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芥
川
龍
之
介
初
期
作
品
の
語
り

│
│「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」「
運
」に
お
け
る
新
た
な
試
み
│
│

井
上　

貴
保
子

は
じ
め
に

　

芥
川
龍
之
介
は
、
晩
年
に
「「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
の
価
値
を
提
唱
し

た
１
）。
そ
の
実
作
と
見
な
さ
れ
て
い
る
作
品
は
２
）、
い
ず
れ
も
〈
作
者
〉
自
身
と
読

者
が
見
な
せ
る
よ
う
な
「
僕
」
を
語
り
手
と
す
る
一
人
称
小
説
、
い
わ
ゆ
る
私
小
説

的
作
品
で
あ
る
。
芥
川
作
品
で
は
、
書
簡
体
、
戯
曲
体
、
独
白
体
、
シ
ナ
リ
オ
、
ア

フ
ォ
リ
ズ
ム
な
ど
多
彩
な
語
り
の
設
定
や
、
複
雑
な
入
れ
子
構
造
を
も
つ
形
式
が
、

特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
な
ぜ
「「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
に
は
、

そ
れ
ま
で
の
も
の
と
比
較
す
る
と
一
見
シ
ン
プ
ル
に
見
え
る
一
人
称
語
り
が
選
ば
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
芥
川
作
品
の
語
り
が
晩
年
に
至
る

ま
で
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
追
う
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
芥
川
作
品

の
語
り
（
手
）
の
特
徴
は
、
個
々
の
作
品
／
テ
ク
ス
ト
論
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
本

稿
で
は
適
宜
そ
れ
ら
を
参
照
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
の
先
行
論
で
は
、
あ
る

作
品
／
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
特
徴
と
、
そ
れ
以
前
・
同
時
期
の
作
品
／
テ
ク
ス
ト
の

そ
れ
と
の
関
係
性
が
見
え
に
く
い
も
の
が
多
い
。
あ
る
作
品
の
語
り
が
新
し
い
こ
と
、

特
徴
的
で
あ
る
こ
と
を
い
う
た
め
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
の
語
り
に
、
そ
の
特
徴

が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
個
々
の
先
行

研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
個
々
の
作
品
の
語
り
の
特
徴
を
史
的
に
位
置
付
け
て
ゆ
く
試

み
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
芥
川
の
初
期
作
品
に

お
け
る
語
り
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
本
稿
で
取
り
扱
う
初
期
と
は
、
具
体
的
に
は
作

家
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
、
新
進
作
家
と
し
て
ス
タ
ー
ト
を
切
る
大
正
五
、六
年
頃
ま

で
を
指
す
。
本
稿
で
は
大
正
六
年
新
年
号
に
発
表
さ
れ
る
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」

「
運
」
に
初
期
芥
川
作
品
中
で
の
新
た
な
試
み
を
見
出
し
、
そ
こ
に
大
正
五
年
ま
で

の
作
品
と
比
べ
、
ど
の
よ
う
な
語
り
の
変
化
が
見
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ

し
て
、
そ
の
変
化
が
そ
の
後
の
作
品
に
ど
う
繋
が
っ
て
い
く
の
か
を
辿
っ
て
い
き
た

い
。

　

も
ち
ろ
ん
各
々
の
作
品
で
は
、
作
品
ご
と
に
異
な
っ
た
背
景
か
ら
、
そ
の
語
り
の

方
式
が
要
請
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
巨
視
的
に
語
り
の
傾
向
を
見
る

見
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
ご
と
の
微
妙
な
語
り
の
差
異
を
見
逃
し
て
し
ま
う
危
険

性
が
あ
る
３
）。
一
方
、
右
で
指
摘
し
た
よ
う
な
作
品
／
テ
ク
ス
ト
間
の
繋
が
り
を
欠

い
た
個
別
の
作
品
／
テ
ク
ス
ト
論
の
増
加
や
、
有
名
な
作
品
で
は
膨
大
な
論
考
が
存

在
す
る
反
面
、
そ
う
で
な
い
作
品
は
伝
記
と
一
体
に
な
っ
た
よ
う
な
網
羅
的
な
初
期

の
研
究
や
辞
典
で
、
言
及
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
と
い
う
芥
川
研
究
の
現
状
も
あ
る
。

こ
れ
を
鑑
み
る
と
、
語
り
の
観
点
で
複
数
の
作
品
を
概
観
す
る
方
法
は
、
右
の
よ
う

な
危
険
性
も
あ
る
反
面
、
複
数
作
品
を
有
機
的
に
位
置
づ
け
、
メ
ジ
ャ
ー
・
マ
イ

ナ
ー
に
関
わ
ら
ず
作
品
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
よ
っ
て
本

稿
の
視
点
は
、
右
に
挙
げ
た
芥
川
研
究
の
現
状
に
お
け
る
課
題
に
応
え
う
る
点
で
も

価
値
が
あ
る
と
考
え
る
。

一
、
大
正
六
年
以
前
に
お
け
る
芥
川
作
品
の
語
り
の
特
徴

　

ま
ず
、
大
正
五
年
ま
で
の
芥
川
作
品
に
お
け
る
語
り
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

大
正
五
年
ま
で
の
芥
川
作
品
は
、
主
に
第
四
次
『
新
思
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
一
人
称

小
説
と
、『
新
思
潮
』
と
そ
れ
以
外
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
三
人
称
小
説
に
分
け
ら

れ
る
。
一
人
称
小
説
に
関
し
て
は
後
に
詳
し
く
触
れ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
三
人
称

小
説
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
該
当
す
る
作
品
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
以
下
単
に

『
新
思
潮
』
と
し
た
も
の
は
第
四
次
『
新
思
潮
』
を
指
す
）。

大
正
三
年
五
月
「
老
年
」
第
三
次
『
新
思
潮
』

大
正
四
年
四
月
「
ひ
よ
つ
と
こ
」『
帝
国
文
学
』

　
　
　
　

十
一
月
「
羅
生
門
」『
帝
国
文
学
』
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二

大
正
五
年
二
月
十
五
日
「
鼻
」『
新
思
潮
』

　
　
　
　

五
月
「
虱
」『
希
望
』（
推
定
）

　
　
　
　

六
月
「
酒
虫
」『
新
思
潮
』

　
　
　
　

八
月
「
仙
人
」『
新
思
潮
』

　
　
　
　

九
月
「
芋
粥
」『
新
小
説
』

　
　
　
　

十
月
「
手
巾
」『
中
央
公
論
』

　
　
　
　

十
一
月
「
煙
管
」『
新
小
説
』

　
　
　
　

十
一
月
「
煙
草
」（
↓
「
煙
草
と
悪
魔
」）『
新
思
潮
』

　

芥
川
の
大
正
五
年
ま
で
の
三
人
称
小
説
の
特
徴
と
し
て
、
顕
在
化
し
た
語
り
手
と

典
拠
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
、
大
ま
か
に
見
て
い
く
。

（
１
）
顕
在
化
し
た
語
り
手

　

芥
川
初
期
作
品
の
特
徴
と
し
て
、
語
り
手
の
顕
在
化
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
、

語
り
手
が
ど
の
よ
う
な
表
現
で
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
こ
の
点
に
関

し
て
は
、「
羅
生
門
」
を
中
心
と
し
て
多
く
の
先
行
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
、

紙
幅
の
都
合
上
そ
れ
ら
を
全
て
掲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、

「
羅
生
門
」
の
語
り
を
顕
在
的
に
し
て
い
る
表
現
と
そ
の
例
を
、
そ
れ
を
早
く
に
指

摘
し
た
先
行
論
と
と
も
に
挙
げ
、
他
の
初
期
作
品
に
も
そ
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ

る
こ
と
を
い
う
形
を
と
る
。
語
り
手
を
顕
在
的
に
し
て
い
る
表
現
と
し
て
、
主
に
以

下
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ａ
．
語
り
手
を
主
体
と
す
る
表
現
の
多
用

　

芥
川
の
初
期
三
人
称
小
説
に
は
、
作
中
人
物
の
視
点
と
同
化
し
た
も
の
と
は
読
み

取
れ
な
い
視
覚
・
聴
覚
表
現
、
推
量
・
判
断
・
評
価
表
現
、
ま
た
「
云
ふ
」
等
の
表

現
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
語
り
手
を
主
体
と
す
る
表
現
に
よ
っ
て
、
見

聞
き
、
考
え
、
語
っ
て
い
る
主
体
と
し
て
の
語
り
手
が
顕
在
化
し
て
い
る
﹇
長
谷
川

達
哉
（
一
九
九
八
）﹈。

　

そ
の
代
り
又
鴉
が
何
処
か
ら
か
、
た
く
さ
ん
集
つ
て
来
た
。
昼
間
見
る
と
、

そ
の
鴉
が
何
羽
と
な
く
輪
を
描
い
て
、
高
い
鴟
尾
の
ま
は
り
を
啼
き
な
が
ら
、

飛
び
ま
は
つ
て
ゐ
る
。

こ
の
表
現
は
、
他
の
初
期
作
品
全
て
に
見
ら
れ
る
。

ｂ
．「
作
者
」「
自
分
」
と
い
う
語

　
「
作
者
」「
自
分
」
と
い
う
語
り
手
自
身
を
指
す
語
に
よ
り
、
語
り
手
が
実
体
的
に

な
っ
て
い
る
﹇
渡
邊
拓
（
一
九
九
二
）﹈。

　

作
者
は
さ
つ
き
、「
下
人
が
雨
や
み
を
待
つ
て
ゐ
た
」
と
書
い
た
。

こ
の
表
現
は
、「
酒
虫
」「
仙
人
」「
手
巾
」「
煙
草
と
悪
魔
」
に
見
ら
れ
る
。

ｃ
．
語
り
の
時
間
と
物
語
内
容
の
時
間
と
の
時
間
的
差
異
の
前
景
化

　

昔
を
舞
台
に
し
た
作
品
で
、「
当
時
」（
物
語
内
容
の
時
間
）
と
「
今
」（
語
り
の

現
在
）
と
い
う
時
間
的
差
異
を
示
す
表
現
や
、
外
来
語
﹇
渡
邊
拓
（
一
九
九
二
）﹈、

明
治
以
降
に
新
し
く
作
ら
れ
た
り
、
新
し
い
用
法
を
得
た
り
し
た
漢
語
等
が
現
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
語
り
手
が
作
中
内
時
間
と
は
画
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
誇
示
さ
れ

て
い
る
。

　

前
に
も
書
い
た
や
う
に
、
当
時
京
都
の
町
は
一
通
り
な
ら
ず
衰
微
し
て
ゐ
た
。

　

そ
の
上
、
今
日
の
空
模
様
も
少
か
ら
ず
、
こ
の
平
安
朝
の
下
人
の

Sentim
entalism

に
影
響
し
た
。

こ
の
表
現
は
、「
鼻
」「
虱
」「
酒
虫
」「
仙
人
」「
芋
粥
」「
煙
管
」「
煙
草
と
悪
魔
」

の
、
昔
を
舞
台
に
し
た
作
品
全
て
に
当
て
は
ま
る
。

　

芥
川
初
期
三
人
称
小
説
の
語
り
手
は
、
以
上
の
三
点
の
表
現
に
よ
り
顕
在
化
し
て

い
る
４
）

に
も
関
わ
ら
ず
、
作
中
世
界
の
登
場
人
物
と
し
て
は
現
れ
な
い
と
い
う
点
で
、

一
人
称
的
三
人
称
（
一
人
称
性
の
強
い
三
人
称
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
５
）。
た
だ
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井上　貴保子三

三

し
、
右
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
以
上
の
三
点
の
表
現
は
全
て
の
初
期
作
品
が
兼
ね
備

え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
語
り
手
の
顕
在
の
仕
方
、
度
合
い
は
一
定
で
な
い
。
し

か
し
、
語
り
手
が
顕
在
化
し
て
い
る
作
品
が
立
て
続
け
に
発
表
さ
れ
、
後
に
作
品
集

に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
作
品
は
相
互
補
完
的
に
顕
在
的
な
語
り
手
の
イ

メ
ー
ジ
を
高
め
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、〈
芥
川
〉
的
語
り
手
の

イ
メ
ー
ジ
、〈
芥
川
作
品
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
読
者
の
間
に
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
は
ず

で
あ
る
６
）。

　

次
に
、
こ
の
語
り
手
と
作
中
人
物
と
の
関
係
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
顕
在
的
な
語

り
手
は
、
作
中
人
物
よ
り
上
位
に
立
ち
、
人
物
の
心
中
を
見
通
し
て
そ
の
心
理
を
解

説
す
る
か
の
よ
う
に
語
る
傾
向
が
あ
る
﹇
長
谷
川
達
哉
（
一
九
九
八
）﹈。
左
の
例
で

は
、
語
り
手
は
人
物
の
行
動
、
様
子
を
述
べ
て
か
ら
そ
の
理
由
を
解
説
し
て
い
る
。

下
人
は
、
頸
を
ち
ゞ
め
な
が
ら
、
山
吹
の
汗
袗
に
重
ね
た
、
紺
の
襖
の
肩
を
高

く
し
て
、
門
の
ま
は
り
を
見
ま
は
し
た
。
雨
風
の
患
の
な
い
、
人
目
に
か
ゝ
る

惧
の
な
い
、
一
晩
楽
に
ね
ら
れ
さ
う
な
所
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
と
も
か
く
も
、

夜
を
明
か
さ
う
と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
。 

（「
羅
生
門
」）

ま
た
こ
の
語
り
手
は
、
そ
の
人
物
の
自
覚
し
て
い
な
い
内
面
も
語
っ
て
い
る
。

何
故
生
き
て
ゆ
く
の
は
苦
し
い
か
、
何
故
、
苦
し
く
と
も
、
生
き
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
。
勿
論
、
李
は
一
度
も
さ
う
云
ふ
問
題
を
考
へ
て
見
た
事
が

な
い
。
が
、
そ
の
苦
し
み
を
、
不
当
だ
と
は
、
思
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
そ

の
苦
し
み
を
与
へ
る
も
の
を
│
│
そ
れ
が
何
だ
か
、
李
に
は
わ
か
ら
な
い
が
│

│
無
意
識
な
が
ら
憎
ん
で
ゐ
る
。 

（「
仙
人
」）

こ
の
語
り
手
の
上
位
性
は
、
右
で
指
摘
し
た
外
来
語
、
明
治
以
降
の
和
製
漢
語
等
の

使
用
に
よ
っ
て
も
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
語
の
使
用
に
よ
り
語
り
手
は
、
作
中

人
物
の
内
面
を
そ
の
ま
ま
に
再
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
語
り
手
自
身
の
言
葉
で

人
物
の
内
面
を
意
味
づ
け
、
語
り
直
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
印
象
が
読
者
に
も
た
ら

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
人
称
的
な
語
り
手
が
人
物
の
心
中
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
そ
の

解
釈
の
恣
意
性
が
露
呈
す
る
可
能
性
を
孕
む
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、「
で
あ
る
」

と
い
う
断
定
表
現
を
頻
用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
解
釈
に
権
威
が
与
え
ら
れ

る
﹇
篠
崎
美
生
子
（
二
〇
〇
七
）﹈。

　

以
上
の
よ
う
に
、
顕
在
化
し
た
語
り
手
が
、
作
中
人
物
よ
り
上
位
に
立
ち
権
威
を

持
っ
て
解
説
す
る
こ
と
に
よ
り
、
語
り
手
と
そ
れ
に
従
属
す
る
作
中
人
物
（〈
語
り

手
―
人
物
〉）
と
い
う
関
係
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
作
品
世
界
が
語
り
手
に

よ
っ
て
強
力
に
統
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
が
読
者
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
典
拠
の
存
在

　

芥
川
初
期
作
品
は
、『
今
昔
物
語
集
』
や
『
聊
斎
志
異
』
な
ど
の
典
拠
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
﹇
吉
田
精
一
（
一
九
八
一
：
九
六
〜
九
七
）﹈。
し
か
し
、

実
際
に
芥
川
が
典
拠
を
も
と
に
し
て
作
品
を
書
い
た
の
で
は
な
く
、
典
拠
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
作
中
で
示
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
す
べ
き
点
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
伝

聞
・
引
用
表
現
で
そ
の
作
品
に
典
拠
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
あ
っ
た
り
、
典
拠
に
つ

い
て
作
中
や
作
品
外
で
言
及
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

古
老
の
伝
へ
る
所
に
よ
る
と
、
前
田
家
で
は
斉
広
以
後
、
斉
泰
も
、
慶
寧
も
、

煙
管
は
皆
真
鍮
の
も
の
を
用
ひ
た
さ
う
で
あ
る
、 

（「
煙
管
」）

出
所
は
今
昔
（
宇
治
拾
遺
に
も
あ
る
）
で
あ
る 

（「
鼻
」
初
出
末
文
）

「
煙
草
」
の
材
料
は
、
昔
、
高
木
さ
ん
の
比
較
神
話
学
を
読
ん
だ
時
に
見
た
話

を
少
し
変
へ
て
使
つ
た
。 

（「
校
正
の
后
に
」『
新
思
潮
』
大
正
五
年
十
一
月
）

後
者
の
、
作
品
の
末
尾
や
雑
誌
の
後
記
で
典
拠
を
示
し
て
い
る
も
の
は
、
単
行
本
に

収
録
す
る
際
削
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
初
出
に
触
れ
る
読
者
は
、
そ
れ
ら
の

言
及
を
踏
ま
え
て
作
品
を
読
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
表
現
は
、
一
つ
は
（
１
）
で
見
た
、
引
用
者
と
し
て
の
語
り
手
の
存
在
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四

を
顕
在
化
す
る
要
素
に
含
ま
れ
る
﹇
石
原
千
秋
（
一
九
九
六
）﹈。
ま
た
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
こ
の
作
品
が
典
拠
を
も
と
に
語
り
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
意

識
さ
せ
る
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
典
拠
と
そ
の
引

用
・
解
釈
と
し
て
の
作
品
（〈
典
拠
―
作
品
〉）
と
い
う
安
定
し
た
関
係
が
生
ま
れ
る

の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、（
１
）（
２
）
の
特
徴
か
ら
〈
語
り
手
―
人
物
〉〈
典
拠
―
作
品
〉

と
い
う
従
属
関
係
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
関
係
が
も
た
ら

す
安
定
感
に
よ
っ
て
、
読
者
は
作
品
に
対
し
完
成
品
と
い
う
印
象
を
抱
く
。

　

僕
の
書
く
も
の
を
、
小
さ
く
纏
り
す
ぎ
て
ゐ
る
と
云
う
て
非
難
す
る
人
が
あ

る
。
し
か
し
僕
は
、
小
さ
く
と
も
完
成
品
を
作
り
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
芸
術

の
境
に
未
完
成
品
は
な
い
。
大
い
な
る
完
成
品
に
至
る
途
は
、
小
な
る
完
成
品

あ
る
の
み
で
あ
る
。
流
行
の
大
な
る
未
成
品
の
如
き
は
、
僕
に
と
つ
て
、
何
等

の
意
味
も
な
い
。

 

（「
校
正
後
に
」『
新
思
潮
』
大
正
五
年
九
月
）

右
に
あ
る
「
完
成
」、
ま
た
は
読
者
の
感
じ
る
そ
の
よ
う
な
印
象
７
）

は
、
以
上
の
二

点
の
特
徴
に
よ
っ
て
も
た
ら
そ
う
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
芥
川
の
試
み
は
、
自
然
主
義
的
な
小
説
の
方
法
に
対
す
る
明
ら
か
な
差

異
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
然
主
義
的
な
小
説
は
、
作
中
人
物
の
視
点
に
立

ち
自
ら
は
透
明
化
す
る
語
り
手
﹇
柄
谷
行
人
（
二
〇
〇
四
）﹈
と
、
作
家
情
報
な
ど

の
作
外
現
実
（
典
拠
）
を
作
品
に
取
り
入
れ
る
方
法
﹇
三
好
行
雄
（
一
九
九
三
）﹈

で
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
り
読
者
は
、
あ
た
か

も
作
中
人
物
の
内
面
が
、
透
明
な
言
葉
を
通
し
て
直
接
あ
り
の
ま
ま
に
提
示
さ
れ
て

い
る
（
描
写
さ
れ
て
い
る
）
リ
ア
ル
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
り
、
ま
た

作
外
現
実
を
参
照
項
と
し
て
、
作
品
に
〈
事
実
〉〈
作
者
〉
そ
の
も
の
が
表
現
さ
れ

て
い
る
と
読
み
取
る
。

　

芥
川
の
方
法
は
、
こ
れ
ら
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
前
提
と
し
て
無
条
件
に
用
い
ら
れ

て
い
る
方
法
を
可
視
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
透
明
な
語
り
手
は
、
作
品
内
容
を

あ
り
の
ま
ま
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
点
に
お
い
て
、
語
る
内
容
が
正
し
い

と
い
う
潜
在
的
な
権
威
を
持
っ
て
い
る
。
芥
川
は
そ
の
潜
在
性
を
可
視
化
し
、
作
品

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
も
そ
う
い
っ
た
語
り
手
の
権
威
に
保
障
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
芥
川
の
対
自
然
主
義
的
な
姿
勢
は
初
期
文

章
「
日
光
小
品
」（
明
治
四
十
年
代
）
に
既
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
方
法

は
そ
の
批
評
意
識
が
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
当
時
自
然
主
義
は

過
去
の
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
ポ
ス
ト
自
然
主
義
の
登
場
が
待
た
れ
て

い
た
﹇
篠
崎
美
生
子
（
二
〇
一
七
）﹈。
こ
の
文
壇
状
況
を
考
え
る
と
、
芥
川
の
対
自

然
主
義
的
な
姿
勢
は
内
在
的
な
も
の
か
ら
、
次
第
に
ポ
ス
ト
自
然
主
義
の
立
ち
位
置

に
自
ら
を
置
く
戦
略
的
、
自
覚
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
以
上
か
ら
芥
川
の
初
期
の
試
み
は
対
自
然
主
義
と
い
う
立
場
を
明
ら
か
に
し
、

作
品
の
完
結
性
を
保
持
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
権
威
を
持
っ
た
語
り
手
と
典
拠
が
も
た
ら
す
安
定
感
と
い

う
特
徴
に
抗
す
る
作
品
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
私
」
の
体
験
談
と
い
う
設
定
か
ら
一

人
称
で
統
制
さ
れ
た
作
品
「
猿
」
と
、
小
説
家
に
嘘
の
材
料
を
提
供
す
る
「
自
分
」

が
語
り
手
の
作
品
「
創
作
」
を
同
時
発
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
第
四
次
『
新
思

潮
』
大
正
五
年
九
月
）、「
猿
」
の
「
私
」
が
語
る
内
容
そ
の
も
の
の
信
憑
性
が
揺
ら

ぎ
、
そ
の
結
果
一
つ
の
視
点
で
小
説
世
界
を
統
制
す
る
こ
と
へ
の
懐
疑
が
示
さ
れ
て

い
る
８
）。
が
、
こ
れ
は
同
人
雑
誌
『
新
思
潮
』
と
い
う
私
的
な
場
が
可
能
に
し
た
実

験
的
創
作
で
あ
っ
た
。
大
正
五
年
ま
で
の
芥
川
作
品
で
は
、
上
記
の
二
つ
の
方
法
に

よ
っ
て
安
定
し
た
、
完
成
度
の
高
い
作
品
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
築

か
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
、
概
ね
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
特
徴
は
あ
く
ま
で
三
人
称
小
説
の
も
の
で
あ
る
が
、
後
で
見
る
通
り
、
第

四
次
『
新
思
潮
』
に
主
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
一
人
称
小
説
に
比
べ
て
、
よ
り
多
く
の

読
者
の
目
に
触
れ
る
文
芸
誌
『
新
小
説
』、
一
般
誌
『
中
央
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た

作
品
は
全
て
三
人
称
小
説
で
あ
っ
た
。
ま
た
大
正
五
年
当
時
、
芥
川
に
つ
い
て
の
言

及
は
後
者
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
に
対
す
る
も
の
が
多
い
。
よ
っ
て
、
当
時
の

〈
芥
川
作
品
〉
の
イ
メ
ー
ジ
は
本
節
で
見
た
三
人
称
小
説
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
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の
こ
と
は
芥
川
も
自
覚
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
正
六
年
の

「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」「
運
」
に
は
、
こ
の
状
況
か
ら
新
た
な
段
階
へ
踏
み
出
そ
う
と

い
う
動
き
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

二
、
大
正
六
年
一
月
の
芥
川
作
品

　
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
は
『
新
潮
』、「
運
」
は
『
文
章
世
界
』
の
大
正
六
年
一
月

号
に
発
表
さ
れ
た
。
認
め
ら
れ
た
作
家
の
証
、
新
年
号
に
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
芥
川

作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」

　

自
分
の
村
で
切
支
丹
が
邪
法
を
行
っ
た
こ
と
を
医
師
尾
形
了
斎
が
公
儀
に
告
げ
る

候
文
体
の
文
書
で
あ
る
。

　

切
支
丹
の
宗
徒
で
あ
る
百
姓
の
後
家
篠
が
、
娘
の
病
気
を
診
て
く
れ
る
よ
う
了
斎

に
頼
み
に
来
る
。
了
斎
は
篠
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
ゆ
え
そ
れ
を
拒
絶
す
る
。
三
度

目
に
訪
問
し
た
際
、
篠
は
棄
教
す
る
と
宣
言
す
る
が
、
診
察
し
た
と
こ
ろ
娘
は
手
遅

れ
で
あ
っ
た
。
了
斎
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
娘
は
亡
く
な
り
、
篠
は
発
狂
し
た
と
聞

く
。
し
か
し
そ
の
翌
日
、
了
斎
が
篠
の
家
の
前
を
通
る
と
、
伴
天
連
と
共
に
篠
と
娘

の
姿
が
見
え
た
。
村
人
に
よ
る
と
、
そ
の
朝
来
た
伴
天
連
が
篠
の
懺
悔
を
聞
き
届
け

る
と
、
篠
を
正
気
に
戻
し
、
娘
を
蘇
生
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
篠
母
子
は
伴

天
連
と
共
に
隣
村
へ
引
き
移
り
、
同
人
宅
は
焼
き
払
わ
れ
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

「
運
」

　

清
水
観
音
へ
参
詣
す
る
往
来
に
面
し
た
あ
ば
ら
家
の
主
人
、
陶
器
師
の
翁
が
客
の

青
侍
に
、
西
の
市
で
績
麻
の
店
を
出
し
て
い
る
女
の
過
去
の
物
語
を
す
る
。

　

そ
の
女
が
娘
の
時
に
、
一
生
安
楽
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
と
、
清
水
観
音
に
お
籠
り

し
て
願
を
か
け
た
。
す
る
と
、
帰
途
言
い
寄
る
男
の
言
葉
に
従
え
、
と
い
う
お
告
げ

を
受
け
る
。
お
告
げ
の
通
り
、
帰
途
一
人
の
男
が
彼
女
に
言
い
寄
っ
て
来
て
八
坂
寺

の
塔
の
中
へ
連
れ
込
み
、
二
人
で
一
晩
過
す
。
翌
朝
、
男
は
夫
婦
約
束
を
し
て
綾
と

絹
と
を
女
に
与
え
、
外
出
す
る
。
女
が
塔
の
奥
へ
行
っ
て
み
る
と
そ
こ
は
盗
品
の
山

で
、
男
は
盗
人
だ
っ
た
の
だ
と
悟
る
。
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
と
、
炊
女
の
老
尼
法
師

に
と
が
め
ら
れ
る
。
女
は
つ
か
み
合
い
の
末
、
尼
を
殺
し
て
逃
走
す
る
。
五
条
辺
の

知
人
の
家
に
隠
れ
て
い
る
と
、
検
非
違
使
が
件
の
男
を
捕
ま
え
て
、
八
坂
寺
の
塔
へ

検
分
に
行
く
の
を
垣
間
見
る
。
そ
の
後
、
綾
と
絹
を
元
手
に
女
は
何
不
自
由
の
な
い

身
の
上
に
な
る
。

　

女
の
物
語
が
終
わ
っ
て
、
そ
ん
な
運
な
ら
授
か
り
た
い
と
青
侍
が
言
う
の
に
対
し
、

翁
は
真
っ
平
だ
と
答
え
る
。

　

こ
れ
ら
二
作
の
語
り
手
は
、
前
節
の
語
り
手
の
特
徴
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
語
り
の
形
式
を
見
て
み
る
と
、「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
は

一
人
称
の
書
簡
体
小
説
、「
運
」
は
三
人
称
の
地
の
文
も
あ
る
が
、
翁
と
青
侍
と
の

対
話
、
と
い
う
よ
り
翁
の
一
人
称
語
り
を
主
と
す
る
作
品
で
あ
る
。
よ
っ
て
芥
川
初

期
作
品
の
特
徴
で
あ
っ
た
、（
１
）
権
威
あ
る
顕
在
化
し
た
語
り
手
に
よ
る
三
人
称

小
説
か
ら
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
は
類
似

し
た
作
品
の
指
摘
は
あ
る
も
の
の
、
明
確
な
典
拠
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
９
）、

「
運
」
の
方
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
六
「
貧
女
、
仕
清
水
観
音
得
助
語
第

三
十
三
」
を
主
な
材
源
と
し
て
い
る
﹇
吉
田
精
一
（
一
九
五
八
）﹈。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
典
拠
の
あ
る
な
し
で
は
な
く
、
顕
在
化
し
た
語
り
手
に
よ
っ
て
典
拠
が
あ
る
と

作
中
で
示
さ
れ
て
い
な
い
点
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、
両
者
と
も
引
用
表
現
が
な

い
た
め
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
従
来
の
（
２
）〈
典
拠
―
作
品
〉
の
関
係
で
安
定
感
を

も
た
ら
す
方
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
に
関
し
て

は
新
し
い
典
拠
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
最
後
に
触
れ
る
）。
栗
栖
眞
人

（
二
〇
〇
六
）
は
「
運
」
に
関
し
て
、
長
野
嘗
一
（
一
九
六
七
）
が
対
話
形
式
の
試

み
は
形
式
の
変
化
を
狙
っ
た
も
の
だ
と
し
た
点
に
対
し
、
ま
だ
そ
の
時
点
で
単
行
本

す
ら
出
し
て
い
な
い
芥
川
が
形
式
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
へ
の
危
機
感
を
抱
く
は
ず
が
な

い
と
否
定
し
て
い
る
。
が
、
右
に
見
た
通
り
、「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」「
運
」
で
従
来

の
作
品
か
ら
変
化
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
1
0
）。
以
下
、
こ

れ
ら
の
作
品
で
、
特
に
（
１
）
顕
在
化
し
た
権
威
あ
る
語
り
手
か
ら
語
り
手
が
ど
の

よ
う
に
変
化
し
て
い
る
か
、
そ
の
内
実
を
詳
し
く
見
て
い
く
。
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Ⅰ
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」

　
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
は
、「
五
、十
二
、七
」
と
い
う
初
出
の
文
末
日
付
に
よ
る
と
、

大
正
五
年
十
二
月
七
日
に
脱
稿
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
年
十
二
月
三
日
久

米
正
雄
宛
書
簡
で
「
全
速
力
で
小
説
を
書
い
て
居
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
が
本
作
と

思
わ
れ
、
ま
た
、
友
人
松
岡
譲
と
久
米
が
当
時
鎌
倉
に
い
た
芥
川
を
訪
問
し
て
い
た

時
に
本
作
が
脱
稿
さ
れ
た
、
と
い
う
松
岡
の
証
言
か
ら
も
、
こ
の
日
付
を
裏
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
1
1
）。

　

先
行
論
を
見
る
と
、
形
式
面
で
は
、
候
文
の
書
簡
体
に
よ
り
奇
跡
と
い
う
内
容
が

自
然
に
表
現
さ
れ
て
い
る
﹇
吉
田
精
一
（
一
九
五
八
）﹈、
そ
の
抑
制
さ
れ
た
文
体
が

か
え
っ
て
篠
の
苦
悩
を
沈
痛
に
表
現
し
て
い
る
﹇
佐
藤
泰
正
（
一
九
七
七
）﹈
な
ど

と
評
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
登
場
人
物
と
し
て
の
了
斎
に
関
し
て
は
、
書
簡
の
内
容

に
即
し
て
、
篠
母
子
と
了
斎
と
の
対
照
（
例
え
ば
前
者
の
素
朴
な
信
仰
・
熱
情
の
勝

利
に
対
す
る
、
後
者
の
公
道
の
道
理
・
医
術
の
敗
北
﹇
勝
倉
壽
一
（
一
九
八
〇
）﹈

な
ど
）
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
書
簡
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
に
読
み
取
ら
れ
た
結
果
、

作
中
人
物
と
し
て
の
了
斎
ば
か
り
に
注
目
が
行
き
、
物
語
を
語
っ
て
い
る
（
書
簡
を

書
い
て
い
る
）
と
い
う
語
り
手
（
書
き
手
）
の
機
能
に
つ
い
て
は
看
過
さ
れ
て
き
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
菅
聡
子
（
二
〇
〇
三
）
な
ど
、
近
年
は
書
簡
の
書
き
手

と
し
て
の
了
斎
に
着
目
す
る
論
も
出
て
き
て
い
る
。
こ
の
論
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し

く
触
れ
る
。

　

以
下
本
作
の
語
り
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
本
作
は
一
人
称
の
書
簡
体
小
説

で
あ
る
た
め
、
従
来
の
権
威
あ
る
語
り
手
に
よ
る
三
人
称
小
説
か
ら
変
化
し
て
い
る

こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
従
来
の
芥
川
の
一
人
称
小
説
と
は
ど
の
よ
う
な
相

違
点
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
ま
で
の
芥
川
の
一
人
称
小
説
は
、
一
で
触
れ
た
「
猿
」「
創
作
」
を
除
く
と
、

「
孤
独
地
獄
」（『
新
思
潮
』
大
正
五
年
四
月
）「
父
」（『
新
思
潮
』
大
正
五
年
五
月
）

「
野
呂
松
人
形
」（『
人
文
』
大
正
五
年
八
月
）「
出
帆
」（『
新
思
潮
』
大
正
五
年
十

月
）
と
い
う
よ
う
に
、
語
り
手
に
つ
い
て
の
情
報
が
乏
し
い
た
め
、
語
り
手
＝
〈
作

者
芥
川
〉と
読
者
に
受
け
取
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た﹇
篠
崎
美
生
子（
二
〇
〇
〇
）﹈。

加
え
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
主
な
掲
載
誌
第
四
次
『
新
思
潮
』
と
い
う
内
輪
な
同
人

誌
の
場
が
、
語
り
手
＝
〈
作
者
芥
川
〉
と
い
う
読
み
を
補
強
し
て
い
た
1
2
）。
ま
た

安
藤
宏
（
二
〇
〇
八
）
は
、
一
人
称
と
い
う
語
り
の
形
式
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
証

言
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
生
み
出
し
、
ど
ん
な
内
容
も
実
体
験
の
よ
う
に
語
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
人
称
の
形
式
そ
の
も
の
も
、
物
語
内

容
に
実
見
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
た
ら
す
。
以
上
か
ら
、
従
来
の
芥
川
の
一
人
称
小

説
は
、〈
作
者
〉
と
作
品
が
近
く
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
た
作
品
だ
っ
た
と
い
え

る
。

　

一
方
本
作
は
、
ま
ず
語
り
手
（
書
き
手
）
が
尾
形
了
斎
と
い
う
医
師
で
あ
る
こ
と

が
読
み
取
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
語
り
手
＝
〈
作
者
芥
川
〉
と
い
う
コ
ー
ド
は
発
生
し

な
い
。
ま
た
右
の
一
人
称
作
品
で
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
た
ら
し
て
い
た
一
人
称
と
い

う
形
式
は
、
本
作
で
は
以
下
の
二
点
で
作
品
内
容
を
多
義
化
す
る
方
向
に
働
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

ⅰ
書
簡
と
い
う
設
定

　

本
作
は
邪
教
を
告
発
す
る
公
儀
へ
の
報
告
書
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り
、
書
簡
に

明
確
な
目
的
が
託
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
書
簡
と
い
う
形
式
は
送
り
手
／
受
け
手
の
関

係
を
創
出
す
る
。
よ
っ
て
本
作
の
書
簡
と
い
う
形
式
は
、
送
り
手
の
目
的
意
識
／
受

け
手
に
対
す
る
意
識
に
よ
っ
て
、
公
儀
へ
伝
え
る
と
い
う
書
簡
の
用
途
／
建
前
と
、

そ
の
裏
に
あ
る
も
の
、
と
い
う
二
重
化
を
書
簡
の
読
み
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
書
簡
で
は
切
支
丹
へ
の
強
い
嫌
悪
の
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
了
斎
の

本
心
で
は
な
く
、
邪
教
を
告
発
す
る
た
め
の
強
調
、
公
儀
の
考
え
に
沿
っ
た
態
度
な

ど
と
い
う
よ
う
な
、
書
簡
の
受
け
手
公
儀
を
意
識
し
た
表
現
の
可
能
性
も
あ
る
、
と

読
者
に
思
わ
せ
る
効
果
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
人
称
小
説
の
も
つ
語
り
手

の
限
定
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
了
斎
自
身
が
公
儀
的
な
反
切
支
丹
の
バ
イ

ア
ス
に
捉
わ
れ
て
い
る
と
読
者
に
思
わ
せ
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

本
作
で
の
書
簡
の
設
定
は
様
々
な
読
み
を
喚
起
す
る
た
め
、
客
観
的
で
真
摯
に
物
事

を
見
よ
う
と
す
る
語
り
手
が
、
起
こ
っ
た
こ
と
思
っ
た
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
語
ろ

う
と
し
て
い
る
と
い
う
前
提
で
、
作
品
を
書
い
て
あ
る
ま
ま
に
読
む
こ
と
を
読
者
に

た
め
ら
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
山
口
直
孝
（
二
〇
一
四
）
が
、
一
九
一
〇
年
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七

前
後
の
「
初
期
の
書
簡
体
小
説
の
隆
盛
を
支
え
た
の
は
、「
書
簡
は
真
情
を
語
る
」

と
い
う
理
念
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
書
簡
体
小
説
と
は
異
な
っ
た
事
態
が
出
来
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

ⅱ
伝
聞
に
よ
る
曖
昧
化

　

次
に
、
大
正
六
年
三
月
八
日
江
口
渙
宛
の
芥
川
書
簡
を
見
る
と
、

そ
れ
か
ら
君
の
了
斎
評
に
は
賛
成
で
す
実
際
ミ
ラ
ク
ル
は
も
つ
と
長
く
書
く
気

で
ゐ
た
ん
で
す
が
い
ろ
ん
な
事
に
妨
げ
ら
れ
て
時
間
が
な
く
な
り
あ
ん
な
風
に

圧
搾
し
て
し
ま
つ
た
の
で
す
あ
れ
も
仄
筆
の
罪
で
す
暇
が
あ
つ
た
ら
書
き
直
し

た
い
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
が
ど
う
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん

と
あ
る
。
了
斎
の
書
簡
で
は
篠
が
診
察
を
頼
み
に
来
る
三
月
七
日
か
ら
九
日
に
か
け

て
は
自
身
の
実
見
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
娘
里
の
死
と
そ
の
蘇
生
の
顛
末
と
い

う
二
点
に
関
し
て
は
伝
聞
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

然
る
に
、
其
日
未
時
下
り
、
名
主
塚つ

か
ご
し越
弥や
ざ
え
も
ん
ど
の
ぼ
ぎ

左
衛
門
殿
母
儀
検
脈
に
参
り
候
所
、

篠
娘
死
去
致
し
候
由
、
並
に
篠
、
悲
嘆
の
あ
ま
り
、
遂
に
発
狂
致
し
候
由
、
弥

左
衛
門
殿
よ
り
承
り
候
。
右
に
依
れ
ば
、
里
落
命
致
し
候
は
、
私
検
脈
後
一
時

の
間
と
相
見
え
、
巳み

の
上じ
や
う
こ
く刻に
は
、
篠
、
既
に
乱
心
の
体
に
て
、
娘
屍
骸
を
掻

き
抱
き
、
声
高
に
何
や
ら
、
蛮ば

ん
い
ん音
の
経
文
読
誦
致
し
居
り
し
由
に
御
座
候
。
猶な
ほ

、

此
儀
は
、
弥
左
衛
門
殿
直ぢ

き

に
見
受
け
ら
れ
候
趣
に
て
、
村
方
嘉
右
衛
門
殿
、
藤と
う

吾ご

殿
、
治
兵
衛
殿
等
も
、
其
場
に
居
合
さ
れ
し
由
に
候
へ
ば
、
千
万
実
事
た
る

に
紛
れ
無
か
る
可
く
候
。

里
蘇そ

せ
い生
致
し
候
次
第
に
付
き
、
村
方
の
人
々
に
委
細
相あ
ひ

尋た
づ

候
へ
ば
、
右
紅
毛
の

伴
天
連
ろ
ど
り
げ
儀
、
今
朝
、
伊
留
満
共
相
従
へ
、
隣
村
よ
り
篠
宅
へ
参
り
、

同
人
懺こ

ひ
さ
ん悔
聞
き
届
け
候
上
、
一
同
宗
門
仏
に
加
持
致
し
、
或
は
異
香
を
焚た

き
薫く
ゆ

ら
し
、
或
は
神
水
を
振
り
濺そ
ゝ

ぎ
な
ど
致
し
候
所
、
篠
の
乱
心
は
自
ら
静
ま
り
、

里
も
程
無
く
蘇
生
致
し
候
由
、
皆
々
恐
し
げ
に
申
し
聞
か
せ
候
。

 

（
本
文
の
「
ろ
ど
り
げ
」
に
あ
る
傍
線
は
省
略
し
た
）

こ
の
「
仄
筆
」
に
関
し
て
、
菅
聡
子
（
二
〇
〇
三
）
は
、
了
斎
が
実
見
し
て
い
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
、
奇
跡
が
実
際
に
起
き
た
こ
と
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る

と
し
、
邪
教
を
告
発
す
る
た
め
に
了
斎
が
奇
跡
を
捏
造
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
捏
造
は
と
も
か
く
、
蘇
生
が
起
こ
っ
た
の
か
ど
う
か
が
曖
昧
に
な
っ
て

い
る
点
は
重
要
で
あ
る
1
3
）。
右
の
前
者
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
了
斎
は
自

分
の
見
て
い
な
い
里
の
死
の
確
か
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
書
く
こ
と

に
よ
っ
て
か
え
っ
て
事
実
を
糊
塗
し
て
い
る
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
、
そ
の
内
容
の
真

実
性
が
疑
わ
し
く
な
る
と
い
う
逆
説
的
な
状
況
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
書
い
て
あ
る
こ
と
の
文
字
通
り
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
そ
こ
か
ら
読
者
の
様
々
な

憶
測
を
喚
起
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
二
重
化
（
も
し
く
は
多
重
化
）
さ
れ
て
発
信
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
伴
天
連
に
よ
る
奇
跡
の
根
拠
と
な
る
蘇
生
が
曖
昧
に
な
り
、

書
簡
内
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
奇
跡
譚
と
確
固
と
し
て
意
味
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
て
い
る
。
菅
の
指
摘
す
る
通
り
、
公
儀
に
告
発
す
る
と
い
う
こ
の
書
簡
に
と
っ

て
、
奇
跡
は
邪
教
の
印
で
あ
る
た
め
、
奇
跡
は
実
際
に
起
こ
っ
て
い
て
も
い
な
く
て

も
い
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
間
接
描
写
が
も
た
ら
す
曖
昧
さ
の
方
法
を
芥
川
は
獲

得
し
た
の
だ
と
い
え
る
。

　

以
上
、
書
簡
に
よ
る
送
り
手
／
受
け
手
の
設
定
、
語
り
手
の
限
定
性
の
前
景
化
、

間
接
描
写
に
よ
る
曖
昧
化
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
、
語
り
手
へ
の
不
信
感
を
浮
き
彫

り
に
し
、
作
品
内
容
が
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
し
て
い
る
、
と
い
う
字
義
通
り

の
読
み
以
外
の
読
み
も
読
者
に
喚
起
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
伴
天
連
に

よ
る
奇
跡
譚
と
い
う
一
義
的
な
意
味
づ
け
か
ら
ず
れ
て
い
く
も
の
が
も
た
ら
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
作
品
外
の
〈
作
者
〉
と
「
私
」
を
重
ね
る
コ
ー
ド
の

消
去
、
一
人
称
語
り
の
も
た
ら
す
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
へ
の
揺
さ
ぶ
り
と
い
う
点
に
お
い

て
、
本
作
は
そ
れ
ま
で
の
一
人
称
小
説
か
ら
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ

ろ
う
。
芥
川
は
こ
の
方
法
を
用
い
て
、
続
け
て
「
運
」
を
執
筆
し
た
と
考
え
る
。
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Ⅱ
「
運
」

　
「
運
」
は
「
五
月

初
出
マ
マ

十
二
、
廿
、」
と
い
う
初
出
の
文
末
日
付
か
ら
、
大
正
五
年

十
二
月
二
十
日
に
脱
稿
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（【
補
論
】
参
照
）。
先
行
論
の

流
れ
を
見
る
と
、
翁
が
語
る
話
は
ほ
ぼ
典
拠
そ
の
ま
ま
で
あ
る
た
め
、
作
品
の
内
容

の
価
値
は
低
い
と
し
た
吉
田
精
一
（
一
九
五
八
）
の
指
摘
を
受
け
て
、
話
の
内
容
で

は
な
く
、
典
拠
に
は
な
い
翁
と
青
侍
の
対
話
を
重
視
す
る
論
が
続
い
た
﹇
菊
田
茂
男

（
一
九
五
九
）、
長
野
嘗
一
（
一
九
六
七
）、
山
崎
甲
一
（
一
九
八
五
）、
松
本
寧
至

（
二
〇
〇
二
）﹈。
ま
た
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
と
並
べ
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
管

見
の
限
り
な
い
。

　

本
作
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
対
話
と
い
い
条
、
翁
の
一
人
称
に
よ
る
物
語
が
作
品

の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
一
人
称
小
説
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
と
比
較
す
る

こ
と
が
で
き
、
実
際
Ⅰ
で
見
た
そ
の
語
り
の
特
徴
（
ⅰ
、
ⅱ
）
と
「
運
」
と
の
共
通

点
が
見
出
せ
る
。
ま
ず
、
語
り
手
の
設
定
（
ⅰ
）
を
見
て
み
る
と
、
翁
の
語
り
は
青

侍
と
い
う
聞
き
手
を
持
つ
た
め
、
送
り
手
／
受
け
手
の
関
係
が
生
ま
れ
て
い
る
。
次

に
翁
の
語
り
の
限
定
性
を
見
る
。
翁
は
、
観
音
の
ご
利
益
を
期
待
す
る
青
侍
に
対
し
、

神
仏
が
「
お
授
け
に
な
る
運
の
善
し
悪
し
」
は
測
り
が
た
い
と
い
う
。
そ
れ
を
受
け

て
善
し
悪
し
が
わ
か
ら
な
い
運
、
も
し
く
は
悪
い
運
の
例
と
し
て
女
の
話
を
語
っ
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、「
観
音
様
へ
願
を
か
け
る
の
も
考
へ
物
」「
さ
う
云
ふ
運
な

ら
ま
つ
ぴ
ら
」
と
い
う
認
識
が
語
り
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ

て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
観
音
の
物
語
を
信
じ
る
と
い
う
強
固
な
拠
り
所
が
翁
に
あ

る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
が
翁
の
バ
イ
ア
ス
で
あ
る
と

指
摘
で
き
る
。
最
後
に
間
接
描
写
に
よ
る
曖
昧
化
（
ⅱ
）
と
い
う
観
点
を
見
る
と
、

翁
の
語
り
は
女
か
ら
の
聞
き
語
り
と
い
う
性
質
を
持
ち
、
そ
の
間
接
性
が
、
女
の
運

は
観
音
の
ご
利
益
な
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
と
い
う
曖
昧
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は
夢
告
に
顕
著
で
あ
る
。

　
「
そ
れ
が
、
三
七
日に

ち

の
間
、
御
籠
り
を
し
て
、
今
日
が
満
願
と
云
ふ
夜
に
、

ふ
と
夢
を
見
ま
し
た
。
何
で
も
、
同
じ
御
堂
に
詣ま

ゐ

つ
て
ゐ
た
連
中
の
中
に
、
背

む
し
の
坊
主
が
一
人
ゐ
て
、
そ
い
つ
が
何
か
陀だ

ら

に
羅
尼
の
や
う
な
も
の
を
、
く
ど

く
ど
誦ず

し
て
ゐ
た
さ
う
で
す
が
な
。
大
方
そ
れ
が
、
気
に
な
つ
た
せ
い
で
せ
う
。

う
と
う
と
眠
気
が
さ
し
て
も
、
そ
の
声
ば
か
り
は
、
ど
う
し
て
も
耳
を
は
な
れ

ま
せ
ん
。
と
ん
と
、
縁
の
下
で
蚯み

ゝ
ず蚓
で
も
鳴
い
て
ゐ
る
や
う
な
心
も
ち
で
す
。

す
る
と
、
そ
の
声
が
、
何
時
の
間
に
や
ら
人
間
の
語
に
な
っ
て
、「
こ
こ
か
ら

帰
る
路
で
、
そ
な
た
に
云
ひ
よ
る
男
が
あ
る
。
そ
の
男
の
云
ふ
事
を
聞
き
な
さ

れ
。」
│
│
と
、
か
う
聞
え
る
と
云
ふ
の
で
す
な
。

　
「
は
つ
と
思
つ
て
、
眼
が
さ
め
る
と
、
坊
主
は
や
つ
ぱ
り
陀だ

ら

に
羅
尼
三ざ
ん
ま
い昧
で
す
。

が
、
何
と
云
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
、
い
く
ら
耳
を
澄
ま
し
て
も
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。

そ
の
時
、
何
気
な
く
、
ひ
よ
い
と
向
ふ
を
見
る
と
、
常
夜
燈
の
ぼ
ん
や
り
し
た

明
り
で
、
観
音
様
の
御
顔
が
見
え
ま
し
た
。（
略
）
そ
れ
を
見
る
と
、
不
思
議

に
も
又
耳
も
と
で
、「
そ
の
男
の
云
ふ
事
を
聞
き
な
さ
れ
」
と
、
誰
だ
か
云
ふ

や
う
な
気
が
し
た
さ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
娘
は
そ
れ
を
観
音
様
の
御お

つ
げ告
だ
と
、

一
図
に
思
ひ
こ
ん
で
し
ま
ひ
ま
し
た
。」

　

典
拠
の
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、

夢
ニ
、
御み

ち
や
う帳
ノ
内
ヨ
リ
、
貴
ク
気け

高た
か

キ
僧
出い
で
き
た
り
来
テ
、
告つ
げ

テ
宣
の
た
ま
はク
、「
汝な
む

ヂ
、
此こ
こ

ヨ
リ
京
ニ
返
ラ
ム
ニ
、
道
ニ
シ
テ
物
云
ヒ
係か
く

ル
男
有
ラ
ム
ト
ス
。
速
す
み
や
かニ
其
ノ
男

ノ
云
ハ
ム
事
ニ
可し

た
が
ふ
べ随シ
」
ト
宣
フ
、
ト
見
テ
夢
覚
ヌ
。

と
な
っ
て
お
り
、『
今
昔
物
語
集
』
で
は
夢
に
現
わ
れ
る
人
物
か
ら
直
接
的
に
明
確

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
に
比
べ
て
、「
運
」
の
方
は
、
ま
わ
り
く
ど

い
夢
告
を
授
か
る
プ
ロ
セ
ス
と
間
接
表
現
の
多
用
に
よ
っ
て
曖
昧
な
夢
告
へ
と
変
化

し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
翁
の
積
極
的
に
夢
告
と
意
味
づ
け
な
い
姿

勢
が
浮
か
び
上
が
り
、
翁
の
不
透
明
な
伝
達
者
と
い
う
性
格
が
窺
え
る
。

　

こ
の
「
運
」
の
曖
昧
な
夢
告
へ
の
改
変
に
つ
い
て
山
崎
甲
一
（
一
九
八
五
）
は
、

原
典
よ
り
「
運
」
で
は
女
の
貧
乏
な
境
遇
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
て
い
る
。

お
告
げ
の
言
葉
は
、
実
際
は
坊
主
の
陀
羅
尼
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
女
の
貧
乏

か
ら
脱
し
た
い
、
観
音
に
救
わ
れ
た
い
と
強
く
願
っ
て
い
た
心
的
状
態
に
よ
っ
て
、
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九

陀
羅
尼
が
「
こ
う
聞
き
た
い
」
と
思
う
よ
う
な
も
の
に
聞
こ
え
、
そ
れ
を
お
告
げ
と

し
て
勝
手
に
信
じ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
崎
は
夢
が
夢
告
で
な

か
っ
た
と
い
う
方
へ
傾
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
本
当
の
夢
告
と
女
の
願
望

の
見
さ
せ
た
夢
と
い
う
二
重
の
解
釈
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
観
音
霊
験
譚
と
い
う
話
型
の
十
分
条
件
で
あ
る
夢
告
が
曖
昧
で
あ

る
こ
と
に
よ
り
、
女
の
体
験
は
観
音
の
導
き
な
の
か
偶
然
の
連
鎖
な
の
か
判
断
が
つ

け
が
た
い
。
そ
の
結
果
、
翁
の
「
さ
う
云
ふ
運
な
ら
ま
つ
ぴ
ら
」
と
い
う
感
想
も
、

観
音
の
も
た
ら
し
た
運
の
善
悪
の
つ
け
が
た
さ
を
言
う
の
か
、
偶
然
の
連
鎖
で
思
わ

ぬ
と
こ
ろ
へ
連
れ
ら
れ
て
ゆ
く
運
命
へ
の
恐
れ
を
指
す
の
か
わ
か
ら
な
い
。
観
音
の

思
し
召
し
、
偶
然
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
、
女
が
罪
を
犯
し
な
が
ら
も
運
を
手
に
入

れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
に
お
け
る
奇
跡
が
実
際

に
起
こ
っ
て
い
て
も
い
な
く
て
も
構
わ
な
い
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
。
現
に
青
侍
は
、

女
が
い
ず
れ
に
せ
よ
罪
を
犯
し
、
運
を
手
に
入
れ
た
点
に
関
し
て
感
想
を
言
っ
て
い

る
。

　
「
運
」
は
、
一
人
称
の
言
説
を
三
人
称
小
説
に
組
み
込
ん
だ
作
品
で
あ
る
。
つ
ま

り
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
で
は
仮
想
の
も
の
だ
っ
た
一
人
称
言
説
の
受
け
手
が
、
作

中
に
青
侍
と
し
て
実
体
を
持
ち
現
れ
て
い
る
点
が
、「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
か
ら

「
運
」
に
付
加
さ
れ
た
要
素
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
こ
の
青
侍
は
翁
の
言
説
を
相
対

化
す
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
青
侍
は
右
の
よ
う
に
、

た
だ
感
想
を
言
う
に
過
ぎ
な
い
役
割
で
あ
り
、
翁
の
話
の
バ
イ
ア
ス
や
間
接
性
を
看

過
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
女
の
体
験
が
奇
跡
か
偶
然
か
で
は
な
く
、
女
の
運
が
い

い
か
悪
い
か
の
二
択
と
な
っ
て
お
り
、
翁
の
話
の
二
重
性
と
結
末
の
二
択
が
対
応
し

て
い
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
こ
の
、
観
音
霊
験
譚
と
い
う
枠
組
み
と
そ
れ
に

収
ま
ら
な
い
（
よ
り
現
実
的
な
）
解
釈
と
い
う
二
重
化
の
言
説
が
う
ま
く
機
能
し
て

い
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
に
対
す
る
芥
川
の
不
満
と
い
う
一
面
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
1
4
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
大
正
五
年
ま
で
の
芥
川
作
品
の
語
り
手
は
、
三
人
称
小
説
で
は

顕
在
化
し
権
威
を
持
っ
て
物
語
を
語
り
、
一
人
称
小
説
で
は
実
見
的
な
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
を
も
た
ら
す
性
質
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」「
運
」

で
は
送
り
手
／
受
け
手
と
い
う
設
定
や
、
語
り
手
の
バ
イ
ア
ス
に
よ
り
、
起
こ
っ
た

こ
と
が
あ
り
の
ま
ま
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
よ
う
に
見
せ
る
方
法
が
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
見
た
。
ま
た
、
伴
天
連
に
よ
る
奇
跡
譚
、
観
音
霊
験
譚
と
い
う
意
味

付
け
を
成
す
コ
ー
ド
（
蘇
生
、
夢
告
）
が
間
接
表
現
に
よ
っ
て
曖
昧
で
あ
る
こ
と
に

よ
り
、
上
記
の
話
型
と
そ
こ
へ
の
回
収
不
可
能
性
と
い
う
、
言
説
の
二
重
化
の
事
態

が
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
奇
跡
の
有
無
の
並
列
が
必
然
的
で
有
効
的
に
働
い
て

い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
は
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」「
運
」
が
芥
川

作
品
に
も
た
ら
し
た
新
た
な
方
法
が
見
て
取
れ
る
1
5
）。「
校
正
の
后
に
」（『
新
思
潮
』

大
正
六
年
一
月
）
で
の
一
種
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
新
し
い
方
法
を
つ
か
ん

だ
と
い
う
自
信
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

□
文
壇
は
来
る
べ
き
何
物
か
に
向
つ
て
動
き
つ
ゝ
あ
る
。
亡
ぶ
べ
き
者
が
亡

び
る
と
共
に
、
生
ま
る
べ
き
者
は
必
生
ま
れ
さ
う
に
思
は
れ
る
。
今
年
は
必
何

か
あ
る
。
何
か
あ
ら
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
、
僕
等
は
皆
小
手
し
ら
べ
は
す
ん
だ

と
云
ふ
気
が
し
て
ゐ
る
。

　

こ
の
変
化
は
、
一
人
称
的
三
人
称
と
い
う
従
来
の
語
り
手
の
性
質
を
考
え
る
と
、

首
肯
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
人
物
の
内
面
が
そ
の
ま
ま
に
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
も
、
あ
く
ま
で
語
り
手
が
語
っ
て
い
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
可

視
化
さ
せ
た
の
が
一
人
称
的
三
人
称
で
あ
っ
た
。
こ
の
着
眼
点
は
、
語
り
手
の
語
っ

て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
の
信
頼
性
へ
の
懐
疑
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
そ
の
結

果
、
無
条
件
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
物
語
内
容
そ
の
も
の
の
信
憑
性
に
読
者
を
注
視
さ

せ
る
た
め
に
、
バ
イ
ア
ス
や
語
り
の
設
定
に
よ
っ
て
、
不
透
明
さ
を
も
た
ら
せ
る
と

い
う
一
人
称
の
語
り
手
の
持
つ
可
能
性
が
、
芥
川
に
よ
っ
て
着
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
大
正
五
年
の
「
猿
」「
創
作
」
で
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
た
「
猿
」

を
、
作
品
外
の
「
創
作
」
が
崩
す
と
い
う
働
き
が
見
ら
れ
た
。
つ
ま
り
「
創
作
」
と

い
う
外
部
に
よ
っ
て
「
猿
」
の
語
り
手
へ
の
信
頼
は
揺
る
が
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
『
新
思
潮
』
で
の
実
験
が
、
一
つ
の
作
品
内
で
語
り
手
の
語
る
物
語
内
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一
〇

容
の
信
頼
を
揺
さ
ぶ
る
と
い
う
大
正
六
年
の
作
品
へ
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え

る
。

三
、
大
正
六
年
以
後
の
芥
川
作
品

　

最
後
に
、
大
正
五
年
末
か
ら
の
一
人
称
の
試
み
が
、
大
正
六
年
以
降
ど
の
よ
う
に

繋
が
る
の
か
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
一
人
称
言
説
の
み
の
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
に
対
し
「
運
」

で
は
、
一
人
称
言
説
を
三
人
称
小
説
に
組
み
込
ん
だ
と
い
う
付
加
さ
れ
た
点
が
あ
っ

た
。
こ
の
仕
組
み
は
、
一
人
称
言
説
が
外
側
か
ら
相
対
化
さ
れ
う
る
こ
と
を
可
視
化

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
試
み
は
、「
道
祖
問
答
」（『
大
阪
朝
日
新
聞
』
大
正
六

年
一
月
二
十
九
日
付
）「
偸
盗
」（『
中
央
公
論
』
大
正
六
年
四
、七
月
）
で
も
見
ら
れ

る
。
前
者
は
送
り
手
が
自
身
の
仏
教
観
を
受
け
手
に
説
く
も
の
で
、
後
者
は
登
場
人

物
太
郎
の
内
的
独
白
に
よ
る
自
己
分
析
で
あ
る
1
6
）。
し
か
し
前
者
で
は
受
け
手
は

送
り
手
の
言
葉
に
答
え
ず
消
滅
し
、
後
者
で
は
内
的
独
白
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
太
郎

以
外
の
人
物
か
ら
直
接
的
に
そ
の
言
説
が
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
「
二
つ
の
手
紙
」（『
黒
潮
』
大
正
六
年
九
月
）
で
は
、
語
り
手
が
自

身
の
手
に
入
れ
た
二
つ
の
手
紙
を
掲
げ
る
と
い
う
手
紙
公
開
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

手
紙
の
内
容
は
、
佐
々
木
信
一
郎
と
い
う
男
が
、
自
分
と
妻
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

を
見
た
と
い
う
こ
と
を
警
察
署
長
に
訴
え
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
が
、
手
紙
が

「
郵
税
先
払
ひ
で
送
ら
れ
た
」
と
い
う
、
紹
介
者
に
よ
る
事
前
情
報
や
1
7
）、
二
通
目

の
手
紙
の
後
半
部
分
を
「
そ
れ
か
ら
、
先
は
、
殆
意
味
を
な
さ
な
い
、
哲
学
じ
み
た

事
が
、
長
々
と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
不
必
要
だ
か
ら
、
こ
ゝ
に
は
省
く
事
に
し

た
」
と
い
う
よ
う
に
カ
ッ
ト
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
手
紙
の
書
き
手
を
信
頼
で
き

な
い
語
り
手
と
読
者
が
思
う
よ
う
に
し
む
け
る
バ
イ
ア
ス
を
か
け
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
手
紙
の
内
容
が
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
手
紙
の
内
容
で
も
、
書
き
手
へ
の
読
者
の
不
信
感
や
間
接
描
写
の
多
用
に

よ
っ
て
、
書
き
手
の
見
た
の
が
彼
と
妻
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
な
の
か
、
妻
自
身
と

そ
の
浮
気
相
手
の
姿
な
の
か
と
い
う
二
重
化
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
1
8
）。
こ
の
よ

う
に
、
書
い
て
あ
る
こ
と
そ
の
ま
ま
な
の
か
（
書
き
手
は
本
当
に
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
を
見
た
）、
そ
う
で
な
い
の
か
と
い
う
二
択
の
読
み
に
読
者
を
誘
っ
て
ゆ
く
点

に
お
い
て
、「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」「
運
」
で
奇
跡
の
有
無
が
必
然
的
に
働
い
て
い
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

最
後
に
「
運
」
の
曖
昧
な
夢
告
は
、「
龍
」（『
中
央
公
論
』
大
正
八
年
五
月
）「
南

京
の
基
督
」（『
中
央
公
論
』
大
正
九
年
七
月
）
で
、
超
現
実
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た

の
か
起
こ
っ
て
い
な
い
の
か
の
二
重
性
を
も
た
ら
す
手
法
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
1
9
）。

　

一
方
、「
二
つ
の
手
紙
」
等
の
一
人
称
の
試
み
と
比
較
し
て
、
三
人
称
小
説
で
の

権
威
あ
る
語
り
手
の
解
釈
、
典
拠
の
存
在
と
い
う
初
期
の
特
徴
は
完
全
に
転
換
し
た

の
で
は
な
い
。「
忠
義
」（『
黒
潮
』
大
正
六
年
三
月
）「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」

（『
中
央
公
論
』
大
正
六
年
九
月
）
等
は
権
威
あ
る
語
り
手
を
持
つ
一
人
称
的
三
人
称

で
あ
り
、「
道
祖
問
答
」「
忠
義
」
に
は
典
拠
へ
の
言
及
や
引
用
表
現
な
ど
従
来
の
特

徴
が
見
ら
れ
る
。

　

更
に
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
で
は
、
切
支
丹
弾
圧
前
夜
と
い
う
作
品
外
の
歴
史
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
喚
起
さ
れ
え
、
篠
母
子
の
行
く
末
を
後
に
起
こ
る
苛
烈
な
弾
圧
に

接
続
す
る
論
も
見
ら
れ
る
﹇
溝
部
優
実
子
（
二
〇
一
二
）、
小
澤
純
（
二
〇
一
四
）﹈。

引
用
表
現
は
な
く
と
も
、
作
品
外
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
作
中
に
呼
び
込
み
、
作
品
に

奥
行
き
を
も
た
ら
す
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」「
戯
作
三

昧
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
六
年
十
月
二
十
日
〜
十
一
月
四
日
）「
枯
野
抄
」

（『
新
小
説
』
大
正
七
年
十
月
）
等
の
歴
史
上
の
有
名
な
人
物
を
用
い
た
作
品
に
繋

が
っ
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
は
、
典
拠
か
ら
の
引
用
表
現
に
よ
り
安
定
感
を
も
た
ら
す
方

法
か
ら
、
よ
り
大
き
な
典
拠
を
背
後
に
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
に
奥
行
き
を
与
え

る
も
の
に
拡
大
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
大
正
五
年
ま

で
の
三
人
称
小
説
の
特
徴
と
大
正
六
年
か
ら
の
一
人
称
小
説
の
特
徴
2
0
）

が
、
以
降

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
か
を
見
定
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ

れ
ら
が
私
小
説
的
作
品
と
い
わ
れ
る
晩
年
の
「「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
の

一
人
称
へ
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
く
の
か
（
あ
る
い
は
断
絶
し
て
い
る
の
か
）、

明
ら
か
に
す
る
の
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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一
一

【
補
論
】「
運
」
の
脱
稿
日
は
大
正
五
年
十
二
月
二
十
日
か
？

　

本
稿
で
は
、「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
の
後
に
「
運
」
が
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
前
提

に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
大
き
な
根
拠
は
、「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
の
「
五
、十
二
、七
」、

「
運
」
の
「
五
月

初
出
マ
マ

十
二
、
廿
、」
と
い
う
初
出
末
尾
の
日
付
で
あ
る
（
二
Ⅰ
、
注

1
1
）
参
照
）。
全
集
の
年
譜
も
大
正
五
年
十
二
月
二
十
日
を
「
運
」
の
脱
稿
日
と

し
て
採
用
し
て
い
る
。
諸
家
も
基
本
的
に
そ
の
前
後
を
脱
稿
日
と
推
定
し
て
お
り

2
1
）、
西
沢
正
二
（
一
九
八
四
）、
山
崎
甲
一
（
一
九
八
五
）、
松
本
寧
至
（
二
〇
〇
二
）

は
、
漱
石
の
死
（
大
正
五
年
十
二
月
九
日
）
と
「
運
」
と
を
結
び
付
け
た
読
み
を
し

て
い
る
。
が
、
実
は
こ
の
前
提
は
少
々
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
以
下

述
べ
て
ゆ
く
。

　
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
の
日
付
は
、
書
簡
と
、
幸
運
に
も
伝
記
情
報
が
残
っ
て
い

る
た
め
に
、
裏
付
け
が
可
能
で
あ
る
。「
運
」
の
方
は
、
大
正
五
年
十
二
月
十
七
日
、

二
十
日
の
小
説
を
書
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
書
簡
が
、「
運
」
が
そ
の
時
期
に
執
筆
さ

れ
た
と
い
う
証
拠
に
な
っ
て
い
る
（
書
簡
は
左
掲
の
【
資
料
】
を
参
照
）。
し
か
し
、

十
一
月
三
日
の
書
簡
に
よ
る
と
、「
運
」
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
『
文
章
世
界
』

の
締
め
切
り
日
は
「
十
日
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
「
十
二
月
十
日
」
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
読
売
新
聞
』（
十
一
月
二
十
五
日
付
）
の
「
よ
み
う
り
抄
」

に
は
早
や
芥
川
が
十
一
月
中
に
「
運
」
を
脱
稿
し
て
い
る
こ
と
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

2
2
）。
し
た
が
っ
て
右
二
点
を
信
頼
す
る
と
、
十
二
月
十
七
日
、
二
十
日
の
小
説
を

書
い
て
い
る
と
い
う
書
簡
の
方
も
、
十
二
月
二
十
一
日
の
「
出
来
な
か
つ
た
」
と
い

う
書
簡
か
ら
、「
運
」
で
は
な
く
、
結
局
完
成
し
な
か
っ
た
小
説
を
書
い
て
い
た
、

と
も
読
み
取
り
う
る
2
3
）。
そ
う
す
る
と
、「
運
」
の
初
出
文
末
の
日
付
は
（
例
え
ば

十
一
月
二
十
日
の
）
誤
記
、
誤
植
で
あ
っ
た
可
能
性
も
十
分
考
え
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
説
を
待
ち
つ
つ
、
調
査
を
続
け
た
い
。

【
資
料
】「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」「
運
」
に
関
連
す
る
芥
川
書
簡
の
抜
粋

・
大
正
五
年
十
月
十
日
中
村
武
羅
夫
（『
新
潮
』
編
集
者
）
宛

　

新
年
号
な
ら
御
ひ
き
う
け
し
て
も
よ
う
ご
ざ
ん
す
（『
新
潮
』
の
新
年
号
は
「
尾

形
了
斎
覚
え
書
」
を
掲
載
）

・
十
一
月
三
日
岡
栄
一
郎
宛

新
年
号
へ
書
く
べ
き
義
務
を
負
は
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
こ
の
頃
は
何
だ
か
試
験
を

う
け
る
前
の
や
う
に
不
安
で
す　

殊
に
文
章
世
界
は
十
日
〆
切
と
云
ふ
ん
だ
か
ら

た
ま
り
ま
せ
ん
（『
文
章
世
界
』
の
新
年
号
は
「
運
」
を
掲
載
）

・
十
二
月
三
日
久
米
正
雄
宛

　

全
速
力
で
小
説
を
書
い
て
居
る

・
十
二
月
十
七
日
松
岡
譲
宛

　

尤
も
原
稿
は
書
き
つ
ゝ
あ
る
が
甚
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い

・
十
二
月
二
十
日
久
米
正
雄
宛

　

今
力
餅
を
く
ひ
な
が
ら
小
説
を
か
い
て
ゐ
る
、

・
十
二
月
二
十
一
日
松
岡
譲
宛

　

と
う
と
う
出
来
な
か
つ
た
。

　
「
指
」
と
「
い
か
物
」
と
「
槍
沙
汰
」
と
三
つ
か
き
か
け
て
、
三
つ
と
も
失
敗
し

た
。
や
に
な
つ
ち
ま
ふ
。

注１
） 「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」（『
改
造
』
昭
和
二
年
四
月
）

２
） 「
海
の
ほ
と
り
」（『
中
央
公
論
』
大
正
十
四
年
九
月
）「
年
末
の
一
日
」（『
新

潮
』
大
正
十
五
年
一
月
）「
蜃
気
楼
」（『
婦
人
公
論
』
昭
和
二
年
三
月
）「
歯

車
」（『
大
調
和
』
昭
和
二
年
六
月
、『
文
藝
春
秋
』
十
月
）
な
ど
。

３
） 

例
え
ば
、
本
稿
で
は
大
正
六
年
以
前
の
語
り
の
特
徴
と
し
て
ま
と
め
て
い
る

「
羅
生
門
」
と
「
鼻
」
で
も
、
語
り
の
違
い
が
見
出
さ
れ
て
い
る
し
（「
羅
生

門
」
で
の
〈
情
調
〉
を
語
ろ
う
と
す
る
志
向
が
、「
鼻
」
で
は
な
く
な
っ
た
と

す
る
小
澤
純
（
二
〇
一
三
）
な
ど
）、「
芋
粥
」
の
語
り
は
、
場
面
間
に
差
異
が

あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
﹇
友
田
悦
生
（
一
九
九
四
）﹈。
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
芋
粥
」
の
語
り
、
初
期
の
語
り
と
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
り
の
細
部
を

無
視
し
て
い
る
、
と
い
う
批
判
は
首
肯
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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一
二

４
） 

そ
の
他
、
使
用
者
の
好
み
に
左
右
さ
れ
る
比
喩
表
現
の
多
用
﹇
石
原
千
秋

（
一
九
九
六
）﹈、「
羅
生
門
」「
鼻
」
に
見
ら
れ
る
列
挙
、
論
理
的
接
続
詞
を
用

い
た
整
序
的
な
語
り
方
そ
の
も
の
﹇
小
谷
瑛
輔
（
二
〇
一
〇
）﹈
等
が
語
り
手

を
顕
在
化
さ
せ
る
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

 

　

も
っ
と
も
、
小
谷
は
そ
こ
で
、
作
品
の
主
題
を
中
心
化
す
る
語
り
手
の
整
序

を
作
中
人
物
が
超
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
語
り
手
に
よ
る
整
序

の
不
可
能
性
が
露
に
さ
れ
て
い
る
と
す
る
点
で
、
本
稿
と
立
場
を
異
に
す
る
。

本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
小
谷
論
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
後

述
す
る
よ
う
に
語
り
手
が
作
中
人
物
の
心
中
を
解
説
的
に
語
り
、〈
語
り
手
―

人
物
〉
の
関
係
が
生
じ
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
語
り
手
が
作
中
世
界
を
統
御

で
き
て
い
る
印
象
を
読
者
に
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
点
の
指
摘
に
と
ど
め
る
。

５
） 

早
澤
正
人
（
二
〇
一
二
）
は
、「
老
年
」
の
語
り
を
分
析
し
、
作
中
世
界
の
当

事
者
的
な
語
り
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
語
り
手
が
作
中
世
界
に
姿
を
見
せ
な

い
こ
と
か
ら
、
本
作
を
三
人
称
に
偽
装
さ
れ
た
一
人
称
小
説
と
位
置
付
け
て
い

る
。

６
） 

同
時
代
評
に
は
、「
こ
の
篇
に
も
作
者
の
聡
明
は
誠
に
よ
く
現
は
れ
て
ゐ
る
」

（
秦
豊
吉
「
十
月
文
壇
」『
時
事
新
報
』
大
正
五
年
十
月
八
日
付
の
「
手
巾
」

評
）「
例
に
依
つ
て
、
書
き
方
が
聢し

つ
か
り
し
て
、
何
処
に
も
危
な
つ
か
し
さ

が
見
え
な
い
」（
赤
木
桁
平
「
十
月
の
創
作
（
上
）」『
読
売
新
聞
』
大
正
五
年

十
月
十
日
付
の
「
手
巾
」
評
）
な
ど
、
他
作
品
を
参
照
さ
せ
る
よ
う
な
文
言
が

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
読
者
の
中
に
複
数
作
品
に
共
通
す
る

〈
芥
川
作
品
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

７
） 「
渾
然
と
し
た
小
品
」（
青
頭
巾
「
読
ん
だ
も
の
」『
新
潮
』
大
正
五
年
四
月
の

「
鼻
」
評
）、「
渾
然
と
し
て
何
等
の
破
綻
を
も
見
せ
な
い
」（
赤
木
桁
平
「
十
月

の
創
作
（
上
）」『
読
売
新
聞
』
大
正
五
年
十
月
十
日
付
の
「
手
巾
」
評
）、「
一

分
の
隙
間
も
な
く
、
老
巧
を
極
め
た
も
の
」「
混
然
た
る
傑
作
」（
ア
ン
ド
レ
ー

「
新
思
潮
の
人
々
」『
文
芸
雑
誌
』
大
正
五
年
十
一
月
）
な
ど
。

８
） 

拙
稿
「
第
四
次
『
新
思
潮
』
と
い
う
場
に
お
け
る
芥
川
龍
之
介
「
猿
」「
創
作
」」

（
日
本
近
代
文
学
会
九
州
支
部
秋
季
大
会
﹇
於
北
九
州
市
立
文
学
館
、

二
〇
一
八
年
十
二
月
一
日
﹈
で
の
口
頭
発
表
）

９
） 

新
村
出
『
南
蛮
記
』（
東
亜
堂
書
房　

大
正
四
年
）
の
「
吉
利
支
丹
版
四
種
」

「
四　

懺
悔
録
」
に
あ
る
、
病
気
の
息
子
の
命
を
救
う
よ
う
デ
ウ
ス
に
祈
っ
た

が
ご
利
益
が
な
か
っ
た
父
親
が
、
山
伏
に
祈
祷
を
頼
ん
だ
こ
と
を
懺
悔
す
る
一

篇
﹇
平
岡
敏
夫
（
一
九
八
二
）﹈
が
、
現
在
最
も
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
の
内

容
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

10
） 

小
澤
純
（
二
〇
一
四
）
も
、「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
は
「
叙
述
形
式
に
お
い
て
」

「
そ
れ
ま
で
の
諸
作
と
の
間
に
明
確
な
差
異
を
持
」
ち
、
そ
れ
ま
で
の
「
羅
生

門
」「
芋
粥
」「
煙
草
と
悪
魔
」
が
「
旧
記
」・「
記
録
」
を
参
照
す
る
語
り
手
が

と
き
に
顕
在
化
す
る
形
式
で
あ
っ
た
一
方
、
本
作
で
は
「
全
文
が
い
わ
ば
「
尾

形
了
斎
覚
え
書
」
と
い
う
「
旧
記
」
な
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

11
） 

松
岡
譲
「
芥
川
の
こ
と
ど
も
」
に
よ
る
と
、

 

　

芥
川
が
海
軍
機
関
学
校
に
奉
職
し
て
、
鎌
倉
に
下
宿
し
て
ゐ
た
頃
、
僕

と
久
米
と
で
行
つ
て
、
二
晩
ば
か
り
と
ま
つ
た
事
が
あ
る
。
丁
度
十
一
月

末
か
ら
十
二
月
始
め
頃
の
話
で
、
新
年
号
の
〆
切
の
迫
つ
た
同
稿
を
書
い

て
ゐ
た
。「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
と
か
い
ふ
、
彼
の
初
期
の
キ
リ
シ
タ
ン

物
の
し
か
も
候
文
で
全
篇
を
貫
く
と
い
つ
た
趣
向
の
も
の
で
あ
つ
た
が
、

か
な
り
キ
ユ
ウ
〳
〵
苦
し
ん
で
書
い
て
ゐ
た
。（
略
）
其
物
は
僕
等
と

散
々
語
り
合
つ
て
か
ら
、
一
足
先
に
僕
が
寝
て
し
ま
ふ
と
、
そ
れ
か
ら

二
三
枚
の
キ
リ
を
朝
方
迄
か
か
つ
て
書
い
た
風
だ
つ
た
。

 

　
（
略
：
鎌
倉
か
ら
三
人
で
帰
京
）

 

　

其
の
日
は
確
か
木
曜
日
で
、
漱
石
山
房
の
面
会
日
、
三
人
揃
つ
て
其
の

足
で
行
き
た
い
の
は
山
々
だ
つ
た
が
、
先
生
の
病
気
が
面
白
く
な
い
と
い

ふ
消
息
が
新
聞
に
出
た
直
後
な
の
で
、
お
訪
ね
す
る
の
は
遠
慮
し
た
。

（
略
）
と
こ
ろ
が
、
そ
の
翌
日
危
篤
と
わ
か
つ
て
、
お
宅
に
か
け
つ
け
、

臨
終
か
ら
通
夜
と
い
つ
た
事
に
な
り
、（
後
略
）

 

（
第
十
四
次
『
新
思
潮
』
一
（
三
）
一
九
四
七
年
十
二
月
、
引
用
は
後
藤

明
生
他
『
群
像
日
本
の
作
家
1
1
芥
川
龍
之
介
』
小
学
館　

一
九
九
一
年　

329



井上　貴保子一三

一
三

一
〇
三
〜
一
一
二
頁
）

 
と
あ
る
。
松
岡
の
こ
の
手
記
は
後
年
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
記
憶
違
い
と
思
わ

れ
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
帰
京
し
た
木
曜
日
の
翌
日
（
金
曜
日
）
に

漱
石
の
危
篤
、
臨
終
、
通
夜
と
な
っ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
漱
石
が
危

篤
と
な
っ
た
の
は
、
土
曜
日
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
物
で
候
文
と
い

う
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
の
印
象
は
強
い
も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
、
芥
川
が
そ

の
時
執
筆
し
て
い
た
作
品
に
関
し
て
は
信
頼
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

 

　

松
岡
、
久
米
の
芥
川
訪
問
に
関
し
て
は
、
久
米
の
「
臨
終
記
」（『
新
思
潮
』

大
正
六
年
三
月
十
五
日
）
で
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
ち
ら
は
、
漱
石
の
追
悼
文
と

し
て
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
た
め
、
よ
り
信
憑
性
が
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
臨
終
記
」
に
よ
る
と
、

 

　

十
二
月
四
日
（
月
）
松
岡
が
鎌
倉
訪
問

 

　

十
二
月
五
日
（
火
）
久
米
が
鎌
倉
訪
問

 

　

十
二
月
六
日
（
水
）

 

　

十
二
月
七
日
（
木
）
芥
川
、
久
米
、
松
岡
の
三
人
午
後
六
時
東
京
駅
着

 

　

十
二
月
八
日
（
金
）

 

　

十
二
月
九
日
（
土
）
久
米
、
午
前
中
漱
石
宅
か
ら
危
篤
の
電
話
、
臨
終
、
通

夜
第
一
夜

 

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

12
） 

第
四
次
『
新
思
潮
』
と
い
う
場
を
見
る
と
、
久
米
正
雄
が
創
刊
号
（
大
正
五
年

二
月
十
五
日
）
に
「
父
の
死
」
を
掲
載
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
私
」
が
、

幼
少
期
に
体
験
し
た
父
の
自
殺
を
回
想
す
る
一
人
称
小
説
の
こ
の
作
品
は
、

「
私
」
の
名
前
が
「
久
米
正
雄
」
で
は
な
い
も
の
の
、
特
に
物
語
を
語
っ
て
い

る
今
の
「
私
」
の
情
報
が
乏
し
い
点
で
、
読
者
は
「
私
」
を
〈
久
米
〉
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
実
際
に
伝
記
的
事
実
に
基
づ
い
た
作
品
で
あ
り
、

後
記
の

 

　

僕
の
今
月
出
し
た
も
の
は
色
々
な
点
で
僕
に
は
意
味
が
あ
る
。
あ
れ
は

小
説
の
処
女
作
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
僕
の
人
生
の
処
女
作
で
あ
つ
た

か
ら
だ
。

 

（
久
米
正
雄
「
編
輯
後
に
」『
新
思
潮
』
大
正
五
年
二
月
十
五
日
）

 

と
い
う
言
及
は
、
本
作
の
父
の
自
殺
と
い
う
題
材
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
読
者

に
示
唆
し
て
い
る
。
漱
石
も
「
久
米
君
の
も
面
白
か
つ
た
こ
と
に
事
実
と
い
ふ

話
を
聴
い
て
ゐ
た
か
ら
猶
の
事
興
味
が
あ
り
ま
し
た
」（
大
正
五
年
二
月
十
九

日
芥
川
宛
書
簡
）
と
評
し
て
お
り
、『
新
思
潮
』
と
い
う
場
で
は
、「
父
の
死
」

は
「
私
」
＝
〈
久
米
〉
と
み
な
す
読
み
が
な
さ
れ
う
る
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
う
い
っ
た
作
品
か
ら
、『
新
思
潮
』
は
読
者
に
と
っ
て
作
品
と

〈
作
者
〉
が
接
近
し
う
る
環
境
だ
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。

13
） 

溝
部
優
実
子
（
二
〇
一
二
）
は
、
里
の
傷
感
と
い
う
病
気
そ
の
も
の
が
死
と
錯

覚
さ
せ
る
よ
う
な
症
状
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
近
代
医
学
上
の
知
識
を
作
品
の

現
実
的
な
解
釈
の
余
地
に
利
用
し
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
三
で
触
れ
る

「
南
京
の
基
督
」（『
中
央
公
論
』
大
正
九
年
七
月
）
で
も
作
中
人
物
の
梅
毒
の

症
状
が
消
え
た
こ
と
が
、
奇
跡
に
よ
る
治
癒
か
、
病
気
固
有
の
症
状
の
潜
伏
期

か
の
二
重
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
が
見
い
だ
せ
、
興
味
深
い
。

14
） 「
こ
の
正
月
に
私
は
大
阪
朝
日
新
聞
へ
妙
な
短
篇
を
一
つ
書
き
ま
し
た
文
章
世

界
の
と
新
潮
の
と
は
君
も
知
つ
て
ゐ
る
で
せ
う
所
が
そ
の
三
つ
が
三
つ
共
気
に

食
は
な
い
の
で
少
々
悲
観
し
て
ゐ
ま
す
尤
も
悲
観
し
て
ゐ
る
と
云
つ
て
も
自
分

に
対
し
て
の
問
題
で
人
の
作
品
と
比
較
し
て
悪
い
と
思
つ
て
ゐ
る
訣
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
す
か
ら
人
が
悪
口
を
云
へ
ば
腹
を
立
て
ま
す
」（
大
正
六
年
一
月
五

日
菅
忠
雄
宛
芥
川
書
簡
）

15
） 
同
時
代
評
を
見
て
み
る
と
、「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
で
は
、「
取
扱
は
れ
て
ゐ
る

事
件
そ
の
も
の
は
か
な
り
面
白
い
が
、
作
者
の
取
扱
ひ
方
に
難
が
あ
る
」（
赤

木
桁
平
「
新
年
の
諸
作
家
三
」『
時
事
新
報
』
大
正
六
年
一
月
六
日
付
）
と
あ

り
、
こ
れ
は
候
文
の
書
簡
体
形
式
が
奇
を
て
ら
っ
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
方
で
、「
江
戸
時
代
に
於
け
る
邪
宗
門
に
対
す
る
一
般
人

の
考
へ
や
憶
測
や
上
に
対
す
る
遠
慮
な
ど
複
雑
な
も
の
ゝ
前
に
固
い
信
仰
を
持
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一
四

つ
女
が
鮮
か
に
描
出
さ
れ
て
ゐ
る
」（
十
束
浪
人
「
一
月
の
雑
誌
か
ら
（
三
）」

『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
六
年
一
月
八
日
付
）
と
い
う
よ
う
に
、
本
作
の
語
り

の
設
定
を
汲
み
取
っ
た
読
み
も
見
受
け
ら
れ
た
。「
運
」
に
関
し
て
は
、「
如
何

に
も
伝
説
ら
し
い
、
作
り
事
ら
し
い
の
が
、
つ
ま
ら
な
か
つ
た
」（
三
樹
耕
平

「
読
者
論
壇
」「
一
九
一
七
年
の
第
一
夜
に
」『
文
章
世
界
』
大
正
六
年
二
月
）

と
い
う
よ
う
に
、
聞
き
手
を
設
定
し
た
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う

だ
。

16
） 

語
り
手
の
解
説
に
よ
る
作
中
人
物
の
内
面
描
写
か
ら
、
作
中
人
物
の
台
詞
に
よ

る
内
面
描
写
へ
変
化
し
た
こ
と
に
は
、
大
正
五
年
ま
で
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ

れ
る
未
定
稿
に
、
戯
曲
形
式
の
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
芥
川
が
発
表
し
た
作
品
に
戯
曲
は
少
な
い
が
、
第
三
次
、
第
四
次
『
新
思

潮
』
に
戯
曲
が
毎
号
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
や
、
当
時
の
戯
曲
熱
等
の
影

響
で
、
芥
川
自
身
も
戯
曲
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
﹇
松
本
常
彦

（
二
〇
〇
三
）﹈。
戯
曲
で
は
、
主
に
人
物
の
セ
リ
フ
に
よ
り
心
情
が
表
現
さ
れ

る
。
残
っ
て
い
る
未
定
稿
は
、
人
物
の
心
情
の
独
白
よ
り
は
、
短
い
対
話
で
展

開
し
て
い
く
も
の
が
多
い
が
、
一
人
称
で
語
る
と
い
う
こ
の
戯
曲
形
式
で
の
模

索
と
、
権
威
的
な
語
り
手
と
い
う
大
正
五
年
ま
で
に
形
成
さ
れ
る
芥
川
作
品
の

特
徴
が
並
行
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
今
後
詳
し
く
掘

り
下
げ
て
ゆ
き
た
い
。

17
） 

畑
中
佳
恵
（
二
〇
〇
二
）
は
、「
郵
税
先
払
ひ
」
の
手
紙
は
当
時
、
送
り
手
の

常
識
の
な
さ
、
異
常
さ
を
暗
示
す
る
記
号
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

18
） 「
二
つ
の
手
紙
」
の
二
重
化
の
言
説
が
「
地
獄
変
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正

七
年
五
月
一
日
〜
二
十
二
日
、『
東
京
日
日
新
聞
』
五
月
二
日
〜
二
十
二
日
）

の
語
り
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
西
田
一
豊
（
二
〇
一
二
）
が
指
摘
し
て
い

る
。

19
） 

特
に
「
南
京
の
基
督
」
に
お
い
て
、
バ
イ
ア
ス
を
可
視
化
し
た
一
人
称
小
説
よ

り
も
透
明
で
あ
る
は
ず
の
三
人
称
小
説
の
地
の
文
で
夢
告
に
よ
る
二
重
化
の
手

法
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
後
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
言
説
の
二
重
化

が
、
一
人
称
の
バ
イ
ア
ス
や
一
人
称
に
外
枠
を
付
し
た
入
れ
子
構
造
の
方
法
で

達
成
さ
れ
て
い
た
の
が
、
一
人
称
で
あ
れ
三
人
称
で
あ
れ
、
よ
り
透
明
な
は
ず

の
小
説
の
地
の
文
の
語
り
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
現
在
の
展

望
で
あ
る
。
芥
川
は
透
明
な
語
り
手
に
よ
る
小
説
の
地
の
文
の
信
頼
性
を
撃
と

う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

20
） 

本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」「
運
」
と
同
年
同
月

に
発
表
さ
れ
た
「M

EN
SU
RA
 ZO
ILI

」（『
新
思
潮
』
大
正
六
年
一
月
）
に

関
し
て
小
澤
純
（
二
〇
〇
九
）
は
、
木
下
杢
太
郎
の
「
船
室
」（『
我
等
』
大
正

三
年
一
月
）
に
お
け
る
一
人
称
の
多
層
的
な
遠
近
法
と
の
関
わ
り
を
見
る
。
そ

れ
ま
で
の
一
人
称
小
説
は
回
想
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
作
品
で
は
出
来
事
が
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
る

実
況
中
継
的
な
語
り
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
で
変
化
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も

稿
者
が
実
験
的
創
作
の
場
と
い
う
評
価
を
与
え
る
第
四
次
『
新
思
潮
』
の
特
性

が
見
ら
れ
る
よ
う
で
興
味
深
い
。
別
稿
を
期
し
た
い
。

21
） 

菊
田
茂
男
（
一
九
五
九
）
は
「
運
」
執
筆
を
十
一
月
初
旬
と
し
て
い
る
が
、
根

拠
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
菊
田
（
一
九
七
八
）
で
は
十
二
月

十
七
、十
八
日
を
脱
稿
日
と
し
て
い
る
。

22
） 「
芥
川
龍
之
介
氏
は
小
説
「
運
」
を
脱
稿
「
文
章
世
界
」
新
年
号
に
寄
せ
た
り
」

（「
よ
み
う
り
抄
」『
読
売
新
聞
』
大
正
五
年
十
一
月
二
十
五
日
付
）

23
） 

こ
の
「
出
来
な
か
つ
た
」
原
稿
は
、
第
四
次
『
新
思
潮
』
大
正
六
年
一
月
号
に

掲
載
す
る
予
定
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
新
思
潮
』
大
正
五
年

十
二
月
号
は
何
ら
か
の
事
情
で
発
刊
さ
れ
な
か
っ
た
。

□
色
々
な
事
情
の
為
め
十
二
月
号
の
発
刊
が
ひ
ど
く
遅
れ
た
の
で
、
正
月

号
と
合
併
す
る
こ
と
に
し
た
。（
中
略
）
と
こ
ろ
が
愈
々
そ
う
決
め
て
正

月
号
は
景
気
の
い
ゝ
倍
大
号
と
す
る
つ
も
り
で
準
備
に
か
ゝ
つ
た
と
こ
ろ
、

夏
目
先
生
の
御
逝
去
に
逢
つ
た
。（
中
略
）
私
等
は
原
稿
を
書
く
手
を
や

め
て
、
其
処
に
走
つ
た
。
本
誌
が
量
に
於
い
て
普
通
号
と
余
り
変
ら
な
い

の
は
そ
の
為
め
で
あ
る
。

 

（
松
岡
譲
「
校
正
の
后
に
」『
新
思
潮
』
大
正
六
年
一
月
）
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五

 
こ
こ
か
ら
、
芥
川
は
『
新
思
潮
』
大
正
六
年
一
月
号
に
、
前
年
十
二
月
号
に
掲

載
予
定
だ
っ
た
「M

EN
SU
RA
 ZO
ILI

」
の
他
に
別
の
作
品
も
投
稿
し
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
が
導
か
れ
る
。
よ
っ
て
当
時
『
新
思
潮
』
の
編
集
兼
発
行
人

で
あ
っ
た
松
岡
へ
の
書
簡
に
あ
る
「
原
稿
」
は
、
十
二
月
十
七
日
付
の
も
の
も

含
め
て
『
新
思
潮
』
掲
載
用
の
も
の
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。

参
考
文
献

引
用
の
際
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
直
し
、
ル
ビ
は
一
部
省
略
し
た
。
傍
線
は
井
上
。

・『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
一
〜
二
四
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
五
〜
一
九
九
八
年

（「
運
」
以
外
の
引
用
は
「
後
記
」﹇
第
一
巻
石
割
透
、
第
二
巻
海
老
井
英
次
﹈
を

も
と
に
し
た
初
出
の
形
を
用
い
た
）

・
日
本
近
代
文
学
館
マ
イ
ク
ロ
編
集
委
員
会
編
『
文
章
世
界
』
十
二
（
一
）

一
九
一
七
年
一
月
号　

八
木
書
店
、
日
本
近
代
文
学
館　

一
九
八
六
年

・『
漱
石
全
集
』
第
二
十
五
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
六
年

・
池
上
洵
一
校
注
『
今
昔
物
語
集
三　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
3
5
』
岩
波
書
店　

一
九
九
三
年

・
平
野
清
介
編
『
新
聞
集
成
芥
川
龍
之
介
像
』
一　

明
治
大
正
昭
和
新
聞
研
究
会　

一
九
八
四
年

・
平
野
清
介
『
日
本
文
豪
資
料
集
成　

雑
誌
集
成　

芥
川
龍
之
介
像
』
一
〜
三　

明

治
大
正
昭
和
新
聞
研
究
会　

一
九
八
三
年

・
安
藤
宏
、
猪
狩
友
一
、
鈴
木
啓
子
、
日
比
嘉
高
、
佐
藤
秀
明
「《
座
談
会
》
一
人

称
と
い
う
方
法
」『
文
学
』
九（
五
）
二
〇
〇
八
年
九
、十
月　

二
〜
三
一
頁

・
石
原
千
秋
「
テ
ク
ス
ト
論
は
何
を
変
え
る
か
『
羅
生
門
』」『
国
文
学
解
釈
と
教
材

の
研
究
』
四
一
（
五
）
一
九
九
六
年
四
月
（
参
照
：「
語
り
手
と
情
報
│
│
芥
川

龍
之
介
『
羅
生
門
』」『
テ
ク
ス
ト
は
ま
ち
が
わ
な
い
│
│
小
説
と
読
者
の
仕
事
』

筑
摩
書
房　

二
〇
〇
四
年　

八
四
〜
九
三
頁
）

・
小
澤
純
「「
大
川
の
水
」
を
貫
く
《
体
験
》
│
│
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
・
木
下
杢

太
郎
・〈
柳
川
隆
之
介
〉
│
│
」『
文
芸
と
批
評
』
十
（
十
）
二
〇
〇
九
年
十
一
月　

四
四
〜
五
九
頁

・
小
澤
純
「「
鼻
」
を
《
傍
観
》
す
る
│
│
夏
目
漱
石
『
文
学
論
』
を
視
座
と
し
て

│
│
」『
芥
川
龍
之
介
研
究
』
七　

二
〇
一
三
年　

一
六
〜
二
六
頁

・
小
澤
純
「「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
│
│
眼
前
の
「
書
面
」
に
胚
胎
す
る
も
の
」
宮

坂
覺
編
『
芥
川
龍
之
介
と
切
支
丹
物　

多
声
・
交
差
・
越
境
』
翰
林
書
房　

二
〇
一
四
年　

一
六
六
〜
一
七
六
頁

・
勝
倉
壽
一
「
芥
川
龍
之
介
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
論
」『
愛
文
』
一
六　

愛
媛
大

学
法
文
学
部
国
語
国
文
学
研
究
会　

一
九
八
〇
年
七
月　

一
〜
五
頁

・
柄
谷
行
人
『
定
本　

柄
谷
行
人
集
』
第
一
巻　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
四
年
（
参
照

二
〇
〇
八
年
）（
↑
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
講
談
社　

一
九
八
〇
年
）

・
菅
聡
子
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』
翰
林
書
房　

二
〇
〇
三
年　

八
二
〜
八
三
頁

・
菊
田
茂
男
「
芥
川
龍
之
介
「
運
」
の
典
拠
│
│
『
今
昔
物
語
』
及
び
森
鴎
外
訳

「
セ
ン
ツ
ア
マ
ニ
」
と
の
比
較
研
究
│
│
」『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四

（
三
）
一
九
五
九
年
二
月　

一
三
四
〜
一
三
八
頁

・
菊
田
茂
男
「
芥
川
龍
之
介
の
歴
史
小
説
の
方
法
│
│
「
運
」
の
成
立
を
中
心
と
し

て
│
│
」『
比
較
文
学
』
十
四
（
一
〇
）
一
九
七
八
年　

二
〇
〜
二
八
頁

・
栗
栖
眞
人
「
語
ら
れ
ぬ
翁
の
思
い
│
│
芥
川
龍
之
介
『
運
』
に
つ
い
て
│
│
」

『
桜
文
論
叢
』
六
六　

日
本
大
学
法
学
部　

二
〇
〇
六
年
二
月　

二
二
八
〜

二
一
九
頁
（
九
一
〜
一
〇
〇
頁
）

・
小
谷
瑛
輔
「
芥
川
龍
之
介
の
初
期
作
品
に
お
け
る
反
語
的
完
結
性
│
│
「
羅
生

門
」「
鼻
」「
酒
虫
」
を
中
心
に
」『
国
語
と
国
文
学
』
八
七
（
一
〇
）
東
京
大
学

国
語
国
文
学
会　

二
〇
一
〇
年
十
月　

四
七
〜
六
二
頁

・
佐
藤
泰
正
「
切
支
丹
物
│
│
そ
の
表
現
と
文
体
│
│
」『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の

研
究
』
二
二
（
六
）
一
九
七
七
年
五
月　

七
〇
〜
七
七
頁

・
篠
崎
美
生
子
「
蜜
柑
」「
沼
地
」
関
口
安
義
・
庄
司
達
也
編
『
芥
川
龍
之
介
全
作

品
事
典
』
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
〇
年　

五
三
五
〜
五
三
八
、四
一
六
〜
四
一
七
頁
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一
六

・
篠
崎
美
生
子
「
文
体
・
表
現
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
七
二
（
九
）
二
〇
〇
七

年
九
月　

六
八
〜
七
三
頁

・
篠
崎
美
生
子
「
第
五
章
第
二
節
『
新
潮
』
の
戦
略
│
│
ポ
ス
ト
自
然
主
義
ア
イ
ド

ル
の
座
│
│
」『
弱
い
「
内
面
」
の
陥
穽　

芥
川
龍
之
介
か
ら
見
た
日
本
近
代
文

学
』
翰
林
書
房　

二
〇
一
七
年　

二
三
六
〜
二
七
四
頁

・
竹
内
眞
「
第
四
篇
第
二
章
「
羅
生
門
」
時
代
」『
芥
川
龍
之
介
の
研
究
』
大
同
館

書
店　

一
九
三
四
年
（
参
照
：『
芥
川
龍
之
介
の
研
究
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
七
年　

二
一
九
〜
二
四
六
頁
）

・
友
田
悦
生
「
第
六
章
「
芋
粥
」
の
二
重
性
│
│
ゴ
ー
ゴ
リ
「
外
套
」
と
の
比
較
を

中
心
に
│
│
」『
初
期
芥
川
龍
之
介
論
』
翰
林
書
房　

一
九
九
四
年　

一
四
二
〜

一
九
〇
頁

・
長
野
嘗
一
「
第
五
章
「
運
」」『
古
典
と
近
代
作
家
│
│
芥
川
龍
之
介
│
│
』
有
朋

堂　

一
九
六
七
年
（
参
照
：
一
九
七
五
年
）
八
五
〜
九
三
頁

・
西
沢
正
二
「
芥
川
龍
之
介
『
運
』
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
」『
解
釈
』
三
〇
（
七
）

一
九
八
四
年
七
月　

二
六
〜
三
二
頁

・
西
田
一
豊
「
芥
川
龍
之
介
「
二
つ
の
手
紙
」
論
」『
千
葉
大
学
人
文
社
会
科
学
研

究
』
二
四　

二
〇
一
二
年
三
月　

一
五
〜
二
六
頁

・
長
谷
川
達
哉
「
下
人
の
行
方
と
、
語
り
手
の
「
い
ま
・
こ
こ
」
│
│
「
羅
生
門
」

の
言
説
分
析
の
試
み
│
│
」『
中
央
大
学
国
文
』
四
一　

一
九
九
八
年
三
月
（
参

照
：
浅
野
洋
編
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成
第
一
巻
羅
生
門
│
│
今
昔
物
語
の
世

界
』
翰
林
書
房　

二
〇
〇
〇
年　

一
八
九
〜
二
〇
三
頁
）

・
畑
中
佳
恵
「
読
者
の
席
を
考
え
る
│
│
芥
川
龍
之
介
「
二
つ
の
手
紙
」
と
関
わ
る

た
め
に
│
│
」『
九
大
日
文
』
一　

九
州
大
学
日
本
語
文
学
会
「
九
大
日
文
」
編

集
委
員
会　

二
〇
〇
二
年
八
月　

三
三
〜
四
八
頁

・
早
澤
正
人
「
偽
装
さ
れ
た
〈
三
人
称
〉
│
│
「
老
年
」
に
お
け
る
語
り
の
構
造
│

│
」『
芥
川
龍
之
介
研
究
』
五
・
六　

二
〇
一
二
年　

一
一
一
〜
一
二
五
頁

・
平
岡
敏
夫
「「
南
蛮
寺
」
幻
想
」『
芥
川
龍
之
介　

抒
情
の
美
学
』
大
修
館
書
店　

一
九
八
二
年
（
参
照
：
一
九
八
四
年
）　

二
四
四
〜
二
五
九
頁

・
溝
部
優
実
子
「
尾
形
了
斎
覚
え
書　
〈
奇
跡
〉
は
い
か
に
語
ら
れ
た
か
」
関
口
安

義
編
『
生
誕
1
2
0
年　

芥
川
龍
之
介
』
翰
林
書
房　

二
〇
一
二
年　

一
七
六
〜

一
八
三
頁

・
三
好
行
雄
「「
新
生
」
論
の
た
め
に
│
│
主
と
し
て
方
法
を
め
ぐ
っ
て
」『
三
好
行

雄
著
作
集
第
一
巻　

島
崎
藤
村
論
』
筑
摩
書
房　

一
九
九
三
年　

二
五
三
〜

二
七
六
頁

・
松
本
常
彦
「
初
期
未
定
稿
作
品
」
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』
翰
林
書

房　

二
〇
〇
三
年　

三
〇
七
〜
三
〇
九
頁

・
松
本
寧
至
「
運
」
志
村
有
弘
編
『
芥
川
龍
之
介
大
辞
典
』
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
二

年　

三
八
三
〜
三
八
四
頁

・
山
崎
甲
一
「
芥
川
龍
之
介
の
独
立
│
│
「
運
」
の
対
話
と
場
景
描
写
に
つ
い
て
│

│
」『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
一
部
国
語
・
国
文
学
編　

二
二　

一
九
八
五
年　

一
四
一
〜
一
八
七
頁

・
山
口
直
孝
「
私
小
説
と
書
簡
、
書
簡
体
小
説
」
秋
山
駿
・
勝
又
浩
監
修
、
私
小
説

研
究
会
編
『
私
小
説
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
勉
誠
出
版　

二
〇
一
四
年　

二
一
六
〜

二
一
七
頁

・
吉
田
精
一
「
一
三　

第
一
創
作
集
」『
芥
川
龍
之
介
』
新
潮
社　

一
九
五
八
年

（
参
照
：『
吉
田
精
一
著
作
集
第
一
巻　

芥
川
龍
之
介
Ⅰ
』
桜
楓
社　

一
九
七
九

年
）　

九
三
〜
一
〇
三
頁

・
吉
田
精
一
「
芥
川
龍
之
介
の
作
品
解
説
」『
吉
田
精
一
著
作
集
第
二
巻　

芥
川
龍

之
介
Ⅱ
』
桜
楓
社　

一
九
八
一
年　

九
三
〜
一
〇
〇
頁

・
渡
邊
拓
「
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
の
表
現
に
つ
い
て
」『
都
大
論
究
』
二
九　

東
京
都
立
大
学
国
語
国
文
学
会　

一
九
九
二
年
四
月
（
参
照
：
志
村
有
弘
編
『
近

代
文
学
作
品
論
叢
書
1
2　

芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』
作
品
論
集
成
Ⅱ
』
大
空
社　

一
九
九
五
年　

三
三
九
〜
三
五
〇
頁
）
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The features of narration in Akutagawa Ryunosuke's initial works: 
“Ogataryosai-oboegaki” and “Un”as new attempts

Inoue, Kihoko

Abstract

This paper deals with features of narration in Akutagawa Ryunosuke (1892～1927) 's initial works 
by 1917. These features are divided between ones by 1916 and new trends in “Ogataryosai-
oboegaki [Dr. Ogata Ryosai: Memorandum]” and “Un [The fortune]” in January 1917. First, the 
narrators by 1916 look acutual and authoritative. Secondly, in “Dr. Ogata Ryosai: Memorandum” 
and “The fortune”, however, what the narrators tell are ambiguously because of having a receiver 
and listener, their bias and indirect expressions. Finally, we check the attempts in 1917 affect later 
works. The first attempts reflected Akutagawa's suspicion about inconspicuous narrators in 
Naturalist's works lead to suspicion about reliability of story contents.
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