
l
、
 
 

芥
川
龍
之
介
の
小
説
「
玄
鶴
山
房
」
 
（
『
中
央
公
論
』
昭
2
・
1
、
2
）
 
 

に
は
既
に
多
く
の
言
葉
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。
が
、
全
体
と
し
て
、
小
説
 
 

と
し
て
の
像
よ
り
も
、
死
に
向
か
う
芥
川
に
つ
い
て
の
な
ん
ら
か
の
像
を
 
 

と
り
だ
そ
う
と
す
る
企
図
を
感
じ
ぎ
る
を
得
な
い
。
芥
川
は
「
玄
鶴
山
屠
」
 
 

を
死
に
つ
つ
書
い
た
の
で
も
な
く
、
後
の
時
代
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
も
 
 

な
い
の
だ
が
。
晩
年
の
芥
川
に
は
、
後
の
自
殺
 
－
 
ひ
い
て
は
そ
れ
に
象
 
 

徴
さ
れ
る
時
代
の
転
換
 
－
 
だ
け
で
は
な
く
、
彼
が
押
さ
れ
気
味
で
あ
っ
 
 

た
と
い
う
谷
崎
潤
一
郎
と
の
論
争
（
「
小
説
の
筋
」
論
争
）
 
な
ど
の
話
題
 
 

が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
放
か
 
「
玄
鶴
山
肩
」
は
、
芥
川
の
精
神
 
 

史
、
作
品
史
・
表
現
描
法
史
や
時
代
と
の
緊
張
関
係
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
 
 

る
べ
き
作
品
の
如
き
扱
い
を
受
け
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
一
般
論
と
し
 
 

て
考
え
て
み
て
も
か
か
る
測
定
は
膨
大
な
実
証
と
、
な
に
よ
り
も
付
度
を
 
 

含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
当
該
作
品
に
、
作
品
を
創
ら
せ
た
情
 
 

況
の
反
映
を
み
る
の
は
時
期
尚
早
の
感
が
あ
る
。
死
へ
の
な
ん
ら
か
の
意
 
 

識
や
、
来
た
る
時
代
へ
の
恐
怖
や
期
待
が
作
者
に
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
 
 

あ
り
ふ
れ
た
不
幸
を
描
く
 
 

－
 
「
玄
鶴
山
房
」
 
－
 
 

る
つ
も
り
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
の
課
鰭
は
依
然
と
し
て
、
「
玄
鶴
山
 
 

屑
」
 
の
小
説
と
し
て
の
様
態
を
ど
れ
だ
け
詳
細
に
舐
め
る
か
に
か
か
っ
て
 
 

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

当
該
作
品
は
「
こ
か
ら
「
六
」
 
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
。
従
来
論
 
 

が
部
分
的
に
は
多
く
の
試
み
の
発
見
を
続
け
な
が
ら
、
何
と
な
く
隔
靴
掻
 
 

揮
の
感
が
あ
る
の
は
次
の
よ
う
な
傾
向
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
 
 

｛
1
－
 
 

「
暗
タ
ン
た
る
小
説
」
 
（
佐
々
木
茂
索
宛
書
簡
（
大
1
5
・
1
2
／
3
〓
 
と
い
 
 

う
側
面
と
、
「
六
」
 
で
突
然
記
さ
れ
る
マ
ル
ク
ス
の
伝
記
作
者
・
 
 

｛
ソ
ニ
 
 

巳
e
b
訂
e
c
ど
へ
の
重
視
（
青
野
李
吉
塞
書
簡
（
昭
2
・
3
／
6
〓
 
と
を
 
 

ど
う
整
合
す
る
か
、
と
い
う
課
題
を
結
果
的
に
追
求
し
て
し
ま
っ
て
い
る
 
 

事
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
お
お
む
ね
、
前
者
を
玄
鶴
の
周
辺
の
人
物
た
ち
 
 

が
繰
り
広
げ
る
山
肩
内
（
「
二
」
か
ら
「
五
」
の
世
界
）
 
の
「
陰
愕
」
さ
 
 
 

（
こ
れ
は
玄
鶴
の
死
で
頂
点
に
達
す
る
）
 
と
し
、
対
し
て
そ
れ
を
相
対
化
 
 

す
る
「
新
時
代
」
を
外
部
（
「
二
、
「
六
」
の
世
界
、
特
に
「
六
」
）
 
と
見
 
 

一
ぺ
二
 
 

な
し
て
い
る
。
平
島
英
利
子
が
「
二
つ
の
世
界
」
 
つ
ま
り
「
「
玄
鶴
山
屠
」
 
 

の
内
な
る
世
界
」
と
「
外
な
る
世
界
」
が
存
在
す
る
と
言
い
切
る
よ
う
に
、
 
 

（
1
こ
 
 

で
あ
る
。
こ
e
b
打
n
e
c
h
t
の
持
つ
意
味
合
い
を
「
あ
ま
り
に
も
遠
い
理
想
的
 
 

叫
り
－
 
 

丁
〉
）
 
 

人
間
條
」
と
し
て
修
正
す
る
平
岡
敏
夫
論
や
、
庄
司
達
也
論
で
も
そ
れ
は
 
 

渡
 
通
 
史
 
郎
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ど
こ
か
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
際
、
山
構
内
の
方
は
 
 

（
7
）
 
 

芥
川
の
自
意
識
の
表
出
 
（
「
芥
川
的
人
物
の
範
疇
」
）
 
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
 
 

で
、
な
ん
ら
か
の
外
部
へ
の
解
放
を
用
意
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
も
い
 
 

る
よ
う
だ
。
山
席
内
と
外
を
「
程
度
の
差
は
こ
そ
あ
れ
噂
鬱
な
空
気
が
流
 
 

T
エ
 
 

れ
て
い
る
」
と
見
な
し
て
み
る
菊
地
弘
で
も
内
と
外
の
存
在
を
さ
し
あ
た
 
 

り
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
 
 
 

こ
の
傾
向
は
、
「
玄
鴇
山
帯
」
の
山
横
内
の
叙
述
が
、
芥
川
の
過
去
の
 
 

作
品
構
造
、
あ
る
い
は
作
者
の
持
つ
観
念
構
造
の
帰
趨
と
み
な
さ
れ
て
い
 
 

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
作
者
が
自
ら
や
時
代
に
対
し
て
あ
ら
た
な
 
 

事
態
を
予
感
し
な
が
ら
足
掻
い
た
様
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
 
 

触
り
こ
 
 

わ
ち
、
自
己
や
他
者
に
対
す
る
「
相
対
化
の
原
理
」
 
（
佐
藤
勝
）
、
「
本
然
 
 

（
川
）
 
 

の
自
己
」
か
ら
疎
外
さ
れ
た
「
自
己
分
裂
」
 
（
鈴
木
秀
子
）
、
も
う
一
人
の
 
 

自
己
を
創
出
し
て
し
ま
う
自
意
識
＝
「
（
鏡
）
」
 
（
平
島
英
利
子
、
酒
井
英
 
 

■
〓
一
 
 

行
）
 
と
い
う
枠
組
み
が
あ
る
。
そ
れ
を
「
常
識
家
」
に
よ
る
相
対
化
作
用
 
 

（
佐
藤
）
 
と
み
な
す
か
、
「
下
町
的
生
活
」
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
 
 

■
H
－
 
 

「
存
在
の
根
所
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
へ
の
渇
望
」
 
（
東
郷
克
美
）
 
と
み
 
 

【
〓
一
 
 

な
す
か
、
「
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
構
造
」
 
（
水
洞
幸
夫
）
 
と
み
な
す
の
か
、
言
 
 

い
方
に
適
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
異
質
な
も
の
の
相
対
化
の
意
識
の
投
影
が
 
 

彼
の
作
品
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
「
意
識
の
意
識
に
よ
る
相
 
 

対
化
の
自
家
撞
着
」
と
「
表
象
不
可
能
な
も
の
」
に
対
す
る
態
度
を
読
む
 
 

｛
‖
）
 
 

論
者
（
中
島
一
夫
）
も
い
る
。
中
島
論
は
柄
谷
行
人
の
、
芥
川
が
「
意
識
 
 

の
不
幸
は
意
識
に
あ
る
と
で
も
い
う
し
か
な
い
む
な
し
い
循
環
を
こ
え
る
 
 

（
n
）
 
 

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
指
摘
を
応
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
 
 

論
と
し
て
か
か
る
思
想
を
否
定
出
来
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
が
、
「
玄
鶴
山
 
 

房
」
は
果
た
し
て
「
自
家
撞
着
」
や
「
循
環
」
と
い
っ
た
地
点
ま
で
表
現
 
 

し
て
い
る
か
。
従
来
論
は
結
局
、
「
新
時
代
」
 
へ
の
期
待
（
あ
る
い
は
失
 
 

望
や
ア
ン
ヴ
ィ
ヴ
ア
レ
ン
ツ
な
心
情
）
 
に
よ
る
「
山
房
」
内
 
（
旧
時
代
）
 
 

の
相
対
化
と
い
う
図
式
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
島
論
 
 

の
場
合
も
、
芥
川
が
外
部
＝
「
表
象
不
可
能
な
も
の
」
を
ど
れ
だ
け
感
知
 
 

し
て
い
た
の
か
付
度
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
問
題
に
し
て
よ
い
 
 

の
は
、
作
品
の
題
材
が
家
や
共
同
体
に
あ
る
場
合
で
は
な
く
、
そ
の
企
図
 
 

が
「
表
象
不
可
能
な
も
の
」
に
向
か
っ
て
い
る
場
合
だ
け
な
の
で
は
な
い
 
 

か
。
 
 
 

し
か
し
か
か
る
傾
向
の
本
当
の
理
由
は
次
の
よ
う
な
事
情
で
は
な
い
 
 

か
。
あ
か
ら
さ
ま
に
番
く
論
者
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
外
国
と
の
緊
張
関
 
 

係
を
含
む
激
動
の
昭
和
の
は
じ
ま
り
 
ー
 
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
興
隆
、
 
 

あ
る
い
は
大
衆
社
会
の
到
来
に
よ
っ
て
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
大
正
期
が
 
 

駆
逐
さ
れ
、
そ
れ
に
文
学
者
の
内
面
も
対
応
し
て
現
実
的
に
転
回
し
て
い
 
 

く
流
れ
を
ど
こ
か
で
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
事
情
で
は
な
い
か
。
こ
の
 
 

文
学
史
が
疑
わ
し
い
の
は
、
外
的
な
も
の
に
た
い
す
る
緊
張
が
あ
る
か
ら
 
 

こ
そ
閉
鎖
的
感
情
が
抽
象
的
な
言
葉
と
と
も
に
噴
き
上
が
り
、
速
く
に
い
 
 

る
他
者
に
だ
け
で
な
く
近
く
に
い
る
他
者
に
対
し
て
も
観
察
・
想
像
力
が
 
 

衰
弱
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
お
い
て
は
大
正
 
 

期
が
内
に
閉
じ
て
お
り
昭
和
が
外
に
開
い
て
い
た
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
は
 
 

そ
も
そ
も
疑
わ
し
い
。
そ
し
て
同
様
に
当
該
作
品
に
も
か
か
る
内
と
外
と
 
 

い
っ
た
も
の
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

二
、
 
 

物
語
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
肺
結
核
に
躍
っ
た
堀
越
玄
鶴
と
そ
の
家
族
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た
ち
が
住
む
 
（
玄
鶴
山
帯
）
 
（
と
い
う
額
が
さ
が
っ
た
家
）
 
に
、
主
人
が
 
 

過
去
に
囲
っ
て
い
た
お
芳
と
そ
の
息
子
が
訪
ね
て
く
る
。
二
人
は
山
構
内
 
 

の
人
物
た
ち
の
さ
ま
ぎ
ま
な
思
い
を
誘
発
し
つ
つ
去
る
が
、
次
い
で
玄
鶴
 
 

も
死
ん
で
葬
送
さ
れ
る
。
過
去
の
芥
川
の
王
朝
物
や
キ
リ
シ
タ
ン
物
な
ど
 
 

（
川
）
 
 

（
「
本
歌
取
り
」
的
な
作
品
）
 
に
対
し
て
、
扱
わ
れ
て
い
る
題
材
の
面
か
 
 

け
 
 

・
「
一
 
ら
「
自
然
主
義
的
」
（
小
田
切
秀
雄
）
・
「
客
観
小
説
」
（
磯
谷
英
き
、
「
リ
 
 

〔
〓
I
）
 
 

ア
リ
ズ
ム
」
 
（
綾
冒
広
治
）
 
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
従
来
、
 
 

か
か
る
見
解
に
適
和
感
を
持
つ
論
者
は
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
島
崎
藤
 
 

右
ご
 
 

〈
訓
▼
 

爪
封
）
 
 

村
「
家
」
 
や
田
山
花
袋
「
生
」
、
あ
る
い
は
岩
野
泡
鳴
の
 
『
耽
溺
』
 
や
五
 
 

（
封
〉
 
 

部
作
で
も
よ
い
が
、
そ
れ
ら
が
人
物
た
ち
が
居
る
空
間
内
部
で
起
こ
る
出
 
 

来
事
を
、
人
物
た
ち
の
声
を
交
え
つ
つ
内
部
か
ら
の
視
点
で
描
写
し
て
、
 
 

そ
の
描
写
自
体
の
充
足
性
の
た
め
に
過
剰
な
言
葉
が
費
や
さ
れ
る
印
象
が
 
 

あ
る
の
に
対
し
、
「
玄
鶴
山
帝
」
 
に
は
そ
れ
が
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
 
 

る
。
従
来
諭
が
小
説
内
の
人
物
た
ち
に
作
者
の
自
意
識
が
反
映
し
て
い
る
 
 

と
抽
象
し
て
き
た
理
由
の
一
つ
は
そ
こ
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
は
 
 

い
っ
て
も
、
「
玄
鶴
山
肩
」
を
論
ず
る
者
が
、
例
え
ば
同
時
代
の
作
品
、
 
 

【
2
・
1
）
 
 

葛
西
尊
蔵
「
酔
狂
者
の
独
白
」
に
対
す
る
よ
う
に
、
作
者
の
他
の
私
小
説
 
 

を
読
ん
で
い
な
い
と
分
か
ら
な
い
記
述
が
あ
り
す
ぎ
る
と
感
じ
て
き
た
わ
 
 

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
印
象
を
ど
う
考
え
る
か
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
こ
の
小
説
が
徹
底
し
て
話
者
に
よ
る
坦
々
と
し
た
点
描
で
成
り
 
 

立
っ
て
い
る
こ
と
を
軽
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
こ
 
の
冒
頭
、
 
 

「
…
…
そ
れ
は
小
ぢ
ん
ま
り
と
出
来
上
つ
た
、
奥
床
し
い
門
梢
へ
の
家
だ
 
 

つ
た
。
尤
も
こ
の
界
隈
に
は
か
う
云
ふ
家
も
珍
し
く
は
な
か
つ
た
。
が
、
 
 

（
玄
鶴
山
帯
）
 
の
額
や
塀
越
し
に
見
え
る
庭
木
な
ど
は
ど
の
家
よ
り
も
数
 
 

寄
を
凝
ら
し
て
ゐ
た
。
」
 
は
描
写
に
み
え
る
が
、
山
燐
内
に
入
る
視
点
が
 
 

い
ま
だ
外
部
に
あ
る
こ
と
を
指
示
す
る
の
で
は
な
い
。
人
通
り
が
普
段
は
 
 

少
な
い
家
の
前
を
通
り
か
か
っ
た
 
「
画
学
生
」
が
玄
鶴
を
画
家
で
あ
る
と
 
 

知
ら
ず
、
（
玄
鶴
山
燐
）
を
「
何
だ
か
な
、
ま
さ
か
厳
格
と
云
ふ
洒
落
で
 
 

も
あ
る
ま
い
」
と
言
っ
た
り
す
る
。
ま
た
玄
鶴
が
「
資
塵
を
作
つ
た
の
は
 
 

玄
鶴
を
社
会
的
な
意
味
づ
け
の
中
に
さ
ら
す
話
者
の
志
向
性
が
感
じ
ら
れ
 
 

ゴ
ム
印
の
特
許
を
受
け
た
た
め
」
と
の
説
明
が
あ
る
。
確
か
に
こ
こ
に
は
 
 
 

る
。
し
か
し
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
話
者
が
持
っ
て
い
る
の
は
、
玄
鴨
と
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

彼
が
住
む
家
が
ど
う
見
え
る
か
－
－
玄
鶴
の
家
が
「
風
流
に
見
え
る
」
（
傍
 
 

点
鴻
池
）
 
と
い
う
記
述
も
あ
る
1
と
い
う
観
点
で
あ
っ
て
、
玄
鶴
の
相
 
 

対
化
で
は
な
い
。
画
学
生
の
無
知
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
玄
 
 

鶴
が
画
家
と
し
て
は
ほ
ぼ
死
ん
で
い
る
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
だ
 
 

け
で
、
玄
鶴
の
社
会
的
な
死
と
は
抽
象
で
き
な
い
程
度
の
叙
述
な
の
で
あ
 
 

る
。
「
画
家
と
し
て
多
少
は
知
ら
れ
て
い
た
」
 
こ
と
が
、
あ
る
画
学
生
に
 
 

は
通
用
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
画
学
生
は
安
い
煙
草
 
 

「
ゴ
ル
デ
ン
・
バ
ッ
ト
」
 
の
吸
い
殻
を
落
と
し
て
い
く
が
そ
れ
を
貧
富
の
 
 

差
や
世
代
間
ギ
ャ
ッ
プ
が
描
か
れ
て
い
る
と
抽
象
は
で
き
な
い
。
話
者
 
 

は
、
玄
鶴
と
そ
の
家
が
ど
う
み
え
た
か
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
玄
 
 

鶴
の
社
会
的
な
地
位
と
画
学
生
の
視
点
に
立
っ
た
訳
で
は
な
い
。
行
わ
れ
 
 

て
い
る
の
は
話
者
の
視
線
の
移
動
で
あ
っ
て
視
点
人
物
の
移
動
で
は
な
 
 

■
小
．
，
▼
 
 
 

ヽ
■
 
0
 
 

1
V
 
 
 

こ
の
点
は
、
「
二
」
 
で
も
同
様
で
あ
る
。
玄
鶴
は
、
「
老
人
に
は
珍
し
い
 
 

肺
結
核
」
 
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
玄
鶴
が
単
に
旧
世
代
 
（
老
人
）
 
で
は
 
 

な
い
こ
と
が
伏
め
か
さ
れ
て
い
よ
う
。
肺
結
核
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
こ
 
 

れ
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
が
、
後
述
さ
れ
る
玄
鶴
自
身
の
出
自
と
成
金
的
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な
現
在
の
状
態
の
落
差
が
 
（
病
）
と
し
て
意
味
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
 
 

な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
 
「
肺
結
核
」
 
は
婿
の
重
吉
に
は
そ
れ
を
「
玄
鶴
の
 
 

息
の
匂
い
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
お
り
、
故
に
同
時
に
家
の
外
か
ら
も
 
 

そ
の
匂
い
を
感
じ
る
彼
の
 
「
神
経
」
は
自
ら
疑
い
を
か
け
ら
れ
る
 
－
 
つ
 
 

ま
り
そ
の
 
「
匂
い
」
が
玄
鶴
の
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
 
 

い
る
ら
し
い
。
重
吉
は
玄
鶴
の
い
る
「
離
れ
」
と
は
距
離
を
置
き
な
が
ら
、
 
 

そ
れ
と
は
別
の
 
「
文
化
窯
」
 
の
あ
る
空
間
、
「
小
締
厳
に
片
づ
い
た
茶
の
 
 

間
」
を
「
親
し
」
 
い
と
感
じ
て
い
る
人
物
だ
が
、
こ
の
「
親
し
さ
」
の
空
 
 

間
か
ら
み
る
と
異
物
は
「
匂
い
 
（
臭
い
）
」
と
し
て
感
知
さ
れ
る
よ
う
だ
。
 
 

お
芳
が
や
っ
て
き
た
時
、
彼
女
が
持
っ
て
き
た
「
新
聞
紙
」
の
中
身
を
み
 
 

な
い
う
ち
か
ら
「
文
化
窯
や
華
奮
な
小
鉢
と
調
和
し
な
い
悪
臭
を
放
っ
て
 
 

ゐ
る
」
と
感
じ
る
お
松
も
そ
の
空
間
に
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
話
者
 
 

は
、
死
に
つ
つ
あ
る
肺
結
核
の
玄
鶴
を
特
に
異
物
と
し
て
描
き
、
そ
の
ほ
 
 

か
の
人
物
と
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
匂
い
」
も
そ
れ
 
 

が
例
え
ば
階
級
差
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
異
物
 
 

を
感
覚
的
に
捉
え
て
し
ま
う
様
態
を
、
単
に
描
い
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
 
 

で
あ
る
。
括
弧
付
き
で
表
記
さ
れ
る
「
離
れ
」
は
、
玄
鶴
が
寝
起
き
す
る
 
 

空
間
が
、
物
理
的
な
空
間
で
な
く
重
吉
な
ど
か
ら
見
た
感
覚
で
あ
る
こ
と
 
 

を
示
す
。
話
者
は
重
吉
の
感
覚
 
－
 
「
離
れ
」
に
い
る
玄
鶴
と
結
核
の
「
匂
 
 

（
班
）
 
 

い
」
が
一
体
で
あ
る
よ
う
な
印
象
 
－
 
を
描
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
 
 
 

重
吉
は
「
茶
の
間
」
に
は
い
る
と
、
「
洋
服
を
和
服
に
着
替
え
た
上
、
 
 

楽
々
と
長
火
鉢
の
前
に
座
り
、
安
い
葉
巻
を
吹
か
し
た
り
、
今
年
や
つ
と
 
 

マ
マ
 
 

小
学
校
に
人
つ
た
一
人
息
子
の
武
夫
に
か
ら
か
つ
た
り
し
た
。
」
し
か
し
、
 
 

看
護
婦
・
甲
野
が
入
り
込
む
こ
と
で
「
茶
の
間
」
は
雰
囲
気
が
変
わ
っ
た
 
 

よ
う
に
一
見
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
重
吉
は
小
説
な
ど
を
読
ん
で
ゐ
る
 
 

だ
け
に
武
夫
の
は
し
や
ぐ
の
に
も
「
男
」
を
感
じ
、
不
快
に
な
る
」
。
甲
 
 

野
は
す
ぺ
て
を
僻
撤
で
き
、
山
屏
内
の
混
乱
を
助
長
し
て
い
る
か
の
よ
う
 
 

に
「
四
」
で
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
山
房
内
の
家
族
に
と
っ
て
「
窮
屈
」
 
 

で
あ
れ
、
彼
女
自
身
は
大
し
て
嫌
わ
れ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
武
 
 

夫
は
こ
れ
ま
た
括
弧
づ
き
の
 
「
甲
野
さ
ん
」
が
い
る
と
い
つ
も
に
も
増
し
 
 

て
「
ふ
ぎ
け
る
位
」
で
あ
る
。
「
窮
屈
」
さ
は
「
唯
玄
鶴
に
付
き
滞
ふ
」
 
 

と
こ
ろ
か
ら
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
甲
野
の
存
在
か
ら
で
は
な
く
玄
鶴
の
存
 
 

在
と
い
う
印
象
か
ら
く
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
重
吉
に
と
っ
て
、
玄
鶴
と
 
 

は
血
の
つ
な
が
り
が
な
い
重
吉
（
「
女
流
歌
人
だ
つ
た
」
母
親
に
似
て
い
 
 

る
）
と
武
夫
（
「
男
」
）
 
の
対
照
を
明
瞭
に
し
て
し
亭
つ
の
も
、
結
局
は
武
 
 

夫
の
祖
父
・
玄
鶴
の
存
在
で
あ
る
に
相
連
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
 
 

で
重
吉
の
印
象
で
あ
る
。
話
者
は
こ
こ
で
も
人
物
た
ち
が
お
互
い
に
ど
う
 
 

み
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
レ
ベ
ル
に
終
始
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

三
、
 
 

か
か
る
話
者
の
あ
り
よ
う
が
い
か
な
る
点
に
立
脚
し
て
い
る
か
と
言
え
 
 

ば
、
山
房
内
の
人
物
の
性
格
に
対
す
る
意
識
で
は
な
く
て
、
そ
の
境
遇
・
 
 

立
場
へ
の
注
目
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

「
三
」
 
の
冒
頭
で
、
玄
鶴
が
 
「
公
然
と
囲
つ
」
 
て
い
た
お
芳
が
息
子
を
 
 

つ
れ
て
山
肩
に
や
っ
て
く
る
。
話
者
は
こ
こ
で
も
玄
鶴
と
お
芳
の
紐
帯
の
 
 

意
味
づ
け
に
い
き
な
り
走
ら
ず
、
そ
れ
を
さ
し
あ
た
り
「
客
」
と
し
て
の
 
 

印
象
と
し
て
描
い
て
い
る
。
「
客
は
台
所
へ
上
つ
た
後
、
彼
女
自
身
の
履
 
 

き
物
や
男
の
子
の
靴
を
揃
へ
直
し
た
。
（
男
の
子
は
白
い
ス
ウ
ェ
エ
タ
ア
 
 

を
着
て
ゐ
た
。
）
 
彼
女
が
ひ
け
目
を
感
じ
て
ゐ
る
こ
と
は
か
う
云
ふ
所
作
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だ
け
に
も
明
ら
か
だ
つ
た
。
」
 
し
か
し
こ
こ
で
お
芳
が
成
金
で
あ
る
ブ
ル
 
 

ジ
ョ
ア
に
あ
わ
せ
た
服
装
を
息
子
に
さ
せ
行
動
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
み
 
 

な
し
て
、
山
膚
の
外
部
世
界
を
こ
と
さ
ら
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 

「
信
州
生
ま
れ
の
お
松
」
に
よ
っ
て
、
 
－
 
お
そ
ら
く
お
松
も
信
州
の
田
 
 

舎
か
ら
束
京
の
成
金
家
庭
に
や
っ
て
き
た
た
め
に
 
－
 
「
悪
意
」
を
も
っ
 
 

へ
打
一
 
 

て
み
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
山
所
内
と
外
部
は
は
じ
め
か
ら
地
拭
き
 
 

で
あ
る
。
一
方
、
玄
鶴
の
娘
・
お
鈴
は
、
お
芳
が
武
夫
を
「
坊
ち
や
ん
」
 
 

と
呼
ぶ
の
に
対
し
「
常
識
」
 
で
も
っ
て
「
か
う
云
ふ
女
に
は
し
か
た
な
 
 

い
」
と
思
う
も
の
の
 
「
田
舎
舐
り
に
い
つ
か
彼
女
の
心
も
ち
も
気
安
さ
を
 
 

持
ち
出
」
す
よ
う
に
別
に
悪
意
は
持
た
な
い
。
こ
の
 
「
常
識
」
は
「
四
」
 
 

で
甲
野
に
よ
っ
て
 
「
お
嬢
様
育
ち
」
故
の
属
性
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
 
 

る
が
、
「
人
並
み
よ
り
内
気
な
女
」
、
「
意
気
地
な
し
」
と
お
芳
を
み
る
の
で
 
 

あ
る
。
「
「
ち
つ
と
は
お
母
さ
ん
の
手
前
も
考
へ
れ
ば
尊
い
の
に
、
」
 
－
 
 

そ
ん
な
こ
と
も
度
た
び
考
へ
た
り
し
た
。
」
ま
た
、
「
尤
も
お
鳥
は
何
ご
と
 
 

も
詮
め
切
つ
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。
し
か
し
お
鈴
は
そ
れ
だ
け
一
層
母
を
 
 

気
の
毒
に
思
」
う
、
と
あ
る
よ
う
に
、
お
芳
に
対
す
る
彼
女
の
態
度
は
、
 
 

お
芳
そ
の
も
の
に
た
い
し
て
よ
り
母
お
鳥
に
対
す
る
気
兼
ね
か
ら
き
て
い
 
 

る
よ
う
で
も
あ
る
。
お
芳
に
対
し
 
「
気
安
さ
」
を
感
じ
始
め
る
と
す
ぐ
さ
 
 

ま
 
「
襖
一
つ
向
う
に
咳
き
一
つ
し
ず
に
ゐ
る
母
の
お
鳥
に
何
か
漠
然
と
し
 
 

た
不
安
」
を
感
じ
る
の
も
そ
の
せ
い
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
お
鈴
は
摘
発
 
 

子
の
重
吉
よ
り
も
い
わ
ば
（
堀
越
家
）
 
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
お
芳
が
玄
鶴
 
 

の
い
る
部
屋
に
行
き
、
甲
野
を
下
が
ら
せ
る
と
と
た
ん
に
、
「
離
れ
」
が
、
 
 

「
病
人
臭
い
 
「
離
れ
」
 
の
中
か
ら
気
味
の
悪
い
も
の
が
つ
い
て
く
る
や
う
 
 

に
感
じ
」
 
ら
れ
る
。
彼
女
は
婿
の
重
吉
の
よ
う
に
そ
の
感
覚
を
疑
っ
た
り
 
 

も
し
な
い
。
お
芳
が
玄
鶴
と
一
緒
に
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
堀
越
家
に
亀
裂
を
 
 

い
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
か
ら
だ
。
た
だ
し
 
「
病
人
負
い
 
「
離
れ
」
」
 
の
 
 

イ
メ
ー
ジ
を
東
吉
と
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
看
護
婦
・
甲
野
は
、
重
吉
・
お
鈴
と
は
意
識
の
位
相
を
輿
に
す
 
 

る
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
彼
女
の
設
定
、
堀
越
家
に
 
 

と
っ
て
よ
そ
者
で
あ
る
こ
と
を
ぬ
き
し
て
意
味
づ
け
は
で
き
な
い
。
す
な
 
 

わ
ち
、
彼
女
が
他
の
人
物
の
意
識
に
対
し
て
メ
タ
レ
ベ
ル
に
立
っ
て
い
る
 
 

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
彼
女
に
は
「
「
離
れ
」
 
と
 
「
茶
の
間
」
」
と
い
っ
 
 

た
意
識
が
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
別
に
彼
女
が
電
吉
や
お
鈴
の
意
識
を
 
 

超
克
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
女
が
玄
鶴
に
付
き
添
う
よ
そ
者
だ
か
 
 

ら
で
あ
る
。
お
鈴
の
 
「
所
帯
じ
み
た
寂
し
さ
」
や
「
或
る
気
安
さ
」
、
ま
 
 

た
は
「
ず
る
が
し
こ
い
」
と
か
「
気
味
の
悪
い
」
と
い
う
感
覚
は
、
専
ら
 
 

他
人
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
境
遇
に
対
す
る
意
識
が
な
い
人
物
 
 

で
あ
る
。
重
吉
も
そ
の
点
で
は
同
様
で
あ
る
。
こ
の
共
通
性
の
原
因
は
、
 
 

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
堀
越
家
の
内
部
で
安
定
し
た
地
位
を
保
っ
て
い
る
か
ら
 
 

に
他
な
る
ま
い
。
甲
野
が
「
冷
や
や
か
に
こ
の
あ
り
ふ
れ
た
家
庭
的
悲
劇
 
 

を
眺
め
」
る
よ
り
、
「
寧
ろ
享
楽
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
の
は
「
職
業
が
ら
」
 
 

で
あ
り
、
「
彼
女
の
過
去
は
暗
い
も
の
だ
つ
た
」
 
こ
と
を
話
者
が
述
べ
て
 
 

い
る
の
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
そ
し
て
同
時
に
、
甲
野
は
自
身
の
不
幸
 
 

（
そ
れ
も
玄
鶴
と
同
様
、
男
女
関
係
の
不
幸
）
を
持
っ
て
い
る
人
物
で
あ
 
 

る
点
が
重
要
だ
。
す
な
わ
ち
「
病
家
の
主
人
だ
の
病
院
の
医
者
だ
の
と
の
 
 

関
係
上
、
何
度
一
回
の
青
酸
加
里
を
燕
ま
う
と
し
た
こ
と
だ
か
し
れ
な
か
 
 

っ
た
」
の
で
あ
る
。
彼
女
は
、
自
分
の
不
幸
に
対
す
る
感
覚
を
、
他
人
の
 
 

（
却
〕
 
不
幸
を
享
楽
す
る
方
向
に
差
し
向
け
た
人
物
で
あ
る
。
室
生
犀
星
が
評
価
 
 

し
て
以
来
、
こ
と
さ
ら
抽
出
さ
れ
て
き
た
次
の
部
分
 
（
「
四
」
 
の
末
尾
）
 
 
 

－
 
「
甲
野
は
 
（
暗
）
澄
み
渡
つ
た
鏡
に
向
つ
た
ま
ま
、
始
め
て
に
や
り
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と
冷
笑
を
洩
ら
し
た
。
そ
れ
か
ら
さ
も
驚
い
た
や
う
に
 
「
は
い
唯
今
」
と
 
 

返
事
を
し
た
。
」
 
－
 
は
、
芥
川
の
自
意
識
の
屈
折
、
あ
る
い
は
単
に
「
見
 
 

（
2
9
）
 
 

る
人
」
と
し
て
の
役
割
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
 
 

が
、
彼
女
が
、
自
ら
を
視
て
冷
笑
を
漏
ら
す
の
は
、
こ
の
よ
う
な
甲
野
の
 
 

お
か
れ
て
い
る
境
遇
の
反
映
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
 
 

る
。
彼
女
が
こ
と
さ
ら
「
見
る
人
」
 
に
見
え
る
の
は
、
彼
女
が
単
に
見
て
 
 

い
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
想
念
の
な
か
に
山
房
内
の
不
幸
を
意
味
づ
 
 

け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
前
掲
引
用
の
 
「
澄
み
渡
つ
た
鏡
」
と
い
 
 

う
比
喩
の
内
実
で
あ
る
。
彼
女
は
、
お
鈴
の
お
鳥
に
対
す
る
行
動
を
「
お
 
 

嬢
様
育
ち
」
と
み
な
し
、
重
吉
夫
婦
に
嫉
妬
を
感
じ
た
り
も
す
る
が
、
彼
 
 

女
の
男
性
経
験
と
無
関
係
と
は
思
え
な
い
。
彼
女
は
そ
の
嫉
妬
に
つ
い
 
 

て
、
彼
女
の
「
友
だ
ち
が
話
し
た
或
女
」
 
の
話
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
そ
 
 

の
嫉
妬
に
「
神
秘
な
力
が
働
い
て
ゐ
る
」
な
ど
と
ひ
と
り
ご
ち
る
。
要
す
 
 

る
に
、
彼
女
が
山
房
内
の
出
来
事
を
不
幸
と
し
て
解
す
る
記
憶
や
認
識
を
 
 

持
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
以
前
は
、
重
吉
が
「
甲
 
 

野
が
ゐ
る
時
で
も
、
台
所
の
側
の
風
呂
へ
は
ひ
る
為
に
裸
に
な
る
こ
と
を
 
 

か
ま
は
な
か
つ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
は
そ
う
で
も
な
く
な
っ
た
 
 

（
肋
）
 
 

の
を
「
愉
快
」
に
思
う
。
こ
れ
は
「
病
的
な
興
味
」
で
も
傍
観
者
的
な
観
 
 

察
で
も
な
い
。
重
吉
が
以
前
は
甲
野
を
対
他
意
識
を
感
ず
る
い
わ
ば
（
人
 
 

間
）
 
と
は
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
そ
う
で
な
く
な
っ
た
の
が
お
か
 
 

】
矧
n
 
 

し
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
成
金
家
族
の
差
別
意
識
を
対
象
化
す
る
意
識
 
 

が
働
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
話
者
は
、
こ
こ
で
も
徹
底
し
て
甲
野
 
 

が
山
肩
内
の
出
来
事
に
対
し
て
持
っ
た
思
い
を
説
明
し
て
い
る
だ
け
だ
 
 

が
、
そ
れ
が
「
四
」
で
全
面
的
に
展
開
す
る
の
は
、
玄
鶴
に
は
触
れ
る
こ
 
 

と
が
出
来
な
い
重
吉
・
お
鈴
に
代
わ
っ
て
、
玄
鶴
の
不
幸
に
対
し
て
言
及
 
 

す
る
資
格
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
 
 

四
、
 
 

話
者
の
視
線
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
重
吉
、
お
鈴
、
甲
野
を
経
て
「
五
」
 
 

で
よ
う
や
く
玄
鶴
に
た
ど
り
着
く
が
こ
の
順
序
に
は
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
 
 

る
。
重
吉
・
お
鈴
が
自
ら
の
不
幸
を
大
し
て
意
識
し
な
い
の
に
対
し
甲
野
 
 

は
自
ら
の
不
幸
を
、
他
人
の
不
幸
を
認
識
す
る
能
力
と
し
て
昇
華
さ
せ
た
 
 

人
物
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
順
番
が
認
識
が
 
 

低
い
人
物
か
ら
高
度
な
人
物
へ
と
い
う
段
階
を
指
示
し
て
い
る
訳
で
は
な
 
 

い
。
問
題
は
、
不
幸
の
認
識
の
仕
方
、
と
そ
の
原
因
に
あ
る
。
そ
の
証
拠
 
 

に
、
甲
野
に
対
し
て
肺
結
核
の
玄
鶴
は
、
他
人
の
不
幸
を
も
所
有
し
て
し
 
 

ま
う
よ
う
な
人
物
と
し
て
あ
る
。
甲
野
は
他
人
の
不
幸
を
、
前
述
の
細
く
 
 

「
あ
り
ふ
れ
た
家
庭
的
悲
劇
」
と
し
て
享
楽
す
る
。
対
し
て
玄
鶴
は
、
自
 
 

ら
の
一
生
の
「
浅
ま
し
さ
」
を
「
格
別
わ
し
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
 
 

い
」
と
し
な
が
ら
、
「
婿
の
父
親
」
が
「
腕
の
利
か
な
い
敵
を
何
人
も
社
 
 

会
的
に
殺
し
た
」
こ
と
や
、
「
年
輩
の
骨
董
屋
」
が
先
妻
の
娘
と
通
じ
て
 
 

い
た
こ
と
、
ま
た
「
弁
護
士
」
や
「
あ
る
蒙
刻
家
」
の
「
罪
」
な
ど
が
、
 
 

彼
の
「
苦
し
み
」
を
「
変
化
」
さ
せ
ず
、
彼
の
「
生
そ
の
も
の
」
に
も
 
 

「
暗
い
影
を
拡
げ
る
ば
か
り
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
甲
野
が
不
幸
を
過
去
 
 

の
い
き
さ
つ
と
「
職
業
柄
」
に
よ
っ
て
対
象
化
せ
ぎ
る
を
え
な
い
と
す
れ
 
 

ば
、
彼
は
不
幸
を
総
て
自
分
に
帰
し
て
し
ま
う
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
玄
鶴
の
認
識
傾
向
も
、
認
識
の
型
な
の
で
は
な
く
、
現
 
 

に
、
彼
自
身
が
山
房
内
で
起
こ
っ
て
い
る
「
家
庭
的
悲
劇
」
 
の
元
凶
だ
と
 
 

思
っ
て
い
る
こ
と
に
因
る
。
玄
鶴
が
お
芳
に
惹
か
れ
た
の
は
東
郷
克
美
の
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箭
悪
 
 

い
う
よ
う
に
「
大
酒
の
家
老
の
娘
」
 
（
妻
）
 
と
「
或
政
治
家
の
次
男
」
 
（
婿
 
 

養
子
）
 
と
 
「
コ
ム
印
」
 
の
資
産
か
ら
な
る
家
庭
に
欠
け
て
い
る
、
自
分
と
 
 

出
自
 
（
「
信
州
の
戎
山
峡
の
村
」
）
 
が
共
通
す
る
人
間
 
－
 
お
芳
は
 
「
上
総
 
 

の
漁
師
町
」
 
の
生
ま
れ
で
あ
る
 
－
 
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
 
 

の
こ
と
を
指
示
す
る
為
に
、
話
者
は
玄
鶴
の
家
族
の
出
自
を
い
ち
い
ち
 
 

語
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
彼
は
お
芳
に
幸
福
を
見
出
し
た
の
だ
 
 

ろ
う
が
、
同
時
に
家
庭
の
い
ざ
こ
ざ
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
子
ど
も
 
 

の
頃
の
 
「
蚕
臭
い
」
 
（
こ
こ
で
も
 
「
臭
い
」
 
が
想
起
さ
れ
て
い
る
）
 
「
山
峡
 
 

の
村
」
を
思
い
出
す
が
、
長
く
は
続
か
な
い
。
彼
は
夢
で
お
芳
と
息
子
・
 
 

文
太
郎
に
出
会
っ
た
り
も
す
る
。
が
、
そ
れ
は
花
札
の
 
「
桜
の
二
十
」
 
の
 
 

イ
メ
ー
ジ
と
混
ぎ
っ
て
い
る
。
・
－
－
－
－
「
「
桜
の
二
十
」
 
は
四
五
年
前
の
お
芳
 
 

の
顔
を
し
て
ゐ
た
」
。
し
か
し
こ
の
花
札
の
記
憶
は
ど
ち
か
ら
と
い
う
と
 
 

「
ゴ
ム
印
の
特
許
を
受
け
た
当
座
」
 
に
連
な
る
「
赫
か
し
」
さ
で
あ
り
、
 
 

重
な
る
の
も
自
分
が
囲
い
だ
し
た
時
分
の
過
去
の
お
芳
で
は
な
い
か
。
こ
 
 

の
と
き
、
「
信
州
の
或
山
峡
の
村
」
 
の
記
憶
の
価
値
と
お
芳
へ
の
思
い
は
 
 

相
対
的
に
下
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
と
き
玄
鶴
 
 

に
と
っ
て
、
「
楽
し
い
記
憶
」
を
思
い
起
こ
す
こ
と
自
体
が
目
的
と
な
っ
 
 

て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
状
態
の
苦
悩
は
甲
野
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
と
し
て
描
 
 

か
れ
て
い
る
。
玄
鶴
は
禅
を
つ
か
っ
て
自
殺
を
決
意
し
、
雑
誌
を
読
み
ふ
 
 

け
る
甲
野
を
見
守
り
つ
つ
 
「
急
に
可
笑
し
さ
」
を
感
じ
る
。
そ
の
彼
に
声
 
 

を
か
け
ら
れ
た
甲
野
は
 
「
玄
鶴
の
顔
を
見
た
時
は
さ
す
が
に
ぎ
よ
つ
と
し
 
 

た
ら
し
か
つ
た
」
。
他
人
の
不
幸
を
「
冷
笑
」
す
る
甲
野
は
、
自
ら
の
不
 
 

幸
に
対
し
て
す
ら
「
可
笑
し
さ
」
を
感
じ
て
し
ま
う
玄
鶴
を
理
解
で
き
な
 
 

い
。
甲
野
は
「
青
酸
加
里
を
僻
ま
う
と
し
た
」
が
結
局
果
た
さ
な
か
っ
た
。
 
 

し
か
し
、
玄
鶴
は
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
甲
野
の
み
る
「
あ
り
ふ
れ
 
 

▲
〓
，
 
 

た
家
庭
的
悲
劇
」
 
の
予
想
範
囲
を
玄
鶴
が
超
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

そ
れ
は
そ
も
そ
も
玄
鶴
が
抱
え
て
い
た
の
は
「
家
庭
的
」
な
「
悲
劇
」
 
で
 
 

は
な
く
、
よ
り
山
般
的
な
社
会
的
「
悲
劇
」
で
あ
っ
た
と
話
者
は
指
示
し
 
 

て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
し
て
玄
鶴
が
自
殺
を
決
意
し
た
「
そ
の
晩
の
 
 

夢
」
 
は
つ
ぎ
の
如
く
描
か
れ
る
。
 
 

そ
の
晩
は
夢
も
恐
し
か
つ
た
。
彼
は
樹
木
の
茂
つ
た
中
に
立
ち
、
腰
 
 

の
高
い
障
子
の
隙
か
ら
茶
室
め
い
た
部
屋
を
覗
い
て
ゐ
た
。
そ
こ
に
 
 

は
又
ま
る
裸
の
子
供
が
一
人
、
こ
ち
ら
へ
顔
を
向
け
て
横
に
な
つ
て
 
 

ゐ
た
。
そ
れ
は
子
供
と
は
云
ふ
も
の
の
、
老
人
の
や
う
に
雛
く
ち
や
 
 

だ
つ
た
。
 
 

こ
こ
に
は
、
お
芳
・
文
太
郎
は
出
て
こ
な
い
。
過
去
の
お
芳
も
花
札
も
 
 

な
い
。
又
、
「
樹
木
の
茂
つ
た
中
」
1
1
1
「
信
州
の
或
山
峡
の
村
」
 
で
あ
ろ
 
 

う
か
 
ー
 
で
、
「
ま
る
裸
の
子
供
」
を
み
る
が
、
「
老
人
の
や
う
に
雛
く
ち
 
 

や
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
彼
の
夢
は
過
去
に
遡
行
す
る
こ
と
 
 

で
あ
っ
た
が
、
彼
に
と
っ
て
幸
福
な
幼
年
時
代
は
も
は
や
な
く
、
老
人
で
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

あ
る
自
己
の
現
在
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
。
玄
鶴
は
自
殺
し
よ
う
と
す
る
 
 

が
、
夢
の
中
の
 
「
ま
る
裸
の
子
供
」
＝
「
老
人
」
と
は
対
照
的
な
「
ま
る
 
 

ま
る
と
着
膨
れ
た
」
武
夫
が
そ
こ
に
唐
突
に
萱
場
し
て
「
や
あ
、
お
爺
さ
 
 

ん
が
あ
ん
な
こ
と
し
て
ら
あ
。
」
と
「
礫
」
す
。
話
者
は
自
殺
す
る
自
由
 
 

す
ら
も
玄
鶴
に
な
い
こ
と
を
示
す
。
「
こ
で
既
に
画
家
と
し
て
死
ん
で
 
 

い
た
玄
鶴
だ
が
、
こ
こ
で
は
い
わ
ば
主
体
と
し
て
死
ん
だ
と
さ
れ
た
の
で
 
 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ
こ
で
起
こ
っ
た
の
は
 
「
こ
 
の
画
学
生
の
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登
場
と
同
じ
く
、
異
な
る
視
点
人
物
が
ぶ
つ
か
る
相
対
化
作
用
で
は
な
 
 

く
、
玄
鶴
の
思
い
を
全
く
理
解
し
な
い
境
遇
の
異
な
る
他
人
が
鉢
合
わ
せ
 
 

た
と
い
う
劇
な
の
で
あ
る
。
 
 

五
、
 
 

「
六
」
 
の
玄
鶴
葬
送
の
場
面
は
、
（
玄
鶴
山
膚
）
 
の
外
部
で
行
わ
れ
て
い
 
 

る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
山
房
内
部
に
視
線
を
向
け
て
い
た
 
 

話
者
が
、
突
然
外
部
に
日
を
転
じ
た
の
で
は
な
い
。
話
者
は
ま
ず
、
「
彼
 
 

の
告
別
式
は
盛
大
T
）
だ
つ
た
」
と
殊
更
驚
い
て
み
せ
、
そ
の
「
盛
大
」
 
 

さ
の
具
体
に
視
線
を
移
し
て
行
く
。
す
な
わ
ち
「
唯
、
腰
抜
け
の
お
鳥
だ
 
 

け
」
は
告
別
式
に
出
席
で
き
ず
に
い
た
が
、
重
吉
夫
婦
の
方
は
お
悔
や
み
 
 

を
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
記
さ
れ
、
更
に
は
、
家
の
外
に
出
た
と
た
ん
玄
鶴
 
 

の
こ
と
を
忘
れ
る
弔
問
客
の
う
ち
に
あ
っ
て
「
故
朋
輩
」
た
ち
が
、
「
あ
 
 

の
爺
さ
ん
も
本
望
だ
つ
た
ら
う
。
若
い
妾
も
持
っ
て
ゐ
れ
ば
、
小
金
も
た
 
 

め
て
ゐ
た
ん
だ
か
ら
。
」
と
い
っ
た
無
関
心
な
紋
切
り
型
の
せ
り
ふ
を
は
 
 

い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
相
変
わ
ら
ず
語
り
の
や
っ
て
い
る
こ
と
ば
 
 

玄
鶴
を
め
ぐ
る
人
物
た
ち
に
視
線
を
巡
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
 
 

ち
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
「
こ
か
ら
そ
う
な
の
だ
が
、
話
者
の
関
心
は
 
 

玄
鶴
を
中
心
に
し
た
周
辺
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
小
説
で
話
者
に
よ
っ
 
 

て
注
視
さ
れ
て
い
る
の
は
（
玄
鶴
山
房
）
と
そ
の
外
部
な
の
で
は
な
く
、
 
 

玄
鶴
と
そ
の
外
部
（
周
辺
）
 
な
の
だ
。
玄
鶴
が
葬
用
事
で
家
を
出
て
行
く
 
 

に
し
た
が
っ
て
話
者
の
視
線
も
家
の
外
に
出
て
行
く
し
か
な
い
。
 
 
 

葬
用
事
の
後
か
ら
つ
い
て
ゆ
く
の
は
重
吉
と
そ
の
従
弟
の
大
学
生
で
あ
 
 

る
。
重
吉
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
お
鈴
は
「
一
等
の
寵
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
 
 

る
ら
し
い
。
重
吉
に
と
っ
て
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
「
ど
ち
ら
で
も
よ
か
つ
 
 

た
」
が
、
死
ん
だ
「
舅
」
よ
り
も
寧
ろ
「
お
鈴
の
思
惑
」
を
気
に
し
て
い
 
 

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
離
れ
」
 
の
「
匂
い
」
を
過
剰
に
気
に
す
る
 
 

自
ら
を
疑
い
な
が
ら
、
結
局
「
茶
の
間
」
に
安
ら
ぎ
を
見
出
す
行
為
（
「
二
」
）
 
 

と
変
わ
ら
な
い
。
そ
ん
な
重
吉
は
、
「
目
礼
」
す
る
「
お
背
」
に
対
し
て
 
 

「
狼
狽
し
」
、
巳
e
b
訂
e
c
b
t
を
読
む
大
学
生
の
 
「
あ
の
女
は
こ
の
先
ど
う
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
す
る
で
せ
う
？
」
と
い
う
聞
い
に
も
「
出
来
る
だ
け
冷
淡
に
返
事
を
す
る
」
 
 

（
傍
点
涯
過
）
 
こ
と
し
か
し
な
い
。
 
 

一
方
こ
e
b
ぎ
e
c
h
t
を
読
む
大
学
生
は
「
上
総
の
或
る
海
岸
の
漁
師
町
」
、
 
 

そ
こ
に
「
住
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
お
芳
親
子
」
を
思
い
描
き
、
「
急
に
険
 
 

し
い
顔
つ
き
」
を
す
る
。
お
芳
の
直
面
し
て
い
る
現
実
の
帰
趨
に
思
い
及
 
 

ぶ
点
、
重
吉
も
大
学
生
も
変
わ
り
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
冷
淡
 
 

に
返
事
を
す
る
」
重
吉
に
対
し
て
、
大
学
生
は
「
険
し
い
顔
つ
き
」
を
す
 
 

る
。
玄
鶴
の
棺
を
の
せ
た
「
葬
用
串
」
は
、
「
日
の
光
も
落
ち
な
い
師
走
 
 

の
町
」
を
走
っ
て
い
た
の
だ
が
、
作
品
の
末
尾
で
、
お
芳
親
子
を
想
條
す
 
 

る
大
学
生
は
「
い
つ
か
さ
し
は
じ
め
た
日
の
光
の
中
」
に
置
か
れ
る
。
光
 
 

は
（
玄
鶴
山
屏
）
の
外
部
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
お
芳
を
想
像
し
ド
イ
 
 

ツ
の
社
会
主
義
者
E
e
b
訂
e
c
F
t
を
読
む
行
為
に
こ
そ
当
て
ら
れ
て
い
る
 
 

よ
う
に
み
え
る
。
 
 
 

小
説
の
中
で
玄
鶴
と
お
芳
だ
け
が
、
二
重
の
所
属
を
持
つ
存
在
と
し
て
 
 

描
か
れ
た
。
玄
鶴
は
「
山
峡
の
村
」
出
身
の
成
金
で
あ
り
、
お
芳
は
「
漁
 
 

師
町
」
出
身
の
妾
で
あ
る
。
「
四
」
で
、
文
太
郎
を
虐
め
る
武
夫
に
投
げ
 
 

つ
け
ら
れ
た
「
内
気
な
彼
女
に
は
珍
し
い
棟
の
あ
る
言
葉
」
と
い
う
部
分
 
 

が
あ
る
が
、
「
内
気
な
」
と
い
う
性
格
付
け
は
も
と
も
と
お
鈴
に
よ
っ
て
 
 
 

（
「
人
並
み
よ
り
内
気
」
）
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
の
性
格
は
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分
か
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
玄
鶴
と
お
芳
は
む
し
ろ
出
自
の
共
通
 
 

性
で
結
ば
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
関
係
は
堀
越
家
内
で
は
許
さ
 
 

れ
ず
、
様
々
な
軋
轢
を
産
む
。
た
だ
、
お
芳
は
玄
鶴
が
生
き
て
い
る
限
り
 
 

堀
越
家
を
訪
れ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
し
か
し
玄
鶴
が
死
ん
だ
結
果
、
 
 

ヽ
ヽ
 
 

一
日
「
物
語
か
ら
姿
を
消
し
た
は
ず
の
、
現
在
「
漁
師
町
」
 
に
お
い
て
生
 
 

活
す
る
し
か
な
い
お
芳
が
真
に
堀
越
家
か
ら
排
除
さ
れ
た
か
た
ち
で
浮
か
 
 

び
上
が
る
仕
組
み
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
玄
鶴
の
名
を
冠
し
 
 

た
 
（
玄
鶴
山
房
）
 
は
、
む
し
ろ
堀
越
家
の
内
部
と
い
う
よ
り
外
部
と
の
つ
 
 

な
が
り
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
お
繋
が
本
当
に
成
金
的
世
界
か
 
 

ら
移
動
し
て
し
ま
う
た
め
に
は
玄
鶴
と
の
関
係
が
切
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
。
お
芳
の
住
む
世
界
と
重
吉
・
お
鈴
の
世
界
が
対
比
さ
れ
る
た
め
に
は
 
 

玄
鶴
の
死
は
物
語
の
上
で
必
要
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
従
来
、
 
 

E
e
b
訂
e
c
h
t
を
読
む
大
学
生
の
資
揚
が
蛇
足
で
あ
り
、
唐
突
だ
と
言
わ
れ
 
 

て
き
た
。
し
か
し
玄
鶴
が
消
え
た
い
ま
、
話
者
と
し
て
は
、
お
芳
へ
の
強
 
 

い
眼
差
し
を
な
ぞ
る
た
め
に
も
う
一
人
人
物
が
必
要
だ
っ
た
と
言
う
他
は
 
 

な
い
。
突
然
さ
し
て
く
る
 
「
日
の
光
」
も
、
大
学
生
が
思
い
描
く
お
芳
の
 
 

姿
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
強
め
て
い
る
だ
け
だ
。
大
学
生
と
E
e
b
打
ロ
e
C
b
t
 
 

に
 
「
新
時
代
」
 
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
い
。
彼
は
、
堀
越
家
や
 
 

過
去
に
し
ば
ら
れ
た
人
物
た
ち
に
対
し
て
、
お
芳
た
ち
の
行
く
末
を
想
像
 
 

す
る
の
み
で
あ
る
。
話
者
は
現
に
不
幸
が
存
在
し
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
 
 

も
あ
る
と
言
っ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
思
え
る
。
 
 

六
、
 
 

こ
の
小
説
に
は
、
人
物
の
主
観
の
相
対
性
な
ど
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
 
 

も
し
主
観
の
相
対
性
が
描
か
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
の
 
 

敵
船
や
盲
点
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
書
き
方
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
そ
 
 

れ
は
こ
の
小
説
で
は
あ
り
え
な
い
。
話
者
が
た
だ
堀
越
家
の
人
々
ひ
と
り
 
 

ひ
と
り
の
心
情
を
順
に
説
明
し
、
そ
れ
が
玄
鶴
・
お
芳
の
不
幸
を
ど
う
捉
 
 

え
う
る
か
点
描
し
て
い
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
お
互
い
 
 

に
相
対
的
に
見
え
る
と
し
て
も
、
彼
ら
の
家
で
の
役
割
や
境
遇
に
拠
る
も
 
 

の
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
以
上
、
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
相
対
 
 

性
で
は
な
く
差
異
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
従
来
、
芥
川
の
執
筆
当
時
の
状
 
 

況
と
の
関
連
が
推
測
さ
れ
た
為
も
あ
っ
て
、
山
屑
内
を
全
体
と
し
て
内
部
 
 

＝
意
識
の
世
界
と
し
て
、
そ
の
外
に
 
「
六
」
 
で
の
外
部
の
世
界
が
あ
る
と
 
 

さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
の
こ
こ
ま
で
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
 
 

そ
も
そ
も
（
玄
鶴
山
塀
）
内
で
心
理
的
な
軋
轢
が
あ
る
の
は
、
玄
鶴
が
い
 
 

た
と
い
う
理
由
以
外
に
は
な
く
、
玄
鶴
・
お
芳
が
死
ん
だ
り
排
除
さ
れ
た
 
 

り
し
た
結
果
、
む
し
ろ
本
当
に
あ
っ
た
対
立
は
 
（
玄
鶴
山
肩
）
内
と
外
部
 
 

で
は
な
く
て
、
重
義
∵
お
鈴
の
堀
越
家
と
、
お
芳
が
出
入
り
可
能
な
 
（
玄
 
 

鶴
山
屠
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
え
て
言
え
ば
、
（
玄
鶴
山
席
）
 
こ
そ
が
 
 

外
部
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
こ
の
小
説
は
か
か
る
対
立
関
 
 

｛
〓
－
 
 

係
が
鼠
後
に
明
瞭
に
な
る
よ
う
に
し
む
け
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
。
話
者
 
 

は
、
玄
鶴
・
お
芳
の
周
囲
の
人
物
た
ち
に
つ
い
て
、
二
人
へ
の
心
理
と
彼
 
 

ら
自
身
の
境
遇
と
が
対
応
し
て
い
る
様
を
示
し
な
が
ら
、
そ
し
て
最
終
的
 
 

に
彼
ら
の
認
識
の
外
に
は
じ
か
れ
て
ゆ
く
二
人
を
浮
き
上
が
ら
せ
て
行
 
 

く
。
い
わ
ば
人
物
の
順
列
に
よ
っ
て
玄
鶴
・
お
芳
の
不
幸
を
弁
証
し
て
い
 
 

る
。
芥
川
の
心
情
の
投
影
を
直
裁
に
見
出
す
に
は
、
こ
の
小
説
は
あ
ま
り
 
 

（
常
】
 
 

に
も
作
為
が
強
い
物
語
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
物
の
回
想
の
叙
述
を
 
 

含
む
と
は
い
え
、
（
玄
鶴
山
房
）
 
に
主
人
が
囲
っ
て
い
た
お
芳
が
た
ず
ね
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て
き
て
か
ら
去
る
ま
で
を
描
き
、
続
い
て
玄
鶴
の
葬
送
の
場
面
で
終
わ
る
 
 

（
3
6
）
 

（
那
）
 
 

と
い
う
物
語
自
体
は
動
か
ず
、
例
え
ば
、
「
薮
の
中
」
の
よ
う
に
物
語
自
 
 

体
に
疑
念
が
向
け
ら
れ
る
構
造
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
話
者
は
、
あ
く
ま
 
 

で
事
態
の
推
移
を
時
間
順
に
忠
実
に
な
ぞ
る
振
る
舞
い
も
崩
さ
な
い
。
つ
 
 

ま
る
と
こ
ろ
、
人
物
達
や
話
者
の
主
観
性
よ
り
は
、
こ
の
物
語
自
体
が
問
 
 

題
だ
っ
た
か
ら
で
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

話
者
は
、
山
房
内
の
人
物
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
な
が
ら
、
し
か
し
、
 
 

あ
ま
り
人
物
の
主
観
に
入
り
込
ん
だ
説
明
を
行
わ
な
ず
、
人
物
間
を
移
動
 
 

す
る
手
法
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
も
純
然
た
る
小
説
手
法
 
 

の
問
題
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
不
幸
の
原
因
を
人
物
の
 
 

主
観
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
印
象
（
「
匂
い
」
や
容
姿
や
社
会
的
地
 
 

位
）
 
に
よ
る
心
理
的
乳
轢
と
し
て
描
く
の
が
目
的
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
 
 

か
。
家
庭
と
い
う
人
物
達
が
お
互
い
を
意
識
し
あ
う
環
境
は
、
お
互
い
の
 
 

立
場
や
出
自
や
外
見
の
印
象
な
ど
が
嫉
妬
や
共
感
を
産
む
世
界
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
そ
れ
は
自
意
識
や
反
省
と
い
っ
た
深
さ
を
持
た
な
い
。
「
こ
 
で
 
 

は
玄
鶴
の
名
が
「
厳
格
」
と
し
て
酒
落
の
め
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
 
 

名
前
が
そ
の
程
度
の
扱
い
を
受
け
て
し
ま
う
。
ま
た
文
太
郎
を
武
夫
が
い
 
 

じ
め
る
の
も
、
小
説
を
構
成
す
る
人
物
の
役
割
と
し
て
の
名
詮
自
性
な
の
 
 

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
妾
」
 
の
子
ど
も
・
「
文
」
が
孫
・
「
武
」
に
虐
め
 
 

ら
れ
る
と
い
う
、
相
手
に
対
す
る
単
純
な
印
象
に
よ
る
判
断
が
繰
り
広
げ
 
 

（
謂
）
 
 

ら
れ
て
い
る
世
界
を
直
裁
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
玄
鶴
山
帝
）
 
は
 
 

「
所
謂
「
文
化
村
」
」
 
に
あ
る
。
玄
鶴
は
 
「
画
家
と
し
て
も
多
少
は
知
ら
 
 

れ
て
い
た
」
が
若
い
画
学
生
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
重
吉
や
お
鈴
 
 

は
玄
鶴
の
結
核
の
臭
い
が
漂
っ
て
く
る
「
「
離
れ
」
 
へ
は
い
る
」
 
の
を
不
 
 

気
味
に
感
じ
る
。
玄
鶴
が
お
鳥
を
貰
っ
た
の
は
「
或
大
浦
の
家
老
の
娘
」
 
 

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
重
吉
は
「
或
政
治
家
の
次
男
」
 
で
あ
る
が
「
或
 
 

女
流
歌
人
だ
つ
た
母
親
に
近
い
秀
才
」
で
あ
る
ら
し
い
。
武
夫
に
と
っ
て
 
 

甲
野
は
「
甲
野
さ
ん
」
 
で
あ
り
、
重
吉
は
武
夫
に
 
「
男
」
を
感
じ
る
。
お
 
 

芳
は
息
子
に
「
白
い
ス
ウ
ェ
ユ
タ
ア
」
を
著
せ
て
堀
越
家
の
中
で
は
「
坊
 
 

ち
や
ん
」
と
呼
ぷ
。
お
鈴
は
お
芳
の
つ
け
た
「
安
も
の
の
指
輪
」
に
「
何
 
 

か
所
帯
じ
み
た
寂
し
さ
」
を
感
じ
る
。
お
鈴
に
と
っ
て
玄
鶴
は
「
「
立
派
 
 

な
お
父
さ
ん
」
で
は
な
か
つ
た
」
。
甲
野
に
と
っ
て
お
鈴
は
「
「
お
嬢
様
」
 
 

だ
つ
た
」
。
玄
鶴
の
嫡
の
父
親
は
「
唯
「
憲
政
を
擁
護
す
る
為
に
」
彼
よ
 
 

り
腕
の
利
か
な
い
敵
を
何
人
も
社
会
的
に
殺
し
て
ゐ
た
」
。
人
物
た
ち
は
 
 

括
弧
で
く
く
ら
れ
て
い
る
制
度
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
考
え
る
の
で
あ
り
、
 
 

そ
れ
が
疑
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
玄
鶴
に
し
て
も
そ
う
し
た
世
界
の
二
貝
 
 

で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
玄
鶴
の
記
憶
は
た
だ
の
印
象
の
世
界
で
あ
 
 

る
。
お
声
と
花
札
の
イ
メ
ー
ジ
が
混
合
し
て
し
ま
う
こ
と
は
前
述
の
通
り
 
 

で
あ
る
。
甲
野
が
思
う
よ
う
に
以
上
の
事
態
は
せ
い
ぜ
い
 
「
あ
り
ふ
れ
 
 

へ
他
）
 
た
」
不
幸
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

確
か
に
、
話
者
が
各
人
物
の
表
層
的
な
心
理
を
描
く
行
為
も
、
よ
く
あ
 
 

る
対
人
恐
怖
的
な
自
意
識
の
形
態
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
 
 

い
。
従
来
論
は
こ
の
話
者
の
印
象
を
芥
川
の
自
意
識
と
し
て
と
ら
え
、
そ
 
 

れ
を
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
・
大
正
文
壇
の
自
意
識
の
脆
弱
さ
の
徴
表
と
み
 
 

て
き
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
し
か
し
、
「
玄
鶴
山
房
」
 
で
行
わ
れ
 
 

た
表
層
的
な
点
描
が
、
そ
れ
が
点
描
で
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
 
 

と
を
、
芥
川
の
自
意
識
の
疲
労
・
限
界
で
は
な
く
積
極
的
な
も
の
と
し
て
 
 

把
握
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
玄
鶴
山
帯
」
が
疎
外
さ
れ
る
者
へ
の
眼
 
 

差
し
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
ば
確
か
で
あ
る
。
ま
た
u
e
b
打
ロ
e
C
h
t
の
名
 
 

前
を
提
出
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
芥
川
が
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
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学
運
動
に
対
し
て
あ
る
程
度
意
識
的
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
が
、
 
 

し
か
し
、
か
れ
ら
の
文
学
運
動
の
 
一
 
人
間
社
会
を
階
級
と
い
う
観
念
で
 
 

分
割
し
、
は
じ
め
か
ら
人
物
の
主
観
の
対
立
を
設
定
す
る
や
り
方
を
傍
ら
 
 

に
置
く
と
 
「
玄
鶴
山
屏
」
 
の
手
法
が
逆
に
新
鮮
に
見
え
る
。
階
級
理
論
が
 
 

空
疎
だ
か
ら
芥
川
の
文
学
性
が
際
立
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
話
者
が
 
 

語
る
の
は
、
お
芳
や
過
去
の
玄
鴨
と
い
っ
た
異
物
と
み
え
る
も
の
が
、
家
 
 

庭
な
り
人
間
の
自
意
識
な
り
に
否
応
な
く
存
在
し
て
い
る
場
合
に
、
英
際
 
 

の
と
こ
ろ
人
が
い
か
な
る
こ
と
を
ま
ず
感
じ
な
が
ら
生
活
す
る
か
、
と
い
 
 

う
物
語
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
相
手
の
臭
い
 
（
印
象
と
し
て
の
臭
 
 

い
）
 
や
家
柄
や
出
身
地
や
名
前
の
印
象
な
ど
と
い
う
、
階
級
理
論
の
理
念
 
 

（
川
）
 
 

か
ら
す
れ
ば
意
志
的
に
「
批
判
し
切
」
り
「
踏
み
越
え
」
 
（
宮
本
顕
治
）
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
し
か
な
い
。
し
か
し
人
物
た
ち
は
か
か
る
事
柄
 
 

に
が
ん
じ
が
ら
め
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
悪
意
を
以
て
 
 

排
除
を
行
う
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
活
動
し
な
が
ら
意
図
し
て
し
ま
っ
て
 
 

（
H
一
 

（
1
2
）
 
 

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
小
林
秀
雄
や
柄
谷
行
人
の
い
ケ
よ
う
に
、
芥
 
 

川
は
他
者
 
（
或
い
は
自
己
の
）
 
の
不
透
明
な
部
分
や
構
造
を
把
捉
す
る
知
 
 

性
と
は
無
線
だ
っ
た
と
の
見
方
も
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
 
「
玄
鶴
山
屑
」
 
 

は
、
か
え
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
問
題
に
深
く
降
り
て
行
く
の
で
は
な
く
、
 
 

実
に
あ
り
ふ
れ
た
日
常
茶
飯
事
 
－
 
し
か
し
絶
対
に
消
去
す
る
こ
と
は
で
 
 

き
な
い
事
柄
を
、
し
か
も
疎
外
さ
れ
た
者
へ
の
眼
差
し
を
持
つ
も
の
と
し
 
 

て
無
視
し
な
い
話
者
が
語
っ
た
物
語
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
話
者
 
 

の
有
り
様
は
、
私
た
ち
の
意
識
の
す
べ
て
で
は
な
い
が
、
恒
常
的
に
存
在
 
 

し
て
は
い
る
。
読
者
が
「
玄
鶴
山
肩
」
と
い
う
作
品
に
惹
か
れ
て
き
た
の
 
 

は
、
（
玄
鶴
山
房
）
 
と
い
う
場
所
が
陰
鬱
な
閉
域
で
あ
り
、
そ
の
外
部
が
 
 

存
在
す
る
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
実
は
か
か
る
話
者
の
あ
り
方
 
 

に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
 
 
 

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
戯
曲
を
好
む
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
の
 
 

思
想
＝
声
の
激
実
が
溶
易
に
演
出
で
き
る
か
ら
で
あ
る
‖
藤
森
成
吉
『
何
 
 

▲
l
＝
i
－
 
 

が
彼
女
を
そ
う
さ
せ
た
か
』
 
の
不
幸
な
主
人
公
∵
す
み
子
が
、
自
分
を
い
 
 

じ
め
る
周
別
の
人
間
と
口
論
す
る
こ
と
で
行
動
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
 
 

を
思
え
ば
よ
い
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
泡
鴫
五
都
作
」
 
の
中
で
は
、
突
如
は
 
 

じ
ま
る
、
主
人
公
と
妻
の
い
つ
果
て
る
と
も
な
い
言
い
争
い
が
あ
る
こ
と
 
 

で
二
人
の
対
立
が
鮮
明
に
な
る
。
ま
た
そ
こ
で
主
人
公
が
自
分
の
哲
学
を
 
 

口
に
出
し
て
し
ま
う
こ
と
で
俄
然
主
人
公
の
造
形
に
現
実
感
が
与
え
ら
れ
 
 

る
。
対
し
て
 
「
玄
鶴
山
席
」
 
で
の
話
者
は
人
物
連
の
餞
舌
な
語
り
を
奪
っ
 
 

て
お
り
、
社
交
辞
令
的
な
会
話
し
か
え
が
い
て
い
な
い
。
話
者
は
、
人
物
 
 

連
が
自
分
の
家
庭
内
の
役
割
に
沿
っ
て
行
動
し
会
話
し
、
他
人
を
ど
う
想
 
 

像
し
気
に
し
て
い
る
か
と
い
う
水
準
を
叙
述
し
て
お
り
、
人
物
連
が
他
人
 
 

と
思
考
が
輿
な
る
 
（
あ
る
い
は
同
じ
で
あ
る
）
 
こ
と
を
お
互
い
に
暴
露
さ
 
 

せ
た
り
し
な
い
。
こ
の
点
、
L
i
e
b
打
⊇
川
C
b
t
を
読
み
、
過
去
で
は
な
く
未
来
 
 

に
つ
い
て
思
い
を
は
せ
る
青
年
も
た
だ
黙
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
り
、
 
 

同
様
で
あ
る
。
こ
の
青
年
を
其
に
現
実
把
捉
を
な
し
た
人
物
と
し
て
際
立
 
 

た
せ
る
為
に
は
、
「
日
の
光
」
 
の
な
か
で
読
沓
す
る
と
い
う
印
象
を
記
す
 
 

の
で
は
な
く
、
お
屏
や
山
所
内
の
人
物
と
は
追
っ
た
認
識
を
実
際
に
語
り
 
 

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
は
し
な
い
。
話
者
は
た
だ
青
年
を
 
 

「
光
の
中
」
に
置
く
だ
け
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
話
者
の
ね
ら
い
は
、
 
 

玄
鶴
・
お
芳
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
環
境
自
体
を
大
き
く
浮
か
び
上
が
ら
 
 

せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
物
た
ち
の
内
心
の
声
を
延
々
語
ら
せ
彼
ら
の
主
 
 

観
自
体
を
前
景
化
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
「
玄
鶴
山
房
」
 
で
え
が
か
 
 

れ
た
の
は
、
人
物
た
ち
が
日
常
的
な
振
る
舞
い
と
感
覚
の
中
で
の
み
起
こ
 
 

11   



す
排
除
の
劇
な
の
で
あ
り
、
階
級
間
の
主
観
の
対
立
を
あ
お
る
こ
と
で
は
 
 

な
か
っ
た
。
確
か
に
、
話
者
が
人
物
た
ち
の
主
観
を
詳
述
し
始
め
た
と
し
 
 

た
ら
、
当
該
作
品
の
よ
う
な
比
較
的
単
純
な
排
除
の
図
式
は
鯛
壊
し
て
し
 
 

ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
重
吉
の
性
格
が
甲
野
の
ご
と
き
意
地
 
 

悪
さ
を
備
え
、
武
夫
よ
り
文
太
郎
の
方
が
暴
力
的
で
あ
り
、
お
芳
が
外
国
 
 

人
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
現
実
に
は
十
分
あ
り
得
る
。
話
者
の
語
る
劇
 
 

は
、
あ
ま
り
に
排
除
が
予
定
調
和
的
で
あ
り
、
そ
の
点
は
勧
善
懲
悪
的
な
 
 

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説
と
通
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

芥
川
が
、
「
話
」
 
へ
の
強
固
な
欲
望
を
持
つ
谷
崎
や
大
衆
社
会
 
（
あ
る
 
 

い
は
階
級
闘
争
）
 
の
到
来
に
敗
北
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
現
様
式
に
 
 

（
4
4
）
 
 

お
い
て
は
時
代
を
先
取
り
し
て
い
た
と
い
う
説
が
あ
る
凸
 
こ
の
定
非
は
別
 
 

に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
稿
の
 
「
玄
鶴
山
房
」
自
 
 

体
の
解
釈
も
修
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
現
時
点
で
言
え
る
の
は
、
「
玄
 
 

鶴
山
屏
」
 
で
行
わ
れ
た
人
物
た
ち
の
点
描
は
、
例
え
ば
同
時
代
の
、
声
喩
 
 

（
4
5
）
 
 

を
連
発
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説
や
、
梶
井
基
次
郎
「
桜
の
木
の
下
に
は
」
 
 

（
4
6
）
 
 

や
横
光
利
一
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
田
虫
」
 
の
よ
う
に
、
桜
の
根
や
田
虫
の
非
 
 

日
常
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
直
接
的
刺
激
と
し
て
与
え
よ
う
と
す
る
や
 
 

り
方
と
も
大
き
く
適
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
玄
鶴
山
屏
」
に
 
 

は
、
人
物
た
ち
の
感
じ
る
印
象
・
感
覚
を
、
読
者
が
そ
れ
に
あ
る
程
度
日
 
 

常
的
な
も
の
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
迂
路
が
存
在
し
て
お
 
 

り
、
そ
れ
が
い
わ
ば
作
品
を
趣
あ
る
も
の
に
感
じ
さ
せ
る
余
裕
す
ら
生
み
 
 

出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
論
者
が
蒼
然
と
し
た
雰
囲
気
を
好
ん
 
 

で
き
た
よ
う
に
。
 
 
 

と
ま
れ
、
例
え
ば
、
芥
川
の
遺
書
の
 
「
唯
ぽ
ん
や
り
し
た
不
安
」
と
い
 
 

う
表
現
に
し
て
も
、
そ
れ
が
、
シ
ュ
ス
ト
フ
の
不
安
に
関
す
る
詩
作
や
三
 
 

（
祈
）
 
木
浦
の
「
不
安
の
思
想
と
其
の
超
克
」
と
い
っ
た
哲
学
的
分
析
よ
り
も
現
 
 

実
性
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
何
故
な
の
か
。
不
安
が
ぽ
ん
や
り
と
し
て
い
る
 
 

の
は
当
た
り
前
だ
、
し
か
し
日
常
生
活
に
お
い
て
か
か
る
せ
り
ふ
を
口
に
 
 

出
す
可
能
性
の
方
が
、
三
木
の
よ
う
な
分
析
を
実
行
す
る
可
能
性
よ
り
高
 
 

い
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
せ
り
ふ
の
発
せ
ら
れ
て
い
る
姿
 
 

勢
も
「
玄
鶴
山
房
」
 
の
話
者
の
そ
れ
に
通
じ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
文
 
 

学
運
動
だ
け
で
な
く
、
芥
川
以
降
の
哲
学
的
な
文
学
者
達
 
－
 
「
私
」
と
 
 

（
爛
）
 
 

い
う
「
自
意
識
」
 
の
混
乱
を
注
視
し
た
つ
も
り
の
作
者
連
、
中
国
や
南
方
 
 

の
激
し
い
現
実
に
直
面
し
た
者
達
は
、
か
か
る
話
者
の
、
当
た
り
前
の
感
 
 

覚
を
維
持
出
来
た
の
か
。
お
そ
ら
く
芥
川
は
、
王
朝
の
人
々
や
キ
リ
シ
タ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

ン
が
生
き
る
「
乱
世
」
が
、
作
者
・
読
者
の
現
実
よ
り
も
現
実
感
を
持
つ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

よ
う
に
み
え
て
し
ま
う
イ
ロ
ニ
ー
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
作
者
が
 
 

あ
え
て
平
凡
な
現
実
感
に
直
裁
に
挑
ん
だ
こ
と
は
、
実
は
後
の
時
代
へ
も
 
 

重
い
意
味
を
投
げ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

注
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

室
生
犀
星
宛
番
簡
 
（
大
1
5
・
1
2
／
5
）
 
に
も
、
佐
々
木
宛
の
も
の
と
似
た
「
僕
ハ
 
 

陰
鬱
極
マ
ル
カ
作
ヲ
寄
イ
テ
ヰ
ル
」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
 
 

「
わ
た
し
は
玄
鶴
山
膚
の
悲
劇
を
最
後
で
山
屏
以
外
の
世
界
へ
触
れ
さ
せ
た
い
気
 
 

持
を
持
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
」
と
あ
る
。
 
 

平
島
英
利
子
「
玄
鶴
山
屏
」
 
（
「
芥
川
龍
之
介
論
」
近
代
文
轟
社
、
平
2
・
5
）
 
 

こ
れ
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
前
掲
書
簡
を
送
ら
れ
た
青
野
李
吾
 
 

が
「
芥
川
氏
が
、
彼
の
生
活
の
傍
ら
に
新
時
代
の
世
界
の
存
在
乃
至
到
来
を
認
め
 
 

な
い
で
は
を
れ
な
く
な
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
」
（
「
芥
川
龍
之
介
氏
と
新
時
代
」
、
 
 

『
不
同
調
』
 
昭
2
・
7
）
 
と
述
べ
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
 
 

平
岡
敏
夫
「
「
玄
鶴
山
塀
」
」
 
（
『
芥
川
龍
之
介
』
大
修
館
書
店
、
昭
5
7
・
1
1
）
。
 
 

庄
司
達
也
「
「
玄
鶴
山
屏
」
諭
 
－
 
「
新
時
代
」
 
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
 
（
『
日
本
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（
7
）
 
 

へ
出
）
 
 

（
9
）
 
 

（
1
0
）
 
 

（
〓
）
 
 

（
1
2
）
 
 

（
1
3
）
 
 

（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

（
1
6
）
 
 

（
1
7
）
 
 

（
1
8
）
 
 

（
1
9
）
 
 

（
2
0
）
 
 

25 24 23 22 21  

文
学
』
昭
6
1
・
3
）
。
 
 

水
洞
幸
夫
「
「
玄
鶴
山
房
」
試
論
1
閉
じ
込
め
ら
れ
た
（
鏡
）
と
（
匂
）
－
」
（
『
金
 
 

沢
大
学
国
語
国
文
』
 
昭
6
0
・
3
）
。
 
 

菊
地
弘
「
『
玄
鶴
山
屑
ヒ
 
（
『
解
釈
と
鑑
嘗
』
平
1
1
・
1
1
）
。
 
 

佐
藤
勝
「
玄
鶴
山
屑
」
 
（
『
国
文
学
』
 
昭
4
5
・
1
1
）
。
 
 

鈴
木
秀
子
「
玄
鶴
山
房
［
芥
川
龍
之
介
］
」
 
（
「
日
本
の
近
代
小
説
I
」
東
京
大
学
 
 

出
版
会
、
昭
6
1
・
6
）
。
 
 

酒
井
英
行
「
『
玄
鶴
山
屏
』
 
の
人
々
」
 
（
『
人
文
静
整
平
5
・
1
）
。
 
 

東
郷
克
美
「
「
玄
鶴
山
屏
」
の
内
と
外
－
「
山
峡
の
村
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
 
 
 

（
『
文
学
年
誌
♭
 
昭
5
0
・
1
2
）
。
 
 

前
掲
水
洞
諭
。
 
 

中
島
一
夫
「
意
識
の
開
城
1
芥
川
紬
之
介
『
玄
鶴
山
屠
」
を
中
心
に
」
三
園
語
と
 
 

国
文
学
』
平
8
・
4
）
。
 
 

「
芥
川
に
お
け
る
死
の
イ
メ
ー
ジ
」
 
（
『
国
文
学
』
昭
4
5
・
1
1
）
。
 
 

高
橋
鞄
夫
「
芥
川
に
お
け
る
漱
石
継
承
へ
の
一
視
点
 
－
 
「
奥
」
に
よ
る
（
本
歌
 
 

取
り
）
 
の
手
法
か
ら
 
ー
 
」
 
（
「
香
川
大
学
国
文
研
究
』
平
1
2
・
9
）
。
 
 

「
芥
川
の
代
表
作
」
 
（
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
三
巻
』
月
報
、
筑
歴
書
房
、
昭
3
3
・
 
 

4
）
。
 
 

「
芥
川
竜
之
介
」
 
（
紅
野
敏
郎
二
二
好
行
雄
・
竹
盛
天
雄
・
平
岡
敏
夫
踊
『
昭
和
文
 
 

学
史
』
有
斐
閣
選
書
、
昭
4
7
・
4
）
。
前
掲
平
岡
論
も
同
様
。
 
 

『
芥
川
随
之
介
大
事
典
♭
 
（
勉
誠
出
版
、
平
1
4
・
7
）
。
 
 

上
巻
 
『
読
売
新
聞
」
 
（
明
4
3
・
1
～
5
）
、
下
巻
 
原
題
「
犠
牲
」
 
（
『
中
央
公
論
』
 
 

明
4
4
・
1
・
4
）
 
 

『
読
売
新
聞
』
 
（
明
4
1
・
4
～
7
）
。
 
 

『
新
小
説
』
 
（
明
4
2
・
2
）
。
 
 

「
放
浪
」
、
「
断
橋
」
、
「
発
展
」
、
「
毒
薬
を
飲
む
女
」
、
「
憑
き
物
」
（
明
4
3
～
大
エ
。
 
 

『
新
潮
』
 
（
昭
2
・
1
）
。
 
 

平
岡
敏
夫
前
掲
諭
は
、
「
二
を
、
「
「
玄
関
の
奥
」
 
の
 
「
未
知
の
世
界
」
 
へ
の
導
 
 

入
」
と
し
て
経
え
て
い
る
。
芥
川
が
愛
読
し
た
と
い
う
ポ
ー
の
「
ア
ッ
シ
ャ
一
家
 
 

の
崩
壊
」
や
、
芥
川
自
身
の
 
「
悠
々
荘
」
 
（
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
昭
2
・
1
）
を
念
 
 

頭
に
置
い
た
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
悠
々
荘
」
 
の
「
僕
等
」
が
建
物
の
中
に
 
 

入
っ
て
い
く
の
に
対
し
、
「
玄
鶴
山
横
」
 
の
画
学
生
は
、
た
だ
 
（
玄
鶴
）
 
と
い
う
 
 

名
を
洒
落
の
め
し
て
去
っ
て
い
く
だ
け
で
あ
り
、
「
玄
関
か
ら
過
し
て
他
人
の
家
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

に
対
す
る
の
ぞ
き
と
い
う
か
た
ち
」
 
（
傍
点
平
岡
氏
）
 
に
な
り
き
っ
て
い
な
い
と
 
 

こ
ろ
が
重
要
で
は
な
い
か
。
画
学
生
は
（
玄
鶴
山
層
）
を
覗
い
た
の
で
は
な
く
眺
 
 

め
た
確
度
な
の
で
あ
る
。
 
 

（
2
6
）
 
芥
川
の
 
「
匂
」
 
の
つ
い
て
は
、
吉
本
隆
明
 
冒
口
柴
と
い
う
思
想
』
 
（
弓
立
社
、
昭
 
 

5
6
・
1
）
 
の
指
摘
を
受
け
た
前
掲
水
洞
諭
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
晩
年
の
芥
川
の
作
 
 

品
に
対
し
て
、
「
匂
」
－
－
「
離
れ
」
に
「
母
体
の
イ
メ
ー
ジ
ヘ
の
志
向
」
（
傍
点
水
 
 

洞
氏
）
を
み
る
の
で
あ
る
。
無
論
こ
の
指
摘
は
、
玄
鶴
が
想
起
す
る
父
母
の
思
い
 
 

出
に
も
「
蛋
」
の
「
鼻
」
が
付
着
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
 
 

う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
玄
鶴
山
虜
」
と
い
う
作
品
に
限
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
 
 

人
物
た
ち
が
こ
の
よ
う
に
噴
覚
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
と
 
 

い
う
共
通
点
以
外
は
、
作
品
の
各
場
面
で
そ
の
意
味
づ
け
が
限
定
さ
れ
る
ぺ
き
だ
 
 

と
考
え
る
。
 
 

（
2
7
）
 
古
田
糊
一
『
芥
川
龍
之
介
」
 
（
三
省
堂
、
昭
2
3
・
1
2
、
改
訂
初
版
）
 
以
来
、
従
来
 
 

論
で
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
2
8
）
室
生
犀
星
「
芥
川
能
之
介
の
人
と
作
」
 
（
【
新
潮
」
昭
2
・
7
）
。
 
 

（
2
9
）
 
塚
越
和
夫
「
玄
鶴
山
横
」
 
（
文
学
批
評
の
会
綱
『
芥
川
竜
之
介
‥
批
評
と
研
究
】
 
 

芳
賀
歯
店
、
昭
4
6
・
1
1
）
 
や
前
掲
水
洞
論
で
は
、
甲
野
が
 
「
視
る
人
」
と
し
て
、
 
 

山
撰
内
の
人
々
の
意
識
を
「
明
滅
」
さ
せ
る
原
動
力
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
3
0
）
 
前
掲
古
田
精
一
論
。
 
 

（
3
1
）
 
こ
こ
で
会
田
雄
次
『
ア
ー
ロ
ン
収
容
所
－
－
西
欧
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
限
界
〓
中
 
 

央
公
論
杜
、
昭
3
7
・
‖
）
 
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
想
起
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
会
 
 

田
は
、
収
容
所
の
日
本
人
の
前
で
、
平
気
で
裸
に
な
っ
て
洗
濯
物
を
押
し
っ
け
て
 
 

行
く
白
人
女
性
を
描
き
、
「
彼
女
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
植
民
地
人
や
有
色
人
椰
は
 
 

明
ら
か
に
 
「
人
間
」
 
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
」
、
同
時
代
に
お
い
 
 

て
、
い
か
に
羞
恥
心
と
差
別
意
識
の
関
係
に
つ
い
て
の
か
か
る
認
識
が
あ
り
え
た
 
 

の
か
は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
 
 

（
3
2
）
 
前
掲
東
郷
論
。
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（
3
3
）
 
こ
の
意
味
で
、
三
好
行
雄
「
「
玄
鶴
山
肩
」
 
の
世
界
・
素
描
」
 
（
『
国
語
展
望
』
昭
 
 

5
5
・
1
0
）
 
の
よ
う
に
「
甲
野
は
、
芥
川
風
の
い
ひ
か
た
を
す
れ
ば
、
神
で
あ
る
」
 
 

と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
3
4
）
平
岡
敏
夫
前
掲
論
は
、
青
野
宛
の
讃
簡
を
再
解
釈
し
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
で
あ
ろ
う
 
 

と
な
か
ろ
う
と
人
生
は
多
大
の
苦
痛
を
与
え
る
も
の
だ
と
芥
川
は
言
っ
て
い
る
」
 
 

と
指
摘
す
る
。
併
せ
て
平
岡
論
は
、
こ
e
b
ぎ
e
c
h
t
の
「
追
想
録
」
が
「
人
間
的
 
 

な
も
の
」
に
惹
か
れ
て
い
た
マ
ル
ク
ス
を
暗
示
す
る
も
の
と
捉
え
、
当
該
作
品
 
 

が
、
社
会
主
義
の
問
題
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
「
人
間
的
」
な
も
の
に
対
す
る
 
 

関
心
と
い
う
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
の
方
向
性
は
官
営
出
 
 

来
る
も
の
の
、
本
稿
の
以
上
の
分
析
か
ら
す
る
と
「
人
間
的
」
と
は
概
括
に
過
ぎ
 
 

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
物
語
が
、
玄
鶴
・
お
芳
の
不
孝
に
視
線
を
収
赦
さ
せ
て
行
 
 

く
方
向
で
進
ん
だ
こ
と
に
、
よ
り
注
目
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
 
 

（
3
5
）
 
開
良
一
「
「
玄
鶴
山
屑
」
批
判
」
 
（
『
文
芸
研
究
』
昭
2
5
・
6
）
 
は
、
「
物
語
の
ス
タ
 
 

イ
ル
を
も
つ
て
小
説
を
書
い
た
」
と
述
べ
た
が
、
こ
の
点
は
首
肯
出
来
る
と
い
え
 
 

る
。
 
 

（
仰
望
柄
谷
行
人
「
再
論
日
本
精
神
分
析
」
 
（
『
批
評
空
間
』
平
1
4
・
3
）
 
は
、
「
玄
鶴
山
 
 

帯
」
に
「
詰
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
（
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
、
『
改
 
 

造
』
昭
2
・
4
）
 
の
実
現
を
み
て
い
る
。
し
か
し
確
か
に
「
玄
鶴
山
構
」
 
の
物
語
 
 

は
「
諮
ら
し
い
話
」
 
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
詰
」
が
な
い
と
は
貰
え
な
 
 

い
の
で
あ
る
。
 
 

（
3
7
）
 
『
新
潮
h
 
（
大
1
1
・
1
）
。
 
 

（
3
8
）
高
橋
龍
夫
「
玄
鶴
山
屠
」
か
ら
「
蘭
車
」
に
至
る
芥
川
の
表
現
意
識
－
－
恕
野
泡
 
 

嶋
と
の
関
連
か
ら
⊥
 
（
『
香
川
大
学
国
文
研
究
－
平
1
5
・
9
）
 
は
、
こ
の
小
説
 
 

の
人
物
の
命
名
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
岩
野
 
 

池
場
の
五
郎
作
の
萱
楊
人
物
「
病
人
の
お
鳥
、
い
と
こ
の
重
吉
、
札
幌
で
出
会
う
 
 

女
性
お
鈴
」
 
（
傍
点
高
橋
氏
）
が
そ
れ
ぞ
れ
「
玄
牧
山
屏
」
 
の
誉
揚
人
物
と
同
名
 
 

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
池
場
五
郎
作
を
「
玄
鶴
山
席
」
が
ど
う
引
き
継
い
で
 
 

い
る
か
と
い
う
視
点
に
立
つ
と
、
一
元
描
写
諭
や
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
ヘ
の
意
識
よ
り
 
 

は
、
先
行
す
る
あ
る
タ
イ
プ
の
芸
術
家
1
の
帰
趨
を
描
く
契
機
の
提
出
、
と
い
 
 

う
点
に
限
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
 
 

（
4
2
）
 
 

（
4
3
）
 
 

（
4
4
）
 
 

（
4
5
）
 
 

（
4
6
）
 
 

（
4
7
）
 
 

（
4
8
）
 
 

（
謂
）
 
 

れ
は
い
わ
ば
「
旧
世
代
」
に
対
し
て
新
生
代
を
対
置
す
る
と
い
っ
た
大
袈
裟
な
こ
 
 

と
が
目
的
と
は
思
え
な
い
。
缶
詰
事
業
と
か
か
わ
っ
た
泡
嶋
を
強
い
て
想
起
は
 
 

で
き
て
も
 
－
 
と
い
っ
て
も
泡
鳴
を
想
起
し
た
同
時
代
評
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
 
 

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
】
王
離
外
や
藤
村
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
 
 

に
な
い
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
再
考
し
て
み
た
い
。
 
 

そ
の
意
味
で
、
宇
野
浩
二
の
「
案
外
に
常
識
的
な
人
情
話
め
い
た
と
こ
ろ
も
随
 
 

分
あ
る
」
 
（
『
芥
川
龍
之
介
』
文
塾
春
秋
新
社
、
昭
2
8
・
5
）
 
と
い
う
指
摘
は
、
山
 
 

屏
内
の
叙
述
の
欠
点
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
く
核
心
を
捉
え
た
も
の
な
の
で
 
 

は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

「
敗
北
の
文
学
」
 
（
『
改
造
－
昭
4
・
8
）
。
 
 

「
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
美
神
と
宿
命
」
 
（
『
大
調
和
』
昭
2
・
9
）
。
習
慣
的
な
事
 
 

柄
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
く
人
間
の
風
景
を
描
い
た
と
い
う
意
味
で
は
、
小
林
 
 

秀
雄
の
芥
川
に
対
す
る
批
判
1
「
逆
説
そ
の
も
の
の
現
実
性
」
に
到
達
し
な
い
 
 

「
逆
説
的
風
景
画
家
」
－
－
I
を
、
逆
に
、
徹
底
し
た
「
風
景
画
家
」
と
し
て
芥
川
 
 

に
対
す
る
評
価
軸
と
な
す
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。
 
 

前
掲
「
芥
川
に
お
け
る
死
の
イ
メ
ー
ジ
」
、
「
薮
の
中
」
 
（
『
国
文
学
』
昭
4
7
・
1
2
）
。
 
 

『
改
造
』
 
（
昭
2
・
1
）
。
 
 

佐
伯
彰
一
『
物
語
芸
術
論
』
 
（
講
談
社
、
昭
5
4
・
8
）
。
 
 

【
詩
と
試
論
」
 
（
昭
2
・
1
2
）
。
 
 

『
文
芸
時
代
】
 
（
大
1
5
・
1
）
。
 
 

『
改
造
』
 
（
昭
8
・
6
）
。
 
 

安
藤
宏
「
自
意
識
の
昭
和
文
学
 
－
 
現
象
と
し
て
の
 
「
私
」
b
 
（
重
文
璧
、
平
6
・
 
 

3
）
。
 
 

（
わ
た
な
べ
 
し
ろ
う
 
常
総
学
院
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
）
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