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鴎
外
が
口
語
文
体
を
放
棄
し
、
小
説
・
翻
訳
に
お
い
て
雅
文
体
を
創
出
す
る
に

到
る
明
治
二
十
三
年
が
、
言
文
一
致
運
動
が
停
滞
期
に
入
る
年
と
ほ
ぼ
重
な
る
と

い
う
事
実
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
坪
内
遣
遙
は
、
　
「
明
治
廿
二
年
文
学
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
来
事
月
評
」
　
（
『
読
売
新
聞
』
明
二
三
・
一
・
＝
二
）
で
、
〈
一
月
　
文
章
彫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琢
の
必
要
人
も
言
ひ
当
人
も
感
ず
　
随
ツ
て
糊
口
の
為
に
書
く
人
減
り
名
の
為
に

書
く
人
殖
ゆ
〉
、
〈
三
月
　
我
楽
多
文
庫
改
良
し
て
『
文
庫
』
と
な
る
　
文
壇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

梁
山
泊
惣
出
、
西
鶴
の
羽
ば
た
き
ソ
ロ
く
世
間
に
ひ
ら
く
∨
、
〈
九
月
　
西
鶴

文
次
第
に
流
行
し
言
文
一
致
少
し
く
下
火
と
な
る
V
、
〈
十
月
　
和
漢
洋
三
体
の

文
を
調
和
す
る
の
必
要
衆
の
感
ず
る
所
と
な
る
V
、
〈
十
一
月
　
此
頃
元
禄
文
、

殊
に
西
鶴
熱
頂
上
に
達
す
　
随
て
文
章
の
巧
拙
を
評
す
る
者
四
方
に
あ
ら
は
れ
文

派
の
分
類
を
な
す
　
文
章
の
宗
門
を
作
る
篁
村
宗
思
軒
宗
徳
冨
宗
等
の
名
此
間
に

定
ま
る
〉
な
ど
と
記
し
、
明
治
二
十
二
年
の
小
説
を
中
心
と
し
た
文
章
界
の
動
向

と
し
て
、
言
文
一
致
の
後
退
、
文
章
彫
琢
主
義
の
撞
頭
、
和
漢
洋
三
体
の
調
和
へ

の
要
求
と
西
鶴
熱
の
上
昇
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
を
重
視
す
る
山
本
正
秀

氏
は
、
明
治
二
十
二
年
後
半
か
ら
明
治
二
十
七
年
頃
ま
で
を
言
文
一
致
運
動
の
停

滞
期
と
し
て
位
置
づ
け
、
こ
う
し
た
趨
勢
の
原
因
と
し
て
、
〈
言
文
一
致
文
の
多

く
は
冗
漫
未
熟
で
文
章
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
こ
と
∨
、
〈
一
般
の

文
章
観
が
保
守
的
で
俗
語
俗
文
の
価
値
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
∨
、
〈
言
文
一
致

の
流
行
を
支
え
た
欧
化
改
良
思
潮
が
し
だ
い
に
後
退
し
、
そ
の
反
動
と
し
て
明
治

二
一
、
二
年
頃
か
ら
起
こ
っ
た
国
粋
保
存
の
思
潮
を
背
景
に
、
保
守
的
な
文
章
彫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

琢
の
声
が
し
だ
い
に
た
か
ま
っ
た
V
こ
と
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
ほ
ぼ
定

説
化
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
私
な
ど
に
は
、
中
島
健
蔵
の
次
の
よ
う
な
指
摘
の
中

に
あ
る
「
東
京
語
」
の
問
題
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
中

島
は
、
言
文
一
致
運
動
が
下
火
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
〈
国
会
開
設
を
目
の
前

に
し
て
、
政
府
は
、
自
由
す
ぎ
る
言
論
を
好
ま
ず
、
保
守
的
な
方
向
に
民
の
心
を

振
り
む
け
よ
う
と
し
て
い
た
〉
こ
と
、
〈
国
語
は
、
各
地
方
の
方
言
の
ま
ま
ほ
っ

て
お
か
れ
て
い
た
時
代
〉
で
く
実
は
、
文
語
体
が
、
共
通
語
の
役
を
果
し
て
い
た

V
こ
と
、
さ
ら
に
く
こ
の
こ
ろ
の
言
文
一
致
運
動
の
文
学
的
代
表
者
で
あ
っ
た
二

葉
亭
、
美
妙
、
嵯
峨
の
や
な
ど
は
、
み
な
東
京
生
れ
の
東
京
育
ち
で
V
、
〈
地
方

出
身
の
作
家
に
は
∨
〈
方
言
で
作
品
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う

＝
二
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V
事
情
を
挙
げ
、
〈
東
京
生
れ
の
言
文
一
致
運
動
は
、
東
京
方
言
を
楽
に
使
え
る

と
い
う
強
み
に
お
ぼ
れ
て
、
か
な
り
乱
雑
な
ス
タ
イ
ル
に
陥
っ
て
い
た
∨
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

指
摘
も
加
え
て
い
る
。
東
京
生
ま
れ
東
京
育
ち
の
中
に
も
言
文
一
致
反
対
論
や
消

極
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
が
、
明
治
二
十
三
年

に
入
っ
て
鴎
外
が
口
語
文
体
を
放
棄
し
、
小
説
・
翻
訳
に
お
い
て
雅
文
体
を
創
出

す
る
に
到
っ
た
理
由
を
考
え
る
上
で
、
　
「
東
京
語
」
を
言
文
一
致
の
「
言
」
と
見

な
し
て
い
た
時
代
の
考
え
方
と
、
そ
れ
を
鴎
外
が
ど
う
受
け
と
め
た
か
と
に
こ
だ

わ
る
こ
と
は
、
案
外
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
山
本
正
秀
氏
に
よ
れ
ば
、
言
文
一
致
を
要
望
す
る
声
が
上
が
っ
た
明
治
七
、
八

年
ご
ろ
か
ら
上
田
万
年
が
「
標
準
語
に
就
き
て
」
　
（
『
帝
国
文
学
』
明
二
八
・
一
）

を
発
表
し
た
明
治
二
十
八
年
ま
で
は
「
文
」
の
土
台
と
な
る
「
言
」
．
は
「
東
京
語
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
徒
二
正
不
正
ヲ
論
ゼ
ズ
最
モ
能
ク
通
用
ス
ル
東
京
言
葉
ヲ
本
ト
シ
テ
（
ヒ

　
　
　
　
　

日
・
火
ヲ
シ
ト
誤
ル
如
キ
ヲ
正
ス
）
イ
ロ
ハ
ヲ
以
テ
字
ノ
順
序
ヲ
立
テ
第
一

二
文
法
書
ト
字
書
ヲ
編
輯
ス
ベ
シ
（
渡
辺
修
次
郎
「
日
本
文
ヲ
制
定
ス
ル
方

法
」
1
『
東
京
曙
新
聞
』
明
八
・
九
・
三
）

今
此
ノ
会
話
体
ヲ
取
リ
テ
文
章
二
交
ヘ
ン
モ
東
京
語
ヲ
取
ラ
ン
カ
京
都
語
ヲ

取
ラ
ン
カ
其
ノ
適
従
ス
ル
所
ロ
ヲ
知
ラ
ズ
然
レ
ド
モ
我
国
主
都
ノ
地
後
来
復

タ
此
ノ
東
京
ヲ
転
ゼ
ザ
ル
ノ
見
込
ア
ラ
バ
終
二
此
東
京
語
（
士
大
夫
以
上
二

通
ズ
ル
者
ヲ
イ
フ
卑
語
ハ
固
ヨ
リ
取
ラ
ズ
）
ヲ
基
本
ト
セ
ザ
ル
寸
能
ハ
ズ

（
大
槻
文
彦
「
日
本
文
典
編
輯
総
記
」
1
『
朝
野
新
聞
』
明
一
〇
・
一
・

一
六
）

一
四

　
こ
こ
に
引
い
た
例
は
、
比
較
的
早
い
頃
の
議
論
で
あ
る
が
、
誰
り
と
卑
語
を
除

け
ば
全
国
に
通
用
す
る
と
い
う
の
が
「
東
京
語
」
を
支
持
す
る
大
き
な
理
由
に
な
っ

て
お
り
、
し
か
も
そ
の
「
東
京
語
」
は
、
た
だ
単
に
東
京
で
行
わ
れ
て
い
た
言
葉

で
広
く
通
じ
る
も
の
を
指
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
一
体
、
当
時
の
人
々
は

具
体
的
に
ど
う
い
う
言
葉
を
全
国
に
通
じ
る
「
東
京
語
」
と
意
識
し
て
い
た
の
か
。

日
常
通
用
の
日
本
語
の
う
ち
に
て
何
れ
の
地
方
の
言
葉
が
広
く
通
用
す
る
で

あ
ら
う
と
申
さ
ば
愚
坊
は
即
ち
東
京
語
な
り
と
答
へ
ま
す
（
中
略
）
王
政
維

新
の
前
よ
り
し
て
久
し
く
封
建
の
関
所
に
閉
ぢ
ら
れ
し
国
誰
り
の
片
言
葉
も

有
志
の
交
際
が
盛
ん
に
な
る
に
従
ひ
て
君
や
僕
の
諸
生
言
葉
と
な
り
其
後
廃

藩
置
県
と
な
る
の
後
に
至
り
て
は
敦
れ
も
輩
穀
の
下
へ
我
れ
先
き
に
出
掛
け

し
よ
り
何
日
の
間
に
か
東
京
言
葉
を
使
ふ
様
に
な
り
ゆ
き
た
る
の
み
な
ら
ず

昔
は
為
永
派
の
人
情
本
に
て
読
み
覚
え
し
東
京
言
葉
も
今
は
傍
訓
新
聞
に
て

読
み
覚
ゆ
る
十
分
の
便
利
が
あ
る
か
ら
生
意
気
な
諸
生
は
未
だ
東
京
へ
足
踏

み
を
し
な
い
時
よ
り
し
て
自
か
ら
東
京
言
葉
を
使
ふ
者
が
あ
る
位
に
て
又
三

菱
共
同
両
会
社
の
汽
船
が
毎
日
の
往
復
に
ま
す
く
東
京
の
風
俗
を
地
方
へ

輸
入
す
る
の
便
利
を
増
し
た
る
な
ど
是
れ
皆
東
京
語
の
津
々
浦
々
ま
で
滞
り

な
く
通
用
す
る
原
因
と
オ
ホ
ン
此
の
愚
坊
が
自
分
免
許
の
現
在
社
会
学
で
判

決
致
し
ま
し
た
（
朝
寝
坊
「
東
京
語
の
通
用
」
ー
『
自
由
燈
』
明
一
八
・

⊥ハ

E
一
二
〇
）
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東
京
語
が
可
な
り
此
国
に
普
通
な
の
は
普
通
で
あ
る
べ
き
原
因
が
必
ず
無
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
原
因
は
何
で
し
や
う
。
　
（
中
略
）
江
戸
に
は
中
央

政
府
も
有
り
ま
し
た
ら
う
。
江
戸
に
は
参
勤
交
代
が
有
り
ま
し
た
ら
う
。
筑

紫
の
果
の
商
人
も
、
越
路
の
奥
の
武
士
達
も
皆
江
戸
へ
入
込
み
ま
し
た
ら
う
。

そ
こ
で
独
り
江
戸
ば
か
り
で
言
語
の
混
合
が
出
来
ま
し
た
。
そ
の
上
に
又
江

戸
言
葉
は
諸
国
に
尊
ば
れ
て
居
ま
し
た
。
従
ツ
て
諸
国
の
人
々
も
幾
分
か
江

戸
言
葉
の
語
法
に
は
多
く
近
付
に
な
ツ
て
居
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
ゑ
終
に
江
戸

言
葉
が
可
な
り
普
通
と
な
る
ま
い
と
思
ツ
た
と
て
も
叶
ひ
ま
せ
ん
。
こ
れ
で

今
日
も
東
京
語
が
猶
全
勝
を
占
め
て
居
ま
す
。
　
（
山
田
美
妙
斎
「
言
文
一
致

論
概
略
」
1
『
学
海
之
指
針
』
明
二
一
・
二
）

　
前
者
は
、
維
新
前
後
の
書
生
言
葉
も
為
永
派
の
人
情
本
か
ら
読
み
覚
え
た
言
葉

も
、
明
治
の
傍
訓
（
小
）
新
聞
に
よ
っ
て
読
み
覚
え
た
地
方
在
住
の
青
年
の
言
葉
も

「
東
京
語
」
と
見
な
し
て
お
り
、
後
者
は
、
　
「
江
戸
語
」
が
諸
国
に
尊
ば
れ
る
共

通
語
で
あ
っ
た
か
ら
「
東
京
語
」
も
共
通
語
で
あ
る
と
い
う
論
法
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
例
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
当
時
の
「
東
京
語
」
あ
る
い
は
「
東
京
言
葉
」

が
「
江
戸
語
」
の
伝
統
を
引
き
摺
っ
た
混
沌
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
は
ほ
ぼ
間

違
い
な
い
。
前
期
の
言
文
一
致
運
動
が
、
〈
つ
た
な
い
も
　
い
や
し
い
も
　
か
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

り
み
ず
（
中
略
）
た
れ
に
も
　
よ
み
や
す
く
　
か
き
や
す
く
　
な
る
∨
こ
と
を
モ
ッ

ト
ー
に
、
西
洋
の
文
明
国
の
文
章
に
近
付
く
こ
と
を
目
指
し
て
出
発
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
　
「
言
」
と
す
べ
き
「
東
京
語
」
が
混
沌
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
前
期
言
文
一
致
運
動
停
滞
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
鴎
外
が
「
東
京
語
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
意
識
を
抱
い
た
か
を
知
る
た
め
に
は
、
　
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
　
（
『
ス
バ

ル
』
明
四
二
・
七
）
の
主
人
公
金
井
湛
の
「
詞
」
意
識
が
一
つ
の
手
が
か
り
を
与

え
て
く
れ
る
。

　
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
を
∧
大
学
教
授
・
博
士
物
V
の
一
つ
と
し
て
位
置

づ
け
る
竹
盛
天
雄
氏
は
、
一
連
の
作
品
の
人
物
設
定
に
一
つ
な
が
り
の
連
関
を
認

め
、
　
「
仮
面
」
　
（
『
ス
バ
ル
』
明
四
二
・
四
）
の
杉
村
、
　
「
魔
睡
」
　
（
『
ス
パ
ル
』

明
四
二
・
六
）
の
大
川
と
比
べ
て
金
井
の
く
内
面
的
性
格
づ
け
に
そ
れ
ほ
ど
相
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
∨
と
し
て
い
る
。
ま
た
重
松
泰
雄
氏
は
、
竹
盛
氏
の
見

解
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
こ
の
小
説
を
ー
あ
る
い
は
主
人
公
金
井
湛
を
、
連
作
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
の
全
文
脈
の
中
で
総
体
的
に
把
握
す
る
方
が
よ
り
有
効
で
あ
る
と
す
る
。
両

者
の
見
解
を
前
に
し
て
す
っ
き
り
し
な
い
の
は
、
杉
村
・
大
川
と
比
べ
て
く
内
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

的
性
格
づ
け
に
そ
れ
ほ
ど
相
違
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
∨
と
か
、
〈
大
学
教
授

物
・
博
士
物
V
の
く
主
人
公
の
生
活
を
総
和
す
れ
ば
、
自
然
と
鴎
外
そ
の
人
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
　

生
観
が
浮
か
び
上
が
る
V
と
い
っ
た
見
方
が
果
し
て
妥
当
か
否
か
と
い
っ
た
点
で

あ
る
。
む
し
ろ
私
は
、
〈
金
井
湛
君
が
少
し
神
経
質
な
処
丈
違
つ
て
ゐ
る
V
と
い

う
「
魔
睡
」
中
の
言
及
を
よ
り
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
「
ヰ
タ
．
セ
ク

ス
ア
リ
ス
」
は
、
　
「
書
く
」
と
い
う
特
殊
な
能
力
を
備
え
た
金
井
湛
が
「
魔
睡
」

で
示
唆
さ
れ
た
く
少
し
神
経
質
V
で
く
用
意
周
到
V
な
自
己
を
確
認
す
る
書
で
あ

り
、
そ
れ
は
案
外
、
鴎
外
の
最
も
本
質
的
な
部
分
に
関
わ
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
金
井
湛
の
自
己
確
認
の
過
程
を
追
う
と
き
、
重
要
な
意
味
を
担
う

の
が
、
故
郷
で
の
「
国
詞
」
に
ま
つ
わ
る
原
体
験
と
上
京
後
の
「
国
詞
」
　
「
東
京

詞
」
を
め
ぐ
る
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　
六
歳
の
時
の
小
原
の
後
家
と
町
方
の
娘
と
に
よ
っ
て
見
せ
ら
れ
た
枕
絵
が
理
解

一
五
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で
き
ず
に
二
人
の
言
語
挙
動
を
不
愉
快
に
感
じ
る
と
い
う
体
験
。
七
歳
の
時
番
所

趾
の
ち
い
さ
ん
に
冷
や
か
さ
れ
た
折
の
憎
悪
の
感
情
。
十
歳
の
時
に
母
親
か
ら
一

家
の
上
京
に
つ
い
て
他
言
を
禁
じ
ら
れ
た
話
と
そ
の
年
の
旧
暦
の
孟
蘭
盆
の
盆
踊

で
聞
い
た
卑
隈
な
話
へ
の
不
快
感
。
こ
れ
ら
故
郷
で
の
原
体
験
は
、
い
ず
れ
も

「
国
詞
」
あ
る
い
は
「
国
詞
」
を
使
う
人
々
と
金
井
湛
と
の
位
置
関
係
を
示
し
て

い
る
。
故
郷
を
捨
て
上
京
す
る
湛
に
と
っ
て
、
　
「
国
詞
」
は
単
に
性
的
記
憶
に
関

わ
る
「
詞
」
で
は
な
く
、
自
己
を
背
後
か
ら
監
視
す
る
「
詞
」
で
あ
り
、
畏
怖
・

憎
悪
・
不
快
の
対
象
と
な
る
「
詞
」
な
の
で
あ
る
。

　
上
京
後
の
湛
は
、
十
一
歳
の
時
、
旧
藩
の
殿
様
の
お
邸
に
勤
め
て
い
た
浬
麻
と
，

い
う
家
従
が
お
屋
敷
で
は
淳
撲
を
装
う
た
め
に
「
国
詞
」
を
使
い
⇒
絵
草
紙
屋
や

楊
弓
店
の
女
に
対
し
て
は
自
在
に
「
東
京
詞
」
を
使
う
と
い
う
二
枚
舌
に
接
す
る
。

ま
た
十
三
歳
で
寄
宿
生
活
を
始
め
た
頃
に
は
、
同
室
の
鰐
口
か
ら
父
親
の
「
国
詞
」

を
椰
楡
さ
れ
る
。
さ
ら
に
十
四
歳
の
夏
休
み
、
友
達
の
継
母
が
美
男
榛
野
と
密
会

し
て
い
た
ら
し
い
折
に
純
然
た
る
「
東
京
詞
」
を
使
う
の
を
聞
き
、
恐
ろ
し
く
思

う
。
こ
れ
ら
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
、
　
「
国
詞
」
だ
け
で
な
く
「
東
京
詞
」

に
対
し
て
も
不
快
や
畏
怖
を
感
じ
る
湛
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

「
国
」
に
も
「
東
京
」
に
も
自
分
の
居
場
所
を
見
い
だ
せ
ぬ
湛
の
姿
で
も
あ
る
。

　
ど
う
や
ら
我
々
は
、
金
井
湛
の
「
詞
」
意
識
の
奥
に
、
　
「
国
」
を
捨
て
「
東
京
」

で
立
身
出
世
の
道
を
歩
も
う
と
し
た
知
識
人
た
ち
の
思
念
の
典
型
的
な
在
り
よ
う

を
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
鴎
外
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
上

京
以
前
と
そ
れ
以
後
と
の
生
活
に
連
続
感
が
断
た
れ
、
故
郷
に
も
東
京
に
も
居
場

所
を
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
な
不
調
和
な
気
分
を
味
わ
い
つ
つ
、
　
「
国
詞
」
　
「
東
京

詞
」
の
い
ず
れ
を
話
す
自
分
に
も
自
分
ら
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
少
年
鴎

一
六

外
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
〈
名
を
聞
い
て
人
を
知
ら
ぬ
と
云
ふ
ご

　
　
　
　
　
　
　
　

と
が
随
分
あ
る
〉
と
か
く
或
る
国
民
に
は
或
る
詞
が
闘
け
て
ゐ
る
。
　
（
中
略
）
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　

れ
は
或
る
感
情
が
闘
け
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
∨
と
い
っ
た
言
及
に
見
え
隠
れ
し
て

い
る
、
埋
め
る
こ
と
の
で
き
ぬ
「
物
」
と
「
名
」
と
の
距
離
へ
の
自
覚
と
、
そ
れ

ゆ
え
に
「
詞
」
に
対
し
て
神
経
質
な
ほ
ど
く
用
意
周
到
V
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
鴎
外
の
苛
立
ち
を
見
て
と
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
「
国
詞
」
　
「
東
京
詞
」
に
ま
つ
わ
る
鴎
外
の
原
体
験
と
「
詞
」
に
対
す
る
意
識

の
在
り
よ
う
と
が
、
混
沌
と
し
た
「
東
京
語
」
を
「
言
」
と
す
る
よ
う
な
言
文
一

致
運
動
に
安
易
に
与
す
る
こ
と
を
拒
否
さ
せ
、
創
作
に
お
け
る
口
語
文
体
の
不
採

用
と
雅
文
体
創
出
と
に
到
る
一
因
と
な
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
治
二
十
二
年
の
文
章
界
の
動
向
と
し
て
迫
遙
が
指
摘
し
た
言
文

一
致
の
後
退
と
そ
れ
に
伴
う
文
章
彫
琢
主
義
の
擾
頭
、
和
漢
洋
三
体
の
調
和
へ
の

要
求
と
西
鶴
熱
の
上
昇
の
う
ち
、
鴎
外
の
雅
文
体
創
出
と
直
接
つ
な
が
る
も
の
は
、

和
漢
洋
三
体
の
調
和
の
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
く
鴎
外
の
雅
文
は
、
原
来
近
世
国

文
の
美
文
調
が
骨
子
で
、
そ
の
中
に
、
極
く
選
択
を
施
さ
れ
た
、
洗
練
さ
れ
た
、

美
し
い
ひ
び
き
を
有
つ
漢
語
が
赤
銅
細
工
の
な
か
の
黄
金
の
や
う
に
、
燦
然
と
か

　
　
　
　
　
　
ロ
　

が
や
い
て
ゐ
た
。
∨
と
い
う
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
鴎
外
の
雅
文
体
の
軸
と
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

て
い
る
和
文
体
に
つ
い
て
、
鴎
外
が
く
感
化
を
強
く
蒙
む
っ
た
∨
と
さ
れ
る
落
合

直
文
の
国
文
改
良
運
動
に
目
を
向
け
つ
つ
考
え
て
み
た
い
。

．
和
漢
洋
三
体
の
調
和
へ
の
前
史
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
く
日
本
文
章
会
の
新

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

和
文
体
普
通
文
運
動
∨
の
一
部
を
担
っ
た
萩
野
由
之
は
、
　
「
和
文
ヲ
論
ス
」
　
（

『
東
洋
学
会
雑
誌
』
第
二
号
　
明
二
〇
・
一
二
）
で
当
時
の
文
章
界
に
お
け
る
漢

文
体
の
隆
盛
ぶ
り
と
そ
れ
へ
の
反
省
を
促
し
て
い
る
。
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顧
フ
ニ
我
国
今
日
ノ
文
章
ハ
、
漢
文
、
真
仮
名
文
、
書
順
文
、
和
文
四
種
ナ

リ
、
真
仮
名
文
ハ
仮
名
交
ノ
漢
文
ニ
シ
テ
、
書
績
文
ハ
漢
文
ノ
変
体
ト
ス
ヘ

シ
、
純
粋
ノ
漢
文
ハ
日
用
ニ
ハ
ア
ラ
サ
レ
ド
モ
、
高
尚
ナ
ル
記
事
ハ
之
二
限

ル
寸
ト
ナ
レ
リ
、
和
文
二
至
リ
テ
ハ
僅
二
其
学
者
中
二
通
用
ス
ル
ノ
ミ
、
即

文
章
世
界
ハ
漢
文
ノ
主
宰
ト
モ
云
ヘ
キ
勢
ナ
リ
、
凡
万
国
多
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、

国
語
ヲ
ス
テ
他
国
ノ
文
法
ニ
テ
、
用
ヲ
足
ス
所
ア
ル
ヘ
シ
ト
モ
覚
エ
ス
、

（
中
略
）
今
ノ
国
学
者
宜
シ
ク
反
省
ノ
工
夫
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、

　
こ
の
あ
と
示
さ
れ
る
和
文
改
良
の
具
体
策
は
、
〈
口
語
ヲ
文
語
二
改
メ
テ
写
サ

ン
ノ
ミ
〉
と
か
〈
ロ
バ
語
尾
ノ
一
部
ノ
ミ
、
其
名
詞
ノ
類
漢
語
洋
語
ニ
テ
通
用
ス
ル

モ
ノ
ハ
、
悉
ク
其
儘
二
従
フ
ヘ
シ
〉
と
い
っ
た
具
合
で
、
必
ず
し
も
有
効
な
も
の

と
は
言
い
難
い
が
、
和
文
宣
揚
の
主
張
の
根
底
に
漢
文
体
へ
の
抵
抗
が
あ
っ
た
点

は
注
目
に
値
す
る
。

　
ま
た
、
落
合
直
文
の
「
文
章
の
誤
謬
」
　
（
『
皇
典
講
究
所
講
演
』
十
一
　
明
二

二
・
七
・
一
五
）
で
は
、
当
時
の
文
章
界
の
混
雑
ぶ
り
の
中
で
最
も
広
く
行
わ
れ

て
い
る
も
の
と
し
て
漢
文
体
、
翻
訳
体
、
小
説
体
、
言
文
一
致
体
の
四
つ
を
挙
げ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
欠
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
と
く
に
漢
文
体
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う

な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

漢
文
体
と
は
、
漢
文
へ
施
し
た
る
訓
点
よ
り
変
化
し
た
る
も
の
に
て
、
そ
の

訓
点
に
は
種
々
あ
り
ま
す
が
、
最
も
勢
力
あ
り
し
は
、
道
春
点
、
後
藤
点
、

一
斎
点
の
三
で
あ
り
ま
し
た
。
其
訓
点
に
よ
り
て
論
語
孟
子
杯
を
読
み
、
そ

の
語
路
を
覚
え
て
居
つ
て
、
自
分
に
文
章
を
書
く
時
に
も
、
そ
れ
を
用
ゐ
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
そ
の
訓
点
と
い
ふ
も
の
も
正
し
い
も
の
な
ら
ば
宜

し
か
れ
ど
、
甚
不
規
則
な
る
も
の
で
、
特
に
一
斎
点
の
如
き
は
、
極
め
て
誤

り
が
多
い
、
所
が
其
誤
り
を
其
儘
に
読
み
て
、
そ
れ
を
其
語
気
の
ま
、
に
か

く
故
に
、
そ
の
文
章
も
甚
拙
劣
で
あ
り
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
い
ず
れ
に
対
し
て
も
そ
の
欠
点
を
難
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

例
え
ば
言
文
一
致
体
に
対
す
る
∧
こ
れ
は
平
生
の
言
語
を
其
儘
に
写
す
こ
と
な
れ

ば
、
至
極
簡
便
な
る
の
み
な
ら
ず
、
第
一
分
り
易
い
。
か
つ
不
文
の
人
に
も
容
易

く
書
け
る
。
故
に
大
に
流
行
致
し
ま
す
。
私
も
、
言
語
と
文
章
と
は
離
る
べ
か
ら

ず
と
云
ふ
論
者
で
あ
り
ま
す
。
さ
り
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
余
程
注
意
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
思
ひ
居
り
ま
す
。
即
ち
言
語
を
今
少
し
上
品
に
進
め
、
文
章
を
少
し
引
下
げ

や
う
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
〉
と
い
っ
た
言
い
回
し
と
比
べ
た
と
き
、
漢
文

体
へ
の
批
難
の
調
子
は
よ
り
声
高
で
あ
る
。

　
二
つ
の
例
の
み
で
軽
々
に
判
断
す
る
こ
と
は
危
険
だ
が
、
落
合
直
文
ら
の
新
国

文
運
動
の
背
景
に
漢
文
体
氾
濫
の
克
服
を
目
指
す
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間

違
い
な
い
。
和
文
の
伝
統
的
語
法
を
見
直
す
こ
と
で
漢
文
体
氾
濫
の
弊
の
克
服
を

目
指
そ
う
と
す
る
意
図
は
、
そ
の
ま
ま
「
文
章
の
誤
謬
」
の
結
論
部
分
に
つ
な
が

る
。
落
合
直
文
は
、
〈
仮
名
の
あ
や
ま
り
・
活
語
の
あ
や
ま
り
・
助
辞
の
あ
や
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
O
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

り
・
係
結
の
あ
や
ま
り
・
か
と
や
と
の
差
別
・
な
そ
の
格
・
必
、
二
を
要
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
O

文
字
・
必
、
二
を
要
す
る
も
文
字
・
を
字
の
不
足
・
の
文
字
の
贅
．
る
字
の
不
足
．

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
文
字
の
贅
・
と
、
受
く
る
詞
の
あ
や
ま
り
・
し
、
と
せ
し
と
の
差
別
．
さ
ん
と

ヵ
と
の
差
別
・
さ
れ
さ
る
の
あ
や
ま
り
・
た
り
と
い
ふ
べ
き
と
こ
ろ
を
り
と
の

一
七
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み
い
ふ
あ
や
ま
り
・
な
る
も
の
と
い
ふ
あ
や
ま
り
・
書
簡
文
の
あ
や
ま
り
∨
の
十

九
項
目
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
誤
用
の
撤
廃
を
力
説
し
て
い
る
が
、
大
部
分
が
助

動
詞
・
助
詞
の
誤
用
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
姿
勢
は
、
　
「
将
来
の

国
文
」
　
（
『
国
民
之
友
』
明
二
三
・
一
一
～
一
二
）
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

人
の
事
物
に
感
ず
る
や
、
脳
は
真
に
命
を
意
思
に
伝
へ
、
意
思
は
こ
れ
を
四

肢
五
官
に
伝
へ
、
こ
＼
に
は
じ
め
て
一
の
行
為
を
あ
ら
は
す
が
如
く
、
そ
の

用
法
に
よ
り
て
は
、
文
章
の
死
活
に
関
し
、
右
せ
む
と
欲
す
れ
ば
右
し
、
左

せ
む
と
欲
す
れ
ば
ま
た
左
し
、
文
章
は
唯
助
辞
の
命
の
ま
、
な
り
。
故
に
若

し
．
そ
の
配
置
に
し
て
あ
や
ま
り
あ
ら
む
か
、
意
義
反
覆
、
恰
も
精
神
惑
乱
せ

る
狂
人
に
こ
と
な
ら
ず
。
況
や
そ
の
巧
拙
を
論
ず
る
に
於
て
を
や
。

　
助
動
詞
や
助
詞
が
表
現
主
体
や
動
作
主
体
の
意
識
や
判
断
に
密
接
に
関
わ
る
機

能
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
落
合
直
文
が
こ
う
し
た
助
辞
の
重
要
性

を
強
調
し
て
い
る
点
は
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
根
岸
正
純
氏
は
、
和
文
体
に
は
く
活
動
を
抑
止
し
た
固
定
視
点
の
故
の
「
優
美

閑
雅
」
が
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
が
話
者
が
お
の
れ
の
主
観
の
表
出
に
つ
な
が
る
と

こ
ろ
か
ら
謙
抑
な
表
現
姿
勢
を
伴
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
た
め
の
「
優
美
温
和
」

　
　
　
　
　
　
　
ば
　

が
生
ま
れ
て
く
る
∨
と
し
、
和
文
体
へ
の
傾
斜
と
視
点
の
在
り
方
の
関
連
性
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
。
落
合
直
文
が
後
に
新
国
文
運
動
の
実
践
と
し
て
発
表
し
た

最
初
の
小
説
「
悲
哀
」
　
（
『
志
が
ら
み
草
紙
』
明
二
二
・
一
〇
）
が
一
人
称
形
式

に
よ
る
自
伝
的
作
品
と
し
て
構
想
さ
れ
、
維
新
前
後
の
家
の
没
落
と
上
京
後
の
養

家
で
の
生
活
、
そ
し
て
養
父
母
の
勧
め
に
よ
る
妹
の
不
本
意
な
結
婚
と
悲
劇
的
な

一
八

死
に
対
す
る
〈
予
〉
の
思
い
が
切
々
と
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
表

現
主
体
や
動
作
主
体
の
意
識
・
判
断
に
密
接
に
関
わ
る
機
能
を
持
つ
助
動
詞
や
助

詞
の
重
要
性
を
強
調
し
た
落
合
直
文
が
、
〈
話
者
∨
の
く
主
観
の
表
出
V
に
有
効

な
表
現
と
し
て
の
和
文
体
の
可
能
性
を
認
め
て
い
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
十
分
可

能
で
あ
る
。

　
後
に
鴎
外
は
、
　
「
故
落
合
直
文
君
に
就
て
」
　
（
『
明
星
』
明
三
七
・
二
）
と
題

し
た
談
話
文
に
お
い
て
、
〈
落
合
君
と
交
際
し
て
か
ら
、
物
を
書
く
の
に
、
テ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
マ

ヲ
ハ
や
仮
名
遣
に
気
を
注
け
な
れ
ば
成
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
を
知
ツ
た
の
で
有
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら
落
合
君
に
聴
き
な
が
ら
直
し
ま
し
た
。
V
と
述
べ
、
直
文
か
ら
受

け
た
影
響
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
直
文
の
和
文
体
を
ど
う
受
け
と

め
た
の
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
鴎
外
の
文
体
論
と
も
言
う
べ

き
「
言
文
論
」
　
（
『
志
が
ら
み
草
紙
』
明
二
三
・
四
）
に
お
い
て
も
事
情
は
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
。

　
〈
古
は
言
と
文
と
の
差
別
〉
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
読
ま
せ
む
た

め
に
作
れ
る
文
漸
く
盛
に
な
り
も
て
ゆ
く
程
に
〉
〈
言
と
文
と
の
懸
隔
〉
が
生
じ

た
と
い
う
認
識
を
示
し
た
鴎
外
は
、
〈
読
む
べ
き
散
文
〉
の
改
良
更
新
の
必
要
性

を
説
く
こ
と
か
ら
始
め
る
。
鴎
外
の
認
識
は
、
話
し
言
葉
で
あ
る
「
言
」
と
書
き

言
葉
で
あ
る
「
文
」
と
は
そ
の
享
受
の
形
態
に
お
い
て
異
質
な
も
の
が
あ
る
と
の

前
提
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
く
死
文
は
既
に
作
る
べ
か
ら
ず
∨
と
い

う
立
場
に
立
つ
鴎
外
は
、
〈
我
邦
の
歴
史
を
捨
て
我
語
の
沿
革
を
顧
み
ず
必
ず
今

の
音
に
の
み
依
り
て
今
の
言
を
写
し
之
を
文
と
な
さ
む
と
す
∨
る
く
羅
馬
字
会
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

の
主
張
を
否
定
し
、
〈
「
ト
ラ
ン
ス
ス
ク
リ
プ
チ
オ
ン
」
よ
り
一
歩
を
進
め
た
る

も
の
〉
で
あ
る
若
林
甜
蔵
ら
に
よ
る
く
落
語
の
筆
記
∨
を
く
美
術
な
る
言
は
未
だ
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必
ず
し
も
美
術
な
る
文
な
ら
ず
V
と
し
て
斥
け
る
。
鴎
外
に
と
っ
て
「
文
」
と
は

あ
く
ま
で
も
書
き
言
葉
の
領
域
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〈
文
は
即
、

言
、
々
は
即
、
文
な
り
と
や
う
に
思
ふ
人
も
あ
る
〉
言
文
一
致
の
実
践
に
対
し
て

は
、
〈
撮
然
た
る
文
∨
〈
読
ま
せ
む
た
め
の
文
∨
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
り
わ
け
山
田
美
妙
の
試
み
に
対
し
て
は
、
〈
言
文
一
致
体
は
仮
名
を
正
し
或
る

一
定
の
て
に
を
は
を
用
ゐ
て
今
の
言
を
綴
り
た
る
文
な
り
此
体
の
雄
と
も
い
ふ
べ

き
山
田
美
妙
斎
氏
の
如
き
は
美
術
な
る
言
文
一
致
体
の
文
を
作
り
て
大
に
国
文
の

進
歩
を
図
ら
れ
た
り
∨
と
か
く
山
田
氏
の
流
派
は
吾
文
学
社
会
に
与
ふ
る
に
新
し

き
言
を
文
と
な
す
勇
気
を
以
て
し
た
り
日
本
新
文
学
の
先
登
を
な
し
た
り
∨
と
か

い
う
よ
う
に
、
そ
の
功
績
を
大
い
に
賞
揚
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
新
て
に
を
は
」

や
「
だ
」
　
「
で
す
」
な
ど
の
く
新
語
格
∨
に
対
し
て
は
、
い
ま
だ
く
常
格
∨
と
は

認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
否
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
る
。
最
終
的
に
は
、
落
合
直

文
の
「
文
章
の
誤
謬
」
中
の
〈
私
も
言
語
と
文
章
と
は
離
る
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
論

者
で
あ
り
ま
す
、
さ
り
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
余
程
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
居

り
ま
す
、
即
ち
言
語
を
今
少
し
上
品
に
進
め
文
章
を
少
し
引
下
げ
や
う
と
云
ふ
こ

と
で
あ
り
ま
す
（
後
略
）
〉
と
い
う
一
節
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
す

の
で
あ
る
。

余
等
は
霜
に
思
ふ
に
落
合
氏
が
引
下
け
ん
と
す
る
文
章
と
山
田
氏
が
語
格
の

旧
を
守
ら
ん
を
り
の
文
章
と
は
其
相
距
る
こ
と
今
日
の
如
く
甚
し
か
ら
ざ
る

べ
し
或
は
其
間
に
於
て
某
語
を
一
家
の
雅
な
り
と
し
て
一
家
の
俗
な
り
と
す

る
こ
と
、
一
家
は
猶
、
文
に
音
響
あ
ら
む
こ
と
を
求
め
一
家
は
極
端
の
意
見

を
操
り
て
必
ず
し
も
こ
れ
を
求
め
さ
る
如
き
こ
と
な
ど
は
あ
る
べ
け
れ
ど
之

を
今
の
懸
隔
に
比
す
れ
ば
豊
翅
に
天
涯
と
腿
尺
の
み
な
ら
む
や
鳴
呼
、
余
等

は
二
家
の
心
事
を
知
る
も
の
な
り
二
家
は
均
し
く
是
れ
我
新
国
文
の
興
ら
む

を
望
め
る
に
あ
ら
ず
や
山
田
氏
に
し
て
旧
来
の
語
格
を
散
文
に
も
応
用
せ
む

と
せ
ば
此
両
極
端
の
間
に
立
ち
た
る
幾
多
の
家
数
は
皆
、
力
を
合
は
し
て
斯

文
の
改
良
更
新
に
従
事
す
る
こ
と
を
得
べ
し
是
れ
余
等
が
切
望
に
耐
へ
ざ
る

所
な
り

　
つ
ま
り
彼
は
こ
こ
で
、
　
「
だ
」
　
「
で
す
」
な
ど
の
卑
俗
な
く
語
格
V
は
文
の
美

し
さ
を
破
壊
す
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
、
美
妙
に
「
な
り
」
　
「
た
り
」
　
「
べ

し
」
な
ど
の
〈
旧
来
の
語
格
〉
を
応
用
す
る
こ
と
を
勧
あ
、
そ
う
す
れ
ば
新
文
学

の
文
体
の
諸
流
派
は
統
一
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
落
合
直
文
の
新
国
文
運
動
と
山
田

美
妙
の
言
文
一
致
運
動
の
隔
た
り
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
鴎
外
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
当
時
の
言
文
一
致
運
動
を
全
否
定
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
書
き
言
葉
と
し
て
の
「
文
」
の
領
域
で
、

〈
読
ま
せ
む
た
め
V
の
く
散
文
V
、
〈
唯
目
と
心
と
に
待
つ
こ
と
あ
る
の
み
V
と

い
う
享
受
の
さ
れ
方
を
す
る
く
散
文
V
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
新
し
い
文
体
の
創

出
を
目
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
の
論
拠
は
、
　
「
だ
」

「
で
す
」
は
俗
で
文
に
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
一
点
の
み
で
、
言
文

一
致
体
と
旧
来
の
文
語
文
と
の
文
法
上
の
差
異
は
無
視
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
鴎

外
自
身
の
和
文
体
へ
の
見
解
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
き
わ
め
て
大
胆
な
提
案
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
鴎
外
は
な
ぜ
こ
う
し
た
論
拠
で
く
旧
来
の
語
格
V
を
擁
護
す
る

立
場
を
示
し
た
の
か
。
ど
う
や
ら
そ
の
答
え
は
、
　
「
舞
姫
」
で
採
用
さ
れ
た
文
体

を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
得
ら
れ
そ
う
に
な
い
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ

一
九
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れ
は
、
　
「
舞
姫
」
が
一
人
称
の
回
想
的
手
記
の
構
造
を
持
つ
こ
と
と
密
接
に
関
わ

っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

注

（（21
））

（
3
）

（（54
））

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

　
「
言
文
一
致
の
歴
史
論
考
　
続
篇
」
　
（
昭
五
六
・
二
　
桜
楓
社
）

　
「
文
体
革
命
論
－
言
文
一
致
運
動
と
近
代
文
体
1
」
　
（
「
文
学
』
昭
二

七
・
一
二
）

　
「
近
代
文
体
形
成
史
料
集
成
　
発
生
篇
』
　
（
昭
五
三
・
三
　
桜
楓
社
）
、

『
近
代
文
体
形
成
史
料
集
成
　
成
立
篇
』
　
（
昭
五
四
・
二
　
桜
楓
社
）

　
清
水
卯
三
郎
訳
『
も
の
わ
り
　
の
　
は
し
ご
』
　
（
明
七
）
序
文

　
「
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
と
そ
の
周
辺
」
　
（
『
鴎
外
　
そ
の
紋
様
』
昭

五
九
・
七
　
小
沢
書
店
）

　
「
金
井
湛
1
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
」
　
（
『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』

臨
時
増
刊
号
　
昭
五
九
・
一
）

　
注
（
5
）
に
同
じ
。

　
注
（
6
）
に
同
じ
。

　
「
サ
フ
ラ
ン
」
　
（
「
番
紅
花
」
大
三
・
三
）

　
「
当
流
比
較
言
語
学
」
　
（
『
東
亜
之
光
』
明
四
二
・
七
）

　
日
夏
歌
之
介
「
雅
文
小
説
の
価
値
－
続
鴎
外
小
説
の
究
寛
頂
」
　
（
『
新
女

苑
」
昭
一
三
・
八
。
後
露
．
外
文
学
』
昭
一
九
・
一
、
実
業
之
日
本
社
刊
に
収

録
）　

山
本
正
秀
「
近
代
文
体
発
生
の
史
的
研
究
』
　
（
昭
四
〇
・
七
　
岩
波
書
店
）

　
注
（
1
2
）
に
同
じ
。

　
「
和
文
体
と
漢
文
体
と
の
表
現
性
」
　
（
『
近
代
作
家
の
文
体
』
昭
六
〇
・
五

　
桜
楓
社
）

　
貫
p
ロ
゜
・
自
甘
江
o
P
転
写
、
音
訳
。
音
声
を
音
声
記
号
に
よ
っ
て
表
す
方
法
。

二
〇


