
を
探
索
す
る
こ
と

と
は
べ
つ
の
作
業
で
あ
る
。
『
芋
粥
』
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
で
は
、
「
旧
記
」

は
、
外
在
す
る
実
体
的
な
「
種
本
」
と
し
て
で
は
な
く
、
設
定
的
な
も
の

と
し
て
あ
る
と
ま
ず
考
う
べ
き
で
あ
る
。

3
 
「
旧
記
」
「
こ
の
話
」
「
芋
粥
の
話
」
と
語
り
手

こ
と
に
よ
っ
て
手
法
そ
の
も
の
の
「
異
化
」
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
の
だ
と

(＊

6
)
 

い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
〈
典
拠
〉
へ
の
言
及
は
、
い
ま
だ
は
じ
ま
ら
な
い
「
こ
の
話
」
の

ま
え
に
わ
れ
わ
れ
を
た
ち
ど
ま
ら
せ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
予
行
運
動
を
お
こ

な
わ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
は
た
ら
き
を
も
つ
。

①
「
旧
記
」
と
は
、
な
に
な
の
か
。
そ
の
「
旧
記
」
と
語
り
手
は
ど
ん

な
関
係
に
あ
る
の
か
。

②
「
こ
の
話
」
と
は
、
な
に
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
小
説
の
ど
こ
か

ら
は
じ
ま
る
の
か
。
「
旧
記
」
と
「
こ
の
話
」
と
は
、
ど
う
い
う
関
係

に
あ
る
の
か
。
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語
り
手
の
ま
え
に
、
い
ま
、
〈
典
拠
〉
と
し
て
の
「
旧
記
」
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
語
り
手
が
情
報
の
源
泉
と
し
て
の
「
旧
記
」

に
も
と
づ
い
て
か
た
る
と
い
う
語
り
行
為
の
現
在
に
つ
い
て
の
言
明
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
の
語
り
手
が
「
こ
の
話
L

の
登
場
人
物
で
は
な
く
、

「
こ
の
話
」
の
外
側
に
あ
っ
て
、
あ
る
「
旧
記
」
に
も
と
づ
い
て
語
る
（
書

く
）
主
体
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
旧
記
」
を
す
で

に
読
ん
で
い
る
『
芋
粥
』
の
語
り
手
（
書
き
手
）
は
、
こ
れ
か
ら
語
ら
れ

る
べ
き
出
来
事
の
す
べ
て
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
人
間
で
あ
る
。

す
る
と
、
こ
の
語
り
手
の
位
置
は
、
「
旧
記
」
と
「
こ
の
話
」
の
関
係
を

あ
き
ら
か
に
も
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
こ
の
話
」
と
は
、

①
「
旧
記
」
に
書
か
れ
て
あ
る
話
（
語
り
手
が
読
ん
だ
話
）

②
「
旧
記
」
に
も
と
づ
い
て
こ
れ
か
ら
語
ら
れ
る
（
書
か
れ
る
）
話

の
二
義
を
に
な
う
こ
と
に
な
る
。

『
芋
粥
』
に
「
書
き
手
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
語
り
手
は
、
①
の

「
こ
の
話
」
の
内
容
の
す
べ
て
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
物
語
行

為
時
間
に
お
い
て
、
「
読
者
（
聴
き
手
）
」
に
む
け
て
こ
れ
か
ら
書
こ
う
（
語

ろ
う
）
と
す
る
「
こ
の
話
」
に
つ
い
て
、
そ
の
登
場
人
間
、
出
来
事
、
と

き
に
は
心
理
な
ど
に
つ
い
て
、
ま
え
も
っ
て
説
明
や
注
釈
の
こ
と
ば
を
か

た
り
う
る
た
ち
ば
に
あ
る
。
問
題
は
、
①
と
②
が
あ
る
い
は
異
な
っ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
②
に
は
、
語
り
手
の
恣
意
が
介
入

し
う
る
余
地
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

語
り
手
が
語
ろ
う
と
す
る
「
こ
の
話
」
は
、
具
体
的
に
ど
こ
か
ら
は
じ

ま
る
だ
ろ
う
か
。

小
説
『
芋
粥
』
に
、
章
段
番
号
は
な
い
。
が
、
縦
線
で
し
き
ら
れ
た
箇

所
が
、
作
中
に
四
カ
所
存
す
る
。
そ
れ
は
、
小
説
が
そ
こ
で
一
応
の
内
容

的
な
く
ぎ
れ
を
も
つ
こ
と
の
標
識
で
あ
る
。
い
ま
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、

内
容
を
箇
条
的
に
し
め
せ
ば
、

〈
I
〉
、
「
こ
の
話
の
主
人
公
」
と
称
さ
れ
る
「
五
位
」
の
風
采
、
「
五
位
」

に
ま
つ
わ
る
い
く
つ
か
の
否
定
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
。

〈
II
〉
、
基
経
邸
で
の
大
饗
の
席
で
の
出
来
事
（
利
仁
に
芋
粥
の
馳
走
に

誘
わ
れ
る
事
）

〈
III
〉
、
敦
賀
へ
の
道
中
で
の
出
来
事
1
（
利
仁
の
誘
い
出
し
、
狐
の
使

い
、
湖
西
・
坂
本
ま
で
）

〈
IV
〉
、
敦
賀
へ
の
道
中
で
の
出
来
事
2

（
湖
西
・
高
島
で
の
出
迎
え
、

狐
の
使
い
に
つ
い
て
の
報
告
）

〈
>
〉
、
利
仁
邸
で
の
出
来
事
（
暖
か
な
夜
具
、
朝
の
芋
粥
の
饗
応
）

と
な
る
。五

位
が
夢
想
し
て
い
た
、
「
芋
粥
に
飽
か
ん
」
事
は
、
存
外
容
易
に
事

実
と
な
つ
て
現
れ
た
。
そ
の
始
終
を
書
か
う
と
云
ふ
の
が
、
芋
粥
の

詞
の
目
的
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
文
言
は
、
〈
I
〉
の
末
尾
に
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
が
語
ろ
う

と
す
る
「
こ
の
話
」
1
1

「
芋
粥
の
話
」
と
は
、
〈
I
〉
を
除
い
た
、
〈

II
〉

s〈
>
〉
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
形
式
的
に
は
、
〈

I
〉
は
、
小
説
『
芋
粥
』

の
内
部
に
あ
り
、
「
芋
粥
の
話
」
の
外
部
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

『
芋
粥
』
の
語
り
手
は
、
〈
I
〉
の
部
分
で
、
た
と
え
ば
、

人
間
に
言
語
が
あ
る
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
。
従
つ
て
、
彼
等
も

手
真
似
で
は
、
用
を
弁
じ
な
い
事
が
、
時
々
あ
る
。
が
、
彼
等
は
、

そ
れ
を
全
然
五
位
の
悟
性
に
、
欠
陥
が
あ
る
か
ら
だ
と
、
思
つ
て
ゐ

4

注
釈
の
語
り
／
再
現
の
語
り
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る
ら
し
い
。

な
ど
の
よ
う
に
、
物
語
行
為
時
間
に
お
い
て
、
出
来
事
を
分
析
し
、
説
明

し
、
ま
た
意
見
を
の
べ
、
要
す
る
に
、
注
釈
す
る
語
り
手
と
し
て
登
場
す

る
。
こ
の
注
釈
す
る
語
り
手
の
物
語
行
為
時
間
は
、

一
体
旧
記
の
著
者
な
ど
と
云
ふ
者
は
、
平
凡
な
人
間
や
話
に
、
余

り
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
点
で
、
彼
等
と
、
日
本
の

自
然
派
の
作
家
と
は
、
大
分
ち
が
ふ
。
王
朝
時
代
の
小
説
家
は
、
存

外
、
閑
人
で
な
い
。

に
典
型
的
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
日
本
の
自
然
派
の
作
家
」
を
批
判

で
き
る
よ
う
な
時
間
・
場
所
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
者
芥
川
の
現
在
に
ち

か
い
。
じ
っ
さ
い
、
芥
川
の
現
実
的
な
文
壇
活
動
に
お
け
る
自
然
派
批
判

の
立
場
は
あ
き
ら
か
だ
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
の
言
説
は
あ
く
ま
で
も
〈
注

釈
の
語
り
〉
に
お
け
る
語
り
手
の
発
言
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、

作
者
の
な
ま
の
現
実
に
責
任
を
も
と
め
ら
れ
る
よ
う
な
発
言
と
し
て
あ
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
発
言
の
責
任
性
を
棚
上
げ
し
う
る
よ
う
な
場
所

で
か
た
ら
れ
た
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
の
レ
ベ
ル
で
の
語
り
を
、
〈
注
釈
の
語
り
〉
と
よ
ぶ
こ
と
に
し

よ
う
。
こ
の
〈
注
釈
の
語
り
〉
レ
ベ
ル
で
の
語
り
手
は
、
「
こ
の
話
」

(II

「
芋
粥
の
話
」
）
の
外
側
に
あ
っ
て
、
物
語
行
為
時
間
に
お
い
て
物
語
言
説

を
一
身
に
に
な
い
展
開
す
る
表
現
行
為
主
体
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
「

S
は
、
恐
ら
く
書
く
ま
で
も
な
い
事
で
あ
ら
う
。
」

「
そ
れ
を
今
一
々
、
列
記
す
る
事
は
出
来
な
い
。
」
の
よ
う
に
、
こ
の
語
り

手
は
、
「
旧
記
」
に
あ
る
記
事
を
取
捨
選
択
し
て
説
明
・
注
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
か
れ
が
語
っ
て
い
る
も
の
は
、
「
旧
記
」

の
忠
実
な
再
録
で
あ
る
か
ど
う
か
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
同
時
に
、
こ

5
 

の
語
り
手
が
そ
の
語
り
の
な
か
に
恣
意
を
ひ
そ
ま
せ
う
る
可
能
性
を
は
ら

み
も
つ
こ
と
を
示
す
。
そ
こ
に
、
こ
の
小
説
に
と
っ
て
の
〈
読
み
〉
に
お

け
る
解
釈
上
の
問
題
が
発
生
す
る
。
〈
注
釈
の
語
り
〉
に
つ
き
し
た
が
う
だ

け
で
は
、
た
と
え
ば
「
五
位
」
と
い
う
人
物
像
が
そ
の
〈
注
釈
の
語
り
〉

が
担
当
し
作
り
あ
げ
て
い
る
「
赤
鼻
の
五
位
」
像
に
だ
ま
っ
て
収
欽
さ
れ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
一
義
的
な
五
位
像
ー
|
_
「
一
切
の
不
正
を
、

不
正
と
し
て
感
じ
な
い
程
、
意
気
地
の
な
い
、
臆
病
な
人
間
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
」
の
よ
う
な
ー
を
形
成
す
る
危
険
性
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

が
『
芋
粥
』
の
〈
読
み
〉
に
か
か
わ
る
問
題
と
な
る
。

〈
注
釈
の
語
り
〉
と
よ
ぶ
べ
き
位
相
が
以
上
の
よ
う
に
し
て
あ
る
と
き
、

小
説
『
芋
粥
』
は
、
一
方
に
〈
再
現
の
語
り
〉
と
よ
ぶ
べ
き
レ
ベ
ル
で
の

語
り
の
層
を
も
っ
て
い
る
。
人
物
の
行
動
や
出
来
事
や
情
景
な
ど
が
眼
前

描
写
的
に
模
写
さ
れ
再
現
さ
れ
よ
う
と
す
る
レ
ベ
ル
で
の
語
り
で
あ
る
。

小
説
『
芋
粥
』
で
は
、
こ
れ
か
ら
語
ら
れ
る
物
語
内
容
（
「
芋
粥
の
話
」
）

そ
の
も
の
は
、
こ
の
〈
再
現
の
語
り
〉
が
担
当
し
実
現
す
る
。
こ
の
〈
再

現
の
語
り
〉
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
「
こ
の
話
」
1
1

「
芋
粥
の

話
」
の
出
来
事
に
た
ち
あ
う
こ
と
に
な
る
。
「
五
位
」
の
か
ぼ
そ
い
肉
声
を

聞
き
、
水
洟
の
垂
れ
た
赤
鼻
を
見
、
「
利
仁
」
の
活
動
力
に
あ
ふ
れ
た
姿
態

に
接
す
る
の
は
、
こ
の
〈
再
現
の
語
り
〉
に
お
い
て
で
あ
る
。

『
今
昔
』
と

『
芋
粥
』
の
語
り
は
、
し
た
が
っ
て
二
層
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
人

の
語
り
手
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
〈
注
釈
す
る
語
り
手
〉
が
「
旧
記
」
に
か

た
ら
れ
た
出
来
事
の
現
在
に
瞬
時
に
転
移
し
て
眼
前
描
写
的
に
出
来
事
を

再
現
し
、
ま
た
戻
る
、
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
二
つ
の
語
り
の
場
を
往

『
外
套
』

の
語
り
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還
し
て
い
る
。
そ
の
形
跡
は
、
時
間
性
の
標
示
語
に
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
と
え
ば
、
〈
A
〉「

41で
は
、
誰
が
見
て
も
、
こ
の
男
に
若
い
時

が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
」
、
「
五
位
は
毎
年
、
こ
の
芋
粥
を
楽
し
み
に

し
て
い
る
。
…
…
そ
れ
が
今
年
は
、
」
、
〈
B
〉
「
そ
れ
を

41-
々
、
列
記
す

る
事
は
出
来
な
い
」
、
「
当
時
は
ま
だ
、
取
食
み
の
習
慣
が
な
く
て
、
…
…

制
の
事
だ
か
ら
」
の
よ
う
な
表
現
が
、
地
の
文
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
〈
A
〉

の
時
間
標
示
語
「
今
L

「
今
年
」
は
、
物
語
内
容
の
現
場
に
お
け
る
「
今
」

を
し
め
し
、
〈

B
〉
の
「
今
」
は
物
語
行
為
時
間
の
「
今
」
で
あ
り
、
「
当

時
」
「
昔
」
と
し
て
示
さ
れ
た
時
間
は
、
そ
の
物
語
行
為
時
間
か
ら
見
ら
れ

た
「
当
時
」
「
昔
」
を
し
め
し
て
い
る
。
つ
ま
り
語
り
手
は
、
断
層
の
あ
る

べ
き
時
間
を
や
す
や
す
乗
り
越
え
て
語
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
可
能
で
自
然
で
あ
る
の
は
、
語
る
〈
典
拠
〉
と
し
て
の
「
旧
記
」

が
物
語
行
為
時
間
に
も
ち
だ
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
「
赤
鼻
の
五
位
」
と
『
芋

粥
』
の
語
り
手
は
同
時
代
者
で
は
な
い
。
し
か
し
「
旧
記
」
に
よ
っ
て
身

の
置
き
ど
こ
ろ
を
確
保
さ
れ
た
語
り
手
は
、
「
赤
鼻
の
五
位
」
を
語
り
う
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
芋
粥
』
に
と
っ
て
「
旧
記
」
と
は
、
語
り
手

の
よ
っ
て
立
つ
拠
点
で
あ
る
。
「
旧
記
」
と
い
う
〈
設
定
さ
れ
た
典
拠
〉
が

物
語
行
為
時
間
に
も
ち
こ
ま
れ
た
と
き
、
「
旧
記
」
は
、
ふ
た
つ
の
語
り
が

そ
こ
で
ひ
と
つ
に
溶
解
し
、
ま
た
ふ
た
つ
に
分
離
し
て
ゆ
く
技
法
的
な
場

所
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
技
法
的
な
〈
典
拠
〉
は
、
交
錯
す
る
時
間
性
を
わ
れ
わ
れ
に
も
た

ら
す
は
た
ら
き
を
も
つ
。
方
法
の
効
用
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

物
語
内
容
の
現
前
性
を
読
者
に
あ
た
え
る
。
読
み
進
め
る
者
は
、
登
場
人

物
の
至
近
へ
と
い
た
る
過
程
を
と
も
に
し
そ
こ
に
連
れ
ゆ
か
れ
る
。
「
我
五

位
」
が
隣
人
と
し
て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
、

「
旧
記
L

と
い
う
過
去
の
世
界
に
展
開
し
た
出
来
事
が
、
そ
の
ま
ま
物
語

行
為
時
間
の
「
今
」
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
物
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す

手
法
で
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
交
錯
す
る
時
間
は
、
い
わ
ば

語
り
の
遠
近
法
を
手
段
と
し
て
、
時
間
の
遠
近
性
を
消
去
す
る
よ
う
に
も

は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
方
法
に
は
、
『
芋
粥
』
が
〈
種
本
〉
と
し
た
『
今
昔
』
お
よ
び

(＊

9
)
 

ゴ
ー
ゴ
リ
『
外
套
』
の
直
接
的
な
影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

『
今
昔
物
語
集
』
の
語
り
の
方
法
は
、
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
今
ハ
昔
L

の
出
来
事
を
「

S
・
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
・
ト
ャ
」
と
い

う
枠
で
か
こ
い
こ
む
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
稲
垣
泰
一
が

(＊

10) 

詳
密
に
検
討
し
た
よ
う
に
第
一
次
語
り
手
と
し
て
の
「
伝
え
手
」
が
あ
り
、

そ
れ
を
「
ト
ャ
」
で
う
け
る
第
二
次
の
語
り
手
が
い
る
。
第
二
次
の
語
り

手
は
、
「
語
ら
れ
る
出
来
事
1
1

物
語
内
容
」
の
外
側
に
い
て
、
「
伝
え
手
」

が
っ
た
え
た
も
の
を
い
ま
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
『
今
昔
』

説
話
は
、
入
れ
子
構
造
と
い
う
形
式
の
な
か
に
出
来
事
を
語
る
と
い
う
基

本
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
『
今
昔
』
説
話
の
入
れ
子
構
造
は
強
固
で
、
「

S
・
ト
ナ
ム
語
リ

伝
ヘ
タ
ル
・
ト
ャ
」
と
い
う
枠
は
、
い
わ
ゆ
る
話
末
評
語
を
す
ら
第
一
次

語
り
手
の
言
説
に
回
収
し
て
し
ま
う
。
語
り
の
自
在
な
転
移
が
、
形
式
と

し
て
稼
動
し
な
い
よ
う
な
仕
組
み
な
の
で
あ
る
。
形
式
の
上
で
は
物
語
内

容
の
外
側
に
い
る
第
二
次
語
り
手
は
、
「
伝
え
手
」
の
っ
た
え
た
も
の
を
語

る
に
す
ぎ
ず
、
語
り
の
転
移
が
発
生
す
る
余
地
は
、
そ
こ
に
は
、
な
い
。

む
し
ろ
『
今
昔
』
は
、
語
り
の
自
由
（
出
来
事
に
つ
い
て
の
解
釈
の
自
由
）

を
「

S
・
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
・
ト
ャ
」
と
い
う
枠
の
な
か
に
囲
い
こ

み
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
事
の
語
ら
れ
よ
う
の
恣
意
性
を
形
式
的
に
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排
除
す
る
方
向
を
と
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
今
昔
』
の
方

法
で
あ
っ
た
。

こ
の
『
今
昔
』
の
語
り
の
方
法
そ
の
も
の
は
芥
川
作
品
に
は
採
用
さ
れ

ず
、
『
芋
粥
』
に
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
説
話
内
容
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
登
場
人
物
の
主
役
・
脇
役
の
変
換

(11利
仁
か
ら
五
位
へ

と
焦
点
化
し
て
の
役
割
変
換
）
が
可
能
な
物
語
の
源
泉
と
し
て
見
い
だ
さ

れ
れ
ば
、
『
今
昔
』
の
役
割
は
終
わ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

『
芋
粥
』
の
書
き
だ
し
の
あ
り
よ
う
が
、
も
う
―
つ
の
種
本
た
る
ゴ
ー

ゴ
リ
『
外
套
』
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
語
り
方
の
点
か
ら
も
注
意
す

べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。

あ
る
省
の
あ
る
局
に
…
…
し
か
し
何
局
と
は
っ
き
り
言
わ
な
い
ほ

う
が
い
い
だ
ろ
う
。
お
し
な
べ
て
官
房
と
か
連
隊
と
か
事
務
局
と
か
、

一
口
に
い
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
役
人
階
級
ほ
ど
怒
り
っ
ぼ
い
も
の
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
ん
な
次
第
で
、
い
ろ
ん
な
面
白
か
ら
ぬ

こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は
、
便
宜
上
こ
の
問
題
の
局
を
、
た
だ
《
あ

る
局
》
と
い
う
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
に
如
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
さ

(＊

11) 

て
、
そ
の
あ
る
局
に
《
一
人
の
官
史
》
が
勤
め
て
い
た
。

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
芋
粥
』
の
書
き
出
し
と
の
酷
似
は
瞭
然
で
あ
る
。

た
だ
し
本
文
の
他
の
部
分
に
よ
れ
ば
、
『
外
套
』
の
語
り
手
「
私
」
は
、
主

人
公
ア
カ
ー
キ
ー
・
ア
カ
ー
キ
エ
ウ
ィ
ッ
チ
の
同
時
代
者
で
「
ペ
テ
ル
ブ

ル
グ
」
に
住
ん
で
お
り
、
主
人
公
の
出
来
事
に
ち
か
い
立
場
で
の
見
聞
者

で
あ
る
。
語
り
手
「
私
」
は
、
目
撃
し
た
事
件
・
出
来
事
が
す
べ
て
完
了

し
た
時
点
か
ら
語
り
、
主
人
公
の
「
死
」
を
も
見
と
ど
け
、
そ
の
後
日
談

ま
で
を
も
語
る
。
ま
た
、
現
在
の
国
家
、
社
会
、
そ
こ
に
生
息
す
る
人
間

な
ど
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
語
る
、
と
い
う
仕
組
み
を
も
っ
て
い
る
。
こ

れ
を
み
る
か
ぎ
り
、
『
外
套
』
の
語
り
の
あ
り
か
た
は
、
『
芋
粥
』
の
技
法

の
直
接
的
な
源
泉
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
語
り
か
た
に
お
け
る
直
接
的

な
影
響
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ち
が
い
も
ま
た
あ
き
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
と

主
人
公
と
の
時
間
的
・
空
間
的
距
離
が
、
両
者
で
お
お
き
く
こ
と
な
っ
て

い
る
（
『
外
套
』
の
語
り
手
は
主
人
公
の
同
時
代
人
で
あ
り
、
『
芋
粥
』
の

語
り
手
は
主
人
公
「
五
位
」
の
生
き
る
時
間
と
空
間
か
ら
と
お
く
へ
だ
た

っ
て
い
る
）
こ
と
は
、
語
り
の
あ
り
よ
う
に
影
響
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
。
『
外
套
』
の
語
り
手
は
、
目
撃
者
と
し
て
直
接
に
出
来
事
の
内
容
に
介

入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
『
芋
粥
』
の
語
り
手
は
、
出
来
事
の
く
り

ひ
ろ
げ
ら
れ
る
場
所
へ
と
転
移
し
語
る
ほ
か
な
い
。
「
見
た
こ
と
」
を
語
る

こ
と
は
で
き
ず
、
か
わ
り
に
「
読
ん
だ
こ
と
」
を
語
る
の
で
あ
る
か
ら
。

い
わ
ば
、
『
外
套
』
の
語
り
手
は
「
見
た
こ
と
」
を
語
り
、
『
芋
粥
』
の
語

り
手
は
、
「
読
ん
だ
こ
と
」
を
語
る
。
『
芋
粥
』
が
、
「
旧
記
」
と
い
う
〈
典

拠
〉
に
言
及
す
る
言
辞
を
冒
頭
に
も
ち
だ
し
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
「
読

ん
だ
こ
と
」
を
「
見
た
こ
と
」
と
し
て
語
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
た

だ
た
ん
に
「
昔
」
の
こ
と
を
語
る
た
め
に
「
旧
記
」
と
い
う
典
拠
が
必
要

だ
と
単
純
に
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
、
お
そ
ら
く
芥

川
に
は
、
「
私
の
見
た
（
経
験
し
た
）
こ
と
」
を
「
私
」
が
語
る
こ
と
は
か

な
ら
ず
し
も
真
実
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
確
信
も
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
〈
典
拠
〉
へ
の
言
及
は
、
「
話
」
の
真
実
性
が
「
旧
記
」
に

基
づ
く
と
い
う
方
法
自
体
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。
技
法
的
な
場
所
と
し
て
の
「
旧
記
」
は
、
ま
た
、
話
の
真
実

性
を
保
証
す
る
場
所
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
こ
に
、
語
り
方
の
酷
似
す
る
『
外
套
』
か
ら
独
立
し
た
『
芋
粥
』
の
位
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6
 
王
朝
物
語
的
手
法

『
芋
粥
』
の
、
転
移
し
交
錯
す
る
語
り
の
方
法
は
、
ま
た
、
王
朝
物
語

と
の
共
通
的
な
形
式
手
法
を
示
す
点
に
お
い
て
も
、
留
意
す
べ
き
こ
と
が

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
芋
粥
』
に
お
け
る
語
り
手
は
、
王
朝
物
語
文
学

（
と
く
に
『
源
氏
物
語
』
）
に
お
け
る
〈
草
子
地
〉
的
な
語
り
を
実
践
し
て

い
る
よ
う
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
〈
草
子
地
〉
と
は
、
な
に
か
。
ひ
と
ま

ず
、
語
り
手
が
テ
ク
ス
ト
に
内
在
的
な
聴
き
手
に
向
き
あ
い
、
さ
ら
に
テ

ク
ス
ト
に
外
在
的
な
わ
れ
わ
れ
読
者
に
も
直
接
向
き
あ
う
よ
う
な
言
説
を

く
り
ひ
ろ
げ
る
語
り
の
場
所
、
と
理
解
し
て
お
こ
う
。
ま
た
、
物
語
の
語

り
手
が
、
幾
重
に
も
連
続
す
る
層
を
つ
き
ぬ
け
て
語
り
の
声
を
ひ
び
か
せ

る
場
所
、
と
理
解
し
て
お
こ
う
。
す
る
と
、
『
芋
粥
』
に
お
け
る
自
在
に
転

移
し
語
る
語
り
手
の
あ
り
か
た
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
あ
る
物
語

的
な
語
り
を
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
意
識
的
・
自
覚
的
で
あ
る
か

は
断
言
で
き
な
い
に
し
ろ
、
そ
れ
は
、
物
語
と
い
う
文
章
伝
統
の
、
い
か

に
も
西
洋
的
で
主
知
的
な
近
代
作
家
に
お
け
る
よ
み
が
え
り
で
あ
る
と
評

し
え
よ
う
。

こ
う
し
た
『
芋
粥
』
の
語
り
の
方
法
を
、
た
と
え
ば
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
よ

(＊

13) 

っ
て
、
『
非
焦
点
化
の
物
語
言
説
、
も
し
く
は
焦
点
化
ゼ
ロ
の
物
語
言
説
」

へ
と
類
型
分
類
し
位
置
づ
け
て
も
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
む

し
ろ
、
王
朝
物
語
研
究
の
高
橋
亨
が
『
源
氏
物
語
』
に
即
し
て
指
摘
し
て

い
る
よ
う
な
、
「
（
語
り
手
が
）
対
象
の
内
部
に
同
化
し
た
り
異
化
し
た
り

(＊

14) 

し
な
が
ら
移
動
す
る
遠
近
法
」
を
実
現
し
て
い
る
と
み
る
ほ
う
が
実
効
的

で
あ
ろ
う
。
物
語
文
学
に
お
け
る
「
移
動
す
る
遠
近
法
」
と
い
う
観
点
か

置
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

7
 

ヘ

ら
す
る
小
説
構
造
の
理
解
は
、
『
芋
粥
』
の
〈
読
み
〉
に
つ
な
が
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。『

芋
粥
』

方
法
は
内
容
に
無
関
与
で
は
な
い
。
『
芋
粥
』
の
転
移
し
交
錯
す
る
語
り

の
方
法
は
『
芋
粥
』
の
〈
読
み
〉
に
関
与
す
る
。
以
下
に
は
、
「
五
位
」
と

い
う
人
物
、
「
芋
粥
」
と
い
う
モ
ノ
、
の
二
つ
の
観
点
か
ら
、
『
芋
粥
』
の

形
式
手
法
が
内
容
に
は
た
ら
く
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
く
わ
え
、
本
稿
の

ま
と
め
に
か
え
た
い
。

〈
注
釈
の
語
り
〉
を
基
本
と
し
た
〈

I
〉
節
で
は
、
五
位
と
い
う
人
物

は
、
「
意
気
地
の
な
い
、
臆
病
な
人
間
」
「
臆
病
な
五
位
」
「
意
気
地
の
な
い

五
位
」
と
い
う
よ
う
に
一
義
的
な
五
位
像
と
し
て
か
た
ど
ら
れ
て
ゆ
く
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
都
」
に
お
け
る
五
位
の
す
が
た

で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
「
都
」
に
お
け
る
五
位
が
、
「
周
囲

の
軽
蔑
の
中
に
、
犬
の
や
う
な
生
活
」
を
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
周
囲
に

は
た
ら
き
か
け
る
積
極
的
な
関
係
を
い
っ
さ
い
も
た
な
い
五
位
は
、
た
し

(＊

15) 

か
に
「
負
け
犬
」
で
あ
り
、
「
都
」
で
の
自
己
主
張
と
い
う
も
の
を
明
確
化

し
え
な
い
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
、
〈
注
釈
の
語
り
〉
が
提
出
し
て

み
せ
た
「
都
の
五
位
」
の
す
が
た
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
「
意
気
地
の
な
い
、

臆
病
な
」
五
位
と
い
う
像
は
、
〈
I
〉
の
〈
注
釈
す
る
語
り
手
〉
の
五
位
に

対
す
る
根
本
的
な
認
識
で
は
お
そ
ら
く
な
い
。
〈
注
釈
の
語
り
〉
は
、
ま
ず

そ
の
よ
う
な
五
位
を
語
っ
て
み
せ
た
に
す
ぎ
な
い
。
簡
約
に
い
っ
て
し
ま

え
ば
、
作
者
は
、
〈
注
釈
す
る
語
り
手
〉
に
、
「
言
語
を
も
た
な
い
・
都
の
・

五
位
」
を
語
ら
せ
る
こ
と
で
小
説
を
出
発
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
と
き

す
で
に
、
〈
再
現
の
語
り
〉
で
の
「
言
語
を
獲
得
し
て
ゆ
く
・
畿
外
の
•
五
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位
」
と
の
落
差
を
準
備
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

〈
I
〉
で
、
〈
注
釈
の
語
り
〉
が
、
「
都
」
と
い
う
場
所
に
制
限
さ
れ
て

あ
る
五
位
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
都
の
五
位
」
が
ま
ず
「
負
け
犬
」

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
都
」
と
い
う
場
所
が
も
つ
意
味
は
存
外

に
お
お
き
い
。
す
る
と
、
「
芋
粥
を
あ
き
る
ほ
ど
飲
ん
で
み
た
い
」
と
い
う

五
位
の
「
欲
望
」
は
、
「
都
の
五
位
L

の
欲
望
と
し
て
、
望
み
え
な
い
も
の

の
象
徴
と
し
て
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
芋
粥
」
と
い
う
「
無
上
の
佳
味
」
は
、

「
吾
五
位
の
如
き
人
間
の
口
へ
は
、
年
に
一
度
」
し
か
入
ら
な
い
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
「
都
」
で
の
高
い
官
位
・
文
化
的
栄
達
・
身
分
等
に
具
体

化
さ
れ
る
よ
う
な
、
貴
種
な
ら
ざ
る
も
の
が
望
み
え
な
い
希
望
と
し
て
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
い
わ
ば
五
位
は
、
〈
象
徴
と
し
て
の
芋
粥
〉
と

い
う
こ
と
に
み
ず
か
ら
気
づ
か
ぬ
ま
ま
、
到
達
し
え
な
い
欲
望
を
「
芋
粥
」

を
食
す
る
と
い
う
行
為
で
代
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
す
が

た
が
う
か
び
あ
が
る
。
〈
注
釈
の
語
り
〉
が
、
五
位
の
「
欲
望
」
に
つ
い
て
、

「
彼
自
身
さ
へ
そ
れ
が
、
彼
の
一
生
を
貫
い
て
ゐ
る
欲
望
だ
と
は
、
明
白

に
意
識
し
な
か
っ
た
事
だ
ら
う
」
と
語
る
の
は
、
「
都
の
五
位
」
に
と
っ
て

の
「
芋
粥
」
が
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
象
徴
と
し
て
の
芋
粥
で
あ
る
ほ

か
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
〈
注
釈
の
語
り
〉
は
、

五
位
の
欲
望
を
「
都
の
五
位
」
が
望
ん
で
現
実
化
し
え
な
い
象
徴
的
欲
望

(＊

16) 

と
し
て
語
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
「
希
望
の
貧
し
さ
」
な

ど
と
い
う
も
の
を
告
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

一
方
、
〈

II
〉
節
以
下
、
〈
再
現
の
語
り
〉
は
、
「
会
話
す
る
五
位
」
を
点

出
し
つ
づ
け
る
。
「
利
仁
や
利
仁
の
従
者
と
、
談
笑
し
な
が
ら
」

(
V
節）

と
い
う
こ
と
は
、
清
水
康
次
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
都
」
で
は
あ
り
え
な

(＊

17) 

い
経
験
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
畿
外
」
で
可
能
な
五
位
の
す
が
た
で
あ
る
。

「
都
」
と
い
う
空
間
を
「
畿
外
」
と
い
う
空
間
に
解
放
す
る
こ
と
が
、
五

位
を
解
放
す
る
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
む
ろ

ん
、
「
ナ
イ
イ
ブ
な
尊
敬
と
賛
嘆
」
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
五
位
の
利
仁
へ
の
態

度
を
、
「
阿
誤
」
と
い
う
こ
と
ば
で
か
た
づ
け
よ
う
と
す
る

(III
節
）
の
は
、

こ
こ
で
も
〈
注
釈
す
る
語
り
手
〉
で
あ
る
。
〈
注
釈
の
語
り
〉
は
、
五
位
を

「
都
の
五
位
」
の
位
置
に
置
き
つ
づ
け
よ
う
と
し
、
だ
が
、
A

再
現
の
語
り
〉

は
、
そ
れ
を
う
ら
ぎ
る
よ
う
に
、
「
都
」
を
離
れ
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
次
第
に

こ
と
ば
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
る
五
位
を
え
が
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
と

く
に
〈

III
〉
節
以
下
に
あ
ら
わ
な
よ
う
に
、
〈
再
現
の
語
り
〉
は
、
い
わ
ば

「
言
語
を
獲
得
す
る
・
畿
外
の
・
五
位
」
を
え
が
き
と
め
て
ゆ
く
こ
と
に

(＊

18) 

熱
心
な
の
で
あ
っ
た

し
か
し
、
〈
再
現
の
語
り
〉
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
「
畿
外
の
五
位
」
は
、

「
狐
さ
へ
願
使
す
る
野
育
ち
の
武
人
」
で
あ
る
利
仁
の
世
界
へ
気
づ
か
ず

に
く
る
め
こ
ま
れ
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
え
が
か
れ
て
い
る
。
「
都
の
五
位
」

は
「
畿
外
の
五
位
」
と
し
て
解
放
の
道
を
あ
ゆ
み
な
が
ら
も
、
今
度
は
、

利
仁
的
世
界
の
住
人
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
五
位
が
「
都
」
で
「
負

け
犬
」
で
あ
っ
た
の
と
は
こ
と
な
り
、
五
位
が
、
と
り
あ
え
ず
、
畿
外
で
、

利
仁
的
世
界
の
価
値
軸
1
1
畿
外
の
価
値
軸
を
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
談
笑
す
る
五
位
」
は
、
畿
外
で
解
放
さ
れ
つ
つ
、
五
位
に
と
っ
て
の
真

の
解
放
で
は
な
い
こ
と
に
い
ま
だ
気
づ
か
ぬ
ま
ま
、
利
仁
の
「
包
容
」
に

「
支
配
」
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

す
る
と
そ
れ
は
、
「
芋
粥
」
が
〈
食
品
〉
と
し
て
と
り
あ
つ
か
わ
れ
る
世

界
に
五
位
を
つ
れ
こ
む
過
程
で
も
あ
る
。
利
仁
に
お
け
る
「
芋
粥
」
は
、

終
始
、
〈
食
品
〉
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
都
の
五
位
」
に

と
っ
て
の
「
芋
粥
」
が
〈
象
徴
と
し
て
の
芋
粥
〉
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
畿
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外
の
五
位
」
に
と
っ
て
の
「
芋
粥
」
は
、
利
仁
の
「
支
配
」
に
よ
っ
て
〈
食

品
と
し
て
の
芋
粥
〉
に
変
質
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
芋
粥
」

が
、
五
位
に
と
っ
て
象
徴
か
ら
モ
ノ
ヘ
と
変
質
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

よ
う
。
最
終
節
の
〈
＞
〉
節
で
五
位
が
あ
り
つ
く
は
ず
の
「
芋
粥
」
は
、

だ
か
ら
、
「
都
の
五
位
」
が
望
ん
だ
「
芋
粥
」
と
お
な
じ
で
は
な
い
。

〈
＞
〉
節
の
末
尾
部
、
五
位
は
、
利
仁
か
ら
ふ
る
ま
わ
れ
た
「
芋
粥
」

を
食
す
る
「
狐
L

を
眺
め
な
が
ら
、
「
此
処
へ
来
な
い
前
の
彼
自
身
を
、
な

つ
か
し
く
」
ふ
り
か
え
る
。
「
狐
」
に
と
っ
て
「
芋
粥
」
は
、
食
品
と
し
て

の
意
味
し
か
な
い
。
「
狐
を
眺
め
な
が
ら
」
と
は
、
食
品
と
し
て
の
芋
粥
を

食
す
る
「
狐
」
に
五
位
が
「
畿
外
の
五
位
」
の
似
姿
を
発
見
し
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
五
位
は
、
「
狐
」
に
自
身
の
似
姿
を
発
見
し
て
、

「
都
の
五
位
」
の
「
幸
福
な
彼
」
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
を
つ
か
む
。
五

位
は
、
五
位
に
お
け
る
欲
望
の
ほ
ん
と
う
の
意
味
が
何
で
あ
っ
た
の
か
に

つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
る
の
で
あ
り
、
〈
象
徴
と
し
て
の
芋
粥
〉
と
い
う

こ
と
に
五
位
じ
し
ん
が
気
づ
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
小
説
の
最

末
尾
、
「
銀
の
提
に
向
つ
て
」
は
な
た
れ
る
五
位
の
「
大
き
な
嘴
」
は
、
〈
食

品
と
し
て
の
芋
粥
〉
の
拒
否
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
利
仁
の
「
意

志
L

の
な
か
に
「
包
容
」
さ
れ
る
う
ち
に
、
五
位
じ
し
ん
の
な
か
で
〈
象

徴
〉
か
ら
〈
食
品
〉
へ
と
す
り
か
え
ら
れ
た
欲
望
の
否
定
で
あ
る
。

『
芋
粥
』
に
お
け
る
、
都
の
五
位
／
畿
外
の
五
位
と
い
う
空
間
対
比
的

な
ふ
た
つ
の
世
界
は
、
基
本
的
に
は
、
注
釈
の
語
り
／
再
現
の
語
り
が
つ

く
り
だ
す
世
界
に
対
応
し
て
い
る
。
相
互
に
は
た
ら
き
あ
っ
て
き
た
重
層
・

交
錯
す
る
ふ
た
つ
の
語
り
は
、
〈
＞
〉
節
の
末
尾
（
す
な
わ
ち
小
説
の
大
尾
）

に
融
け
あ
う
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
五
位
と
芋
粥
と
の
あ

ら
た
な
関
係
を
暗
示
的
に
築
き
あ
げ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い

か
。
「
芋
粥
」
と
い
う
モ
ノ
、
五
位
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
の
あ
ら
た
な
統

合
的
な
認
識
へ
と
み
ち
び
く
も
の
は
、
ふ
た
つ
の
語
り
が
に
な
っ
て
き
た

も
の
の
融
解
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
『
芋
粥
』
の
最
末
尾
部
は
、
〈
注
釈
の
語

り
〉
と
〈
再
現
の
語
り
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
に
か
た
ど
っ
て
き
た
五
位
像
を
溶

け
あ
わ
す
よ
う
に
し
て
、
五
位
に
お
と
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
あ
ら
た
な
内

面
を
暗
ホ
的
に
刻
む
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
小
説
『
芋
粥
』
は
、
重
層
す
る
語
り
の
方
法
の
な
か
に
、
「
芋

粥
」
と
い
う
モ
ノ
の
同
一
性
を
利
用
し
て
、
利
仁
的
芋
粥
と
五
位
的
芋
粥

の
ズ
レ
と
い
う
コ
ト
を
え
が
き
つ
つ
、
最
終
的
に
は
、
五
位
自
身
に
お
け

る
〈
芋
粥
〉
の
象
徴
性
の
奪
回
、
す
な
わ
ち
五
位
自
身
の
「
人
生
」
へ
と

あ
ら
た
に
ふ
か
く
回
帰
し
て
ゆ
く
五
位
の
内
面
を
え
が
く
物
語
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
五
位
に
お
け
る
内
面
の
ふ
か
ま
り
を
蔵
し
て
、
五

位
に
お
と
ず
れ
る
転
回
の
象
徴
的
な
結
末
を
し
め
す
も
の
と
い
っ
て
い
い
。

『
芋
粥
』
は
、
「
芋
粥
に
飽
き
た
い
と
い
う
欲
望
を
、
た
だ
一
人
大
事
に
守

っ
て
い
た
、
幸
福
な
彼
」
へ
と
あ
ら
た
に
ふ
か
く
回
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
他
か
ら
の
侵
犯
の
な
い
精
神
の
領
域
へ
と
あ
ら
た
め
て
踏
み
だ
そ
う

と
す
る
人
間
を
え
が
く
物
語
と
し
て
自
立
す
る
の
で
あ
る
。

注*
1

「
人
生
に
於
け
る
理
想
な
り
欲
望
な
り
は
、
達
せ
ら
れ
な
い
内
に
価
値
が
あ
る
の

で
、
そ
れ
が
達
せ
ら
れ
た
時
に
は
、
理
想
が
理
想
で
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
却
っ
て

幻
滅
を
感
じ
る
ば
か
り
だ
と
い
う
、
人
生
批
評
を
寓
し
た
の
で
あ
る
。
」
（
吉
田
精
一

『
芥
川
龍
之
介
』
新
潮
文
庫
、
九
一
頁
）
。
こ
れ
は
、
「
（
昭
和
初
期
以
後
）
、
ひ
と
つ

の
作
品
の
理
解
が
こ
れ
程
に
動
か
な
い
と
い
う
事
態
は
、
決
し
て
あ
り
ふ
れ
た
こ
と

と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
」
（
三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』
筑
摩
書
房
、
八
五
頁
）
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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*
2

三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』
（
筑
摩
書
房
）
は
、
「
下
等
な
世
の
中
L

の
状
況
的

悲
惨
を
え
が
く
「
状
況
悪
の
認
識
を
告
げ
た
小
説
L

（
八
九
頁
）
と
し
て
い
る
。

*
3

『
芋
粥
』
の
「
前
半
」
と
は
、
芥
川
が
書
簡
（
大
正
五
年
八
月
九
日
・
松
岡
譲
宛
）

で
「
一
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
、
五
位
の
迫
害
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
た
部

分
を
さ
す
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
重
松
泰
雄
「
芋
粥
ー
芥
川
文
学
の
作
品
構
造
」

（
『
国
文
学
』
昭
和
四
五
・
―
一
）
は
、
漱
石
以
来
の
評
価
を
た
ど
っ
て
、
『
芋
粥
』

の
「
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
」
や
「
い
び
つ
さ
＼
「
独
創
性
」
の
薄
さ
、
未
「
完
成
」
性
な

ど
を
述
べ
、
ま
た
、
「
作
品
生
成
時
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
は
「
ご
に
あ
っ
た
が
、
時
間

の
制
約
か
ら
〈
幻
滅
〉
の
モ
テ
ィ
ー
フ
ヘ
と
「
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
述

べ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
作
品
評
価
と
し
て
は
、
「
ま
と
ま
っ
た
一
個
の
完
成
品
」
と
し

て
「
高
い
評
点
は
あ
た
え
ら
れ
ぬ
L

と
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
つ
い
て
い
る
。

*
4

引
用
は
、
岩
波
・
昭
和
五
七
年
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
一
巻
所
収
本
文
に
よ

る
。
傍
線
・
圏
点
は
稿
者
。
以
下
、
お
な
じ
。

*
5

『
羅
生
門
』
で
「
作
者
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
語
り
手
（
書
き
手
）
は
、
「
洛

中
の
さ
び
れ
方
」
を
い
う
た
め
に
「
旧
記
」
（
こ
れ
は
、
『
方
丈
記
』
で
あ
る
と
考
証

さ
れ
る
が
）
を
情
報
源
と
し
て
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
「
下

人
の
物
語
」
を
そ
の
「
旧
記
」
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
（
書
い
て
い
る
）
と
明
示
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
下
人
の
物
語
」
の
源
泉
は
、
『
羅
生
門
』
で
は
あ
く
ま
で

も
非
明
示
的
な
の
で
あ
る
。

*
6

小
森
陽
一
『
文
体
と
し
て
の
物
語
』
（
筑
摩
書
房
）
が
、
ト
マ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
を
引

用
し
つ
つ
、
「
作
者
は
、
利
用
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
「
機
械
的
」
に
な
り
、
機
能

を
失
っ
て
い
く
手
法
を
あ
え
て
露
呈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
そ
れ
に
新
た
な
意
味
を

も
た
せ
て
刷
新
し
よ
う
と
も
す
る
」
の
で
あ
る
」
（
ニ
ニ
頁
）
と
の
べ
て
い
る
の
に
よ

る。

*
7ー
ち
く
ま
文
庫
『
芥
川
龍
之
介
全
集
I
』
の
「
旧
記
L

の
注
解
。

*
8

た
と
え
ば
、
明
治
四
四
年
こ
ろ
、
芥
川
初
期
の
文
章
「
日
光
小
品
L

に
す
で
に
、

「
文
壇
の
人
々
が
排
技
巧
と
い
い
、
無
結
構
と
い
う
、
た
だ
真
を
描
く
と
い
う
。
冷

や
や
か
な
目
で
す
べ
て
を
描
い
た
い
わ
ゆ
る
公
平
無
私
に
い
く
ば
く
の
価
値
が
あ
る

か
は
、
わ
た
し
の
久
し
い
ま
え
か
ら
の
疑
問
で
あ
る
」
な
ど
と
あ
る
。

*
9

平
岡
敏
夫
『
芥
川
龍
之
介
抒
情
の
美
学
』
（
大
修
館
書
店
）
が
、
『
外
套
』
の
「
投

影
」
を
検
証
し
、
多
く
の
相
違
点
を
か
ぞ
え
あ
げ
て
い
る
。
酒
井
英
行
『
芥
川
龍
之

介
作
品
の
迷
路
』
（
有
精
堂
）
は
、
「
『
芋
粥
』
は
、
枠
組
み
を
「
利
仁
将
軍
…
…
」

に
取
り
、
『
外
套
』
を
中
身
と
し
て
取
り
入
れ
た
作
品
で
あ
る
。
「
利
仁
将
軍
…
…
」

と
、
『
外
套
』
と
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
」
（
二
四
頁
）
と
述
べ
て
い

る
。
語
り
の
手
法
へ
の
言
及
に
は
関
心
は
払
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

*
1
0

稲
垣
泰
一
「
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現
」
（
『
説
話
』
第
八
号
・
昭
和
六
三
年
）
が

精
密
・
詳
細
に
検
討
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
た
。

*
1
1

平
井
肇
訳
『
外
套
．
鼻
』
岩
波
文
庫
に
よ
る
。

*
1
2

藤
井
貞
和
『
物
語
の
方
法
』
（
お
う
ふ
う
）
に
、
「
草
子
地
」
の
意
味
は
「
非
常
に

曖
昧
か
つ
難
解
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
「
物
語
の
語
り
手
の
〈
語
り
口
〉

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
部
分
」
（
一
―
―
頁
）
と
い
っ
て
い
る

の
に
よ
る
。

*
1
3

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
（
書
陣
風
の
薔
薇
）
「
パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
」
「
焦
点
化
」
の
項
。
「
語
り
手
」
が
「
ど
の
作
中
人
物
が
知
っ
て

い
る
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を
語
る
」
場
合
で
、
《
語
り
手
＞
作
中
人
物
〉
と
公
式
化
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

*
1
4

高
橋
亨
『
物
語
と
絵
の
遠
近
法
』
（
ぺ
り
か
ん
社
）
、
二
七
八
頁
。

＊
1
5
-
―
-
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』
（
筑
摩
書
房
）
、
七
四
頁
以
下
。

*
1
6

関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
』
（
岩
波
新
書
）
、
九

0
頁。

*
1
7

清
水
康
次
『
芥
川
文
学
の
方
法
と
世
界
』
（
和
泉
書
院
）
が
「
朔
北
は
、
京
と
は
別

の
世
界
で
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
、
五
位
が
、
正
当
に
人
間
ら
し
く
扱
わ
れ
る
世
界
な

の
で
あ
る
。
L

（
七
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

*
1
8

こ
れ
は
五
位
と
い
う
人
物
に
矛
盾
や
亀
裂
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
。
〈
注
釈
の
語

り
〉
と
〈
再
現
の
語
り
〉
は
、
矛
盾
・
亀
裂
す
る
五
位
を
え
が
く
の
で
は
な
く
、
両

者
の
語
り
が
両
方
と
も
に
読
者
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

語
り
の
相
対
化
と
い
う
は
た
ら
き
を
す
る
の
だ
と
考
え
る
。

（
し
も
に
し

ぜ
ん
ざ
ぶ
ろ
う

上
越
教
育
大
学
教
授
）
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