
彷
復
す
る
『
そ
れ
か
ら
』

佐
々

木

ヨあ
る

文
学
者
の
劇

評

L
を

て

が
か
り
に

　
　
は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
①

　
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
『
朝
日
新
聞
』
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
『
そ
れ
か
ら
』

〈
要
約
〉
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

亜
紀
子

は
、
連
載
に
先
立
っ
て
「
新
小
説
予
告
」
と
題
し
た

色
々
な
意
味
に
於
て
そ
れ
か
ら
で
あ
る
。
「
三
四
郎
」
に
は
大
学
生
の
事
を
描
た
が
、
此
小
説
に
は
そ
れ
か
ら
先
の
事
を
書
い
た
か

ら
そ
れ
か
ら
で
あ
る
。
「
三
四
郎
」
の
主
人
公
は
あ
の
通
り
単
純
で
あ
る
が
、
此
主
人
公
は
そ
れ
か
ら
後
の
男
で
あ
る
か
ら
此
点
に

於
て
も
、
そ
れ
か
ら
で
あ
る
。
此
主
人
公
は
最
後
に
、
妙
な
運
命
に
陥
る
。
そ
れ
か
ら
さ
き
何
な
る
か
は
書
い
て
な
い
。
此
意
味
に

　
　
　
　
゜
　
°
　
°
　
°
　
　
　
注
②

於
て
も
亦
そ
れ
か
ら
で
あ
る
。
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だ
が
、
『
そ
れ
か
ら
』
は
大
学
生
の
単
純
な
主
人
公
三
四
郎
の
「
そ
れ
か
ら
後
の
男
」
が
、
「
妙
な
運
命
に
陥
」
り
「
そ
れ
か
ら
さ
き
何
な

る
か
は
書
い
て
な
い
」
小
説
と
い
う
〈
要
約
〉
か
ら
逸
脱
す
る
多
く
の
も
の
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
過
剰
な
書
き
込
み
、
新

聞
小
説
家
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
、
『
そ
れ
か
ら
』
の
綻
び
と
片
付
け
て
よ
い
か
。
否
、
む
し
ろ
〈
要
約
〉
に
向
か
っ
て
直
進
せ
ぬ
こ
と
、
た
ゆ

た
い
、
あ
て
も
な
く
歩
き
、
ど
こ
ま
で
も
彷
復
し
て
い
く
こ
と
ば
の
累
積
こ
そ
が
『
そ
れ
か
ら
』
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
代
助
の
ア



ナ
ロ
ジ
ー
で
も
あ
る
の
だ
。

　
本
論
で
は
「
あ
る
文
学
者
の
劇
評
」

（
十
一
の
七
）
を
手
が
か
り
に
、
『
そ
れ
か
ら
』
の
彷
復
す
る
さ
ま
を
解
き
明
か
し
て
ゆ
き
た
い
。

一、

繽
浮
ｪ
観
た
一
九
〇
九
年
の
歌
舞
伎
座

　
『
そ
れ
か
ら
』
が
新
聞
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
一
九
〇
九
年
六
月
二
七
日
か
ら
一
〇
月
一
四
日
で
あ
り
、
描
か
れ
た
時
間
は
そ
の
二
、
三
ヶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
③

月
前
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
年
の
「
ニ
コ
ラ
イ
の
復
活
祭
」
（
二
の
三
）
の
二
、
三
日
後
か
ら
梅
雨
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
で
、
四
月
か
ら
七
月

半
ば
の
三
、
四
ヶ
月
ほ
ど
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
掲
載
の
二
日
目
か
ら
「
学
校
騒
動
」
（
一
の
二
）
に
触
れ
て
、
そ
の
時
期
を
知
ら
し
め
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
新
聞
購
読
者
と
ご
く
近
い
過
去
を
共
有
す
る
よ
う
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
の
ご
く
近
い
過
去
に
代
助
は
歌
舞
伎
座
へ
二
度
足
を
運
ん
で
い
る
。
一
度
目
の
歌
舞
伎
座
行
き
は
物
語
の
外
側
だ
が
、
二
度
目
は
『
そ

れ
か
ら
』
の
後
半
に
位
置
す
る
。
そ
れ
は
兄
と
捜
と
の
計
ら
い
で
、
縁
談
相
手
の
佐
川
の
娘
と
会
わ
さ
れ
た
い
わ
ば
お
見
合
い
の
席
で
あ
っ

た
。
だ
が
初
め
は
当
の
相
手
が
来
て
い
る
と
も
知
ら
ず
に
、
代
助
は
捜
の
梅
子
と
姪
の
縫
子
と
観
て
い
て
い
た
。
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幕
の
合
間
に
縫
子
が
代
助
の
方
を
向
い
て
時
々
妙
な
こ
と
を
聞
い
た
。
何
故
あ
の
人
は
盟
で
酒
を
飲
む
ん
だ
と
か
、
何
故
坊
さ
ん
が

急
に
大
将
に
な
れ
る
ん
だ
と
か
、
大
抵
説
明
の
出
来
な
い
質
問
の
み
で
あ
つ
た
。
梅
子
は
そ
れ
を
聞
く
た
ん
び
に
笑
つ
て
ゐ
た
。
（
十

一
の
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
④

縫
子
の
「
何
故
あ
の
人
は
盟
で
酒
を
飲
む
ん
だ
」
と
か
「
何
故
坊
さ
ん
が
急
に
大
将
に
な
れ
る
ん
だ
」
と
い
う
質
問
に
つ
い
て
の
従
来
の
注



　
　
　
　
　
　
　
と
き
は
き
き
ょ
う
し
ゅ
っ
せ
の
う
け
じ
ょ
う
　
　
　
　
　
　
ば
た
ら
い

は
、
前
者
に
は
『
時
桔
梗
出
世
請
状
』
の
「
馬
盟
」
と
あ
り
、
後
者
に
は
『
絵
本
太
功
記
』
と
あ
っ
た
。
た
し
か
に
「
馬
盟
」
と
い

え
ば
『
時
桔
梗
出
世
請
状
』
と
と
る
の
が
自
然
だ
が
、
同
日
に
明
智
光
秀
の
演
目
が
二
つ
続
い
た
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑤

舞
伎
座
百
年
史
　
資
料
編
』
に
よ
れ
ば
、
漱
石
が
歌
舞
伎
座
に
行
っ
た
一
九
〇
九
年
六
月
＝
日
の
演
題
は
「
第
一
番
目
　
『
絵
本
太
功
記
』

　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑥

「
饗
宴
」
「
馬
盟
」
「
尼
ヶ
崎
第
三
幕
」
で
あ
り
、
『
歌
舞
伎
座
百
年
史
　
上
巻
』
に
は
当
該
個
所
に
つ
い
て
「
『
絵
本
太
功
記
』
の
馬
盟
の
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑦

秀
と
、
同
じ
く
十
段
目
の
久
吉
を
指
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
漱
石
の
実
際
の
観
劇
を
取
り
込
ん
だ
と
考
え
る
と
、
こ
こ

で
は
『
絵
本
太
功
記
』
一
作
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
歌
舞
伎
『
絵
本
太
功
記
』
と
は
、
明
智
光
秀
を
モ
デ
ル
と
し
て
そ
の
謀
反
と
悲
劇
と
を
中
心
に
、
一
向
宗
討
伐
や
高
松

城
の
水
攻
め
な
ど
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
場
面
が
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
「
盟
で
酒
を
飲
む
」
と
い
う
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
注
⑧

明
智
光
秀
（
武
智
光
秀
）
が
信
長
（
春
永
ま
た
は
春
長
）
に
馬
盟
で
盃
を
与
え
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
光
秀
が
謀
反
を
起
こ
す
発
端
と
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
じ
ゆ
う

た
出
来
事
と
し
て
有
名
な
見
せ
場
だ
。
ま
た
「
坊
さ
ん
が
急
に
大
将
に
な
」
る
と
い
う
の
も
、
俗
に
「
太
十
」
と
呼
ば
れ
る
上
演
の
多
い

第
十
段
で
の
一
場
面
で
あ
る
。
秀
吉
（
真
柴
久
吉
）
と
見
誤
っ
て
自
分
の
母
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
光
秀
の
前
に
、
僧
に
姿
を
変
え
て
い
た
秀

吉
が
袈
裟
を
脱
ぎ
捨
て
陣
羽
織
で
登
場
す
る
と
い
う
見
ど
こ
ろ
で
、
共
に
役
者
が
そ
の
技
量
を
最
も
発
揮
で
き
る
場
面
だ
。

　
こ
の
場
面
に
関
す
る
縫
子
の
質
問
を
「
説
明
の
出
来
な
い
質
問
」
と
い
い
、
そ
れ
を
聞
く
梅
子
が
「
笑
つ
て
ゐ
た
」
の
は
、
縫
子
が
的
外

れ
な
質
問
を
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
縫
子
は
歌
舞
伎
を
観
る
う
え
で
は
自
明
視
さ
れ
て
い
る
光
秀
の
物
語
を
知
ら
な
い
。

そ
れ
で
信
長
に
馬
盟
で
盃
を
与
え
ら
れ
る
光
秀
の
屈
辱
も
、
追
わ
れ
た
秀
吉
が
僧
に
変
装
し
て
い
た
こ
と
も
理
解
で
き
な
い
の
だ
。
役
者
の

演
技
力
を
味
わ
う
べ
き
場
面
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
い
て
質
問
す
る
の
は
、
歌
舞
伎
鑑
賞
の
野
暮
に
属
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
こ

で
代
助
は
「
不
図
」
「
あ
る
文
学
者
の
劇
評
を
思
ひ
出
」
す
。
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そ
れ
に
は
、
日
本
の
脚
本
が
、
あ
ま
り
に
突
飛
な
筋
に
富
ん
で
ゐ
る
の
で
、
楽
に
見
物
が
出
来
な
い
と
書
い
て
あ
つ
た
。
代
助
は
其

時
、
役
者
の
立
場
か
ら
考
へ
て
、
何
も
そ
ん
な
人
に
見
て
貰
ふ
必
要
は
あ
る
ま
い
と
思
つ
た
。
作
者
に
云
ふ
べ
き
小
言
を
、
役
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
コ

方
へ
持
つ
て
く
る
の
は
、
近
松
の
作
を
知
る
た
め
に
、
越
路
の
浄
瑠
理
が
聴
き
た
い
と
云
ふ
愚
物
と
同
じ
事
だ
と
云
つ
て
門
野
に
話

し
た
。
門
野
は
依
然
と
し
て
、
左
様
な
も
ん
で
せ
う
か
な
と
云
つ
て
ゐ
た
。
（
十
一
の
七
）

　
代
助
が
「
あ
る
文
学
者
の
劇
評
を
思
ひ
出
」
す
の
は
、
縫
子
の
質
問
が
「
突
飛
な
筋
に
富
ん
で
ゐ
る
の
で
、
楽
に
見
物
が
出
来
な
い
」
と

い
う
「
作
者
に
云
ふ
べ
き
小
言
」
に
通
じ
て
い
る
か
ら
だ
。
「
小
供
の
う
ち
か
ら
日
本
在
来
の
芝
居
を
見
慣
れ
た
代
助
」
は
、
「
舞
台
に
於
け

る
芸
術
の
意
味
を
、
役
者
の
手
腕
に
就
て
の
み
用
ひ
べ
き
も
の
」
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
「
筋
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
自
体
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
　
つ
と

思
い
及
ば
な
い
の
だ
。
で
は
こ
う
い
う
「
黒
人
の
様
な
」
代
助
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

小
供
の
う
ち
か
ら
日
本
在
来
の
芝
居
を
見
慣
れ
た
代
助
は
、
無
論
梅
子
と
同
じ
様
に
、
単
純
な
る
芸
術
の
鑑
賞
家
で
あ
つ
た
。

し
て
舞
台
に
於
け
る
芸
術
の
意
味
を
、
役
者
の
手
腕
に
就
て
の
み
用
ひ
べ
き
も
の
と
狭
義
に
解
釈
し
て
ゐ
た
。
（
十
一
の
七
）

さ
・
つ
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「
単
純
な
る
芸
術
の
鑑
賞
家
」
「
狭
義
に
解
釈
」
と
い
う
語
り
の
端
々
に
、
「
胃
巨
甘
『
巴
。
σ
q
o
艮
冨
巨
日
」
（
十
四
の
九
）
た
る
代
助
の
審
美

眼
を
相
対
化
す
る
批
評
性
が
み
ら
れ
る
。
「
小
供
の
う
ち
か
ら
日
本
在
来
の
芝
居
を
見
慣
れ
た
」
た
め
に
、
「
黒
人
の
様
」
で
あ
り
な
が
ら
却

っ
て
「
単
純
な
る
芸
術
の
鑑
賞
家
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
を
解
き
明
か
す
糸
口
が
「
あ
る
文
学
者
の
劇
評
」
に

あ
る
。



二
、
「
あ
る
文
学
者
の
劇
評
」

　
代
助
が
縫
子
の
質
問
を
聞
き
な
が
ら
思
い
出
し
た
「
あ
る
文
学
者
の
劇
評
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
小
宮
以
来
「
明
治
座
の
所
感
を
虚
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

に
問
れ
て
」
と
「
漱
石
氏
来
翰
　
　
〔
虚
子
君
へ
〕
」
と
を
指
し
て
い
る
と
い
う
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
『
そ
れ
か
ら
』
が
漱
石
の
ご
く
近
い

過
去
の
観
劇
を
取
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
も
適
切
な
注
で
あ
る
。
前
者
は
一
九
〇
九
年
五
月
一
二
日
に
、
高
浜
虚
子
に
誘
わ
れ
て
『
丸

橋
忠
弥
』
（
『
樟
紀
流
花
見
幕
張
』
）
『
御
俊
伝
兵
衛
』
（
浄
瑠
璃
『
近
頃
河
原
達
引
』
）
な
ど
を
観
た
感
想
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
の
『
御
俊
伝
兵
衛
』

を
「
大
層
面
白
か
つ
た
」
と
言
い
、
「
仕
舞
の
踊
は
綺
麗
で
愉
快
だ
つ
た
」
と
あ
る
が
、
歌
舞
伎
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

彼
等
の
や
つ
て
ゐ
る
事
は
、
到
底
今
日
の
開
明
に
伴
つ
た
筋
を
演
じ
て
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
甚
だ
気
の
毒
な
心
持
が
し
た
。
（
中
略
）

丸
で
野
蛮
人
の
芸
術
で
あ
る
。
子
供
が
ま
・
事
に
天
下
を
取
り
競
を
し
て
ゐ
る
所
を
書
い
た
脚
本
で
あ
る
。
世
間
見
ず
の
坊
ち
や
ん

の
浅
薄
愚
劣
な
る
世
界
観
を
、
さ
も
く
大
人
ぶ
っ
て
表
白
し
た
筋
書
で
あ
る
。
（
中
略
）
あ
れ
を
真
面
目
に
見
て
ゐ
る
の
は
、
虚

　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
リ
　
コ
　
　
　
コ
　
　
　
　
ぱ
　

偽
の
因
襲
に
囚
は
れ
た
愚
か
な
見
物
で
あ
る
。
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「
野
蛮
人
」
「
世
間
見
ず
の
坊
ち
や
ん
の
浅
薄
愚
劣
な
る
世
界
観
」
「
虚
偽
の
因
襲
」
「
愚
か
な
見
物
」
な
ど
、
歯
に
衣
着
せ
ぬ
非
難
が
並
ぶ
。

な
か
で
も
特
に
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
歌
舞
伎
の
「
筋
」
「
脚
本
」
「
筋
書
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
文
章
で
は
「
舞
台
に
於
け
る
芸
術
の

意
味
を
、
役
者
の
手
腕
に
就
て
の
み
用
ひ
べ
き
も
の
」
と
い
う
代
助
の
考
え
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　
ま
た
「
漱
石
氏
来
翰
　
〔
虚
子
君
へ
〕
」
は
「
明
治
座
の
所
感
を
虚
子
君
に
問
れ
て
」
の
い
わ
ば
後
日
談
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
「
日
記
」

に
よ
れ
ば
、
漱
石
は
明
治
座
を
観
た
ほ
ぼ
ひ
と
月
後
の
六
月
一
一
日
に
、
今
度
は
歌
舞
伎
座
で
「
太
功
記
、
き
ら
れ
与
三
郎
、
鷺
娘
」
を
観



　
　
注
⑪

て
い
る
。
「
続
け
様
に
芝
居
を
見
る
」
と
い
う
「
生
涯
に
於
て
未
曾
有
の
珍
象
」
を
し
た
と
断
り
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

此
間
帝
国
座
の
二
宮
君
が
来
て
、
あ
な
た
の
明
治
座
の
所
感
と
云
ふ
も
の
を
読
ん
だ
が
、
我
々
の
神
経
は
麻
痺
し
て
ゐ
る
所
為
だ
か

何
だ
か
あ
な
た
の
口
に
す
る
様
な
非
難
は
到
底
持
ち
出
す
余
地
が
な
い
、
芝
居
に
な
れ
た
も
の
・
眼
か
ら
見
る
と
、
筋
な
ん
ぞ
は
ど

ん
な
に
無
理
だ
つ
て
、
妙
だ
つ
て
、
丸
で
忘
れ
て
見
て
ゐ
ま
す
と
云
ひ
ま
し
た
。
（
中
略
）
私
は
二
宮
君
に
斯
ん
な
事
を
反
論
し
ま

し
た
。
僕
は
芝
居
は
分
ら
な
い
が
小
説
は
君
よ
り
も
分
つ
て
ゐ
る
。
其
僕
が
小
説
を
読
ん
で
、
第
一
に
感
ず
る
の
は
大
体
の
筋
即
ち

構
造
で
あ
る
。
（
中
略
）
1
話
は
要
領
を
得
ず
に
済
ん
で
仕
舞
つ
た
が
、
私
に
は
矢
ツ
張
り
構
造
、
警
へ
ば
波
瀾
、
衝
突
か
ら
起

る
因
果
と
か
、
此
因
果
と
、
あ
の
因
果
の
関
係
と
か
云
ふ
も
の
が
第
一
番
に
眼
に
つ
く
ん
で
す
。
所
が
そ
れ
が
あ
ん
ま
り
善
く
出
来

て
ゐ
な
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
あ
る
も
の
は
私
の
理
性
を
愚
弄
す
る
為
に
作
つ
た
と
思
は
れ
ま
す
ね
。
太
功
記
な
ど
は
全
く
さ
う

だ
。
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「
芝
居
に
な
れ
た
」
二
宮
が
そ
の
「
筋
即
ち
構
造
」
に
拘
泥
し
な
い
の
に
反
対
し
て
、
漱
石
は
芝
居
に
も
小
説
と
同
様
の
「
筋
即
ち
構
造
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑫

の
整
合
性
を
求
め
る
と
し
て
、
特
に
『
絵
本
太
功
記
』
を
批
判
し
て
い
る
。
重
松
が
「
こ
の
代
助
の
批
評
も
、
こ
の
時
の
二
宮
の
見
解
あ
た

り
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
注
を
付
け
た
通
り
、
代
助
の
態
度
は
こ
の
二
宮
に
近
い
。
前
章
で
「
小
供
の
う
ち
か
ら
日
本
在
来

の
芝
居
を
見
慣
れ
た
」
代
助
が
、
「
黒
人
の
様
」
で
あ
り
な
が
ら
「
単
純
な
る
芸
術
の
鑑
賞
家
」
と
さ
れ
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
こ
の
造
型
に

は
「
芝
居
に
な
れ
」
て
「
神
経
は
麻
痺
し
て
ゐ
る
」
た
め
に
「
筋
な
ん
ぞ
は
ど
ん
な
に
無
理
だ
つ
て
、
妙
だ
つ
て
、
丸
で
忘
れ
て
見
て
ゐ
」

る
と
い
う
二
宮
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
そ
れ
か
ら
』
の
物
語
時
間
で
あ
る
一
九
〇
九
年
は
、
日
本
の
近
代
演
劇
界
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
運
動
が
実
を
結
ん
だ
年
で



あ
っ
た
。
そ
の
運
動
と
は
小
山
内
薫
ら
の
「
自
由
劇
場
」
で
あ
る
。
『
そ
れ
か
ら
』
の
連
載
が
終
わ
っ
た
一
一
月
二
七
日
、
有
楽
座
で
自
由
劇

場
が
第
一
回
試
演
を
お
こ
な
っ
た
。
森
鴎
外
の
訳
し
た
「
ジ
ョ
ン
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ボ
ル
ク
マ
ン
」
と
、
小
山
内
の
「
開
会
の
辞
」
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑬

当
時
の
青
年
達
を
い
か
に
魅
了
し
た
か
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
小
山
内
た
ち
の
運
動
の
新
し
さ
は
、
単
に
イ
プ
セ
ン
の
脚
本
の
新

し
さ
で
は
な
い
。
観
劇
か
ら
茶
屋
の
仕
切
り
を
排
し
、
会
員
の
会
費
を
も
っ
て
興
行
資
本
に
す
る
と
い
う
そ
の
運
営
方
法
に
革
新
性
が
あ
っ

た
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
新
し
い
運
動
は
、
も
ち
ろ
ん
一
朝
一
夕
に
起
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
視
野
を
広
く
と
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
弓
庁
＄
胃
。
－
□
ま
冨

や
国
置
Φ
b
d
言
9
。
（
自
由
舞
台
）
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
。
前
年
の
一
九
〇
八
年
に
市
川
左
団
次
が
明
治
座
で
の
革
新
興
行
で
、
茶
屋
を

と
お
さ
ず
窓
口
で
切
符
を
購
入
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
試
み
を
し
た
の
も
、
商
業
主
義
や
国
家
検
閲
制
度
に
抗
す
る
と
い
う
司
冨
一
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑪

bd
酔
ｾ
o
の
思
想
に
属
す
る
。
そ
し
て
一
九
〇
九
年
一
月
に
は
小
山
内
薫
が
「
俳
優
D
君
へ
」
で
、
「
唯
劇
場
を
有
た
な
い
一
個
の
小
さ
な
試

演
団
体
を
組
織
し
て
、
志
あ
る
俳
優
の
為
に
た
と
ひ
小
さ
な
路
で
も
或
一
方
に
開
き
た
い
」
と
述
べ
、
二
月
に
は
二
世
左
団
次
ら
と
会
員
制

の
「
自
由
劇
場
」
を
創
立
し
、
三
月
に
「
自
由
劇
場
規
約
」
を
公
表
す
る
。

　
門
野
が
「
演
芸
館
で
支
那
人
の
留
学
生
が
芝
居
を
演
つ
て
ま
す
。
ど
ん
な
事
を
演
る
積
で
す
か
、
行
つ
て
御
覧
な
す
つ
た
ら
何
う
で
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑮

（
八
の
六
）
と
代
助
を
誘
っ
た
の
も
、
「
支
那
人
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
新
劇
と
考
え
ら
れ
る
。
小
山
内
と
同
じ
こ
ろ
に
帝
大
を
卒
業
し
た

代
助
は
、
こ
の
よ
う
な
新
劇
運
動
の
波
の
た
だ
な
か
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
外
国
か
ら
書
物
を
取
り
寄
せ
、
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
を
読
む

代
助
に
は
弓
9
曽
冨
・
い
号
苫
の
思
潮
も
知
る
こ
と
の
で
き
る
運
動
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
小
山
内
た
ち
の
新
し
い
新
劇
運
動
を
知
る
機
会
も

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
『
三
四
郎
』
で
は
与
次
郎
が
奔
走
し
た
「
演
芸
会
」
（
十
二
の
一
）
で
三
四
郎
は
じ
め
美
禰
子
、
野
々
宮
、
よ
し
子
、
原
口
ら
が
こ
ぞ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑯

「
ハ
ム
レ
ツ
ト
」
を
観
た
。
ま
た
森
鴎
外
の
『
青
年
』
で
は
時
の
「
青
年
」
純
一
が
「
こ
れ
は
時
代
思
潮
の
上
か
ら
観
れ
ば
、
重
大
な
る
出
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来
事
で
あ
る
」
と
信
じ
て
「
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
」
（
九
章
）
。
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑰

に
比
べ
る
と
、
「
小
供
の
う
ち
か
ら
日
本
在
来
の
芝
居
を
見
慣
れ
た
」
代
助
の
観
劇
は
〈
伝
統
的
〉
歌
舞
伎
鑑
賞
に
傾
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

　
た
だ
し
代
助
は
そ
の
〈
伝
統
的
〉
歌
舞
伎
鑑
賞
を
相
対
化
す
る
だ
け
の
批
評
眼
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
こ
が
「
梅
子
と
同
じ

様
に
、
単
純
な
る
芸
術
の
鑑
賞
家
で
あ
」
り
な
が
ら
、
梅
子
を
超
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
代
助
が
縁
談
相
手
と
再
び
会

っ
た
歌
舞
伎
座
で
の
観
劇
の
翌
々
日
、
な
か
な
か
発
展
し
な
い
「
卓
上
の
談
話
」
は
、
苦
戦
の
果
て
に
佐
川
の
娘
に
芝
居
の
話
題
が
向
け
ら

れ
る
。

「
先
達
て
の
歌
舞
伎
座
は
如
何
で
し
た
」
と
梅
子
が
聞
い
た
時
、
令
嬢
は
何
と
も
答
へ
な
か
つ
た
。
代
助
に
は
夫
が
劇
を
解
し
な
い

と
云
ふ
よ
り
、
劇
を
軽
蔑
し
て
ゐ
る
様
に
取
れ
た
。
そ
れ
だ
の
に
、
梅
子
は
つ
“
け
て
、
同
じ
問
題
に
就
い
て
、
甲
の
役
者
は
何
う

だ
の
、
乙
の
役
者
は
何
だ
の
と
評
し
出
し
た
。
代
助
は
又
捜
が
論
理
を
踏
み
外
し
た
と
思
つ
た
。
仕
方
が
な
い
か
ら
、
横
合
か
ら
、

「
芝
居
は
御
嫌
ひ
で
も
、
小
説
は
御
読
み
に
な
る
で
せ
う
」
と
聞
い
て
芝
居
の
話
を
已
め
さ
し
た
。
（
中
略
）
「
い
え
小
説
も
」
（
十

二
の
六
）
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「
令
嬢
」
が
、
歌
舞
伎
の
感
想
を
問
わ
れ
て
な
に
も
答
え
な
か
っ
た
の
は
、
京
都
の
「
物
堅
い
地
味
な
」
（
十
二
の
七
）
両
親
に
育
て
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑱

「
清
教
徒
の
様
」
な
教
育
を
受
け
た
た
め
に
、
代
助
の
思
う
よ
う
な
「
趣
味
」
を
享
受
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
彼
女

は
「
劇
を
軽
蔑
し
て
ゐ
る
」
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
実
は
芝
居
に
は
「
滅
多
に
行
つ
た
事
が
な
か
つ
た
」
（
十
二
の
六
）
の
で
あ
り
、
「
小

説
も
」
読
ま
な
い
の
だ
。
そ
こ
に
気
付
か
ぬ
代
助
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
「
劇
を
軽
蔑
し
て
ゐ
る
」
人
は
「
芝
居
」
が
嫌
い
で
も
「
小
説
」
は



好
む
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
程
度
に
は
、
〈
伝
統
的
〉
歌
舞
伎
鑑
賞
を
相
対
化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
こ
の
代
助
が
漱
石
の
演
劇
観
に
近
い
「
あ
る
文
学
者
の
劇
評
」
を
批
判
し
、
「
あ
る
文
学
者
」
を
「
愚
物
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
興

味
深
い
。
漱
石
は
二
宮
へ
の
更
な
る
反
対
意
見
を
『
そ
れ
か
ら
』
に
滑
り
込
ま
せ
て
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
代
助
と
対
話
し
、
む
し
ろ
自
己

批
判
を
し
て
い
る
の
だ
。

　
代
助
は
「
作
者
に
云
ふ
べ
き
小
言
を
、
役
者
の
方
へ
持
つ
て
く
る
の
は
、
近
松
の
作
を
知
る
た
め
に
、
越
路
の
浄
瑠
理
が
聴
き
た
い
と
云

゜
　
°
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑲

ふ
愚
物
と
同
じ
事
だ
」
（
十
一
の
七
）
と
い
う
。
す
で
に
注
が
あ
る
よ
う
に
こ
の
理
屈
は
「
漱
石
一
夕
話
　
脚
本
と
小
説
」
（
一
九
〇
七
・
二

『
新
潮
』
）
で
開
陳
さ
れ
た
漱
石
自
身
の
意
見
に
酷
似
し
て
い
る
。

越
路
を
聞
き
に
行
く
、
大
隈
を
聞
き
に
行
く
と
い
ふ
も
の
は
あ
つ
て
も
、

聞
き
に
行
く
と
か
い
ふ
も
の
は
余
り
な
い
。
つ
ま
り
作
其
も
の
よ
り
も
、

実
際
で
あ
ら
う
。
早
い
話
が
落
語
を
見
て
も
さ
う
だ
。

門
左
の
『
曽
根
崎
』
を
聞
き
に
行
く
と
か
、
半
二
の
何
を

そ
れ
を
や
る
其
技
術
に
重
き
を
置
く
と
い
ふ
の
が
一
般
の
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こ
こ
で
漱
石
は
舞
台
芸
術
に
お
け
る
鑑
賞
が
「
そ
れ
を
や
る
其
技
術
に
重
き
を
置
」
い
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
代
助
の
歌
舞
伎
鑑
賞

に
つ
い
て
の
意
見
は
二
宮
に
近
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
漱
石
の
浄
瑠
璃
お
よ
び
落
語
鑑
賞
に
つ
い
て
の
意
見
に
も
類
似
し
て
い
る
。
要
す
る
に

漱
石
は
「
明
治
座
の
所
感
を
虚
子
君
に
問
れ
て
」
と
「
漱
石
氏
来
翰
　
　
〔
虚
子
君
へ
〕
」
で
の
意
見
が
、
そ
の
二
年
前
の
「
漱
石
一
夕
話
　
脚

本
と
小
説
」
と
は
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
を
暴
き
出
し
て
い
る
の
だ
。
あ
た
か
も
画
家
が
絵
画
の
片
隅
に
醜
く
自
画
像
を
書
き
込
む
よ
う
な
自

己
批
判
。
こ
の
意
味
で
も
「
あ
る
文
学
者
」
は
「
愚
物
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。



三
、
『
絵
本
太
功
記
』
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ

森
田
草
平
は
「
『
そ
れ
か
ら
』
が
『
煤
煙
』
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
提
出
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
は
、
強
ち
私
一
人
の
想
像
と
も
云
は
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑳

い
」
と
し
、
ゆ
え
に
「
あ
れ
を
作
中
に
書
き
込
ん
で
置
く
必
要
は
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
た
。
該
当
箇
所
は
次
の
よ
う
な
代
助
の

『
煤
煙
』
批
判
で
あ
る
。

ダ
ヌ
ン
チ
オ
の
主
人
公
は
、
み
ん
な
金
に
不
自
由
の
な
い
男
だ
か
ら
、
賛
沢
の
結
果
あ
・
云
ふ
悪
戯
を
し
て
も
無
理
と
は
思
へ
な
い

　
　
　
マ
マ

が
、
「
煤
姻
」
の
主
人
公
に
至
つ
て
は
、
そ
ん
な
余
地
の
な
い
程
に
貧
し
い
人
で
あ
る
。
そ
れ
を
彼
所
迄
押
し
て
行
く
に
は
、
全
く

情
愛
の
力
で
な
く
つ
ち
や
出
来
る
筈
の
も
の
で
な
い
。
所
が
、
要
吉
と
い
ふ
人
物
に
も
、
朋
子
と
い
ふ
女
に
も
、
誠
の
愛
で
、
已
む

な
く
社
会
の
外
に
押
し
流
さ
れ
て
行
く
様
子
が
見
え
な
い
。
（
六
の
二
）
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注
⑳

　
小
森
陽
一
は
こ
の
部
分
を
も
っ
て
「
代
助
自
身
の
在
り
方
を
予
言
す
る
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
仲
正
昌
樹
は
「
『
そ

れ
か
ら
』
は
『
煤
煙
』
の
恋
愛
幻
想
か
ら
一
歩
抜
け
出
し
た
〔
と
〕
思
っ
て
い
る
読
者
と
し
て
の
主
体
が
、
今
度
は
自
ら
が
物
語
の
主
人
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
　

に
な
る
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
事
態
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
」
と
論
じ
た
。
両
者
と
も
に
的
確
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
草
平
の
い
う
「
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
」
に
こ
だ
わ
っ
て
み
る
と
、
代
助
の
『
煤
煙
』
批
判
は
そ
の
「
小
説
」
と
し
て
の
未
熟
さ
を
批
判

し
た
も
の
で
あ
り
、
『
そ
れ
か
ら
』
は
『
煤
煙
』
の
未
熟
さ
に
対
す
る
お
手
本
の
提
示
と
い
う
〈
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
が
「
金
に
不
自
由
の
な
い
男
」
だ
と
い
う
原
因
が
、
イ
ッ
ポ
リ
タ
と
の
破
滅
的
な
愛
に
向
か
わ
せ
た
と
解
釈
す
る
代
助
は
、
貧

し
い
要
吉
が
朋
子
と
「
已
む
な
く
社
会
の
外
に
押
し
流
さ
れ
て
行
く
」
た
め
に
は
「
情
愛
の
力
」
と
い
う
原
動
力
が
必
要
だ
と
批
評
す
る
。



こ
の
批
評
を
書
き
込
ん
だ
『
そ
れ
か
ら
』
は
、
「
已
む
な
く
社
会
の
外
に
押
し
流
さ
れ
て
行
く
様
子
」
を
「
見
え
」
る
よ
う
に
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
そ
う
い
う
側
面
が
『
煤
煙
』
の
「
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
」
と
し
て
の
『
そ
れ
か
ら
』
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
れ
に
倣
え
ば
、
「
あ
る
文

学
者
の
劇
評
」
と
し
て
、
漱
石
自
身
の
「
明
治
座
の
所
感
を
虚
子
君
に
問
れ
て
」
と
「
漱
石
氏
来
翰
　
〔
虚
子
君
へ
〕
」
と
を
取
り
込
ん
だ
『
そ

れ
か
ら
』
は
、
二
宮
へ
の
〈
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉
を
内
包
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
僕
は
芝
居
は
分
ら
な
い
が
小
説
は
君
よ
り
も
分
つ
て
ゐ
る
」
と
二
宮
に
「
反
論
」
し
た
漱
石
が
、
「
小
説
」
で
「
第
一
に
感
ず
る
の
は
大

体
の
筋
即
ち
構
造
」
で
あ
っ
て
、
「
讐
へ
ば
波
瀾
、
衝
突
か
ら
起
る
因
果
と
か
、
此
因
果
と
、
あ
の
因
果
の
関
係
と
か
云
ふ
も
の
が
第
一
番
に

眼
に
つ
く
」
と
い
う
「
小
説
」
観
を
披
涯
し
て
、
「
（
絵
本
）
太
功
記
」
を
「
私
の
理
性
を
愚
弄
す
る
為
に
作
つ
と
思
は
れ
ま
す
」
と
述
べ
た
。

そ
の
『
絵
本
太
功
記
』
を
『
そ
れ
か
ら
』
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
草
平
に
倣
っ
て
い
え
ば
、
『
そ
れ
か
ら
』
は
『
絵
本
太
功
記
』
の

「
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
提
出
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
理
性
を
愚
弄
す
る
為
に
作
つ
た
と
思
は
れ
」
る
よ
う
な
『
絵
本
太
功
記
』

で
は
な
く
、
「
筋
即
ち
構
造
」
の
「
善
く
出
来
て
ゐ
」
る
「
小
説
」
を
示
し
て
み
せ
よ
う
と
い
う
二
宮
へ
の
〈
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉
が
差
し
出
さ
れ

て
い
る
の
だ
。

　
大
学
生
の
単
純
な
主
人
公
三
四
郎
の
「
そ
れ
か
ら
後
の
男
」
が
、
「
妙
な
運
命
に
陥
」
る
と
い
う
「
筋
」
。
「
已
む
な
く
社
会
の
外
に
押
し
流

さ
れ
て
行
く
」
（
六
の
二
）
と
い
う
運
命
。
そ
れ
を
「
波
乱
、
衝
突
か
ら
起
る
因
果
と
か
、
此
因
果
と
、
あ
の
因
果
の
関
係
」
に
よ
っ
て
納
得

し
う
る
「
小
説
」
と
し
て
提
示
す
る
た
め
に
、
『
そ
れ
か
ら
』
は
い
く
つ
も
の
「
因
果
」
を
用
意
す
る
。

　
「
病
気
に
冒
さ
れ
た
三
千
代
」
「
小
供
を
亡
く
な
し
た
三
千
代
」
「
夫
の
愛
を
失
ひ
つ
・
あ
る
三
千
代
」
「
生
活
難
に
苦
し
み
つ
・
あ
る
三
千

代
」
（
十
三
の
四
）
だ
け
で
は
な
く
、
平
岡
の
蹟
き
と
変
貌
、
三
千
代
の
誘
惑
的
態
度
、
代
助
の
金
銭
的
囲
い
込
み
、
前
時
代
の
道
徳
観
を
も

つ
父
と
の
衝
突
、
「
祖
先
の
推
ら
え
た
因
念
」
（
三
の
七
）
か
ら
の
縁
談
、
父
の
隠
居
問
題
、
長
井
家
の
経
済
的
悪
化
、
日
糖
事
件
の
ご
と
き

経
済
・
政
治
界
の
事
件
な
ど
。
こ
れ
ら
「
因
果
の
関
係
」
が
相
侯
っ
て
、
代
助
は
父
に
縁
談
を
「
断
る
よ
り
外
仕
方
が
な
」
（
十
五
の
五
）
く
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な
り
、
ひ
い
て
は
経
済
援
助
の
途
絶
、
三
千
代
と
の
生
活
へ
の
決
心
、
平
岡
と
の
対
決
、
職
業
探
し
へ
と
代
助
を
連
れ
て
行
く
。
漠
然
と
「
先

祖
の
持
ら
え
た
因
念
よ
り
も
、
ま
だ
自
分
の
持
え
た
因
念
で
貰
ふ
方
が
貰
ひ
好
い
様
だ
」
（
三
の
七
）
と
考
え
て
い
た
代
助
が
、
「
自
己
が
自

己
に
自
然
な
因
果
を
発
展
さ
せ
な
が
ら
、
其
因
果
の
重
み
を
脊
中
に
負
つ
て
、
高
い
絶
壁
の
端
迄
押
し
出
さ
れ
た
」
（
十
六
の
一
）
の
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

　
武
者
小
路
実
篤
は
「
『
そ
れ
か
ら
』
に
就
て
」
で
、
「
こ
・
に
多
く
の
道
具
立
を
さ
れ
た
。
（
中
略
）
之
に
よ
つ
て
読
者
は
代
助
と
三
千
代

に
強
く
同
情
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
惜
し
い
哉
之
に
よ
つ
て
恋
の
力
は
弱
め
ら
れ
た
」
と
、
「
因
果
の
関
係
」
が
書
き
込
ま
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ず

を
暇
瑳
と
し
た
。
し
か
し
『
そ
れ
か
ら
』
を
二
宮
へ
の
〈
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
な
お
す
と
き
、
武
者
小
路
が
暇
と
し
た
も

の
こ
そ
が
、
『
そ
れ
か
ら
』
の
眼
目
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
そ
れ
か
ら
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
い
か
に
も
「
因
果
の
関

係
」
を
思
わ
せ
る
も
の
だ
と
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
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四
、
「
小
説
」
の
迂
廻
路

　
夏
目
漱
石
は
の
ち
に
「
『
彼
岸
過
迄
』
に
就
て
」
で
「
文
壇
の
裏
通
り
も
露
路
も
覗
い
た
経
験
」
の
な
い
「
教
育
あ
る
且
尋
常
な
る
士
人
」

を
く
読
者
V
と
し
て
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
『
そ
れ
か
ら
』
執
筆
当
時
も
そ
の
想
定
は
大
き
く
は
か
わ
り
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
漱

石
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
以
来
、
〈
楽
屋
落
ち
〉
に
類
す
る
趣
向
も
駆
使
し
て
い
た
。
一
面
識
も
な
い
「
教
育
あ
る
か
つ
尋
常
な
る
士
人
の

前
に
わ
が
作
物
を
公
に
」
す
る
と
い
う
姿
勢
を
も
ち
つ
つ
、
直
に
交
友
す
る
者
だ
け
が
知
り
得
る
人
物
や
で
き
ご
と
を
も
滑
り
込
ま
せ
て
多

層
な
〈
読
み
〉
を
導
き
出
し
て
い
た
。
『
そ
れ
か
ら
』
に
お
い
て
も
広
範
囲
の
新
聞
購
読
者
の
受
け
取
る
情
報
と
、
漱
石
と
観
劇
を
共
に
し
た

虚
子
や
そ
れ
に
つ
い
て
語
っ
た
二
宮
が
受
け
取
っ
た
情
報
と
で
は
当
然
差
異
が
あ
る
。



　
当
時
の
新
聞
購
読
者
は
、
『
そ
れ
か
ら
』
で
の
観
劇
場
面
が
、
漱
石
の
実
体
験
を
も
と
に
し
た
演
目
を
話
題
に
し
て
い
る
と
は
知
る
由
も
な

い
。
漱
石
の
周
囲
で
も
、
小
宮
は
「
馬
盟
」
に
『
時
桔
梗
出
世
請
状
』
と
だ
け
注
を
付
し
て
い
る
の
で
、
漱
石
が
虚
子
と
観
た
六
月
一
一
日

　
　
べ
の

の
演
目
と
の
関
連
で
は
読
ん
で
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
虚
子
や
二
宮
は
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
こ
こ
で
既
に
受
容
の
差
異
、
〈
読
み
〉

の
差
異
が
生
じ
て
い
る
。

　
ま
し
て
「
あ
る
文
学
者
の
劇
評
」
が
、
か
つ
て
漱
石
が
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
や
『
新
潮
』
に
載
せ
た
「
劇
評
」
で
あ
る
と
知
る
人
は
新
聞
購

読
者
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
漱
石
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
承
知
し
た
う
え
で
、
敢
え
て
代
助
に
「
何
も
そ
ん
な
人
に
見
て
貰
ふ
必

要
は
あ
る
ま
い
」
「
作
者
に
云
ふ
べ
き
小
言
を
、
役
者
の
方
へ
持
つ
て
く
る
の
は
、
（
中
略
）
愚
物
」
だ
と
〈
楽
屋
落
ち
〉
に
類
す
る
こ
と
ば

を
言
わ
せ
て
い
る
。

　
要
す
る
に
『
そ
れ
か
ら
』
の
「
あ
る
文
学
者
の
劇
評
」
は
、
二
宮
に
は
あ
る
種
の
〈
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉
で
あ
っ
て
も
、
新
聞
購
読
者
に
と
っ

て
は
「
無
目
的
」
な
こ
と
ば
た
ち
が
浮
遊
す
る
場
所
で
あ
り
、
〈
要
約
〉
に
回
収
さ
れ
な
い
迂
廻
路
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
迂
廻

路
は
、
「
麺
麹
に
関
係
し
た
経
験
は
、
切
実
か
も
し
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
劣
等
」
（
二
の
三
）
と
い
う
職
業
観
を
も
ち
、
「
目
的
が
あ
つ
て
歩

く
も
の
は
賎
民
だ
と
、
彼
は
平
生
か
ら
信
じ
て
」
（
十
一
の
一
）
、
「
普
通
に
所
謂
無
目
的
な
行
為
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
ゐ
た
」
（
十
一
の

二
）
代
助
の
生
き
方
と
相
似
形
を
な
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
の

　
代
助
が
三
千
代
と
結
ば
れ
る
こ
と
は
『
死
の
勝
利
』
で
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
が
「
性
愛
の
唯
一
に
し
て
真
の
動
機
で
あ
る
」
「
種
族
保
存
」
に
違

え
て
「
不
妊
の
女
」
イ
ッ
ポ
リ
タ
と
結
ば
れ
た
こ
と
に
通
じ
る
。
そ
れ
は
祖
先
の
因
縁
に
反
し
、
長
井
家
の
経
済
も
救
済
せ
ず
、
「
種
の
保
存
」

さ
え
望
ま
な
い
「
無
目
的
」
の
行
為
で
あ
る
。

　
ま
た
そ
れ
が
姦
通
罪
に
当
た
る
こ
と
か
ら
は
、
国
家
に
と
っ
て
も
「
無
目
的
」
な
行
為
に
彼
ら
が
駆
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
　
　
ば
　

高
橋
和
巳
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
姦
通
罪
と
は
「
国
家
秩
序
を
家
父
長
制
家
族
秩
序
に
よ
っ
て
支
え
よ
う
と
し
、
私
有
財
産
制
を
世
襲
、
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相
続
制
に
よ
っ
て
支
え
よ
う
と
す
る
目
的
」
に
叶
わ
な
い
ゆ
え
に
罪
な
の
で
あ
る
。
明
治
刑
法
百
八
十
三
条
は
父
権
を
補
強
し
、
世
襲
相
続

制
を
維
持
し
、
国
家
に
有
為
な
合
目
的
の
結
婚
の
み
を
奨
め
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
。
代
助
は
三
千
代
と
結
ば
れ
る
こ
と
で
、
「
無
目
的
」
な

生
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
高
橋
も
述
べ
た
よ
う
に
、
刑
法
実
施
の
一
年
後
、
当
代
の
新
聞
小
説
が
そ
れ
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
た
と
い
う

プ
ロ
テ
ス
ト
性
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
遂
行
は
「
無
目
的
な
行
為
を
目
的
と
し
て
」
生
き
る
代
助
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
だ
。
終
末
で
代
助
は
職
業
を
探
し
に
家
を
飛
び
出
す
わ
け
だ
が
、
「
麺
麹
に
関
係
し
た
経
験
」
と
し
て
の
就
業
と
い
う
点
で
彼
の
職
業

観
が
挫
折
し
た
こ
と
に
な
っ
て
も
、
「
無
目
的
」
の
結
婚
と
い
う
点
で
は
そ
の
生
き
方
の
根
本
は
守
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
だ
が
し
か
し
、
「
無
目
的
」
に
生
き
る
と
は
な
ん
と
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
父
親
か
ら
「
奮
発
し
て
何
か
為
る
が
好
い
。
国
民
の
義
務
と

し
て
す
る
が
好
い
」
（
三
の
三
）
と
勧
め
ら
れ
、
兄
か
ら
「
い
つ
れ
其
内
に
何
か
遣
る
だ
ら
う
」
と
予
期
さ
れ
、
捜
か
ら
占
者
が
「
此
人
は
屹

度
人
の
上
に
立
つ
に
違
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
大
丈
夫
だ
」
（
六
の
三
）
と
期
待
さ
れ
た
代
助
。
立
身
と
い
う
目
的
に
向
か
っ
て
突
き
進
ん
で

蹟
い
た
平
岡
を
目
の
当
た
り
し
た
と
は
い
え
、
彼
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
立
身
出
世
の
方
が
容
易
な
選
択
肢
だ
っ
た
は
ず
だ
。
『
行
人
』
の
一
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ン
ド

が
「
自
分
の
し
て
ゐ
る
事
が
、
自
分
の
目
的
に
な
つ
て
ゐ
な
い
程
苦
し
い
事
は
な
い
」
（
塵
労
三
十
一
）
と
訴
え
た
こ
と
か
ら
も
、
「
無
目
的
」

を
生
き
抜
く
こ
と
が
決
し
て
容
易
で
は
な
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
小
説
の
終
末
に
代
助
が
見
舞
わ
れ
た
混
乱
と
し
て
の
赤
は
、
そ
の
困
難
を
物

　
　
　
　
べ
　

語
っ
て
い
る
。
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五
、
「
小
説
」
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
代
助

竹
盛
天
雄
は
か
つ
て
『
そ
れ
か
ら
』
を
「
「
層
々
累
々
と
」
と
い
う
形
容
を
呈
上
し
て
も
決
し
て
言
い
過
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
。
『
そ
れ
か
ら
』

の
深
み
と
厚
み
と
は
、
ま
さ
し
く
「
因
縁
」
を
積
み
あ
げ
つ
つ
、
し
か
し
直
進
せ
ず
迂
回
し
、
条
件
を
発
酵
さ
せ
決
定
的
に
追
い
こ
ん
で
い



　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　

く
力
学
に
発
し
て
い
る
」
と
論
じ
た
。
『
そ
れ
か
ら
』
は
ま
さ
に
「
因
縁
」
の
積
み
上
げ
と
「
迂
回
」
と
い
う
矛
盾
を
呑
み
込
ん
で
屹
立
し

て
い
る
。
そ
れ
は
竹
盛
の
述
べ
た
と
お
り
、
漱
石
自
身
の
用
語
を
使
え
ば
、
「
層
々
累
々
」
に
な
ろ
う
。
『
そ
れ
か
ら
』
に
先
立
っ
て
「
文
学

雑
話
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
、
一
九
〇
八
・
一
〇
）
で
漱
石
が
「
ズ
ー
デ
ル
マ
ン
の
『
ア
ン
ダ
イ
・
ン
グ
、
パ
ス
ト
』
」
を
賞
讃
し
て
こ
の
用
語

を
使
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
折
「
此
か
き
方
は
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ヨ
ン
と
直
線
と
を
合
併
し
た
も
の
で
、
外
の
言
葉
で
い
ふ

と
径
徊
趣
味
と
推
移
趣
味
の
一
致
し
た
も
の
」
と
説
明
し
た
。
「
コ
ー
ザ
リ
テ
ィ
ー
を
以
て
貫
」
き
「
着
々
と
筋
を
運
」
ぶ
「
推
移
趣
味
」
と
、

「
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ヨ
ン
」
の
特
色
を
も
つ
「
低
徊
趣
味
」
と
が
「
相
候
つ
て
」
「
完
全
な
趣
味
」
と
な
る
と
い
う
談
話
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　
「
因
果
の
関
係
」
・
「
筋
」
・
「
構
造
」
に
整
合
性
の
あ
る
「
推
移
趣
味
」
の
「
小
説
」
を
差
し
出
す
と
い
う
〈
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉
が
、
「
あ
る
文

学
者
の
劇
評
」
と
い
う
〈
要
約
〉
に
回
収
さ
れ
な
い
「
小
説
」
の
迂
廻
路
す
な
わ
ち
「
低
徊
趣
味
」
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
二

律
背
反
。
ま
さ
に
「
推
移
趣
味
」
と
「
低
徊
趣
味
」
と
が
「
相
侯
つ
」
た
「
完
全
な
趣
味
」
で
あ
る
。
か
つ
そ
れ
は
代
助
の
相
似
形
で
も
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
代
助
は
「
自
己
が
自
己
に
自
然
な
因
果
を
発
展
さ
せ
な
が
ら
、
其
因
果
の
重
み
を
脊
中
に
負
つ
て
、
高
い
絶
壁
の
端
迄
押
し

出
さ
れ
」
（
十
六
の
一
）
、
「
因
果
」
に
よ
っ
て
推
移
的
に
生
き
た
と
み
え
な
が
ら
、
そ
の
「
因
果
」
に
よ
っ
て
「
無
目
的
」
に
「
低
徊
」
す
る

生
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　
代
助
は
家
を
飛
び
出
し
、
「
世
の
中
が
真
赤
」
に
な
る
な
か
で
「
自
分
の
頭
が
焼
け
尽
き
る
迄
電
車
に
乗
つ
て
行
か
う
と
決
心
し
た
」
（
十

七
の
三
）
。
代
助
は
こ
う
し
て
あ
て
も
な
く
さ
ま
よ
い
続
け
て
ど
こ
へ
行
く
の
だ
ろ
う
。
『
そ
れ
か
ら
』
も
ま
た
代
助
を
電
車
に
乗
せ
た
ま
ま

「
そ
れ
か
ら
さ
き
何
な
る
か
書
い
て
な
い
」
。
代
助
は
「
小
説
」
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
彷
復
し
続
け
る
の
だ
。
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注①
夏
目
漱
石
の
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
『
漱
石
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
～
一
九
九
九
）
に
よ
る
。
但
し
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、

　
読
み
仮
名
を
省
い
た
部
分
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。

②
傍
点
は
原
文
に
よ
る
。
但
し
本
引
用
以
外
の
傍
点
は
、
特
に
注
が
な
け
れ
ば
以
下
引
用
者
に
よ
る
。
な
お
、
内
田
道
雄
は
『
そ
れ
か
ら
』

　
の
予
告
に
つ
い
て
「
作
品
の
構
想
（
又
は
主
題
意
識
）
へ
の
自
負
に
よ
る
の
み
で
は
な
く
、
す
で
に
書
き
出
さ
れ
た
冒
頭
部
分
（
中
略
）

　
の
出
で
立
ち
に
つ
い
て
の
自
侍
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
夏
目
漱
石
1
『
明
暗
』
ま
で
』

　
お
う
ふ
う
、
一
九
九
八
）
。

③
一
九
〇
九
年
の
ニ
コ
ラ
イ
堂
で
の
復
活
祭
が
四
月
＝
日
で
あ
る
こ
と
と
、
父
か
ら
の
手
紙
で
「
京
都
の
花
が
ま
だ
早
か
つ
た
」
（
一
の

　
四
）
時
期
で
あ
る
こ
と
と
は
時
期
的
に
齪
鱈
が
あ
る
が
、
ゆ
る
や
か
な
現
実
性
を
指
向
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
ニ

　
コ
ラ
イ
復
活
祭
」
は
小
森
陽
一
（
「
漱
石
の
女
た
ち
1
妹
た
ち
の
系
譜
ー
1
」
『
文
学
　
季
刊
』
ニ
ー
一
、
一
九
九
一
・
一
）
が
指
摘
し

　
て
い
る
よ
う
に
、
「
〈
愛
〉
の
「
復
活
」
」
「
菅
沼
の
影
の
「
復
活
」
」
の
た
め
に
「
再
会
す
る
直
前
に
「
復
活
祭
」
」
を
書
き
込
む
必
然
が
あ

　
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

④
小
宮
豊
隆
「
注
解
」
（
『
漱
石
全
集
四
巻
』
岩
波
書
店
、
昭
和
四
一
）
、
吉
田
精
一
「
注
釈
」
（
『
夏
目
漱
石
全
集
第
七
巻
』
角
川
書
店
、

　
昭
和
四
九
）
、
重
松
泰
雄
「
注
釈
」
（
『
日
本
近
代
文
学
大
系
　
第
二
六
巻
　
夏
目
漱
石
m
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
七
）
、
荒
正
人
ほ
か
「
注

　
解
」
（
『
漱
石
文
学
全
集
　
第
五
巻
』
集
英
社
、
昭
和
五
七
）
、
中
山
和
子
・
玉
井
敬
之
「
注
解
」
（
『
漱
石
全
集
　
第
六
巻
』
岩
波
書
店
、

　
　
一
九
九
四
）
、
佐
々
木
英
昭
「
注
釈
」
（
『
漱
石
文
学
全
注
釈
8
』
若
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
）
。
ま
た
吉
田
精
一
・
重
松
泰
雄
・
佐
々
木
英
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
は
い
ま
き
き
ょ
う
の
は
た
あ
げ

　
は
、
こ
の
年
の
皐
月
狂
言
が
「
当
時
今
桔
梗
旗
揚
」
（
重
松
・
佐
々
木
は
「
時
皐
月
桔
梗
旗
揚
」
と
あ
る
）
で
あ
る
こ
と
を
言
い
添
え

　
て
い
る
。
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⑤
金
森
和
子
編
集
、
永
山
武
臣
監
修
・
発
行
、
松
竹
株
式
会
社
・
株
式
会
社
歌
舞
伎
座
発
行
、
平
成
七
。

⑥
金
森
和
子
編
集
、
永
山
武
臣
監
修
・
発
行
、
松
竹
株
式
会
社
・
株
式
会
社
歌
舞
伎
座
発
行
、
平
成
五
。

⑦
小
森
陽
一
は
「
漱
石
は
六
月
十
一
日
に
歌
舞
伎
座
で
観
劇
。
こ
の
と
き
は
「
饗
応
」
「
馬
盟
」
と
十
段
目
の
三
幕
を
上
演
」
と
の
「
注
解
」

　
　
（
『
漱
石
全
集
　
第
十
六
巻
』
の
「
漱
石
氏
来
翰
　
　
〔
虚
子
君
へ
〕
」
）
を
付
け
て
い
る
。

⑧
内
容
お
よ
び
登
場
人
物
名
に
つ
い
て
は
、
戸
板
康
二
ほ
か
監
修
『
名
作
歌
舞
伎
全
集
第
5
巻
丸
本
時
代
物
集
四
』
（
東
京
創
元
社
、

　
昭
和
四
五
）
、
同
『
名
作
歌
舞
伎
全
集
　
第
9
巻
　
鶴
屋
南
北
集
一
』
（
同
、
昭
和
四
四
）
、
祐
田
吉
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
9
9

　
文
楽
浄
瑠
璃
集
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
〇
）
、
内
山
美
樹
子
ほ
か
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
9
4
　
近
松
半
二
・
江
戸
作
者
浄
瑠

　
璃
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）
を
参
照
し
た
。
な
お
『
歌
舞
伎
座
百
年
史
　
資
料
編
』
（
注
⑤
に
同
じ
）
に
よ
れ
ば
、
漱
石
の
観
た
日

　
の
配
役
は
、
武
智
光
秀
が
團
蔵
、
小
田
春
永
が
八
百
蔵
、
真
柴
久
吉
が
羽
左
衛
門
で
あ
る
。

⑨
注
④
に
同
じ
。

⑩
明
治
四
十
二
年
「
日
記
四
」
の
五
月
十
二
日
に
は
「
あ
ん
な
も
の
を
演
じ
て
ゐ
て
は
日
本
の
名
誉
に
関
す
る
と
思
ふ
程
遠
き
過
去
の
幼
稚

　
な
心
持
が
す
る
。
ま
つ
野
蛮
人
の
芸
術
な
り
。
あ
る
ひ
は
世
間
見
ず
の
坊
つ
ち
や
ん
の
い
た
づ
ら
か
ら
成
立
す
る
世
界
観
を
発
揮
し
た
も

　
の
な
り
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

⑪
『
歌
舞
伎
座
百
年
史
資
料
篇
』
（
注
⑤
に
同
じ
）
に
よ
れ
ば
こ
の
日
の
興
行
は
『
絵
本
太
功
記
』
の
「
饗
宴
」
・
「
馬
盟
」
・
「
尼
ヶ
崎
第

　
三
幕
」
、
『
女
楠
』
一
幕
、
『
与
話
情
浮
名
横
櫛
』
、
『
雪
月
花
』
で
仲
国
・
鷺
娘
・
三
人
形
で
あ
っ
た
。

⑫
重
松
泰
雄
「
注
釈
」
『
日
本
近
代
文
学
大
系
第
二
六
巻
夏
目
漱
石
皿
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
七
）
。

⑬
大
笹
吉
雄
『
日
本
現
代
演
劇
史
明
治
・
大
正
篇
』
（
白
水
社
、
一
九
八
五
）
お
よ
び
、
中
村
都
史
子
『
日
本
の
イ
プ
セ
ン
現
象
－
一

　
九
〇
六
一
一
九
一
六
年
』
（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
）
に
詳
し
い
。
た
と
え
ば
、
吉
井
勇
「
新
劇
の
お
も
ひ
で
」
（
初
出
昭
和
二
）
、
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谷
崎
潤
一
郎
『
青
春
物
語
』
（
初
出
昭
和
七
）
な
ど
。

⑭
引
用
は
『
近
代
文
学
評
論
大
系
第
九
巻
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
七
）
に
よ
る
。

⑮
佐
々
木
英
昭
「
注
釈
」
（
『
漱
石
文
学
全
注
釈
8
』
若
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
）
で
は
「
中
国
初
の
新
劇
団
体
「
春
柳
社
」
と
見
ら
れ
」
る
と

　
紹
介
し
て
い
る
。

⑯
引
用
は
『
鴎
外
全
集
　
第
六
巻
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
七
）
に
よ
る
。

⑰
井
上
ひ
さ
し
・
小
森
陽
一
編
著
『
座
談
会
昭
和
文
学
史
第
二
巻
』
（
集
英
社
、
二
〇
〇
三
）
で
大
笹
吉
雄
は
「
そ
れ
ま
で
の
日
本
演
劇

　
史
は
役
者
の
歴
史
で
あ
り
、
舞
台
の
歴
史
で
し
た
。
明
治
政
府
に
な
っ
て
、
演
劇
の
中
に
お
け
る
位
置
関
係
が
、
役
者
よ
り
も
ま
ず
脚
本

　
へ
と
逆
転
し
て
い
く
。
そ
こ
が
近
代
に
な
っ
て
の
違
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
代
助
は
「
役
者
」
を
「
脚
本
」
よ
り

　
上
位
に
お
い
て
鑑
賞
し
て
い
る
。

⑱
水
田
宗
子
は
「
鼎
談
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
す
る
代
助
」
（
『
漱
石
研
究
1
0
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
・
五
）
で
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た

　
妻
と
い
う
女
性
に
そ
ん
な
も
の
（
石
原
千
秋
の
発
言
「
高
等
教
育
の
中
で
得
ら
れ
る
文
化
的
な
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
を
指
す
…
引
用
者
注
）
を

　
要
求
す
る
の
は
理
不
尽
で
す
よ
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑲
注
⑫
に
同
じ
。

⑳
『
続
夏
目
漱
石
』
（
甲
鳥
書
林
、
昭
和
一
八
）
。
ま
た
佐
々
木
英
昭
『
「
新
し
い
女
」
の
到
来
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
）
に

　
詳
し
い
。

⑳
小
森
陽
一
「
代
助
と
新
聞
－
国
民
と
非
国
民
の
間
で
」
（
『
漱
石
研
究
1
0
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
・
五
）
。

⑳
仲
正
昌
樹
「
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
シ
ス
す
る
文
学
〔
『
死
の
勝
利
』
↓
『
煤
煙
』
↓
『
そ
れ
か
ら
』
〕
の
間
テ
ク
ス
ト
性
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
漱

　
石
研
究
　
1
0
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
・
五
）
。
尚
、
引
用
文
中
「
を
」
は
佐
々
木
が
補
う
。
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⑳
『
白
樺
』
一
九
一
〇
・
四
。

⑳
　
『
歌
舞
伎
座
百
年
史
　
本
文
篇
上
巻
』
（
注
⑥
に
同
じ
）
は
「
饗
応
・
馬
盟
・
丸
本
の
十
段
目
」
と
い
う
演
目
を
「
珍
し
い
並
べ
方
」
と

　
し
て
い
る
。
小
宮
以
降
の
注
も
「
馬
盟
」
が
『
時
桔
梗
出
世
請
状
』
と
だ
け
注
記
さ
れ
て
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

⑳
引
用
は
ダ
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
作
・
野
上
素
一
訳
『
死
の
勝
利
　
下
』
（
岩
波
文
庫
、
昭
和
三
八
）
に
よ
る
。

⑳
　
「
知
識
人
の
苦
悩
－
夏
目
漱
石
1
」
（
初
出
『
文
学
理
論
の
研
究
』
昭
和
四
二
）
。
ま
た
「
漱
石
に
お
け
る
政
治
」
（
初
出
『
明
治
文

　
学
全
集
　
第
一
巻
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
一
）
で
は
、
「
漱
石
は
は
っ
き
り
と
文
学
に
よ
っ
て
明
治
の
社
会
そ
の
も
の
と
対
峙
し
て
い
た
」

　
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
引
用
は
い
ず
れ
も
『
高
橋
和
巳
全
集
　
第
十
三
巻
』
（
河
出
書
房
、
一
九
七
八
）
に
よ
る
。

＠
佐
藤
泉
は
『
漱
石
－
片
付
か
な
い
〈
近
代
＞
1
』
（
N
H
K
出
版
、
二
〇
〇
二
）
で
、
終
末
の
場
面
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
代
助
の
「
神

　
経
衰
弱
と
狂
気
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
文
体
上
の
幻
想
な
の
か
判
別
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑳
　
「
手
紙
と
使
者
ー
『
そ
れ
か
ら
』
の
劇
の
進
行
」
（
『
文
学
』
季
刊
2
巻
1
号
、
一
九
九
一
・
一
）
。

85

（
資
格
教
育
セ
ン
タ
ー
・
文
化
創
造
学
部
非
常
勤
講
師
）


