


日
本
文
学
ノ
ー
ト

宮
城
学
院
女
子
大
学
日
本
文
学
会

二 

〇 

一 

七 

年 

七 

月

第
五
十
二
号（
通
巻
七
十
四
号
）





　
　
　
高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
採
録
箇
所
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
桐
壺
巻
・
若
紫
巻
採
録
の
適
切
さ
を
中
心
と
し
て

─

菅　
　
　
　
　

智　
　

子

　
　
　
　

は
じ
め
に

古
典
文
学
作
品
に
一
度
も
触
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
は
い
な
い
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
中
学
校
、
高
等
学
校
の
国
語
の
教
科
書
に
は
必

ず
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
教
科
書
の
ペ
ー
ジ
数
の
中
に
古
典
文
学
作
品
を
原
文
の
ま
ま
全
て
掲
載
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
作
品
は
、
数
多
く
あ
る
古
典
文
学
作
品
の
一
部
で
あ
り
、
そ
し
て
採
録
さ
れ
た
箇
所
は
そ
の
作
品
の

中
の
ほ
ん
の
一
部
分
だ
。
教
科
書
を
編
集
す
る
出
版
社
は
、
作
品
の
中
の
ど
の
箇
所
を
掲
載
す
る
か
、
長
続
き
の
文
を
ど
こ
で
区
切
る
か
、

ま
た
生
徒
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
現
代
語
訳
を
掲
載
す
る
、
概
要
を
説
明
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
い
る
は
ず
だ
。

今
回
は
適
切
な
古
典
教
材
の
条
件
を
考
え
た
う
え
で
、「
最
高
傑
作
」
や
「
最
高
峰
」
と
評
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
に
焦
点
を
あ
て
、
高

等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
の
採
録
箇
所
は
適
切
か
ど
う
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

一　

適
切
な
古
典
教
材
の
条
件

教
科
書
の
適
切
さ
に
は
、
様
々
な
観
点
の
も
の
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
山
本
眞
一
郎
氏
は
、
教
科
書
の
編
集
に
は
「
教
育
的
配
慮
」
と

い
う
タ
ブ
ー
が
存
在
し
、
文
学
的
な
価
値
よ
り
も
「
教
育
的
配
慮
」
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

（
注
一
）。

あ
る
い
は
、
吉
井
美

弥
子
氏
は
、
教
員
の
多
忙
さ
に
よ
り
、
多
く
の
教
育
現
場
に
お
い
て
定
番
教
材
が
含
ま
れ
な
い
教
科
書
が
望
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
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い
る

（
注
二
）。

い
ず
れ
も
興
味
深
い
観
点
と
い
え
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
検
証
し
が
た
い
た
め
、
こ
こ
で
は
『
検
定
基
準
』
を
も
と
に
適
切
な
古
典

教
材
の
条
件
を
考
え
て
い
き
た
い
。

教
科
書
が
生
徒
の
手
に
届
く
ま
で
に
は
、
著
作
・
編
集
、
検
定
、
採
択
、
発
行
（
製
造
・
供
給
）
及
び
使
用
と
約
四
年
間
と
い
う
長
い
時

間
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
出
版
社
は
、
文
部
科
学
省
が
検
定
の
た
め
に
必
要
な
審
査
基
準
を
定
め
て
い
る
『
高
等
学
校
教
科
用
図
書

検
定
基
準
』
を
満
た
す
よ
う
に
編
集
を
行
っ
て
い
る
。『
検
定
基
準
』
を
み
る
と
、
教
科
書
は
、
教
育
基
本
法
や
学
校
教
育
法
、『
指
導
要

領
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
目
標
の
達
成
を
目
指
し
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
私
は
、『
検
定
基
準
』
を
は
じ
め

と
し
、『
指
導
要
領
』
や
『
解
説
国
語
編
』
も
ふ
ま
え
て
、
適
切
な
古
典
教
材
の
条
件
と
し
て
次
の
四
点
を
あ
げ
た
い
。

（
Ａ
）
生
徒
の
心
身
の
発
達
段
階
に
適
応
し
て
お
り
、
心
身
の
健
康
や
安
全
及
び
健
全
な
情
操
の
育
成
に
つ
い
て
必
要
な
配
慮
を
欠
い

て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
こ
と
。

（
Ｂ
）
古
典
を
進
ん
で
学
習
す
る
意
欲
や
態
度
を
養
う
の
に
役
立
つ
こ
と
。

（
Ｃ
）
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
対
す
る
様
々
な
時
代
の
人
々
の
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
の
に

役
立
つ
こ
と
。

（
Ｄ
）
様
々
な
時
代
の
人
々
の
生
き
方
や
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
り

す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
。

（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
、
古
典
教
材
の
条
件
の
大
前
提
で
あ
る
と
考
え
、
こ
こ
か
ら
は
、（
Ｂ
）
～
（
Ｄ
）
の
条
件
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら

『
源
氏
物
語
』
の
採
録
箇
所
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　
　
　
　

二　

高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
採
録
箇
所

日
本
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文
部
科
学
省
は
平
成
二
八
年
四
月
、『
高
等
学
校
用
教
科
書
目
録
（
平
成
二
九
年
度
使
用
）』
を
提
示
し
た
。
こ
こ
に
は
翌
年
度
に
発
行
予

定
の
高
等
学
校
用
の
文
部
科
学
省
検
定
済
教
科
書
及
び
文
部
科
学
省
著
作
教
科
書
が
す
べ
て
登
載
さ
れ
て
お
り
、
翌
年
度
に
使
用
さ
れ
る
教

科
書
は
、
こ
の
目
録
か
ら
採
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
回
は
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
古
典
Ｂ
の
教
科
書
全
一
九

冊
の
う
ち
、
文
英
堂
を
除
い
た
九
社
一
八
冊
を
比
較
・
検
討
の
対
象
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
一
八
冊
は
全
て
『
指
導
要
領
』
に
基
づ
い
て

編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
二
五
年
に
検
定
済
み
の
も
の
で
あ
る
。
今
回
考
え
て
い
く
古
典
Ｂ
の
教
科
書
の
出
版
社
名
、
教
科
書
番
号
、

教
科
書
名
を
次
に
列
挙
す
る
。

①
東
京
書
籍　

古
典
Ｂ
３
０
１　

新
編
古
典
Ｂ

②
東
京
書
籍　

古
典
Ｂ
３
０
２　

精
選
古
典
Ｂ　

古
文
編

③
三
省
堂　

古
典
Ｂ
３
０
４　

高
等
学
校
古
典
Ｂ　

古
文
編

④
三
省
堂　

古
典
Ｂ
３
０
６　

精
選
古
典
Ｂ

⑤
教
育
出
版　

古
典
Ｂ
３
０
７　

古
典
Ｂ　

古
文
編

⑥
教
育
出
版　

古
典
Ｂ
３
０
９　

新
編　

古
典
Ｂ　

言
葉
の
世
界
へ

⑦
大
修
館
書
店　

古
典
Ｂ
３
１
０　

古
典
Ｂ　

古
文
編

⑧
大
修
館
書
店　

古
典
Ｂ
３
１
２　

精
選
古
典
Ｂ

⑨
大
修
館
書
店　

古
典
Ｂ
３
１
３　

新
編
古
典
Ｂ

⑩
数
研
出
版　

古
典
Ｂ
３
１
４　

古
典
Ｂ　

古
文
編

⑪
明
治
書
院　

古
典
Ｂ
３
１
６　

精
選
古
典
Ｂ　

古
文
編

⑫
明
治
書
院　

古
典
Ｂ
３
１
８　

高
等
学
校
古
典
Ｂ

⑬
筑
摩
書
房　

古
典
Ｂ
３
２
０　

古
典
Ｂ　

古
文
編

⑭
第
一
学
習
社　

古
典
Ｂ
３
２
８　

高
等
学
校　

古
典
Ｂ

⑮
第
一
学
習
社　

古
典
Ｂ
３
２
２　

高
等
学
校　

古
典
Ｂ　

古
文
編
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⑯
第
一
学
習
社　

古
典
Ｂ
３
２
４　

高
等
学
校　

標
準
古
典
Ｂ

⑰
桐
原
書
店　

古
典
Ｂ
３
２
５　

探
求
古
典
Ｂ　

古
文
編

⑱
桐
原
書
店　

古
典
Ｂ
３
２
７　

古
典
Ｂ

以
下
、
表
や
本
文
に
お
い
て
は
番
号
で
示
す
こ
と
に
す
る
。

続
い
て
、『
源
氏
物
語
』
の
巻
別
採
録
状
況
を
ま
と
め
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

・
巻
別
採
録
状
況
（
※
採
録
の
な
い
巻
は
省
略
し
た
。）

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
号
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⑱ ⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 桐壷

○ 2 帚木
○ ○ 4 夕顔

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 若紫
○ 8 花宴

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 葵
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12須磨

○ ○ 14澪標
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19薄雲

○ ○ 28野分
○ ○ ○ ○ 33藤裏葉

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34若菜上
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40御法

○ 41幻
○ ○ ○ ○ 45橋姫

○ ○ ○ 51浮舟
○ 54夢浮橋



こ
の
巻
別
採
録
状
況
を
み
る
と
九
社
一
八
冊
全
て
の
教
科
書
に
お
い
て
桐
壺
巻
と
若
紫
巻
が
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら

に
そ
の
中
で
も
桐
壺
巻
で
は
光
源
氏
誕
生
の
場
面
が
、
若
紫
巻
で
は
光
源
氏
が
若
紫
を
垣
間
見
す
る
場
面
が
全
教
科
書
で
採
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
有
馬
義
貴
氏
は
「
高
等
学
校
「
古
典
」
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
採
録
箇
所
の
提
案
―
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣

間
見
場
面
と
の
連
結
―
」
の
中
で
二
〇
〇
六
年
三
月
時
点
で
の
教
科
書
の
巻
別
採
録
状
況
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
全
出
版
社
で
桐
壺

巻
と
若
紫
巻
の
同
じ
場
面
が
採
録
さ
れ
て
い
る

（
注
三
）。

約
一
〇
年
間
た
っ
た
今
で
も
採
録
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
は
な
に
か
理

由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
場
面
の
採
録
に
関
し
て
は
、
吉
井
美
弥
子
氏
に
よ
っ
て
も
考
察
さ
れ
て
い
る

（
注
四
）。

そ
こ
で
は
当
該
場
面

が
採
録
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、
両
者
は
い
ず
れ
も
そ
の
価
値
や
適
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
改
め
て
教
科
書
全
て
で
採
録
さ
れ
て
い

る
こ
の
二
か
所
の
場
面
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
、
桐
壺
巻
光
源
氏
誕
生
場
面
の
採
録
に
関
し
て
で
あ
る
。
以
下
は
桐
壺
巻
光
源
氏
誕
生
の
採
録
箇
所
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
か
し
づ
き
給
ふ
こ
と
限
り
な
し
。」
①
②
⑤
⑥
⑨
⑪
⑫

「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
御
局
は
桐
壺
な
り
。」
③
④
⑦
⑧
⑩
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
そ
の
恨
み
ま
し
て
や
ら
む
方
な
し
。」
⑬

全
て
の
教
科
書
で
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
か
ら
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
作
品
と
し
て
も
冒
頭
で
あ
る
こ
と
や
、
他
の

作
品
と
は
違
う
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
そ
れ
が
条
件
（
Ｄ
）
を
満
た
す
た
め
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
採
録
が
ど
こ
で
区
切
ら
れ

る
の
が
適
切
か
に
つ
い
て
は
、
光
源
氏
の
誕
生
の
み
よ
り
も
そ
れ
に
よ
る
帝
や
桐
壺
の
更
衣
、
周
囲
の
様
子
を
描
い
た
部
分
ま
で
採
録
し
て

い
る
ほ
う
が
条
件
（
Ｃ
）
を
よ
り
満
た
す
た
め
適
切
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
御
局
は
桐
壺
な
り
。」
や

「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
そ
の
恨
み
ま
し
て
や
ら
む
方
な
し
。」
ま
で
の
採
録
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
た
。

次
に
、
若
紫
巻
垣
間
見
場
面
の
採
録
に
関
し
て
で
あ
る
。
以
下
は
若
紫
巻
北
山
垣
間
見
場
面
の
採
録
箇
所
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

「
日
も
い
と
長
き
に
～
と
思
ふ
心
深
う
付
き
ぬ
。」
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑬

「
日
も
い
と
長
き
に
～
涙
ぞ
落
つ
る
。」
⑨

「
日
も
い
と
長
き
に
～
帰
り
給
ひ
ぬ
。」
⑩
⑪
⑭
⑮
⑰
⑱
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「
日
も
い
と
長
き
に
～
つ
や
つ
や
と
め
で
た
う
見
ゆ
。」
⑫

「
清
げ
な
る
大
人
二
人
～
露
の
消
え
む
と
す
ら
む
。」
⑯

『
源
氏
物
語
』
の
作
品
上
重
要
人
物
で
あ
る
紫
の
上
を
光
源
氏
が
垣
間
見
し
た
場
面
と
い
う
点
で
、「
日
も
い
と
長
き
に
」
か
ら
の
採
録

は
、
条
件
（
Ｄ
）
を
満
た
し
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。「
日
も
い
と
長
き
に
」
は
若
紫
巻
の
冒
頭
部
分
で
は
な
い
が
、
こ
の
箇
所
か
ら
光
源

氏
が
若
紫
を
見
る
小
柴
垣
に
移
動
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
た
め
採
録
の
初
め
と
し
て
は
よ
い
区
切
ら
れ
方
で
あ
る
。
そ
し
て
「
日
も
い
と
長

き
に
」
か
ら
始
ま
る
採
録
が
ど
こ
で
区
切
ら
れ
る
の
か
が
適
切
か
に
関
し
て
は
、「
思
ふ
心
深
う
つ
き
ぬ
。」
ま
で
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
は
、
光
源
氏
が
若
紫
を
垣
間
見
し
て
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
光
源
氏
が
「
か
の
人
の
御
か
は
り
に
」
と
表
現

し
て
い
る
箇
所
は
、
藤
壺
の
宮
に
思
い
を
よ
せ
る
光
源
氏
が
そ
の
形
代
と
し
て
若
紫
を
追
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
展
開
の
出
発
点
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
条
件
（
Ｂ
）（
Ｄ
）
を
満
た
し
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

光
源
氏
誕
生
場
面
の
採
録
や
垣
間
見
場
面
の
採
録
に
関
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』
の
物
語
そ
の
も
の
の
冒
頭
で
あ
る
点
や
、
物
語
全
体
を

通
し
て
主
要
な
女
性
と
な
る
若
紫
の
登
場
と
い
う
点
で
適
切
で
あ
る
。

一
方
で
、
こ
の
採
録
の
さ
れ
方
に
関
し
て
有
馬
義
貴
氏
は
、
採
録
の
適
切
性
は
認
め
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
注
五
）。

但
し
、
少
な
か
ら
ぬ
教
科
書
に
み
ら
れ
る
、
こ
の
両
場
面
を
連
続
し
て
扱
っ
て
い
く
と
い
う
構
成
に
は
疑
問
が
残
る
。
こ
の
両
場
面
は
、

学
習
者
に
と
っ
て
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
見
出
し
難
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

有
馬
義
貴
氏
は
、
学
習
者
の
大
半
が
『
源
氏
物
語
』
に
初
め
て
触
れ
る
と
い
う
段
階
で
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
を
連
続

し
て
扱
っ
て
い
く
こ
と
に
関
し
て
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
た
し
か
に
自
分
の
高
校
時
代
の
古
典
の
授
業
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、『
源
氏

物
語
』
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
「
す
ご
い
」
作
品
だ
と
学
び
、
し
か
し
実
際
に
本
文
を
読
ん
で
み
て
も
登
場
人
物
の
多
さ
や
敬
語
な
ど

に
難
解
だ
と
い
う
印
象
が
残
っ
て
い
る
。
生
徒
に
と
っ
て
は
こ
の
両
場
面
が
単
に
連
続
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
『
源
氏
物
語
』
は

一
体
ど
ん
な
物
語
か
わ
か
り
に
く
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
は
こ
の
両
場
面
を
連
続
し
て
採
録
す
る
た
め
の
工
夫
と
し
て
適
切
な
も
の
は
な
に
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か
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

三　
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
連
結
に
お
け
る
工
夫

桐
壺
巻
で
は
冒
頭
以
外
の
場
面
を
採
録
し
て
い
る
教
科
書
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
特
に
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の

間
に
採
録
さ
れ
て
い
る
の
は
③
④
⑥
⑦
⑩
⑬
の
六
冊
で
あ
り
⑧
は
間
に
参
考
と
し
て
の
掲
載
が
あ
る
。
⑧
を
含
め
た
七
冊
に
は
桐
壺
巻
冒
頭

以
外
の
ど
の
場
面
が
採
録
さ
れ
て
い
る
か
を
整
理
す
る
と
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

⑬ ⑩ ⑧ ⑦ ⑥ ④ ③
飽
か
ぬ
別
れ

藤
壺
の
入
内

〈
参
考
〉

藤
壺
の
入
内

桐
壺
（
二
）

桐
壺
（
三
）

藤
壺
の
宮
の
入
内

藤
壺
の
入
内

藤
壺
の
入
内

見
出
し

「
そ
の
年
の
夏
～
籠
も
り
お
は
し
ま
す
。」

「
藤
壺
と
聞
こ
ゆ
～
と
聞
こ
ゆ
。」

「
年
月
に
そ
へ
て
～
と
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。」

「
か
の
贈
り
物
～
た
ま
ひ
ぬ
べ
か
め
り
。」

「
年
月
に
そ
へ
て
～
と
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。」

「
げ
に
、
御
容
貌
～
と
聞
こ
ゆ
。」

「
源
氏
の
君
は
～
と
聞
こ
ゆ
。」

「
源
氏
の
君
は
～
と
聞
こ
ゆ
。」

採
録
箇
所

桐
壺
更
衣
が
亡
く
な
る
場
面

藤
壺
入
内
の
場
面

藤
壺
入
内
の
場
面

桐
壺
の
死
に
帝
の
哀
傷
が
深
ま
る
場
面

藤
壺
入
内
の
場
面

藤
壺
入
内
の
場
面

藤
壺
入
内
の
場
面

藤
壺
入
内
の
場
面

場
面
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こ
れ
を
み
る
と
⑦
の
桐
壺
（
二
）
と
⑬
以
外
は
採
録
箇
所
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
藤
壺
入
内
の
場
面
を
採
録
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
連
結
に
お
い
て
、
つ
ま
り
生
徒
が
「
桐
壺
」
冒
頭
を
授
業
で
学
ん
だ
あ
と
、「
若
紫
」
垣
間
見

場
面
の
本
文
に
入
る
前
ま
で
に
理
解
さ
せ
て
お
き
た
い
の
は
藤
壺
の
宮
の
存
在
で
あ
る
。

母
で
あ
る
桐
壺
更
衣
に
似
て
い
る
と
い
う
藤
壺
の
宮
を
恋
慕
し
、
そ
の
藤
壺
の
宮
に
似
て
い
る
少
女
若
紫
を
追
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
展

開
、
藤
壺
の
宮
と
若
紫
の
存
在
は
『
源
氏
物
語
』
全
体
を
通
し
て
も
核
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
教
科
書
の
採
録
を
み
る
と
「
桐
壺
」

冒
頭
で
は
桐
壺
更
衣
が
登
場
し
て
い
る
。「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
で
は
、
若
紫
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
藤
壺
の
宮
が
登
場
し
な
け
れ

ば
こ
の
一
連
の
展
開
が
理
解
で
き
ず
、
生
徒
は
両
場
面
を
ひ
と
つ
の
物
語
と
し
て
連
結
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
私
は
、
両
場
面
の
間
に
藤
壺
の
宮
が
登
場
す
る
場
面
を
採
録
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
③
④
⑥
⑦
の
（
三
）
⑧
⑩
の
藤
壺

の
入
内
の
場
面
を
採
録
す
る
こ
と
で
、
有
馬
義
貴
氏
が
述
べ
て
い
た
よ
う
な
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
連
結
の
問
題
点
は

解
消
さ
れ
る
と
思
う
。

一
方
、
藤
壺
の
入
内
の
場
面
の
採
録
を
行
っ
て
い
な
い
そ
の
他
の
教
科
書
で
あ
る
が
、
藤
壺
の
宮
の
存
在
を
知
ら
な
い
ま
ま
「
若
紫
」
垣

間
見
場
面
に
進
む
こ
と
は
本
文
の
内
容
や
光
源
氏
の
心
情
を
把
握
し
難
い
部
分
が
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
な
に
か
工
夫
が
必
要
で
あ

る
。
教
科
書
を
確
認
す
る
と
、
藤
壺
入
内
場
面
の
本
文
の
採
録
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
全
て
の
教
科
書
で
現
代
語
で
の
補
足
説
明
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。『
解
説
国
語
編
』
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

古
典
の
教
材
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
理
解
し
や
す
く
し
、
親
し
み
や
す
く
す
る
た
め
に
は
、
学
習
に
際
し
て
読
み
に
く
い
漢
字
や
熟

語
に
読
み
仮
名
を
付
け
た
り
、
難
解
な
部
分
に
は
、
注
釈
、
傍
注
、
解
説
、
現
代
語
訳
な
ど
を
適
切
に
用
い
た
り
す
る
配
慮
が
必
要
と

な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
典
の
学
習
に
お
い
て
は
原
文
は
尊
重
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
現
代
語
訳
な
ど
を

取
り
上
げ
る
に
し
て
も
、
お
の
ず
と
適
切
な
範
囲
は
あ
り
、
原
文
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
大
切
に
な
る
。
具
体

的
に
は
、
原
文
と
対
比
で
き
る
よ
う
現
代
語
訳
な
ど
を
取
り
上
げ
た
り
、
原
文
の
前
後
を
現
代
語
訳
な
ど
で
補
っ
た
り
、
原
文
と
同
一

の
文
種
や
形
態
に
属
す
る
他
の
文
章
や
作
品
を
現
代
語
訳
な
ど
で
取
り
上
げ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
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こ
こ
で
は
古
典
の
教
材
に
よ
り
親
し
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
原
文
を
尊
重
し
つ
つ
も
現
代
語
訳
等
を
活
用
す
る
配
慮
が
大
切
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
作
品
の
全
て
を
採
録
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
教
科
書
に
お
い
て
は
、
作
品
と
し
て
価
値
あ
る
部
分
の
本
文
を
採
録
し
、
ま
た
そ

れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
補
足
説
明
等
の
工
夫
に
よ
っ
て
作
品
全
体
へ
の
興
味
を
示
せ
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
若
紫
」
垣
間

見
場
面
の
直
前
に
補
足
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
。

　
　
　
　

四　

補
足
説
明
の
適
切
さ

『
解
説
国
語
編
』
か
ら
み
て
も
、「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
直
前
に
補
足
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
前
後
に
書
か
れ
て
い
る
補
足
説
明
の
比
較
を
し
、
何
を
ど
の
よ
う
に
現
代
語
で
補
足
す
る
こ
と
が
最
も
適
切
か
ど

う
か
考
え
て
み
た
い
。

若
紫
巻
垣
間
見
場
面
で
は
本
文
に
入
る
前
に
全
教
科
書
で
補
足
説
明
が
現
代
語
で
な
さ
れ
て
い
る
。
桐
壺
巻
と
若
紫
巻
の
間
に
は
採
録
さ

れ
て
い
な
い
巻
が
あ
る
こ
と
や
、
若
紫
巻
の
中
で
も
冒
頭
で
は
な
い
箇
所
か
ら
の
採
録
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
垣
間
見
場
面
の
本
文
に

入
る
前
に
補
足
説
明
を
す
る
こ
と
は
生
徒
の
理
解
の
た
め
に
必
要
な
配
慮
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
【
表
】
で
は
、
全
教
科
書
で
ど
の
よ
う

な
補
足
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
ま
と
め
た
。
教
科
書
番
号
が
太
字
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
藤
壺
入
内
の
場
面
の
本
文
が
若
紫
巻
垣
間

見
場
面
の
前
に
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

【
表
】
を
み
る
と
共
通
点
が
見
え
て
く
る
。
基
本
的
に
次
の
四
点
が
補
足
説
明
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
形
が
多
い
。
光
源
氏
三
歳
の
時
に
母

で
あ
る
桐
壺
の
更
衣
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
、
一
二
歳
で
元
服
し
葵
の
上
と
結
婚
し
た
こ
と
、
父
桐
壺
帝
の
妻
藤
壺
の
宮
に
思
い
を
寄
せ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
、
一
八
歳
、
病
気
の
治
療
の
た
め
に
北
山
を
訪
れ
た
こ
と
の
四
点
で
あ
る
。

③
④
⑥
⑦
⑧
⑩
は
、
若
紫
巻
の
垣
間
見
場
面
の
前
に
藤
壺
の
入
内
の
本
文
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
本
文
の
直
前
の
補
足
説
明
と
し
て

桐
壺
の
更
衣
の
死
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
全
教
科
書
で
、
桐
壺
の
更
衣
の
死
は
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
は
や
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く
に
母
を
亡
く
し
た
光
源
氏
が
、
藤
壺
の
宮
に
そ
の
面
影
を
探
し
た
り
若
紫
を
追
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
れ
か
ら
の
展
開
を
考

え
て
み
て
も
、
桐
壺
の
更
衣
の
死
は
補
足
説
明
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

次
に
、
光
源
氏
が
十
二
歳
で
元
服
し
葵
の
上
と
結
婚
す
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
が
こ
れ
は
①
②
③
④
の
四
冊
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
（
コ

ラ
ム
や
葵
の
上
が
登
場
す
る
箇
所
を
採
録
す
る
な
ど
は
さ
れ
て
い
る
）。
若
紫
巻
垣
間
見
場
面
は
、
女
性
の
登
場
人
物
と
し
て
は
若
紫
と
藤

壺
の
宮
が
中
心
な
た
め
葵
の
上
と
い
う
存
在
が
な
く
て
も
話
の
内
容
は
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
が
結
婚
し
て
い
る
の

に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
葵
の
上
と
の
関
係
は
良
好
で
は
な
く
そ
の
中
で
藤
壺
の
宮
や
若
紫
を
思
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
が
実
際
の
作
品
の
内

容
で
あ
る
。
妻
で
あ
る
葵
の
上
と
い
う
存
在
が
い
た
と
い
う
こ
と
を
若
紫
巻
垣
間
見
場
面
の
前
に
生
徒
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
、
生
徒
が
今

と
は
違
う
時
代
に
つ
い
て
想
像
力
を
広
げ
な
が
ら
考
え
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
光
源
氏
が
一
二
歳
で
元
服
し
、
葵
の
上
と
結

婚
す
る
と
い
う
補
足
説
明
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
、
光
源
氏
が
父
桐
壺
帝
の
妻
藤
壺
の
宮
に
思
い
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
補
足
説
明
で
あ
る
。
こ
の
説
明
が
な
い
③
④
は
藤
壺

の
入
内
場
面
の
本
文
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
全
て
で
垣
間
見
場
面
に
入
る
前
に
、
藤
壺
の
宮
と
い
う
存
在
と
彼
女
に
光
源
氏
が

思
い
を
よ
せ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
垣
間
見
場
面
か
ら
考
え
て
も
、
本
文
の
中
に
藤
壺
を
思
う
表
現
、「
限
り
な
う

心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
う
似
た
て
ま
つ
れ
る
が
ま
も
ら
る
る
な
り
け
り
」
や
「
か
の
人
の
御
か
は
り
に
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に

も
見
ば
や
」
が
あ
る
た
め
、
直
前
に
藤
壺
の
宮
の
存
在
を
知
ら
せ
る
の
は
適
切
で
あ
る
。

最
後
に
、
光
源
氏
が
一
八
歳
の
時
に
病
気
の
治
療
の
た
め
に
北
山
を
訪
れ
た
こ
と
の
補
足
説
明
で
あ
る
。
今
ま
で
の
補
足
説
明
は
光
源
氏

の
年
齢
に
沿
い
な
が
ら
な
さ
れ
て
お
り
そ
れ
は
今
回
も
同
様
で
あ
る
。
と
く
に
こ
の
説
明
は
若
紫
巻
の
途
中
か
ら
採
録
さ
れ
て
い
る
垣
間
見

場
面
直
前
ま
で
の
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
文
に
入
る
前
に
、
い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
場
面
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
。
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五　

補
足
説
明
に
関
す
る
提
言

一
方
で
こ
の
説
明
を
ど
こ
ま
で
掲
載
す
る
か
に
関
し
て
は
問
題
が
残
る
。【
表
】
の
中
で
気
に
な
る
の
は
⑤
⑥
⑨
⑬
⑰
⑱
で
あ
る
。
そ
れ

は
こ
の
六
冊
に
関
し
て
は
、
光
源
氏
が
若
紫
と
出
会
う
と
こ
ろ
ま
で
が
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
⑤
⑥
⑬
で
は
、
光
源
氏
が
み
た
少

女
は
若
紫
（
の
ち
の
紫
の
上
）
で
あ
っ
た
と
若
紫
と
い
う
言
葉
を
出
し
て
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
⑨
で
は
「
運
命
的
な
出
会
い
」、
⑰
⑱

で
は
「
藤
壺
宮
に
よ
く
似
た
少
女
と
出
会
う
」
と
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
日
も
い
と
長
き
に
」
か
ら
始
ま
る
本
文
の
し
か
も

中
心
と
な
る
内
容
を
現
代
語
で
説
明
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、『
解
説
国
語
編
』
に
示
さ
れ
て
い
る
現
代
語
で
の
補
足
説
明
の
工
夫
と
し
て

は
配
慮
が
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

『
解
説
国
語
編
』
で
は
、
原
文
は
尊
重
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
現
代
語
訳
な
ど
を
取
り
上
げ
る
に
し
て
も
原
文
と
の
か
か
わ
り
に
お

い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
具
体
的
な
工
夫
と
し
て
原
文
の
前
後
を
現
代
語
訳
で
補
う
こ
と
を
あ
げ
て
い

る
。
列
挙
し
た
六
冊
は
本
文
に
入
る
前
に
、
光
源
氏
は
若
紫
と
い
う
人
物
と
出
会
う
こ
と
や
、
運
命
的
な
出
会
い
で
あ
る
こ
と
を
現
代
語
に

よ
る
説
明
に
よ
っ
て
知
っ
た
上
で
本
文
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
言
わ
ば
こ
の
本
文
の
結
論
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
た
上
で
読
み
始
め
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
文
（
原
文
）
を
尊
重
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
、
本
文
は
す
べ
て
古
語
の
た
め
古

語
の
み
で
内
容
を
す
べ
て
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
こ
の
本
文
で
の
一
番
の
核
と
な
る
部
分
を
現
代
語
で
補
っ
て
し
ま
う
の
は
適

切
で
は
な
い
。
本
文
を
読
み
進
め
る
中
で
内
容
を
把
握
し
て
い
く
と
い
う
よ
り
は
、
こ
こ
で
登
場
す
る
で
あ
ろ
う
人
物
が
重
要
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
上
で
本
文
を
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
た
め
、
原
文
を
尊
重
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
若
紫
巻
垣
間
見
場
面
の
直
前
の
、

さ
ら
に
桐
壺
巻
冒
頭
と
の
連
結
と
い
う
点
で
の
補
足
説
明
で
は
な
く
、
本
文
の
内
容
ま
で
こ
こ
で
補
足
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
適
切
で
は

な
い
。

た
だ
、
採
録
さ
れ
た
本
文
の
箇
所
で
は
、
光
源
氏
は
、
若
紫
の
実
際
の
身
分
や
血
縁
関
係
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
わ
い
ら
し

い
少
女
が
尼
君
に
似
て
い
る
と
感
じ
、
さ
ら
に
藤
壺
の
宮
に
似
て
い
る
た
め
代
わ
り
に
慰
め
と
し
て
み
た
い
な
ど
と
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
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が
、
若
紫
が
亡
く
な
っ
て
い
る
按
察
大
納
言
と
尼
君
の
娘
で
あ
る
姫
君
と
兵
部
卿
宮
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
と
い
っ
た
素
姓
を
知
る
の

は
採
録
箇
所
の
あ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
六
冊
に
あ
る
よ
う
な
補
足
説
明
は
、
本
文
の
採
録
の
後
ろ
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
補
足

説
明
を
本
文
の
直
前
に
す
る
な
ら
ば
採
録
箇
所
は
若
紫
を
見
た
場
面
で
は
な
く
、
素
姓
を
知
っ
た
上
で
光
源
氏
が
若
紫
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
行
動
を
と
る
か
に
注
目
し
た
場
面
を
採
録
す
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
現
代
語
で
の
補
足
説
明
は
あ
く
ま
で
も
採
録
さ
れ
て
い
な
い
箇
所

の
補
足
説
明
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
文
の
内
容
を
網
羅
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

補
足
説
明
と
し
て
ほ
か
の
教
科
書
と
違
っ
た
の
は
⑭
⑮
⑯
の
第
一
学
習
社
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
他
の
教
科
書
と
違
う
と
こ
ろ
は
、
採

録
さ
れ
て
い
る
桐
壺
巻
と
そ
れ
に
続
く
若
紫
巻
の
間
の
三
巻
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
簡
易
で
あ
り
、
頭
中
将
や
夕
顔
、
品

定
め
な
ど
突
如
と
し
て
様
々
な
用
語
が
登
場
し
て
い
る
。
他
の
教
科
書
の
補
足
説
明
で
も
光
源
氏
の
年
齢
に
沿
っ
て
説
明
は
な
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
よ
う
に
光
源
氏
以
外
の
存
在
を
示
し
て
は
い
な
い
（
あ
る
の
は
葵
の
上
の
み
で
あ
る
）。
こ
の
補
足
説
明
に
よ
っ
て
生
徒
が
作
品

や
古
典
へ
の
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
期
待
は
あ
る
。
採
録
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
他
に
も
巻
が
あ
り
登
場
人
物
が
い
る
こ
と
を
、

よ
く
あ
る
便
覧
で
の
説
明
に
限
ら
ず
教
科
書
に
お
い
て
も
工
夫
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
若
紫
巻
垣
間
見
場
面

直
前
で
様
々
な
用
語
が
あ
る
と
、
本
文
自
体
に
も
難
解
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
か
ね
な
い
。
だ
か
ら
、
補
足
説
明
と
し
て
は
光
源
氏
の
年
齢

に
沿
っ
た
は
じ
め
に
述
べ
た
四
点
を
含
み
、
コ
ラ
ム
や
参
考
と
い
っ
た
形
で
こ
の
帚
木
巻
、
空
蝉
巻
、
夕
顔
巻
の
内
容
を
挿
入
す
る
と
「
桐

壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
連
結
と
い
う
点
で
は
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
藤
壺
の
宮
入
内
の
場
面
を
採
録
し
た
う
え
で
、
垣
間
見
場
面
の
本
文
に
入
る
前
の
補
足
説
明
と
し
て
は
、
本
文
の

内
容
に
は
な
い
部
分
、
つ
ま
り
垣
間
見
直
前
の
場
面
設
定
を
示
す
こ
と
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
原
文
を
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
で
採
録

さ
れ
た
箇
所
は
古
文
で
内
容
を
把
握
さ
せ
た
い
。
さ
ら
に
そ
の
補
足
説
明
に
お
い
て
は
、
光
源
氏
の
年
齢
に
沿
っ
て
そ
れ
ま
で
の
出
来
事
を

な
ら
べ
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
そ
し
て
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
間
に
は
、
帚
木
巻
、
空
蝉
巻
、
夕
顔
巻
が
存
在
す
る
。

も
ち
ろ
ん
便
覧
等
、
補
助
教
材
を
使
っ
て
そ
の
内
容
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
教
科
書
の
な
か
に
も
そ
れ
ら
の
内
容
が
コ
ラ
ム
や
参
考
と
い

う
形
で
掲
載
さ
れ
る
と
一
層
連
結
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
上
が
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
工
夫
に
つ
い
て
考

え
た
こ
と
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

適
切
な
古
典
教
材
の
条
件
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
『
源
氏
物
語
』
の
採
録
箇
所
の
適
切
さ
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。『
源
氏
物
語
』
は

日
本
の
文
学
に
変
化
や
影
響
を
与
え
た
作
品
と
し
て
「
読
む
べ
き
」
作
品
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面

は
調
査
し
た
全
教
科
書
で
採
録
が
な
さ
れ
て
い
た
。
桐
壺
巻
は
物
語
の
出
発
点
で
あ
り
、
若
紫
巻
は
物
語
の
中
で
主
要
な
女
性
で
あ
る
若
紫

を
光
源
氏
が
初
め
て
見
る
と
い
う
出
発
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
二
つ
の
巻
が
採
録
さ
れ
る
適
切
性
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
光
源

氏
誕
生
の
場
面
と
若
紫
垣
間
見
場
面
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
適
切
で
あ
っ
た
。
一
方
そ
の
採
録
が
ど
こ
で
区
切
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
文

が
区
切
ら
れ
る
こ
と
で
原
文
と
は
意
味
合
い
が
か
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
本
文
の
前
後
の
補
足
説
明
に
よ
っ
て
は
本
文
（
原
文
）
を
尊

重
し
て
い
な
い
と
い
う
危
険
性
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
桐
壺
」
冒
頭
に
お
い
て
は
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
御
局
は
桐
壺
な
り
。」
や
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
そ
の
恨

み
ま
し
て
や
ら
む
方
な
し
。」
ま
で
の
採
録
が
適
切
で
あ
る
。
そ
し
て
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
に
お
い
て
は
「
日
も
い
と
長
き
に
～
思
ふ
心

深
う
つ
き
ぬ
。」
ま
で
が
適
切
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
の
場
面
の
連
結
と
い
う
点
に
お
い
て
は
藤
壺
の
宮
入
内
の
場
面
を
採
録
す
る
べ
き
で

あ
る
。

ま
た
、
そ
の
点
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
と
く
に
本
文
の
補
足
説
明
に
対
す
る
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
垣
間
見
場
面
の
本
文
に
入

る
前
の
補
足
説
明
と
し
て
は
、
光
源
氏
の
年
齢
に
沿
っ
て
そ
れ
ま
で
の
出
来
事
を
な
ら
べ
た
う
え
で
垣
間
見
直
前
の
場
面
設
定
を
示
す
こ
と

に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
の
間
に
は
、
帚
木
巻
、
空
蝉
巻
、
夕
顔
巻
が
存
在
す
る
。
便

覧
等
、
補
助
教
材
を
使
っ
て
そ
の
内
容
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
教
科
書
の
な
か
に
も
そ
れ
ら
の
内
容
が
コ
ラ
ム
や
参
考
と
い
う
形
で
掲

載
さ
れ
る
と
一
層
連
結
と
し
て
適
切
で
あ
る
。

以
上
が
高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
の
採
録
箇
所
は
適
切
か
に
つ
い
て
の
結
論
で
あ
る
。
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補
足
説
明

①②

三
歳
で
母
桐
壺
の
更
衣
と
死
別
し
た
男
皇
子
は
、
臣
籍
に
降
下
し
て
光
源
氏
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
光
源
氏
は
、
そ
の
後
入
内
し
て
き
た
藤
壺
の
宮
が
亡
き
母

に
似
て
い
る
と
聞
い
て
、
い
つ
し
か
思
慕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
父
桐
壺
の
帝
の
后
で
あ
る
藤
壺
の
宮
へ
の
愛
は
、
思
う
に
ま
か
せ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

十
八
歳
の
春
の
こ
と
、
光
源
氏
は
、
北
山
の
聖
に
い
る
山
寺
に
瘧
病
（
一
定
の
周
期
で
お
こ
る
熱
病
）
の
祈
禱
に
出
か
け
て
い
っ
た
。
祈
禱
の
合
間
に
、
そ
の
寺
の
近

く
で
小
柴
垣
（
雑
木
で
編
ん
だ
垣
根
）
に
囲
ま
れ
た
風
情
の
あ
る
住
ま
い
を
見
か
け
、
興
味
を
覚
え
る
。

③④

十
八
歳
の
春
、光
源
氏
は
熱
病
に
か
か
り
、治
療
の
た
め
、北
山
に
住
む
聖
（
修
行
僧
）
の
も
と
を
訪
ね
て
加
持
祈
禱
を
受
け
た
。
そ
の
合
間
に
辺
り
を
散
策
す
る
う
ち
、

小
柴
垣
を
巡
ら
し
、
庭
の
木
立
も
風
情
の
あ
る
僧
坊
に
童
女
や
女
房
た
ち
が
い
る
の
に
目
を
と
め
る
。

⑤

光
源
氏
三
歳
の
年
に
、
病
気
が
ち
だ
っ
た
母
桐
壺
の
更
衣
が
亡
く
な
る
。
悲
し
み
の
癒
え
な
い
桐
壺
帝
は
、
亡
き
更
衣
に
似
て
い
る
藤
壺
の
宮
を
入
内
さ
せ
た
。
光
源

氏
も
、
ひ
そ
か
に
藤
壺
の
宮
を
慕
う
よ
う
に
な
る
。
光
源
氏
は
十
二
歳
で
元
服
し
て
左
大
臣
の
娘
（
葵
の
上
、
当
時
十
六
歳
）
と
結
婚
し
、
官
位
も
進
ん
で
中
将
と
な
っ

た
が
、
藤
壺
の
宮
へ
の
思
慕
は
ま
す
ま
す
募
っ
て
い
っ
た
。
十
八
歳
の
年
、
病
気
の
治
療
に
北
山
の
聖
の
も
と
を
訪
れ
た
光
源
氏
は
、
惟
光
た
ち
と
、
小
柴
垣
を
め
ぐ
ら

し
た
風
情
の
あ
る
僧
坊
に
目
を
と
め
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
、
藤
壺
の
宮
に
よ
く
似
た
少
女
を
見
つ
け
た
。
後
の
紫
の
上
で
あ
る
。

⑥

光
源
氏
は
十
二
歳
で
元
服
し
て
左
大
臣
の
娘
（
葵
の
上
、
当
時
十
六
歳
）
と
結
婚
し
、
官
位
も
進
ん
で
中
将
と
な
っ
た
が
、
藤
壺
の
宮
へ
の
思
慕
は
ま
す
ま
す
募
っ
て

い
っ
た
。
十
八
歳
の
年
、
病
気
の
治
療
に
北
山
の
聖
の
も
と
を
訪
れ
た
光
源
氏
は
、
惟
光
た
ち
と
、
小
柴
垣
を
め
ぐ
ら
し
た
風
情
の
あ
る
僧
坊
に
目
を
と
め
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
、
藤
壺
の
宮
に
よ
く
似
た
少
女
を
見
つ
け
た
。
後
の
紫
の
上
で
あ
る
。

⑦⑧

光
源
氏
は
一
二
歳
で
元
服
し
葵
の
上
と
結
婚
す
る
が
、
そ
の
生
活
に
満
足
せ
ず
、
亡
き
母
の
面
影
を
求
め
て
、
父
帝
の
も
と
に
入
内
し
た
藤
壺
を
思
慕
し
続
け
る
。

光
源
氏
一
八
歳
の
春
、
彼
は
熱
病
に
か
か
っ
て
苦
し
み
、
京
の
北
方
の
山
に
住
む
僧
の
も
と
に
お
も
む
い
て
、
加
持
祈
祷
を
受
け
た
。
そ
の
日
の
夕
刻
の
こ
と
で
あ
る
。

⑨

桐
壺
の
更
衣
は
、
周
囲
の
人
々
の
嫉
妬
や
迫
害
を
受
け
て
病
気
が
ち
に
な
り
、
光
源
氏
三
歳
の
夏
に
こ
の
世
を
去
っ
た
。
そ
の
後
、
父
桐
壺
帝
の
も
と
で
成
長
し
た
光

源
氏
は
、
一
二
歳
で
元
服
（
成
人
の
儀
式
）
し
左
大
臣
の
娘
葵
の
上
と
結
婚
す
る
。
し
か
し
、
源
氏
は
そ
の
生
活
に
満
足
せ
ず
、
亡
き
母
の
面
影
を
求
め
て
、
父
の
妻
藤

壺
を
思
慕
し
続
け
る
。

一
八
歳
の
春
、
光
源
氏
は
熱
病
に
か
か
っ
て
苦
し
み
、
治
療
に
優
れ
た
僧
が
い
る
と
い
う
北
山
を
訪
ね
る
。
そ
の
北
山
で
、
源
氏
は
女
性
ば
か
り
が
住
む
小
柴
垣
の
家

に
目
を
と
め
、
夕
方
、
そ
こ
へ
出
か
け
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
源
氏
は
運
命
的
な
出
会
い
を
す
る
。

【
表
】
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⑩

光
源
氏
は
一
二
歳
で
元
服
し
、
左
大
臣
の
娘
葵
の
上
と
結
婚
し
た
が
、
藤
壺
の
宮
を
慕
う
心
が
強
く
な
っ
て
い
く
。
一
八
歳
の
春
、
彼
は
病
を
得
て
、
加
持
の
た
め
訪

れ
た
北
山
で
気
に
な
る
僧
坊
を
見
つ
け
た
。

⑪

「
玉
の
男
皇
子
」
は
、
三
歳
で
母
、
桐
壺
の
更
衣
と
死
別
し
た
後
、「
源
」
の
姓
を
与
え
ら
れ
て
臣
下
の
身
分
と
さ
れ
、「
光
源
氏
」
と
呼
ば
れ
た
。
父
帝
は
、
後
に
更

衣
に
似
た
女
性
を
后
に
加
え
た
。
藤
壺
の
宮
で
あ
る
。
光
源
氏
は
一
二
歳
で
元
服
し
た
際
、
左
大
臣
の
娘
（
葵
の
上
）
と
結
婚
し
た
が
、
ひ
そ
か
に
藤
壺
の
宮
を
思
慕
し

続
け
て
い
た
。

⑫

一
八
歳
の
春
、光
源
氏
は
、病
気
の
治
療
の
た
め
都
郊
外
の
北
山
に
住
む
聖
の
も
と
を
訪
れ
、小
柴
垣（
雑
木
で
編
ん
だ
や
や
低
い
垣
根
）で
囲
ま
れ
た
住
ま
い
を
見
か
け
、

興
味
を
覚
え
る
。

⑬

皇
子
は
、
三
歳
で
母
・
桐
壺
更
衣
を
亡
く
し
た
の
ち
、「
源
」
の
姓
を
与
え
ら
れ
、
光
源
氏
と
呼
ば
れ
た
。
や
が
て
源
氏
は
、
父
帝
が
迎
え
た
藤
壺
の
宮
を
ひ
そ
か
に

思
慕
す
る
よ
う
に
な
る
。

源
氏
は
、
十
二
歳
で
元
服
し
、
左
大
臣
の
娘
・
葵
の
上
と
結
婚
し
た
が
、
藤
壺
へ
の
思
い
は
や
み
が
た
か
っ
た
。
十
八
歳
の
春
、
病
気
の
治
療
の
た
め
赴
い
た
北
山
で
、

源
氏
は
若
紫
の
君
（
の
ち
の
紫
の
上
）
を
見
出
だ
す
こ
と
に
な
る
。

⑭⑮⑯

光
る
君
は
、三
歳
の
夏
に
母
更
衣
と
死
別
す
る
。
帝
は
高
麗
人
の
予
言
な
ど
も
参
考
に
し
て
、光
る
君
を
臣
籍
に
下
し
、源
氏
と
し
た
。
元
服
し
た
光
源
氏
は
葵
の
上
（
左

大
臣
の
娘
）
と
結
婚
し
た
が
、
亡
き
母
に
生
き
う
つ
し
だ
と
言
わ
れ
る
藤
壺
の
宮
を
ひ
そ
か
に
思
慕
し
続
け
る
。
桐
壺
に
続
く
三
巻
（
帚
木
―
夕
顔
）
は
、
源
氏
十
七
歳

の
物
語
で
あ
る
。
五
月
雨
の
夜
、
頭
中
将
（
葵
の
上
の
兄
弟
）
た
ち
の
語
る
女
性
論
（
品
定
め
）
を
聞
い
た
後
、
源
氏
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
恋
愛
を
体
験
す
る
よ
う
に
な
る
。

ふ
と
知
り
合
っ
た
女
性
（
夕
顔
）
の
突
然
の
死
に
遭
遇
し
て
病
床
に
臥
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
次
の
若
紫
の
巻
は
源
氏
十
八
歳
の
春
で
あ
る
。

⑰⑱

光
源
氏
の
母
で
あ
る
桐
壺
更
衣
は
、
源
氏
が
三
歳
の
と
き
に
亡
く
な
る
。
帝
は
高
麗
人
の
予
言
な
ど
を
も
と
に
源
氏
を
臣
籍
に
下
し
、
源
の
姓
を
与
え
た
。
元
服
し
た

源
氏
は
、左
大
臣
の
娘
の
葵
上
と
結
婚
す
る
が
、そ
の
心
は
、父
の
妃
で
あ
る
藤
壺
宮
へ
の
思
慕
の
情
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
母
に
似
て
い
る
と
い
う
藤
壺
宮
へ
の
思
い
は
、

や
が
て
許
さ
れ
な
い
恋
情
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
一
八
歳
を
迎
え
た
春
、源
氏
は
病
気
治
療
の
た
め
に
訪
れ
た
北
山
で
、藤
壺
宮
に
よ
く
似
た
少
女
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

凡
例

以
下
の
よ
く
利
用
す
る
も
の
は
、
→
以
下
の
略
号
を
も
っ
て
注
記
を
省
略
す
る
。

文
部
科
学
省
『
高
等
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
』（
平
成
二
一
年
九
月
九
日
文
部
科
学
省
告
示
第
一
六
六
号
、
平
成
二
六
年
一
月
一
七
日
改
正
）
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高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
『
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語
』
採
録
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の
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究

─
桐
壺
巻
・
若
紫
巻
採
録
の
適
切
さ
を
中
心
と
し
て

─



http://w
w

w
.m

ext.go.jp/a_m
enu/shotou/kyoukasho/kentei/1343961.htm

（
二
〇
一
七
年
一
月
三
日
一
五
時
閲
覧
）
→
『
検
定
基
準
』

文
部
科
学
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』（
平
成
二
一
年
度
文
部
科
学
省
告
示
第
三
四
号
）
→
『
指
導
要
領
』

文
部
科
学
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』（
平
成
二
二
年
六
月
）
→
『
解
説
国
語
編
』

注一　

山
本
眞
一
郎
「
教
科
書
と
文
学
」『
日
本
文
学
』
六
四
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

山
本
眞
一
郎
氏
は
、
特
に
小
説
教
材
に
定
番
教
材
が
多
い
と
し
て
そ
の
選
定
や
教
育
的
配
慮
に
関
し
て
論
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
古
典
教
材
に
関

し
て
も
同
様
に
言
え
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。

二　

吉
井
美
弥
子
「
国
語
教
育
を
超
え
て
」『
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
』
三
四
巻
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

三　

有
馬
義
貴
「
高
等
学
校
「
古
典
」
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
採
録
箇
所
の
提
案
―
「
桐
壺
」
冒
頭
と
「
若
紫
」
垣
間
見
場
面
と
の
連
結
―
」『
源
氏
物
語

続
編
の
人
間
関
係
―
付
物
語
文
学
教
材
試
論
』（
新
典
社
・
二
〇
一
四
年
）

四　

吉
井
美
弥
子
「
国
語
教
科
書
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
―
『
源
氏
物
語
』
は
「
最
高
傑
作
」
か
」『
源
氏
物
語
研
究
の
現
在
』（
お
う
ふ
う
・
二
〇
〇
六

年
）

五　

注
三
に
同
じ
。

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
号
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　『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
ど
う
読
む
か
─
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
踏
ま
え
て

─

安　
　

齋　
　

花
那
恵

　
　
　
　

は
じ
め
に

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
物
語
作
成
に
当
た
っ
て
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
作
品
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
、
幼
少

期
か
ら
「
男
ら
し
さ
」「
女
ら
し
さ
」
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
男
女
の
き
ょ
う
だ
い
を
、
父
の
大
納
言
が
二
人
の
性
を
取
り
替
え
、
そ
れ
ぞ
れ

の
人
生
を
歩
ま
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
自
分
の
生
き
方
、
在
り
方
に
つ
い
て
苦
悩
し
な
が
ら
も
生
き
る
登
場
人
物
が
、
感
情
豊
か
に
生

き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
指
摘
す
る
先
行
研
究
の
再
検
証
を
行
い
つ
つ
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
が
ど
の
様
な
物
語
と
し
て

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
述
べ
て
い
く
。

　
　
　
　

一
、
先
行
研
究
の
確
認

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
が
『
源
氏
物
語
』
の
ど
う
い
っ
た
部
分
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
、
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。『
源
氏
物

語
』
と
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
が
類
似
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
鈴
木
弘
道
氏
は
「『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
研
究
」
で
次
の
よ
う
に
ま

と
め
て
い
る

（
注
１
）。

（
Ａ
）
四
の
君
の
も
と
に
忍
び
入
っ
た
宰
相
を
、
四
の
君
が
、
そ
の
夫
の
中
納
言
（
女
）
で
あ
る
と
思
い
誤
る
の
は
、
浮
舟
巻
に
も
類
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似
場
面
が
あ
る
。

（
Ｂ
）
中
納
言
（
女
）
が
扇
や
畳
紙
に
よ
っ
て
、
四
の
君
の
も
と
に
忍
び
入
っ
た
男
を
宰
相
だ
と
知
る
趣
向
は
、
賢
木
巻
に
先
蹤
が
あ

る
。

（
Ｃ
）
中
納
言
（
女
）
の
見
つ
け
た
扇
に
よ
り
、
四
の
君
を
犯
し
た
男
が
宰
相
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
煩
悶
す
る
の
は
、
若
菜
下
で
、

源
氏
の
見
つ
け
た
柏
木
の
手
紙
に
よ
り
、
女
三
の
宮
を
犯
し
た
男
が
柏
木
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
煩
悶
す
る
の
に
類
似
す
る
。

（
Ｄ
）
宇
治
の
大
将
（
女
）
が
尚
侍
（
男
）
と
と
も
に
帰
京
す
る
時
、
反
古
を
引
き
破
り
焼
き
な
ど
し
た
の
は
、
幻
巻
の
源
氏
の
末
路
、

浮
舟
巻
の
浮
舟
の
入
水
前
の
こ
と
な
ど
に
よ
っ
た
趣
向
で
あ
ろ
う
。

（
Ｅ
）
今
大
将
（
男
）
が
新
造
の
二
条
殿
に
吉
野
の
姫
君
た
ち
を
引
取
る
こ
と
は
、
匂
宮
が
新
造
の
二
条
殿
に
中
の
君
を
引
取
る
の
に

類
似
す
る
。

（
Ｆ
）
帝
が
宣
耀
殿
で
今
尚
侍
（
女
）
の
碁
を
打
つ
有
様
を
か
い
ま
み
て
、
密
通
す
る
の
は
、
空
蝉
巻
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
Ｇ
）
今
大
将
（
男
）
が
中
納
言
の
た
め
に
、
吉
野
の
中
の
君
を
手
引
き
し
て
逢
わ
せ
る
の
は
、
薫
が
宇
治
の
中
の
君
を
匂
宮
に
取
持

つ
の
に
類
似
す
る
。

（
Ｈ
）
南
殿
の
桜
を
鑑
賞
す
る
宴
は
、
花
宴
と
類
似
す
る
。

鈴
木
氏
は
場
面
に
着
目
し
、
以
上
の
よ
う
に
類
似
点
を
ま
と
め
て
い
る
。
他
に
も
違
っ
た
面
で
見
て
い
け
ば
類
似
す
る
部
分
は
多
々
あ
る

こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
節
で
触
れ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

鈴
木
氏
が
挙
げ
た
こ
れ
ら
に
つ
い
て
再
検
討
・
再
確
認
を
し
た
と
こ
ろ
、
総
じ
て
正
し
い
と
言
え
る
が
（
Ｅ
）
に
つ
い
て
は
、
修
正
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
ず
、『
源
氏
物
語
』
の
該
当
箇
所
は
、
総
角
巻
の
以
下
の
場
面
で
あ
る
。

か
の
宮
よ
り
は
、「
な
ほ
か
う
参
り
来
る
こ
と
も
い
と
難
き
を
、
思
ひ
わ
び
て
、
近
う
渡
い
た
て
ま
つ
る
べ
き
こ
と
を
な
む
、
た
ば
か

り
出
で
た
る
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。（
中
略
）
二
条
院
の
西
の
対
に
渡
い
た
ま
ひ
て
、
時
々
も
通
ひ
た
ま
ふ
べ
く
、
忍
び
て
聞
こ
へ
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た
ま
ひ
け
れ
ば
、
女
一
宮
の
御
方
に
こ
と
寄
せ
て
思
し
な
る
に
や
と
思
し
な
が
ら
、
お
ぼ
つ
か
な
か
る
ま
じ
き
は
う
れ
し
く
て
、
の
た

ま
ふ
な
り
け
り
。

（
総
角
巻
・
三
四
〇
頁
）

こ
れ
は
、
匂
宮
が
宇
治
の
中
の
君
を
二
条
院
に
引
き
取
ろ
う
と
計
画
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
山
里
で
あ
る
宇
治
か
ら
、
京
の
二
条
院
へ

引
き
取
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
が
影
響
を
受
け
て
い
る
と
さ
れ
る
の
は
次
の
場
面
で
あ
る
。

大
将
殿
は
、
年
返
ら
ん
ま
ま
に
吉
野
山
の
女
君
迎
へ
き
こ
え
ん
と
思
し
て
、
二
条
堀
川
の
わ
た
り
を
三
町
築
き
こ
め
て
、
三
葉
四
葉
に

造
り
み
が
き
た
ま
ふ
、
い
と
め
で
た
し
。

（
巻
四
・
四
四
五
頁
）

こ
れ
は
、
男
君
が
年
が
明
け
た
ら
吉
野
の
宮
の
姫
君
を
引
き
取
ろ
う
と
、
二
条
堀
川
殿
を
作
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

自
分
に
関
わ
り
あ
る
女
性
を
、
屋
敷
に
住
ま
わ
せ
よ
う
と
す
る
構
想
は
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
匂

宮
は
新
造
し
た
住
ま
い
に
中
の
君
を
引
き
取
っ
て
は
い
な
い
。
二
条
院
は
元
々
匂
宮
が
所
有
し
て
い
た
。
こ
の
頃
、
新
し
く
作
っ
て
い
た
の

は
薫
の
三
条
宮
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
匂
宮
が
新
造
の
二
条
殿
に
中
の
君
を
引
き
取
っ
た
こ
と
は
修
正
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、（
Ｆ
）
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
空
蝉
巻
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

さ
て
向
か
ひ
ゐ
た
ら
む
を
見
ば
や
と
思
ひ
て
、
や
を
ら
歩
み
出
で
て
簾
の
は
さ
ま
に
い
り
た
ま
ひ
ぬ
。

（
空
蝉
巻
・
一
一
九
頁
）
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こ
れ
は
、
光
源
氏
が
空
蝉
と
軒
端
荻
の
碁
を
打
つ
姿
を
垣
間
見
す
る
場
面
で
あ
る
。

一
方
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
は
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

蔀
な
ど
は
下
ろ
し
て
け
る
に
妻
戸
の
い
ま
だ
か
か
ら
ざ
り
け
る
、
風
に
吹
き
開
け
ら
れ
た
る
、
う
れ
し
く
て
、
や
は
ら
入
ら
せ
た
ま
へ

ど
、
知
る
人
も
な
し
。
暗
き
方
に
立
ち
隠
れ
て
御
覧
ず
れ
ば
、
人
二
人
ば
か
り
居
て
碁
打
つ
な
る
べ
し
。
督
の
君
は
、
帳
の
う
ち
に
琴

を
枕
に
て
寄
り
臥
し
て
、
手
ま
さ
ぐ
り
に
そ
こ
は
か
と
な
く
掻
き
鳴
ら
し
て
、
灯
を
つ
く
づ
く
と
う
ち
な
が
め
て
も
の
を
い
と
あ
は
れ

と
思
ひ
た
る
（
中
略
）
大
き
や
か
に
結
び
た
る
文
を
御
ふ
と
こ
ろ
よ
り
引
き
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
た
だ
大
方
な
る
よ
う
に
て
、「
尚

侍
に
聞
こ
え
ん
こ
と
を
、
殿
の
ゆ
る
さ
れ
あ
り
し
後
何
と
な
く
て
今
ま
で
に
な
り
に
け
る
を
、
今
日
よ
き
日
な
れ
ば
、
た
て
ま
つ
り
て
、

や
が
て
御
返
見
せ
た
ま
へ
。

（
巻
四
・
四
四
七
頁
）

こ
れ
は
、
帝
が
女
君
へ
の
想
い
が
募
り
宣
耀
殿
へ
足
を
運
ん
だ
際
、
妻
戸
が
風
で
開
い
た
た
め
そ
こ
か
ら
垣
間
見
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

隠
れ
て
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
と
、
女
房
二
人
が
碁
を
打
ち
、
女
君
は
琴
を
枕
に
寄
り
か
か
り
し
ん
み
り
と
考
え
込
ん
で
い
る
。

鈴
木
氏
は
「
尚
侍
の
碁
を
打
つ
有
様
を
垣
間
見
て
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
引
用
部
分
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
実
際
碁

を
打
っ
て
い
た
の
は
近
く
に
居
た
女
房
た
ち
で
あ
っ
て
尚
侍
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
修
正
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
若
干
修
正
す
べ
き
点
が
認
め
ら
れ
る
が
、
類
似
点
が
あ
る
こ
と
は
認
め
て
良
い
。

　
　
　
　
　

二
、
物
語
の
恋
歌
に
お
け
る
「
三
瀬
川
」
の
影
響
関
係

第
一
章
で
は
、
鈴
木
氏
の
挙
げ
た
八
箇
所
の
『
源
氏
物
語
』
と
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
類
似
点
の
見
解
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
二
節

で
は
、
二
つ
の
作
品
を
読
ん
で
い
て
自
分
な
り
に
気
づ
い
た
類
似
点
を
挙
げ
る
。
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宰
相
中
将
が
四
の
君
へ
詠
っ
た
も
の
と
、
帝
が
尚
侍
へ
詠
っ
た
も
の
に
「
三
瀬
川
」
を
用
い
て
い
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
真
木
柱
巻
に

お
い
て
、
光
源
氏
と
玉
鬘
が
「
渡
り
川
」
を
用
い
た
歌
の
や
り
と
り
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
お
り
た
ち
て
汲
み
は
み
ね
ど
も
渡
り
川
人
の
せ
と
は
た
契
ら
ざ
り
し
を

思
ひ
の
ほ
か
な
り
や
」
と
て
、
鼻
う
ち
か
み
た
ま
ふ
け
は
ひ
、
な
つ
か
し
う
あ
は
れ
な
り
。
女
は
顔
を
隠
し
て
、

み
つ
せ
川
わ
た
ら
ぬ
さ
き
に
い
か
で
な
ほ
涙
の
み
を
の
あ
わ
と
消
え
な
ん

（
真
木
柱
巻
・
三
五
四
頁
）

こ
れ
は
、
鬚
黒
と
結
婚
し
て
し
ま
っ
た
玉
鬘
の
元
を
光
源
氏
が
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
は
「
渡
り
川
」
す
な
わ
ち
三
瀬
川
を
用
い

た
贈
歌
で
、
三
途
の
川
を
渡
る
時
に
玉
鬘
が
、
他
の
男
の
背
に
乗
る
こ
と
を
恨
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
玉
鬘
は
「
三
瀬
川
」
を
用
い
て
、

三
途
の
川
を
渡
る
前
に
泡
と
な
っ
て
消
え
た
い
と
返
し
て
お
り
、
不
本
意
な
結
婚
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
見
て
い
く
と
、
歌
の
中
で
「
三
瀬
川
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
以
下
に
、
そ
の
二
例
を
挙
げ
て
い
く
。

ａ
、
宰
相
の
歌

「
わ
が
た
め
に
え
に
深
け
れ
ば
三
瀬
川
後
の
逢
瀬
も
誰
か
た
づ
ね
ん

な
ほ
思
し
知
ら
ぬ
こ
そ
か
ひ
な
け
れ
」
と
言
へ
ど
、

（
巻
一
・
二
〇
八
頁
）

こ
れ
は
、
人
妻
（
中
納
言
の
妻
）
で
あ
る
四
の
君
と
関
係
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
が
、
夜
が
明
け
た
た
め
退
出
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
場

面
で
詠
ん
だ
歌
だ
。
宰
相
は
中
納
言
よ
り
も
自
分
の
方
が
、
縁
が
深
い
意
味
合
い
を
含
め
「
三
瀬
川
」
を
用
い
て
、
三
途
の
川
を
渡
る
時
あ
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な
た
を
背
負
う
の
は
私
だ
と
訴
え
か
け
て
い
る
。

ｂ
、
帝
の
歌「

三
瀬
川
後
の
逢
瀬
は
知
ら
ね
ど
も
来
ん
世
を
か
ね
て
契
り
つ
る
か
な

こ
の
世
ひ
と
つ
の
契
り
は
な
ほ
あ
さ
き
心
地
す
る
を
、
い
か
が
あ
ら
ん
と
思
ふ
な
ん
口
惜
し
き
」
と
の
た
ま
は
す
る
ま
ま
に
、

（
巻
四
・
四
五
二
頁
）

こ
れ
は
、
女
君
と
関
係
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
帝
が
、
退
出
な
さ
る
場
面
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
三
瀬
川
」
を
用
い
て
、
来
世
で
逢
う

こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。

以
上
三
つ
の
原
文
よ
り
、
ど
ち
ら
の
作
品
に
も
歌
の
中
に
「
三
瀬
川
（
渡
り
川
）」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
「
三
瀬
川
」
と
「
渡
り
川
」
は
ど
ち
ら
も
冥
土
の
三
途
の
川
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
で
は
「
渡
り
川
」
に

つ
い
て
次
に
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

（
注
２
）。

水
・
雨
・
波
、
深
瀬
な
ど
の
縁
語
を
よ
び
お
こ
し
、
恋
の
歌
と
し
て
「
逢
瀬
」
と
あ
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
例
が
比
較
的
目
が
つ
く
。『
平

中
物
語
』「
渡
り
川
い
か
で
か
人
の
の
が
る
べ
き
音
に
の
み
や
は
聞
か
む
と
思
ひ
し
」『
源
氏
物
語
』「
お
り
た
ち
て
汲
み
は
み
ね
ど
も

渡
り
川
人
の
せ
と
は
た
契
ら
ざ
り
し
を
」『
狭
衣
物
語
』「
後
の
世
の
逢
瀬
を
待
た
ん
渡
り
川
別
る
る
ほ
ど
限
り
な
り
と
も
」
な
ど
、
作

り
物
語
世
界
に
多
い
の
も
特
徴
で
あ
ろ
う
。

三
途
の
川
を
指
す
言
葉
は
、
死
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
悲
し
み
を
表
す
時
や
、
相
手
を
悼
む
際
に
用
い
ら
れ
る
と
考
え
が
ち
に
な
る
が
、

実
は
恋
の
歌
と
し
て
詠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
女
性
は
死
ぬ
と
初
め
て
関
係
を
持
っ
た
男
に
背
負
わ
れ
て
、
三
途
の
川
を
渡
る
と

い
う
俗
信
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
歌
を
分
析
し
て
い
く
。
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ま
ず
、
光
源
氏
の
歌
か
ら
。「
渡
り
川
人
の
せ
と
は
た
契
ら
ざ
り
し
を
」
の
部
分
か
ら
、「
三
途
の
川
を
渡
る
時
ほ
か
に
男
の
背
に
乗
る
と

は
約
束
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
」
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
本
来
な
ら
、
あ
な
た
（
玉
鬘
）
は
誰
の
も
の
に
も
な
ら
ず
、
三
途
の
川
を
渡

る
時
は
、
私
（
光
源
氏
）
が
背
負
う
は
ず
だ
っ
た
の
に
と
、
悔
や
む
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
。
玉
鬘
の
歌
は
「
三
瀬
川
」
を
用
い
て
、
不
本

意
な
結
婚
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
贈
答
歌
は
、
い
ず
れ
も
や
り
き
れ
な
い
恋
の
歌
の
例
と
し
て
「
渡
り
川
」「
三
瀬
川
」

を
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

先
掲
の
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
が
挙
例
す
る
『
平
中
物
語
』
一
六
段
に
は
、
次
の
よ
う
な
男
女
の
贈
答
歌
が
あ
る

（
注
３
）。

　

さ
て
、
つ
と
め
て
、
女
、

音
に
の
み
人
の
渡
る
と
聞
き
し
瀬
を
わ
れ
も
の
が
れ
ず
な
り
に
け
る
か
な

返
し
、
男
、

渡
り
川
い
か
で
か
人
の
の
が
る
べ
き
音
に
の
み
や
は
聞
か
む
と
思
ひ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
こ
で
は
、
女
が
「
渡
る
と
聞
き
し
瀬
」
と
逢
瀬
を
読
ん
で
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
男
も
「
渡
り
川
」
と
詠
ん
で
い
る
。
確
か
に
「
渡
り

川
」
は
三
途
の
川
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、『
平
中
物
語
』
の
「
渡
り
川
」
は
、
人
生
に
お
い
て
男
女
の
逢
瀬
を
渡
る
こ
と
や
、
三
途
の

川
渡
る
こ
と
は
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
詠
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、『
源
氏
物
語
』
の
場
合
は
、
先
述
の
大
意
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
両
者
と
も
明
ら
か
に
三
途
の
川
を
意
識
し
て
詠
ん
だ
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
三
瀬
川
」
と
い
う
死
後
に
渡
る
川
は
、
光
源
氏
の
叶
わ
な
か
っ
た
恋
情
と
、
玉
鬘
の
不
本
意
な
結
婚
と
に
強
く

関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
は
、『
平
中
物
語
』
と
異
な
る
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
歌
を
見
て
い
き
た
い
。
ａ
宰
相
の
歌
は
、「
え
に
深
け
れ
ば
」
の
部
分
で
「
江
に
」
に
「
縁
に
」
を
掛

け
る
こ
と
で
、
中
納
言
よ
り
も
、
自
分
の
方
が
縁
が
深
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。「
三
瀬
川
後
の
逢
瀬
も
誰
か
た
づ
ね
ん
」
か
ら
は
、

「
三
途
の
川
で
逢
う
の
は
他
の
誰
か
で
は
な
く
こ
の
私
だ
」
と
、
遠
回
し
に
自
分
が
四
の
君
の
最
初
の
相
手
で
あ
り
、
四
の
君
を
背
負
う
の
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は
私
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
四
の
君
の
夫
と
何
か
と
比
べ
た
が
り
、
自
分
の
方
が
本
来
夫
と
な
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ
と
、
訴
え
か
け
て
い

る
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｂ
帝
の
歌
は
、「
三
途
の
川
の
意
味
を
表
す
語
と
「
逢
瀬
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
は
っ
き
り
と
恋
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。「
三
瀬
川
後
の
逢
瀬
は
知
ら
ね
ど
も
」
の
部
分
は
、
死
後
に
三
途
の
川
で
逢
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。「
来
ん
世
を
か
ね
て
契
り
つ
る
か
な
」
で
「
来
世
で
逢
う
こ
と
を
前
も
っ
て
約
束
し
ま
し
た
よ
」
と
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
ま
た
尚
侍

（
女
）
と
共
に
在
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
途
の
川
で
逢
う
こ
と
が
難
し
い
こ
と
か
ら
、
尚
侍
に
と
っ
て
帝
は
最

初
の
相
手
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
帝
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
責
め
ず
に
、
来
世
を
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
帝
の
広

い
心
と
大
き
な
愛
を
感
じ
る
。

こ
の
三
つ
の
歌
は
、
た
だ
「
三
瀬
川
（
渡
り
川
）」
を
歌
に
用
い
た
点
が
類
似
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
歌
の
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
違
え

ど
、
光
源
氏
や
宰
相
、
帝
が
歌
に
「
三
瀬
川
（
渡
り
川
）」
を
用
い
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
死
ん
で
も
な
お
ま
た
逢
う
こ
と
が
で
き

る
点
や
、
共
に
川
を
渡
る
こ
と
で
来
世
で
も
一
緒
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
い
か
と
い
っ
た
点
か
ら
、
相
手
の
女
性
に
対
し
て
の
執
着

心
や
、
独
占
欲
と
い
っ
た
感
情
か
ら
き
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
、
先
行
す
る
物
語
の
中
で
も
特
に
や
り
き
れ
な
い
恋
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
た
『
源
氏
物
語
』
を

踏
ま
え
て
「
三
瀬
川
」
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鈴
木
氏
の
挙
げ
て
い
た
場
面
の
類
似
以
外
に
、
和
歌
な
ど
か
ら
も
『
源
氏
物
語
』
と
の
類
似
を
確
認
で
き
た
。
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
た
め
、

こ
こ
で
は
詳
細
に
は
論
じ
な
い
が
、
他
に
も
『
源
氏
物
語
』
の
葵
の
上
と
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
四
の
君
の
類
似
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
が
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
、
よ
り
浮
彫
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

三
、
光
と
表
現
さ
れ
る
女
君

こ
れ
ま
で
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
類
似
点
を
中
心
に
見
て
き
た
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
影

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
号

－24－



響
を
受
け
て
い
る
中
で
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
が
描
き
得
た
も
の
を
検
証
し
て
い
く
。

長
谷
川
愛
氏
は
、「『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
研
究
―
異
装
の
姫
君
の
物
語
―
」

（
注
４
）に

て
、『
源
氏
物
語
』
で
の
「
光
君
」
や
「
光
源
氏
」
と

い
っ
た
「
光
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
の
「
光
」
の
用
途
に
注
目
し
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
「
成

功
物
語
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
は
「
挫
折
物
語
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
は
、

「
光
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
挙
げ
て
い
く
。
な
お
、
該
当
箇
所
と
共
に
、
誰
か
ら
誰
へ
の
表
現
な
の
か
も
記
す
こ
と
に
す
る
。

該
当
箇
所
本
文

誰
か
ら
誰
へ

該
当
ペ
ー
ジ

異装の時

Ⅰ
い
と
ど
世
に
な
く
玉
光
る
男
君
さ
へ
生
ま
れ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、

作
者
→
男
君

巻
一
・
一
六
五
頁

Ⅱ
月
影
に
光
る
ば
か
り
め
で
た
く
見
え
て
、

宰
相
→
女
君

巻
一
・
一
八
九
頁

Ⅲ
光
を
放
ち
、
は
な
ば
な
と
め
で
た
く
、

吉
野
の
宮
→
女
君

巻
一
・
二
三
七
頁

Ⅳ
目
も
あ
や
な
る
光
ぞ
こ
よ
な
か
り
け
る
か
し
と
見
る
に
、

宰
相
→
男
君

巻
二
・
二
六
七
頁

Ⅴ
御
容
貌
の
光
る
ば
か
り
見
ゆ
る
こ
と
、

両
親
→
女
君

巻
二
・
三
〇
二
頁

Ⅵ
い
み
じ
か
り
つ
る
世
の
光
の
失
せ
ぬ
る
こ
と
を
思
し
め
し
嘆
き
、

帝
・
院
→
女
君

巻
三
・
三
二
八
頁

Ⅶ
世
の
中
に
光
さ
す
べ
き
か
げ
の
雲
に
ま
が
ひ
な
ん
ば
か
り
に
く
れ
惑
ひ
た
り
。

人
々
→
女
君

巻
三
・
三
二
九
頁

失踪時

Ⅷ
わ
が
身
の
光
あ
る
心
地
し
て
瀬
も
し
く
う
れ
し
く
お
ぼ
え
し
か
、

男
君
→
女
君

巻
三
・
三
四
〇
頁

Ⅸ
は
な
ば
な
と
光
る
や
う
に
に
ほ
ひ
て
、

男
君
→
女
君

巻
三
・
三
四
八
頁

入れ替
わり後

Ⅹ
雲
の
上
も
闇
に
く
れ
た
る
心
地
し
て
光
も
見
え
ず
た
ど
り
あ
ひ
つ
る

帝
→
男
君

巻
三
・
四
〇
三
頁
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「
光
」
が
用
い
ら
れ
る
箇
所
を
長
谷
川
氏
が
挙
げ
た
も
の
を
参
考
に
、
表
に
ま
と
め
て
み
た
。
こ
こ
で
一
つ
訂
正
し
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

長
谷
川
氏
は
、
Ⅹ
の
箇
所
は
「
帝
→
「
大
将
」（
女
君
）」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
文
を
確
認
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
帝
が
大
将
に
向
け

て
用
い
た
こ
と
は
違
い
な
い
が
、
こ
の
箇
所
は
男
君
と
女
君
は
異
装
を
解
き
本
来
の
姿
に
戻
っ
た
後
な
の
で
、
正
し
く
は
「
女
君
」
で
は
な

く
「
男
君
」
と
す
る
べ
き
だ
。
表
現
箇
所
の
前
後
か
ら
も
、
帝
の
前
に
参
上
し
た
の
は
男
君
の
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
帝
は
、

大
将
が
失
踪
す
る
ま
で
の
間
、
女
君
が
男
性
の
格
好
を
し
て
出
仕
し
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
帝
が
女
君
に
向
け
た
表
現
と

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

女
君
が
「
光
」
と
表
現
さ
れ
た
箇
所
は
Ⅱ
Ⅲ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ
Ⅸ
の
七
箇
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
、
男
君
は
Ⅰ
Ⅳ
Ⅹ
の
三
箇
所
だ
っ
た
。
長

谷
川
氏
は
「
成
功
物
語
」
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
実
体
は
女
の
「
挫
折
物
語
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ

こ
で
ま
ず
は
、
ど
う
い
っ
た
部
分
か
ら
「
成
功
物
語
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
考
え
て
い
く
。

女
君
の
「
光
」
と
表
現
さ
れ
た
箇
所
の
内
、
Ⅱ
Ⅲ
Ⅴ
Ⅸ
は
容
姿
の
素
晴
ら
し
さ
を
表
現
す
る
時
に
用
い
ら
れ
て
お
り
（
光
ａ
）、
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ

は
女
君
が
帝
や
人
々
、
男
君
に
と
っ
て
世
の
期
待
の
星
で
あ
り
、
世
を
照
ら
し
導
い
て
く
れ
る
存
在
、
支
え
て
く
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と

を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
容
姿
に
不
足
無
く
、
帝
や
人
々
、
男
君
か
ら
は
必
要
で
大
事
な
存
在
と
さ
れ
て
い
た
。（
光
ｂ
）
そ
の

よ
う
な
中
で
、
自
分
の
身
の
在
り
方
や
宰
相
、
四
の
君
と
の
関
係
に
苦
悩
し
つ
つ
も
乗
り
越
え
る
。
最
終
的
に
は
元
の
性
別
に
戻
り
、
帝
か

ら
寵
愛
さ
れ
誰
も
が
う
ら
や
ま
し
が
る
位
に
就
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、「
成
功
物
語
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
ど
う
い
っ
た
部
分
か
ら
「
挫
折
物
語
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
考
え
て
い
く
。
長
谷
川
氏
は
「
挫
折
物
語
」
で
あ
る
と
見
解

し
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
注
５
）。

物
語
の
超
越
的
主
人
公
で
あ
る
女
君
の
「
光
」
を
も
失
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
女
が
「
女
」
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
い
か

に
制
限
さ
れ
て
い
た
か
、
ま
た
、
女
の
生

（
マ
マ
）が

生
き
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で
、
女
君
が
失
っ
た
「
光
」
と
は
何
の
こ
と
な
の
か
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
異
装
を
解
き
、
元
の
性
別
に
戻
る
ま
で
は
、
女
性
と
し
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て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
を
除
け
ば
失
っ
た
も
の
は
な
い
と
見
え
る
。
そ
う
な
る
と
、
女
君
は
元
の
性
別
に
戻
っ
て
か
ら
失
っ
た
こ
と

に
な
る
。
容
姿
に
つ
い
て
は
、
本
文
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
内
裏
な
が
ら
今
ま
で
よ
そ
人
に
思
ひ
て
過
ぎ
に
け
る
も
あ
り
が
た
く
思
し
知
ら
れ
て
、

（
巻
四
・
四
四
八
頁
）

見
る
目
有
様
の
類
な
き
に
何
の
罪
も
消
え
失
せ
ぬ
る
心
地
し
て
、

（
巻
四
・
四
五
二
頁
）

帝
が
、「
こ
れ
ほ
ど
美
し
い
ひ
と
を
見
過
ご
し
て
い
た
」「
類
な
る
美
し
さ
に
ど
ん
な
罪
も
消
え
て
し
ま
う
気
が
す
る
」
な
ど
と
思
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
光
ａ
」
の
容
姿
に
つ
い
て
は
問
題
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
女
君
が
失
っ
た
の
は
「
光
ｂ
」
の
「
世
の
光
と

し
て
導
く
存
在
、
他
者
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
存
在
」
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
長
谷
川
氏
は
、
物
語
で
女
君
か
ら
こ
の
よ
う
な
「
光
」

を
失
わ
せ
る
こ
と
で
、
異
装
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
き
て
い
た
男
と
し
て
の
仕
事
や
自
由
な
行
動
な
ど
が
、
女
性
に
戻
っ
た
こ
と
で
で
き
な

く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
何
か
と
制
限
さ
れ
生
き
が
た
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
捉
え
、「
挫
折
物
語
」
と
見
た
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
物
語
の
流
れ
か
ら
考
え
る
と
、
女
君
が
挫
折
し
た
と
見
る
こ
と
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
と

の
類
似
点
か
ら
考
え
る
と
ど
う
な
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
節
に
お
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

四
、『
源
氏
物
語
』
で
の
光

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
の
「
光
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、
ど
の
様
な
意
味

合
い
が
あ
り
、
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

物
語
内
で
「
光
」
は
、「
光
る
君
」
や
「
光
る
源
氏
」
な
ど
と
主
人
公
で
あ
る
光
源
氏
の
呼
称
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
な
ほ
に
ほ
は
し
さ
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は
た
と
へ
む
方
な
く
、
う
つ
く
し
げ
な
る
を
、
世
の
人
光
る
君
と
聞
ゆ
。」（
桐
壺
巻
・
四
四
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
世
の
中
の
人
か
ら
の
賛

称
の
意
味
合
い
が
多
い
。
こ
の
様
な
意
味
合
い
を
も
っ
た
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
巻
を
大
ま
か
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、

括
弧
に
は
光
源
氏
の
年
齢
を
記
す
。

１
、
桐
壺
巻
・
帚
木
巻
・
若
紫
（
一
〇
代
）

２
、
玉
鬘
巻
（
三
五
歳
）

３
、
匂
宮
巻
・
紅
梅
巻
・
竹
河
巻
・
手
習
巻
（
没
）

１
か
ら
は
、
特
に
若
き
日
の
恋
愛
に
ま
つ
わ
る
主
人
公
の
呼
称
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
２
の
玉
鬘
巻
は
、
１
の
こ
と
を
明
確
に
し
て
い

る
。
以
下
に
、
該
当
箇
所
を
挙
げ
る
。

昔
、
光
る
源
氏
な
ど
い
ふ
名
は
聞
き
わ
た
り
た
て
ま
つ
り
し
か
ど
、
年
ご
ろ
の
う
ひ
う
ひ
し
さ
に
、
さ
し
も
思
ひ
き
こ
え
ざ
り
け
る
を
、

ほ
の
か
な
る
大
殿
油
に
御
几
帳
の
綻
び
よ
り
は
つ
か
に
見
て
た
て
ま
つ
る
、
い
と
ど
恐
ろ
し
く
さ
へ
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
や
。

（
玉
鬘
巻
・
一
二
九
頁
）

こ
れ
は
、
十
数
年
ぶ
り
に
京
に
上
が
っ
て
き
た
玉
鬘
の
乳
母
た
ち
が
「
昔
」
光
源
氏
と
呼
ば
れ
て
い
た
主
人
公
に
お
会
い
し
た
場
面
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
玉
鬘
巻
で
は
主
人
公
は
若
い
頃
の
よ
う
に
、
光
源
氏
と
呼
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

３
か
ら
は
、
光
源
氏
は
亡
く
な
っ
て
い
る
が
、
容
姿
な
ど
で
の
比
較
対
象
や
過
去
に
眉
目
秀
麗
な
人
が
い
た
と
い
っ
た
昔
話
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
総
じ
て
、「
光
源
氏
」
や
「
光
る
君
」
と
い
っ
た
呼
称
は
、
あ
く
ま
で
男
性
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
、
主
人
公

の
若
き
日
の
恋
愛
に
ま
つ
わ
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
主
人
公
が
成
熟
し
、
安
定
し
た
立
場
を
得
た
後
に
は
こ
れ
ら
の
呼
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称
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
女
君
は
、
男
装
時
に
「
光
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
で
は
、
長
谷
川
氏
が
述
べ

て
い
た
よ
う
に
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
い
て
、
女
君
は
挫
折
し
て
い
る
と
本
当
に
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

物
語
の
中
で
女
君
が
「
男
性
と
同
じ
よ
う
な
仕
事
が
し
た
い
」「
自
分
の
可
能
性
を
試
し
た
い
」「
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
生
き
た

い
」
と
い
っ
た
描
写
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
女
性
に
戻
り
「
光
ｂ
」
を
失
っ
た
か
ら
「
挫
折
し
た
」
と
見
る
の
は
難
し
い
。
少
な
く
と

も
、
女
君
は
異
装
を
し
て
い
る
際
の
、
性
別
を
偽
る
こ
と
や
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
悩
み
が
解
消
さ
れ
た
の
で
、
心
は
軽
く
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
女
君
も
男
君
も
「
帝
の
后
に
な
る
」
や
「
権
力
を
持
ち
た
い
」
な
ど
と
い
っ
た
明
確
な
目
標
や

自
分
は
ど
う
し
た
い
と
い
っ
た
欲
が
、
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
う
い
っ
た
点
で
も
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。

加
え
て
、
こ
れ
ま
で
『
源
氏
物
語
』
で
の
主
人
公
の
呼
称
に
用
い
ら
れ
る
「
光
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。「
光
源
氏
」
や
「
光
る
君
」

と
い
っ
た
呼
称
は
、
主
に
若
い
頃
に
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
年
を
重
ね
安
定
し
た
立
場
を
得
る
と
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、「
光
」
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
光
源
氏
が
「
落
ち
ぶ
れ
た
」
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
で
は
な
く
、
立
場
・
中

身
・
見
た
目
と
も
素
晴
ら
し
い
男
性
に
成
熟
し
た
た
め
、「
光
」
を
用
い
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
プ
ラ
ス
の
方
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

挫
折
を
意
味
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
二
節
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
が
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
て
い
た

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
女
君
が
「
光
」
と
呼
ば
れ
な
く
な
る
こ
と
が
挫
折
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。「
光
ｂ
」
の
「
世
の
光
と
し
て
導
く
存
在
、
他
者
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
存
在
」
は
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
異
装
を
し

て
い
る
際
の
、
性
別
を
偽
る
こ
と
や
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
悩
み
解
消
を
考
え
る
と
、
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
る
。
ま
た
、
素
晴

ら
し
い
女
性
に
な
り
国
母
と
い
う
確
か
な
立
場
を
得
た
こ
と
で
「
光
」
を
用
い
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
寧
ろ
、
異
装
し
て

い
た
頃
の
男
性
と
し
て
の
「
光
ｂ
」
は
失
っ
た
が
、
女
と
し
て
の
「
光
ｂ
」
を
新
し
く
手
に
入
れ
た
と
考
え
る
と
、
た
と
え
「
光
」
と
呼
ば

れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
挫
折
に
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

一
節
で
は
鈴
木
氏
の
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
類
似
点
に
つ
い
て
の
見
解
を
ま
と
め
て
き
た
。
若
干
修
正
が
必
要
な

部
分
が
認
め
ら
れ
る
が
、
物
語
の
場
面
な
ど
の
類
似
は
認
め
て
良
い
。
加
え
て
、
二
節
で
は
、
和
歌
の
中
に
「
渡
り
川
」
と
「
三
瀬
川
」
を

用
い
る
こ
と
で
、
や
り
き
れ
な
い
恋
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
た
と
い
う
類
似
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
総
じ
て
、『
と
り
か
へ

ば
や
物
語
』
は
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

三
節
で
は
、
長
谷
川
氏
の
『
源
氏
物
語
』
で
の
「
光
君
」
や
「
光
源
氏
」
と
い
っ
た
「
光
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、『
と
り
か
へ

ば
や
物
語
』
で
の
「
光
」
の
用
途
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
「
成
功
物
語
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
は

「
挫
折
物
語
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
こ
で
、「
成
功
物
語
」
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
挫
折
物
語
」

と
し
て
見
る
こ
と
は
妥
当
な
の
か
疑
問
が
で
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
四
節
に
て
『
源
氏
物
語
』
で
の
「
光
」
は
挫
折
を
意
味
す
る
の
か

を
考
え
、
一
・
二
節
で
確
認
で
き
た
影
響
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
女
君
が
「
光
」
と
呼
ば
れ
な
く
な
る
こ
と
が
挫

折
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
つ
ま
り
、「
挫
折
物
語
」
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
「
成
功
物
語
」
や
「
挫
折
物
語
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
私
は
「
成
長
物

語
」
と
し
て
見
る
。
幼
少
期
か
ら
男
と
し
て
の
人
生
を
歩
み
、
そ
の
よ
う
な
中
で
、
自
分
の
身
の
在
り
方
や
宰
相
、
四
の
君
と
の
関
係
に
苦

悩
し
つ
つ
も
乗
り
越
え
る
。
最
終
的
に
は
元
の
性
別
に
戻
り
、
帝
か
ら
寵
愛
さ
れ
誰
も
が
う
ら
や
ま
し
が
る
位
に
就
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

は
、
女
君
が
自
分
の
生
き
方
に
苦
悩
し
な
が
ら
も
、
男
と
し
て
宮
中
で
仕
事
を
し
、
吉
野
の
宮
と
語
ら
う
こ
と
で
、
本
来
女
と
し
て
生
き
て

い
て
は
知
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
学
び
、
経
験
し
糧
と
し
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
、
決
断
し
た
結
果
で

あ
ろ
う
。
女
君
の
人
間
と
し
て
の
成
長
が
窺
わ
れ
る
。

注『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
り
、
引
用
部
の
末
尾
に
巻
名
と
ペ
ー
ジ
数
と
を
示
し
た
。
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一　

鈴
木
弘
道
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
の
研
究
』（
笠
間
書
院
・
一
九
七
三
年
）

二　

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
第
五
巻
（
小
学
館
・
二
〇
〇
一
年
）

三　

片
桐
洋
一
・
福
井
貞
助
・
高
橋
正
治
・
清
水
好
子
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
二　

竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』（
小
学
館
・

一
九
九
九
年
）
四
八
〇
頁

四　

長
谷
川
愛
「『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
研
究
―
男
装
の
姫
君
の
物
語
」『
日
本
文
學
』
第
一
〇
二
号
（
東
京
女
子
大
学
・
二
〇
〇
六
年
三
月
）

五　

注
４
に
同
じ
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堀
口
大
學
詩
に
お
け
る
恋
愛
観
─
母
へ
の
憧
憬
を
視
点
と
し
て

─
小　
　

川　
　

桃　
　

枝

　
　
　
　

は
じ
め
に

大
正
か
ら
昭
和
五
十
年
代
に
か
け
て
の
堀
口
大
學
の
文
学
活
動
は
、
詩
歌
、
翻
訳
詩
、
翻
訳
小
説
な
ど
の
創
作
や
、
雑
誌
、
新
聞
投
稿
欄

の
選
者
、
文
芸
雑
誌
の
編
集
な
ど
幅
広
く
、
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
訳
詩
家
、
翻
訳
家
と
し
て
、
大
正
、
昭

和
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。『
月
下
の
一
群
』（
第
一
書
房　

大
14
・
９
）
が
詩
壇
に
与
え
た
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

大
學
は
、
昭
和
五
十
四
年
、「
翻
訳
詩
、
翻
訳
文
学
、
及
び
詩
人
と
し
て
日
本
の
文
学
に
貢
献
」注

１

し
た
と
し
て
文
化
勲
章
を
受
章
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
詩
人
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
ず
訳
詩
家
、
翻
訳
家
と
し
て
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
少
な
か
ら
ず
不
満
を
抱
い
て
い

た
よ
う
だ
。
大
學
は
晩
年
、「
僕
は
詩
人
な
の
だ
。
訳
詩
家
、
翻
訳
家
で
終
わ
り
た
く
な
か
っ
た
」
と
松
本
和
男
に
語
っ
た
と
い
う
。注

２

ま
た
、

晩
年
、「
大
學
老
詩
生
」
と
称
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
詩
人
と
し
て
あ
り
続
け
よ
う
と
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

大
學
は
戦
前
『
月
光
と
ピ
エ
ロ
』（
籾
山
書
店　

大
８
・
１
）、『
水
の
面
に
書
き
て
』（
籾
山
書
店　

大
10
・
９
）、『
新
し
き
小
径
』（
ア

ル
ス　

大
11
・
４
）、『
砂
の
枕
』（
第
一
書
房　

大
15
・
２
）、
戦
後
に
『
人
間
の
歌
』（
賓
文
館　

昭
22
・
５
）、『
夕
の
虹
』（
昭
森
社　

昭

32
・
７
）『
月
か
げ
の
虹
』（
筑
摩
書
房　

昭
46
・
８
）『
消
え
が
て
の
虹
』（
小
沢
書
店　

昭
53
・
11
）
な
ど
の
詩
集
を
出
し
て
い
る
。
生
涯

出
版
し
た
創
作
詩
集
の
数
は
二
十
冊
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翻
訳
詩
ほ
ど
一
般
に
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
詩
壇
に
お
い
て

十
分
な
評
価
を
得
ら
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。

大
學
が
、
詩
人
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
篠
田
一
士
は
「
訳
詩
家
の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
詩
風
が
日
本
の
近
代
詩
の
常
套
と
は
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。注

３「
日
本
の
近
代
詩
の
常
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套
と
は
異
な
っ
て
い
た
」
詩
風
に
つ
い
て
、
一
概
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
近
代
詩
人
た
ち
の
自
我
意
識
に
よ
る

不
安
や
苦
悩
の
表
出
と
い
っ
た
も
の
と
は
異
な
り
、
大
學
の
詩
風
は
甘
美
で
遊
戯
的
な
世
界
を
好
ん
で
い
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特

に
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
詩
に
お
い
て
、
こ
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

大
學
は
、
初
期
か
ら
晩
年
に
か
け
て
、
数
多
く
の
官
能
的
な
詩
を
創
作
し
て
い
る
。
大
學
は
、「
エ
ロ
ス
の
詩
人
」
と
し
て
、
活
動
を
始

め
た
大
正
末
頃
か
ら
詩
人
仲
間
の
間
で
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
出
版
禁
止
処
分
に
あ
っ
て
も
、
戦
時
中
に
お
い
て
も
官
能
的
な
詩
を
作

る
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、「
エ
ロ
ス
の
詩
人
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
、
大
學
自
身
誇
り
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。

佐
藤
春
夫
が
、
大
學
の
詩
の
三
大
テ
ー
マ
は
、
一
つ
は
詩
及
び
詩
人
に
つ
い
て
で
あ
り
、
二
つ
目
が
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
世
界
、
三
つ
目

が
旅
に
関
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。注

４

さ
ら
に
、
佐
藤
春
夫
以
外
に
も
、
大
學
の
詩
の
特
徴
の
一
つ
は
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
あ
る
と
し
て
い

る
者
が
多
く
、
大
學
の
詩
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
性
と
い
う
も
の
は
、
注
目
す
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
大
學
の
詩
の
中
に
あ
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
大
學
の
生
涯
を
幼
少
期

（
誕
生
か
ら
尋
常
小
学
校
入
学
前
ま
で
）、
少
年
期
（
尋
常
小
学
校
入
学
か
ら
旧
制
中
学
校
卒
業
ま
で
）、
青
年
期
（
新
詩
社
入
社
頃
か
ら
海

外
交
遊
前
）
の
三
期
に
分
け
、
根
底
に
あ
る
母
へ
の
憧
憬
、
母
の
喪
失
体
験
が
ど
の
よ
う
に
大
學
の
創
作
の
形
成
要
因
に
な
っ
た
か
を
考
察

し
て
い
く
。

　
　
　
　

一　

幼
少
期

ま
ず
は
、
幼
少
期
に
お
け
る
生
母
政
へ
の
憧
れ
に
つ
い
て
で
あ
る
。

幼
少
期
に
お
い
て
最
も
有
意
な
女
性
の
存
在
と
い
う
の
が
母
親
で
あ
る
。
母
親
と
の
関
わ
り
方
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
後
の
人
生
を
左
右

す
る
ほ
ど
に
影
響
す
る
。
例
え
ば
、
大
學
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
室
生
犀
星
や
萩
原
朔
太
郎
な
ど
の
生
い
立
ち
か
ら
も
、
生
母
の
存
在
が
後

の
生
き
方
に
深
く
関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

三
歳
で
生
母
と
死
別
し
た
大
學
は
、
母
か
ら
の
ぬ
く
も
り
や
温
か
な
言
葉
が
け
を
わ
ず
か
な
期
間
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

母
へ
の
思
慕
と
い
う
も
の
が
、
詩
歌
上
や
人
生
に
お
い
て
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
學
は
、
乳
幼
児
期
の
体
験
に
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基
づ
く
乳
房
へ
の
感
覚
を
、
晩
年
期
に
至
る
ま
で
途
絶
え
る
こ
と
な
く
持
ち
続
け
た
。
す
な
わ
ち
、
母
と
の
死
別
が
夢
見
が
ち
な
少
年
の
基

礎
と
な
り
、
乳
房
へ
の
憧
れ
が
生
涯
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
身
を
置
く
原
点
と
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

大
學
が
三
歳
八
ヶ
月
の
時
、
二
十
三
歳
と
い
う
若
さ
で
母
は
亡
く
な
っ
た
。
幼
少
期
に
生
母
と
死
別
し
た
こ
と
で
、
大
學
は
母
を
慕
い
、

そ
の
幻
を
生
涯
追
い
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

や
が
て
母
に
似
た
女
性
に
憧
れ
、
多
く
の
女
性
た
ち
と
の
間
で
恋
愛
体
験
を
も
つ
に
至
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、
女
性
た
ち
を
愛
し
た
思
い

出
を
詩
歌
や
随
筆
に
書
い
た
。

二
十
歳
前
後
の
短
歌
で
は
、

影
に
似
る
幼
け
な
き
日
の
思
ひ
出
の
後う

し
ろを

歩
む
母
の
ま
ぼ
ろ
し注

５

亡
き
母
の
幻
こ
そ
は
眼
に
み
ゆ
れ
暗
き
わ
が
世
を
咀
ふ
夜
な
か
に注

６

と
母
は
天
上
人
の
よ
う
な
幻
想
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
後
年
に
な
る
と
、

母
の
声

母
は
四
つ
の
僕
を
残
し
て
世
を
去
っ
た
。

若
く
美
し
い
母
だ
っ
た
さ
う
で
す
。

母
よ
、

僕
は
尋
ね
る
、

耳
の
奥
に
残
る
あ
な
た
の
声
を
、

あ
な
た
が
世
に
在
ら
れ
た
最
後
の
日
、
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幼
い
僕
を
呼
ば
れ
た
で
あ
ら
う
そ
の
最
後
の
声
を
。

三
半
器
官
よ
、

耳
の
奥
に
住
む
巻
貝
よ
、

母
の
い
ま
は
の
、
そ
の
声
を
返
へ
せ
。

注
７

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
思
い
は
い
っ
そ
う
高
潮
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
晩
年
期
の
随
筆
で
は
、

母
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
、
僕
が
四
つ
の
時
だ
。
母
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
保
つ
に
は
僕
の
目
は
ま
だ
あ
ま
り
に
も
幼
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
い
く

ら
ま
ぶ
た
の
裏
を
に
ら
め
て
も
、
母
の
面お

も

輪わ

は
浮
か
ん
で
来
な
い
少
年
の
こ
ろ
、
こ
の
こ
と
が
悲
し
か
っ
た
。（
略
）
美
し
い
母
だ
っ

た
そ
う
だ
。
こ
の
こ
と
は
僕
の
身
の
ま
わ
り
の
お
と
な
た
ち
の
話
の
端
で
十
分
に
察
し
が
つ
い
た
。
僕
は
そ
の
美
し
い
母
の
顔
が
見
た

く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
も
の
だ
。
た
っ
た
一
度
で
い
い
か
ら
、
母
の
顔
が
見
た
い
と
僕
は
た
え
ず
思
い
続
け
て
育
っ
た
。

注
８

と
記
し
て
い
る
。
母
へ
の
思
い
は
生
涯
尽
き
る
こ
と
が
無
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
他
の
作
品
に
お
い
て
も
、
幼
く
し
て
死
別
し
た
母

へ
の
限
り
な
い
恋
慕
の
情
、
生
母
を
追
い
求
め
続
け
よ
う
と
す
る
熱
い
眼
差
し
が
書
か
れ
て
い
る
。

注
９

大
學
の
女
性
観
の
根
底
に
は
何
よ
り
も
最
初
に
、
亡
き
母
に
対
す
る
眼
差
し
と
思
い
が
あ
り
、
そ
れ
が
や
が
て
大
學
の
詩
歌
全
体
を
貫
く

エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
観
の
根
幹
を
な
す
に
到
る
。

　
　
　
　

二　

少
年
期

次
に
、
少
年
期
に
お
け
る
恋
慕
意
識
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
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母
の
死
後
、
大
學
と
妹
は
祖
母
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
外
交
官
の
父
は
、
常
に
海
外
に
い
る
た
め
家
に
は
お
ら
ず
、
大
学

が
七
歳
の
と
き
、
ベ
ル
ギ
ー
人
女
性
と
結
婚
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
状
況
の
中
、
大
學
は
ど
の
よ
う
に
し
て
女
性
観
を
形
成
し

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
随
筆
「
青
春
の
詩
情
」
を
主
軸
と
し
て
見
て
い
く
。

幼
少
期
の
密
や
か
な
心
情
に
つ
い
て
、
大
學
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

僕
は
早
熟
な
少
年
だ
っ
た
。
こ
れ
だ
け
は
は
っ
き
り
言
え
る
。
僕
の
旧
作
に
『
性さ

が

』
と
題
し
た
一
篇
が
あ
る
、

世
之
介
は
九こ

こ
の
つ歳

と
か
や

わ
が
性さ

が

よ
、
う
た
て
か
り
け
り
！

七な
な
つ歳

は
や
哀
れ
を
知
り
て

形
而
下
に
ひ
と
恋
ひ
け
ら
し

と
い
う
の
だ
。
こ
れ
は
あ
り
の
ま
ま
の
告
白
で
あ
っ
て
、
誇
張
で
は
な
い
。
僕
の
場
合
、
性
の
目
覚
め
は
五
六
歳
の
時
だ
っ
た
。
マ
ス

チ
ュ
ル
バ
シ
オ
ン
も
そ
の
頃
覚
え
た
。
快
感
も
エ
ジ
ャ
キ
ュ
ラ
シ
オ
ン
も
十
分
に
あ
っ
た
。
男
女
が
行
う
房
事
の
こ
と
も
、
受
胎
や
妊

娠
の
理
由
も
、
み
ん
な
は
っ
き
り
知
っ
て
い
た
。『
性
』
と
題
す
る
こ
の
四
行
詩
に
は
は
っ
き
り
し
た
名
宛
人
が
あ
っ
た
。
小
学
一
年

に
入
学
し
た
時
、
唱
歌
を
受
持
た
れ
た
Ｋ
先
生
が
そ
の
人
だ
。（
そ
の
頃
は
音
楽
と
は
い
わ
ず
に
唱
歌
と
い
っ
た
。）
小
柄
で
薄
手
の
未

婚
の
若
い
女
教
師
だ
っ
た
。
声
の
き
れ
い
な
、
手
足
の
小
さ
な
、
美
人
だ
っ
た
。
僕
は
こ
の
先
生
が
好
き
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
好
き

だ
と
い
っ
て
も
、
少
年
ら
し
い
無
垢
な
あ
こ
が
れ
や
な
ぞ
で
は
な
く
、
欲
情
の
対
象
と
し
て
、
は
っ
き
り
彼
女
の
肉
体
を
恋
い
し
た
っ

た
の
だ
。
形
而
下
に
あ
こ
が
れ
た
の
だ
。
昼
の
間
は
、
教
室
や
廊
下
に
彼
女
の
姿
を
見
た
り
、
声
を
聞
い
た
り
す
る
の
が
慰
め
で
も
あ

り
、
よ
ろ
こ
び
で
も
あ
っ
た
が
、
夜
は
よ
く
夢
に
み
た
。
恋
々
の
情
を
彼
女
に
打
明
け
て
、
ゆ
る
さ
れ
た
り
拒
ま
れ
た
り
し
た
夢
だ
。

そ
ん
な
夢
か
ら
さ
め
た
夜
半
に
は
、
悶
々
や
る
方
な
く
、
小
さ
い
体
で
床
中
を
輾
転
反
側
し
た
も
の
だ
。
世
間
の
人
は
と
か
く
、
少
年

―
こ
と
に
十
歳
未
満
の
少
年
―
の
肉
体
や
精
神
は
、
清
浄
で
無
邪
気
で
、
肉
情
の
悶
え
な
ど
あ
ろ
う
筈
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う

だ
が
、
僕
に
言
わ
せ
る
と
、
こ
れ
は
大
き
な
思
い
す
ご
し
だ
。
彼
等
の
肉
体
も
精
神
も
、
成
人
の
そ
れ
と
同
じ
穢
れ
に
汚
れ
て
い
る
。
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（
略
）
僕
は
今
、《
穢
れ
に
汚
れ
て
い
る
》
と
書
い
た
が
、
こ
れ
は
世
間
の
慣
用
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
僕
自
身
は
あ
れ
を
決
し
て
、

穢
れ
と
も
汚
れ
と
も
思
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
知
識
欲
道
義
心
な
ぞ
と
同
じ
く
、
人
間
に
備
わ
る
根
元
的
な
性
質
の
一
つ

だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
特
に
清
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
決
し
て
穢
れ
て
な
ん
か
い
や
し
な
い
。
こ
れ
を

汚
穢
の
も
の
と
見
た
り
す
る
の
は
大
き
な
人
間
冒
瀆
だ
と
思
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
性
を
穢
れ
と
見
る
こ
と
の
習
慣
か
ら
抜
け
切
ら
な

い
限
り
、
人
間
の
生
活
か
ら
虚
偽
と
偽
善
が
影
を
ひ
そ
め
る
こ
と
は
何
時
ま
で
た
っ
て
も
先
ず
あ
る
ま
い
。 

大
學
本
人
が
言
う
よ
う
に
、
随
分
と
早
熟
な
少
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
小
学
一
年
生
の
時
に
恋
い
焦
が
れ
た
Ｋ
先
生

の
容
姿
を
「
小
柄
で
薄
手
」「
声
の
き
れ
い
な
、
手
足
の
小
さ
な
、
美
人
」
と
具
体
的
に
挙
げ
、
自
分
の
好
み
の
女
性
像
で
あ
る
と
規
定
し

て
い
る
と
こ
ろ
は
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
詩
に
お
い
て
も
、

好
愛

旺
盛
な
そ
の
肉
体
を
め
ぐ
り
究
め
…
…

巨
大
な
膝
の
斜
面
に
よ
じ
の
ぼ
り
…
…

野
末
か
け
長
々
と
寝
こ
ろ
ん
だ

そ
の
巨ひ

と女
の
乳
房
の
か
げ
に

山
裾
の
平
和
な
村
に
い
る
よ
う
な
気
持
に
な
っ
て

の
ん
び
り
と
眠
る
こ
と

　
『
悪
の
華
』

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
巨
女
趣
味
は

僕
に
は
な
い
ね
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手
も
足
も
小
さ
い
が
よ
い

乳
房
な
ら
蕾
の
青せ

い

蓮れ
ん

透
き
と
お
る
ア
ラ
バ
ス
タ
ー
…
…

柳
腰　

ひ
き
ち
ぎ
れ
そ
う

し
め
り
気
は
多
い
ほ
ど
よ
い　

 

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。「
小
柄
で
薄
手
」「
声
の
き
れ
い
な
、
手
足
の
小
さ
な
、
美
人
」
と
い
う
の
が
ま
さ
に
大
學
の
幼
少

期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
の
、
亡
き
母
へ
抱
き
続
け
て
き
た
永
遠
の
女
性
像
の
原
型
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
母
の
政
は
写
真

で
見
る
限
り
、
た
し
か
に
小
柄
で
美
人
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
Ｋ
先
生
は
大
學
に
と
っ
て
、
母
の
イ
メ
ー
ジ
に
色
濃
く
重
な
る
女
性
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
Ｋ
先
生
は
大
學
に
と
っ
て
人
生
で
最
初
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
、
さ
ら
に
エ
ロ
ス
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
青
春
の
詩
情
」
に
お
い
て
エ
ロ
ス
に
対
し
て
肯
定
的
な
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
僕
自
身
は
あ
れ
を
決
し
て
、

穢
れ
と
も
汚
れ
と
も
思
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
知
識
欲
道
義
心
な
ぞ
と
同
じ
く
、
人
間
に
備
わ
る
根
元
的
な
性
質
の
一
つ
だ
と

思
っ
て
い
る
し
、（
略
）
性
を
穢
れ
と
見
る
こ
と
の
習
慣
か
ら
抜
け
切
ら
な
い
限
り
、
人
間
の
生
活
か
ら
虚
偽
と
偽
善
が
影
を
ひ
そ
め
る
こ

と
は
な
い
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、
大
學
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
観
の
一
端
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
エ
ロ
ス
こ
そ
人
間

の
本
然
的
な
も
の
だ
と
説
く
考
え
は
、
エ
ロ
ス
の
肯
定
と
と
も
に
恋
愛
や
官
能
を
賛
美
し
、
自
我
解
放
の
歓
び
を
数
多
く
歌
っ
た
与
謝
野
晶

子
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
大
學
は
少
年
期
に
自
ら
が
女
教
師
へ
抱
い
た
恋
慕
体
験
を
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
あ
り
の
ま

ま
に
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
青
春
の
詩
情
」
は
大
學
が
六
十
五
歳
の
と
き
の
も
の
で
あ
り
、
青
年
期
に
グ
ウ
ル
モ
ン
の
詩
論
に
あ
る
「
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
な
し
に
は
、

思
考
は
存
在
し
な
い
」
に
感
銘
を
受
け
て
以
来
、
そ
れ
を
自
分
の
詩
的
立
場
と
し
て
見
定
め
て
き
た
大
學
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
立
脚
点
を

こ
の
年
齢
期
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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三　

青
年
期

本
節
で
は
、
多
感
な
青
年
期
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
青
年
期
に
は
新
詩
社
に
入
門
し
て
与
謝
野
鉄
幹
（
寛
）
や
晶
子
か
ら
短
歌
の
指
導
を

受
け
た
。
ま
た
内
に
秘
め
て
い
た
も
の
が
、
文
学
と
し
て
表
に
現
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
青
年
期
に
お
け
る
エ
ロ
テ
ィ

シ
ズ
ム
観
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
吉
井
勇
の
短
歌
と
の
出
会
い
と
、
与
謝
野
晶
子
に
対
す
る
大
學
の
眼
差
し
で
あ
る
。

は
じ
め
に
、
吉
井
勇
の
短
歌
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
大
學
の
女
性
観
の
形
成
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
大
き
な
影
響
を
与
え
た

の
が
吉
井
勇
の
短
歌
で
あ
っ
た
。

大
學
が
出
会
っ
た
吉
井
勇
の
短
歌
に
は
、「
夏
の
お
も
ひ
で
」（『
ス
バ
ル
』
第
８
号　

明
42
・
８
）
と
題
し
た
一
連
の
作
が
あ
る
。

夏
は
来
ぬ
相
模
の
海
の
南
風
に
わ
が
こ
こ
ろ
燃
ゆ
わ
が
瞳
燃
ゆ　

夏
の
帯
沙い

さ
ごの

う
へ
に
な
が
な
が
と
解
き
て
か
こ
ち
ぬ
身
さ
へ
細
る
と

君
が
た
め
瀟
湘
湖
南
の
乙
女
ら
は
わ
れ
と
遊
ば
ず
な
り
に
け
る
か
な

互
い
に
恋
愛
感
情
を
育
く
み
、
そ
の
後
に
別
れ
る
様
子
が
ひ
と
夏
の
思
い
出
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
全
体
的
に
は
、
青
春
期
の
感
情
が

湘
南
の
海
を
背
景
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

も
と
よ
り
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
恋
愛
世
界
に
対
す
る
憧
れ
が
あ
っ
た
大
學
は
、
吉
井
勇
を
通
し
て
知
っ
た
短
歌
世
界
が
自
分
の
感
情
表
出
に

最
も
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
無
意
識
の
う
ち
に
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
學
は
、
明
治
四
十
二
年
の
秋
以
降
、
短
歌
を
精
力
的
に

作
っ
て
い
る
。
約
一
年
半
の
間
に
三
百
首
近
く
に
も
上
る
。
こ
の
頃
の
短
歌
の
例
を
挙
げ
る
と
、

や
は
ら
か
に
君
が
か
ひ
な
に
抱
か
る
る
夕
の
海
の
う
す
あ
か
り
か
な　
（「
夏
の
な
ご
り
」） 
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あ
ま
り
に
も
は
げ
し
き
恋
を
も
つ
も
の
か
君
に
驚
く
我
に
驚
く　
　
（「
夏
の
な
ご
り
」） 

美
し
き
少
年
な
れ
ば
ゆ
る
さ
れ
ぬ
君
が
心
の
柵
を
こ
ゆ
べ
く　
　
（「
夢
の
歌
」）

な
ど
が
あ
り
、「
夏
の
な
ご
り
」「
夢
の
歌
」
な
ど
で
歌
わ
れ
て
い
る
世
界
が
、
吉
井
勇
の
「
夏
の
お
も
ひ
で
」
に
あ
る
情
景
に
近
い
も
の
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、「
夏
の
な
ご
り
」
と
い
う
歌
題
が
「
夏
の
お
も
ひ
で
」
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
い
る
こ
と

も
明
ら
か
で
あ
る
。
大
學
は
吉
井
勇
の
短
歌
に
接
し
、
そ
の
う
え
で
短
歌
に
自
分
の
理
想
と
す
る
恋
愛
模
様
を
反
映
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
大
學
は
自
身
の
短
歌
に
つ
い
て
、

一
、
二
年
前
か
ら
、「
ス
バ
ル
」
や
「
三
田
文
学
」
に
ず
い
ぶ
ん
き
わ
ど
い
短
歌
や
詩
を
の
せ
て
、
誰
い
う
と
な
き
「
桃
色
少
年
」
の

仇
名
を
誇
っ
て
い
た
私
で
あ
り
ま
し
た
が
、
何
と
い
っ
て
も
ま
だ
十
九
。
泣
い
て
別
れ
を
惜
し
む
ほ
ど
の
恋
人
も
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
れ
ら
桃
色
詩
歌
は
い
わ
ば
、
あ
こ
が
れ
多
い
多
感
な
少
年
の
情
艶
の
い
と
な
み
に
対
す
る
、
こ
う
い
う
も
の
も
あ
ろ
う
か
と
い
う
想

像
と
、
こ
う
も
あ
り
た
い
と
い
う
念
願
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

と
書
い
て
い
る
。
吉
井
勇
に
あ
こ
が
れ
て
作
り
始
め
た
こ
ろ
の
短
歌
は
現
実
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
願
望
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
と
大
學
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
大
學
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
観
は
観
念
的
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

大
學
は
、
吉
井
勇
の
詩
を
通
し
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
優
美
な
エ
ロ
ス
的
感
覚
を
体
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
与
謝
野
晶
子
に
対
す
る
大
學
の
眼
差
し
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
大
學
は
、
与
謝
野
寛
、
晶
子
に
つ
い
て
何
篇
か
の
随
筆
を
書

き
残
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
随
筆
を
も
と
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

云
は
ば
私
は
新
詩
社
の
乙
弟
子
で
し
た
。（
略
）
大
勢
あ
る
子
供
の
中
で
も
、
親
に
と
つ
て
一
番
に
可
愛
い
の
は
末
の
子
だ
と
云
ふ
こ

と
で
す
。
そ
の
為
に
末
の
子
が
甘
や
か
さ
れ
て
育
つ
の
は
、
ど
こ
の
家
庭
に
あ
つ
て
も
さ
け
が
た
い
定
法
の
や
う
で
す
。
私
も
両
先
生
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に
随
分
甘
や
か
さ
れ
て
育
て
ら
れ
た
や
う
で
す
。

と
や
や
自
己
陶
酔
的
に
書
く
大
學
は
、
新
詩
社
の
中
で
は
一
番
若
い
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
り
、
あ
る
種
の
特
権
的
な
立
場
を
与
え
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
こ
と
を
大
學
自
身
も
十
分
に
承
知
し
て
い
た
よ
う
だ
。
大
學
が
「
特
別
に
目
を
か
け
て
頂
き
」「
甘
や
か
し
て
頂
い
た
」
と
平

気
で
書
い
た
り
述
べ
た
り
で
き
る
関
係
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
大
學
だ
け
が
遇
さ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
に
は
、
父
九
萬
一
と
与
謝
野
鉄
幹
と
の

間
に
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

日
清
戦
争
の
さ
な
か
、
九
萬
一
は
外
交
官
初
の
海
外
勤
務
と
し
て
朝
鮮
国
仁
川
へ
赴
任
し
た
。
そ
の
頃
京
城
で
韓
国
政
府
下
の
学
術
教
師

を
し
て
い
た
与
謝
野
鉄
幹
は
、「
暫
く
父
の
官
舎
に
起
臥
な
さ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
詩
文
を
通
し
て
盟
友
」
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
九

萬
一
が
閔
妃
事
件
に
連
座
し
投
獄
さ
れ
た
と
き
、
後
事
を
託
さ
れ
た
の
が
鉄
幹
で
あ
っ
た
。
寂
し
さ
を
か
こ
っ
て
い
た
鉄
幹
の
も
と
に
、
盟

友
の
子
で
あ
る
大
學
が
突
然
入
門
し
て
き
た
た
め
、
鉄
幹
は
驚
く
と
と
も
に
奇
縁
を
喜
び
、
大
學
に
特
別
の
感
情
を
持
つ
に
至
っ
た
。
晶
子

が
お
茶
を
運
ん
で
き
た
と
き
、
鉄
幹
は
「
堀
口
九
萬
一
君
の
こ
れ
が
息
子
の
大
學
君
だ
、
実
に
奇
縁
だ
！
」
と
言
っ
て
引
き
合
わ
せ
て
く
れ

て
、
そ
れ
以
降
は
母
が
亡
く
な
っ
て
い
て
父
が
外
国
常
在
し
て
い
る
大
學
の
身
を
案
じ
る
晶
子
が
、
何
く
れ
と
な
く
特
別
に
目
を
か
け
て
く

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
大
學
は
、

そ
の
為
か
ど
う
か
、
私
は
寛
先
生
に
対
し
て
父
に
対
す
る
よ
う
な
、
晶
子
先
生
に
対
し
て
は
母
に
対
す
る
よ
う
な
感
情
を
持
っ
て
お
り

ま
す
。
私
は
さ
き
に
自
分
の
詩
集
を
御
両
所
に
捧
げ
て
、「
私
の
詩
歌
の
上
の
父
母
で
あ
る
両
先
生
云
々
」
と
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
感
情
は
詩
歌
の
上
ば
か
り
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

と
記
し
て
い
る
。
師
弟
関
係
を
超
え
、
親
と
子
に
も
近
い
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

節
の
最
初
に
記
し
た
よ
う
に
、
大
學
は
晶
子
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
随
筆
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
晶
子
の
才
能
や
女
性
と
し

て
の
魅
力
な
ど
を
賛
辞
を
持
っ
て
記
し
て
い
る
。「
こ
れ
は
、
か
つ
て
日
本
が
持
っ
た
、
男
性
女
性
を
通
し
て
、
最
大
の
天
才
者
の
一
人
で
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あ
っ
た
。
女
詩
人
と
し
て
は
、
い
ま
だ
人
類
に
類
例
の
な
い
第
一
人
者
で
あ
っ
た
。（
略
）
万
葉
古
今
以
来
の
、
日
の
本
の
歌
の
し
ら
べ
の

伝
統
は
、
晶
子
に
い
た
っ
て
初
め
て
完
大
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
短
歌
十
数
世
紀
の
歴
史
は
、
一
人
の
晶
子
を
生
む
た
め
の
歴
史
で
あ
っ

た
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
」
と
言
い
切
り
、「
晶
子
先
生
と
肩
を
並
べ
得
る
程
の
国
際
級
の
女
性
が
今
日
世
界
に
果
た
し
て
幾
人
あ
る
で

し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
に
大
學
は
晶
子
を
大
い
に
称
賛
し
て
い
る
。

大
學
は
母
に
似
た
女
性
の
典
型
を
晶
子
の
中
に
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
晶
子
を
傑
出
し
た
賢
夫
人
と
し
て
崇
め
る
よ
う
な
大
學
の

眼
差
し
が
見
て
取
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
青
年
期
は
幼
少
期
や
少
年
期
か
ら
持
ち
続
け
て
き
た
女
性
へ
の
憧
れ
と
い
う
も
の
が
、
文
学
と
し
て
形
成
さ
れ
始
め

た
時
期
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

大
學
と
女
性
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
幼
少
期
、
少
年
期
、
青
年
期
に
分
け
て
見
て
き
た
。
ど
の
時
期
に
お
い
て
も
共
通
す
る
の
は
、
母
に

対
す
る
憧
れ
で
あ
る
。
わ
ず
か
三
歳
で
母
と
死
別
し
た
大
學
は
、
母
か
ら
の
ぬ
く
も
り
を
わ
ず
か
な
期
間
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
、
母
へ
の
思
慕
は
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

四　

作
品
に
お
け
る
女
性
賛
美

本
節
で
は
、
母
の
欠
落
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
作
品
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

ま
ず
は
大
學
の
根
底
に
あ
る
生
母
へ
の
憧
れ
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
大
學
は
幼
く
し
て
生
母
と
死
別
し
た
こ
と
に
よ
り
、
生
涯
を
通
し
て

母
を
熱
烈
に
恋
い
慕
う
こ
と
と
な
っ
た
。
幼
少
期
の
母
親
に
甘
え
た
い
、
抱
か
れ
た
い
、
愛
さ
れ
た
い
と
い
う
男
児
ら
し
い
思
い
は
歳
を
経

る
に
つ
れ
年
上
の
女
性
へ
の
接
近
願
望
と
な
る
。
例
え
ば
、
大
學
は
次
の
よ
う
な
詩
を
書
い
て
い
る
。

温
胎
の
時
間　
　

母
よ　

そ
の
貴
い
時
間
は
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本
当
に
在
っ
た
の
で
す
よ
！

あ
な
た
の
心
臓
と　

僕
の
そ
れ
と

ふ
た
つ
の
心
臓
が

呼
び
交
わ
し　

鼓
動
し
合
っ
た

そ
の
貴
い
時
間
は

母
よ　

母
よ

そ
の
カ
ダ
ン
ス

そ
の
協
和
音

そ
の
リ
ズ
ム

母
よ　

母
よ

つ
い
に
か
え
ら
ぬ
か

八
十
年
前
の

あ
の
温
胎
の
時
間
は

母
よ　

 

子
と
母
と
い
う
関
係
に
も
関
わ
ら
ず
、
肉
体
的
な
印
象
を
受
け
る
。
生
母
を
母
親
と
し
て
崇
拝
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
人
の
女
性

と
し
て
憧
れ
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
學
の
母
へ
の
思
い
は
決
し
て
叶
う
こ
と
の
な
い
願
望
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
代
替
と

し
て
の
対
象
を
常
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
生
母
へ
の
憧
れ
と
い
う
も
の
が
、
恋
愛
観
の
基
本
的
理
念
を
作
り
出
し
て
い
た
の
で
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あ
る
。

後
に
大
學
は
海
外
交
遊
を
経
て
、
実
際
的
な
性
愛
の
虜
に
な
る
。
そ
の
中
で
、
観
念
的
で
虚
構
的
な
恋
愛
観
か
ら
の
脱
皮
が
な
さ
れ
た
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。

風
景　

あ
あ

う
ね
り　

波
う
ち　

ま
た　

よ
れ
る

あ
あ
美
し
い　

や
は
ら
か
い

牛
乳
の
海
に
浮
い
た

日
当
の
い
い
三
角
小
島

褐
色
の
羊
歯
が
し
げ
つ
て

や
さ
し
い
曲
線
が
ふ
つ
く
ら
と
三
つ
に
流
れ

島
の
な
か
ほ
ど　

お
お
美
学
の
中
心

こ
ん
も
り
と
し
た
谷
間
の
木
影
に

島
番
の
一
つ
家
の
尖
っ
た
家
根
が
見
え
か
く
れ

桃
色
の
尖
っ
た
家
根
が　

あ
あ　

見
え
か
く
れ 

こ
の
詩
で
は
、
大
胆
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
感
じ
ら
れ
る
。
女
体
美
そ
の
も
の
を
形
象
化
し
、
情
艶
そ
の
も
の
を
題
材
と
し
て
い
る
。
感

傷
や
叙
情
と
は
少
し
異
な
る
、
肉
体
そ
の
も
の
の
も
つ
官
能
性
が
優
雅
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
温
胎
の
時
間
」
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
母
親
と
い
う
女
性
へ
の
接
近
願
望
を
、
現
実
の
女
性
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
女
性
の

肉
体
、
特
に
秘
所
を
切
り
取
っ
て
取
り
あ
げ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
す
る
と
、
現
実
の
女
体
に
失
わ
れ
た
母
を
重
ね
て
い
る
よ
う
に
見
受
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け
ら
れ
る
。
大
學
に
と
っ
て
は
失
わ
れ
た
故
郷
へ
帰
る
よ
う
な
感
覚
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

母
の
喪
失
が
、
女
性
賛
美
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

母
へ
の
憧
憬
、
母
の
喪
失
体
験
が
女
性
へ
の
憧
れ
と
な
り
、
大
學
の
創
作
の
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
観
の
根
源

に
あ
る
も
の
は
、
生
母
の
存
在
で
あ
っ
た
。
幼
く
し
て
死
別
し
た
母
に
対
し
て
憧
れ
を
抱
き
続
け
た
。
そ
し
て
、
現
実
の
女
性
に
母
を
見
出

し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

詩
歌
の
中
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
幼
き
頃
に
失
わ
れ
た
聖
な
る
女
性
へ
の
憧
れ
で
あ
っ
た
。
大
學
は
生
涯
を
通
し
て
女
性
と
の
愛

の
情
景
、
性
愛
の
感
動
を
作
品
に
投
影
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

注

注
１　
『
朝
日
新
聞
』（
昭
54
・
10
・
19
）
夕
刊

注
２　

松
本
和
男
『
堀
口
大
学
研
究
資
料
集
成
第
１
輯
』（
松
本
和
男　

平
18
・
３
）
の
「
は
じ
め
に
」。

注
３　

篠
田
一
士
『
三
田
の
詩
人
た
ち
』（
講
談
社　

平
18
・
１
）

注
４　
『
堀
口
大
學
詩
集
』（
角
川
文
庫　

昭
33
・
10
）

注
５　

堀
口
大
學
の
短
歌　
『
ス
バ
ル
』
第
３
年
３
号
（
明
44
・
３
）

注
６　

注
５
に
同
じ

注
７　

堀
口
大
學
「
母
の
声
」
初
出:

『
人
間
の
歌
』（
寶
文
館　

昭
22
・
５
）
引
用:
『
堀
口
大
学
全
集
１
』（
小
沢
書
店　

昭
57
・
１
）

注
８　

堀
口
大
學
「
母
を
語
る
」
初
出:

『
新
潟
新
報
』（
昭
34
・
５
・
13
）
引
用:

『
堀
口
大
学
全
集
７
』（
小
沢
書
店　

昭
58
・
９
）

注
９　

堀
口
大
學
「
最
初
の
記
憶
」
初
出:

『
季
節
と
詩
心
』（
第
一
書
房　

昭
10
・
８
）、
堀
口
大
學
「
念
慈
歌
」
初
出:

『
捨
菜
籠
』（
彌
生
書
房　

昭
47
・
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７
）
な
ど

注
10　

堀
口
大
學
「
青
春
の
詩
情
」
初
出:

『
捨
菜
籠
』（
彌
生
書
房　

昭
47
・
７
）
引
用:

『
堀
口
大
学
全
集
６
』（
小
沢
書
店　

昭
57
・
８
）

注
11　

堀
口
大
學
「
好
愛
」
初
出:

『
月
か
げ
の
虹
』（
筑
摩
書
房　

昭
46
・
８
）
引
用:

『
堀
口
大
学
全
集
１
』（
小
沢
書
店　

昭
57
・
１
）　

注
12　

注
10
に
同
じ

注
13　

注
10
に
同
じ

注
14　

堀
口
大
學
「
ル
ミ
・
ド
・
グ
ウ
ル
モ
ン
」
初
出:

『
詩
と
詩
人
』（
講
談
社　

昭
23
・
10
）
引
用:

『
堀
口
大
学
全
集
６
』（
小
沢
書
店　

昭
57
・
８
）

注
15　

堀
口
大
學
「
夏
の
な
ご
り
」
初
出:

『
ス
バ
ル
』
第
２
年
10
号
（
明
43
・
10
）　

引
用:

『
堀
口
大
学
全
集
９
』（
小
沢
書
店　

昭
62
・
12
）

注
16　

注
18
に
同
じ

注
17　

堀
口
大
學
「
夢
の
歌
」
初
出:
『
ス
バ
ル
』
第
２
年
12
号
（
明
43
・
12
）　

引
用:

『
堀
口
大
学
全
集
９
』（
小
沢
書
店　

昭
62
・
12
）

注
18　

堀
口
大
學
「
わ
が
半
生
の
記
―
最
初
の
外
遊
前
後
」
初
出:

『
水
か
が
み
』（
昭
和
出
版　

昭
55
・
６
）
引
用:

『
堀
口
大
学
全
集
６
』（
小
沢
書
店　

昭

57
・
８
）

注
19　

堀
口
大
學
「
晶
子
肖
像
」『
ス
バ
ル
』
第
26
号
（
昭
31
・
１
）、
堀
口
大
學
「
師
恩
の
記
」『
秋
黄
昏
』（
河
出
書
房　

昭
55
・
３
）
な
ど

注
20　

堀
口
大
學
「
晶
子
先
生
」
初
出:

『
婦
人
公
論
』（
大
14
・
７
）
第
10
巻
第
７
号　

引
用:

『
堀
口
大
学
全
集
７
』（
小
沢
書
店　

昭
58
・
９
）

注
21　

注
18
に
同
じ

注
22　

堀
口
大
學
「
宿
世
」
初
出:

『
日
本
の
詩
歌
４
』（
中
央
公
論
社　

昭
43
・
８
）　

引
用:

『
堀
口
大
学
全
集
７
』（
小
沢
書
店　

昭
58
・
９
）

注
23　

注
19
に
同
じ

注
24　

堀
口
大
學
「
与
謝
野
晶
子
」
初
出:

『
詩
と
詩
人
』（
講
談
社　

昭
23
・
10
）
引
用:

『
堀
口
大
学
全
集
６
』（
小
沢
書
店　

昭
57
・
８
）

注
25　

注
24
に
同
じ

注
26　

堀
口
大
學
「
温
胎
の
時
間
」
初
出:

『
消
え
が
て
の
虹
』（
小
沢
書
店　

昭
53
・
11
）
引
用:

『
堀
口
大
学
全
集
１
』（
小
沢
書
店　

昭
57
・
１
）

注
27　

堀
口
大
學
「
風
景
」
初
出:

『
新
し
き
小
径
』（
書
肆
ア
ル
ス　

大
11
・
４
）
引
用:
『
堀
口
大
学
全
集
１
』（
小
沢
書
店　

昭
57
・
１
）
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木
下
夕
爾
、『
生
れ
た
家
』
の
〈
現
実
〉

九　
　

里　
　

順　
　

子  

　
　
　
　

初
め
に

木
下
夕
爾
の
第
二
詩
集
『
生
れ
た
家
』（
詩
文
学
研
究
会　

昭
15
・
９
）
は
、
第
一
詩
集
『
田
舎
の
食
卓
』（
同
、
昭
14
・
10
）
の
ほ
ぼ
一

年
後
に
出
版
さ
れ
た
が
、
作
風
の
印
象
は
か
な
り
異
な
る
。
栗
谷
川
虹
が
「
詩
法
は
『
生
れ
た
家
』
の
内
部
で
、
す
で
に
変
化
し
は
じ
め
て

い
た
。」「
感
性
的
と
呼
ん
で
お
い
た
彼
の
詩
の
世
界
の
、
対
極
に
あ
る
と
思
わ
れ
た
「
生
活
の
中
か
ら
弾
き
出
さ
れ
た
生
の
感
動
」」
と
指

摘
し
て
い
る注

１

よ
う
に
、『
田
舎
の
食
卓
』
に
お
け
る
差
異
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
集
積
と
非
還
元
性
に
よ
っ
て
、
自
己
が
位
置
す
る
空
間
の
跨
ぎ

や
軋
み
を
繊
細
に
表
出
し
た
詩
風注

２

で
は
な
く
、
感
情
の
強
度
が
前
面
化
し
て
い
る
。

夕
爾
は
、
故
郷
御
幸
村
（
現
在
の
福
山
市
）
の
薬
局
を
継
ぐ
た
め
に
、
名
古
屋
薬
学
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
昭
和
十
三
年
三
月
に
帰
郷
す

る
。『
生
れ
た
家
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品
に
は
、
帰
郷
後
二
年
の
月
日
の
中
で
夕
爾
が
向
き
合
っ
た
〈
現
実
〉
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。『
田

舎
の
食
卓
』
で
も
、
夕
爾
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
詩
法
に
は
、
北
園
克
衛
の
メ
タ
レ
ベ
ル
性
や
立
原
道
造
、
田
中
冬
二
の
現
実
の
再
構
築
へ
の
意

志
と
は
異
な
り
、
生
身
の
不
安
定
な
身
体
が
表
出
さ
れ
て
い
た
。『
生
れ
た
家
』
で
は
、
そ
の
身
体
性
を
感
情
の
言
葉
と
し
て
よ
り
直
截
に

表
現
し
、
イ
メ
ー
ジ
の
集
積
力
に
替
わ
っ
て
風
景
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

夕
爾
は
、
帰
郷
生
活
の
目
に
映
じ
た
〈
現
実
〉
を
、
身
体
性
＝
感
情
の
言
葉
に
拠
っ
て
ど
の
よ
う
に
構
成
し
た
の
か
。
も
は
や
、
イ
メ
ー

ジ
の
構
築
力
で
は
支
え
切
れ
な
く
な
っ
た
も
の
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
モ
チ
ー
フ
と
方
法
に
着
目
し
つ
つ
、『
生
れ
た
家
』
に

お
け
る
〈
現
実
〉
の
構
成
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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一　

差
異
化
の
後
退
と
素
材
性

詩
集
巻
頭
の
「
街
上
某
日
」
は
、「
銀
行
」「
レ
ス
ト
ラ
ン
」「
エ
レ
ベ
エ
タ
ア
」「
百
貨
店
」
と
『
田
舎
の
食
卓
』
と
重
な
る
素
材
と
枠
組

み
を
用
い
つ
つ
、
都
会
の
風
景
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
。

１

よ
ご
れ
た
紙
幣
を
手
に
し
て

暗
い
石
づ
く
り
の
銀
行
を
出
た
と
き

ぱ
ら
ぱ
ら
と
霰
が
肩
を
た
た
い
た

う
し
ろ
か
ら　

ふ
る
さ
と
の
顔
な
じ
み
が
は
な
し
か
け
る
や
う
に

あ
わ
た
だ
し
い
街
の
ざ
わ
め
き

（
略
）

『
田
舎
の
食
卓
』
の
「
陽
の
あ
た
る
電
車
の
上
で
」
が
、「
若
い
銀
行
員
の
や
う
な
日
曜
日
／
僕
は
陽
の
あ
た
る
電
車
に
乗
つ
て
ゐ
る
」
と

職
業
も
都
市
の
風
俗
の
記
号
と
し
て
晴
れ
や
か
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
「
石
づ
く
り
の
銀
行
」
は
、「
よ
ご
れ
た
紙
幣
」
を

伴
っ
て
生
活
の
陰
鬱
さ
を
表
象
す
る
。
通
り
過
ぎ
る
「
霰
」
に
つ
い
て
も
、『
田
舎
の
食
卓
』
で
は
「
驟
雨
通
過
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

こ
ち
ら
は
、
も
は
や
明
る
い
夏
の
雨
で
は
な
い
。「
う
し
ろ
か
ら　

ふ
る
さ
と
の
顔
な
じ
み
が
は
な
し
か
け
る
や
う
に
」
と
桎
梏
と
し
て
の

故
郷
が
想
起
さ
れ
て
い
る
。
輝
か
し
い
夏
と
い
う
季
節
は
過
ぎ
去
り
、
故
郷
の
イ
メ
ー
ジ
は
冬
へ
向
う
季
節
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

は
、
帰
郷
が
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
夕
爾
の
意
識
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。

２
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あ
か
る
い
陽
が
ま
た
地
上
に
も
ど
つ
て
き
た

つ
か
の
ま
過
ぎ
た
祭
よ　

舗
道
の
上
で
息
絶
え
る　

寂
し
い
祭
よ

僕
は
故
郷
へ
の
手
紙
を
書
い
た　

切
手
の
み
ど
り
が
眼
に
し
み
た

と
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
で
僕
は
コ
オ
ヒ
イ
を
の
ん
だ

土
い
ろ
の
コ
オ
ヒ
イ
を

そ
れ
か
ら　

エ
レ
ベ
エ
タ
ア
で
百
貨
店
の
屋
上
に
出
た

遠
く
に　

あ
ざ
や
か
に
晴
れ
わ
た
る
山
脈
の
貌
を
見
た

「
驟
雨
通
過
」
で
は
、「
明
る
さ
が
／
ま
た
地
球
に
も
ど
つ
て
来
た　

あ
た
り
は
エ
エ
テ
ル
の
や
う
に
す
ず
し
／
く　

陽
が
輝
い
て
私
た
ち

を
安
心
さ
せ
る　

そ
ん
な
と
き
死
も
ま
た　

／
死
の
顔
も
ま
た
美
し
い
も
の
の
や
う
に
思
ふ
こ
と
が
あ
る
」
と
地
上
の
重
力
か
ら
解
放
さ
れ

た
俯
瞰
的
な
位
置
に
身
を
置
い
て
、「
死
」
も
審
美
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
街
上
某
日
」
の
視
点
は
「
地
上
」
の
高
さ
で
あ
り
、「
舗
道

の
上
で
息
絶
え
る　

寂
し
い
祭
よ
」
と
「
死
」
は
地
上
的
存
在
の
肉
体
性
を
意
識
さ
せ
る
。
こ
こ
で
も
、「
故
郷
へ
の
手
紙
を
書
い
た
」
と

「
故
郷
」
が
実
在
的
認
識
へ
と
向
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

『
田
舎
の
食
卓
』
の
「
僕
」
は
、「
と
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
」
で
「
ひ
と
／
り
で　

マ
カ
ロ
ニ
と
い
つ
し
よ
に　

そ
ん
な
に
細
長
い
自
分
の
悲

哀
を
／
た
べ
る
の
で
す
」
と
あ
ま
り
に
明
る
い
空
の
下
で
都
会
の
虚
脱
感
を
消
費
し
（「
或
る
午
後
の
手
紙
」）、「
エ
レ
ベ
エ
タ
ア
」
で
「
百
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貨
店
」
の
屋
上
に
上
っ
て
「
遠
い
山
脈　

そ
し
て
青
空
と
ア
ド
バ
ル
ウ
ン
」
を
見
渡
し
な
が
ら
「
都
会
よ　

君
／
の
巨
き
な
掌

て
の
ひ
らに

囚
へ
ら
れ

て
ゐ
る
僕
ら
自
身
を
」
感
じ
て
い
た
（「
都
会
の
デ
ッ
サ
ン
」）。「
故
郷
」
が
心
に
錘
を
下
ろ
し
て
い
る
「
街
上
某
日
」
の
「
僕
」
は
、
都

市
の
モ
チ
ー
フ
と
記
号
的
、
遊
戯
的
に
関
わ
る
こ
と
は
、
も
は
や
で
き
な
い
。「
土
い
ろ
の
コ
オ
ヒ
イ
」
と
「
遠
く
に　

あ
ざ
や
か
に
晴
れ

わ
た
る
山
脈
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
実
在
、
ま
さ
に
「
貌
」
と
し
て
存
在
し
、「
僕
」
は
そ
れ
ら
と
の
関
係
性
を
表
す
言
葉
を
見
出
せ
て
い
な
い
。

「
土
い
ろ
の
コ
オ
ヒ
イ
」
は
故
郷
の
畑
を
、
山
脈
は
そ
の
向
こ
う
側
に
あ
る
故
郷
を
想
起
さ
せ
る
と
も
読
め
る
。

記
号
的
な
関
係
性
に
基
づ
き
つ
つ
イ
メ
ー
ジ
を
差
異
化
し
て
い
く
こ
と
は
、
言
葉
が
モ
ノ
と
し
て
相
互
に
独
立
し
て
い
る
フ
ラ
ッ
ト
な
次

元
の
囲
い
込
み
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、「
街
上
某
日
」
で
は
関
係
性
が
「
故
郷
」
に
向
か
う
求
心
的
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
囲
い
込
み

が
壊
れ
て
、
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
性
を
保
っ
て
い
た
内
部
空
間
は
実
在
の
重
さ
に
満
ち
た
凸
凹
の
外
部
空
間
へ
と
変
容
す
る
の
で
あ
る
。「
都

会
の
デ
ッ
サ
ン
」
の
「
遠
い
山
脈
」
が
、
故
郷
か
ら
「
僕
」
を
区
切
る
閾
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
街
上
某
日
」
で
は
く
っ
き
り
と
し
た
姿

を
現
し
て
い
る
山
脈
を
「
貌
」
と
し
て
見
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
は
、「
銀
行
」
や
「
切
手
」
や
「
コ
オ
ヒ
イ
」
や
「
山
脈
」
や
、
対
象
そ
れ

ぞ
れ
の
「
貌
」
を
見
直
し
、
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
「
僕
」
が
い
る
。
そ
れ
は
、
世
界
と
の
関
係
性
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
「
僕
」

の
第
一
歩
で
あ
り
、
そ
の
先
に
し
か
イ
メ
ー
ジ
の
差
異
化
と
い
う
固
有
の
関
係
性
は
な
い
。
か
く
し
て
イ
メ
ー
ジ
の
差
異
化
は
退
き
、
素
材

性
が
前
面
化
す
る
。
モ
チ
ー
フ
的
に
『
田
舎
の
食
卓
』
と
多
く
の
共
通
項
を
持
つ
「
街
上
某
日
」
が
詩
集
巻
頭
に
据
え
ら
れ
た
の
は
、『
生

れ
た
家
』
の
姿
勢
を
示
す
も
の
と
し
て
象
徴
的
で
あ
る
。

実
在
の
重
さ
の
自
覚
は
、
時
間
意
識
と
も
連
動
す
る
。
夏
の
終
り
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
『
田
舎
の
食
卓
』
の
「
夏
の
を
は
り
」「
秋
の
ほ

と
り
」
で
扱
わ
れ
て
い
た
が
、『
生
れ
た
家
』
の
「
夏
季
学
習
帳
の
余
白
」
で
は
固
有
の
時
間
が
な
い
。

街
の
屋
根
を
染
め
る
遠
い
夕
焼

悲
劇
の
や
う
に　

喜
劇
の
や
う
に

豪
華
な
フ
ィ
ナ
ア
レ
で
も
つ
て

あ
あ
ま
た
今
年
の
夏
が
閉
ぢ
ら
れ
る
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古
び
た
カ
ン
カ
ン
帽
を

こ
の
橋
の
上
か
ら
投
げ
よ
う

さ
よ
な
ら

さ
よ
な
ら

そ
れ
が
し
ば
ら
く
た
め
ら
ひ
な
が
ら

や
が
て
う
す
ぐ
ら
い
水
の
方
へ
と
消
え
て
ゆ
く
の
を
な
が
め
よ
う

（「
夏
の
を
は
り
」
第
二
、
三
連
）

同
じ
く
『
田
舎
の
食
卓
』
の
「
村　

Fragm
ents

」
で
も
、「
僕
ら
は
河
の
方
へ
出
よ
う
／
オ
フ
ェ
リ
ヤ
の
頬
の
や
う
な
水
の
ひ
か
り
を

眺
め
よ
う
」
と
川
を
眺
め
る
と
い
う
行
為
で
作
品
を
締
め
括
っ
て
い
る
。「
村
」
で
は
水
に
と
ど
ま
る
陽
光
を
見
る
こ
と
で
「
最
後
の
夕
映
」

を
味
わ
い
尽
く
そ
う
と
し
、「
夏
の
を
は
り
」
で
は
流
れ
る
水
の
行
方
を
追
う
こ
と
で
、
名
残
り
を
惜
し
も
う
と
す
る
。
川
に
表
象
さ
れ
る

過
ぎ
行
く
時
間
を
意
識
す
る
こ
と
で
愛
惜
の
心
情
が
増
幅
さ
れ
、
固
有
の
内
面
的
な
時
間
が
意
識
さ
れ
て
い
く
。

「
夏
季
学
習
帳
の
余
白
」
に
は
、
過
ぎ
行
く
時
間
に
感
覚
を
寄
り
添
わ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
な
い
。

高
い
木
の
梢
で
蝉
が
一
匹
鳴
い
て
ゐ
る　

忙
し
げ
に

休
暇
も
も
う
お
し
ま
ひ
だ　

さ
や
う
な
ら　

諸
君

木
の
箱
に
ピ
ン
で
留
め
た
昆
虫
た
ち
よ　

君
ら
と
お
な
じ
や
う
に

僕
ら
も
ピ
ン
で
留
め
ら
れ
る
の
だ
つ
た

別
べ
つ
の
学
校
に
―
―
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短
く
言
い
放
た
れ
た
「
さ
や
う
な
ら
」
は
、「
夏
の
を
は
り
に
」
の
「
さ
よ
な
ら
／
さ
よ
な
ら
」
の
繰
り
返
し
と
は
異
な
り
、
時
間
を
断

ち
切
っ
て
断
片
化
し
て
い
る
。
主
人
公
は
眺
め
る
主
体
で
は
な
く
、
バ
ラ
バ
ラ
に
「
ピ
ン
で
留
め
ら
れ
る
」
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に

は
、
寄
り
添
え
る
時
間
が
な
い
。「
君
ら
」
と
対
応
す
る
「
僕
ら
」
の
一
人
と
し
て
、
い
わ
ば
外
部
か
ら
外
部
へ
と
移
動
し
て
い
る
。

実
在
の
身
体
性
を
受
け
止
め
つ
つ
、
そ
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
帰
郷
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
。「
田
舎
の
理
髪
店
で
」

は
、「
幼
馴
染
の
体
は
石
鹸
の
匂
ひ
が
ぷ
ん
ぷ
ん
す
る
／
石
鹸
の
匂
ひ
の
や
う
に　

こ
の
わ
か
い
男
に
も
／
も
う
生
活
が
染
み
こ
ん
で
ゐ
る

の
で
あ
ら
う
」（
第
一
連
）
と
実
在
か
ら
「
石
鹸
の
匂
ひ
」
を
受
け
取
り
、
身
体
化
さ
れ
た
「
生
活
」
を
理
解
す
る
。「
幼
馴
染
の
体
」
は
自

分
が
イ
メ
ー
ジ
を
操
作
で
き
る
記
号
で
は
な
く
、
自
分
の
身
体
が
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
読
み
取
れ
な
い
対
象
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、「
鏡
に

映
つ
て
ゆ
れ
る
／
木
橋
と
濁
つ
た
水
と
／
彼
の
顔
と
―
―
（
頤
の
と
こ
ろ
の
小
さ
い
疵
は
あ
の
時
の
喧
嘩
の
あ
と
だ
）」（
第
二
連
）
と
鏡
に

映
っ
た
川
は
心
象
で
も
あ
る
が
、
生
の
時
間
が
刻
ま
れ
た
固
有
の
肉
体
も
映
し
出
し
て
い
る
。「
あ
あ
僕
の
瞼
の
う
ら
で
／
昔
の
ま
ま
の
木

橋
が
ゆ
れ
る
／
二
十
年
の
歳
月
が
…
…
寂
し
い
怒
り
の
や
う
に
」（
第
四
連
）
と
凝
固
し
て
い
た
故
郷
の
時
間
が
「
濁
つ
た
水
」
と
し
て
一

気
に
流
れ
出
す
の
で
あ
る
。

「
或
る
秋
の
午
後
」
は
、
就
職
試
験
の
帰
路
に
「
と
あ
る
脳
病
院
の
そ
ば
」
を
通
っ
て
、
ふ
と
「
発
狂
し
た
友
」
が
想
起
さ
れ
た
と
い
う

作
品
で
あ
る
。

（
略
）

ふ
と
僕
は
憶
つ
た　

発
狂
し
た
友
の
こ
と
を

死
ぬ
日
ま
で　

や
さ
し
い
恋
歌
を
う
た
つ
た
と
い
ふ
そ
の
男
の
こ
と
を

秋
で
あ
つ
た

ま
つ
さ
を
に
空
は
晴
れ
て
ゐ
た

手
に
し
て
ゐ
た
新
刊
書
の
包
装
ば
か
り
が
派
手
で
美
し
く

日
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靴
の
さ
き
や
シ
ャ
ツ
の
よ
ご
れ
が　

僕
は
ひ
ど
く
気
に
な
つ
た

人
間
の
脳
膸
の
や
う
に　

石
榴
が
笑
み
わ
れ
て
ゐ
た

と
つ
ぜ
ん　

堪
へ
が
た
い
重
さ
で

お
そ
ろ
し
い
真
昼
の
寂
し
さ
が
僕
の
肩
を
襲
う
て
き
た

栗
谷
川
は
、「
お
そ
ら
く
こ
の
詩
を
直
接
に
誘
発
し
た
の
は
、
中
学
五
年
次
、
と
も
に
白
煙
街
詩
脈
を
編
集
し
、
夕
爾
に
硬
質
の
叙
情
を

教
え
た
と
い
う
同
級
生
の
詩
人
の
狂
死
と
、
弟
の
分
裂
症
の
発
病
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。」
と
推
察
し
て
い
る注

３

。

「
同
級
生
の
詩
人
の
狂
死
」
と
は
、
夕
爾
の
「
私
の
詩
と
青
春
㈢
」（『
備
南
合
同
新
聞
』
昭
37
・
３
・
７
）
で
回
想
さ
れ
て
い
る
府
中
中

学
の
山
根
章
道
で
あ
り
、「
山
根
君
は
そ
の
こ
ろ
に
は
珍
し
い
「
硬
質
の
抒
情
」
を
も
つ
て
い
ま
し
た
が
、
後
に
狂
死
し
ま
し
た
。」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。「
弟
の
分
裂
症
」
に
つ
い
て
も
、
栗
谷
川
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
私
の
詩
と
青
春
㈣
」（『
備
南
合
同
新
聞
』
昭
37
・
３
・

８
）
に
「
二
人
と
も
（
引
用
者
注:

「
兄
と
弟
」
即
ち
卓
司
と
良
三
を
指
す
）
私
よ
り
上
手
で
し
た
が
、
早
く
途
中
止
め
を
し
て
し
ま
い
、

弟
の
ほ
う
は
発
狂
し
て
廃
人
に
な
り
ま
し
た
。
詩
の
負
う
べ
き
罪
業
を
代
つ
て
引
受
け
て
く
れ
た
の
か
と
も
思
い
ま
す
。」
と
あ
る
。
栗
谷

川
は
、
他
の
作
品
と
は
異
な
っ
て
直
喩
が
一
回
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
が
、
イ
メ
ー
ジ
を
差
異
化
す
る
直
喩
は
、

「
堪
へ
が
た
い
重
さ
」「
お
そ
ろ
し
い
真
昼
の
寂
し
さ
」
と
、『
田
舎
の
食
卓
』
に
は
な
か
っ
た
直
截
な
感
情
の
表
出
に
取
っ
て
代
ら
れ
て
い

る
。
か
つ
て
「
さ
う
し
て
都
会
よ　

君
は
い
つ
で
も
新
刊
書
だ
」（「
都
会
の
デ
ッ
サ
ン
」）
と
「
都
会
」
の
喩
で
あ
っ
た
「
新
刊
書
」
も
、

「
手
に
し
て
ゐ
た
新
刊
書
の
包
装
ば
か
り
が
派
手
で
美
し
く
」
と
違
和
を
も
た
ら
す
も
の
に
変
容
し
て
い
る
。
対
象
と
の
安
定
し
た
関
係
性

は
崩
れ
て
、
外
部
か
ら
の
衝
撃
の
感
受
の
み
が
表
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
箇
所
の
み
の
直
喩
で
あ
る
「
人
間
の
脳
膸
の
や
う
に　

石
榴
が

笑
み
わ
れ
て
ゐ
た
」
も
、
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
近
接
し
て
お
り
、
メ
タ
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
実
体
的
な
形
容
で
あ
る
。

メ
タ
イ
メ
ー
ジ
に
拠
ら
な
い
対
象
の
提
示
は
、
表
題
作
で
も
あ
る
「
生
れ
た
家
」
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
。

眼
に
ち
か
い
海　

一
つ
の
波
が
牆
を
と
び
こ
え
る
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と
び
こ
え
て
は
す
ぐ
に
息
絶
え
る　

若
い
波
が
ま
た
立
ち
あ
が
る

麦
藁
帽
子
の
や
う
に
ゆ
れ
る
日
ま
わ
り

白
い
水
着
に
つ
い
た
松
の
花
粉

わ
ら
ひ
ご
ゑ　

光
る
汗
の
ア
ス
ピ
リ
ン

私
は
古
い
椅
子
の
上
に
ゐ
る　

私
の
う
し
ろ
に
家
が
あ
る

家
は
大
き
い　

さ
う
し
て
私
の
な
か
で
は
傾
い
て
ゐ
る

厨
で
魚
を
焼
く
匂
ひ　

食
器
を
あ
ら
ふ
音

か
つ
て
私
の
す
て
た
も
の
が
い
ま
私
を
と
り
か
こ
む

窓
か
ら
母
親
が
よ
び
か
け
る　

若
若
し
い
声
で

黄
い
ろ
い
書
物
が
私
の
手
か
ら
す
べ
り
お
ち
る

よ
は
よ
は
し
い
噴マ

マ

怒
の
や
う
に　

風
が
し
き
り
に
頁
を
め
く
る

私
の
た
め
に　

母
親
の
た
め
に　

そ
の
ほ
か
の
人
の
た
め
に
―

冒
頭
二
行
、
観
察
の
描
写
は
従
来
の
夕
爾
に
は
な
か
っ
た
。『
田
舎
の
食
卓
』
で
の
夕
爾
は
、
空
間
的
な
構
図
を
決
め
た
上
で
時
系
列
に

沿
っ
て
出
来
事
を
配
置
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
眼
の
前
に
あ
る
一
つ
の
対
象
に
限
定
し
、
そ
の
動
き
を
受
け
止
め
つ
つ
、「
と
び
こ
え
て

は
す
ぐ
に
息
絶
え
る
」
と
心
情
を
投
影
し
て
い
る
。「
濁
つ
た
水
」「
川
か
ら
腐
つ
て
あ
が
つ
た
水
死
人
の
話
」（「
田
舎
の
理
髪
店
」）「
発
狂

し
た
友
」（「
或
る
秋
の
出
来
事
」）
と
『
生
れ
た
家
』
に
は
「
死
」
が
通
低
音
に
な
り
、
感
情
が
傾
斜
し
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
で
も
次
々

と
崩
れ
る
波
は
、「
死
」
の
喩
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

三
行
目
か
ら
は
、
田
舎
の
夏
の
光
景
が
点
綴
さ
れ
る
。「
麦
藁
帽
子
の
や
う
に
ゆ
れ
る
日
ま
わ
り
」
は
、
夏
の
風
物
と
し
て
近
接
す
る
関

係
性
に
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
の
飛
躍
は
な
い
。「
私
」
は
、
田
舎
の
夏
の
風
物
に
囲
繞
さ
れ
て
、
未
だ
自
分
の
構
図
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
生
れ
た
家
」
と
い
う
ト
ポ
ス
を
支
え
て
い
る
の
は
「
若
若
し
い
声
」
で
「
私
」
に
呼
び
か
け
る
母
親
で
あ
る
。「
私
」
に
で
き
る
の
は
、
本
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の
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
風
に
「
よ
は
よ
は
し
い
噴
怒
」
を
託
す
こ
と
で
あ
り
、
辛
う
じ
て
「
私
の
た
め
に　

母
親
の
た
め
に　

そ
の
ほ
か
の

人
の
た
め
に
―
」
と
こ
れ
か
ら
作
り
出
す
故
郷
の
人
々
と
の
関
係
性
の
通
路
と
し
て
「
よ
は
よ
は
し
い
噴
怒
」
を
意
味
づ
け
る
の
で
あ
る
。

「
生
れ
た
家
」
を
ト
ポ
ス
と
す
る
故
郷
は
、
風
物
よ
り
も
、
生
身
の
人
間
と
の
関
係
性
の
構
築
と
し
て
志
向
さ
れ
る
。

イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
心
情
の
喩
と
し
て
風
景
を
見
、
そ
の
心
情
を
新
た
な
関
係
性
構
築
の
土
台
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
、
夕
爾
が
受

け
止
め
た
故
郷
と
い
う
現
実
で
あ
る
。

　
　

　
　
　
　

二　

異
和
の
主
体
化

『
田
舎
の
食
卓
』
に
お
け
る
親
和
的
な
世
界
に
軋
み
が
生
じ
る
風
景
と
は
異
な
り
、『
生
れ
た
家
』
で
は
風
景
は
向
う
側
、
あ
る
い
は
外
側

に
あ
る
。「
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
で
「
教
会
」
が
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
の
は
、
象
徴
的
で
あ
る
。

２

蜘
蛛
の
巣
は
そ
の
手
で
と
ら
へ
て
ゐ
る

今
さ
つ
き
と
ほ
つ
て
い
つ
た
驟
雨
と

と
ほ
い
夕
映
え
と

基
督
の
や
う
に
や
せ
た

昆
虫
の
死
骸
と
を

「
基
督
の
や
う
に
や
せ
た
／
昆
虫
の
死
骸
」
と
詩
人
が
捉
え
た
風
景
は
、
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
巡
る
。
後
年
の
「
愛
と
死

の
歌
」（
昭
34
頃注

４

）
で
も
、「
濁
つ
た
水
の
堀
割
の
／
夕
焼
の
／
教
会
裏
の
／
ピ
ア
ノ
の
／
あ
ふ
れ
て
き
て
突
き
刺
さ
る
ひ
と
よ
／
あ
ふ
れ
て

き
て
突
き
刺
さ
る
ひ
と
よ
」
と
「
教
会
」
と
夕
焼
は
、
断
念
あ
る
い
は
手
の
届
か
な
い
存
在
へ
の
思
い
を
描
く
構
図
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
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る
。
夕
爾
は
、
風
景
と
の
距
離
感
を
こ
の
構
図
に
託
し
て
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

一
方
で
、
故
郷
と
の
関
係
化
は
、「
帰
来
」
で
は
遍
在
す
る
私
と
な
っ
て
表
れ
る
。「
僕
は
ゐ
る　

さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
／
昔
の
ま
ま
の
や

さ
し
い
手
に
／
責
め
ら
れ
た
り　

抱
か
れ
た
り
し
な
が
ら
」
で
始
ま
り
、
以
下
の
連
で
「
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
」
が
列
挙
さ
れ
て
い
く
。

僕
は
そ
こ
に
も
ゐ
る

酸
つ
ぱ
い
ス
カ
ン
ポ
の
茎
の
な
か
に

そ
れ
を
折
る
と
き
の
う
つ
ろ
な
音
の
な
か
に

僕
は
そ
こ
に
も
ゐ
る

柿
若
葉
の
下
か
げ
に

陽
の
あ
た
る
石
の
上
に

ト
カ
ゲ
み
た
い
に
臆
病
さ
う
に

僕
は
そ
こ
に
も
ゐ
る

な
が
れ
の
ほ
と
り
の
草
の
上
に

と
ら
へ
そ
こ
ね
た
幸
福
の
や
う
に

魚
の
光
る
水
の
な
か
に

「
僕
」
は
、「
う
つ
ろ
な
音
の
な
か
に
」「
ト
カ
ゲ
み
た
い
に
臆
病
さ
う
に
」「
と
ら
へ
そ
こ
ね
た
幸
福
の
や
う
に
」
と
「
よ
は
よ
は
し
い
憤

怒
」（「
田
舎
の
家
」）
と
地
続
き
の
、
諦
め
る
で
も
抗
う
で
も
な
い
心
情
で
存
在
す
る
。
典
型
的
な
田
舎
の
光
景
に
同
化
し
つ
つ
も
、
外
か

ら
は
見
え
な
い
異
和
と
し
て
次
々
に
変
容
し
て
い
く
。
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僕
は
そ
こ
に
も
ゐ
る

土
蔵
の
か
げ　

桑
の
葉
の
か
げ
に

ア
イ
ヌ
人
み
た
い
に

日
の
ほ
と
り
に
桑
の
実
の
汁
の
刺
青
を
し
て

僕
は
そ
こ
に
も
ゐ
る

小
鳥
が
巣
を
編
む
樹
の
梢
に

屋
根
の
上
に

略
奪
の
眼
を
光
ら
せ
て

僕
は
そ
こ
に
も
ゐ
る

し
そ
の
葉
の
い
ろ
の
た
そ
が
れ
の
な
か
に

と
ほ
く
か
ら
草
笛
の
き
こ
え
る
道
ば
た
に

人
な
つ
か
し
く
ネ
ル
の
着
物
き
て

あ
あ
僕
は
そ
こ
に
も
ゐ
る

井
戸
ば
た
の
ほ
の
ぐ
ら
い
ユ
ス
ラ
ウ
メ
の
木
の
下
に

人
を
憎
ん
で

ナ
イ
フ
な
ん
ど
砥
い
だ
り
し
な
が
ら

見
え
な
い
異
和
と
し
て
の
変
容
す
る
「
僕
」
は
、
メ
ル
ヘ
ン
的
に
北
の
先
住
民
と
化
し
、
隙
を
狙
う
略
奪
者
と
な
り
、
ま
た
地
上
に
戻
っ
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て
「
人
な
つ
か
し
く
」
黄
昏
の
風
景
に
融
和
し
た
後
で
、
殺
意
を
秘
め
た
等
身
大
の
自
分
と
な
る
。
各
連
冒
頭
に
据
え
ら
れ
た
「
僕
は
そ
こ

に
も
ゐ
る
」
と
い
う
繰
返
し
は
、
発
話
の
リ
ズ
ム
を
整
序
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
僕
」
が
風
景
の
あ
ち
こ
ち
に
入
り
込
む
こ
と
を
可
能
に
し

て
い
る
。
観
念
で
は
な
く
、
遍
在
す
る
身
体
が
「
僕
」
の
居
場
所
を
探
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
隠
れ
た
異
和
の
多
面
化
で
あ
り
、

愛
憎
相
半
ば
す
る
心
情
へ
と
収
斂
し
て
い
く
が
、
関
係
化
の
一
つ
の
形
式
が
成
立
し
て
い
る
。
夕
爾
は
、
隠
れ
た
異
和
に
そ
れ
以
上
の
意
味

付
け
を
す
る
こ
と
は
な
く
、
繰
返
し
と
い
う
リ
ズ
ム
＝
身
体
的
な
形
式
を
関
係
化
の
方
法
と
し
て
選
択
し
て
い
る
。

繰
返
し
と
い
う
形
式
は
、
帰
郷
の
意
味
を
自
分
に
問
い
か
け
る
「
途
上
」
も
特
徴
付
け
て
い
る
。

故
郷
よ　

竹
の
筒
に
入
れ
て
失
く
し
た
二
銭
銅
貨
よ

僕
は
か
へ
つ
て
く
る　

べ
つ
に
あ
て
も
な
い
の
に

僕
は
か
へ
つ
て
く
る　

そ
こ
は
僕
の
故
郷
だ
か
ら

「
故
郷
」
と
「
竹
の
筒
に
入
れ
て
失
く
し
た
二
銭
銅
貨
」
は
、
等
し
く
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
仕
舞
っ
て
お
い
て
失
く
し
た
小
銭
と
は
、

さ
さ
や
か
で
卑
近
で
は
あ
る
が
、
喪
失
感
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。「
二
銭
銅
貨
」
が
「
故
郷
」
の
喩
で
あ
る
の
か
、
曖
昧
な
関
係
性

は
こ
れ
以
上
の
意
味
付
け
に
は
進
ま
ず
、「
そ
こ
は
僕
の
故
郷
だ
か
ら
」
と
同
義
反
復
的
な
理
由
に
収
め
る
。「
僕
は
か
へ
つ
て
く
る
」
の
繰

返
し
は
、
合
理
的
な
理
由
を
超
え
た
事
柄
と
し
て
帰
郷
を
位
置
付
け
る
。
理
由
の
前
に
必
然
的
な
事
実
と
し
て
帰
郷
が
あ
る
。
説
明
さ
れ
な

い
が
故
に
、
故
郷
の
重
さ
が
喚
起
さ
れ
る
。
第
二
連
で
は
「
風
は
樹
木
の
間
を
ぬ
け
て
／
怒
っ
た
縞
蛇
の
や
う
に
／
僕
の
首
や
腕
に
巻
き
つ

く
」
と
、
や
は
り
「
よ
は
よ
は
し
い
噴
怒
」
に
類
す
る
風
の
喩
が
さ
れ
て
い
る
。
漠
然
と
、
し
か
し
運
命
の
必
然
の
よ
う
に
帰
郷
す
る
自
分

自
身
へ
の
怒
り
な
の
か
、
そ
の
よ
う
な
自
分
に
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
郷
里
の
視
線
な
の
か
、
こ
の
喩
も
感
情
が
向
か
う
対
象
が
曖
昧
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
関
係
性
の
曖
昧
さ
は
、「
途
上
」
の
状
態
そ
の
も
の
で
あ
る
。
第
三
連
で
も
第
一
連
の
冒
頭
二
行
が
繰
返
さ
れ
、「
あ
あ
大
根

の
花
に
む
ら
が
る　

無
数
の
蝶
の
な
か
の
一
匹
」
と
い
う
詠
嘆
で
締
め
括
ら
れ
る
。
説
明
で
き
な
い
事
実
の
重
さ
が
詠
嘆
を
押
し
出
し
、
本

能
的
な
営
為
に
埋
没
し
て
い
る
光
景
を
描
き
出
す
。「
僕
は
か
へ
つ
て
く
る
」
の
繰
返
し
は
、
事
実
の
解
析
で
は
な
く
、
事
実
を
受
け
入
れ
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る
形
式
で
あ
る
。「
僕
は
か
へ
つ
て
い
く
」
で
は
な
く
、「
僕
は
か
へ
つ
て
く
る
」
と
既
に
故
郷
に
属
す
る
側
と
し
て
言
葉
が
発
せ
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
外
側
の
風
景
を
内
側
に
反
転
さ
せ
る
繰
返
し
に
よ
っ
て
、「
僕
」
は
事
実
を
身
体
に
馴
染
ま
せ
て
い
く
と
共
に
、

内
側
の
主
体
に
な
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

異
和
を
基
点
と
し
た
主
体
の
姿
勢
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
食
後
の
歌
」
で
あ
る
。

１

麦
を
刈
る
鎌
の
や
う
に
光
つ
て

ま
た
あ
た
ら
し
い
夏
が
来
た

く
す
ぐ
つ
た
さ
う
に
僕
は
著
る

糊
の
き
き
す
ぎ
た
ゆ
か
た
を

母
上
よ　

僕
は
著
る
の
で
す

糊
の
き
き
す
ぎ
た
ゆ
か
た
の
や
う
に

僕
の
二
十
七
歳
を

　「
生
れ
た
家
」
の
近
接
す
る
直
喩
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
の
「
麦
を
刈
る
鎌
の
や
う
に
光
つ
て
」
は
、
季
節
感
の
核
心
と
し
て
田
舎
の
風

物
を
選
択
し
関
係
付
け
る
独
自
の
眼
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
や
は
り
、
夏
の
風
物
で
あ
る
浴
衣
も
、「
糊
の
き
き
す
ぎ
た
ゆ
か
た
」
と
特
定

し
つ
つ
繰
返
し
、
お
仕
着
せ
的
な
暮
し
を
引
き
受
け
て
い
る
自
己
像
の
喩
へ
と
ず
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
未
だ
内
面
化
さ
れ
な
い
着
脱
可

能
な
感
覚
で
あ
る
。『
田
舎
の
食
卓
』
で
の
記
号
的
遊
戯
感
に
代
わ
っ
て
、
生
身
の
肉
体
で
受
け
止
め
て
い
る
直
接
的
な
身
体
感
覚
が
自
己

把
握
の
触
媒
と
な
る
。

第
二
連
は
、「
す
こ
し
ば
か
り
の
酒
に
も
／
僕
は
す
ぐ
に
赧
く
な
る
／
僕
は
も
う
馴
れ
た
／
貧
し
い
く
ら
し
に
も
」
と
こ
れ
ま
た
従
来
に

は
な
か
っ
た
直
截
な
物
言
い
で
始
ま
る
。
事
実
の
報
告
と
は
、
ひ
と
ま
ず
は
安
定
を
保
っ
て
い
る
関
係
性
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
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が
、
仮
の
安
定
性
で
あ
る
こ
と
は
、「
山
の
ふ
も
と
に
ゐ
る
驟
雨
」
に
向
け
た
「
そ
の
や
さ
し
い
牙
を
鳴
ら
せ
／
僕
は
お
ま
へ
に
投
げ
て
や

ら
う
／
僕
の
悲
し
み
を
／
枇
杷
の
た
ね
を
す
て
る
や
う
に
」
と
い
う
呼
び
か
け
か
ら
窺
え
る
。「
枇
杷
の
た
ね
を
す
て
る
や
う
に
」
と
い
う

直
喩
も
、
暮
し
の
季
節
感
を
纏
っ
た
、
肉
体
が
記
憶
し
て
い
る
感
覚
で
あ
る
。「
僕
の
悲
し
み
」
と
「
枇
杷
の
た
ね
」
は
モ
ノ
と
し
て
等
価

な
の
で
は
な
く
、「
投
げ
て
や
ろ
う
」「
す
て
る
や
う
に
」
と
い
う
行
為
と
一
体
化
し
て
、
核
心
に
あ
る
が
顧
み
ら
れ
な
い
心
情
と
い
う
意
味

が
生
じ
る
。
先
の
「
ゆ
か
た
」
も
然
り
で
あ
る
が
、
夕
爾
は
季
語
的
な
言
葉
を
主
体
の
行
為
の
一
環
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
イ
メ
ー
ジ

を
超
え
た
心
情
の
喩
に
な
し
得
て
い
る
。

第
三
連
で
は
、
ま
た
、
繰
返
し
が
構
成
の
要
と
な
る
。

３

巴
里
が
陥
落
し
た
と
い
ふ

母
上
よ　

遠
い
こ
と
の
や
う
に

あ
な
た
は
そ
れ
を
お
つ
し
や
る

今
僕
は
眺
め
そ
う
し
て
嗅
ぐ

今
日
と
つ
て
き
た
ば
か
り
の

ま
つ
し
ろ
の
百
合
の
ひ
と
む
れ

と
う
と
う
巴
里
が
陥
落
し
た
と
い
ふ

母
上
よ　

遠
い
こ
と
の
や
う
に

あ
な
た
は
そ
れ
を
お
つ
し
や
る
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真
中
に
異
質
の
場
面
を
挟
む
の
は
、「
途
上
」
と
同
じ
構
成
で
あ
る
。
直
接
的
に
は
連
続
し
な
い
場
面
が
挟
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
に
関
わ
ら
ず
前
に
戻
っ
て
繰
返
さ
れ
る
内
容
の
恒
常
性
が
強
化
さ
れ
る
の
だ
。「
母
上
」
に
と
っ
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
戦
況
は
遠
い
世
界
の
こ
と
で
し
か
な
い
。「
僕
」
は
田
舎
の
暮
し
の
囲
い
込
ま
れ
た
平
穏
か
ら
ひ
と
時
逃
れ
る
か
の
よ
う
に
、
新
鮮
な

白
百
合
に
顔
を
埋
め
て
み
る
。「
母
上
よ
」
と
い
う
改
ま
っ
た
呼
び
か
け
も
、「
僕
」
と
の
距
離
感
を
浮
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

異
な
る
場
面
を
挟
み
込
み
な
が
ら
の
繰
返
し
、
あ
る
い
は
ず
ら
し
な
が
ら
の
繰
返
し
は
、
夕
爾
が
愛
読
し
た
堀
口
大
学
の
翻
訳
及
び
創
作

詩
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
。
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
例
え
ば
、「
夕
ぐ
れ
の
時
は
よ
い
時
」（『
月
光
と
ピ
エ
ロ
』
籾
山
書
店　

大
８
・
１
）

注
５

で
は
「
夕
ぐ
れ
の
時
は
よ
い
時
。
／
か
ぎ
り
な
く
や
さ
し
い
ひ
と
時
。」
に
続
く
第
二
連
は
、「
そ
れ
は
季
節
に
か
か
は
ら
ぬ
、
／
冬
な
ら
ば

暖
炉
の
か
た
は
ら
、
／
夏
な
ら
ば
大
樹
の
木
か
げ
、
／
そ
れ
は
い
つ
も
神
秘
に
満
ち
、
／
そ
れ
は
い
つ
も
人
の
心
を
誘
ふ
、
／
そ
れ
は
人
の

心
が
、
／
と
き
に
、
し
ば
し
ば
、
／
静
寂
を
愛
す
る
こ
と
を
、
／
知
つ
て
ゐ
る
も
の
の
様
に
、
／
小
声
に
さ
さ
や
き
、
小
声
に
か
た
る
…
…

…
」
と
季
節
ご
と
の
表
情
を
語
り
、
以
下
「
夕
ぐ
れ
の
時
は
よ
い
時
。
／
か
ぎ
り
な
く
や
さ
し
い
ひ
と
時
。」
を
、
第
三
、
五
、
七
連
で
繰

返
し
つ
つ
、
世
代
（
若
者
と
老
年
）
に
お
け
る
対
照
的
な
感
受
（
第
四
連
）、
夕
暮
の
性
質
（
第
六
連
）、
夕
暮
と
世
界
（
第
八
連
）
と
「
夕

ぐ
れ
」
を
多
面
的
に
捉
え
、
立
体
化
し
て
い
く
。「
肖
像
」（『
新
し
き
小
径
』）（
書
肆
ア
ル
ス　

大
11
・
４
）注

６

で
は
、「
心
さ
び
し
き
男
な
り

／
昼
は
ひ
ね
も
す
夜
も
す
が
ら
／
泣
き
て
詩う

た

か
く
男
な
り
」（
第
一
連
）
以
下
、「
恋
に
は
ぐ
れ
し
男
な
り
」「
人
を
恨
め
る
男
な
り
」「
人
を

恋
す
る
男
な
り
」「
忘
れ
か
ね
た
る
男
な
り
」「
心
い
た
め
る
男
な
り
」「
退
屈
し
た
る
男
な
り
」「
思
ひ
な
や
め
る
男
な
り
」「
憂
に
沈
む
男

な
り
」「
暗
い
心
の
男
な
り
」
と
第
二
連
か
ら
第
十
連
の
第
一
行
を
変
奏
さ
せ
つ
つ
、
同
じ
三
行
構
成
で
展
開
し
て
い
く
。

大
学
の
繰
返
し
は
、「
詩う

た

」
に
ふ
さ
わ
し
く
、
リ
ズ
ム
＝
形
式
に
乗
り
つ
つ
存
在
を
多
面
的
に
立
体
化
し
て
い
く
。
夕
爾
は
、
大
学
か
ら
、

繰
返
し
と
い
う
形
式
が
持
つ
対
象
と
の
関
わ
り
を
深
化
さ
せ
て
い
く
強
度
を
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
陶
酔
感
を
誘
う
、
あ
る
い

は
重
苦
し
く
な
り
が
ち
な
内
容
を
整
序
し
、
浮
力
を
与
え
る
大
学
の
繰
返
し
に
対
し
、
夕
爾
の
繰
返
し
は
、
動
か
し
難
い
現
実
を
事
実
と
し

て
内
面
化
し
て
い
く
働
き
を
持
つ
。
う
た
い
上
げ
る
大
学
の
身
体
性
は
、
異
和
的
な
現
実
を
自
分
の
世
界
と
し
て
受
け
止
め
る
方
法
と
し
て

夕
爾
に
受
容
さ
れ
て
い
る
。
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三　

リ
ル
ケ
的
試
み

大
学
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
夕
爾
が
後
年
「
私
の
詩
を
書
き
始
め
た
昭
和
初
期
は
い
わ
ゆ
る
詩
の
新
芸
術
運
動
の
時
代
で
ダ
ダ
未
来
派
・

立
体
派
・
超
現
実
主
義
な
ど
が
息
つ
く
間
も
な
く
輸
入
さ
れ
て
そ
の
た
び
に
私
の
詩
の
書
き
方
は
変
化
し
ま
し
た
。
堀
口
大
学
訳
詩
集
「
月

下
の
一
群
」
の
影
響
は
そ
の
意
味
で
も
か
な
り
決
定
的
な
も
の
で
す
。」（「
私
の
詩
と
青
春
㈣
」『
備
南
合
同
新
聞
』
昭
37
・
３
・
８
）
と
回

想
し
て
い
る
よ
う
に
、
夕
爾
の
詩
法
の
基
盤
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

形
式
的
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
『
生
れ
た
家
』
の
中
で
、「
昔
の
歌　

Fragm
ents

」
は
趣
が
異
な
る
。
吉
岡
実
は
、
こ
の
作
品
を
「
集

中
の
名
篇
」
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
、「「
リ
ル
ケ
の
詩
集
…
…
」
と
い
う
字
句
が
示
す
よ
う
に
、
た
し
か
に
リ
ル
ケ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

比
較
的
長
い
こ
の
詩
は
、
他
の
可
憐
な
抒
情
詩
と
異
な
っ
て
い
る
。
錯
綜
す
る
時
間
と
空
間
の
裡
に
、
心
情
と
景
物
が
巧
み
に
併
置
さ
れ
、

陰
翳
に
富
ん
で
い
る
。
夕
爾
の
代
表
作
と
い
っ
て
よ
い
、
一
篇
だ
。」
と
述
べ
て
い
る注

７

。

夜
が
来
た　

夜
よ　

壮
麗
な
夏
の
昼
が
夜
の
な
か
に
蔵
は
れ
る　

さ

う
し
て
私
も
蔵
ひ
こ
ま
れ
る
の
だ
つ
た　

見
知
ら
ぬ
大
き
い
も
の
の
な

か
に
―

―
毎
夜　

私
は
リ
ル
ケ
の
詩
集
を
枕
が
み
に
お
い
て
ね
む
つ
た　

小
さ
な
灯
の
下
で　

そ
の
白
い
頁
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に　

草
の
汁
で

つ
い
た
指
紋
が
う
ね
つ
て
ゐ
た　

そ
れ
ゆ
ゑ
私
は　

い
つ
で
も
晴
れ
た

日
の
く
さ
む
ら
に
す
わ
る
こ
と
が
で
き
た　

さ
う
し
て　

私
は
捕
へ
る

こ
と
が
で
き
た　

幸
福
を
―
帽
子
を
投
げ
て
昆
虫
を
捕
へ
る
や
う
に
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早
い
朝
の
林
の
な
か
の
プ
ロ
ム
ナ
ア
ド
よ
―
し
か
し
私
が
そ
こ
を

通
る
の
は　

い
つ
も
神
神
の
祝
祭
の
終
つ
た
あ
と
だ　

空
に
向
つ
て
背

の
た
か
い
椅
子
の
足
が
な
ら
び　

パ
ン
屑
み
た
い
な
花
が
点
点
と
こ
ぼ

れ
て
い
る
…
…　

樹
脂
が
固
ま
つ
て
ゐ
る　

寂
し
い
パ
ン
セ
の
や
う
に　

と
き
を
り　

池
は
ジ
レ
ッ
ト
の
や
う
に
光
つ
て　

ま
だ
私
の
額
に
つ
か

ま
つ
て
ゐ
る
夢
を
そ
ぎ
落
す
…
…

私
は
好
ん
だ　

青
空
と
木
の
梢
と
が
つ
く
り
出
す　

あ
の
エ
エ
テ
ル

の
や
う
な
世
界
を　

ま
た　

風
と
水
と
が
ゑ
が
く　

あ
の
美
し
い
襞
の

世
界
を
―
と
き
を
り
私
は
そ
こ
に
在
り
た
い
と
希
つ
た
―
け
れ
ど

も
も
し
そ
れ
が
出
来
た
ら　

あ
あ　

母
上
よ　

た
ぶ
ん
私
は
す
ぐ
に
か

へ
つ
て
来
た
で
せ
う　

か
へ
つ
て
来
て　

小
さ
い
傷
で
い
つ
ぱ
い
な

机
の
ま
へ
に
す
わ
る
で
せ
う　

さ
う
し
て
母
上
よ　

私
は　

あ
の
花
の

種
子
を
蒔
い
た
か
ど
う
か
を
た
づ
ね
る
で
せ
う　

ゐ
な
く
な
つ
た
犬
の

こ
と
を
話
し
た
り
す
る
で
せ
う

夜
と
い
う
時
間
の
定
義
（
第
一
連
）
は
、「
リ
ル
ケ
の
詩
集
を
枕
が
み
に
お
い
て
ね
む
つ
た
」
と
い
う
夜
毎
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
し
、
詩

集
の
「
草
の
汁
で
つ
い
た
指
紋
が
う
ね
つ
て
ゐ
た
」
白
い
ペ
ー
ジ
の
記
憶
は
、
晴
れ
や
か
な
草
原
で
の
日
々
を
想
起
さ
せ
る
（
第
二
連
）。

記
憶
は
そ
の
奥
に
あ
る
記
憶
へ
と
連
動
し
、
時
間
を
遡
行
し
て
い
く
。
第
三
連
は
「
早
い
朝
の
林
の
な
か
の
プ
ロ
ム
ナ
ア
ド
」
へ
と
場
面
が

飛
ぶ
が
、「
神
神
の
祝
祭
の
を
は
つ
た
あ
と
」
と
い
う
痕
跡
の
時
間
が
語
ら
れ
て
、
時
間
が
複
層
化
す
る
。
第
四
連
は
「
私
は
好
ん
だ　

青
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空
と
木
の
梢
が
つ
く
り
出
す　

あ
の
エ
エ
テ
ル
の
／
や
う
な
世
界
を
」
と
、
第
三
連
の
個
の
記
憶
と
結
び
付
い
た
固
有
の
場
所
が
抽
象
的
な

空
間
へ
と
昇
華
さ
れ
る
。
こ
の
「
風
と
水
と
が
ゑ
が
く　

あ
の
美
し
い
襞
の
世
界
」
と
い
う
普
遍
的
空
間
は
、
す
で
に
喪
失
し
て
戻
ら
ぬ
時

間
で
も
あ
る
。「
―
け
れ
ど
／
も
も
し
そ
れ
が
出
来
た
ら　

あ
あ　

母
上
よ　

た
ぶ
ん
私
は
す
ぐ
に
か
／
へ
つ
て
来
た
で
せ
う
」
と
「
私
」

の
現
在
に
直
結
し
、「
小
さ
い
傷
で
い
つ
ぱ
い
な
机
」「
あ
の
花
の
種
子
」「
ゐ
な
く
な
つ
た
犬
」
と
過
去
と
現
在
を
繋
ぐ
具
体
的
な
モ
ノ
を

想
起
さ
せ
つ
つ
、
そ
れ
ら
と
の
距
離
感
を
語
る
の
で
あ
る
。

「
母
上
」
へ
の
呼
び
か
け
は
「
私
」
の
背
後
に
い
る
帰
郷
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
夕
爾
像
を
引
き
込
み
、
連
動
と
飛
躍
、
遡
行
と
往
還
が
複

雑
な
軌
跡
を
描
き
つ
つ
立
体
化
し
て
い
く
作
中
の
時
間
に
、
作
者
の
時
間
の
重
な
り
も
示
唆
し
て
、
吉
岡
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
陰
翳
に
富

ん
で
い
る
」
世
界
に
な
っ
て
い
る
。

作
品
の
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
「
リ
ル
ケ
の
詩
集
」
に
つ
い
て
、
吉
岡
は
、「
読
ん
で
い
た
テ
キ
ス
ト
は
、
茅
野
蕭
々
の
名
訳
『
リ
ル

ケ
詩
集
』
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
。」
と
推
測
し
て
い
る
。
茅
野
蕭
々
訳
『
リ
ル
ケ
詩
集
』
は
、
第
一
書
房
か
ら
昭
和
十
四
年
六

月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
年
代
か
ら
考
え
て
、
昭
和
二
年
三
月
に
同
じ
く
第
一
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
リ
ル
ケ
詩
抄
』
を
想
定
し
た
方

が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。

『
リ
ル
ケ
詩
抄
』
の
「
小
序
」
で
蕭
々
が
、「
用
語
、
詩
形
、
律
動
等
に
複
雑
微
妙
な
異
色
を
持
つ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
リ

ル
ケ
の
詩
は
、
単
線
的
で
は
な
い
往
還
す
る
時
間
の
中
で
展
開
し
て
い
く
。『
第
一
詩
集
』
の
「
冠
せ
ら
れ
た
夢
／
愛
す
る
（
五
章
）」
で
は
、

「
そ
れ
か
ら
愛
は
ど
ん
な
風
に
お
前
に
来
た
ん
だ
ら
う
。」（「
一
」）
と
継
起
す
る
時
間
の
途
中
か
ら
始
ま
り
、「
そ
れ
は
白
菊
の
日
で
あ
つ
た
。

／
私
は
そ
の
重
々
し
い
華は

で
や
か美

さ
が
恐
し
い
位
だ
つ
た
…
…
／
そ
の
時
、
あ
な
た
が
私
の
魂
を
と
り
に
来
た
。
／
夜
ふ
け
に
。
／
私
は
恐
ろ
し

か
つ
た
。
あ
な
た
は
や
さ
し
く
静
に
来
た
―
／
丁
度
私
は
夢
で
あ
な
た
を
思
つ
て
ゐ
た
。
／
あ
な
た
は
来
た
。
童
話
の
歌
の
や
う
に
静
に
／

夜
が
鳴
響
い
た
…
…
」（「
二
」）
と
客
観
的
な
時
系
列
に
沿
っ
て
語
る
の
で
は
な
く
、
愛
が
訪
れ
た
「
そ
の
時
」
に
収
斂
し
て
い
く
よ
う
に
、

「
そ
の
時
」
を
中
心
と
し
て
時
間
が
巡
る
よ
う
に
回
想
さ
れ
て
い
く
。「
愛
す
る
」
は
、「
一
」「
二
」「
六
」「
一
八
」「
二
二
」
が
訳
出
さ
れ

て
い
る
が
、「
一
八
」
で
は
、「
春
に
、
そ
れ
と
も
夢
に
、
／
私
は
お
前
に
逢
つ
た
、
／
嘗
て
。」
と
「
春
」
と
「
夢
」、
即
ち
時
間
と
空
間
は

置
き
換
え
可
能
な
も
の
と
し
て
並
置
さ
れ
て
い
る
。
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「
二
二
」
は
、
時
間
と
空
間
が
融
合
し
た
、
ま
さ
に
時
空
と
な
る
。

長
い
こ
と
だ
―
長
い
こ
と
だ
…
…

何
時
―
と
私
に
は
全
く
云
は
れ
な
い
…
…

鐘
が
響
い
た
、
雲
雀
が
う
た
つ
た
、
―

心
臓
が
幸
福
に
鼓
動
し
た

天
は
若
い
森
の
傾
斜
の
上
に
澄
み
渡
り
、

リ
ラ
は
花
を
持
つ
て
ゐ
た
。

そ
れ
か
ら
日
曜
著
の
少
女
た
ち
が
、
す
ら
り
と
、

驚
異
の
問
に
充
ち
た
眼
…
…

長
い
こ
と
だ
―
長
い
こ
と
だ
…
…

至
福
の
愛
の
時
間
は
、
も
は
や
計
測
で
き
な
い
。「
何
時
―
と
私
に
は
全
く
云
は
れ
な
い
…
…
」
と
言
葉
も
そ
の
中
に
溶
解
し
て
い
く
天

上
的
な
世
界
で
あ
る
。

自
分
の
身
体
を
基
点
と
す
る
時
間
の
展
開
と
い
う
点
で
、
リ
ル
ケ
の
「
愛
す
る
」
と
夕
爾
の
「
昔
の
歌　

Fragm
ents

」
は
類
似
す
る
。

し
か
し
、
リ
ル
ケ
的
な
、
ず
れ
を
内
包
し
つ
つ
多
層
化
し
て
い
く
時
間
の
構
築
へ
と
夕
爾
は
進
ん
で
行
か
な
か
っ
た
。
夕
爾
が
選
び
取
っ
た

の
は
、
大
学
的
な
、
繰
返
し
に
よ
る
対
象
と
の
関
係
性
の
深
化
で
あ
る
。
繰
返
し
と
共
に
、
対
句
的
構
成
も
用
い
て
い
る
。

僕
は
よ
ご
れ
た
襯し

や
つ衣

を
脱
ぐ

き
た
な
ら
し
い
若
さ
を
脱
ぐ
や
う
に
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僕
は
あ
た
ら
し
い
襯し

や
つ衣

を
著
る

晴
れ
た
日
の
蓬
の
匂
ひ
を
嗅
ぎ
な
が
ら

（「
旅
舎
」
第
一
連
）

「
よ
ご
れ
た
襯
衣
」「
あ
た
ら
し
い
襯
衣
」
の
対
句
が
、「
僕
」
の
汚
れ
や
す
さ
と
精
気
と
い
う
「
若
さ
」
の
両
面
を
引
き
出
し
て
く
る
。

対
句
と
は
、
一
方
的
な
見
方
を
回
避
し
、
平
衡
感
覚
を
保
つ
方
法
で
も
あ
る
。
対
句
も
ま
た
、
大
学
の
詩
に
目
立
つ
技
法
で
あ
る
。

彼
等
よ
く
知
る
、

よ
ろ
こ
び
に

果は
て

あ
る
こ
と
の
か
な
し
さ
を

彼
等
は
知
ら
ず
、

か
な
し
み
に

果
あ
る
こ
と
の
か
な
し
さ
を
。

（「
彼
等
」
／
『
月
光
と
ピ
エ
ロ
』）

大
学
の
「
彼
等
」
は
、「
か
な
し
み
に
／
果
あ
る
こ
と
の
か
な
し
さ
を
。」
で
「
か
な
し
み
」
の
通
念
を
覆
し
、
第
一
連
の
「
よ
ろ
こ
び
」

に
関
す
る
共
通
認
識
と
は
対
照
的
な
構
図
を
作
る
と
共
に
、
感
傷
に
流
さ
れ
な
い
知
的
な
興
趣
が
あ
る
。「
詩
人
」（『
水
の
面
に
書
き
て
』

籾
山
書
店　

大
10
・
９
）注

８

で
は
、「
雪
の
ふ
る
の
を
見
て
／
花
の
散
る
や
う
だ
と
云
つ
た
男
が
／
花
の
散
る
の
を
見
て
／
雪
の
ふ
る
や
う
だ

と
云
つ
た
と
す
れ
ば
／
こ
の
男
は
多
分
詩
人
な
の
で
せ
う
。」
と
対
句
に
よ
る
転
倒
の
構
図
を
通
し
て
、
通
俗
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
超

え
よ
う
と
す
る
意
識
も
皮
肉
な
眼
で
眺
め
、
詩
人
と
い
う
存
在
を
相
対
化
し
て
い
る
。
対
句
は
、
そ
の
対
照
性
に
よ
っ
て
対
象
を
相
対
化
し
、
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一
定
の
距
離
感
を
保
持
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

繰
返
し
に
よ
っ
て
認
識
を
身
体
化
し
て
い
く
と
共
に
、
対
句
に
よ
っ
て
、
認
識
を
固
定
化
せ
ず
対
象
の
両
義
性
を
見
渡
す
視
点
を
保
持
す

る
。
夕
爾
の
対
句
は
大
学
に
比
べ
て
、
意
外
性
の
発
見
、
自
己
完
結
の
否
定
と
い
う
軽
や
か
さ
よ
り
も
、
両
義
性
に
対
し
て
等
し
い
距
離
感

を
保
と
う
と
す
る
意
思
を
感
じ
さ
せ
る
。
大
学
の
繰
返
し
と
対
句
は
、
反
転
す
る
視
点
を
自
分
に
向
け
つ
つ
世
界
を
受
容
す
る
と
い
う
、
世

界
と
向
き
合
う
方
法
＝
詩
の
方
法
と
し
て
夕
爾
に
受
容
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
リ
ル
ケ
的
な
、
客
観
的
な
時
間
を
差
異
化
し
て
い
く
身
体

的
時
間
の
構
築
は
、
世
界
と
の
軋
み
や
ず
れ
や
跨
ぎ
を
孕
ん
だ
身
体
性
を
表
出
し
た
『
田
舎
の
食
卓
』
の
方
法
の
到
達
点
で
あ
り
、
軋
み
や

ず
れ
の
内
実
と
言
っ
て
も
い
い
帰
郷
生
活
＝
外
側
の
世
界
に
直
面
し
た
夕
爾
に
は
、
実
在
と
し
て
の
自
分
を
成
立
さ
せ
る
新
た
な
方
法
が
必

要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
夕
爾
は
、
実
在
と
し
て
の
自
分
＝
身
体
的
存
在
の
意
味
を
捉
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

差
異
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
集
積
化
か
ら
繰
返
し
と
対
句
へ
の
変
化
は
、
複
雑
化
か
ら
単
純
化
へ
の
転
換
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
選
択
す
る

対
象
の
強
度
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。『
生
れ
た
家
』
で
は
『
田
舎
の
食
卓
』
に
は
な
か
っ
た
直
截
な
感
情
表
現
と
関
係
性
が
目
立

つ
。

斧
の
音
が
き
こ
え
る　

斧
の
音
の
木
魂
が
き
こ
え
る　

き
れ
い
に
つ

み
か
さ
ね
ら
れ
た
空
気
の
層
が
ふ
る
へ
て　

樹
木
の
な
げ
き
の
身
ぶ
り

を
つ
た
へ
る　

な
ら
べ
ら
れ
た
彼
ら
の
腕
の
切
口
に　

樹
脂
が
滲
み
出

る　

涙
の
や
う
に　

木
洩
れ
陽
に
光
り
な
が
ら
…
…

★ふ
か
く
打
ち
こ
ん
だ
斧
は　

し
ば
ら
く
は
抜
け
な
い　

樹
木
は
し
つ

か
り
と
斧
を
つ
か
ま
へ
る
の
だ　

あ
ら
は
な
そ
の
肌
の
傷
口
を
か
く
さ

う
と
す
る
や
う
に

（「
伐
材
」
第
一
、
二
連
）
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切
り
倒
さ
れ
る
樹
木
は
擬
人
化
さ
れ
、
第
一
連
で
は
、
語
り
手
の
感
情
移
入
が
目
立
つ
。「
涙
の
や
う
に
」
と
い
う
率
直
な
感
情
の
比
喩

も
『
田
舎
の
食
卓
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。「
樹
木
の
な
げ
き
」「
涙
の
や
う
に
」
と
、
夕
爾
は
陳
腐
と
言
っ
て
も
い
い
平
明
な
把
握
を
し

て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
連
で
、「
ふ
か
く
打
ち
こ
ん
だ
斧
は　

し
ば
ら
く
は
抜
け
な
い　

樹
木
は
し
つ
／
か
り
と
斧
を
つ
か
ま
へ
る
の
だ
」

と
非
力
な
存
在
の
抗
い
の
深
さ
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
倒
さ
れ
る
側
の
実
在
の
重
さ
で
も
あ
る
。
第
一
連
で
描
か
れ
た
平
明
な
嘆
き
と
弱

さ
を
反
転
さ
せ
た
、
第
二
連
で
の
非
力
さ
の
し
た
た
か
さ
。
こ
の
描
き
方
に
は
、
対
句
と
い
う
方
法
か
ら
得
た
表
裏
一
体
の
視
点
が
窺
え
る
。

第
三
連
は
、「（
略
）
／
今
日　

ざ
わ
め
く
水
の
や
う
に
／
私
は
浴
び
る　

伐
り
倒
さ
れ
る
樹
木
た
ち
の
影
を
／
斧
よ　

鳴
れ
／
さ
う
し
て
は

や
く
伐
り
倒
せ　

そ
の
木
を
／
退
屈
で
長
か
つ
た
わ
が
夏
の
日
も
」
と
感
情
を
前
面
に
出
し
て
終
わ
る
。「
ざ
わ
め
く
水
の
や
う
に
」
と
い

う
「
伐
り
倒
さ
れ
る
樹
木
た
ち
の
影
」
の
直
喩
は
、
迸
る
樹
液
を
幻
視
し
、
内
蔵
さ
れ
て
い
た
生
命
力
を
感
受
し
て
い
る
様
子
を
喚
起
さ
せ
、

そ
の
肉
体
性
に
お
い
て
『
田
舎
の
食
卓
』
の
遊
戯
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
変
質
し
て
い
る
。
感
傷
性
を
厭
わ
な
い
感
情
の
露
出
と
肉
体
的
感
受

性
を
伴
っ
て
、
対
句
的
想
像
力
が
成
立
し
て
い
る
。

感
情
の
露
出
は
、「
二
」
で
引
用
し
た
も
の
と
同
題
異
作
、
巻
末
か
ら
二
番
目
の
「
食
後
の
歌
」
で
は
、「
あ
た
ら
し
い
袷
を
著
な
が
ら
／

僕
は
思
ふ
の
で
す　

真
実
に
／
愛
し
い
の
は
わ
が
身
ひ
と
り
だ
と
／
／
僕
は
誰
を
も
愛
さ
な
い　

僕
は
／
誰
を
も　

母
よ　

あ
な
た
さ
へ

も
」
と
局
限
的
な
心
情
の
表
出
と
も
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
感
情
も
、「
う
れ
ひ
の
や
う
に
う
す
く
曇
つ
て
／
小
さ
な
珈
琲
サ
イ
フ
ォ
ン
が

歌
ふ
／
僕
の
独
善
の
歌
を
」（
第
四
連
）
と
「
独
善
の
歌
」
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
。
新
た
な
方
法
は
、
不
安
定
な
強
度
で
感
情
を
前
面
化

さ
せ
る
の
だ
。

悲
痛
な
叫
び
や
断
定
的
露
出
に
陥
ら
ず
、
喩
と
繰
返
し
が
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
心
情
を
表
出
し
て
い
る
作
品
が
、「
旅
の
一
日
」
で
あ
る
。

「
旅
の
一
日
」
は
、「
気
楽
な
捕
虜
に
な
る
た
め
に
僕
の
心
は
す
ぐ
に
碇
を
お
ろ
し
た
が
る
」
と
い
う
自
己
認
識
で
始
ま
る
。
日
常
生
活
か
ら

限
定
的
に
解
放
さ
れ
た
状
態
も
ま
た
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
「
気
楽
な
捕
虜
」
な
の
で
あ
る
。

も
う
こ
の
碇
を
引
揚
げ
よ
う　

僕
は
ト
ラ
ン
ク
の
な
か
に
シ
ャ
ツ
や
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な
ん
か
を
お
し
こ
む　

僕
は
書
物
を
お
し
こ
む　

僕
は
僕
を
お
し
こ
む

さ
あ
出
発
だ　

さ
よ
う
な
ら　

僕
は
挨
拶
す
る　

誰
も
ゐ
な
い
の
に

風
が
僕
の
靴
を
み
が
く　

き
れ
い
な
流
れ
の
ほ
と
り
で　

娘
が
髪
を

あ
ら
つ
て
ゐ
る

藪
の
そ
ば
に
牛
と
羊
が
ね
む
つ
て
ゐ
る　

さ
よ
う
な
ら　

僕
は
か
へ

る
ん
だ
よ　

僕
は
帽
子
を
と
る　

誰
も
ゐ
な
い
の
に　

木
犀
の
匂
ひ
が

長
い
こ
と
僕
を
追
つ
か
け
る　

ま
も
な
く
僕
は
小
さ
い
停
車
場
に
出

る
だ
ら
う　

赤
い
舌
の
や
う
な
切
符
に　

と
し
よ
り
の
駅
員
が
ゆ
つ
く

り
鋏
を
入
れ
る　

僕
の
悲
し
み
ほ
ど
の
穴
を
あ
け
る　

そ
し
て
僕
は
古

風
な
汽
車
に
乗
り　

あ
あ
二
度
と
こ
ん
な
と
こ
ろ
を
通
ら
な
い
だ
ら
う

「
シ
ャ
ツ
や
／
な
ん
か
を
お
し
こ
む　

僕
は
書
物
を
お
し
こ
む　

僕
は
僕
を
お
し
こ
む
」
と
畳
み
か
け
る
に
つ
れ
て
、
押
し
込
む
も
の

も
大
き
く
な
っ
て
い
く
。「
僕
は
挨
拶
す
る　

誰
も
ゐ
な
い
の
に
」「
僕
は
帽
子
を
と
る　

誰
も
ゐ
な
い
の
に
」
と
い
う
対
句
的
繰
返
し
が
、

「
僕
」
の
出
発
を
決
意
と
い
う
よ
り
も
、
定
め
ら
れ
た
行
為
と
し
て
伝
え
る
。
風
、
流
れ
の
ほ
と
り
で
髪
を
洗
う
娘
、
藪
の
そ
ば
で
眠
る
牛

と
羊
と
い
う
背
景
も
、
生
き
た
風
景
と
い
う
よ
り
、
メ
ル
ヘ
ン
的
世
界
で
あ
る
。
儀
式
的
な
「
僕
」
の
行
為
と
書
割
的
風
景
が
相
俟
っ
て
、

白
昼
夢
の
よ
う
な
抽
象
的
な
印
象
を
与
え
る
。
そ
れ
は
、「
僕
」
の
諦
念
が
見
た
世
界
と
の
距
離
感
で
あ
る
。

「
木
犀
の
匂
ひ
が
／　

長
い
こ
と
僕
を
追
つ
か
け
る
」
以
降
、
風
景
は
動
き
出
す
。
視
覚
で
は
な
く
嗅
覚
と
い
う
直
接
的
な
感
覚
を
通
し

て
、
故
郷
へ
の
出
発
が
自
分
の
体
験
と
し
て
身
体
化
さ
れ
て
い
く
の
だ
。「
赤
い
舌
の
や
う
な
切
符
」
と
切
符
も
痛
み
を
感
じ
る
肉
体
を
持

ち
、「
僕
の
悲
し
み
ほ
ど
の
穴
」
と
切
符
に
穿
た
れ
た
穴
は
感
情
に
転
化
し
て
い
く
。
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
感
情
に
よ
っ
て
、「
そ
し
て
僕
は
古

／
風
な
汽
車
に
乗
り　

あ
あ
二
度
と
こ
ん
な
と
こ
ろ
を
通
ら
な
い
だ
ら
う
」
と
こ
の
出
発
が
「
気
楽
な
捕
虜
」
か
ら
の
決
別
で
あ
っ
た
と
知

る
の
で
あ
る
。
切
符
に
鋏
を
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
後
戻
り
で
き
な
い
時
点
に
到
っ
て
、
諦
念
の
意
味
を
知
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
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「
旅
の
一
日
」
で
は
、
繰
返
し
の
様
式
性
が
思
考
停
止
状
態
を
作
り
出
し
、
予
定
調
和
的
世
界
を
現
出
さ
せ
る
。
し
か
し
、「
停
車
場
」
と

い
う
別
れ
の
現
場
に
到
っ
て
、「
赤
い
舌
の
よ
う
な
切
符
」「
僕
の
悲
し
み
ほ
ど
の
穴
」
と
い
う
肉
体
的
痛
み
＝
心
の
痛
み
で
あ
る
喩
が
飛
び

出
し
、
こ
の
出
発
が
越
境
的
行
為
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
。
繰
返
し
と
喩
が
相
関
し
つ
つ
、
今
こ
こ
で
の
行
為
が
自
己
認
識
の
内
実
を
開
く
と

い
う
感
情
の
結
節
点
を
表
出
し
て
い
る
。
こ
の
内
実
を
開
く
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
旅
の
一
日
」
の
繰
返
し
と
喩
は
、「
伐
材
」
の
叫
び
や

「
食
後
の
歌
」
の
断
定
よ
り
も
新
た
な
表
現
の
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
。

切
符
に
鋏
を
入
れ
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
後
年
の
「
晩
夏
」（『
晩
夏
』
浮
城
書
房　

昭
24
・
６
）注

９

で
も
、「
柵
の
そ
ば
の
黍
の
葉
つ
ぱ

に
／
若
い
切
符
切
り
が
ち
よ
っ
と
鋏
を
入
れ
る
」
と
閑
散
と
し
た
田
舎
の
駅
を
象
徴
す
る
行
為
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

四　

麦
の
光
景

『
田
舎
の
食
卓
』
で
は
、『
月
下
の
一
群
』
を
通
し
て
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ジ
ャ
ム
の
詩
か
ら
受
容
し
た
で
あ
ろ
う
〈
蜜
蜂
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ

が
、
明
る
い
南
国
の
風
景
の
構
成
要
素
か
ら
生
の
時
間
の
喩
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
た
。『
生
れ
た
家
』
で
目
に
付
く
の
は
、「
麦
畑
」
と
い
う

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

第
三
詩
集
『
昔
の
歌
』（
ち
ま
た
書
房　

昭
21
・
７
）
所
収
の
「
麦
秋
」
に
は
、「
僕
は
今
か
へ
つ
て
来
た
／
み
の
り
ゆ
た
か
な
麦
の
村
に

／
人
人
は
み
ん
な
野
に
出
て
い
つ
た
／
み
ち
ば
た
の
青
樫
の
若
葉
の
き
ら
め
き
／
は
る
か
な
は
る
か
な
麦
の
穂
の
そ
よ
ぎ
／
（
略
）」（
第
一

連
）
と
あ
る
よ
う
に
、
麦
畑
は
御
幸
村
の
日
常
的
風
景
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

去
年
す
て
た
帽
子
の
な
か
に

雲
雀
は
か
れ
ら
の
巣
を
つ
く
る

麦
の
海
に
お
ぼ
れ
て

僕
に
は
何
に
も
願
ふ
こ
と
が
な
い
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子
ひ
ば
り
は
僕
の
て
の
ひ
ら
で

挨
拶
の
や
う
に
糞
を
す
る

あ
あ
親
ひ
ば
り
が
鳴
い
て
ゐ
る

僕
の
眼
に
は
見
え
な
い

け
れ
ど
も
そ
れ
は
鳴
い
て
ゐ
る

鳴
い
て
ゐ
る　

熱
つ
ぽ
い
空
の
向
ふ
で

僕
の
三
半
規
管
の
な
か
で

（「
春
」）

「
僕
の
三
半
規
管
の
な
か
で
」
と
い
う
最
終
行
は
、
大
学
の
「
母
の
声
」（『
人
間
の
歌
』
寶
文
館　

昭
22
・
５
）
の
「
三
半
規
管
よ
、
／

耳
の
奥
に
住
む
巻
貝
よ
、
／
母
の
い
ま
は
の
、
そ
の
声
を
返
へ
せ
。」
を
想
起
さ
せ
る
、
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
的
表
現
で
あ
る
。「
僕
に
は

何
も
願
ふ
こ
と
が
な
い
」、
波
打
つ
麦
と
一
体
化
し
た
至
福
の
時
間
で
あ
る
が
、「
僕
の
三
半
規
管
の
な
か
で
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
に
、
耳
が
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
た
こ
の
時
間
を
ひ
と
つ
の
次
元
と
し
て
自
立
さ
せ
た
い
と
い
う
願
望
が
表
れ
て
い
る
。
雲
雀
の
巣
と

い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
後
の
『
児
童
詩
集
』（
木
靴
発
行
所　

昭
30
・
11
）
の
「
ひ
ば
り
の
す
」
で
、「
ひ
ば
り
の
す
／
み
つ
け
た
／
ま
だ
た
れ

も
し
ら
な
い
」
と
発
見
の
生
き
生
き
と
し
た
喜
び
と
し
て
展
開
す
る
。

眼
前
の
麦
畑
を
ひ
と
つ
の
世
界
と
し
て
自
立
さ
せ
た
い
と
い
う
願
望
が
、「
驟
雨
」
の
よ
う
な
作
品
を
生
む
。

絵
本
で
見
た
和
蘭
陀
の
田
舎
み
た
い
に

陽
が
照
り
な
が
ら
雨
が
降
る

あ
そ
こ
の
家
か
ら
出
て
く
る
老
婆
は

ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
そ
つ
く
り
だ

－71－
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明
る
い
村
村

く
ら
い
村
村

お
と
な
し
い
少
女
の
や
う
に

光
る
雨
の
櫛
で

麦
の
ブ
ロ
ン
ド
も
さ
つ
ぱ
り
と
梳
ら
れ
る

市
川
速
男
は
、「
驟
雨
」
を
取
り
上
げ
つ
つ
、「
彼
の
「
田
舎
」
は
、
ま
さ
に
「
絵
本
で
み
た
西
洋
の
田
舎
」
の
よ
う
で
、
芦
田
川
ぞ
い
の
、

山
に
狭
め
ら
れ
た
、
井
伏
作
品
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
饒
舌
で
一
見
人
が
悪
そ
う
だ
が
、
実
は
人
の
よ
い
明
る
い
人
た
ち
の
住
む
、

備
後
地
方
の
そ
れ
で
は
な
い
。」
と
そ
の
反
土
着
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
夕
爾
は
、
眼
前
の
麦
畑
の
向
こ
う
側
に
、
メ
ル
ヘ
ン
の
世
界
を
描

い
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
帰
来
」
の
童
話
的
「
ア
イ
ヌ
人
」
や
、「
旅
の
一
日
」
の
旅
先
の
風
景
と
共
通
す
る
視
線
で
あ
る
。

「
陽
が
照
り
な
が
ら
雨
が
降
る
」
は
、
丸
山
薫
の
「
汽
車
に
の
つ
て
」（
初
出
『
椎
の
木
』
昭
２
・
６
、『
幼
年
』
四
季
社　

昭
10
・
６
、

所
収
）
を
想
起
さ
せ
る
。

汽
車
に
乗
つ
て

あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
へ
行
か
う

ひ
と
び
と
が
祭
の
日
傘
を
く
る
く
る
ま
は
し

日
が
照
り
な
が
ら
雨
の
ふ
る

あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
へ
行
か
う

窓
に
映
つ
た
自
分
の
顔
を
道
づ
れ
に
し
て

湖
水
を
わ
た
り　

隧と
ん
ね
る道

を
く
ぐ
り

日
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珍
ら
し
い
顔
の
少を

と
め女

や
牛
の
歩
い
て
ゐ
る

あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
へ
行
か
う

「
日
が
照
り
な
が
ら
雨
の
ふ
る
」
と
い
う
天
候
の
陰
影
が
、
薫
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
的
「
あ
い
る
ら
ん
ど
」
に
籠
め
ら
れ
た
繊
細
で
慎
ま
し

い
憧
憬
を
象
徴
し
、
想
像
力
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
伝
え
て
い
る
。
薫
の
詩
句
と
ほ
ぼ
同
じ
「
陽
が
照
り
な
が
ら
雨
が
降
る
」
か
ら
は
、
夕
爾
が

こ
の
作
品
か
ら
触
発
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
薫
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
性
に
対
し
、
夕
爾
は
、
陰
影
自
体
に
生
活
を
超
え
る
も
の
を
見
出

し
て
、
自
立
的
な
美
を
打
ち
建
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
光
と
影
の
陰
影
を
通
し
て
、
見
慣
れ
た
村
は
も
う
ひ
と
つ
の
村
に
変
わ
り
、
麦
畑
は

そ
の
美
の
本
体
と
な
る
。
麦
畑
は
、
一
体
化
し
得
る
自
然
で
あ
る
と
共
に
、
世
界
を
形
象
化
す
る
媒
体
で
も
あ
る
。

「
夜
の
風
」
で
は
、「
人
が
泣
い
て
ゐ
る
や
う
」
な
「
麦
笛
」
の
音
色
と
夜
の
風
か
ら
、「
僕
は
感
じ
る　

暗
い
夜
の
な
か
で
／
熟
れ
た
小

麦
が
そ
よ
い
で
ゐ
る
の
を
／
あ
あ
六
月
が
そ
こ
に
横
臥
し
て
／
ゆ
る
い
死
の
息
づ
か
ひ
を
し
て
ゐ
る
の
を
」
と
熟
れ
麦
の
情
景
を
思
い
浮
か

べ
て
、
成
熟
の
先
に
あ
る
死
を
感
受
す
る
。「
食
後
の
歌
」
で
は
、「
麦
を
刈
る
鎌
の
や
う
に
光
つ
て
／
ま
た
あ
た
ら
し
い
夏
が
来
た
」
と
夏

の
精
気
の
残
酷
さ
を
表
す
モ
チ
ー
フ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

先
に
引
用
し
た
、『
昔
の
家
』
所
収
の
「
麦
秋
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
夏
の
季
語
で
も
あ
る
。「
麦
」
自
体
は
季
語
で
は
な
い
が
、
特
定

の
語
を
通
し
て
世
界
を
多
元
化
し
て
い
る
点
で
季
語
と
似
通
う
。
俳
句
が
、
季
語
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
世
界
を
一
た
び
分
節
化
し
、
再
構

築
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
が
世
界
を
拓
く
指
標
た
り
得
る
と
い
う
点
で
、
夕
爾
の
「
麦
」

は
俳
句
的
で
あ
る
。『
田
舎
の
食
卓
』
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ッ
ト
な
次
元
で
イ
メ
ー
ジ
を
操
作
す
る
の
で
は
な
く
、
生
活
の
中
に
あ
る
言
葉
を

見
え
な
い
世
界
を
拓
く
言
葉
に
も
す
る
こ
と
が
、『
生
れ
た
家
』
に
お
け
る
夕
爾
の
姿
勢
で
あ
り
、「
麦
」
は
そ
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
後

の
本
格
的
な
句
作
へ
の
取
り
組
み
は
、
夕
爾
の
詩
作
の
本
質
に
胚
胎
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　
　
　
　

終
り
に
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家
業
の
薬
局
を
継
ぐ
べ
く
帰
郷
し
た
夕
爾
に
、『
田
舎
の
食
卓
』
の
等
価
な
記
号
と
し
て
対
象
を
捉
え
得
る
世
界
は
な
か
っ
た
。
世
界
は

生
活
で
埋
め
ら
れ
た
日
常
と
い
う
姿
で
現
わ
れ
、
夕
爾
は
そ
の
異
貌
と
向
き
合
う
地
点
か
ら
詩
作
を
始
め
る
。
そ
れ
は
、『
田
舎
の
食
卓
』

で
は
、
揺
れ
や
軋
み
や
跨
ぎ
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
た
己
が
身
体
を
テ
ー
マ
に
据
え
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
異
和
的
な
世
界
を
異
和
的
な
世

界
と
し
て
受
容
し
、
起
点
と
す
る
主
体
の
成
立
で
あ
る
。
夕
爾
は
、
そ
の
た
め
に
、
リ
ル
ケ
的
な
多
層
化
す
る
個
の
時
間
で
は
な
く
、
大
学

的
な
繰
返
し
と
対
句
の
形
式
を
選
択
し
、
反
転
も
可
能
な
関
係
性
を
築
い
て
い
こ
う
と
す
る
。

世
界
と
の
関
係
性
は
、
風
景
の
見
え
方
に
表
出
さ
れ
る
。
家
業
と
い
う
生
活
＝
外
側
の
世
界
に
連
れ
出
さ
れ
た
夕
爾
が
求
め
た
の
は
、
自

分
と
無
関
係
に
風
景
が
あ
る
の
で
は
な
く
風
景
の
主
体
と
し
て
自
分
が
在
る
こ
と
、
心
情
の
喩
と
し
て
風
景
が
構
図
を
持
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。

概
念
と
し
て
の
風
景
を
固
有
の
表
情
に
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
側
の
世
界
は
内
側
へ
と
反
転
す
る
。
夕
爾
が
手
に
し
た
の
は
、
生
活
に

組
み
込
ま
れ
た
概
念
を
具
体
的
な
情
景
に
変
換
し
、
記
憶
を
蓄
積
し
つ
つ
普
遍
化
し
て
い
く
用
法
、
例
え
ば
季
語
的
な
「
麦
」
で
あ
っ
た
。

『
田
舎
の
食
卓
』
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
脱
構
築
は
、
帰
郷
し
た
生
活
世
界
で
は
成
立
せ
ず
、
夕
爾
は
概
念
が
概
念
の
ま
ま
で
流
通
す
る

世
界
の
只
中
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
夕
爾
は
、
そ
の
世
界
を
受
け
止
め
、
自
分
が
風
景
の
主
体
と
な
る
方
法
を
探
る
地
点
か
ら
出
発
し

た
。『
生
れ
た
家
』
の
〈
現
実
〉
と
は
、
概
念
的
な
風
景
を
主
体
的
な
風
景
へ
と
反
転
さ
せ
る
構
図
な
の
で
あ
る
。

注

注
１　

栗
谷
川
虹
『
露
け
き
夕
顔
の
花
―
詩
と
俳
句
・
木
下
夕
爾
の
生
涯
―
』（
み
さ
ご
発
行
所　

平
12
・
６
）
の
「
10　

真
昼
の
寂
し
さ
」。

注
２　
『
田
舎
の
食
卓
』
の
詩
法
に
つ
い
て
は
、
九
里
「
木
下
夕
爾
、『
田
舎
の
食
卓
』
の
〈
イ
メ
ー
ジ
〉」（『
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』
50
号　

平
29
・
３
）
で
考
察
し
た
。

注
３　

注
１
に
同
じ
。

注
４　

引
用
は
『
定
本
木
下
夕
爾
詩
集
』（
牧
羊
社　

昭
47
・
５
）
に
よ
る
。
執
筆
時
期
の
推
定
も
同
書
の
「
定
本
木
下
夕
爾
詩
集
に
つ
い
て
」（
安
住
敦
）

に
よ
る
。

注
５　

引
用
は
『
堀
口
大
学
全
集
』
第
１
巻
（
小
澤
書
店　

昭
57
・
１
）
に
よ
る
。

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
号
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注
６　

引
用
は
注
５
に
同
じ
。

注
７　

吉
岡
実
「
夕
爾
の
詩
一
篇
」（『
俳
句
と
エ
ッ
セ
イ
・
特
集　

木
下
夕
爾
の
詩
と
俳
句
』 

牧
羊
社　

昭
57
・
１
）

注
８　

引
用
は
注
５
に
同
じ
。

注
９　

引
用
は
注
４
に
同
じ
。

注
10　

引
用
は
注
５
に
同
じ
。

注
11　

引
用
は
注
４
に
同
じ
。

注
12　

市
川
速
男
『
―
望
都
と
優
情
―
木
下
夕
爾
ノ
ー
ト
』（
講
談
社　

平
10
・
10
）
の
「
Ⅴ　

夕
爾
に
お
け
る
「
郷
土
」
と
そ
の
詩
の
方
法
」。
な
お
、
市

川
の
引
用
は
「
西
洋
の
田
舎
」
と
い
う
字
句
か
ら
『
定
本
木
下
夕
爾
詩
集
』（
以
下
『
定
本
』
と
略
す
）
に
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
安
住
敦
は
『
定

本
』
の
編
集
方
針
に
つ
い
て
、
夕
爾
の
詩
集
収
録
作
に
は
重
複
が
あ
り
、「
し
か
も
、
そ
の
多
く
の
場
合
、
細
部
に
わ
た
っ
て
改
作
が
施
さ
れ
て
お
り
、

中
に
は
題
名
も
変
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
重
複
の
も
の
は
す
べ
て
後
出
の
詩
集
に
よ
っ
て
前
の
詩
集
の
作
品
を
訂
正
し

て
収
録
し
、
各
作
品
の
末
尾
に
そ
れ
ぞ
れ
出
典
を
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
完
成
形
を
重
視
し
た
方
針
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

よ
っ
て
、『
定
本
』
収
録
の
「
驟
雨
」
は
『
昔
の
歌
』
再
録
の
形
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
初
版
刊
行
時
の
夕
爾
の
表
現
及
び
表
現
意

識
を
探
る
た
め
、『
定
本
』
で
は
な
く
初
版
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
。

注
13　

引
用
は
『
丸
山
薫
全
集
』
第
１
巻
（
角
川
書
店　

昭
51
・
10
）
に
よ
る
。

＊
引
用
に
際
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
。
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〈
報
告
〉

　
　
　
「
フ
ク
シ
マ
」
の
問
題

五
十
嵐　
　

伸　
　

治

【
は
じ
め
に
】

昨
秋
、「
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
」
か
ら
中
国
の
内
蒙
古
大
学
や
内
蒙
古
師
範
大
学
の
先
生
方
と
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と

講
演
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
東
洋
大
学
側
か
ら
示
さ
れ
た
こ
と
は
、〈
３
・
11
東
日
本
大
震
災
以
後
、
所
謂
フ
ク
シ
マ
の
問
題
は
深
刻
化
の
一

途
を
辿
り
、
放
射
能
と
核
へ
の
懸
念
は
独
り
日
本
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
る
事
態
に
立
ち
至
っ
た
。
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ

サ
キ
か
ら
フ
ク
シ
マ
へ
と
い
う
課
題
は
、
今
や
既
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
、
地
球
的
命
題
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
て
い
る
〉
と
い
う
、
フ
ク
シ
マ

問
題
に
焦
点
を
絞
っ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、〈
フ
ク
シ
マ
の
命
題
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
か
ら
創
造
的
に
捉
え
直
し
、
提
言
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
〉
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
の
立
場
か
ら
、
い
く
つ
か
の
文
学
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
乱
暴
で
は
あ
る
も
の
の
原
子
力
発
電
の
問
題
や
核
と
放
射
能
問
題
と

「
フ
ク
シ
マ
」
の
問
題
を
考
え
て
み
た
。
今
年
、
一
月
二
十
八
日
に
行
わ
れ
た
そ
の
時
の
講
演
内
容
の
一
部
を
ま
と
め
、
以
下
に
報
告
す
る
。

　
　
　
　

Ⅰ

東
日
本
大
震
災
は
、
青
森
・
岩
手
・
宮
城
・
福
島
・
茨
城
県
沿
岸
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
。
な
か
で
も
、
岩
手
や
宮
城
や
福
島
沿
岸
に

押
し
寄
せ
た
巨
大
津
波
に
よ
っ
て
、
三
県
で
死
者
、
行
方
不
明
者
は
二
万
人
以
上
と
い
う
自
然
災
害
で
は
前
代
未
聞
の
犠
牲
者
が
出
た
。
こ

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
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の
よ
う
な
膨
大
な
被
害
が
出
た
東
北
三
県
の
中
で
、
福
島
だ
け
に
「
フ
ク
シ
マ
」
と
表
示
さ
れ
る
言
辞
が
付
加
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
東
京
電

力
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
で
水
素
爆
発
事
故
が
生
じ
、
放
射
能
が
飛
散
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

「
福
島
」
が
「
フ
ク
シ
マ
」
で
あ
る
こ
と
は
、
一
九
四
五
年
九
月
に
被
爆
地
広
島
の
取
材
に
来
た
英
国
の
新
聞
記
者
ウ
イ
ル
フ
レ
ッ
ド
・

バ
ー
チ
ェ
ッ
ト
（W

ilfred Graham
 Burchett

）
が
、
記
事
の
最
後
に
記
し
た
〈N

O
 m

ore H
iroshim

a

〉
や
、
米
国
の
作
家
ハ
ー
シ
ー

(John H
ersey)

の
広
島
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
記
述
さ
れ
た
〈
ノ
ー
モ
ア
ヒ
ロ
シ
マ
〉
と
い
う
言
辞
、
及
び
大
江
健
三
郎
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
・

ノ
ー
ト
」（
昭
三
八
・
一
〇
～
昭
四
〇
・
三　
『
世
界
』）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
広
島
」
で
開
催
さ
れ
た
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
の
国
際
会

議
で
〈
ノ
ー
モ
ア
ヒ
ロ
シ
マ
〉
と
表
現
さ
れ
た
こ
と
と
同
じ
意
味
を
持
つ
と
言
え
る
。

し
か
し
、「
フ
ク
シ
マ
」
の
表
示
は
、
果
た
し
て
原
子
力
爆
弾
に
よ
っ
て
未
曾
有
の
被
害
が
出
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
や
「
ナ
ガ
サ
キ
」
と
一

括
り
に
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
東
日
本
大
震
災
以
降
に
発
表
さ
れ
た
数
編
の
作
品
、
及
び
福
島
在
住
の
芥
川
賞
受
賞
作
家
で
あ
る
玄
侑
宗
久
や

詩
人
の
和
合
亮
一
の
作
品
に
も
触
れ
て
考
察
し
て
み
た
い
。  

         

　
　
　
　

Ⅱ

『
文
藝
春
秋
』
は
、
震
災
か
ら
一
年
後
に
「
百
人
の
作
家
の
言
葉
」（
平
二
四
・
三
）
と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
。
な
か
で
も
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
の
事
故
に
限
っ
た
内
容
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
作
家
が
、
核
の
平
和
利
用
と
し
て
の
原
子
力
発
電
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
て
い

る
。
特
に
、「
祭
り
の
場
」
で
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
林
京
子
は
、
十
五
歳
の
時
に
長
崎
で
被
曝
し
、
そ
の
体
験
か
ら
自
ら
の
生
の
意
義
を
問

い
直
し
、
そ
の
心
の
軌
跡
を
綴
っ
た
作
品
を
多
く
発
表
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
つ
い
て
、

原
発
事
故
の
あ
と
、「
電
力
不
足
」
と
い
う
こ
と
で
、
計
画
停
電
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
不
自
由
で
は
あ
っ
た
が
、
豊
か
な
現
在
を
当
然

と
し
て
き
た
日
常
に
、
考
え
る
時
を
与
え
て
く
れ
た
。
今
日
の
満
足
を
求
め
て
い
け
ば
、
電
力
は
不
足
す
る
だ
ろ
う
。
原
子
力
発
電
も
必

要
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
に
ま
で
至
っ
た
原
発
事
故
は
、
放
射
能
物
質
と
人
間
、
生
命
と
の
共
存
が
不
可
能
で
あ
る

こ
と
を
、
十
分
に
教
え
て
く
れ
た
。（
略
）
人
が
生
き
る
た
め
の
規
範
、
国
が
国
で
あ
る
規
範
、
ぶ
れ
な
い
唯
一
の
も
の
は
、
あ
る
は
ず
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で
あ
る
。
ノ
ー
モ
ア
ヒ
ロ
シ
マ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
戦
後
の
日
本
に
、
ノ
ー
モ
ア
フ
ク
シ
マ
が
加
わ
っ
た
。
私
た
ち
大
人
は
子
供
た
ち
に
詫

び
る
言
葉
が
な
い
。

と
、
敏
感
に
捉
え
て
い
る
。
私
た
ち
の
電
力
に
頼
り
切
っ
た
日
常
生
活
の
あ
り
方
の
根
本
を
見
つ
め
直
す
機
会
で
あ
り
、
ま
た
〈
メ
ル
ト

ダ
ウ
ン
に
ま
で
至
っ
た
原
発
事
故
は
、
放
射
能
物
質
と
人
間
、
生
命
と
の
共
存
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
十
分
に
教
え
て
く
れ
た
〉
と
言

い
、〈
ノ
ー
モ
ア
ヒ
ロ
シ
マ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
戦
後
の
日
本
に
、
ノ
ー
モ
ア
フ
ク
シ
マ
が
加
わ
っ
た
〉
と
断
言
す
る
。
小
林
信
彦
も
〈
地
震

国
に
原
発
は
合
わ
な
い
し
、
狂
気
の
沙
汰
で
あ
る
〉
と
言
い
、
村
上
龍
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
は
根
本
か
ら
変
え
な
い
と
い
け
な
い
。
反
原
発
・
脱
原
発
か
原
発
推
進
か
と
い
っ
た
議
論
そ
の
も
の
が
意
味
を
な
さ

な
く
な
っ
た
。
も
は
や
日
本
で
は
原
発
推
進
は
あ
り
え
な
い
。
原
発
の
事
故
は
リ
ス
ク
が
特
定
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
原
子
力
行
政
は
大
き
く
変
わ
る
と
思
う
。
そ
れ
が
上
手
く
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら

な
い
。

誰
の
言
葉
だ
っ
た
か
、
実
は
安
全
や
安
心
と
い
う
も
の
は
な
い
、
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
安
全
は
追
求
す
べ
き
だ
が
、「
絶
対
に
安
心
」

と
い
う
社
会
は
あ
り
え
な
い
。
い
つ
ま
た
ど
こ
で
地
震
が
起
き
る
か
わ
か
ら
な
い
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
は
起
こ
る
。

原
子
力
発
電
に
つ
い
て
、『
文
藝
春
秋
』
に
掲
載
さ
れ
た
多
く
の
作
家
の
見
解
は
、
林
京
子
が
〈
放
射
能
物
質
と
人
間
、
生
命
と
の
共
存

が
不
可
能
で
あ
る
〉
と
言
っ
た
内
容
で
一
括
り
に
出
来
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
天
災
と
人
災
と
い
う
二
重
の
災
害
の
中
で
、
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
の
事
故
は
人
災
で
あ
り
、
村
上
龍
の
言
う
〈
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
〉
で
も
あ
る
。

若
杉
冽
の
「
原
発
ホ
ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
」（
平
二
四
・
六　

徳
間
書
店
）
や
そ
の
続
編
と
も
言
え
る
「
東
京
ブ
ラ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」（
平
二
六
・

一
二　

講
談
社
）
に
は
、
政
府
が
推
し
進
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
戦
略
的
な
背
景
の
中
で
、
出
世
を
狙
う
高
級
官
僚
の
エ
ゴ
が
様
々
に
交

錯
し
、
揺
れ
動
く
心
情
が
描
か
れ
る
。
経
済
界
を
も
巻
き
込
み
国
家
権
力
の
中
に
蠢
く
野
心
家
の
私
利
私
欲
に
満
ち
、
錯
綜
し
た
む
き
出
し

の
感
情
や
原
子
力
規
制
委
員
会
の
闇
の
世
界
を
描
出
し
な
が
ら
、
テ
ロ
や
自
然
災
害
と
言
っ
た
複
合
的
な
状
況
を
織
り
込
み
、
原
子
力
発
電

事
故
が
起
こ
り
え
る
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
単
な
る
〈
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
〉
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
人
倫
の
問
題
も
組

み
込
ま
れ
て
い
る
。
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「
東
京
ブ
ラ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
は
、
送
電
線
爆
破
テ
ロ
に
よ
っ
て
大
規
模
停
電
と
な
り
、〈
新
崎
県
〉（
新
潟
を
想
定
）
の
原
子
力
発
電
所
の

原
子
炉
冷
却
装
置
も
稼
働
し
な
く
な
り
、
ま
た
、
大
雪
に
よ
っ
て
非
常
用
発
電
機
も
作
動
し
な
い
と
い
う
複
合
的
な
原
因
に
よ
っ
て
、
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
同
様
、
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
が
生
じ
、
首
都
東
京
が
完
全
に
放
射
能
汚
染
に
見
舞
わ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ

れ
ら
若
杉
の
作
品
は
、
東
日
本
大
震
災
以
後
の
発
表
で
あ
る
が
、
自
然
災
害
で
あ
る
津
浪
が
大
降
雪
と
い
う
気
象
条
件
に
転
化
さ
れ
、
加
え

て
テ
ロ
攻
撃
と
い
う
最
悪
の
条
件
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
外
的
な
破
壊
の
他
に
原
子
力
発
電
所
設
置
に
関
与
す
る
人
間
の
欲

望
の
利
害
得
失
の
絡
み
も
考
え
る
と
、
原
子
力
発
電
に
は
限
り
な
い
危
険
性
が
孕
ん
で
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

ま
た
、
麻
生
幾
は
「
前
へ
！　

東
日
本
大
震
災
と
戦
っ
た
無
名
戦
士
た
ち
の
記
録
」（
平
二
三
・
八　

新
潮
社
）
の
中
で
、
第
一
章
が
福

島
原
発
事
故
対
応
、
第
二
章
が
津
波
被
害
地
で
の
救
助
活
動
、
第
三
章
が
内
閣
府
の
初
動
対
応
と
対
策
に
つ
い
て
、
現
場
取
材
を
中
心
に
、

最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
命
を
か
け
て
災
害
対
策
に
奮
闘
し
た
人
た
ち
の
こ
と
を
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
形
式
で
描
い
て
い

る
。
麻
生
は
、
被
災
し
た
各
々
現
場
の
多
く
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
た
災
害
対
策
で
は
対
応
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
最
後
に
、

〈
危
機
管
理
に
お
い
て
、
最
大
の
リ
ソ
ー
ス
は
、
や
は
り
『
人
』
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
信
し
ま
し
た
〉
と
言
っ
た
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
災

害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
）
事
務
局
長
の
言
葉
を
添
え
て
い
る
。

こ
れ
は
災
害
現
場
で
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
災
害
想
定
の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
よ
り
、
そ
の
災
害
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
人
間
の
蓄
積

さ
れ
た
体
験
か
ら
育
ま
れ
た
洞
察
力
と
判
断
力
、
そ
し
て
、
そ
の
体
験
か
ら
育
ま
れ
た
知
力
と
、
次
に
何
が
起
こ
り
得
る
か
と
い
う
予
測
す

る
能
力
が
大
事
で
あ
り
、
実
行
す
る
勇
気
だ
と
実
感
し
た
か
ら
だ
と
言
え
る
。
事
故
対
策
の
あ
り
方
を
一
歩
誤
れ
ば
、
東
北
や
関
東
一
円
が

放
射
能
汚
染
に
見
舞
わ
れ
、
浪
江
や
双
葉
、
富
岡
、
大
熊
町
、
飯
舘
村
等
の
九
市
町
村
の
人
々
同
様
、
自
宅
を
捨
て
て
避
難
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
を
私
た
ち
は
認
識
し
、
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

囲
碁
棋
士
の
マ
イ
ケ
ル
・
レ
ド
モ
ン
ド
は
島
田
雅
彦
が
司
会
し
た
座
談
会
で
〈
三
十
五
年
ほ
ど
日
本
で
生
活
し
て
い
ま
す
け
ど
、
原
発
が

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
く
な
る
事
態
は
よ
そ
の
国
の
こ
と
で
、
日
本
は
安
全
基
準
が
高
い
し
技
術
力
も
あ
る
の
で
、
そ
ん
な
の
は
（
福
島
原

発
事
故
）
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
〉
と
い
う
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
思
い
込
み
は
、
当
然
、
日
本
で
生
活
す
る
私
た
ち
の
意
識
の
根
底
に
も
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
か
ら
六
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年
と
い
う
時
間
の
経
過
と
共
に
、
記
憶
の
風
化
と
い
う
麻
痺
し
つ
つ
あ
る
感
覚
を
振
り
払
い
、
原
子
力
発
電
所
が
再
稼
働
し
つ
つ
あ
る
現
在
、

政
府
や
原
子
力
安
全
委
員
会
や
電
力
会
社
の
安
全
神
話
に
振
り
回
さ
れ
な
い
よ
う
、
原
子
力
発
電
の
事
故
は
、
当
然
起
こ
り
得
る
と
い
う
認

識
を
あ
ら
た
め
て
再
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
時
代
小
説
「
髪
結
い
伊
三
次
捕
物
余
話
」
シ
リ
ー
ズ
を
書
い
た
宇
江
佐
真
理
は
、
自
然
災
害
だ
け
な
ら
甦
る
力
が
あ
る
も
の
の
、

原
子
力
発
電
事
故
問
題
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
報
告
す
る
収
束
や
復
旧
の
あ
り
方
に
疑
問
を
示
し
て
い
る
。
宇
江
佐
は
こ
の
事
だ
け
で
は
な

く
、
福
島
原
発
の
事
故
で
被
害
に
遭
わ
れ
た
人
々
の
気
持
ち
を
汲
ん
で
、〈
福
島
第
一
原
発
は
東
京
に
、
よ
り
多
く
の
電
力
を
供
給
す
る
た

め
に
設
け
ら
れ
た
。
東
京
に
住
む
人
々
は
特
に
こ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
ほ
し
い
。
他
人
事
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
〉
と
言
う
。
こ
れ

は
、
東
京
を
中
心
と
す
る
関
東
大
都
市
圏
に
住
む
人
々
の
犠
牲
者
が
、
福
島
と
い
う
生
活
地
、
故
郷
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
も
な
る
。
原
発
事
故
の
た
め
に
、
福
島
か
ら
横
浜
に
避
難
し
た
小
学
生
に
対
す
る
暴
言
や
い
じ
め
の
問
題
は
、
こ
の
宇
江
佐
の
言

葉
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
い
れ
ば
生
じ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　

Ⅲ

次
に
、
世
界
で
唯
一
の
被
爆
国
で
あ
る
日
本
に
お
け
る
原
子
力
の
平
和
利
用
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
簡
単
に
述
べ
よ
う
。

太
平
洋
戦
争
中
、
陸
軍
の
理
化
学
研
究
所
で
主
任
と
し
て
招
聘
さ
れ
、
そ
こ
で
原
子
爆
弾
の
研
究
を
し
て
い
た
核
・
原
子
物
理
学
者
の
仁

科
芳
雄
は
、
雑
誌
『
世
界
』（
昭
二
二
・
一
）
の
中
で
「
原
子
力
問
題
」
と
題
し
て
、
一
九
四
六
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
開
か
れ
た
国
際
連
合
総

会
で
原
子
力
の
国
際
管
理
に
つ
い
て
、
原
子
力
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
内
容
を
踏
ま
え
、
そ
の
後
の
経
過
を
説
明
し
て
い
る
。
原
子
力
の
管

理
を
国
際
的
に
規
定
し
、
原
子
爆
弾
の
使
用
を
禁
止
す
る
必
要
性
を
述
べ
、
戦
争
は
〈
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
殺
戮
量
は
大
き
く
な
り
、
原

子
爆
弾
の
出
現
に
よ
っ
て
遂
に
そ
の
極
に
達
し
た
〉
と
述
べ
、〈
人
類
は
今
や
原
子
爆
弾
を
前
に
し
て
破
滅
か
平
和
の
帰
路
に
立
っ
て
い
る
〉

と
言
う
。
国
際
連
合
に
進
言
す
る
委
員
会
の
〈
原
子
力
を
管
理
し
そ
の
使
用
範
囲
を
平
和
目
的
に
の
み
に
制
限
す
る
こ
と
〉
を
中
心
と
す
る

内
容
の
全
十
四
項
目
の
中
の
「
六　

危
険
に
あ
ら
ざ
る
活
動
」
に
示
さ
れ
た
〈
原
子
力
に
よ
り
平
和
的
福
祉
を
増
進
す
る
に
あ
る
〉
と
い
う
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部
分
を
取
り
上
げ
、
仁
科
は
、「
原
子
力
の
将
来
」
と
し
て
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
焦
点
を
絞
り
、
ア
メ
リ
カ
の
原
子
力
研
究
家
コ
ン
プ

ト
ン
博
士
の
説
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
ら
ば
原
子
動
力
は
ど
う
し
て
得
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、
原
子
力
発
生
装
置
に
於
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
熱
の
形
と
し
て
出
て
く
る
か

ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
先
ず
空
気
を
熱
し
、
そ
の
空
気
に
よ
っ
て
ボ
イ
ラ
ー
を
沸
か
し
、
得
ら
れ
る
水
蒸
気
を
用
い
て
動
力
を
起
こ
す
こ
と

は
普
通
の
通
り
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の
場
合
の
操
作
の
安
全
度
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
人
は
す
ぐ
原
子
爆
弾
を
聯
想
し
て
危
険
を
感
じ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
原
子
力
を
爆
弾
と
し
て
用
い
る
に
は
特
別
の
手
段
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
爆
発
さ
せ
る
こ
と
の
方
が
困
難

な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
心
配
は
無
用
で
あ
る
。
ボ
イ
ラ
ー
の
危
険
性
は
普
通
の
工
場
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
危
険
な
の
は
前
述

の
放
射
能
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
発
生
装
置
か
ら
も
、
そ
れ
か
ら
取
り
出
す
物
質
も
多
量
に
放
射
せ
ら
れ
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
充
分
の
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
現
在
原
子
爆
弾
の
製
造
工
場
で
は
こ
の
害
を
防
ぐ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
と
同
様
の
措
置
を
講
ず
れ
ば
好
い
。（「『
世
界
』
主
要
論
文
選
」
平
七
・
十　

岩
波
書
店　

引
用
）

原
子
力
爆
弾
の
危
険
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、〈
平
和
的
福
祉
を
増
進
す
る
〉
こ
と
を
提
案
す
る
立
場
で
は
あ
る
も
の
の
、
原
子
力
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
関
す
る
内
容
は
非
常
に
お
ざ
な
り
で
、
原
子
力
は
、
爆
発
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
く
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
活
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら

安
心
で
あ
る
と
言
い
、
放
射
能
は
危
険
だ
が
、
既
に
ア
メ
リ
カ
の
施
設
で
行
っ
て
い
る
措
置
を
真
似
れ
ば
良
い
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。

同
じ
く
、
戦
中
は
陸
軍
技
術
大
尉
で
応
用
化
学
研
究
の
専
門
家
で
あ
っ
た
吉
村
昌
光
は
、
雑
誌
『
中
央
公
論
』（
昭
二
九
・
六
）
の
中
で

「
原
子
爐
豫
算
の
使
い
方
」
と
題
し
、「
原
子
力
時
代
の
夜
明
け
」
と
し
て
、
火
力
発
電
に
使
用
す
る
石
炭
が
高
価
に
つ
く
か
ら
、〈
化
學
燃

料
は
化
學
原
料
と
し
て
、
誤
つ
て
用
い
ら
れ
た
原
爆
は
本
來
の
原
子
燃
料
と
し
て
、
正
し
く
使
い
分
け
る
こ
と
が
、
科
學
者
の
ね
が
う
人
類

幸
福
へ
の
方
法
論
で
あ
る
〉
と
前
置
き
し
、〈
原
子
力
發
電
と
い
つ
て
も
火
力
發
電
の
こ
と
で
あ
り
、
石
炭
ボ
イ
ラ
ー
の
代
り
に
、
原
子
ボ

イ
ラ
ー
が
使
わ
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
、
發
生
し
た
蒸
気
で
タ
ー
ビ
ン
を
廻
し
、
發
電
機
を
動
か
し
て
發
電
す
る
段
取
り
に
は
、
少
し
も
變
り

が
な
い
〉
と
断
言
し
て
い
る
。
電
力
コ
ス
ト
の
問
題
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
仁
科
と
同
様
に
原
子
力
の
発
電
事
業
に
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
て

い
る
。
こ
の
吉
村
の
発
言
は
、
ア
メ
リ
カ
の
原
水
爆
実
験
が
科
学
的
観
測
地
点
の
ビ
キ
ニ
環
礁
で
実
施
さ
れ
、
日
本
の
漁
船
、
第
五
福
竜
丸

が
被
爆
し
、
乗
組
員
が
死
傷
し
、
捕
獲
し
た
マ
グ
ロ
か
ら
も
強
い
放
射
能
が
検
出
さ
れ
、
魚
介
へ
の
残
留
放
射
能
の
警
戒
心
が
国
民
に
も
広
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が
り
、
魚
介
類
の
不
買
、
敬
遠
と
い
っ
た
風
評
の
み
な
ら
ず
、「
死
の
灰
」
と
い
う
言
葉
も
広
ま
り
は
じ
め
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
『
中
央
公
論
』
に
は
、
イ
ン
ド
の
ネ
ー
ル
首
相
の
「
水
爆
実
験
禁
止
協
定
を
締
結
せ
よ
」
と
い
っ
た
声
明
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
南

太
平
洋
フ
ラ
ン
ス
領
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
ム
ル
ロ
ア
環
礁
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
大
気
圏
内
核
実
験
問
題
と
合
わ
せ
て
、
日
本
の
社
会
動
向
は
、
翌
年

の
八
月
、
広
島
で
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
を
開
催
す
る
方
向
へ
舵
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
五
四
年
三
月
の
ア
メ
リ
カ
の
ビ
キ
ニ
環
礁
水
爆
実
験
に
対
す
る
、
ネ
ー
ル
・
イ
ン
ド
首
相
の
水
爆
実
験
禁
止
声
明
や
イ
ギ
リ
ス
の
ア

ト
リ
ー
労
働
党
党
首
の
水
素
爆
弾
の
管
理
問
題
と
軍
備
の
縮
小
の
呼
び
か
け
が
、
日
本
の
市
民
運
動
の
契
機
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。
一
九

五
七
年
に
政
府
は
、
国
会
審
議
を
経
て
、「
非
核
三
原
則
」
の
骨
子
を
表
明
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
原
子
爆
弾
禁
止
が
主
で
、「
原
子
力
問

題
」、
放
射
能
問
題
は
、
残
念
な
が
ら
蚊
帳
の
外
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。  

                  

　
　
　
　

Ⅳ

大
江
健
三
郎
は
、
一
九
六
三
年
に
開
催
さ
れ
た
第
九
回
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
に
初
参
加
し
、
以
降
、
広
島
を
訪
れ
、「
ヒ
ロ
シ
マ
・

ノ
ー
ト
」
と
い
う
記
録
文
学
を
著
し
た
が
、
そ
の
中
で
、

放
射
能
に
よ
っ
て
細
胞
を
破
壊
さ
れ
、
そ
れ
が
遺
伝
子
を
左
右
す
る
と
き
、
明
日
の
人
類
は
、
す
で
に
人
間
で
な
い
、
な
に
か
異
様
な

も
の
で
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
暗
黒
な
、
も
っ
と
恐
ろ
し
い
世
界
の
終
焉
の
光
景
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
広

島
で
二
十
年
前
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
現
実
に
、
わ
れ
わ
れ
の
文
明
が
、
も
う
人
類
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
ま
で
に
血
と
細
胞
の
荒

廃
し
た
種
族
に
よ
っ
て
し
か
継
承
さ
れ
な
い
、
真
の
世
界
の
終
焉
の
最
初
の
兆
候
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
の
、
絶
対
的
な
恐
怖
に

み
ち
た
大
殺
戮
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
広
島
の
暗
闇
に
ひ
そ
む
、
も
っ
と
も
恐
ろ
し
い
巨
大
な
も
の
と
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
可
能
性
に
ほ
か

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
、
原
子
爆
弾
の
み
な
ら
ず
放
射
能
が
人
類
に
及
ぼ
す
危
険
性
と
恐
怖
を
訴
え
て
い
る
。
大
江
は
、
実
際
、
多
く
の
人
か
ら
話
を
伺
い
、

多
く
の
被
曝
者
に
会
い
、
こ
の
記
録
を
ま
と
め
あ
げ
た
。〈
ヒ
ロ
シ
マ
〉
は
、
人
類
に
と
っ
て
歴
史
の
記
憶
に
留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
場
所
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
戦
争
と
は
言
え
〈
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
〉
は
、
人
類
未
曾
有
の
原
子
力
爆
弾
の
被
曝
地
と

い
う
受
難
、
惨
禍
を
受
け
、
世
界
に
類
を
見
な
い
無
慈
悲
な
大
量
殺
戮
の
地
で
あ
り
、
原
爆
病
と
い
う
放
射
能
に
よ
る
晩
発
性
障
害
も
起
こ

し
て
し
ま
っ
た
地
で
あ
る
こ
と
も
大
江
は
、
書
き
と
め
て
い
る
。

続
い
て
、
広
島
に
関
す
る
原
爆
文
学
は
、
峠
三
吉
や
原
民
喜
、
大
田
洋
子
を
は
じ
め
小
説
や
詩
や
短
歌
、
随
筆
も
含
め
て
多
く
あ
る
が
、

黒
古
一
夫
が
〈
被
爆
者
の
悲
し
み
を
静
か
に
訴
え
か
け
る
名
作
〉
と
賞
す
る
井
伏
鱒
二
の
「
黒
い
雨
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

一
九
六
五
年
一
月
「
姪
の
結
婚
」
と
し
て
『
新
潮
』
に
連
載
さ
れ
、
後
に
改
稿
さ
れ
た
井
伏
鱒
二
の
「
黒
い
雨
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
モ

デ
ル
と
な
る
重
松
静
馬
の
「
被
爆
日
記
」
が
基
盤
に
あ
る
と
い
う
の
は
周
知
の
事
実
だ
が
、
井
伏
は
、「
黒
い
雨
」
を
執
筆
す
る
上
で
、
小

説
を
書
く
よ
う
に
空
想
で
は
描
け
な
い
か
ら
、
色
々
資
料
を
熊
手
で
集
め
る
よ
う
に
掻
き
集
め
た
と
言
い
、
被
曝
者
や
そ
の
看
護
に
当
た
っ

た
人
々
に
も
会
い
、
極
力
事
実
を
尊
重
し
て
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
、
記
録
者
た
る
こ
と
に
徹
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
こ
の
井
伏
の
執

筆
の
姿
勢
は
、
大
江
と
同
じ
よ
う
に
事
実
を
で
き
る
限
り
歴
史
に
留
め
、
人
類
を
破
滅
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
原
水
爆
や
放
射
能
の
恐
ろ
し

さ
を
多
く
の
読
者
に
提
言
す
る
た
め
の
方
法
だ
っ
た
と
言
え
る
。

ま
た
、
井
伏
は
、
一
九
八
六
年
四
月
二
十
六
日
の
ソ
連
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
に
つ
い
て
、「
原
発
事
故
の

こ
と
」（
昭
六
一
・
七　
『
新
潮
』）
と
題
し
て
、
戦
友
の
松
本
直
治
の
息
子
が
、
原
子
力
発
電
所
で
働
い
て
被
曝
し
て
し
ま
い
、
舌
が
ん
で

死
亡
し
た
こ
と
を
告
発
す
る
か
の
よ
う
に
上
梓
し
た
「
原
発
死
」
の
遺
恨
の
手
記
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、〈
原
子
力
発
電
所
は
、
そ
の
後
ま

す
ま
す
増
設
さ
れ
、
次
々
と
日
本
列
島
を
汚
染
の
渦
に
巻
き
込
ん
で
ゐ
る
と
私
は
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
戦
争
の
跫
音
が
国

民
の
上
に
暗
く
覆
ひ
か
ぶ
さ
つ
た
暗
い
過
去
の
想
ひ
に
繋
が
る
の
だ
が
、
一
般
に
は
そ
の
原
発
の
持
つ
恐
怖
が
以
外
と
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
。

あ
た
か
も
戦
争
へ
の
道
が
、
何
も
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
う
ち
に
で
き
上
つ
て
行
つ
た
や
う
に
―
〉
と
書
き
、〈
恐
る
べ
き
原
発
は
こ
の
地
上

か
ら
取
り
去
つ
て
し
ま
は
な
く
て
は
い
け
な
い
〉
と
断
言
し
て
い
る
。

こ
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
は
、
大
量
殺
戮
に
繫
が
る
兵
器
で
は
な
く
、〈
平
和
的
福
祉
を
増
進
す
る
〉
国
家
経
済
戦
略
と
し
て
の

原
子
力
発
電
だ
っ
た
わ
け
で
、
核
爆
発
に
よ
っ
て
高
濃
度
の
放
射
能
が
大
気
中
に
飛
散
し
、
十
万
人
以
上
が
他
所
へ
の
移
住
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
こ
と
は
、
世
界
の
人
々
を
震
撼
さ
せ
た
。
日
本
で
は
、
六
月
に
井
伏
鱒
二
や
大
江
健
三
郎
、
大
岡
昇
平
等
四
百
名
ほ
ど
の
文
化
人
が
世
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論
に
原
発
停
止
の
必
要
性
を
訴
え
た
。

戦
後
、
産
業
は
、
敗
戦
後
の
疲
弊
し
た
日
本
国
家
の
経
済
の
立
て
直
し
を
迫
ら
れ
て
、
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
開
発
に
乗
り
出
し
た
。

特
に
、
電
力
の
必
要
性
か
ら
原
子
力
産
業
が
中
心
と
な
り
、〈
平
和
的
福
祉
を
増
進
す
る
〉
目
的
で
、
新
た
な
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発

研
究
に
取
り
組
み
、
政
府
は
、
放
射
能
が
及
ぼ
す
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
蓋
を
し
て
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
押
し
出
し
て
、
環
境
に
優
し

い
ク
リ
ー
ン
さ
や
利
便
性
と
安
全
性
を
唱
え
、
平
和
利
用
へ
と
シ
フ
ト
を
切
り
替
え
た
。
そ
れ
に
反
し
て
、
作
家
や
哲
学
者
た
ち
は
、「
ノ
ー

モ
ア
ヒ
ロ
シ
マ
」
や
「
ノ
ー
モ
ア
ナ
ガ
サ
キ
」
を
唱
え
、
原
爆
、
核
の
脅
威
を
語
り
続
け
、
こ
の
二
つ
の
対
立
す
る
考
え
方
が
日
本
の
核
問

題
を
主
に
リ
ー
ド
し
て
き
た
と
も
言
え
る
。

　
　
　
　

Ⅴ

次
に
、
戦
後
生
ま
れ
の
田
口
ラ
ン
デ
ィ
と
真
山
仁
と
い
う
作
風
の
異
な
る
作
家
の
作
品
か
ら
、
原
爆
や
放
射
能
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
み
る
。

は
じ
め
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
コ
ラ
ム
マ
ガ
ジ
ン
を
配
信
し
、
幅
広
い
読
者
層
を
持
つ
田
口
ラ
ン
デ
ィ
の
作
品
か
ら
「
被
爆
の
マ
リ

ア
」（
平
一
七
・
八
～
一
一　
『
文
學
界
』　

単
行
本　

文
藝
春
秋
社　

平
一
八
・
五
）
に
収
録
さ
れ
た
二
作
品
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ
る
。

「
永
遠
の
火
」
は
、
三
十
八
歳
に
し
て
結
婚
す
る
主
人
公
、
私
・
山
本
佳
代
子
の
結
婚
式
で
キ
ャ
ン
ド
ル
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
際
使
用
す
る

火
を
、
広
島
の
〈
原
爆
の
火
〉
に
し
よ
う
と
い
う
七
十
二
歳
の
戦
争
を
体
験
し
た
父
親
の
着
想
に
対
し
て
、
佳
代
子
が
猛
反
対
す
る
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
る
。

平
和
と
か
、
戦
争
反
対
と
か
、
原
爆
と
か
、
そ
う
い
う
強
く
て
正
し
い
社
会
的
な
こ
と
に
、
私
の
人
生
は
一
切
関
係
な
く
こ
れ
ま
で
き

た
。
修
学
旅
行
に
広
島
に
行
っ
た
け
ど
何
を
見
た
か
も
覚
え
て
い
な
い
。
私
は
そ
う
い
う
パ
ン
ピ
ー
な
女
な
の
だ
。
募
金
だ
っ
て
し
た
こ

と
な
い
。
せ
い
ぜ
い
赤
い
羽
根
を
し
ぶ
し
ぶ
買
う
く
ら
い
だ
。
そ
ん
な
私
が
結
婚
式
に
い
き
な
り
平
和
を
祈
る
人
に
な
れ
る
か
。
無
理

だ
。
ま
し
て
原
爆
の
火
を
灯
し
続
け
る
な
ん
て
ガ
ラ
じ
ゃ
な
い
。
考
え
た
だ
け
で
怖
く
な
る
。
私
は
身
震
い
し
た
。
と
に
か
く
ご
め
ん
だ
。
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キ
ャ
ン
ド
ル
サ
ー
ビ
ス
が
原
爆
の
火
と
い
う
の
は
私
の
平
凡
な
人
生
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
。
平
和
は
大
切
だ
が
世
界
平
和
よ
り
ま
ず
自

分
の
平
和
で
あ
る
。

そ
の
佳
代
子
が
、
先
祖
の
墓
を
詣
で
て
〈
死
と
い
う
未
来
の
前
に
、
ご
ま
か
し
は
き
き
よ
う
も
な
く
、
私
も
何
か
を
求
め
る
か
も
し
れ
な

い
。
ほ
し
い
の
は
神
で
も
な
く
、
愛
で
も
な
い
。
そ
れ
で
も
祈
る
べ
き
も
の
を
求
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
な
っ
て
初
め

て
、
死
ん
で
い
っ
た
人
た
ち
の
悲
し
み
に
慰
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
〉
と
、
自
分
の
な
か
の
変
化
に
気
づ
く
。
戦
後
生
ま
れ
の
、
広
島

か
ら
遠
く
離
れ
た
東
京
で
生
ま
れ
育
っ
た
主
人
公
は
、〈
平
和
と
か
、
戦
争
反
対
と
か
、
原
爆
と
か
、
そ
う
い
う
強
く
て
正
し
い
社
会
的
な

こ
と
に
、
私
の
人
生
は
一
切
関
係
な
く
こ
れ
ま
で
き
た
〉
の
で
あ
り
、
今
、
現
在
こ
そ
が
自
分
の
人
生
に
と
っ
て
大
事
で
あ
り
、
自
分
の
人

生
の
平
和
と
そ
し
て
未
来
が
大
切
だ
と
考
え
る
。
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
に
支
え
ら
れ
、
こ
れ
と
い
っ
て
不
自
由
な
く
生
活
を
し
て
き
た
主

人
公
に
と
っ
て
、
過
去
の
歴
史
は
、
知
識
と
し
て
は
あ
る
も
の
の
、
今
の
自
分
の
人
生
に
全
く
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
父
親

が
提
示
し
た
〈
原
爆
の
火
〉
を
媒
介
に
し
て
、
主
人
公
の
意
識
は
、
今
の
自
分
の
人
生
が
、
遠
い
過
去
の
歴
史
と
の
繋
が
り
が
あ
っ
た
か
ら

だ
と
感
じ
始
め
、
徐
々
に
過
去
に
亡
く
な
っ
た
人
た
ち
の
悲
し
み
に
す
り
寄
っ
て
行
く
。

「
時
の
川
」
は
、
広
島
平
和
記
念
資
料
館
や
平
和
公
園
周
辺
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
四
歳
の
時
に
小
児
ガ
ン
に
冒
さ
れ
、
抗
ガ
ン
剤
投

与
と
放
射
線
治
療
に
よ
る
被
曝
で
発
育
が
遅
れ
た
主
人
公
・
タ
カ
オ
は
、
広
島
修
学
旅
行
中
に
二
十
歳
で
被
曝
し
、
何
度
も
甲
状
腺
ガ
ン
を

併
発
し
な
が
ら
語
り
部
を
続
け
る
八
十
歳
の
ミ
ツ
コ
と
出
会
い
、
ミ
ツ
コ
の
逞
し
い
生
命
力
に
驚
き
、〈
人
間
と
し
て
勝
ち
残
っ
た
人
だ
〉

と
実
感
す
る
。
末
期
の
肝
臓
ガ
ン
で
死
ん
だ
父
親
と
比
較
し
な
が
ら
、〈
生
命
力
と
は
う
ま
れ
つ
き
の
も
の
な
の
だ
。
強
い
人
間
は
何
が
あ

ろ
う
と
長
生
き
す
る
。
原
爆
を
浴
び
て
す
ら
〉
と
思
う
。
ミ
ツ
コ
は
、
語
り
部
と
し
て
、
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
〈
声
高
に
平
和
に
つ
い
て

叫
ぶ
う
ち
に
、
い
つ
し
か
強
い
自
分
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
〉
と
振
り
返
る
。

こ
の
作
品
で
は
、
タ
カ
オ
も
ミ
ツ
コ
も
共
に
過
去
を
引
き
ず
っ
て
、
現
在
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
影
の
薄

い
不
安
な
未
来
に
目
は
向
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
広
島
で
被
爆
体
験
の
あ
る
ミ
ツ
コ
は
、
タ
カ
オ
と
出
会
っ
た
こ
と
で
現
在
と
未
来
を
見

つ
め
、
戦
後
か
ら
大
き
く
時
間
が
た
っ
た
後
の
平
和
な
時
代
に
生
ま
れ
た
タ
カ
オ
は
、
ミ
ツ
コ
の
生
命
力
を
感
じ
て
未
来
に
目
を
向
け
始
め

る
。
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田
口
ラ
ン
デ
ィ
は
、
取
材
で
広
島
に
何
度
も
足
を
運
ん
で
い
る
。
戦
後
生
ま
れ
で
平
和
な
社
会
で
育
っ
た
田
口
に
し
て
み
れ
ば
、
広
島
の

問
題
は
、
実
際
に
過
去
の
風
景
を
見
つ
め
、
記
憶
に
留
め
な
が
ら
想
像
し
、
そ
れ
ら
を
取
材
し
た
事
実
と
文
章
に
昇
華
さ
せ
る
作
業
が
必
要

に
な
る
。

「
永
遠
の
火
」
も
「
時
の
川
」
も
、
過
去
の
歴
史
的
事
実
と
自
己
を
見
つ
め
る
現
在
と
未
来
へ
の
不
確
か
な
希
望
と
い
う
時
間
の
流
れ
を

意
識
し
な
が
ら
描
か
れ
た
と
言
え
る
。
大
江
健
三
郎
や
井
伏
鱒
二
と
は
異
な
っ
た
立
脚
点
で
広
島
問
題
を
見
つ
め
、
原
水
爆
や
放
射
能
の
危

惧
す
べ
き
問
題
を
過
去
の
出
来
事
で
は
な
く
、
現
在
も
、
い
や
未
来
に
ま
で
ず
っ
と
継
続
し
て
記
憶
し
、
語
る
べ
き
事
だ
と
田
口
は
静
謐
に

受
け
と
め
て
い
る
。

企
業
買
収
な
ど
国
内
外
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
世
界
を
描
い
た
作
品
が
多
い
エ
ン
タ
ー
テ
ー
メ
ン
ト
小
説
家
、
真
山
仁
は
、「
マ
グ
マ
」（
平

一
八
・
一　

朝
日
新
聞
社
）
に
お
い
て
、
先
進
国
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
会
議
上
で
、〈
日
本
は
世
界
で
唯
一
原
爆
を
落
と
さ
れ
た
国
〉
だ
か
ら
、

日
本
の
原
発
の
閉
鎖
が
国
際
世
論
に
対
す
る
原
発
建
設
抑
止
に
繋
が
る
と
要
求
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
物
語
を
始
め
る
。
内
部
告
発
に
よ
っ
て
、

〈
東
都
電
力
〉
の
原
発
の
管
理
体
制
の
杜
撰
さ
が
公
に
な
り
、
世
論
の
原
発
バ
ッ
シ
ン
グ
が
続
い
て
い
た
最
中
の
こ
と
と
設
定
さ
れ
、
投
資

会
社
の
野
上
妙
子
が
主
人
公
と
な
り
、
原
発
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
九
州
に
あ
る
地
熱
発
電
の
再
建
を
図
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
で
真
山
は
、〈
日
本
に
お
け
る
原
子
力
発
電
推
進
は
、
利
権
構
造
と
権
力
構
造
が
生
ん
だ
悪
魔
の
選
択
〉
で
あ
り
、〈
日
本
が
核

を
有
す
る
こ
と
は
、
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
す
る
た
め
に
絶
対
条
件
だ
っ
た
〉
と
原
子
力
産
業
の
構
造
を
描
く
。
ま
た
、〈
経
済
的
精
神
的

文
化
的
余
裕
の
な
い
国
は
原
発
を
持
つ
べ
か
ら
ず
〉
で
、
成
長
著
し
い
ア
ジ
ア
諸
国
の
原
発
ラ
ッ
シ
ュ
を
警
告
す
る
。
ま
た
物
語
で
は
、
日

本
で
も
原
発
事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
隠
し
が
発
覚
し
て
も
〈
政
府
も
電
力
会
社
も
〉、〈
日
本
を
代
表
す
る
原
子
力
企
業
の
い
ず
れ
も
が
問
題
の
解

明
も
責
任
の
追
及
も
し
な
い
〉
無
責
任
な
さ
を
示
し
、
日
本
の
原
発
の
危
険
性
を
描
き
な
が
ら
、
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
、〈
電
力
界

の
負
け
犬
〉
と
揶
揄
さ
れ
る
今
に
も
破
綻
し
そ
う
な
地
熱
発
電
所
を
取
り
上
げ
、
そ
の
具
体
化
に
向
け
て
、
人
々
が
様
々
な
事
を
乗
り
越
え

て
い
く
姿
を
描
く
。

ま
た
、「
ベ
イ
ジ
ン　

上
・
下
」（
平
二
〇
・
七　

東
洋
経
済
新
報
社
）
で
も
真
山
は
、
中
国
北
京
で
開
催
さ
れ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
背
景

に
、
大
連
郊
外
に
建
設
す
る
世
界
最
大
の
〈
紅
陽
原
子
力
発
電
所
〉
建
設
を
中
心
に
物
語
を
始
め
る
。
そ
こ
に
は
日
本
の
原
子
力
発
電
開
発

日
本
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の
技
術
力
を
買
わ
れ
、
技
術
顧
問
と
し
て
工
事
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
着
任
し
た
田
嶋
伸
悟
の
苦
悶
と
苦
闘
が
描
か
れ
る
。

中
国
国
家
中
枢
の
共
産
党
政
治
勢
力
や
企
業
集
団
等
の
利
害
確
執
も
含
め
、
天
安
門
事
件
の
問
題
も
引
き
ず
り
な
が
ら
、
ま
た
、
工
事
に

関
わ
る
中
国
人
作
業
員
の
安
全
性
の
精
度
に
対
す
る
気
質
の
低
さ
も
加
え
て
、
不
安
要
素
を
抱
え
な
が
ら
工
事
が
進
捗
す
る
。〈
原
発
に
絶

対
は
な
い
〉、〈
あ
り
得
な
い
事
が
起
き
る
の
が
世
の
常
〉
で
あ
る
と
考
え
る
ゆ
え
に
、
工
事
の
進
捗
に
細
心
の
注
意
を
払
う
田
島
も
、
現
状

の
工
事
の
ま
ま
で
は
事
故
が
起
こ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
不
安
を
抱
え
た
ま
ま
、
原
子
力
発
電
所
の
運
転
開
始
に
漕
ぎ
つ
け
る
。
し
か

し
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
ア
ウ
ト
（
全
交
流
電
源
喪
失
）
が
生
じ
て
、
暴
走
す
る
核
燃
料
を
冷
却
で
き
な
い
状
況
に
な
り
、
福
島
第
一

原
発
同
様
の
事
故
が
起
こ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
二
作
品
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
起
こ
る
前
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
に
一
種
の
驚
き
を
感
じ
る
。
原
子
力
発
電
所
の

事
故
が
起
こ
り
え
る
原
因
は
、
自
然
災
害
だ
け
で
は
な
い
。
作
品
に
は
、
原
子
力
発
電
を
巡
る
様
々
な
産
業
の
社
会
構
図
や
そ
れ
に
関
わ
る

人
間
模
様
が
描
か
れ
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
と
い
っ
た
歪
み
を
指
摘
し
て
、
原
子
力
発
電
の
安
全
神
話
を
真
っ
向
か
ら

否
定
す
る
。
地
震
列
島
に
設
置
さ
れ
る
原
子
力
発
電
所
の
危
険
性
は
、
政
府
や
原
子
力
規
制
委
員
会
の
数
的
判
断
だ
け
で
は
拭
い
き
れ
な
い

問
題
が
山
積
み
さ
れ
て
い
る
。

昨
年
、
夏
に
鹿
児
島
県
の
三
反
園
訓
知
事
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
を
取
り
上
げ
て
、〈
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
災
害
か
ら

保
護
す
る
〉
必
要
上
、
施
設
設
備
等
の
再
検
証
及
び
事
故
が
起
き
た
場
合
の
住
民
の
避
難
計
画
の
実
効
性
も
含
め
、
安
全
性
を
確
認
す
る
よ

う
川
内
原
発
の
停
止
を
申
し
入
れ
た
。
原
発
事
故
が
生
じ
た
場
合
の
避
難
計
画
の
難
し
さ
は
、
若
杉
冽
の
「
東
京
ブ
ラ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
に
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
、
建
設
の
工
事
上
の
技
術
的
な
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
政
界
と
官
僚
レ
ベ
ル
の
私
的
欲

望
の
攻
防
や
そ
れ
ら
に
関
与
す
る
人
間
の
内
在
す
る
モ
ラ
ル
も
含
め
て
、
様
々
な
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
が
生
じ
る
リ
ス
ク
は
あ
る
わ
け
で
、

〈
原
発
に
絶
対
は
な
い
〉
と
真
山
は
断
言
し
、
事
故
の
起
こ
り
え
る
可
能
性
の
高
い
こ
と
や
危
険
性
を
既
に
指
摘
し
て
い
た
。

田
口
ラ
ン
デ
ィ
は
、
現
在
の
日
常
性
に
広
島
の
原
爆
に
関
す
る
問
題
を
取
り
い
れ
て
作
品
を
描
い
た
。
そ
こ
に
は
過
去
の
歴
史
上
の
出
来

事
が
、
現
在
に
お
い
て
も
様
々
な
問
題
事
項
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
お
り
、
作
品
背
景
に
〈
ノ
ー
モ
ア
ヒ
ロ
シ
マ
〉
が
あ
る
の
は
理
解
で

き
る
。
真
山
仁
や
先
の
若
杉
冽
は
、
原
子
力
発
電
の
事
故
発
生
率
の
可
能
性
と
危
惧
を
正
面
か
ら
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
技
術
的
な
こ
と
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ば
か
り
で
は
な
く
、
原
子
力
発
電
所
建
設
を
め
ぐ
る
様
々
な
国
家
戦
略
を
含
め
た
人
間
の
エ
ゴ
も
描
い
て
、
事
故
発
生
の
可
能
性
を
警
告
し
、

示
唆
す
る
。

し
か
し
、
田
口
や
真
山
、
若
杉
の
作
品
に
は
、
放
射
能
に
関
す
る
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
原
爆
文
学
と
い
っ
た
分
野

と
は
一
線
を
画
す
と
言
え
る
。
文
学
に
お
け
る
〈
ヒ
ロ
シ
マ
〉・〈
ナ
ガ
サ
キ
〉
と
い
う
言
葉
に
は
、
戦
争
と
は
言
え
、
原
爆
が
投
下
さ
れ
て

前
代
未
聞
の
歴
史
上
最
悪
の
大
量
殺
戮
が
行
わ
れ
、
放
射
能
に
よ
っ
て
原
爆
病
に
苦
し
む
人
々
を
陥
れ
た
特
定
の
エ
リ
ア
と
い
っ
た
意
味
が

含
め
ら
れ
て
お
り
、
当
然
、〈
ノ
ー
モ
ア
〉
と
い
っ
た
言
葉
が
付
随
す
る
。
つ
ま
り
、
戦
中
戦
後
を
生
き
抜
い
た
大
江
健
三
郎
や
井
伏
鱒
二

や
林
京
子
な
ど
の
よ
う
に
反
戦
・
反
核
・
原
水
禁
と
い
う
批
判
上
の
信
念
が
明
瞭
で
、
思
想
上
の
特
定
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
一
九
八
五
年
の
夏
の
『
解
釈
と
鑑
賞
』（
至
文
堂
）
で
、
中
野
孝
次
と
長
岡
弘
芳
が
原
爆
文
学
に
つ
い
て
対
談
し
て
い
た
内
容

と
関
係
す
る
。
中
野
は
、
原
爆
文
学
の
世
代
を
二
つ
に
分
け
て
、
既
に
成
人
に
い
た
っ
て
広
島
や
長
崎
の
原
子
爆
弾
を
体
験
し
た
世
代
と
、

幼
年
少
年
期
に
体
験
し
た
世
代
に
分
け
、
長
岡
は
そ
れ
に
〈
被
爆
体
験
を
何
等
か
の
形
で
も
つ
人
た
ち
と
、
被
爆
し
な
い
で
、
そ
の
問
題
性

ゆ
え
に
原
爆
と
か
か
わ
っ
た
人
た
ち
〉
を
追
加
し
て
、
互
い
に
原
爆
文
学
に
つ
い
て
対
談
を
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
、
新
た
に
、
田
口
ラ

ン
デ
ィ
や
真
山
仁
と
い
っ
た
戦
後
生
ま
れ
の
第
三
、
第
四
世
代
の
作
家
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
広
島
、
長
崎
の
原
爆
問
題
を
取
り
上
げ
、
ど

の
よ
う
に
語
る
の
か
が
加
わ
る
と
言
え
る
。

　
　
　
　

Ⅵ

次
に
、
東
日
本
大
震
災
・
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
爆
発
事
故
以
後
に
発
表
さ
れ
た
数
編
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
原
子
力
発
電
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
の
か
を
述
べ
る
。

は
じ
め
に
村
田
喜
代
子
の
「
光
線
」（
平
二
三
・
一
〇 

『
文
學
界
』　

単
行
本　

文
藝
春
秋
社　

平
二
四
・
七
）
に
つ
い
て
だ
が
、
作
者
は

文
春
文
庫
の
（
あ
と
が
き
）
で
、
東
日
本
大
震
災
の
一
月
前
に
子
宮
体
ガ
ン
に
か
か
り
、
福
島
第
一
原
発
事
故
の
最
中
、
四
月
末
か
ら
約

一
ヶ
月
ほ
ど
後
遺
症
の
憂
え
の
な
い
放
射
線
四
次
元
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
治
療
を
鹿
児
島
の
治
療
施
設
で
う
け
た
と
言
う
。
そ
の
後
、〈
ガ
ン
が

日
本
文
学
ノ
ー
ト　
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消
え
た
後
の
私
が
書
く
べ
き
も
の
は
、
原
発
と
放
射
線
治
療
と
い
う
奇
妙
な
取
り
合
わ
せ
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
鹿
児
島
の
桜
島
は
年

間
の
観
測
史
上
最
高
と
な
る
爆
発
回
数
を
記
録
し
、
私
が
滞
在
中
の
四
月
と
五
月
の
噴
火
は
百
六
十
八
回
を
数
え
た
。
市
内
に
は
黒
い
灰
が

臭
気
を
伴
っ
て
降
り
積
ん
で
い
た
。
地
球
の
深
部
は
放
射
性
元
素
の
崩
壊
が
行
わ
れ
て
い
る
。
核
分
裂
の
火
が
燃
え
て
い
る
の
だ
。
人
間
世

界
の
動
き
か
ら
眼
を
空
に
移
す
と
、
太
陽
は
核
融
合
す
る
巨
大
な
裸
の
原
子
炉
だ
。
そ
し
て
地
上
で
は
人
間
の
手
で
造
ら
れ
た
福
島
原
発
の

炉
に
一
大
事
が
起
こ
っ
て
い
る
。
私
が
鹿
児
島
の
火
山
灰
の
舞
う
町
で
日
々
め
ぐ
ら
せ
た
思
い
は
、
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
３
・
11
に
続
く
体

験
と
い
う
し
か
な
い
。
原
発
へ
の
恐
怖
と
、
放
射
線
治
療
の
恩
恵
と
、
太
陽
を
燃
や
し
地
球
を
鳴
動
さ
せ
る
巨
き
な
世
界
へ
の
驚
異
で
あ

る
〉
と
執
筆
の
意
図
を
書
き
と
め
て
い
る
。

作
品
は
、
悪
性
度
の
高
い
子
宮
体
ガ
ン
に
な
り
、
放
射
線
治
療
に
耐
え
る
妻
の
状
況
が
、
夫
、
秋
山
（
定
年
退
職
後
の
再
雇
用
会
社
員
）

の
視
点
で
描
か
れ
る
。
放
射
線
と
言
え
ば
、
広
島
、
長
崎
の
原
子
爆
弾
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
て
、
被
爆
と
い
う
恐
怖
や
不
安
と
い
っ
た
イ

メ
ー
ジ
が
起
こ
る
。
治
療
用
放
射
線
と
放
射
能
は
異
な
る
も
の
の
、
放
射
能
は
被
曝
す
れ
ば
、
生
命
の
危
険
性
が
一
生
付
き
ま
と
う
が
、
治

療
用
放
射
線
は
、
身
体
に
巣
食
う
ガ
ン
の
細
胞
を
死
滅
さ
せ
て
生
命
を
獲
得
す
る
手
段
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
放
射
線
治
療
に
成
功
し
た
作
者

に
と
っ
て
、
福
島
原
発
事
故
の
放
射
能
問
題
は
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
〈
奇
妙
な
取
り
合
わ
せ
〉
で
あ
り
、
因
縁
め
い
た
課
題
と
し
て
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

〈
核
融
合
す
る
巨
大
な
裸
の
原
子
炉
〉
で
あ
る
太
陽
の
下
で
、〈
地
球
の
深
部
は
放
射
性
元
素
の
崩
壊
が
行
わ
れ
〉、〈
核
分
裂
の
火
が
燃
え

て
〉
桜
島
が
噴
火
し
、
亜
硫
酸
ガ
ス
の
酸
性
に
似
た
異
臭
と
黒
い
灰
が
降
る
見
知
ら
ぬ
街
の
中
で
、
放
射
能
と
は
異
な
る
も
の
の
医
学
治
療

に
施
さ
れ
る
放
射
線
を
受
け
、
生
へ
の
期
待
と
放
射
線
治
療
の
後
遺
症
に
不
安
を
抱
え
る
妻
の
孤
独
感
を
静
か
に
見
守
る
夫
は
、
東
日
本
大

震
災
の
津
浪
の
被
害
状
況
や
〈
人
間
の
手
で
造
ら
れ
た
福
島
原
発
〉
事
故
の
テ
レ
ビ
映
像
を
重
ね
合
わ
せ
、〈
自
分
の
家
の
出
来
事
と
同
時

進
行
〉
で
〈
厄
災
〉
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
言
う
に
言
え
な
い
複
雑
な
心
境
に
陥
る
。

作
者
は
、
大
自
然
の
核
分
裂
現
象
は
、
地
球
に
お
い
て
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
工
的
に
造
ら
れ
た
原
子
爆
弾
や
原
子

力
発
電
事
故
は
、〈
厄
災
〉
を
生
む
も
の
で
あ
る
と
暗
示
す
る
。
ま
た
、
偶
然
ま
た
は
突
然
に
生
じ
た
個
人
の
〈
厄
災
〉
と
東
日
本
大
震
災

や
福
島
原
発
事
故
に
よ
っ
て
多
く
の
人
が
〈
厄
災
〉
を
受
け
た
こ
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
結
局
、〈
人
間
は
一
人
〉
と
し
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て
、〈
厄
災
〉
を
受
け
た
妻
、
本
人
（
一
人
称
）
の
寂
寥
と
孤
独
感
を
取
り
上
げ
、
夫
と
い
っ
た
二
人
称
以
上
の
他
者
に
は
、
分
か
ら
な
い

複
雑
で
繊
細
な
感
情
の
起
伏
を
、
作
品
の
上
で
示
し
て
い
る
。
確
か
に
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
被
災
地
の
状
況
が
様
々
な
方
法
で
報
道
さ
れ

て
い
る
が
、
結
局
、
被
災
者
以
外
の
他
者
が
表
面
的
な
こ
と
を
理
解
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
東
日
本
大
震
災
や
福
島
原
発
事
故
で
〈
厄
災
〉

を
受
け
た
人
々
の
本
当
の
苦
し
み
と
い
う
も
の
は
、
実
際
に
は
、
当
の
一
人
称
で
あ
る
本
人
し
か
分
か
ら
な
い
こ
と
な
の
だ
。

福
井
晴
敏
の
「
震
災
後
」（
平
二
三
・
一
一　

小
学
館　

初
出
『
週
刊
ポ
ス
ト
』　

平
二
三
・
六
・
一
三
～
一
一
・
一
一
）
は
、
震
災
後
の

初
秋
、
野
田
圭
介
の
息
子
、
弘
人
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
〈
フ
ク
シ
マ
ベ
イ
ビ
ー
〉
と
し
て
画
像
処
理
し
た
奇
形
児
の
写
真
を
公
開
し
た

仲
間
の
一
人
と
し
て
発
覚
し
、
在
籍
す
る
中
学
校
で
〈
震
災
以
来
、
大
人
社
会
に
不
審
を
抱
き
、
つ
い
に
は
こ
ん
な
事
件
を
起
こ
し
て
し

ま
っ
た
子
供
た
ち
に
、
地
域
の
大
人
た
ち
か
ら
希
望
を
与
え
る
言
葉
を
〉
と
い
う
趣
旨
で
Ｐ
Ｔ
Ａ
主
催
の
臨
時
集
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
状

況
か
ら
始
ま
り
、
そ
し
て
一
転
し
て
三
月
十
一
日
に
ス
ト
ー
リ
ー
は
戻
り
、
こ
の
集
会
に
至
る
ま
で
の
野
田
の
家
に
起
こ
っ
た
様
々
な
出
来

事
が
描
か
れ
る
。

福
島
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
っ
て
放
射
能
汚
染
の
様
々
な
情
報
が
流
れ
る
な
か
、
圭
介
は
〈
自
分
や
家
族
の
生
命
を
脅
か
す
も
の
〉

に
対
峙
し
、
対
応
に
葛
藤
す
る
な
か
で
、
弘
人
の
〈
フ
ク
シ
マ
ベ
イ
ビ
ー
〉
の
問
題
が
起
き
る
。
大
人
社
会
の
う
わ
べ
だ
け
の
、
そ
の
場
し

の
ぎ
の
や
り
方
に
対
し
て
〈
未
来
を
返
せ
〉
と
叫
ぶ
弘
人
に
返
す
言
葉
を
失
う
圭
介
は
、
同
居
す
る
元
防
衛
庁
の
幹
部
で
退
官
し
た
父
の

〈
脱
原
発
を
反
戦
と
同
じ
棚
に
置
い
て
は
い
か
ん
〉、〈
こ
の
地
震
大
国
で
、
原
発
を
運
用
す
る
の
は
リ
ス
ク
が
大
き
す
ぎ
る
。
今
回
の
震
災

で
得
た
、
そ
れ
が
最
大
の
教
訓
だ
と
わ
し
は
思
う
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
感
情
的
に
脱
原
発
を
唱
え
れ
ば
、
安
保
闘
争
の
二
の
舞
に
な

る
。
感
情
で
は
現
実
に
勝
て
ん
。
現
実
を
動
か
す
の
は
意
志
の
力
だ
。
強
い
意
志
こ
そ
未
来
を
引
き
寄
せ
、
こ
の
国
に
巣
く
っ
た
“
闇
”
を

払
う
〉、〈
犠
牲
か
ら
何
も
学
ば
な
か
っ
た
復
興
な
ど
無
意
味
だ
〉
と
い
っ
た
ア
ド
バ
イ
ス
に
触
発
さ
れ
、“
闇
”
と
言
う
不
確
か
な
社
会
で
、

き
っ
と
誰
か
が
し
て
く
れ
る
と
い
う
〈
無
辜
の
民
〉
で
は
い
け
な
い
と
感
じ
る
。

こ
の
〈
無
辜
の
民
〉
の
問
題
は
、
今
の
日
本
社
会
の
本
質
を
突
い
て
い
る
。
前
出
の
田
口
ラ
ン
デ
ィ
の
「
永
遠
の
火
」
の
主
人
公
、
山
本

佳
代
子
の
立
場
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
現
在
に
お
い
て
何
不
自
由
し
な
い
現
代
社
会
で
成
長
し
た
人
々
に
は
、
現
政
権
が
巻
き
起
こ
す

様
々
な
国
家
戦
略
上
の
危
惧
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
生
じ
て
も
、
対
岸
の
火
事
同
様
で
、
自
分
が
行
動
を
起
こ
さ
な
い
ま
で
も
、
誰
か
が
し
て

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
号
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く
れ
る
と
い
う
他
人
依
存
型
で
、
一
種
の
事
な
か
れ
主
義
の
自
分
本
位
と
い
っ
た
楽
観
傾
向
の
雰
囲
気
が
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
に
関
わ
る

様
々
な
怪
情
報
が
飛
び
交
っ
た
中
、
作
品
の
〈
フ
ク
シ
マ
ベ
イ
ビ
ー
〉
と
い
っ
た
誤
っ
た
情
報
も
混
在
し
、
多
様
化
す
る
情
報
化
社
会
で
こ

そ
、〈
意
志
の
力
〉、〈
強
い
意
志
〉
を
持
っ
て
、
各
自
が
現
実
を
し
っ
か
り
と
認
識
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
作
者
は
示
し
て
い
る
と
言

え
る
。
東
日
本
大
震
災
や
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
を
、“
闇
”
の
蔓
延
る
国
政
が
、
再
び
“
闇
”
に
葬
ら

せ
よ
う
と
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
国
民
た
る
一
人
一
人
が
〈
強
い
意
志
〉
を
持
っ
て
目
を
向
け
、
監
視
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、〈
地
震
国
で
、
原
発
を
運
用
す
る
の
は
リ
ス
ク
が
大
き
す
ぎ
る
〉
と
言
い
、
原
発
事
故
の
問
題
は
、
国
家
戦
略
の
犠
牲

者
と
も
言
え
る
被
災
し
た
当
事
者
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
国
民
一
人
一
人
が
未
来
に
向
け
て
各
自
が
真
摯
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と

い
う
警
鐘
を
示
し
て
い
る
。

「
贋
作
坊
ち
ゃ
ん
殺
人
事
件
」
や
「
は
じ
ま
り
の
島
」
と
い
っ
た
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
を
書
い
た
柳
広
司
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

事
故
を
題
材
に
「
黒
塚
」（
平
二
七
・
七　
『
オ
ー
ル
讀
物
』）
を
書
い
た
。

「
黒
塚
」
は
、
町
の
青
年
団
員
の
阿
佐
利
慶
祐
が
主
人
公
で
あ
る
。
慶
祐
は
、
東
日
本
大
震
災
の
津
波
被
害
に
遭
っ
た
町
民
の
避
難
活
動

に
追
わ
れ
て
い
た
翌
日
、
福
島
第
一
原
発
が
爆
発
し
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
避
難
勧
告
に
従
っ
て
、
そ
の
場
所
を
追
わ
れ
る
よ
う
に
逃
げ

出
す
し
か
な
か
っ
た
慶
祐
は
、
津
波
で
瓦
礫
の
な
か
に
生
存
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
、
見
捨
て
て
い
く
よ
う
に
そ
の
場
を

去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
不
快
な
倫
理
観
に
苛
ま
れ
つ
つ
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
憤
り
を
の
み
込
み
な
が
ら
安
全
圏
と
言
わ
れ
た
地

域
ま
で
避
難
を
す
る
。〈
原
発
は
絶
対
安
全
〉、〈
原
発
は
原
爆
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
何
が
あ
っ
て
も
爆
発
な
ん
か
し
ま
せ
ん
〉
と
い
う
安
全
神

話
が
完
全
に
崩
れ
、
放
射
能
と
い
う
見
え
な
い
怪
物
の
よ
う
な
物
質
に
不
安
と
恐
怖
を
感
じ
な
が
ら
慶
祐
は
、
東
京
の
大
学
で
物
理
学
を
専

攻
し
、
大
学
院
を
中
退
し
た
田
辺
陽
一
郎
と
一
緒
に
三
〇
キ
ロ
圏
外
ま
で
逃
れ
る
。
し
か
し
、
地
形
と
風
の
流
れ
が
影
響
し
、
陽
一
郎
が
持

参
し
て
き
た
線
量
計
は
強
い
放
射
線
量
を
示
す
。

こ
の
作
品
は
、
能
の
「
黒
塚
」
が
基
軸
と
し
て
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
能
の
「
黒
塚
」
は
、
紀
州
の
祐
慶
と
い
う
僧
が
旅
の
途
中
、
安

達
ヶ
原
で
老
婆
の
住
む
岩
屋
を
宿
と
し
て
求
め
る
。
老
婆
が
外
に
出
た
隙
に
、
見
て
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
部
屋
の
奥
に
白
骨
化
し
た
死

体
が
山
の
よ
う
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
、
人
を
殺
め
て
は
人
肉
を
貪
る
鬼
婆
伝
説
を
思
い
出
し
、
驚
愕
の
あ
ま
り
逃
げ
出
す
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が
、
鬼
女
が
ど
こ
ま
で
も
追
い
か
け
て
く
る
恐
怖
に
苛
ま
れ
な
が
ら
、
仏
法
に
よ
っ
て
そ
の
鬼
婆
を
退
治
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

主
人
公
の
阿
佐
利
慶
祐
の
名
は
、
鬼
婆
伝
説
の
僧
、
祐
慶
の
名
前
と
反
転
で
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
原
発
事
故
に
よ
っ
て
飛
散

し
た
恐
ろ
し
い
放
射
能
と
い
う
鬼
婆
同
等
の
怪
物
が
、
逃
げ
る
慶
祐
た
ち
を
ど
こ
ま
で
も
追
い
か
け
る
様
子
は
、
鬼
婆
か
ら
逃
げ
る
僧
、
祐

慶
と
相
似
す
る
。
人
を
襲
い
、
死
に
ま
で
陥
れ
る
放
射
能
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
恐
怖
は
、
救
済
を
求
め
よ
う
も
な
く
、
た
だ
〈
タ
ス
ケ
テ
〉

と
暗
闇
の
中
か
ら
救
助
を
求
め
な
が
ら
も
見
捨
て
ら
れ
た
女
の
声
と
重
層
化
し
た
か
た
ち
で
描
か
れ
る
。
ま
た
、
放
射
能
の
恐
怖
の
み
な
ら

ず
、
暗
闇
か
ら
聞
こ
え
る
〈
タ
ス
ケ
テ
〉
と
い
う
微
か
な
悲
痛
に
も
似
た
叫
び
は
、
原
発
事
故
に
よ
っ
て
日
常
生
活
の
場
や
故
郷
を
は
ぎ
取

ら
れ
、
非
難
せ
ざ
る
得
な
い
人
々
の
ど
こ
に
も
や
り
場
の
な
い
悲
痛
な
叫
び
に
も
聞
こ
え
る
。 

                 

　
　
　
　

Ⅶ

最
後
に
、「
中
陰
の
花
」
で
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
福
島
県
在
住
の
作
家
、
玄
侑
宗
久
の
「
光
の
山
」
と
「
桃
太
郎
の
ユ
ウ
ウ
ツ
」
及
び
、

同
じ
く
福
島
県
で
高
等
学
校
の
国
語
教
師
を
す
る
傍
ら
、
様
々
な
活
動
を
し
て
い
る
詩
人
、
和
合
亮
一
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
。

「
光
の
山
」（
平
二
四
・
三　
『
文
藝
春
秋
』）
は
、 
震
災
が
起
こ
り
原
発
事
故
も
あ
り
、
東
京
大
震
災
も
起
こ
り
、
富
士
山
も
爆
発
し
、
東

京
に
す
む
人
も
少
な
く
な
っ
た
〈
今
か
ら
三
十
年
ま
え
〉、
福
島
の
片
田
舎
で
生
活
し
て
い
た
父
親
の
不
可
思
議
な
行
為
と
放
射
能
汚
染
廃

棄
物
の
山
が
〈
光
の
山
〉
と
神
格
化
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
そ
の
息
子
が
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
ツ
ア
ー
〉
に
や
っ
て
き
た
人
た
ち
に
物
語
る
と

い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
。

原
発
事
故
後
の
放
射
能
飛
散
を
過
剰
に
恐
れ
て
人
口
流
出
が
起
こ
っ
た
こ
と
や
、〈
汚
染
〉
や
〈
除
染
〉
と
い
う
言
辞
の
内
に
孕
む
〈
被

曝
〉
と
い
う
問
題
に
も
触
れ
つ
つ
、
日
常
生
活
で
は
野
菜
等
の
放
射
線
除
菌
や
医
療
の
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
で
も
６
・
９
ｍ
Ｓ
ｖ
の
被
曝
を
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
も
〈
汚
染
〉
な
の
か
と
訝
り
な
が
ら
、
父
親
は
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
に
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
を
〈
大
丈
夫
、
大
丈
夫
〉

と
言
い
、
広
大
な
自
分
の
敷
地
内
に
運
び
入
れ
る
こ
と
を
許
し
た
と
い
う
。
そ
の
汚
染
物
で
積
み
上
げ
ら
れ
た
山
か
ら
、
三
年
間
で
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
が
起
こ
っ
た
ベ
ラ
ル
ー
シ
と
同
じ
毎
時
10
μ
Ｓ
ｖ
を
超
す
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
が
測
定
さ
れ
る
。
放
射
能
に
汚
染
さ
れ
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た
廃
棄
物
を
一
手
に
引
き
受
け
て
巨
大
な
山
に
な
っ
た
側
で
生
活
を
し
て
も
父
親
も
母
親
も
そ
の
後
、
ガ
ン
に
も
罹
る
こ
と
な
く
、
長
寿
を

全
う
し
て
死
ん
だ
。
父
の
死
後
、
山
で
荼
毘
に
付
し
た
後
、
山
が
燃
え
、
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え
な
い
美
し
さ
に
変
容
し
、
神
格
化
し
た

山
の
放
射
能
を
浴
び
る
た
め
に
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
と
い
う
奇
想
天
外
な
話
で
あ
る
。

臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
僧
侶
で
あ
る
作
者
が
、
宗
教
上
の
様
々
な
経
験
を
踏
ま
え
、
対
談
集
や
随
筆
に
も
見
ら
れ
る
禅
の
心
構
え
の
よ
う
な

こ
と
が
こ
の
作
品
の
表
裏
に
複
雑
に
織
り
込
ん
で
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
作
品
で
は
、
乱
暴
な
解
釈
に
な
る
が
、
放
射
能
を

〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
と
片
仮
名
で
表
記
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
は
、
太
平
洋
沿
岸
及
び
内
陸
部
に
ま
で
拡
散
し
、
多
く
の
人
が
避
難
し
た
。

被
曝
量
に
よ
っ
て
は
ガ
ン
に
か
か
る
可
能
性
の
高
い
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
は
、
特
に
小
さ
な
子
供
を
抱
え
た
家
族
に
と
っ
て
は
脅
威
で
あ
り
、

人
々
は
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
を
危
惧
し
て
、
生
活
の
地
を
捨
て
ざ
る
得
な
い
状
況
に
な
っ
た
。
ま
た
、〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
汚
染
廃
棄
物
処

理
と
い
っ
た
現
実
的
な
問
題
は
、
作
中
、〈「
な
ん
で
み
ん
な
の
た
め
に
考
え
ら
れ
ね
ぇ
ん
だ
」〉
と
嘆
い
て
も
、〈
太
平
洋
戦
争
の
後
の
こ
の

国
は
、「
人
権
」
の
国
に
な
っ
た
〉
こ
と
で
一
時
保
管
場
所
の
設
置
で
も
多
く
の
自
治
体
か
ら
拒
否
さ
れ
た
こ
と
を
書
き
記
す
。
こ
の
よ
う

に
誰
か
ら
も
忌
避
さ
れ
る
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
汚
染
廃
棄
物
を
一
手
に
自
分
の
地
所
に
集
め
た
父
親
は
、〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
の
お
陰
で
、
最

後
ま
で
生
き
が
い
を
持
っ
て
生
き
ら
れ
た
〉
と
母
の
火
葬
後
に
息
子
に
話
す
。

父
親
が
、
社
会
、
世
間
で
言
う
危
険
な
放
射
能
汚
染
の
廃
棄
物
を
〈
大
丈
夫
、
大
丈
夫
〉
と
言
っ
て
憚
ら
ず
に
自
分
の
地
所
に
引
き
受
け

た
こ
と
は
、
社
会
、
世
間
の
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
喧
噪
と
は
一
線
を
画
し
、
大
事
な
こ
と
は
、
忌
避
す
べ
き
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
で
は
あ
る

も
の
の
、
現
実
を
し
っ
か
り
と
受
け
入
れ
て
考
え
る
べ
き
問
題
だ
と
す
る
作
者
の
意
図
を
感
じ
る
。
つ
ま
り
、
作
中
に
は
、
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
の
事
故
が
も
た
ら
し
た
様
々
な
放
射
能
問
題
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
問
題
は
、
福
島
と
い
っ
た

ひ
と
つ
の
特
定
さ
れ
た
地
域
の
問
題
で
は
な
く
、
日
本
人
い
や
世
界
の
人
々
が
考
え
る
べ
き
問
題
だ
と
も
読
め
る
。
誰
か
ら
も
忌
避
さ
れ

た
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
汚
染
廃
棄
物
の
塊
の
山
は
、
父
親
の
荼
毘
の
後
、〈
光
の
山
〉
と
化
し
、〈
紫
の
オ
ー
ラ
〉
を
出
し
な
が
ら
〈
透
明
で
、

清
ら
か
で
、
気
高
く
て
、
し
か
も
毒
々
し
い
〉
極
楽
浄
土
に
導
か
れ
る
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
〈
放
射
能
〉
と
表
記
さ
れ
、〈
放
射
能
〉
を

浴
び
る
た
め
に
外
国
人
を
含
め
、
多
く
の
人
が
訪
れ
、
多
く
の
人
の
目
を
引
く
場
所
に
変
容
す
る
と
い
う
寓
話
性
の
中
に
、
単
に
危
険
き
わ
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ま
り
な
い
物
質
と
し
て
、〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
を
感
覚
的
に
忌
避
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
は
き
ち
ん
と
〈
放
射
能
〉
問
題
に
向

き
合
う
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
も
と
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
桃
太
郎
の
ユ
ウ
ウ
ツ
」（
平
二
八
・
四　
『
文
學
界
』）
は
、
主
人
公
が
佐
藤
桃
太
郎
で
あ
り
、
先
祖
は
、
明
治
の
中
期
に
巌
谷
小
波
が

「
日
本
昔
話
」
を
ま
と
め
た
こ
と
で
広
ま
っ
た
と
い
う
あ
の
桃
太
郎
伝
説
の
爺
さ
ん
婆
さ
ん
で
あ
る
と
い
う
。
昔
話
の
と
お
り
桃
か
ら
生
ま

れ
た
桃
太
郎
の
話
を
は
じ
め
、
様
々
な
桃
太
郎
伝
説
の
逸
話
を
挿
入
し
て
、
先
祖
代
々
の
桃
太
郎
の
生
い
立
ち
も
示
し
て
い
る
。
主
人
公
の

佐
藤
桃
太
郎
は
、
子
供
が
出
来
ず
に
悩
ん
で
い
た
佐
藤
清
成
と
民
江
が
、
那
須
の
雲
巌
寺
境
内
で
拾
っ
た
捨
て
子
と
設
定
さ
れ
る
、
こ
れ
も

寓
話
性
の
強
い
作
品
で
あ
る
。

震
災
が
起
こ
っ
て
除
染
作
業
の
班
長
と
し
て
毎
日
地
道
に
働
く
桃
太
郎
だ
が
、
桃
太
郎
を
管
理
す
る
得
体
の
知
ら
な
い
桃
太
郎
機
関
の
よ

う
な
と
こ
ろ
か
ら
届
く
第
二
の
指
令
を
気
に
し
な
が
ら
生
活
を
し
、
何
を
し
て
も
常
に
〈
ユ
ー
ウ
ツ
〉
で
〈
ウ
ッ
ト
ー
し
い
〉
気
分
に
陥
る
。

そ
の
指
令
は
〈
鬼
退
治
〉
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
つ
い
に
以
下
の
よ
う
な
指
令
が
届
く
。〈
佐
藤
桃
太
郎
殿　

二
月
十
日

午
後
二
時
半
、
い
わ
き
ア
リ
オ
ス
で
小
森
氏
を
道
連
れ
に
自
爆
テ
ロ
を
起
こ
さ
れ
た
し
〉
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
脱
原
発
を
唱
え
る
〈
小

森
〉
を
殺
す
と
い
う
設
定
か
ら
、
桃
太
郎
は
自
身
の
行
動
原
理
、
美
学
と
相
対
し
て
悩
む
。
し
か
し
、
桃
太
郎
は
、〈
自
爆
テ
ロ
と
い
う
過

激
な
手
段
〉
は
結
局
、
脱
原
発
の
勢
い
が
つ
く
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
大
義
を
見
い
だ
し
、
意
を
決
し
、
綿
密
な
計
画
を
練
り
、
実
行
に
移

す
。
こ
の
時
〈
本
当
の
鬼
は
こ
の
指
令
を
出
し
て
い
る
当
人
で
は
な
い
か
〉
と
思
い
当
り
、
腰
に
爆
弾
を
巻
い
た
ま
ま
の
〈
桃
太
郎
の
心
に

は
、
自
分
が
全
身
で
抱
き
し
め
て
い
る
小
森
氏
へ
の
一
方
的
な
好
意
が
澎
湃
と
し
て
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
〉
な
か
、
爆
発
ま
で
の
カ
ウ
ン
ト

ダ
ウ
ン
で
物
語
は
終
え
る
。

こ
の
作
品
の
脱
原
発
を
唱
え
る
〈
小
森
〉
と
は
、
小
泉
純
一
郎
元
首
相
で
あ
る
。
実
際
、
二
〇
一
六
年
二
月
一
〇
日
に
「
い
わ
き
九
条
の

会
」
が
、
小
泉
純
一
郎
元
首
相
を
招
き
、「
い
わ
き
ア
リ
オ
ス
」
で
脱
原
発
等
の
講
演
会
を
実
施
し
て
お
り
、
こ
の
会
の
発
起
人
の
一
人
と

し
て
作
者
、
玄
侑
宗
久
自
身
も
名
を
連
ね
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
作
品
に
挿
入
し
て
い
る
意
味
で
は
、
原
発
再
稼
働
に
積
極
的
な
現
政
権
に

対
し
、
脱
原
発
の
立
場
を
宣
言
し
た
作
品
と
も
言
え
る
。
勧
善
懲
悪
と
い
う
本
来
の
桃
太
郎
の
美
学
か
ら
考
え
れ
ば
、
本
当
に
退
治
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
世
の
中
の
悪
は
、
原
発
再
稼
働
を
推
進
し
、
経
済
向
上
を
促
そ
う
と
す
る
〈
得
体
の
知
れ
な
い
桃
太
郎
機
関
〉
を
抱
え
る
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政
府
機
関
が
〈
鬼
〉
で
あ
り
、
悪
の
根
源
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
和
合
亮
一
の
「
詩
の
礫
」（
平
二
三
・
六　

徳
間
書
店
）
を
見
て
み
る
。

こ
の
作
品
は
、
震
災
で
津
波
被
害
に
遭
い
、
福
島
第
一
原
発
爆
発
事
故
で
避
難
勧
告
が
出
た
地
域
に
居
住
し
続
け
て
い
た
作
者
が
、
メ
ー

ル
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
等
で
現
状
を
発
信
し
た
内
容
を
再
録
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。〈
礫
〉
に
は
、〈
詩
〉
を
編
み
出
す
憤
り
の
言
葉
そ
の
も
の

を
指
す
だ
け
で
は
な
く
、〈
闇
夜
の
礫
〉
の
意
味
も
あ
る
と
想
像
で
き
る
。
つ
ま
り
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
突
然
と
襲
っ
て
く
る
恐
怖
と
不

安
は
、〈
礫
〉・
地
震
・
放
射
能
そ
の
も
の
と
も
言
え
る
。

「
詩
の
礫
」
は
、
ま
だ
詩
に
も
な
ら
な
い
言
葉
〈
礫
〉
が
、
作
者
の
感
情
と
と
も
に
一
気
に
ほ
と
ば
し
る
。
発
信
す
る
時
間
帯
が
、
ほ
と

ん
ど
闇
夜
に
近
い
時
間
で
あ
り
、
こ
の
悲
惨
な
状
況
は
、
光
り
を
閉
ざ
さ
れ
た
闇
夜
と
同
様
と
想
定
し
、〈
明
け
な
い
夜
は
無
い
〉
と
信
じ

て
、
余
震
と
放
射
能
汚
染
と
い
う
現
実
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
、
そ
の
場
か
ら
〈
私
は
震
災
の
福
島
を
、
言
葉
で
埋
め
尽
く
し
て
や
る
。
コ

ン
ド
ハ
負
ケ
ネ
エ
ゾ
〉
と
発
信
続
け
た
約
一
ヶ
月
間
の
記
録
で
あ
る
。

〈「
フ
ク
シ
マ
」
は
一
晩
で
、
世
界
に
広
ま
っ
た
、
む
し
ろ
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
う
、
と
地
元
の
あ
る
番
組
で
言
っ
て
い
た
〉
こ
と
に
対
し
、

和
合
は
、
捨
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
〈
こ
こ
に
は
家
族
と
故
郷
が
あ
る
ん
だ
よ
〉
と
言
い
、
原
子
力
発
電
所
の
爆
発
事
故
で
放
射
能
が
飛
散

し
〈
世
界
に
広
ま
っ
た
〉
意
味
で
の
〈
フ
ク
シ
マ
〉
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
。〈
こ
こ
〉
は
〈
家
族
と
故
郷
〉
の
あ
る
福
島
で
あ
り
、〈
フ
ク

シ
マ
〉
で
は
な
い
と
言
う
。
こ
の
作
品
で
唯
一
、
福
島
が
〈
フ
ク
シ
マ
〉
と
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
と
同
じ
よ
う
に
放
射
能
汚
染
に
塗
れ
て
〈
世
界
に
広
ま
っ
た
〉
日
本
の
一
地
方
の
悲
惨
な
地
域
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意
味
で
の

〈
フ
ク
シ
マ
〉
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
こ
の
〈
フ
ク
シ
マ
〉
と
い
う
言
辞
に
は
、
何
か
特
別
な
属
性
と
し
て
、
他
と
差
別
し
た
意
味
も
込
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。〈
私
た
ち
は
こ
こ
に
生
ま
れ
た
。
福
島
を
私
た
ち
が
信
じ
な
け
れ
ば
、
誰
が
信
じ
る
〉
と
言
い
、〈
故
郷
を

捨
て
ち
ゃ
い
け
な
い
〉、〈
福
島
を
捨
て
る
な
〉
と
言
う
和
合
か
ら
は
、〈
福
島
〉
は
、
家
族
も
住
む
故
郷
で
あ
っ
て
、
人
も
住
め
な
い
と
い

う
放
射
能
汚
染
地
域
の
別
称
〈
フ
ク
シ
マ
〉
で
は
な
い
と
強
く
発
信
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

〈
フ
ク
シ
マ
〉
は
、
和
合
に
し
て
み
れ
ば
、
故
郷
福
島
と
は
結
び
付
か
な
い
異
質
の
馴
染
み
の
な
い
言
語
感
覚
で
あ
る
。
だ
か
ら
逆
に
、

放
射
能
汚
染
に
よ
っ
て
誰
も
住
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
異
空
間
の
〈
ふ
る
さ
と
〉
を
放
射
能
の
雨
が
降
る
〈
フ
ル
サ
ト
〉
と
怒
り
を
込
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め
て
表
象
す
る
。
放
射
能
は
、〈
幽
霊
〉
と
も
表
記
さ
れ
、
作
品
の
後
半
部
分
で
は
〈
原
子
力
が
私
の
家
の
扉
の
チ
ャ
イ
ム
を
押
し
た
。「
ど

な
た
で
す
か
」。
話
が
あ
り
ま
す
。「
私
に
は
あ
り
ま
せ
ん
」。
と
に
か
く
扉
を
開
け
て
下
さ
い
。「
開
け
る
も
ん
か
」。〉
と
原
子
力
に
対
す
る

憤
り
が
示
さ
れ
る
。
原
子
力
発
電
に
つ
い
て
の
絶
対
安
全
と
い
う
神
話
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
も
の
の
、
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
っ
て
全
て
を
失
っ
た
今
、〈
絶
対
〉
は
信
じ
な
い
が
〈
絶
対
に
生
き
る
〉
と
強
い
意
志
を
示
し
、
捨
て
ざ
る

得
な
い
〈
故
郷
〉
は
、〈
フ
ル
サ
ト
〉
と
い
う
表
現
に
異
化
さ
れ
る
。

ま
た
、
故
郷
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
び
と
へ
の
風
評
被
害
に
〈
私
た
ち
は
噂
話
の
中
を
、
追
わ
れ
て
い
る
、
息
を
殺
し
て

嵐
の
中
を
、
追
わ
れ
て
い
る
、
不
条
理
な
日
本
〉
と
憤
怒
を
込
め
て
発
信
し
た
記
録
で
も
あ
る
。

「
五
年
」
は
、
和
合
亮
一
が
平
成
二
十
八
年
四
月
に
『
文
學
界
』
に
発
表
し
た
も
の
で
、
十
数
編
の
詩
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
火
の
柱

よ
」
は
、〈
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
海
の
中
の
火
炎
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た　

あ
の
日
か
ら　

残
酷
な
静
け
さ
は
い
つ
も
未
明
の
沖
に
集
ま
る　

太
陽
は　

そ
こ
に
い
つ
も
〉
と
〈
夜
明
け
〉
を
待
つ
思
い
が
詠
わ
れ
る
。「
ザ
ッ
ツ
オ
ー
ル
」
は
〈
闇
の
中
〉
か
ら
人
恋
し
く
て
来
る
〈
誰

か
が
〉
い
て
、「
ど
こ
へ
」
は
、
津
波
に
よ
っ
て
多
く
の
〈
長
い
影
〉
が
〈
雲
の
間
〉
に
運
ば
れ
、「
空
き
部
屋
」
か
ら
は
、
無
人
の
静
け
さ

の
寂
寥
感
が
漂
う
。「
あ
る
日
」
や
「
圏
外
へ
」、「
十
二
本
」、「
二
時
間
」、「
夢
」、「
星
に
」
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
っ
て
誰
も
い

な
く
な
っ
た
故
郷
の
姿
を
静
か
に
憤
怒
を
言
葉
に
込
め
て
作
者
は
詠
う
。

「
詩
の
礫
」
か
ら
一
転
し
て
、
五
年
と
い
う
年
月
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
、
あ
の
激
し
い
日
常
的
な
憤
り
の
言
葉
か
ら
こ
の
作
品
に
は
静
謐

と
も
言
え
る
磨
か
れ
た
言
葉
に
転
化
し
、
和
合
亮
一
の
、
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
へ
の
鎮
魂
と
大
切
な
も
の
を
失
っ
た
人
々
の
心
の
清
閑
さ
と

故
郷
、
福
島
を
い
た
わ
る
よ
う
な
想
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
ふ
と
猫
の
目
の
光
に
振
り
返
り
」（
平
二
八
・
一
一　
『
文
藝
』）
は
、
福
島
で
「
未
来
の
祀
り
ふ
く
し
ま
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
重
ね
て

き
た
内
容
の
紹
介
を
兼
ね
た
和
合
亮
一
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
民
族
学
者
の
赤
坂
憲
雄
の
〈
震
災
以
来
、
私
た
ち

の
感
性
は
新
し
い
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
に
回
帰
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
〉
そ
れ
は
、〈
日
本
人
の
感
覚
の
故
郷
の

よ
う
な
も
の
〉
だ
と
い
う
こ
と
や
、
姜
尚
中
の
話
か
ら
は
熊
本
震
災
と
合
わ
せ
て
、〈
郷
土
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
と
四
季
へ
の
感
受
性
を

取
り
戻
す
こ
と
の
つ
な
が
り
〉
の
大
切
さ
を
感
じ
た
と
記
す
。
共
に
郷
土
、
故
郷
と
言
っ
た
観
点
で
話
し
合
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
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「
福
島
第
一
原
発
廃
炉
図
鑑
」
を
ま
と
め
た
開
沼
博
と
批
評
家
の
若
松
英
輔
の
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
か
ら
は
、〈
福
島
の
状
況
を
大
げ
さ
に
伝
え

よ
う
と
す
る
ほ
ど
、
例
え
ば
脱
原
発
や
放
射
線
被
ば
く
回
避
の
主
張
が
正
当
化
さ
れ
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
歪
ん
だ
論
理
や
差
別
が
生
ま
れ

る
〉
と
い
う
警
告
を
感
じ
て
い
る
。
福
島
に
住
む
作
家
、
玄
侑
宗
久
に
〈
故
郷
と
は
一
言
で
言
う
と
何
か
〉
と
尋
ね
た
際
、〈
そ
れ
は
何
か

に
夢
中
に
な
る
忘
我
の
感
覚
に
似
て
い
る
。
理
由
な
ど
抜
き
で
、
す
っ
か
り
我
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
〉
と
即
答
さ
れ
た
こ
と
に
、
和
合

は
、
一
瞬
に
し
て
あ
る
帰
着
点
を
感
じ
た
と
い
う
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
「
未
来
の
祀
り
ふ
く
し
ま
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
に
込
め
ら
れ
て
い
る
和
合
の
意
識
が
く
み
取
れ
る
。
失
っ
た
、
失
い

つ
つ
あ
る
〈
フ
ル
サ
ト
〉
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
取
り
戻
す
の
か
、
こ
れ
か
ら
あ
る
べ
き
〈
ふ
く
し
ま
〉
の
未
来
を
〈
祀
り
〉
と
い
う

概
念
、
観
点
か
ら
探
っ
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
で
あ
る
。〈
祀
り
〉
は
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
歴
史
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
〈
ふ
る
さ

と
〉
を
代
表
す
る
文
化
で
あ
る
。〈
故
郷
〉
の
象
徴
ま
た
は
表
象
が
〈
祀
り
〉
だ
と
す
る
と
、
被
災
や
放
射
能
汚
染
で
避
難
を
し
て
故
郷
を

離
れ
た
人
々
に
ど
の
よ
う
に
〈
祀
り
〉
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
か
を
模
索
す
る
和
合
の
真
摯
な
姿
勢
が
見
え
る
。

　
　
　
　

Ⅷ

木
村
朗
子
は
、「
五
年
後
の
震
災
後
文
学
論
」（
平
二
八
・
四　
『
新
潮
』）
で
、
数
多
く
の
参
考
例
を
示
し
な
が
ら
、
技
術
先
進
国
の
日
本

で
原
発
事
故
が
起
き
た
こ
と
は
、〈
以
後
、
原
発
事
故
と
い
う
の
は
、
い
つ
ど
こ
で
も
起
こ
り
得
る
事
故
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
〉
と
述

べ
、
今
後
、
文
学
は
、
ア
レ
ク
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
の
「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
祈
り
」
や
メ
ヒ
テ
ェ
ル
ト
・
ボ
ル
マ
ン
の
「
希
望
の
か
た
わ

れ
」
の
よ
う
に
〈
事
故
の
原
因
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
人
生
の
中
途
に
思
わ
ぬ
方
向
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
び
と
の
暮
ら
し
〉
の
方

向
に
な
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
広
島
や
長
崎
の
原
子
爆
弾
に
よ
る
原
爆
症
の
問
題
や
多
和
田
葉
子
、
林
京
子
や
井
伏
鱒
二
の
作
品
か
ら
〈
当

た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
生
の
危
う
さ
は
、
生
き
残
っ
た
者
に
こ
そ
問
わ
れ
る
も
の
と
な
る
。
被
曝
者
に
と
っ
て
、
生
き
残
る
と
は
、
他
者
の

死
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
、
死
の
恐
怖
に
お
び
え
な
が
ら
な
お
も
生
き
続
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
ヒ

ロ
シ
マ
、
ナ
ガ
サ
キ
は
、
フ
ク
シ
マ
に
接
続
す
る
も
の
と
な
る
〉
と
言
う
。
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東
日
本
大
震
災
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
か
ら
七
年
目
を
迎
え
る
現
在
に
お
い
て
、
文
学
の
方
向
は
、
木
村
朗
子
が
言
う
〈
人

生
の
中
途
に
思
わ
ぬ
方
向
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
び
と
の
暮
ら
し
〉
を
描
く
よ
う
に
な
る
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
他
に
、
吉
村
昭
の

「
三
陸
沿
岸
大
津
波
」、
大
江
健
三
郎
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ
ー
ト
」
の
よ
う
な
記
録
文
学
と
い
っ
た
作
品
や
、
記
録
に
徹
し
て
書
き
上
げ
ら
れ

た
井
伏
鱒
二
の
「
黒
い
雨
」
や
戦
後
に
生
ま
れ
、
広
島
取
材
を
し
て
書
き
上
げ
た
田
口
ラ
ン
デ
ィ
の
「
被
爆
の
マ
リ
ア
」
の
よ
う
な
作
品
も

一
つ
の
方
向
性
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
社
会
の
実
情
を
踏
ま
え
、
そ
の
後
を
見
通
し
た
真
山
仁
や
若
杉
冽
の
作
品
の
よ
う
に
〈
事
故
の
原

因
〉
の
可
能
性
を
探
り
、
警
鐘
を
鳴
ら
す
作
品
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
数
編
の
作
品
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
核
、
原
発
問
題

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
様
々
な
か
た
ち
で
表
出
さ
れ
て
き
た
。
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
津
波
被
災
者
の
問
題
や
福
島
第
一
原
子
力
発
電

所
の
爆
発
事
故
に
お
け
る
放
射
能
問
題
も
、
原
爆
文
学
の
世
代
間
に
お
け
る
作
家
の
取
り
い
れ
方
や
独
自
の
視
点
と
立
脚
点
の
相
違
が
あ
る

よ
う
に
、
時
代
と
と
も
に
変
容
す
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、〈
ヒ
ロ
シ
マ
、
ナ
ガ
サ
キ
か
ら
フ
ク
シ
マ
へ
〉
と
い
う
問
題
は
、
木
村
の
言
う
よ
う
に
一
概
に
同
列
と
は
言
い
難
い
。
文
学
の
可

能
性
に
つ
い
て
、
福
島
の
問
題
が
〈
人
生
の
中
途
に
思
わ
ぬ
方
向
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
び
と
の
暮
ら
し
〉
と
い
っ
た
方
向
に
行
く
こ

と
で
「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
祈
り
」
と
同
軸
に
置
く
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
被
曝
、
原
爆
症
と
い
っ
た
問
題
を
抱
え
た
〈
ヒ
ロ

シ
マ
、
ナ
ガ
サ
キ
〉
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
フ
ク
シ
マ
」
の
問
題
は
、
核
の
威
力
を
知
る
た
め
に
科
学
的
実
験
と
し
て
広
島
や
長
崎
に
投
下
さ
れ
た
原
子
爆
弾
の
惨
劇
と
は
異
な
る
。

広
島
、
長
崎
の
惨
劇
に
は
、
戦
争
と
い
う
背
景
が
あ
り
、
無
慈
悲
な
国
家
戦
略
が
あ
っ
た
。「
フ
ク
シ
マ
」
の
問
題
は
、
Ｊ
．
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ウ
ォ
ー
カ
ー
が
「
ス
リ
ー
マ
イ
ル
ア
イ
ラ
ン
ド
」（
訳:

西
堂
紀
一
郎　

Ｅ
Ｒ
Ｃ
出
版　

平
一
八
・
八
）
で
顕
し
た
よ
う
に
核
の
危
険
性
を

〈
平
和
的
福
祉
を
増
進
す
る
〉
と
い
っ
た
国
家
経
済
戦
力
に
す
り
替
え
て
、
原
子
力
の
開
発
を
推
進
し
た
結
果
、
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
や
チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
で
原
子
炉
か
ら
放
射
能
が
拡
散
す
る
と
い
う
思
い
も
寄
ら
な
い
事
故
が
起
こ
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
日
常
生
活
の
地
を
捨
て
、
住
み
慣
れ
た
故
郷
か
ら
離
れ
ざ
る
を
得
な
い
人
々
の
悲
痛
な
悲
し
み
と
憤
り
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

と
同
じ
で
あ
る
。
放
射
能
の
問
題
は
、
柳
広
司
が
「
黒
塚
」
に
描
い
た
〈
鬼
婆
〉
恐
怖
と
同
じ
で
あ
り
、
福
島
在
住
の
作
家
、
玄
侑
宗
久
も

〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
こ
そ
が
問
題
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
「
光
の
山
」
で
発
信
し
た
。
和
合
亮
一
は
、
故
郷
、
福
島
を
愛
す
る
詩
人
で
あ
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る
が
ゆ
え
に
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
に
よ
っ
て
穢
さ
れ
、
誰
も
い
な
く
な
っ
た
、
人
も
住
め
な
い
異
空
間
と
な
っ
た
故
郷
を
〈
フ
ル
サ
ト
〉
と

怒
り
を
込
め
て
表
象
し
た
。〈
フ
ク
シ
マ
〉
と
い
う
言
辞
は
、
何
か
特
別
な
属
性
と
し
て
社
会
か
ら
差
別
す
る
も
の
で
あ
り
、
玄
侑
宗
久
や

和
合
亮
一
や
福
島
で
生
活
を
し
て
い
る
人
々
や
福
島
を
故
郷
と
し
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
故
郷
、
福
島
・
ふ
く
し
ま
は
、〈
フ
ク
シ
マ
〉

で
は
な
い
。

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
、
核
爆
発
の
驚
異
的
な
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
、
地
球
環
境
の
保
守
や
経
済
の
活
性
化
を
狙
う
と

い
っ
た
未
来
へ
の
理
想
的
な
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
〈
平
和
的
福
祉
を
増
進
す
る
〉
利
用
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
生
じ
た
〈
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
〉

で
あ
る
。
敢
え
て
、
福
島
を
〈
フ
ク
シ
マ
〉
と
と
ら
え
る
な
ら
、
大
気
に
飛
散
し
た
〈
ホ
ー
シ
ャ
ノ
ー
〉
が
、
人
々
の
生
活
を
脅
か
し
、
未

来
へ
の
展
望
も
挫
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、〈
フ
ク
シ
マ
〉
は
、
核
や
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
未
来
に
向
け
た
科
学
の
あ
り
方
に
警
鐘
を
示

す
歴
史
的
な
地
で
あ
る
と
言
え
る
。

※
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
一
月
二
十
八
日
に
行
わ
れ
た
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
主
催
の
公
開
講
演
会
で
の
口
頭
発
表
の
一
部
に
加
筆
訂

正
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
代
表
者
で
あ
る
東
洋
大
学
の
山
崎
甲
一
氏
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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―「春待つ心」『新映画』1941年1月号
―「早春夜話（6）」『東京新聞』1959年2月27日付
山本薩夫『私の映画人生』新日本出版社、1984
四方田犬彦『日本の女優』岩波書店、2000
島津保次郎「私の映画」『映画の友』1941年3月号
―「新しき時代の女優」『新映画』1941年4月号
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てきたが、正確には「聖なるもの」というベクトルで表象されている。③四
方田が指摘したように、「西洋的なるもの」の表象が「洋行帰りの美少女」
に対する「観客の圧倒的な期待と願望」によったとしても、それは決して皆
の期待と願望を満足させるものではなかった。④その表象は、原節子の演じ
る役の欲望が去勢されることによって成り立つ。

また、1939年頃から原節子が「妹を持つ姉」役を担うようになると同時に、
その役に対する描写が否定的なものとしての「モダン的なるもの」と結託し
た形で、そして妹との対立にもとづいて行われたことも確認できた。これは

「原節子＝規範的日本人女性」としてきた「原節子神話」によって従来の論
議から排除されてきたものであり、その神話の反例にあたるものでもあった。

次いで、本稿においては戦争と原節子の女優表象との相関関係という視点
から、原節子の表象する「銃後の女性」について考察した。その結果、原節
子の演じる「銃後の女性」は「銃後の妻」と「銃後の姉」に分けて表象され
る傾向にあったことが明らかになった。とりわけ、原節子の「銃後の妻」と
いう表象は、国策との不一致とイデオロギー的亀裂を露呈したものであり、
それゆえ、「聖母」という表象を認める従来の研究には無理があったことが
確認できた。また、「銃後の姉」の場合、「銃後の妻」が積極的な行動力を持っ
ていたのに対し、「非情念性」を含意するという特質が見られた。

以上の検討から、原節子の女優表象がいわゆる「原節子神話」とは異なる、
時によっては、それを根本的に否定するような要素をまで含んでいたことが
明らかになったと思う。戦時下日本映画における原節子の女優表象は、国策
イデオロギーの矛盾と亀裂を明確に証している代表的な事例ともいえる。こ
こに、等閑視されてきた戦時下の原節子を射程に入れ、彼女の多様な表象と
その変化様相を考察してきた本研究の意義もあるだろう。

■付記　本研究はJSPS科研費17K13373の助成を受けたものです。

■参考文献
Ｑ「映画『指導物語』」『朝日新聞』1941年10月9日付
Ｑ「映画『熱風』」『朝日新聞』1943年10月16日付
吉村公三郎「島津保次郎監督素描」『映画芸術』1947年10月号
熊谷久虎「映画『指導物語』の製作にあたって」『映画の友』1941年6月号
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人間の「記憶」が形成されるシステムが、その記憶される対象のある部分
を意識的あるいは無意識的に「忘却」する過程を必然的に随伴するものであ
る以上、人間の記憶とその記憶の対象とはどこかですれちがわざるをえない。
しかも、ある対象に対する記憶が神話化されるまでに至っているのであれば、
それはその対象の何かを「排除」する作業が行われたことを意味し、それゆ
え、対象と対象の記憶との距離は一層遠くなるしかない。

本稿を含めた「原節子再論（１）～（３）」15では、戦時下における原節子
の女優表象を形成、屈折、戦争との相関関係の側面から検討し、「原節子神話」
が「原節子」の何を「排除」して成立したのかを探りつつ、原節子の女優表
象がどのような方式でつくり上げられたか、何によって屈折されたか、その
屈折の結果は何であったか、戦争時局下ではどのような特質を見せていたか
を明らかにしてきた。ここで、「原節子再論（１）」に述べた問題意識にそっ
て、改めてその内容を整理しておきたい。

まず、女優表象の形成と屈折について、『新しき土』（1937）以前と以後に
分けて論じた。
『新しき土』以前は、原節子の女優表象が形成される時期と見られる。現

存するフィルム（『魂を投げろ』『河内山宗春』など）を検討した結果、この
時期における原節子の女優表象は「妹的なるもの」であり、それは「庇護」
と「警戒」の二重の立場に立っていた。四方田犬彦がこの時期の原節子をド
イツ映画『制服の処女』と関連付けて説明したのは、ナチスドイツの監督の
つくった映画『新しき土』とそれに出演する以前の原節子を繋げようとした
結果に過ぎず、むしろ原節子のこの時期における女優表象と『新しき土』の
それとは共通する要素がなく、異例かつ例外的な関係にあることも明らかに
なった。
『新しき土』以後は、洋行帰りという原節子の話題に当て込んでの作品に

出演することによって、原節子の女優表象が屈折した時期と見られる。屈折
の結果、この時期における原節子の女優表象は「聖なる妹」となるが、それ
は次のような特質を持っていた。①映画『新しき土』以前の彼女の表象とあ
る部分で連続している。②既存の研究ではただ「西洋的なるもの」といわれ
15　「原節子再論（１）―神話の構築と解体」は、『日本文学ノート』第50号（宮城学院女

子大学日本文学会、2015年7月発行）に、「原節子再論（２）―表象の形成と屈折」は、『日
本文学ノート』第51号（宮城学院女子大学日本文学会、2016年7月発行）に各々掲載され
ている。本稿はこれらの論考の延長線上にあり、再論連載の最終論考である。
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である。この時期を原節子は次のように回顧する。「だんだん戦争が激しく
なるにつれて、映画もそういった色をおび、男ばかりの主演映画が多くなっ
て、自然私たちは映画に出る機会が少なくなって参りました」13「大東亜戦
争がはじまると『ハワイ・マレー沖海戦』とか『望楼の決死隊』とか『決戦
の大空へ』とかいったいわゆる国策ものが多くなり、また空襲がはげしくな
ると同時にだれもかれもいきることに精一杯で映画どころではない時代にな
りました。」14

原節子が回顧したとおりに「男ばかりの主演映画が多く」「映画どころで
はない時代」につくられた映画であるからか、戦艦の父と呼ばれる平賀博士
の伝記を映画化した『怒りの海』は、平面的な人物描写に終始していて、そ
こには解釈の余地がほとんどない。原節子は平賀博士の娘に扮し、彼の戦艦
開発のための奮闘を励ます家族の一人を演じているのだが、記憶に残る印象
的な姿を見せていない。上で検討してきた『指導物語』『ハワイ・マレー沖
海戦』『決戦の大空へ』と関連付けて考えると、役柄が戦争の勝利のために
奮闘する男性を支える銃後の娘・姉として設定されている点では同様である
が、その表現の幅は極めて狭い。そういう意味で、『怒りの海』は国策色の
濃い映画が辿り着いた失敗の断面をみせる作品ともいえる。

以上で検討した通り、「銃後の娘」「銃後の姉」としての原節子の女優表象
と特質は、「非情念性」にある。「情念」が「激化された感情がせき止められ
苦悩にさらされる状態」を意味するとすれば、上で検討してきた原節子の表
象は、感情が決して情念化されない状態でつくり上げられるのである。それ
は、第三節で考察した「銃後の女」「銃後の妻」という表象に内在する積極
的な行動性とは異なるものであり、矛盾と亀裂を包含した「銃後の女」「銃
後の妻」という表象とは対照的に、一抹の揺れやズレもないものである。「銃
後の娘」「銃後の姉」という原節子の女優表象は、時局の激しい変化にも振
れない価値の付与されたものであった。こうした非情念性の力は、日本帝国
の男性と少年たちを生命を捧げて聖戦に臨ませる原動力となっている。それ
がこの時期の戦時下日本映画における原節子の女優表象が持つ意味でもある。

５．おわりに
13　原節子「私の歴史(4)」前掲書
14　原節子「早春夜話(6)」『東京新聞』1959年2月27日付

（103）
－59－

原
節
子
再
論（
３
）　

─
戦
争
と
表
象

─



三番目のシーンでは、実際に少年が故郷に戻っている。彼は原節子の扮し
た長姉に母の様子を訊く。姉は最近母の様子が変わってきたと屈託なく話す。

「どうせあの子（少年）はもううちの子じゃないんだもん」と言いつつも、帰っ
てきた少年の顔を泣きそうな表情でずっと見つめている母親の複雑な心境が、
原節子の姉には理解できていないのである。

四番目は、弟の手紙を長女が母と妹に読み聞かせているさなかに休暇を得
た少年が帰ってくるところで、彼を原節子は清々しい笑顔で迎える。

最後の五つ目のシーンは、弟が参加した真珠湾攻撃のニュースを一族の女
たちがラジオで聞いているラストシーンである。

この映画において、原節子の扮する銃後の姉が戦争そのものへの疑念を
持っていると感じさせる手がかりは何もない。彼女にはそれが生ずる隙間す
ら見当たらない。そしてこの姉には母親の心境が分からず、弟を心配する気
配もない。彼女はこの映画で、永遠に続くような素敵な笑顔を弟に送りなが
ら存在するだけである。それによって少年は力を得て聖戦に命を捧げる覚悟
ができるのである。それは、母親が隠そうとする胸の千切れそうな情念より、
そして国の言う聖戦へのイデオロギー的情念より、覚悟を決めるにあたって
効果的である。『ハワイ・マレー沖海戦』において原節子が「刺身のツマ」
のような、登場回数の少ない役を担っていても、その役の意味するものが「刺
身のツマ」のような無意味なものではない理由がここにある。

映画『決戦の大空へ』（1943）には、『ハワイ・マレー沖海戦』より一層
「銃後の姉」の持つ力が拡大されている。『ハワイ・マレー沖海戦』の原節子
が少年一人の姉であったのに対し、『決戦の大空へ』の彼女は軟弱な弟の姉
であると同時に、休暇のたびに彼女の家を訪れる少年兵たち皆の姉のような
存在だからである。ある少年兵が原節子の扮する姉に服のボタンを付けても
らったことを話しながら、「実の家族のように扱ってもらえた」「そう思うと、
自分が生命を捨てて守る日本が、いっそうありがたいものに思えてくるので
あります」と語ることからも、彼女が戦争に出る少年兵達の心に「銃後の姉」
として存在していたことが分かる。そしてその「銃後の姉」の持つ力は、「自
分が生命を捨てて守る日本」というある少年兵のセリフからも見て取れるよ
うに、個人的なレベルを超え、大日本帝国全体を包み込む規模にまで拡大さ
れているのである。
『怒りの海』は、1944年の作品で、この年に原節子が出演した唯一の映画
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息子を乗せた列車を追っていくが、フォームの先端に至るともう追うことは
出来ず、立ち止まるしかない。倒れそうな老母を支えるため、その後ろに邦
子がやってくる（【図5】の右側を参照）。原節子の扮した邦子は、最後まで
情念の削除されたタッチで描写されているのである。

映画『指導物語』の封切られた2 ヶ月後、太平洋戦争が勃発する。1941年
12月1日、御前会議でアメリカ・イギリスとの開戦を決意した日本帝国は、8日、
マレー半島に上陸、ハワイの真珠湾にあるアメリカ艦船を空襲した。原節子
は、開戦のニュースをラジオで聞くシーンを『ハワイ・マレー沖海戦』（1942）
で一年後に演じる。そこには『指導物語』における原節子の表象の持つ非情
念性が、崇高な戦争へ弟を向かわせる力を持つも
のとなってあらわれている。論を『ハワイ・マレー
沖海戦』に移そう。
『ハワイ・マレー沖海戦』は、父なき家の少年

が少年兵に志願し、真珠湾攻撃に参加するまでを
描いた作品である。原節子はこの一家の長女に扮
したが、出演シーンは「刺身のツマ」であるかの
ように、次の五つのみである。

一番目は末っ子の少年が母親に少年兵志願を認
めてもらうシークエンスで、喜ぶ弟に長姉の原節
子は「よかった」という。

二番目は、訓練に疲れた少年が宿舎で夢をみる
シークエンスである。その夢の舞台は少年の懐か
しい故郷の家である。そこには母親と二人の姉が
いるが、少年の存在は彼女らに気付かれず、懸命
に話しかける少年の声も不思議に届かない。なぜ
か姉たちは大きなリボンをしていて、彼女達のあ
どけない微笑みの表情が映し出されている（【図
6】参照）。この文字通りに夢幻的な夢は、聖戦に
おもむく少年と銃後の女たちの間の距離を象徴す
ると同時に、故郷にいる姉たちの懐かしいあどけ
なさは、少年が聖戦を通して守るべきものである
ことを意味するように思われる。

（105）
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しばしば彼を家に連れてくることもあって、邦子と佐川とが接する機会は少
なくない。佐川と邦子の間には微かな好意らしきものがあり、「（お姉さんが）
佐川さんのことばっかり言ってたよ」という妹のさり気ない言葉は、それを
窺わせる。だが、その直接的な描写はつとめて画面から排除されている。邦
子と佐川の「情念（pathos）」12的な交流は意図的にと言えるほど、厳しく除
外されているのである。その情念の排除は、出征の前夜の描写にもあらわれ
ている。邦子の父と佐川は、寝床に入っても話をしている。邦子は隣の部屋
で、その話を聞きながら、じっと無言でいる。深いもの思いに沈んでいる彼
女の表情を、カメラは正面から捉えようとせず、後ろ横から映すにすぎない

（【図4】の左側を参照）。外には激しい雨が降っている。そこへびしょ濡れに
なった女性が訪れる。佐川の老母が訪ねてきたのである。息子に最後に会っ
ておきたい、その抑え切れない気持ちを田舎臭い表情（【図4】の右側を参照）
で表現している母親の情念は、邦子の非情念性とコントラストされる。

いよいよ出征の日、佐川は
列車の中に、邦子と佐川の母
親はプラットフォームに立っ
ている（【図5】の左側を参照）。
列車の中の佐川の顔とプラッ
トフォームに立つ原節子の顔
はカットバックで交差される
が、両方ともに冷静な表情で
ある。母親は前に出ずに誰か
の背中に隠れているように見
える。彼女は息子の顔から目
を離さない。

突然、列車が動き出す。佐
川の母親はフォームを走って 【図5】映画『指導物語』の出征場面

12　『世界大百科事典』によると、情念(pathos)は「『激情』を意味する。つまり『感情』が
強まりそれがはっきり身体に現れるほどになったとき『情動』と呼ばれ、またさらにいっ
そう激化して感情の自然の流れがせき止められ苦悩にさらされるようになるとき『情念』
と呼ばれる」と解説されている。また、『大辞林』によると、情念は「深く心に刻みこまれ、
理性では抑えることのできない悲・喜・愛・憎・欲などの強い感情」と定義されている。
本稿でいう情念の概念は、これらの解釈に基づいている。
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とは、国家に必要な、指導する者とされる者の協調を表現することになるの
で、或る意味では国策に協力する。政治の要求していることを援助するこ
とになると感じている」11と述べ、この映画と国策との関連性を明確にした。
それゆえに、この映画は、国民総動員体制下における技術者の養成や戦場で
軍用列車を運転する機関員得業の兵士の育成など、国策に徹底的にもとづい
ており、原節子の扮した老機関士の長女役も国策の理想視する国防婦人と設
定されている。

この映画は、「大日本国防婦人会」の白襷を和服姿にかけた邦子（原節子）
がうれし気に微笑みながらカメラに向かってくるシーンで始まり、彼女が出
征兵士を満載した特別列車を
見送るシーンで終わる。その
特別列車には彼女の父が三ヶ
月間厳しく訓練させた佐川と
いう青年が乗っていて、物語
はその佐川と彼女の父の訓練
過程を描くことに大半を費や
している。原節子はファスト
シーンとラストシーンを除き、
6回にわたって登場し、千人
針を集めたり、出征式の手伝
いをしたりして父と佐川を陰
ながら支える。もちろん「お
父さんがこの苦しい中から学
校にやりたい気持はよく分か
りますが、こんな時には何か
お国のために直接役に立つよ
うな仕事を見つけて働いたほ
うがいいと思います」と、妹の進路をめぐって父を説得するなど、彼女は母
親代わりの役も果たしている。

故郷に老母を一人残して来た農村青年である佐川を息子のように思う父が

11　熊谷久虎「映画『指導物語』の製作にあたって」『映画の友』1941年6月号
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定」が「当時の国策に沿ったものであった」と述べたが、その「設定」が常
に「当時の国策」に合致したわけではない。それゆえ、国策との不一致とイ
デオロギー的亀裂を露呈している原節子の女優表象を「聖母」という理想化
されたものに一括することには無理が伴われる。先に取り上げた四つの作品
の中、原節子が戦争イデオロギーからみて最も完璧に近い銃後の妻を演じた

『望楼の決死隊』ですらそうである。原節子が朝鮮に住む理想的な植民者の
妻を演じていても、夫から自決用の銃を渡された瞬間に映しだされた妻（原
節子）の揺れる瞳は、その悲壮美だけに、戦争の矛盾と恐怖を克明にあらわ
しているからである（【図3】参照）。

したがって、この時期における原節子の「銃
後の女」としての表象は、「聖母」などと一括
できる性質のものではなく、戦争イデオロギー
の矛盾と亀裂を包含した、あるいはそれを間接
的に裏切る非均質的なものとして再解釈されな
ければならない。但し、原節子の「銃後の女」
の表象には、「行動力」という特徴が含まれて
いることをここに明記しておきたい。出征した
夫をただ待つのではなく、自分にできることを
積極的に探したり（『女の街』）、銃後の内地に
とどまらず、外地や戦地に積極的に向かって
いったり（『緑の大地』『望楼の決死隊』）する行動力は、他の女優の演じる
銃後婦人の表象にはあらわれていないからである。

４．「銃後の娘」「銃後の姉」と非情念性
第三節では、戦争と原節子の女優表象の相関関係に関する考察の一環とし

て、「銃後の女」「銃後の妻」に変わりゆく原節子の表象について検討したが、
ここでは戦争時局下に置かれている帝国の男性の「姉」あるいは「娘」とし
ての原節子の女優表象について分析する。そのため、『指導物語』（1941）『ハ
ワイ・マレー沖海戦』（1942）『決戦の大空へ』（1943）『怒りの海』（1944）
を取り上げることにしたい。

映画『指導物語』（1941）は、第二節で述べたように、熊谷久虎監督の作
品である。熊谷はこの作品の製作にあたって、「『指導物語』を映画化するこ

【図3】望楼の決死隊
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久美子　どんな気持ちなのかしら、あの人達。
柴田　　お可哀想にですか。
久美子　よしてちょうだい。お可哀想なのはあなただよ。できないことっ

てないでしょ。できない人間がいるだけなんでしょ。（中略）
偉そうなことばかり言わないで。

上の引用シーンで柴田と久美子は、夜中の帰りにすれ違った捕虜たちにつ
いて話す。そして久美子は、映画のなかで禁欲的な求道者かつ生産戦の戦士
としてみんなに尊敬される柴田を「偉そうなことばかり」言う人だという。
彼女は日本帝国の捕虜たちが「どんな気持ちなのか」を考えたりもする。で
きないことなんかないという柴田の考え方についても彼女は賛同できない。
作品の後半部、死を覚悟したうえで、ダイナマイトを投げて溶鉱炉を直そう
とする柴田に、「待って！　ダイナマイトなんて、もっともっとよく考えてよ。
死んだらどうするのよ」といい、個人の命を犠牲にしてまで溶鉱炉を復活さ
せようとする彼を必死に引き止めようとするのも、「できないことなんかな
い」という彼の考え方に共感できないからである。これは、戦争のためなら
個人の命が犠牲になってもいいというこの映画における戦争イデオロギーに
反する姿勢でもある。

したがって、黙々と柴田を見守り、彼の奮闘を応援する康子は、国策が求
める銃後の女に準ずる人物といえるとしても、彼の考え方を疑問視する久美
子は、むしろ生産戦を阻害する銃後の女とまで解釈できるのである。このよ
うに、生産増強映画としてこの作品に求められた国策性と、原節子の演じる
銃後の女との間のズレがあったからか、久美子役に対する当時の評価は、「主
要各人物の倫理意識は何とぶざまなものであるか。（中略）アメリカ映画か
ら抜けだしてきたような女事務員（原節子）は工場内を無やみと彷徨し、勇
敢な工員柴田へ口論を吹掛けたり、鼻持ちならない」10などと、手厳しいも
のであった。

以上の分析を踏まえて、先に引用した四方田犬彦の主張に戻ると、原節子
がこの時期の日本映画において「典型的『聖母』」として存在していたとい
う彼の意見は、適切ではないことが分かる。四方田は、原節子の「役柄の設

10　Ｑ「映画『熱風』」『朝日新聞』1943年10月16日付
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島津さんの『緑の大地』では、嫉妬する奥さん役をやりました。その
中で私が嫉妬をむけている相手（入江たか子）に、嫉妬をふくみながら
トゲのある言葉をチラッというワン・カット。私はそういう役をやりた
くて仕方がなかったし、自分ではそのワン・カットだけはうまくやれた
んではないかと、妙に記憶に残っているワン・カットです。9

　
上の引用文で原節子は『緑の大地』における自分の役を「嫉妬する奥さん

役」と説明している。確かに、この映画で彼女は入江たか子の扮した園子へ
の嫉妬心を終始表現する。嫉妬の発端は、園子が夫の初恋の相手だったこと
であったが、その嫉妬心を深めるようになるのは、園子が教師として外地の
教育事業に貢献し尊敬される姿を目撃したことによる。つまり、国策的観点
から考えると、園子という女性は外地人を教育する模範的かつ理想的女性で
あり、初枝は帝国の女性でありながらも国策に直結する行動を取っていない
女性である。そしてこの映画には、前者に後者が劣等感を感じる場面が何回
も映し出されている。映画は国策イデオロギーに沿っていても、原節子の演
じる女性はそれが理想的とするものではないのである。

ここで「国策に沿った映画」のなかの原節子の役柄が「国策そのものから
ずれている」事例として、もう一つの作品を取り上げたい。映画『熱風』（1943）
におけるズレは、上で取り上げた二つの作品よりも明確である。この映画に
は若い溶鉱炉技術者である男性主人公・柴田を間にして二人の女性が登場す
る。康子と久美子（原節子）である。康子は溶鉱炉事故で父を亡くした娘で、「父
親を殺した溶鉱炉が憎くて憎くて…」と言いながらも、その溶鉱炉を復活さ
せようとする柴田を愛している。いっぽう、久美子は、「できない仕事はない。
できない人間がいるだけだ。お国のためにならないと駄目だ」という柴田に、

「職場の犠牲者の問題を気合の問題にして解決つくもんですか」と言い返す
女性である。柴田と久美子の意見対立は、次のようなシーンにもあらわれて
いる。

柴田　　驚いたんですか。捕虜ですよ。

9　原節子「私の歴史(4)」『映画ファン』1953年2月号
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検討してみると、その「国策に沿ったもの」として
設定された役柄が「国策そのものからずれているこ
と」が明らかになるからである。

たとえば、『女の街』を再び見てみよう。この映
画の中心は、出征した夫ではなく、銃後に残された
妻（原節子）に置かれている。彼女は夫の出征によっ
て平穏な日常から離れる。寝不足の状態で朝市に出
なければならず、その帰りはトラックの荷台に身を
乗せるのである。そして、人妻が水商売をするとい
うことで義姉には猛烈に非難され、他の店の女店主
には嫉妬され、町の人達にお客である青年とあらぬ
噂を囁かされる。しかも、出征した夫に対する心配
に起因する悪夢は毎晩のように不安な彼女を苦しめ

（【図2】参照）、帰ってきた夫まで彼女が不貞をはた
らいたのではないかと疑う。

もちろん、映画は噂された青年が婚約者を伴って
登場することによって夫の疑いが晴れるという形で、
すなわち国策の枠からはみ出ない範囲内で安全に終
わる。だが、映画の大半は、戦争というものが主人
待ちの女にとっていかに辛くて恐ろしいものかを描いている。そういう点に
限って言えば、この映画は女性の立場に立った、反戦的なメッセージの含意
された作品にすら見える。つまり、出征兵士の家族の「問題」がこの映画の
中心になっており、この作品が出征を肯定しているとは読み取れないのであ
る。それは、映画と国策の間の関係設定が不明確であることを意味する。

映画『緑の大地』についても原節子の女優表象と戦争との相関関係という
観点からもう一度考察してみよう。この映画が占領地での運河建設を素材に、
日本帝国が外地の開発事業を主導することの正当さや重大さなどを強調する
ために製作されたことは、粗筋から推測できるが、原節子の役柄がその国策
的事業と関連しているようには見えない。彼女以外の人物たち、すなわち夫
や園子、そして他の日本人たちは青島の発展のためという名目で外地開発に
励むが、原節子の扮した初枝は、園子に嫉妬するばかりである。これについ
て原節子は次のように回顧している。

【図2】映画『女の街』
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いうものである」6と説明した通りである。彼は映画の概要を説明したうえで
「1942年から43年にかけて、東宝は鉄、松竹は造船、大映は飛行機というふ
うに割り当てられ、それぞれをテーマとした映画を各撮影所でつくれという
命令が軍から出されてきた」7と証言しているため、この映画が国策に沿った
企画の産物なのは確かであろう。原節子は「しっかりしたお嬢さんで、結婚
前に鉄のように鍛えたいという希望で来た」というセリフで紹介される、新
入社の女事務員・くみ子に扮し、鉄の増産に励む男子主人公に関わる。

以上で検討した作品それぞれの粗筋からみると、この時期において原節子
の役が、植民地や戦地に向かった婚約者や夫を待ちわびる若い女性か、でな
ければ決意して彼らのもとへ向かう女性という役に急速に転換されたことが
分かる。『女の街』が前者の一例で、後者にあたるものが『緑の大地』と『望
楼の決死隊』である。『熱風』の場合は、死を覚悟して溶鉱炉の危険な修理
に挑む男たちの生産戦が描かれているという点で、原節子の役もその銃後の
戦争に関わっているといえる。

原節子のこうした役柄について四方田犬彦は次のように述べている。「こ
うした役柄の設定は、当時の国策に沿ったものであった。太平洋戦争に突入
する日本の軍国主義が、直接に戦地で戦闘行為に就くことのできない日本人
女性に要求したものは、銃後の守りを確かにすることであり、『聖戦』の遂
行のために家庭を貞淑に守りつつ、健康な男子を育てることであった。（中
略）原節子が戦争中にさしかかっていた二一歳から二五歳という年齢と、そ
の堂々とした美貌、アルカイックだと称えられた微笑が、彼女をして典型的
な『聖母』たらしめた。いうまでもないが、あらゆる女優が聖母となりえた
わけではない。」8

四方田犬彦のこのような主張は、一見正しい意見に見える。この時期にお
ける原節子の役柄は「国策に沿ったもの」として設定され、その国策という
ものが「直接に戦地で戦闘行為に就くことのできない日本人女性に要求した
もの」、すなわち「銃後の守りを確かにすること」であった。だが、四方田
の主張は間違ってはいないかもしれないが、正確かつ適切なものでもない。
原節子の女優表象と戦争との相関関係という観点から映画フィルムを丹念に

6　山本薩夫『私の映画人生』新日本出版社、1984、73頁
7　同上
8　四方田犬彦『日本の女優』岩波書店、2000、73 ～ 74頁
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３．行動する「帝国の女性」―銃後婦人のあり方
『女の街』（1940）『緑の大地』（1942）『望楼の決死隊』（1943）『熱風』（1943）

の粗筋を原節子の役柄を中心に纏めると各々次のようである。
『女の街』（1940）において原節子は銃後の健気な新妻がおでん屋を開いて

奮闘する姿を演じる。本郷通りに洋服店を構える夫と新妻・いね子（原節子）
は、夫の出征することによって離れ離れになる。一人でも頑張ろうとするい
ね子だが、肝心の店主が留守では商売はできず、時節柄洋服屋は成り立たな
いと思い、何か自分にできることをと、義姉の反対を押し切っておでん屋を
はじめる。水商売のため周囲のちょっかいもあるが、それにもめげず、健気
に働き続ける。夫が無事に帰ってきて、映画は終わる。
『緑の大地』（1942）は、日本で初産をすませ、中国大陸青島で運河建設を

進める夫のもとに帰る初枝（原節子）と、青島の女学校に教師として赴任す
る園子（入江たか子）とが、青島に向かう豪華船の船内で同室するところか
ら始まる。園子は、初枝の夫が高校生だった頃付き合っていた初恋の相手で、
それを知った初枝は胸が騒いだ。青島開発に励む有力な日本人一家と教師の
園子、そして若い技術者である初枝の夫とが、中国側を説得し協力して運河
敷設を完成させて映画は終わる。
『望楼の決死隊』（1943）は、「匪賊」と呼ば

れる抗日ゲリラから国境を守る守備隊の話で、
満洲と朝鮮の国境鴨緑江付近の朝鮮人村が物語
の舞台になっている。原節子は、警備隊長の妻
の役に扮し、夫や日本人・朝鮮人隊員の支えと
なって、抗日ゲリラの襲撃に備える気丈な妻を
演じた。映画の終盤には、抗日ゲリラが雪山を
越えて大襲撃をかけ、それに対応して銃を撃つ
原節子の姿が出る。原節子が植民地である朝鮮
と関わった唯一のフィルムであるこの映画で、
彼女は銃後を守るのみならず、戦闘にも実際に
参加する帝国の女性を演じているのである。
『熱風』（1943）の物語は、監督の山本薩夫が

自伝『私の映画人生』で「（映画『熱風』は）鉄の増産に次ぐ増産で溶鉱炉
が大きな故障を起こすが、それを宿老をはじめ、みんなの力で直していくと

【図1】映画『望楼の決死隊』
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と自体が戦時下の日本映画における女優の位置をあらわしているといえるか
もしれないが、実際に彼女はこの映画で「刺身のツマ」のようなものであっ
ただろうか。確かに『指導物語』の粗筋からみると、なぜ監督の熊谷がその
ような表現を使って彼女の役を説明したかが分かる。物語は、老機関士・漱
木を中心としていて、彼が一兵卒佐川という青年を短期間に機関士として養
成することに大半を費やしている。老機関士の長女（原節子）は二人の妹を
持ち、父を支えながら、母親代わりに苦しい家計を切り盛りするしっかりも
のと設定されている。熊谷の言うように、原節子をはじめ娘たちは、粗筋上「刺
身のツマ」にすぎない。それが銃後の女性描写の典型であり、また戦争映画
の女優の位置でもある。

だが、「漱木の家族描写があり、原節子、若原春江、三谷幸子の扮する三
人の娘が描かれるが、結局この方面は構成上、無意味な付加物で面白味がな
い」5のは確かとしても、その存在は「無意味」ではない。つまり、「刺身のツマ」

「無意味な付加物」といってもそれらが存在している以上、そこには何らか
の意味があるはずである。その無意味に見えるものの意味を明らかにするこ
とが戦争と原節子の女優表象の相関関係について考察することでもあるだろ
う。次の第三節と第四節では、その無意味に見えるものの意味を体系的に分
析するため、この時期における原節子の女優表象を二つに分けて考えること
にしたい。

第一は、「銃後の女」としての原節子の女優表象である。そのため、次の
第三節では『女の街』（1940）『緑の大地』（1942）『望楼の決死隊』（1943）『熱風』

（1943）の4篇を取り上げ、銃後の新妻のあり方を明らかにする。また、その
際には、原節子が演じる銃後婦人のあり方を「聖母」とみなす主張に反論し
ながら分析することにしたい。

第二は、「銃後の娘」「銃後の姉」としての原節子の女優表象である。その
分析のため、『指導物語』（1941）『ハワイ・マレー沖海戦』（1943）『決戦の
大空へ』（1943）『怒りの海』（1944）の4篇を取り上げ、戦場へ導かれていく
男子たちにとって、原節子の存在の持つ意味を分析すると同時に、それを「非
情念性」という観点から考察することにしたい。

5　Ｑ「映画『指導物語』」『朝日新聞』1941年10月9日付
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生…残念だ！僕は日本軍国主義に殺された！』と絶叫した」3とされることを
考えると、彼にとっては1942年以後からの映画がその「日本軍国主義に殺さ
れた」結果の産物だといえるだろう。

また、この時期における日本映画界の状況を推測させる次のような記録も
ある。1941年1月に雑誌『新映画』に載せられた原節子の「春待つ心」がそ
れであるが、ここには特に原節子本人が女優としてどのような状況に置かれ
ていたかが示されている。

島津先生と云へば、先生の『兄の花嫁』以来、約三ヶ月も遊んでしま
つた私は、それこそ、身体に苔でも生えた様な、じめじめした気持でし
たが、今後久振りに熊谷久虎先生―実は私の義兄さんですが、職場の
オキテに従つて矢張り久虎兄さんとは云はず、熊谷先生と書かせて頂き
ます―の次回作『指導物語』に出演する事になりました。二月末から
千葉ロケに出発することになつてゐますが、私が『指導物語』に出演と
決まつた時、義兄さんは、「『指導物語』は鉄道隊の話だから、勢ひ君は
傍系的な出演者なのだ、つまり刺身のツマだね」と云つて笑はれました
が、今の私はたとへ刺身のツマでも、何でも結構、精一杯の熱情をもつ
て仕事をしたい欲望に張切って居るのです。4（下線は引用者による。以
下同）

上の引用文で原節子は、島津監督の作品の撮影が終わって義兄の熊谷久虎
の映画に出演することとなった当時の状況について述べている。島津は「明
日のスター」として原節子に接していたのに対し、熊谷は「刺身のツマ」の
ような役を担う女優として彼女に接している。島津と熊谷の対照的な発言は
両方ともに1941年のものであるが、この時点、すなわち鉄道建設とその運営
という重大な時局事業を扱う映画『指導物語』など、国策色の濃い映画にお
いて原節子の役は「刺身のツマ」になぞらえられているのである。こうして
みると、1941年時点の原節子は、「スター」と「刺身のツマ」の間のどこか
で戦争というものと遭遇していたことが分かる。

原節子という人気女優に「刺身のツマ」のような役が与えられるというこ

3　吉村公三郎「島津保次郎監督素描」『映画芸術』1947年10月号
4　原節子「春待つ心」『新映画』1941年1月号

（115）
－47－

原
節
子
再
論（
３
）　

─
戦
争
と
表
象

─



作業を行うことにする。第三節と第四節では、それぞれの作品分析を基盤に
その二つの女優表象について考察することにしたい。

２．1941年時点の原節子
島津保次郎監督の『嫁ぐ日まで』（1940）のストーリーが『晩春』を思わ

せるものであることは上で述べたとおりだが、それはそのまま島津保次郎の
得意の題材でもあった。島津はサイレント時代から松竹で活躍した監督であ
り、『嫁ぐ日まで』は彼が松竹から東宝に移籍（1940）して演出した二番目
の作品である。

島津保次郎は東宝への移籍以後、原節子を主演にした映画を多くつくるこ
とになるが、その時点において彼は原節子に対して次のような印象を持って
いたという。「最近私は数多い映画で原節子を登用していますが、この人を
例に説明しますなら、原節子には常識的な教養もあり、又非常な健康美をそ
なえています。又表情からそこはかとない知性を感じるのですが、それ丈は
まだまだの感じがするのであります。（中略）原節子は明日のスタアとなる
にはまだまだ勉強すべき段階にある人なのです。」1

このように、原節子は成長途上にあり、これからの精進によって明日のス
ターになると見た島津監督と原節子の映画作業は、しかし長く続かなかった。
それは島津監督が終戦1 ヶ月後に病死したことにも起因するが、国策映画作
りが強要されつつある映画界の状況に島津監督が賛同できなかったことも影
響していたように思われる。『嫁ぐ日まで』が封切られた翌年の1941年3月に
雑誌『映画の友』に掲載された彼の「私の映画」という文章がそれを裏付ける。
「私の映画」は、原節子を主演にした映画『兄の花嫁』（1941）の完成後に

書かれ、「第一に会社を儲けさせる事、第二は、多くの人に観て貰ふ事、第
三は世道人心を益する事」2と、自分の映画作りの目的が国策などとは程遠い
大衆性にあることを言明したものである。だが、彼が「私の映画」で言明し
たとおりの映画を作れた時期もこの頃までであったように思われる。なぜな
ら、1942年に封切られた原節子出演の『緑の大地』で、島津は夫を追いかけ
て青島に赴く新妻の役に彼女を起用し、女性が戦争にどう貢献できるかとい
うメッセージを映画に加味しているからである。彼が世を去る直前に「『畜

1　島津保次郎「新しき時代の女優」『新映画』1941年4月号
2　島津保次郎「私の映画」『映画の友』1941年3月号
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原節子再論（3）

─ 戦争と表象 ─

李　　　敬　淑

１．はじめに―原節子の表象する「銃後の女性」
原節子がはじめて「銃後の女」を演じた作品は、1938年公開の『将軍の

孫』である。だが、それ以来原節子が戦争に深く関わった女性の役のみにつ
いたわけではない。1939年の映画『上海陸戦隊』で「支那女」、すなわち占
領地の女性を演じるなど、その女優表象に戦争の影があらわれ始めたのは確
かであるが、それと同年に封切られた『美はしき出発』や『東京の女性』な
ど、戦争との関連性の薄い映画においてモダンな女性役を演じることもあっ
たからである。

1940年代に入ってからも原節子の出演映画リストには戦争ものと戦争色の
薄い映画が共存していく。1940年作『嫁ぐ日まで』を例にあげると、この映
画で原節子は母親のいない、父と娘二人の平和な家庭の長女に扮する。母が
わりに家事にいそしむ姉娘（原節子）はもう結婚しなければならない年頃だ
が、父には再婚の話が持ち上がる。まさに戦後の小津安二郎の映画『晩春』
を思わせるストーリーであり、姉娘役が原節子といえば、ほとんどそれを先
取りしたものとして興味深い作品ではあるが、戦争時局を反映した要素は見
当たらないのである。

本稿では、戦争との関わりが鮮明にあらわれている作品とそうではない作
品とが共存していた1940年頃から、戦争イデオロギーにそった作品しか製作
の許されなかった1945年頃までの作品を分析しながら、戦争と原節子の女優
表象の相関関係について考察することとする。分析対象となる作品は、『女
の街』（1940）『指導物語』（1941）『緑の大地』（1942）『ハワイ・マレー沖海戦』

（1943）『望楼の決死隊』（1943）『決戦の大空へ』（1943）『熱風』（1943）『怒
りの海』（1944）の現存する8篇である。第二節でこれらの作品群がつくられ
始めた時点において原節子が女優としてどういう状況に置かれていたかにつ
いて検討したうえで、この時期における原節子の表象を大きく二つに分ける
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『リリイ・シュシュのすべて』における作品世界の構築方法が岩井の作品群
においてどのような立ち位置にあるのか、岩井作品全体を俯瞰で見る必要が
ある。また、岩井と同年代にデビューした監督の作品を映像論的に分析する
ことで、日本の現代映画における岩井の立ち位置を明らかにすることも可能
となる。本稿の分析方法及び結論はそうした研究の足掛かりにもなるだろう。

■参考文献
横田創「リリイ・シュシュ、映画の主体の脱構築」『ユリイカ 特集・岩井俊

二―『Love Letter』『スワロウテイル』『リリイ・シュシュのすべて』
から『ヴァンパイア』へ、未知なる映像を求めて』第44巻第11号、青土社、
2012

岩井俊二・加藤典洋「なぜ映画を撮るか、なぜ美しいのか」『広告批評』第
213号、マドラ出版、1998年2月

岩井俊二『リリイ・シュシュのすべて』角川書店、2004
坂上秋成「ピクニックに出かけられなかった人たちのために」『ユリイカ 特

集・岩井俊二―『Love Letter』『スワロウテイル』『リリイ・シュシュ
のすべて』から『ヴァンパイア』へ、未知なる映像を求めて』第44巻第11
号、青土社、2012

桜井亜美「岩井俊二のすべて」宮台真司『キネ旬ムック　フィルムメーカー
ズ［17］岩井俊二』キネマ旬報社、2001

山脇惠子『色彩心理のすべてがわかる本』ナツメ社、2010
四方田犬彦『日本映画史100年』集英社、2000
田中英司「岩井俊二―映像は、記憶の中で映画となる」『現代・日本・映

画』河出書房新社、2003
武藤起一・森直人『〈日本製映画〉の読み方 1980-1999』フィルムアート社、
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てみれば、映像の美しさはそうした目的を追求した結果の副産物でしかない
のかもしれない。

本稿では記憶の脚色に伴う美化が映像に反映されていると考察したが、そ
うした物語的なトリックに映像が対応することで美しさが生まれることもあ
る。要するに映像はあくまで物語を見せるためのツールであり、岩井美学の
根底に映画の本質が隠されているわけではなかったのである。

５．おわりに
本稿では、岩井俊二作品の中で『リリイ・シュシュのすべて』を取り上げ、

映像論的な分析とメディア間の差異について言及した物語分析から岩井俊二
映画の構造を論じてきた。その結果、『リリイ・シュシュのすべて』という
映画が、対立する二つの世界という構造体の中に、観客が自身の記憶を入れ
ることで癒しを得られる仕組みになっているということが明らかになった。
また、原作小説と比較することで、映画自体が初めから蓮見の述懐として語
られている可能性を指摘することができ、この映画が蓮見自身の手によって
脚色され、編集されたうえで再生されている物語であると読み解くことが可
能になった。蓮見の記憶の読み直しのきっかけとして用意された緑色が使わ
れた映像を追って見ていくことにより、その根拠はより強いものとなる。

こうした映像論的分析を行うことで、今までヴィジュアル重視の監督とし
て評価されてきた岩井の映像の美しさは、映像を緻密に計算して作った結果
の副産物であったことを明らかにすることができた。その副産物が『リリ
イ・シュシュのすべて』では、観客たちを映画の中の居心地の良い世界に留
めてしまったことはこの作品における重要な問題点であり、原作小説におい
て蓮見が主張した「世界のもう一つの側面」を無視するような結果となって
いる。本稿では映像論的分析に重点を置いたため触れることは控えたが、岩
井映画の「音楽」がこの問題をより深刻化させていると言える。このような
物語における「音楽」の扱われ方の他に、本稿でその存在は指摘したものの、
触れることのできなかったもう一方の作品群（『Love Letter』、『花とアリス』
に代表される、明るくポップな少女漫画テイストの作品群）についても考察
する余地を残している。

しかしながら、本稿で目的の一つとして掲げていた映画研究における映像
論的分析の重要性の再認識は達成できたように思う。今後の課題としては、
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とを理解してくれた、この映画の中にいれば大丈夫」と思う、自意識の密室
に閉じ籠りたい人間にとっては映画の中にこそ最適の環境が整っている。現
実の世界や社会に嫌気が差している人間は、映画内の美しく見える世界に憧
れを抱く可能性が少なからずある。

実際に桜井亜美は「いつもあたしを苛立たせた裏のボスに本当はしたかっ
たことを、蓮見とともにあのライブ会場でやり遂げた錯覚さえ覚えた」25と
述べている。さらに桜井は「学校で敵対していた同級生の背中にナイフを突
き立てたら、どんなにすっとするだろうと思っていたこと」を生々しく思い
出して、実際にそれらを実行したのは自分だったのか、蓮見や星野だったの
かという記憶が曖昧になっていると続けている。蓮見が自分の代わりに、学
生時代にできなかったことをしてくれているとでも言わんばかりである。こ
のように映画の記憶と自分の記憶を深いところで結びつけてしまっては、現
実への浮上は困難になってくるだろう。

勿論、このように映画によって癒されるというのも映画の一つの見方だ。
観客が映画を観て導き出した自分なりの答えである。しかし、その回答は外
部から遮断された世界でしか生きられない状態に観客を導いてしまうのでは
ないだろうか。
『リリイ・シュシュのすべて』では映像の緩急を利用して、観客の思考を

停止させる場合もあれば、思考を巡らせることを強制する場合もあった。そ
うした映像の緩急が、監督の意図する方向へ観客を運んでいくことを可能に
している。また、この映像の波は観客を飽きさせないための工夫というわけ
ではない。

当然ながら、映像は物語に沿って作られる。映像のために物語があるわけ
ではなく、物語のために映像がある。もし映像のために物語があるという作
品があったとしたら、それこそヴィジュアル重視の作品と言われるだろう。
しかし、物語で「何かを伝えたい」のなら、映画ではそれを見せるための映
像が必要になる。そしてストーリー上で重要なキーワードを観客に的確に
拾ってもらうために、観客の意識が散漫になってしまわないような映像を撮
る必要が出てくる。すなわち岩井映画の制御された映像は、物語で「何かを
伝える」ために緻密に計算されて撮影、編集された映像なのだ。監督からし

25　桜井亜美、前掲書、150頁
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語の把握』をともなって観客の内部に入り込んでいった」と指摘する一方で、
岩井の映画は「『インパクト』として羅列された映像がコンパクトにしてパ
ワフルな、刺々しい感覚の刺激として観客を絶えず引きつけ挑発する」と指
摘している。22そのように方法意識の異なる小津と岩井の共通点を田中は以
下のように語っている。

岩井俊二の映画とは、小津のように映画が「観客の内部」で勝手きま
まな成長をとげ、そこに映画の本当の力が存在することをがむしゃらに
アピールしている映画のように私には思えるのだ。23

上の引用文で田中は、映画が観客の内部に入り込み、観客たち一人一人の
内側で自由に成長していくのだと述べている。この映画が観客の中に入り込
むことについては、岩井自身も「映画そのものは平面に過ぎなくても、ある
程度実体のある体験としての感覚を、注射で注入するように相手に注入した
い」24と語っている。田中や岩井本人は、観客の中に映画の記憶を埋め込む
ことで、現実に帰った観客たちがその記憶を自分の記憶と混ぜ合わせながら
考えを巡らせ、自分なりの答えを導き出すことを想定しているのだろう。そ
れこそが映画の力だと田中は語っているのである。そして岩井はその目的を
達成すべく、自身の映画世界を緻密に構築している。

しかし、実際のところ『リリイ・シュシュのすべて』においては、映画が
観客の中に入り込もうとしているというより、観客が映画の中に居続けよう
とする傾向のほうが強かったのではないだろうか。なぜなら、映画や音楽に
よって癒されようとする人間にとっては、その映画世界や音楽世界の中のほ
うが現実よりも居心地が良いからである。なぜ心地良く感じてしまうのか。
その原因の一つとなり得るのが映像の美しさである。映像や音楽の美しさと
記憶移入を可能とする映画世界の構成によって、映画は観客にとっての時間
の止まった温室と化すのだ。

蓮見や星野を他人とは思えなくなるほどに、映画内に自身の記憶を沈めて
しまった観客は現実に浮上してくることが難しくなってしまう。「自分のこ

22　上掲書、13頁
23　上掲書、11頁
24　岩井俊二・加藤典洋、前掲書、101頁
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やリアルがあるのだと語っている。つまり、岩井は観客の要請で「きれいに
描くという制約」をかけられているのだと言う。そして加藤がそうであった
ように、観客もまたそのきれいさから痛々しさやリアルのようなものを感じ
取っているのだとすれば、わざわざ岩井の映画に美しさを求めるのは「美し
いがゆえの痛々しさやリアル」を感じ取りたいからだとも言える。すなわち、
岩井映画における美しさは「痛々しさやリアル」を描くための――あるいは
それを強調するための――手段であると考えられる。
『リリイ・シュシュのすべて』を映像論的に分析してみると、岩井映画の

映像がただ美しいだけの映像ではないことがよくわかる。「ヴィジュアル重
視の抒情的な作風」と言われてきた岩井への評価は間違いではないが、それ
が岩井映画において最も注視されるべき要素ではない。おそらく岩井映画の
本質はその部分にはなく、映像の美しさ自体が岩井映画の核になるわけでは
ないのである。映像の美しさに意味があるとすれば、それは「徹底的に制御
された映像は無駄な部分が削ぎ落され、監督が意図する方向へ観客を導くこ
とができる」という点である。

田中英司は『リリイ・シュシュのすべて』について、小津安二郎を例に挙
げて以下のように述べている。

日本映画の画面は（作家の妥協の産物としての）雑多なものを吸い込
んでゆくようになり、映画作家の純化されたイメージに限りなく近づけ
るような映画制作は困難なものにならざるを得なくなり、しだいに日本
映画における作家主義はノスタルジックな響きを含んだマボロシのよう
なものになり果てたのである。（中略）この現状を打開するための作家
側の強烈な方法意識を持って出現したのが岩井俊二という作家であった
と私は考えるのである。21

上記のように田中は日本映画における作家主義が失われるとともに、小津
のようにイメージを純化させた映画も失われてしまったと語り、その状況を
打破するように現れた人物が岩井であったと述べている。さらに田中は、小
津の映画は「『わかりやすいもの』として積み上げられたワンカットが、『物

21　田中英司、前掲書、11頁
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映画を記憶した脳内で行われる。19

映画は観客がいてこそ成り立ち、映画の意味は観る人によって変化する。
観客の脳内で記憶になってしまった映画を、もう一度思い返そうとしても、
それはすでに観客の感情や考えによって脚色されている。観客が映画を思い
出す時は、蓮見と同じように自身の記憶を述懐することになるのである。

４．映像美の理由
「美しい」や「きれい」という評価はどうしても主観的な要素を孕む。「美

しさ」の判断基準は人それぞれであり、その判断は観客一人ひとりの感性に
よるところが大きい。それを前提としたうえで岩井の映像美というものを考
えてみよう。

岩井の映像は、観客が直感的に美しいと感じられるであろう映像を構図や
ライト、色彩、カメラの動きなどで演出している。これまで美しいとされて
きた古典的な映像手法でもってそれを演出する場合、ある種の形式的な美と
いうもの再現しているということになるのだが、岩井にとっての映像美は手
段であって目的ではない。つまり、岩井の映像は「美しく撮ること」を目的
としてはいないのである。加藤典洋は岩井との対談にて以下のように述べて
いる。

岩井さんの映画というのは、どれもすごくきれいなんですね。岩井さ
んに対するいまの時代の一つの要請は、やはりきれいに描くことなんだ
ろうと思うんです。でもきれいに描くことは能力じゃなく、むしろ制約
なんですよ。つまり、きれいに作ることを方法上のハンディとして引
き受けてる。（中略）僕はきれいにしか描けない痛々しさのようなもの、
不思議なリアリティを感じました。20

上記の引用文にて加藤は、観客たちが岩井に求めているのは「映画をきれ
いに描くこと」であるとし、岩井の映画にはきれいにしか描けない痛々しさ

19　映画を観ている最中に映像の意味を考えることもあるだろうが、ゆっくりと意味づけを
行うのは鑑賞後である可能性が高い。ましてや『リリイ・シュシュのすべて』のように
情報量の多い映画ならばなおのこと、鑑賞中に意味を考察する暇などないだろう。

20　岩井俊二・加藤典洋「なぜ映画を撮るか、なぜ美しいのか」『広告批評』第213号、マド
ラ出版、1998年2月、105頁
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『リリイ・シュシュのすべて』はインターネット掲示板を取り込んだ
変わった形式の映画なのではなくて、映画ではないものが映画を演じて
いる映画なのかもしれない（＝映画が映画になる過程そのものを描こう
としている映画なのかもしれない）。（中略）それとしか言いようがない
ものが、映画ではないものが映画を映画にしている。18

上の引用文で横田は、スクリーンに映し出されるものは映画の中のもので
はなく、現実にあるものをカメラで写し取ったものに過ぎず、映画は元から
映画の外にあるものによって構成されているのだと語っている。例の一つと
して、蒼井優の身体や素であるとしか思えない笑顔までをも含めて「津田詩
織は蒼井優の私物によって構成されている」と語り、さらに役者自身を指し
て「俳優・蒼井優は、蒼井優ではないものによって構成されている」と述べ
ている。それは津田と蒼井優だけではなく、「エーテルとは自分自身でない
もの、他なるものであることでしか自分自身であることができない自分であ
る」とし、蓮見はリリイ・シュシュの音楽を聴くことで自分自身であること
ができるのだという。さらに横田は、映画は「映画が映画になる過程」にお
いて、映像としてそこに映ったものがすべて映画の中のものであるように振
る舞おうとするのだと考察している。

問題は、映画が現実に存在するものの外見だけを写し取った映像に、意味
づけをして成り立っているということである。蓮見が物語を述懐するうえで
行っていた作業は、映画を製作する際にも行われている作業である。蓮見も
また現実に存在したものを記憶として写し取った映像に、述懐する段階で改
めて意味づけを行っていたと考えることができる。そして、その作業は観客
も行う作業である。

例えば外見だけを写し取った映像に、最低限の意味しか与えなかった場合、
観客はそれをどう処理するのか。観客はその映像の意味を考え、自分なりに
意味づけしていくだろう。その際に自らの経験や感情で映画の空白を埋めて
いく。あらかじめその空白に入るもののヒントを与えられていれば、それに
沿ったものを自分で用意してパズルのように組み合わせるだろう。観客もま
た、映像に自ら意味を与える。その作業はおそらく、映画を観終わった後、

18　横田創、前掲書、188頁
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思い出したのではないだろうか。そして、その場面から述懐を始めた。それ
を裏づけるように、この美容院のシーンの直後、「2001年、15歳」という文
字を最後にBBSの書き込みが挿入されることはなくなっている。ここでBBS
に蓮見自身の記憶を書き付けていく作業を終了して、述懐は終わり、ここか
ら先は2001年（作中での現在）の物語に移っていくのだ。

それではなぜこの映画は蓮見の述懐として描かれているのだろうか。第二
節でも触れた、この映画に観客が記憶を重ねることに関して、桜井亜美は以
下のように述べている。

今は本当に自分の記憶なのか、星野や蓮見の記憶なのかすら境界は曖
昧になっている。これは感情移入というより記憶移入だ。（中略）岩井
俊二監督は『リリイ・シュシュのすべて』で、見た人間の現実の記憶に
忍び込んでしまうという、魔術師のように驚異的な映画作りをやっての
けた。17

上の引用文のように、この物語は登場人物の感情に観客自身の感情を同調
させるのではなく、登場人物の身に起きた出来事を観客自身の記憶に同調さ
せているのだと桜井は語っている。重要なことは、「自分の記憶と登場人物
の記憶の境界が曖昧になっている」という点である。実際にあった出来事だ
けを脚色なしに映像にした時、おそらく観客はここまで自分の記憶を重ねて
見ることはできない。この映画が記憶の再生であったからこそ、観客は自分
の記憶を重ねて見ることができたのである。そして、記憶は観客の脳内で編
集される。観客は自分の記憶にこの映画の中で体験した記憶を結びつける。
映画の中での出来事を、まるで自分が体験したことのように編集して記憶し
てしまうことができるのだ。
『リリイ・シュシュのすべて』は蓮見の述懐という形で物語が語られてい

る。蓮見はこの映画の中で自身の記憶を編集し、再生してみせた。そしてそ
の作業は、映画の編集と上映によく似た作業であった。こうした作品の構造
について、横田創は以下のように述べている。

 

17　桜井亜美「岩井俊二のすべて」宮台真司『キネ旬ムック　フィルムメーカーズ［17］岩
井俊二』キネマ旬報社、2001、150 ～ 151頁
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このシーンは緑がかった画面が登場する最後のシーンである。このシーン
だけ、他の緑がかったシーンとは違った方法で画面が緑色に染められている。
軒先のテントに太陽光が当たり、そこから透けた光が射し込んで、店内が緑
色に染まっているのである。他のシーンのようにフィルターを使ったわけで
はない。事件を起こした後の蓮見に、記憶を呼び覚ますきっかけがあったと
すれば、このシーンがそのきっかけであると考えられる。なぜそのように考
えられるのか。

もう一度、この映画の冒頭を思
い出してみよう。リロードの演出
やBBSの書き込みが挿入された後
のシーンは、田園風景に一人佇み
音楽を聴く蓮見のシーン（00:01:26
～ 00:03:51）だった（【図9】参照）。
それまでは撮影された映像を一切
使っていないため、シーンとして
はこの映画で一番初めのシーンとなる。視界を埋め尽くすような緑が、この
映画において最初のシーンとなっているのである。美容院で緑を覗き込み、
それに惹かれるかのように視界を緑で埋めていった蓮見は、この田園の緑を

らの光が軒先の緑のテントを通して店内に入り込み、画面が緑色に染まって
いた（【図8】の左側を参照）。母親が赤ん坊（蓮見の弟）の泣き声でその場
を離れた後、蓮見はパーマ用の加熱機器を自分の顔に引き寄せて機器の中
を覗き込む（【図8】の右側を参照）。カットを挟んで加熱機器の中を映した
ショットに切り替わると、機器の上部は緑色に光っており、その緑色の世界
をさらに求めるように蓮見の手がフレーム内の両サイドで動く。徐々にフ
レームの四隅は暗くなり、緑の光が強くなっていく。

【図8】緑色に染まる店内（左）と加熱機器を覗き込む蓮見（右）

【図9】映画冒頭のシーン
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まったり、時折人物の顔から外れ
て表情を浮かび上がらせたりして
いる。

人物を正面から捉える強いラ
イトは、後半のシーン（02:14:14
～ 02:14:30）にも使用されている。
リリイのライブ後、星野を刺して
逃げる蓮見の姿は強い光によっ
て照らし出される（【図6】参照）。線路沿いの柵を背に電車の音が通り過ぎ、
ライトが一人の人間だけを追いかけているという状況は、現実的に考えれば
不自然だ。仮にその状況を現実とするならば、誰かが蓮見を狙って照明を当
てていることになる。それはまるで世間にこの少年が事件の犯人だと明かさ
んばかりの行為である。そのため、突き刺すような光は、あの時本当に蓮見
を照らし出したわけではない。それではこの光は、なぜ星野を追っているの
か。

記憶とは、本当にあった事実を
重ねただけの過去ではない。記憶
は必ず再生される。むしろ再生さ
れなければ記憶ではない。例えぼ
んやりとであっても、「覚えてい
る」と確認することのできるもの
を記憶と呼ぶのであって、「覚え
ている」と確認できなければそれ
はないものと同じである。記憶の保持者は、記憶を再生する際に、強調した
り部分的にシーンを切断して繋げたりして、それを編集する。まるで映画の
ように、人は記憶を編集し、再生する。そうして記憶は歪曲され、脚色され
る。つまり、あの光は蓮見自身の記憶の編集によって付け加えられたもので
あったと推測できる。

事件後、まばゆい光が射し込む家の中で、蓮見が一人黙ってピアノの前に
佇んでいるシーン（02:15:34 ～ 02:16:10）では、白い光が一切の淀みなく画
面を埋める（【図7】参照）。この後、美容院を営む蓮見の母親が蓮見の髪を
染める場面（02:16:11 ～ 02:17:34）にシーンは移るが、このシーンでは外か

【図6】正面から蓮見を捉えるライト

【図7】事件後、ピアノの前に佇む蓮見
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グリーンのフィルター以外にも、こうした精神的苦痛を伴うシーンではど
のショットでもライトがカメラ側から彼らを捉えている点にも注目したい。
彼らの動きに合わせてライトも動いて彼らを追い、強い光は彼らの表情を飛
ばして、夜の暗闇とのコントラストを生んでいる。ゆらゆらと揺れる光は弱

あると前述したが、もし仮に冒頭
のリロードが「記憶の読み直し」
を意味し、原作と同様に映画もま
た、初めから蓮見による述懐とし
て語られているのだとすれば、こ
の映画はどのように解釈できるだ
ろうか。

新学期に入ってすぐの教室に
て、星野が不良の犬伏の髪をカッターで切るシーン（01:10:13 ～ 01:12:56）は、
薄く緑がかった画面が印象的である（【図4】参照）。緑は自然そのものを指
す言葉であり、生命力や永遠の象徴ともされる。国によっては再生を意味し、
身近で神聖なものとする見方や、不幸を招き、思わぬ運命を意味するといっ
た見方がされる。されに、マイナスなイメージで言えば、異形の者の体の色
を連想させるため、不吉で怪しいものとされることもある。16このシーンに
おける緑は、閉塞感や淀んだ空気を演出していると考えられる。犬伏をいじ
めるシーンで、星野らが映るショットはローアングルからの煽りで映されて
おり、その背景には重苦しい曇天模様が映るため、見下される威圧感と閉塞
感を覚える。それ以外にも蓮見が星野らにいじめられる場面や強制的に行動
させられる場面にグリーンのフィルターが用いられている（【図5】参照）。

16　山脇惠子『色彩心理のすべてがわかる本』ナツメ社、2010、157 ～ 158頁

【図4】星野が犬伏の髪を切るシーン

【図5】グリーンのフィルターがかけられているシーン
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うすることでテレビの向こうの誰かの物語を組み上げて、パズルのピースを
嵌め切ったような気持ちになってしまう。それは、他人を理解しようとする
試みとはまるで別のものである。

蓮見は仮想世界でのフィリアと青猫という人物しか知らない人々に向けて、
現実世界での蓮見雄一と星野修介という人物について語る。まるで、世界の
半分しか見ようとしない者たちに対して、あるいは自分から見えない残り半
分の世界に自らの記憶を押し込めようとする者たちに対して、蓮見自身が辿
り着いてしまった場所から警鐘を鳴らすように、蓮見はもう半分の自分を彼
らに見せつけたのである。

自分の頭の中も、心の内も、伝えようとしなければ伝わらない。伝える努
力をしても伝わらないことさえあるのだから、伝えようともせずにわかって
もらおうなどという考えは高慢で怠惰なことかもしれない。勿論「自分のす
べてを相手に見せろ。相手の全面を見ろ」というのは無理な話である。しか
しながら、「自分からは見えないところに、自分の知らない相手の一面があ
る」ということを意識するだけで、人間同士の距離の測り方は変わってくる
のではないだろうか。この『リリイ・シュシュのすべて』という物語は、客
席に座る観客たちを指差しながら、他人を理解したつもりで結局は自分のこ
としか見ていない、人と本当の意味で繋がろうとしない人間たちの姿を浮き
彫りにしているのだ。

３．記憶の編集と再生
映 画 が 始 ま っ て10秒 後、

「RELOAD」という文字と、くる
くると回る矢印のマークが明滅し
ながらスクリーンに現れる（【図
3】参照）。リロードとはデータを
読み直す作業を意味する。回転す
る矢印は、ウェブ上のページを読
み込む際によく見るマークだろう。
つまり、この映画は何かを読み直
すところから始まっている。いったい何を読み直しているのだろうか。

この映画は原作の後半にあたる、蓮見の独白部分のみを映画化したもので

【図3】回転する矢印
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された星野は青猫で、殺した犯人はフィリアであり、フィリアは現在のサ
ティであるということだった。サティはそれを認め、そこからはサティの独
白として現実世界の蓮見のことが語られ、蓮見が星野を刺したところで物語
が終わる。13

つまり、映画化されている部分はサティ（蓮見）の独白部分のみであり、
原作は事件後に蓮見がそれまでの出来事を述懐する形で物語が展開している。
原作で描かれている部分のうち、作品世界を読み解くうえで重要な点は、独
白を始める直前、パスカルに動機を聞かれたサティが「君たちは、サイトの
中の僕しか知らない。そして青猫についても」14と書き込んでいるという点
である。この物語はフィリアと青猫の関係を知っているだけでも、蓮見と星
野の関係を知っているだけでも成り立たない。映画でも、星野が青リンゴを
持っていたことで二つの世界が繋がったように、原作ではこの書き込みを
もって、二つの世界が繋がって見えてくる。二人の人物の関係は、二つの世
界でまったく異なるものであり、仮想世界で語られた言葉はお互いの現実世
界での姿を知らないために出た言葉である。

この作品では、「誰も現実世界の自分を知らないから本音が言える」とい
うインターネット特有のコミュニティが描かれている。それは現代社会、こ
の作品が公開された当時から現在まで変わることはなく、未だに若者たちの
間では身近なこととしてありふれている。「インターネットを介した先の人
物がどのような環境に置かれ、何を思っているのかなど知り得ない」という
ことは、至って普通のことである。

しかし、それは仮想世界に限定された話ではなく、現実世界でも同じこと
が言えるだろう。現実世界での人々も、自分の周りの人間が何を思い、何に
苦しみ、何を願っているかなど知らぬまま、同じ時代、同じ世界に生きてい
る。そうして人間は他人のことを、自分の知っていることだけで形作ろうと
することがある。例えばニュースで見た殺人犯の少年のことを、報道で得た
知識と自身の経験や記憶だけで好き勝手に想像するようなことである。15そ

13　岩井俊二『リリイ・シュシュのすべて』角川書店、2004を参照
14　上掲書、213頁
15　作中でも物語序盤（00:08:53 ～ 00:13:19）に、蓮見の母が営む美容院のテレビや蓮見宅の

居間にあるテレビに、バスジャック事件の発生から犯人の確保までのニュース映像が流
れる。これは蓮見が事件を起こすことへの物語的な前兆であると推測されるが、このバ
スジャック事件の犯人も蓮見と同じくテレビを通した外側の人物像しか語られない。
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見はその混乱に乗じて星野を刺して逃げる。
2001年、蓮見は中学三年生・15歳になる。リリイのライブ会場で起きた殺

人事件はインターネット上でも騒がれたが、蓮見は何事もなく、久野と同様
に今までどおり学校に通っている。

以上が映画『リリイ・シュシュのすべて』の梗概である。作品世界に見ら
れる現実世界と仮想世界という構造は、映画内の構造だけに留まらない。そ
もそも『リリイ・シュシュのすべて』は、インターネット・インタラクティ
ブ・ノベルとしてウェブ上に公開されたことが始まりである。元々は映画と
しての企画が存在し、脚本やリリイのPVも作られたが、岩井はそれを一旦
白紙に戻し、BBSで展開する小説として『リリイ・シュシュのすべて』をス
タートさせた。2000年4月1日に開設した「リリイホリック」というホーム
ページのBBSに、岩井自身がいくつものハンドルネームを使って書き込みを
行い、リアルタイムで話を展開させていくというこれまでにない方法で物
語が作られた。加えて、そのBBSは一般人も書き込むことができ、リリイの
ファンという設定で参加する一般人も多く現れた。一般人を巻き込んだイン
ターネット小説の連載終了後、2001年に『リリイ・シュシュのすべて』は岩
井自らの手で映画化される。

映画と原作小説の物語進行は、一見して異なるものとなっている。しかし
ながら、そのどちらにも共通して、現実世界と仮想世界という二つの世界が
存在している。なぜ二つの世界は並行して存在しているのか。そして、なぜ
二つの世界でのやり取りを描かなければならなかったのだろうか。これらの
点については原作のほうがわかりやすい説明がなされている。映画では原作
の一部に値する部分しか描かれておらず、蓮見の行動理由や心境が明確に描
かれていない部分が多い。ここで原作について簡単に触れておきたい。原作
の梗概は以下のとおりである。

フィリアが運営するサイト「リリフィリア」の更新が停止し、サティと名
乗る人物が新しく「リリイホリック」というサイトを立ち上げた。管理人の
サティを含め、「リリフィリア」に通っていた人物たちが次々と「リリイホ
リック」に姿を現す。しばらくは「リリフィリア」と同じくリリイに関する
事柄が書き込まれていたが、長く姿を見せなかったパスカルという人物が始
めた推理によって、星野が殺された事件と、「リリイホリック」にフィリア
と青猫が現れない理由が解き明かされることになる。その推理の結論は、殺
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に青リンゴを持ってきていたことによって「青猫の正体が星野である」と
明かされる物語の都合上、星野がBBSに書き込んでいるシーンを入れられな
かったということもあるが、このシーンがないことによって、観客には二つ
の世界がより隔絶されたもののように見えているはずである。この二つに分
断されているように見えた世界が、実は強く結びついていたとわかると、登
場人物たちが現実世界で見せていた言動や行動と、インターネットという仮
想世界で文字として見せていた心境がようやく繋がって見えてくる。

作品世界における現実世界と仮想世界の関係を把握するためには、まず物
語の大筋を捉えておく必要があるだろう。映画『リリイ・シュシュのすべ
て』における物語の梗概は以下のとおりである。

田園風景が広がる地方都市に住む中学生の蓮見雄一（市原隼人）は、学校
でいじめを受け、家庭内にも居場所がなかった。そのような環境にいる蓮見
にとって、「リリイ・シュシュ」というアーティストの歌を聴くことだけが
救いだった。インターネットで「フィリア」というハンドルネームを使い、
リリイのファンサイト・リリフィリアを運営している蓮見は、サイト内で

「青猫」という人物と知り合い、心を通わせていく。
これより一年前の1999年、中学一年生・13歳の蓮見は同じ剣道部の優等

生・星野修介（忍成修吾）と仲良くなり、夏には他校の不良生徒たちから盗
んだ金で剣道部の仲間と沖縄へ旅行に出掛ける。しかし、その旅行で二度も
死に近づく経験をした星野は新学期を境に豹変し、蓮見をいじめの対象にし
始める。

2000年、中学二年生・14歳の蓮見は星野に金を貢ぎ、同じく星野に弱みを
握られて援助交際を強いられる津田詩織（蒼井優）の見張り役を任されてい
る。蓮見にとって憧れのクラスメイト・久野陽子（伊藤歩）もクラスの女子
の恨みを買い、彼女らの企みによって星野の子分にレイプされてしまう。ま
た、同時期には津田が鉄塔から落ちて自殺してしまう。

自分に好意を寄せていた津田の死や、久野を自ら呼び出してレイプの手引
きをしてしまったことに対する心の痛みを「青猫」に吐露した蓮見は、リリ
イのライブで「青猫」と会うことになる。そしてライブの日、「青猫」の目
印である青リンゴを持っていたのは星野だった。星野にチケットを取り上げ
られた蓮見は、ライブが終わるまで会場の外にいた。ライブ終了後、会場前
で蓮見が叫んだ「リリイがいる」という言葉にファンは混乱状態に陥り、蓮
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ともない言語の文字列がスクリーンに現れるのだが、その時間はほんの一瞬
である。謎の言語で入力された文字は、その後すぐ日本語に変換され、観客
にも読める文章となる。ちなみに、当然ではあるが書き込みをしているフィ
リア（蓮見）や青猫たちは、この架空の言語を入力して日本語に変換する作
業を実際に行っているわけではない。あくまでこれは演出である。それでは
なぜ、BBSの書き込みに架空の言語が用いられているのだろうか。

こうした演出を行う理由として、観客がこのBBSの書き込みを現実世界で
はないどこか別の場所、仮想世界での話として受け入れられるような仕組み
を作っているということが考えられる。事実、この作品における物語の軸は、
現実世界と仮想世界でそれぞれ一本ずつ存在し、その軸は「リリイ・シュ
シュ」というアーティストを通してたびたび交差する。架空の言語を挟むこ
とで、どちらの世界でも共通して日本語が使われる中で、観客に二つの世界
を分けて考えさせることが可能になっている。 

インターネット掲示板では、顔や本名、素性も知らない相手と会話をする
が、田舎の狭いコミュニティの中では顔や本名は勿論のこと、噂話ですら筒
抜けになる。コミュニティにおける仕組みやルールの違いは、現実世界と仮
想世界それぞれの基盤を作る要素となり、異なった人間関係を生み出してい
る。見えてくる人間関係が異なれば、それぞれの世界での接点も隠れてしま
う。この物語ではそうしたインターネットの世界の隔たりを、物語のロジッ
クとして組み込み、観客を映画内に引き込んでいるのである。

併せて、映像とはまったく関係のない話がBBSの書き込みとして挿入され
るという点も、現実世界と仮想世界の繋がりを感じさせない要素の一つであ
る。蓮見以外の人物がBBSに書き込みをしている様子は出てこず、蓮見が実
際に書き込んでいる様子でさえほとんど登場しない。星野がリリイのライブ

【図2】架空の言語で入力された文字（左）と日本語に変換された文字（右）
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また、岩井作品はメディアを跨いで制作された同名の原作小説または映像
作品が存在する場合があるが、先行研究では単体の映画のみを取り上げて
論じられていることが多い。岩井本人が手掛けた他媒体の同名作品の存在
は、岩井映画の構造を明確にするためには看過することのできないものであ
る。具体的な変更点やそれによる作品世界への影響なども考慮すべきである
と考え、本稿では、岩井俊二の作品世界の構造を明らかにすることを課題と
し、映像論的分析に加え、メディア間の差異にも言及しつつ物語分析を行う
こととする。

具体的には基本的な情報を整理しつつも、映像論的なアプローチを行う際
はシーンやショットごとにカメラのアングルやライト、色彩などに注目し、
観客に与える効果や監督の意図を汲み取っていく。物語の構成について述べ
る際は、『リリイ・シュシュのすべて』と同名の原作小説を参考に、劇場版
と比較する作業を行う。

２．対立する世界
『リリイ・シュシュのすべ

て』という作品は、映画の冒
頭からして謎が多い。この映
画は「RELOAD」という文
字がスクリーンに表示される
ところから始まる（【図1】参
照）。その後、BBSの書き込
みが自動でスクロールされて
いく様が、黒い背景に白い文
字、もしくは白い背景に黒い文字で映し出される。「RELOAD」という文字
が表示されてから、BBSの書き込みがスクロールされるまでの時間は3秒と
かなり短く、その間は文字が明滅したり、文字色と背景色が反転したり、文
字のフォーカスが甘くなったりと映像が忙しなく動くため、BBSに書き込ま
れた内容を観客が読むことは難しい。この短い映像が挿入された後、タイピ
ング音とともに文字が打ち込まれる。

その文字はどこの国の言語でもない、架空の言語で入力される（【図2】参
照）。日本人が普段使っているローマ字入力でも仮名入力でもない、見たこ

【図1】映画冒頭、スクリーンに現れる文字
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上の引用文で田中は、いじめやレイプなどの光景を激しく揺れ動くカメラ
で撮影することで、それを見た観客が自分の脳内でそのイメージを再構築し
て映画を完成させるのだと語っている。映像的な観点から出発しているこの
批評は、多くの研究が岩井俊二映画の優れた映像表現を高く評価しながらも、
物語分析のみに重点を置きがちであるという点を考えると先駆的と言える。
その一方、田中の批評も森と同様に、映画のシーンやショットを詳細に分析
したわけではないため、論拠が不足していると言える。

しかしながら、田中は『リリイ・シュシュのすべて』における映像を
「『生々しいリアル』と『洪水のようなインパクト』の壮大なコラージュ」11

であると述べ、作家主義が失われた現代日本映画において「この現状を打開
するための作家側の強烈な方法意識を持って出現したのが岩井俊二という作
家であった」12と語っている。このことから、田中が注目したように『リリ
イ・シュシュのすべて』の映像は、岩井俊二の映像美学が作品世界とどのよ
うに関わるかという点を明らかにする際に、適した作品であると言えよう。
そのため、本稿では研究対象として『リリイ・シュシュのすべて』を取り上
げて考察を行う。

岩井に関する従来の研究は、多くの研究が彼の「美的センス」を評価して
はいるものの、作品の物語性への言及で帰結してしまっている。取り上げる
観点として「演技」や「音楽」、「役者と登場人物の関係」、「映画史の中での
岩井作品の立ち位置」などの振り幅は見られるが、そのほとんどが物語分析
のみを行った作品論である。映画という芸術ジャンルは、物語的メッセージ
性のみならず、観客の視覚や聴覚を刺激する映像的かつ音声的メッセージ性
を含めて評価されるべきであるが、岩井作品においてそれらを総合して分析
した例はまだないと言える。

これらを踏まえて本稿では、映像論的な観点から岩井の作品世界にアプ
ローチしていく。そうすることにより、抒情的な作風と映像美という点で高
い評価を受けている岩井作品を、新たな切り口から考察することが可能とな
るだろう。また、本稿にて映像論的分析を行うことで、映画研究における映
像論的分析の重要性を再認識するということも本稿における目的の一つとし
て掲げておきたい。

11　上掲書、14頁
12　上掲書、11頁
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上も言及していない。
森直人は『＜日本製映画＞の読み方 1980-1999』6にて、岩井俊二について

以下のように述べている。

とにかくマッキントッシュで入念に絵コンテを作成し、ハッキリと
ヴィジュアル重視の姿勢を示した岩井俊二は、やたら運動性にばかりに
こだわって、「美的センス」という視覚表現にとって余りに当たり前の
ことをずっと忘却していた日本映画界で、あっけらかんと革命児になっ
たのである。7

上記のように、森は岩井俊二が日本映画界で革命児となった理由の一つに、
その「美的センス」に基づいたヴィジュアル重視の姿勢を挙げ、彼の「美的
センス」が視覚表現に表れていることを指摘した。また続けて、TVやMTV
を手がけていた岩井は、映画に対する執着がないために映画の常識に捉われ
ておらず、それは彼の無自覚さに起因している8とも語っている。このように、
森は岩井の「美的センス」や映像的特徴の源流について指摘しているが、具
体的な作品を挙げたうえで分析を行ったわけではないため、そのセンスが反
映されたシーンやその際に取り入れた手法など、根拠となり得る材料が不十
分である。

この他に、岩井俊二の映画世界を映像的な観点から考察した代表的成果と
しては田中英司の批評が挙げられる。田中は『現代・日本・映画』9にて、『リ
リイ・シュシュのすべて』について映像的観点から以下のように述べている。

リアルな生々しさを感じさせる衝撃的な映像が、次々と過剰なまでに
映されることで、観客は自分の頭に残った印象を脳内で再構築して映画
を完成させる。10

6　武藤起一・森直人『〈日本製映画〉の読み方 1980-1999』フィルムアート社、1999
7　上掲書、42頁
8　上掲書、42 ～ 43頁
9　田中英司「岩井俊二――映像は、記憶の中で映画となる」『現代・日本・映画』河出書房

新社、2003
10　上掲書、9頁
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る映像を求めて』3の「ピクニックに出かけられなかった人たちのために」4に
て、『PiCNiC』（1996）における病と解放について論じるうえで、以下のよ
うに述べている。

彼は多数の作品の監督を務めており、その中には1994年の『打ち上
げ花火、下から見るか？横から見るか？』、1995年の『Love Letter』、
2004年の『花とアリス』のようにポップなトーンで世界観が構築されて
いるものも少なくない。しかし、90年代後半から2000年代初頭にかけて、
日本映画世界における岩井俊二のイメージを作り上げたものは間違いな
く『PiCNiC』や『スワロウテイル』、『リリイ・シュシュのすべて』と
いった何かしらの形で病に寄り添った映画だった。5（下線は引用者によ
る。以下同）

上の引用文で坂上は、岩井作品を「病に寄り添った映画」と、そうではな
い映画―「ポップなトーンで世界観が構築されているもの」―の二つに
分けている。つまり、坂上の本来の目的は、岩井俊二監督の映画『PiCNiC』
を「病」というキーワードに着目して分析することであったが、彼はその作
品分析に入る前に、岩井俊二の作品世界が「ポップなトーン＝明るい世界
観」と「病に寄り添った映画＝暗い世界観」の「相反する二つの世界観」に
基づいていることを前提としているのである。

この前提に沿えば、明るい世界観の作品としては『打ち上げ花火、下か
ら見るか？横から見るか？』（1993）、『Love Letter』、『花とアリス』（2004）
が挙げられ、暗い世界観の作品としては『undo』（1994）、『PiCNiC』（1996）、

『スワロウテイル』（1996）、『リリイ・シュシュのすべて』（2001）が挙げら
れる。物語の内容だけを聞けば、同じ監督の作品とは思えないような二つの
系統の作品を制作しているのである。映像という観点から見ても、二つの系
統の作品群はそれぞれ異なる特徴を持っているのだが、それぞれの作品群に
見られる映像的特徴は作品世界の何を表しているのかという点については坂

3　『ユリイカ 特集・岩井俊二―『Love Letter』『スワロウテイル』『リリイ・シュシュ
のすべて』から『ヴァンパイア』へ、未知なる映像を求めて』第44巻第11号、青土社、
2012

4　坂上秋成「ピクニックに出かけられなかった人たちのために」上掲書、163 ～ 177頁
5　上掲書、163頁
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映像論的観点からみる岩井俊二映画の構築論

─ 『リリイ・シュシュのすべて』を中心に ─

佐　藤　唯　香

１．はじめに
岩井俊二は1963年、宮城県仙台市生まれの映像作家、映画監督である。

1988年にミュージックビデオから映像作家として仕事を始め、TVの脚本・
演出を経て、映画監督としての活動をスタートさせた。

四方田犬彦は、90年代中頃にデビューした監督として、岩井俊二の名前を
挙げている。そこで、四方田は岩井について「TVの演出から映画に移行し、
その抒情的な作風が若者に話題を呼んだ」1と語る。岩井初の長編映画『Love 
Letter』（1995）は、その抒情的な作風をいかんなく発揮した作品で、モン
トリオール世界映画祭観客賞など数々の賞を受賞し、アジアで絶大な人気を
獲得した。四方田も、国際舞台に踊り出るタイミングが日本映画史始まって
以来の早さであった2として、同時期にデビューした監督たちを含めて岩井
を評価している。

このように、岩井は抒情的な作風で注目される一方、撮影時に実験的な映
像手法を用いることでも知られている。ハンディカメラを揺らしながら撮る
手法や、ハリウッドで使われていた手法など、彼は日本のドラマ業界や映画
界にこれまでなかった撮影手法を導入した。こうした撮影手法から生み出さ
れた岩井独特の映像は「岩井美学」とまで呼ばれ、高い評価を受けている。
この映像美は、岩井作品全体を見た際、最初に目につく共通項である。

ところが、岩井の映像の印象は一貫していない。むしろ二分化しているよ
うに見受けられる。彼の作品は、明るくポップな少女漫画テイストの作品と、
人間のダークな面を描いた作品という二つの系統に分けることができるので
ある。坂上秋成は『ユリイカ 特集・岩井俊二―『Love Letter』『スワロ
ウテイル』『リリイ・シュシュのすべて』から『ヴァンパイア』へ、未知な

1　四方田犬彦『日本映画史100年』集英社、2000、228頁
2　上掲書、229頁
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大学文学部紀要『文芸と思想』1-12頁　第60号
・鎌田正・米山寅太郎（2007）『新漢語林』大修館書店
・岸江信介・吉廣綾子・山口陽子（2005）「高知方言における四つ仮名体系

の動態」徳島大学総合科学部 編『言語文化研究』12巻　137-172頁
・小松英雄（1981）『日本語の世界７ 日本語の音韻』中央公論社
・杉村孝夫（2001）「九州方言の四つ仮名」『音声研究』　第５巻第３号　10- 

18頁
・高山知明（2014）『日本語音韻史の動的諸相と蜆縮涼鼓集』笠間書院
・高山倫明（2003）「日本語音韻史研究とその課題」『音声研究』第７巻第１

号　35-46頁
・高山倫明（2012）『日本語音韻史の研究』ひつじ書房
・築島裕（1981）『日本語の世界５ 仮名』中央公論社
・日本国語大辞典第二版編集委員会 小学館国語辞典編集部 編（2001）『日

本国語大辞典　第二版』小学館
・林四郎・相澤正夫・大島資生・篠崎晃一 編著（2006）『例解新国語辞典』

三省堂
・文化庁 編（2006）『国語施策百年史』ぎょうせい
・松崎寛・河野俊之（2015）『日本語教育能力検定試験に合格するための音

声23』アルク
・松村明 編（2006）『大辞林　第三版』三省堂
・馬淵和夫（1994）『国語音韻論』笠間書院
・山口仲美（2014）『日本語の歴史』岩波新書

参考ＵＲＬ
・「現代仮名遣い」文部科学省

http://www.mext.go. jp/b_menu/hakusho/nc/k19860701001/
k19860701001.html

（取得日：2017年3月21日）

（付記）調査では、多くの方にご協力をいただきました。あらためまして御
礼を申し上げます。
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して、揺れを引き起こしている要因として、語構成意識、語源、類推、ジ・
ズの先行などを考えてみた。また、パソコン入力という現代特有の要因も絡
んでいると見られることを示した。このほか、アンケートの回答結果と四つ
仮名表記併存の有用性に対する意識調査とのクロス集計を行ったことで、表
記併存の必要意識の有無が、四つ仮名の使い分けにあまり影響を与えていな
いということも明らかにした。

しかし、本稿の課題はまだ残っている。今回の調査は、対象者が宮城県出
身の若年層が中心となったため、地域差や年代差には言及できなかった。幅
広い世代からのデータや他の地域出身者のデータがあれば、より多様な結果
が得られたかもしれない。また、四つ仮名の文字入力の現状を把握する調査
項目では、パソコンでの文字入力に限定してしまったため、「パソコンは使
わない」を選択した人の文字入力の現状を把握することができなかった。ス
マートフォンや携帯電話で、四つ仮名の入力の際に誤入力があるかどうかの
問いを設ければ、四つ仮名の現状の輪郭をより明確にできたかと思う。この
ほか、義務教育での四つ仮名表記についての学習経験も興味深い課題である。

注
１．九州地方や高知県の方言音声には、四つ仮名の発音の区別が残存してい

る。岸江・吉廣・山口（2005）や杉村（2001）等からは、四つ仮名の発音
の様相が示されている。

２．「語構成意識」について、小松（1981）に「「猫dʒita」「丹頂zuru」の下
位要素が、「ちた」や「する」に還元されることは起こりえない。そこに
語構成意識が確実に存在するからである」という記述がある。

参考文献
・大野晋（1977）「７仮名づかいの歴史」大野晋・柴田武 編『岩波講座　日

本語８ 文字』岩波書店
・奥村三雄（1977）「６音韻の変遷（２）」大野晋・柴田武 編『岩波講座　

日本語５ 音韻』岩波書店
・風間力三（1999）『要説国語学』翰林書房
・鎌倉暄子（1996）「「四つ仮名」について―国語史的観点から―」福岡女子
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と発音すると思うか」の回答結果をまとめた箇所でも述べたが、誤入力が多
い理由は、「di」と「du」に対する発音のイメージが、「ぢ」と「づ」ではな
いことにあるのだろう。
「di」と「du」のローマ字表記は、「ぢ」と「づ」に対して表音的なもので

はなく、同じ行は同じ子音でそろえることを重視した「日本式」の綴り方
である。「ぢ」と「づ」を表音的な綴り方にすると、「zi」と「zu」あるいは

「ji」と「zu」となる。実社会では表音的な綴り方を重視している「ヘボン
式」が比較的普及していることを考え合わせれば、「di」と「du」の綴りか
ら「ぢ」と「づ」を連想する回答者数が限られたと考えられる。それにより、
キーボードでのローマ字入力によってヂとヅが誤ってジとズで書かれること
が発生し、四つ仮名の揺れを引き起こすことにもつながるのではないかと推
測される。

また、パソコンなどのソフトには、ジとヂ、ズとヅのどちらを入力しても
正しい変換を実行する機能もある。実際に「つまずく」と「つまづく」の２
パターンで入力したが、どちらの表記で入力しても「躓く」という変換結果
であった。アンケートの自由記入欄にも、「携帯の変換だと、「せかいじゅ
う」と打って「世界中」が予測変換で出てきたりする」（宮城県１０代女
性）、「「じとぢ」「ずとづ」を誤って使用する人も多いが、パソコンやスマー
トフォンなど予測変換機能に頼る人も多勢いると思う。それに頼りすぎると、
自分で考えたり覚えたりする力は衰えていくように感じられる」（北海道２
０代女性）という意見もあった。パソコン等の機器が、ジとヂ、ズとヅのど
ちらの仮名を入力しても、正しい変換結果を表示するのは非常に便利な機能
ではある。一方で、その機能が四つ仮名表記の揺れを新たに発生させる要因
の一つになってきているとも考えられる。

おわりに
論文作業の当初段階では、「ダ行のヂ・ヅは将来的に消滅する」という仮

説を立てた上で、今回のアンケート調査によって、「ヂ・ヅが減少傾向にあ
る」ということを明らかに出来るのではないかと考えていた。しかし、調査
の結果を見てみると、ヂ・ヅよりもジ・ズの方が先行しているということは
明らかになったものの、ヂ・ヅには減少傾向にないどころかむしろ使用頻度
が増えている面があり、表記の揺れの存在を明らかにすることができた。そ
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ジ・ズの方を先行させるという傾向も結果からうかがわれる例があった。
その例として「こぢんまり」をあげる。「こぢんまり」は、「現代仮名遣

い」では、「（２）二語の連合によって生じた「ぢ」「づ」」の項の語例として
提示されているため、本来、「こぢんまり」を原則として使用するよう定め
られている。しかし、調査結果では、「こじんまり」での回答の方が上回っ
ていた。
「こぢんまり」の語源説は、『日本国語大辞典第二版』によれば、「コシマ

リ（小締）の音便。コは、やや意を強めていう接頭語」とある。「コシマリ」
に由来するとすれば、「こじんまり」の表記は語源に沿う形となるが、これ
が人びとの語源意識にのぼっているとは考えにくい。

一方、意味の類似から、「こぢんまり」の語構成を「こ＋ちんまり」とと
らえる場合も考えられる。しかし、「ちんまり」は、使用頻度がそれほど多
くはない語と思われる。そのため、「こぢんまり」の語構成が推測しにくく、
表記選択の際に表音的なジの方がヂよりも先行していることが考えられる。

同じヂを含む語に「間近」「鼻血」等があるが、これらの回答は、漢字表
記を参考にしたということもあったためか、「まぢか」「はなぢ」の回答の方
が多かった。つまり、四つ仮名表記の使い分けの判断材料が乏しい場合、表
記行動ではヂ・ヅよりもジ・ズを先行するということがあるのではないだろ
うか。

アンケート結果からは、「「鼻血」は先に「はなじ」というイメージが出
てしまう。その後、鼻血は「血（ち）」と気づき、訂正できる」との回答や、

「「じ」と「ぢ」では、「ぢ」が劣勢なイメージありすぎて何でも「じ」に変
換されてしまう」（宮城県２０代男性）という意見もあった。四つ仮名表記
の場面においては、表音的表記が先に浮かび、ジとズは、ヂとヅよりも優勢
となる可能性があるのではないかと思われる。

４．４．パソコン入力によって生じた四つ仮名の揺れ
四つ仮名表記の意識調査では、「パソコンで「ぢ」「づ」を入力する際、

誤って「zi」「zu」を打つことがあるか」という質問をしている。この結果、
「誤入力する」と回答した数と「誤入力しない」と回答した数がほぼ同じで
あったが、「誤入力する」の回答の方がわずかに多かった。すでに四つ仮名
に関する意識調査項目の一つである「「di」と「du」を見た時、それぞれ何
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になっていることがうかがわれるが、それは、必ずしも「現代仮名遣い」で
定められた原則通りの表記につながるわけではないことがわかる。

４．２．類推
ある語が他の語の語形に引っ張られて変化を起こす類推の傾向が見られた

のが、「躓く」「杯」「跪く」の３語である。これらの語は「現代仮名遣い」
では、それぞれ「つまずく」「さかずき」「ひざまずく」のように、旧仮名遣
いを離れたズを用いた表記を用いるよう定められている。しかし、アンケー
トの結果では、旧仮名遣いである「つまづく」「さかづき」「ひざまづく」の
表記での回答も多く、特に「つまづく」と「さかづき」は、ズを用いた表記
の回答を上回っていた。このような揺れが起こったのは、前項で示した「つ
まづく」における語源の残存のほかに、他の語による影響があるのではない
かと考えられる。

例えば、「躓く」と「跪く」における「つく」では、「気付く」「根付く」
等の「―づく」の類推も考えられる。
「杯」の場合、表記の揺れが起こったのは、「杯」という事物自体が身近に

ないことも起因しているのかもしれない。「杯」の語源説は、『日本国語大辞
典第二版』によれば、「サカツキ（酒坏）の義」「酒津器で、ツは休字」とあ
り、「さか＋づき」という語構成になっている。しかし、容器の名称として
の「つき（坏）」は、必ずしも日常でなじみがある語とは考えにくく、語源
や語構成を考えた人もほとんどいなかったと思われる。「さかずき」よりも

「さかづき」の表記に選択率が多いのは、「気付（きづ）き」や「三日月（み
かづき）」等、より身近な言葉の語形からの影響を受けたために、「さかづ
き」の表記の回答が多くなったという可能性がある。

このように、表記揺れが生じた原因には、語ごとに個々人の類推がはたら
いていたということも考えられる。

４．３．ジ・ズ先行の可能性
調査の結果を見ると、四つ仮名の揺れが存在しているため、「現代仮名遣

い」で原則として「じ」「ず」を用いて書くように定められている語も「ぢ」
「づ」で書かれているという例があることが分かった。しかし、ヂ・ヅが使
用されてはいるものの、個人が四つ仮名の使い分けを判断する段階において、
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が少なかったと推察される。
一方、「稲妻」については、「現代仮名遣い」では、原則として「いなず

ま」と書くように定められている。しかし、アンケートの結果では「いなづ
ま」の回答の方が多かった。現代において、「稲妻」の語源は意識されにく
くはなっているが、「妻」一語では、「つま」と読め、「稲（いね）＋妻（つ
ま）」という語構成になっている。そのために、漢字の読みに引っ張られ、

「いなづま」の表記の方がかえって自然に感じたものと考えられる。これに
対して、「現代仮名遣い」では表音的な表記である「いなずま」の方を原則
として使用するよう定めているために、回答が「いなずま」と「いなづま」
とで揺れたと考えられる。

語源に沿う仮名表記は、「躓く」と「跪く」でも見られた。両語の回答結
果は、すでに示したように、「つまずく」「つまづく」（図2）および「ひざま
ずく」「ひざまづく」（図4）のそれぞれの表記について、ほぼ半々の割合で
ある。これはおそらく語構成を推測したことによるのではないだろうか。ま
ず、「躓く」は、『日本国語大辞典第二版』によると、「足先が物につきあた
る。歩いたり走ったりしていて、つま先を路上の石などにつきあて体勢をく
ずす。けつまずく」とある。語源説は、同辞典によると「ツマツク（爪突・
爪衝）の義」とある。「現代仮名遣い」では、「つまずく」が標準的な表記で
あると定められているが、一方で、語源通りの「つく（突く、衝く）」を意
識し、「つま＋づく」の語構成をイメージした人が多かったのではないだろ
うか。

また、同辞典によれば、「跪く」は、「両手を前につき、両膝を床などにつ
けて、臀（しり）をあげてかがまる。膝を地につけてかしこまる。主に屈
服または拝礼の意を表す」とあり、「躓く」と同様に、膝と床や地面との接
触が動作に含まれている。「跪く」の語源説には、同辞典で「ヒザマゲツク

（膝曲衝）の義」「ヒザマヘツク（膝前衝）の義」「ヒザミナツク（膝皆突）
の義」「ヒザマヅツク（膝先衝）の義」「ヒザマツク（膝正着）の義」が見え
る。「躓く」と同様に語源に沿う接触を表す「付く」等を連想し、「ひざま＋
づく」という語構成を思い浮かべた人もいたのではないかと思われる。

このように、語源に沿う語構成意識と表音的に表記する場合の二様の存在
が表記の揺れを引き起こしたのかもしれない。

語源と語構成に対する意識は、四つ仮名を使い分ける際の選択基準の一つ
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いう問いによって、ジ・ズがなぜ先行するのかを調査したものである。そ
の結果は、「「ぢ」と「づ」」が25.5％、「「でぃ」と「どぅ」」が50.9％、「「ぢ」
と「づ」、「でぃ」と「どぅ」どちらでも良い」が14.8％、「分からない」が
5.1％、「その他」が1.9％、無回答が1.9％であった。「「でぃ」と「どぅ」」の
回答が圧倒的に多く、半数以上を占めていた。これは、ヂとヅの日本式ロー
マ字表記が「di」と「du」であるという認識が希薄化していることがうかが
われ、「di」と「du」が「ディ」と「ドゥ」という外来語音を連想させるた
めに、表記の揺れを引き起こす原因の一つとなっていると考えられる。

４．表記の揺れを発生させる要因
ここからは、アンケートの調査を受け、現代の四つ仮名表記の揺れを引き

起こしていると考えられる要因を考察していく。

４．１．語源と語構成の意識
アンケート調査では、四つ仮名の使い分けに語構成意識の存在（注２）がう

かがわれる結果が見られた。
「片付ける」「お小遣い」「相槌」「間近」「鼻血」「三日月」「小包み」「やり

辛い」の回答はそれぞれ「かたづける」「おこづかい」「あいづち」「まぢか」
「はなぢ」「みかづき」「こづつみ」「やりづらい」という、ダ行のヂ・ヅを用
いた表記の回答率が高かった。このような結果になったのは、これらの語が

「相槌」を除けば、漢字表記として比較的分かりやすく、語源も意識しやす
い語構成になっていることにあるだろう。これは、各熟語が二語から構成さ
れていて、下位要素の語頭が連濁を起こしているという認識を持っている人
が多いものと思われる。「片付ける」「お小遣い」「間近」「相槌」「鼻血」「三
日月」「小包み」は、二語が連合した語で、下位要素の語頭がタ行のチかツ
になっている。そのために、下位要素のチとツが連濁を起こしているものと
考えた結果、チとツに対応する濁音である、ヂとヅを用いた表記の回答が多
くなり、表記揺れが少なかったのだと考えられる。さらに、漢字及び語に対
する馴染み度も表記揺れに関係しているだろう。表記揺れが少なかった語は、
ほぼ常用漢字で構成されている。その上、語自体が日常的によく使われるた
めに、馴染み深さが表記揺れを少なくしたものと考えられる。また、「現代
仮名遣い」で定められている表記と一致していることもあって、表記の揺れ
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「杯」の結果は、わずかに「どちらも正しい」、「分からない」を回答した
人がいるものの、「さかずき」と「さかづき」にほぼ同じ割合で意識回答の
バリエーションが入っている。

そのため、表記併存の必要意識の有無は、直接的に四つ仮名表記の揺れを
引き起こしている要因だとは考えにくく、四つ仮名の使い分けにはあまり影
響してないということが考えられる。

３．２．２．パソコンでの文字入力及びローマ字表記に対する意識調査
意識調査の二つ目は、「パソコン使用者が「ぢ」と「づ」を打つ時に、

誤ってそれぞれ「zi」と「zu」と打つことがあるか」を尋ねた。パソコン
でヂ・ヅをタイピングする時に誤入力があるかどうかによって、ジ・ズが
ヂ・ヅよりも優先的に表記されているかを把握するものである。その結果
は、「よくある」が16.2％、「時々ある」が28.7％、「どちらでもない」が2.3％、

「あまりない」が27.3％、「全くない」が13.0％、「分からない」が3.2％、「パ
ソコンは使わない」が7.4％、無回答・その他が1.9％であった。「時々ある」
と「あまりない」の割合が非常に近い数値になっている。しかし「よくあ
る」と「時々ある」の割合の合計は44.9%、「あまりない」と「全くない」の
割合の合計は40.3%であるため、「誤入力がある」の割合の方が多い。この結
果から、ヂ・ヅを入力する際に、「zi」「zu」を誤って入力する人が多いため、
入力行動に関しては、ジ・ズがヂ・ヅに対して優勢であることが分かる。し
かし、誤入力の有無の回答は、双方同程度となっており、揺れの存在の大き
さを裏付ける結果となった。

三つ目は、「「di」と「du」を見た時、それぞれ何と発音すると思うか」と

図7 「杯」の表記と仮名必要性意識のクロス集計
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図６を見てみると分かるが、「躓く」は、「つまずく」と「つまづく」とで、
「必要」、「不必要」、「分からない」、「どちらとも言えない」、「無回答・その
他」の割合がほぼ同じである。四つ仮名の併存肯定者と否定者がそれぞれ、
どちらの回答にも偏りを見せていないことから、四つ仮名表記併存の有用性
に対する意識は四つ仮名の書き分けを考える際に、あまり関与していないと
いうことが分かる。

さらに、図7の「杯」の結果も見てみよう。
 　

つまり、「じ」「ぢ」および「ず」「づ」のそれぞれの表記併存の有用性自体
には肯定的意見が多い。そこで、四つ仮名表記併存の有用性に対する意識が
四つ仮名の書き分けに影響を与えているのではないかと考え、アンケートの
18項目全てについて、仮名遣い使用のデータと使用意識のクロス集計を行っ
た。

この結果、併存肯定者が実際の仮名遣いにおいて語源重視の表記型を積極
的に選択する、あるいは併存否定者が語源意識にとらわれない表音型のみを
選択する、といった結果は見られなかった。ただし、特に揺れの大きかった

「こぢんまり」「躓く」「杯」「跪く」「稲妻」の5例のなかで、併存否定者は肯
定者に比べて、「躓く」「こぢんまり」「杯」「稲妻」において仮名遣いの標準
的な表記を選択した割合が低い。「どちらとも言えない」層は、「こじんま
り」「ひざまずく」の表音型を選択している割合がやや低い。しかし、全体
としては、表記併存の必要意識の有無は、ほとんどの人では実際の表記行動
に影響を与えていないとみられる。

以上のことが顕著にうかがわれるのが、次に示す「躓く」の結果である。

図6 「躓く」の表記と仮名必要性意識のクロス集計
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と選択し直しの形跡で、合わせて57件にのぼった。アンケート回答者は216
人であるため、およそ4人に1人は書き直し・選択し直しを行っていること
になる。その中でも、書き直し・選択し直しが最も多かったのが、「間近」
であった。「間近」の書き直しは11件である。その他、平仮名記述項目での

「お小遣い」が9件、「こぢんまり」、「生地」が5件、「頷く」、「世界中」が4件、
「片付ける」、「相槌」、「稲妻」、「地面」が3件、「躓く」が2件、「鼻血」、「杯」、
「小包み」、選択式項目での「お小遣い」、「やり辛い」が各1件の書き直しや
選択し直しがあった。書き直しや選択し直しをするということは、自らが書
いたこと、選択したことを不自然に感じたために修正を施していると見られ、
直接の回答結果以外の部分から、表記揺れの実態を示すことにもなった。

また、アンケートの自由記述欄にも、「普段あまり気にしたことがないの
で、正しいか正しくないかが分からなかった」（宮城県３０代男性）、「普段
はあまり気にしていないが、改めてどちらかと聞かれると、「あれ？どっち
だっけ？」となることが多い気がした」（宮城県１０代女性）、「使い分けが
良くわからない」（福島県６０代）等、多くの声が多く寄せられた。どの年
代からも、「使い分けが分からない」「回答の際に迷った」というコメントが
あった。

揺れの原因については後述するが、規範となる「現代仮名遣い」において、
表音による仮名遣いと歴史的仮名遣いが共存していることが一つの原因と
なって、上記のような個々人の表記レベルでの揺れが生じているように思わ
れる。

３．２．意識調査から見えた四つ仮名の現状
アンケートでは、四つ仮名に対する意識調査を３項目用意した。

３．２．１．四つ仮名の必要性に対する意識調査
意識調査の一つ目は、「「じ」と「ぢ」、「ず」と「づ」はそれぞれ同音だ

が、同じ音のものは日本語として２つも必要だと思うか」という、四つ仮名
の必要性を尋ねたものである。その結果は、「必要だと思う」が63.9％、「必
要ないと思う」が7.9％、「分からない」が9.7％、「どちらとも言えない」が
17.1％、無回答・その他が1.4％であり、必要と考える回答が半数以上占めて
いることから、四つ仮名表記の区別に有用性を認める意見が多いようである。
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識では一般に二語に分解しにくいもの等として、それぞれ「じ」「ず」を用
いて書くことを本則とし、「せかいぢゅう」「いなづま」のように「ぢ」「づ」
を用いて書くこともできるものとする」と記載されているため、「いなづま」
という表記が認められていないわけではない。しかし、原則としては「いな
ずま」と書くように定められているため、その原則がかえって大きな揺れを
引き起こしている可能性がある。また、「どちらも正しい」とした選択率は
選択式の問いの中で最も高かった。アンケートの自由記述欄にも、「稲妻は

「いなづま」だと思っていたが、「いなずま」でも良いのかと分からなくなっ
た。妻は「つま」だから普通に「つ」に点をつければいいのかと思った」

（宮城県１０代女性）、「基本的に清音の読み方に濁点をつければよいと考え
ていたが、「稲妻」のみ「妻」なのに「ずま」を使用することが（個人的に）
多いので、不思議に思った」（宮城県１０代女性）、「漢字で書いた時にその
漢字の単体の時と熟語の時とで書き方（送り仮名の）が違う時があるのは何
故か。例、稲

いなずま

妻」（福島県１０代女性）というように、「稲妻」の平仮名表記
に関する疑問が寄せられた。「妻」は「つま」と読むために、「稲」の複合に
よって「ずま」に変わることが気になる人が多くいるようである。

３．１．６．回答の書き直し・選択し直しからみた揺れ
これまで示したように、アンケート調査では、表記に揺れがある語を示す

ことができた。しかし、この調査では、回答結果以外からも表記の揺れを見
つけることができた。それは、回答用紙に痕跡として残っていた、書き直し

図5 「稲妻」の表記
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「跪く」の回答結果は、図４の通りである。「ひざまずく」の回答が48.6％、
「ひざまづく」の回答が42.1％、「どちらも正しい」の回答が3.7％、「分から
ない」の回答が5.1％、無回答・その他の回答が0.5％であった。「跪く」は、

「現代仮名遣い」で原則として「ひざまずく」と書くよう定められている。
しかし、「ひざまづく」を選択した割合も半分近くを占めている。
「躓く」と似たような結果が出たが、「跪く」の方がヅを用いた表記の割合

が少ないという結果が出たのは、「跪く」という言葉の方があまり馴染みが
ないせいもあるのだと考えられる。

３．１．５．「稲妻」の表記
「稲妻」の回答結果は、「いなずま」が28.7％、「いなづま」が55.1％、「ど

ちらも正しい」が12.5％、「分からない」が1.9％、無回答・その他が1.9％で
あった。最も選択率が高かったのが「いなづま」であったが、「現代仮名遣
い」の原則では、「いなずま」の表記で書くように定められている。「稲妻」
は、「現代仮名遣い」のなお書きに「次のような語については、現代語の意

遣い」では、「現代語の意識では一般に二語に分解しにくいもの」と見なさ
れており、「「じ」「ず」を用いて書くことを本則」としているものの、旧仮
名遣いの「さかづき」と書くことも許容されている。「さかずき」の選択率
がこれほどに下回ったのは意外であった。

３．１．４．「跪く」の表記

図4 「跪く」の表記
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次に「躓く」を見てみたい。「つまづく」が52.3％、「つまずく」が47.7％
と、ほぼ半々の割合となっており、表記揺れが非常に大きいことが分かる。

「躓く」は、「現代仮名遣い」では、「つまずく」と書くように定められてい
る。しかし、調査結果では、「つまづく」の回答率の方が「つまずく」より
もわずかに多いということがわかる。

３．１．３．「杯」の表記

３．１．２．「躓く」の表記

「杯」の回答結果は、「さかずき」が39.4％、「さかづき」が54.2％、「どち
らも正しい」が3.7％、「分からない」が2.8％であった。「杯」は「現代仮名

図2 「躓く」の表記

図3 「杯」の表記
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表記で回答した割合が多かった。「やり辛い」も「相槌」と同様に、「現代仮
名遣い」に記載されていない語であるが、同辞書では、「動詞の連用形につ
いて、そうするのがやりにくい、という意味を表わす」接尾語として「づら
い」という表記であった。

これらの語の回答結果はいずれも「現代仮名遣い」通り、あるいは辞書通
りの表記で回答した結果が7割を超えているものの、多少の表記揺れが存在
するということが分かった。

一方、表記揺れが顕著に表れたのは、「こぢんまり」「躓く」「杯」「跪く」
「稲妻」の5語である。これらの語は全て「現代仮名遣い」の原則通りの表記
での回答が7割を下回っている。このような表記揺れが大きかった語は、そ
の揺れにどのような傾向があるのか。以下で、詳しい実態について見ていく。

３．１．１．「こぢんまり」の表記

図１は、「こぢんまり」の回答結果を集計したものである。「こじんまり」
と回答したのが61.1％、「こぢんまり」と回答したのが35.2%、無回答・その
他の回答が3.7％であった。「現代仮名遣い」では、「こぢんまり」は「（２）
二語の連合によって生じた「ぢ」「づ」」の項の語例として提示されているた
め、本来、「こぢんまり」という表記が標準的であると定められている。し
かし、「こじんまり」という表記での回答の方が「こぢんまり」よりも上
回っているという結果が得られた。

図1 「こぢんまり」の表記
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「地面」「やり辛い」のそれぞれについて、提示した複数の仮名表記から選択
してもらった。選択肢には、「どちらも正しい」「分からない」も設けた。４
項目は四つ仮名に対する意識について問うもので、「「じ」と「ぢ」、「ず」と

「づ」はそれぞれ同音だが、同じ音声のものは日本語として必要だと思うか」
「パソコンを使うという方で、「ぢ」と「づ」を打つ時に、誤ってそれぞれ
「zi」と「zu」と打つことがあるか」「「di」と「du」を見た時、それぞれ何
と発音すると思うか」という3つの問いを用意した。また、5項目には、自由
記述欄を設け、四つ仮名に対する意見や、アンケートを受けて感じたこと等
を自由に記入してもらった。

２．２．調査方法
本調査は、幅広い年齢層の216名を対象にアンケートに回答してもらい、

その回答によって、現代の四つ仮名表記にどのような傾向があるかを把握す
るという方法で行った。

アンケート回答者は、大学生が大半となり、10代が38％、20代が36％で、
30代、40代、50代、60以上の、それぞれの年代は10％に満たない。回答者の
出身都道府県は、宮城県が中心で68％を占める。このようなばらつきを鑑み、
年齢差や地域差については考察の対象としない。

３．四つ仮名表記の現状 
ここからはアンケート調査から明らかになったことを述べていく。

３．１．四つ仮名表記の揺れの実態
アンケート調査の結果、「片付ける」「お小遣い」「頷く」「間近」は、「現

代仮名遣い」で原則として使用するように定められている「かたづける」
「おこづかい」「うなずく」「まぢか」の表記で回答した割合が多かった。「相
槌」に関しては、「現代仮名遣い」に語例として挙げられていないが、「あい
づち」での回答が多く、たとえば『例解新国語辞典』では「相づち」で記載
されているように、辞書通りの表記で使用している人が多いことが分かった。

「世界中」「生地」「縮む」「鼻血」「三日月」「小包み」「お小遣い」「地面」の
回答結果は、それぞれ「せかいじゅう」「きじ」「ちぢむ」「はなぢ」「みかづ
き」「こづつみ」「おこづかい」「じめん」という、「現代仮名遣い」の原則の
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「現代仮名遣い」は、「語を現代語の音韻に従って書き表すこと」を原則と
しているが、歴史的仮名遣いも尊重されるべきこととして、一定の特例が設
けられている。四つ仮名も「現代仮名遣い」の書き分けの対象となっており、
基本的にジとズを使用するよう原則として定められている。しかし、「（１）
同音の連呼によって生じた「ぢ」「づ」」と「（２）二語の連合によって生じ
た「ぢ」「づ」」については、表記の慣習を尊重してヂ・ヅを使用することが
認められていて、語例も多く示されている。さらに、「なお、次のような語
については、現代語の意識では一般に二語に分解しにくいもの等として、そ
れぞれ「じ」「ず」を用いて書くことを本則とし、「せかいじゅう」「いなづ
ま」のように「ぢ」「づ」を用いて書くこともできるものとする」というな
お書きもあり、ジとヂ、ズとヅのどちらで書くことも認められている語もあ
る。

このように、「現代仮名遣い」には、表音的に表記を行う原則を持ちなが
らも、歴史的仮名遣いを踏襲した部分が入り込むという二面性が存在してい
る。このことは、仮名遣いの規範に備わる二面性が、四つ仮名の長い歴史の
中で、表記の上での新たな「混乱」を招いているのではないだろうか。

そこで、筆者は、あらかじめ「現代では、ジズの使用例の方が多くなって
おり、ヂヅは減少傾向にあることが分かるのではないか」という仮説を立て
てみた。そして、表記の実態を把握するために、アンケート調査を行い、そ
の結果から四つ仮名表記の現状を明らかにすることを目的とした。

２．調査の概要

２．１．調査項目
調査項目は、主に「現代仮名遣い」で提示されている、「じ・ぢ」「ず・

づ」の書き分けの語例を参考とし、アンケート形式とした。
アンケートでの調査項目は、大きく五つの質問内容に分かれている。まず

1項目でアンケート回答者の年齢、性別、出身都道府県について尋ねた。２
項目では、なぞなぞ形式の問いによって、「片付ける」「お小遣い」「頷く」

「相槌」「こぢんまり」「躓く」「間近」をそれぞれ平仮名で記述してもらう
ことにした。３項目は、「正しいと思う表記」を選択するもので、「世界中」

「生地」「縮む」「鼻血」「杯」「跪く」「三日月」「小包み」「お小遣い」「稲妻」
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四つ仮名表記の揺れ

─ 大学生を中心としたアンケート調査の結果から ─

田　鎖　美優紀

はじめに
日本語の歴史の中には、その変化の過程で、現在すでに消えてしまった音

が存在する。このうち、ザ行のジとズ、ダ行のヂとヅという四つ仮名は、現
代仮名遣いにおいて、表記面で残存しながら、現在、方言では音に区別が
残っている地域もある。一方、共通語では、ジとヂ、ズとヅはそれぞれ同音
になっており、変化の結果に従って、いずれかの仮名が消滅していても不自
然ではない。しかし、ジ・ヂ・ズ・ヅはいずれも消えることなく、現在も使
用されている。本稿では、アンケート調査の結果を利用して、四つ仮名表記
の使用実態とその傾向を明らかにし、四つ仮名の表記には揺れが存在するこ
とを示す。そして、その揺れを引き起こす要因について、考えられることを
述べる。

１．研究の目的
四つ仮名は、現代日本語において、ジとヂ、ズとヅがそれぞれ同音となっ

ている。歴史をさかのぼると、古くはその発音に区別があった。四つ仮名と
その合流の歴史について考察した先行研究には、近年では、高山倫明（2012）、
高山知明（2014）などがある。これらの研究では、文献に現れた、表記上の
混同・混乱の実態が示されるとともに、それを引き起こした音の考察が進め
られている。前者では、四つ仮名の混同と前鼻音消失との関連性を裏付ける
ための根拠を探る必要性が説かれ、後者では、たとえば『蜆縮涼鼓集』の内
容には、前鼻音消失が関わっていることなどが述べられている。

このような国語史資料を利用した四つ仮名研究に対して、現代日本語に
おける四つ仮名の実態を記したものは、方言研究（注1）を除けば数が少ない。
特に、仮名表記上の混同に関しては、「現代仮名遣い」との関係から考察を
加えていく必要がある。

（155）

四
つ
仮
名
表
記
の
揺
れ

─
大
学
生
を
中
心
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
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調
査
の
結
果
か
ら

─
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〈
書
籍
紹
介
〉

　

義
経
と
菅
江
真
澄
、「
北
」
を
目
指
し
た
人
々

　
　

―
菊
池
勇
夫
『
義
経
伝
説
の
近
世
的
展
開
―
そ
の
批
判
的
検
討
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
探
究
の
人 

菅
江
真
澄
』
―

深　

澤　

昌　

夫　

本
学
一
般
教
育
部
教
授
菊
池
勇
夫
氏
（
日
本
近
世
史
）
が
わ

ず
か
半
年
の
間
に
著
書
を
二
冊
も
刊
行
さ
れ
た
。『
義
経
伝
説
の

近
世
的
展
開
―
そ
の
批
判
的
検
討
』
サ
ッ
ポ
ロ
堂
書
店
（
二
〇

一
六
）
と
『
探
究
の
人 

菅
江
真
澄
』
無
明
舎
出
版
（
二
〇
一
七
）

で
あ
る
。
青
森
出
身
の
菊
池
氏
は
一
貫
し
て
東
北
地
方
、
よ
り
正

確
に
は
北
東
北
か
ら
北
海
道
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
北
方
史
の
研

究
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
た
ん
に
北
方
の

地
域
史
、
生
活
文
化
史
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
央
（
の
歴

史
）
に
対
す
る
地
方
か
ら
の
発
信
、
問
い
か
け
、
問
い
直
し
と
い

う
志
に
貫
か
れ
て
お
り
、
こ
の
た
び
の
二
書
も
あ
え
て
北
海
道
の

サ
ッ
ポ
ロ
堂
や
秋
田
の
無
明
舎
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

『
義
経
伝
説
の
近
世
的
展
開
―
そ
の
批
判
的
検
討
』
は
全
五
章

か
ら
な
る
。
ま
ず
、
目
次
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

第
一
章　

義
経
蝦
夷
渡
り
（
北
行
）
伝
説
の
生
成
―
民
衆
・

地
方
が
作
り
出
し
た
の
か

補
論
１　

蔓
延
す
る
「
義
経
北
行
伝
説
」
―
伝
説
を
い
か

に
解
体
す
る
か

第
二
章　
『
通
俗
義
経
蝦
夷
軍
談
』
の
歴
史
舞
台
と
蝦
夷
知

識
付
表　

菅
江
真
澄
の
義
経
伝
説
一
覧

史
料　
『
義
経
蝦
夷
渡
記
』
翻
刻

第
三
章　

義
経
蝦
夷
渡
り
伝
説
の
地
方
的
展
開
―
三
厩
の
観

世
音
縁
起
を
め
ぐ
っ
て

補
論
２　

義
経
の
「
粟
の
借
用
証
文
」

第
四
章　

地
誌
考
証
と
偽
書
批
判

第
五
章　

松
浦
武
四
郎
と
義
経
蝦
夷
渡
り
伝
説

付
表　

松
浦
武
四
郎
が
記
述
し
た
松
前
・
蝦
夷
地
の
義
経

伝
説
一
覧

我
々
文
学
の
側
に
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
源
義
経
と
い
う
人
物

は
『
平
家
物
語
』
に
名
高
い
歴
史
上
の
武
将
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
の
一
代
記
は
よ
り
創
作
性
・
伝
承
性
・
伝
奇
性
の
強
い
『
義
経

記
』
に
ま
と
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
能
や
御
伽
草
子
に
お
い
て
「
判

官
も
の
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら

に
は
奥
州
を
目
指
し
て
旅
す
る
御
曹
司
義
経
と
浄
瑠
璃
姫
と
の
恋

物
語
か
ら
「
浄
瑠
璃
」
と
い
う
新
興
芸
能
が
生
ま
れ
、
こ
れ
が
後

に
人
形
と
結
び
つ
い
て
現
在
の
文
楽
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う

意
味
で
、
文
学
史
お
よ
び
芸
能
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
で
あ
り
、
か
つ
史
上
ま
れ
に
見
る
息
の
長
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
号
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で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
だ
け
に
文
学
・
歴
史
学
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
様
々
な
分
野
か
ら
義
経
関
係
の
書
物
が
多
く
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
ふ
と
見
上
げ
れ
ば
、
自
分
の
研
究
室
に
も
、
渡

辺
保
『
源
義
経
』
吉
川
弘
文
館
（
一
九
六
六
）、
高
橋
富
雄
『
義

経
伝
説
―
歴
史
の
虚
実
』
中
公
新
書
（
一
九
六
六
）、
桜
間
金
記

『
能
と
義
経
』
光
芒
社
（
二
〇
〇
〇
）、
鈴
木
健
一
『
義
経
伝
説
―

判
官
び
い
き
集
大
成
』
小
学
館
（
二
〇
〇
四
）、
河
北
新
報
出
版

セ
ン
タ
ー
・
京
都
新
聞
出
版
セ
ン
タ
ー
編
『
京
か
ら
奥
州
へ
―
義

経
伝
説
を
ゆ
く
』
河
北
新
報
出
版
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
〇
四
）、
五

味
文
彦
『
源
義
経
』
岩
波
新
書
（
二
〇
〇
四
）、
別
冊
歴
史
読
本

『
源
義
経
の
謎
』
中
経
出
版
（
二
〇
〇
五
）、
森
村
宗
冬
『
義
経

伝
説
と
日
本
人
』
平
凡
社
新
書
（
二
〇
〇
五
）、
大
三
輪
・
関
・

福
田
編
『
義
経
と
そ
の
時
代
』
山
川
出
版
社
（
二
〇
〇
五
）、
文

化
地
層
研
究
会
編
『
源
義
経 

夢
の
跡 

探
求
地
図
』（
二
〇
〇
五
）、

伊
藤
孝
博
『
義
経
北
行
伝
説
の
旅
』
無
明
舎
出
版
（
二
〇
〇
五
）、

金
沢
英
之
『
義
経
の
冒
険
―
英
雄
と
異
界
を
め
ぐ
る
物
語
の
文
化

史
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
（
二
〇
一
二
）
等
々
、
義
経
関
連
の
書

籍
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
一
九
六
六
年

の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
源
義
経
』（
主
演
は
当
時
二
三
歳
の
尾

上
菊
之
助
／
当
代
菊
五
郎
）
や
二
〇
〇
五
年
の
『
義
経
』（
主
演

は
当
時
二
二
歳
の
滝
沢
秀
明
）
に
あ
や
か
っ
た
出
版
物
も
少
な
く

な
い
こ
と
が
分
か
る
。
…
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
義
経
で
あ
る
。

も
と
も
と
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
「
色
白
で
出
っ
歯
の
小

男
」
と
評
さ
れ
て
い
た
義
経
は
、
い
わ
ゆ
る
「
判
官
び
い
き
」
の

心
性
を
背
景
に
、
後
世
悲
劇
の
英
雄
あ
る
い
は
さ
ま
よ
え
る
貴
種

と
し
て
そ
の
姿
か
た
ち
も
美
化
・
理
想
化
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、

文
学
や
芸
能
の
世
界
で
は
こ
う
し
た
史
実
離
れ
は
よ
く
あ
る
こ
と

で
、
義
経
も
し
ま
い
に
は
衣
川
で
自
害
せ
ず
、
北
方
・
蝦
夷
地
に

逃
れ
、
果
て
は
大
陸
に
渡
っ
て
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
に
な
っ
た
、
な
ど

と
い
う
荒
唐
無
稽
な
物
語
も
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
い
え
ば
長

山
靖
生
の
『
偽
史
冒
険
世
界
―
カ
ル
ト
本
の
百
年
』
筑
摩
書
房

（
一
九
九
六
）
で
真
っ
先
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
「
ト
ン
デ
モ

本
」
も
小
谷
部
全
一
郎
の
義
経
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
説
で
あ
っ
た
。

日
本
文
学
は
伝
統
的
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
原
典
）
を
尊
重
し
つ
つ
、

必
ず
し
も
原
典
に
と
ら
わ
れ
ず
、
か
な
り
自
由
奔
放
な
二
次
創

作
、
三
次
創
作
を
許
容
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
義
経
は
そ
の
最

た
る
も
の
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
我
々
文
学
サ
イ
ド
の
人
間
に

は
そ
こ
が
ま
た
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
が

近
代
以
降
も
反
復
・
増
幅
さ
れ
、
あ
た
か
も
事
実
・
真
実
で
あ
る

か
の
ご
と
く
流
布
し
て
い
く
と
な
る
と
話
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
く

る
。
た
と
え
ば
大
河
ド
ラ
マ
な
ど
で
義
経
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
、

そ
の
た
び
に
義
経
関
係
の
伝
説
や
伝
承
が
―
そ
れ
ら
が
伝
説
・
伝

承
で
あ
る
か
ら
こ
そ
事
実
の
裏
付
け
を
欠
い
た
ま
ま
、
あ
た
か
も

「
隠
さ
れ
た
真
の
歴
史
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
―
さ
か
ん
に
喧
伝

さ
れ
、
地
域
・
自
治
体
・
鉄
道
会
社
・
旅
行
会
社
・
広
告
代
理
店

等
々
、
関
連
業
界
諸
手
を
挙
げ
て
大
々
的
な
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
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ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
を
歴
史
的

な
事
実
と
混
同
す
る
ほ
ど
現
代
人
は
ナ
イ
ー
ブ
で
は
な
い
だ
ろ
う

し
、
義
経
の
北
行
渡
海
・
生
存
説
な
ど
、
大
方
は
そ
れ
こ
そ
あ
り

え
た
か
も
し
れ
な
い
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
っ
た
ら
お
も
し
ろ
い
、

こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
な
架
空
の
歴
史
ロ
マ
ン
、
い
わ

ゆ
る
歴
史
の
「
if
」
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
…

と
も
思
う
け
れ
ど
、
菊
池
氏
は
こ
う
し
た
「
伝
説
の
垂
れ
流
し
」

と
も
い
え
る
現
状
に
対
し
、
実
証
性
を
重
ん
じ
る
歴
史
学
の
立
場

か
ら
批
判
を
加
え
、
こ
う
し
た
伝
説
が
成
立
・
流
布
し
、
あ
る
い

は
義
経
関
係
の
遺
物
・
遺
跡
な
る
も
の
ま
で
「
発
見
」
さ
れ
て
い

く
過
程
や
そ
の
政
治
的
な
意
図
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

氏
に
よ
れ
ば
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
蝦

夷
地
で
語
ら
れ
て
い
た
義
経
伝
説
は
室
町
時
代
の
『
御
曹
司
島

渡
』
系
統
の
物
語
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
「
義
経
は
衣
川
で
死
な
ず

蝦
夷
地
に
逃
げ
延
び
た
」
と
す
る
蝦
夷
渡
り
伝
説
に
昇
華
発
展
し

て
い
く
契
機
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の

戦
い
で
あ
っ
た
と
い
う
（
第
一
章
、
二
一
頁
）。

東
北
民
衆
の
義
経
に
寄
せ
る
深
い
愛
着
の
よ
う
な
も
の
が
義

経
不
死
伝
説
を
生
成
さ
せ
た
と
考
え
る
の
は
お
そ
ら
く
間

違
っ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
義
経
蝦
夷
渡
り
伝
説
は
幕

藩
制
国
家
の
華
夷
秩
序
シ
ス
テ
ム
に
き
わ
め
て
都
合
の
よ
い

物
語
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
は
体
制
迎
合
的
な
物
語
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い

た
と
い
っ
て
よ
い
。（
第
一
章
、
二
三
頁
）

（
引
用
者
注
―
義
経
）
北
行
伝
説
は
江
戸
時
代
中
期
に
生
成

し
、
そ
の
後
の
日
本
史
の
展
開
の
な
か
で
政
治
的
な
色
彩
を

強
く
帯
び
た
伝
説
と
し
て
自
己
展
開
し
発
展
を
遂
げ
て
き
た

物
語
で
あ
る
。
良
く
も
悪
し
く
も
日
本
人
の
あ
る
人
々
の
精

神
文
化
の
営
み
が
作
り
出
し
、
積
み
重
ね
て
き
た
物
語
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
は
北
行
伝
説
は
近
世
史
お
よ
び
近
現
代
史

の
分
野
が
扱
う
べ
き
問
題
で
あ
る
。
文
学
的
領
域
の
説
話
研

究
に
せ
ば
め
な
い
で
ひ
ろ
く
精
神
史
な
い
し
思
想
史
の
重
要

な
一
環
を
な
す
も
の
と
し
て
捉
え
、
伝
説
（
物
語
）
を
通
し

て
何
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
の
か
、
当
然
作
者
の
作

為
性
・
意
図
が
か
ら
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
時
代
状
況

と
の
相
互
関
連
の
な
か
で
精
細
に
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。（
第
一
章
補
論
、
五
七
～
五
八
頁
）

一
見
、
夢
物
語
の
よ
う
な
他
愛
の
な
い
ロ
マ
ン
、
あ
る
い
は
非

現
実
的
な
伝
説
・
物
語
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
た
ん
な
る
一
個
人

の
夢
想
で
な
く
、
あ
る
時
代
・
社
会
で
共
有
さ
れ
る
も
の
、
い
わ

ば
事
実
ら
し
き
も
の

4

4

4

4

4

に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
個

人
（
作
者
）
の
思
惑
を
超
え
た
力
が
働
い
て
い
る
。
伝
説
・
伝
承

な
る
も
の
も
「
昔
か
ら
そ
う
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う

「
昔
」
が
い
っ
た
い
い
つ
な
の
か
、
い
っ
た
い
誰
が
語
り
始
め
た

の
か
、
何
の
た
め
に
そ
の
よ
う
に
語
る
（
騙
る
）
の
か
、
と
い
っ

た
こ
と
は
歴
史
学
の
み
な
ら
ず
、
文
学
の
側
に
い
る
我
々
に
し
て

日
本
文
学
ノ
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も
（
た
だ
た
ん
に
伝
説
を
お
も
し
ろ
が
る
だ
け
で
は
な
く
）
問
う

べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
義
経
と
似
た
よ
う
な
伝
説
・
言
伝
え
と
し
て
は
、

琉
球
の
為
朝
伝
説
や
九
州
の
安
徳
天
皇
生
存
説
が
あ
り
、
そ
の

土
地
で
は
一
種
の
「
事
実
」（
そ
れ
を
信
じ
る
人
々
に
と
っ
て
の

「
事
実
」）
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
こ
れ
は
ま
っ

た
く
の
作
り
ご
と
だ
が
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
初
演
の
『
義

経
千
本
桜
』
な
ど
は
壇
ノ
浦
（
作
中
で
は
屋
島
）
で
死
ん
だ
は
ず

の
人
々
が
、
実
は
生
き
て
い
た
、
生
き
延
び
て
い
た
、
と
い
う
サ

プ
ラ
イ
ズ
か
ら
始
ま
る
。
作
中
、
平
知
盛
は
町
人
に
身
を
や
つ
し
、

義
経
に
リ
ベ
ン
ジ
を
挑
み
、
再
び
破
れ
、
海
の
底
に
沈
ん
で
い
く

（
二
段
目
、
大
物
浦
＝
海
）。
あ
る
い
は
平
教
経
は
僧
兵
に
身
を
や

つ
し
義
経
に
挑
も
う
と
す
る
が
、
彼
を
兄
の
敵
と
狙
う
佐
藤
忠
信

に
討
た
れ
る
（
五
段
目
、
吉
野
山
＝
山
）。
一
方
、
平
維
盛
と
そ

の
妻
子
（
清
盛
の
嫡
流
で
あ
る
六
代
）
そ
し
て
安
徳
天
皇
は
、
名

を
変
え
姿
を
変
え
て
、
生
き
延
び
る
こ
と
に
な
る
。
歌
舞
伎
や
浄

瑠
璃
な
ど
芝
居
の
世
界
で
は
、
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
た
物
語
＝

「
世
界
」
に
対
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
「
趣
向
」
を
組
み
合
わ
せ
て

芝
居
を
仕
組
む
な
ら
わ
し
が
あ
る
。
奇
談
・
珍
談
へ
の
ニ
ー
ズ
は

い
つ
の
時
代
に
も
あ
っ
て
、
一
口
に
「
物
語
（
文
学
）
と
歴
史
」

「
虚
構
（
想
像
力
）
と
事
実
」
と
言
っ
て
も
、
両
者
の
関
係
は
必

ず
し
も
一
筋
縄
で
は
い
か
ず
、
相
互
に
奇
妙
な
共
犯
関
係
を
結
ぶ

ケ
ー
ス
も
あ
る
。
も
と
も
と
嘘
・
偽
り
・
う
わ
さ
・
で
っ
ち
あ
げ

の
類
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
誰
か
が
語
り
伝
え
、
説
き
広
め
、
広

範
に
拡
大
・
拡
散
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
そ
う
簡
単
に
覆
す
こ
と
の

で
き
な
い
「
事
実
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
そ

れ
が
「
語
り
」
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
ま
た
お
そ
ろ

し
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
（
ネ
ッ
ト
時
代
の
現
代
は
な
お
さ
ら
で
あ

る
）。
我
々
に
必
要
な
こ
と
は
、
人
の
い
う
こ
と
を
鵜
呑
み
に
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
主
体
的
な
判
断
を
留
保
し
た
ま
ま
あ
や

し
げ
な
説
の
流
布
に
加
担
す
る
こ
と
で
も
な
く
（
そ
れ
は
結
局
虚

妄
の
説
の
成
長
拡
大
・
拡
散
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
）、
氏
の
指

摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
背
後
に
あ
る
、
人
と
意
図
と
時
代
状
況
を

批
判
的
に
検
証
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
氏
の
『
義
経
伝
説
の
近
世

的
展
開
―
そ
の
批
判
的
検
討
』
は
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
示
す
通

り
、
い
わ
ゆ
る
義
経
伝
説
に
対
し
て
歴
史
学
的
な
批
判
・
検
討
を

加
え
た
も
の
だ
が
、
文
学
の
側
に
い
る
我
々
も
大
い
に
学
ぶ
べ
き

書
と
し
て
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
本
書
刊
行
の
二
〇
一
六
年
現
在
、
あ
い

か
わ
ら
ず
義
経
生
存
説
を
声
高
に
唱
え
る
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
は
正
直
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。
幾
度
と
な
く
学
問
的
に
否

定
さ
れ
、
抹
殺
さ
れ
、
ト
ン
デ
モ
本
扱
い
さ
れ
て
も
、
不
死
鳥
の

よ
う
に
、
あ
る
い
は
雑
草
の
よ
う
に
よ
み
が
え
る
「
義
経
は
衣
川

で
死
ん
で
な
い
」
説
。
義
経
そ
れ
じ
た
い
よ
り
も
義
経
伝
説
（
幻

想
あ
る
い
は
妄
想
）
を
生
み
出
す
想
像
力
の
た
く
ま
し
さ
に
驚
嘆

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
し
か
に
菊
池
氏
も
本
書
の
中
で
指
摘
し
て
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い
る
ご
と
く
、
北
東
北
か
ら
北
海
道
に
か
け
て
義
経
が
ら
み
の
伝

承
を
残
し
て
い
る
土
地
を
つ
な
い
で
い
く
と
あ
た
か
も
一
本
の

ル
ー
ト
（
ま
る
で
義
経
の
逃
走
経
路
）
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ

と
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
か
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
事
情
で
こ
う

い
っ
た
ル
ー
ト
（
ら
し
き
も
の
）
が
出
来
上
が
っ
た
の
か
、
興
味

は
尽
き
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
伝
説
で
あ
る
と
承
知

の
上
で
各
地
を
旅
し
て
歩
く
「
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
歴
史
紀
行
」
と

い
う
な
ら
ま
だ
し
も
、
い
わ
く
「
正
史
の
虚
構
を
覆
す
」
と
か

「
こ
れ
が
正
し
い
歴
史
だ
と
は
誰
も
言
え
な
い
」
と
か
、
言
え
ば

い
え
る
、
何
で
も
あ
り
の
世
界
で
あ
り
、
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、

た
ん
な
る
「
判
官
び
い
き
」
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
判
官
び

い
き
」
を
含
む
こ
う
し
た
言
説
の
根
底
に
、（
世
の
中
に
お
い
て
）

支
配
的
な
も
の
、
権
力
的
な
も
の
、「
正
し
い
」
と
さ
れ
て
い
る

も
の
…
に
対
す
る
「
ル
サ
ン
チ
マ
ン
」（
抑
圧
さ
れ
虐
げ
ら
れ
て

い
る
者
の
恨
み
、
怨
恨
、
復
讐
、
自
己
正
当
化
）
の
水
脈
が
滔
々

と
流
れ
て
い
る
、
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、

「
悲
劇
の
ヒ
ー
ロ
ー
」「
不
遇
な
ヒ
ー
ロ
ー
」
義
経
は
い
つ
の
時
代

も
そ
う
し
た
人
々
の
、
そ
う
し
た
心
性
の
、
格
好
の
は
け
口
に

な
っ
て
き
た
し
、
今
後
も
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
お
そ

ら
く
こ
こ
が
文
学
と
歴
史
の
分
か
れ
道
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
う

が
、
佐
々
木
幸
綱
氏
な
ど
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
（
い
わ
ゆ

る
「
正
史
」）
が
勝
者
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
学
や
芸
能
は

敗
者
や
弱
者
の
側
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

＊　

＊　

＊　

＊　

＊　

＊　

＊　

＊

菊
池
氏
の
新
刊
、
も
う
一
冊
は
菅
江
真
澄
に
関
す
る
本
で
あ
る
。

菅
江
真
澄
は
江
戸
時
代
後
期
の
人
。
三
河
の
生
ま
れ
で
、
東
北
地

方
を
旅
し
、
歌
を
詠
み
、
絵
を
描
き
、
土
地
の
人
々
と
親
し
く
交

わ
り
、
藩
命
に
よ
り
地
誌
を
作
成
し
、
数
多
く
の
日
記
・
随
筆
を

書
き
綴
り
、
故
郷
に
戻
る
こ
と
な
く
秋
田
で
没
し
た
。
菊
池
氏
に

は
す
で
に
吉
川
弘
文
館
の
人
物
叢
書
『
菅
江
真
澄
』（
二
〇
〇
七
）

が
あ
り
、
同
書
に
つ
い
て
は
筆
者
も
本
誌
四
三
号
（
二
〇
〇
八
）

で
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
た
び
の
新
刊
『
探
究
の
人 

菅

江
真
澄
』
は
よ
り
一
般
読
者
向
け
に
ム
ッ
ク
本
の
よ
う
な
体
裁
と

な
っ
て
い
て
、
真
澄
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
人
た
ち
に
も
そ
の

人
と
な
り
や
著
作
の
魅
力
、
菅
江
真
澄
と
い
う
人
物
の
「
類
ま
れ

な
個
性
・
感
性
」
が
伝
わ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
全
九
章
か
ら
な
る
。
以
下
、
目
次
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

第
一
章　

菅
江
真
澄
の
魅
力
は
何
か

第
二
章　
「
蝦
夷
」
へ
の
憧
れ
―
松
前
渡
海
ま
で

第
三
章　
「
い
に
し
へ
」
探
究
の
真
澄
の
旅
・
学

第
四
章　

ク
ニ
コ
ト
バ
の
生
活
世
界

第
五
章　

真
澄
の
「
ひ
が
お
も
ひ
」
―
金
花
咲
く
「
み
ち
の

く
山
」
探
索

第
六
章　
「
絵
引
」
を
す
る
菅
江
真
澄

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
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号
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第
七
章　

日
記
か
ら
地
誌
へ
―
日
記
体
地
誌
の
位
置
づ
け

第
八
章　

真
澄
の
地
誌
と
『
群
邑
記
』
―
消
え
た
村
へ
の
関

心第
九
章　

菅
江
真
澄
の
著
作
と
学
問

菅
江
真
澄
は
そ
の
故
郷
や
生
い
立
ち
、
家
族
の
こ
と
な
ど
、
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
に
関
わ
る
部
分
は
本
人
が
あ
ま
り
語
っ
て
い
な
い
た

め
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
が
、
氏
は
本
人
が
語
り
た
が
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
「
あ
れ
こ
れ
詮
索
し
、
暴
い
て
み
せ
る
こ
と
に
は

あ
ま
り
興
味
を
覚
え
な
い
。
作
品
世
界
の
魅
力
や
可
能
性
を
も
っ

と
引
き
出
し
、
語
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
（
第

一
章
、
一
一
頁
）、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
真
澄
の
人
と
な
り

4

4

4

4

や

「
学
文
」、
そ
し
て
真
澄
が
書
き
記
し
た
北
東
北
の
世
界
に
迫
っ
て

い
く
。

江
戸
時
代
、
真
澄
と
同
じ
よ
う
に
歌
枕
行
脚
を
志
し
た
故
人
・

先
人
・
文
人
た
ち
は
多
い
。
松
尾
芭
蕉
な
ど
は
晩
年
、
そ
れ
こ

そ
「
道
祖
神
の
招
き
」（
と
い
う
名
の
旅
心
）
に
と
り
つ
か
れ
、

「
日
々
旅
に
し
て
旅
を
栖す

み
か」（『

奥
の
細
道
』）
と
す
る
人
と
な
っ
た

が
、
真
澄
と
芭
蕉
が
違
う
の
は
、
真
澄
が
「
い
っ
た
ん
落
ち
着
け

ば
二
年
で
も
三
年
で
も
そ
こ
に
根
拠
を
置
き
な
が
ら
、
地
域
を
歩

き
回
る
」
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
第
一
章
、
一
〇
頁
）。

そ
れ
で
い
て
真
澄
は
、
ど
こ
か
に
住
み
つ
い
て
そ
の
土
地
の
人
に

な
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
思
い
立
っ
て
旅
に
出
る
。「
出
会
い

と
別
れ
（
旅
立
ち
）
の
繰
り
返
し
、
そ
れ
が
真
澄
の
人
生
で
あ
っ

た
」（
第
一
章
、
一
〇
頁
）。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
彼
は
つ
い
に

旅
人
で
、
よ
そ
者
だ
っ
た
。
だ
が
、
決
し
て
孤
高
で
も
、
孤
独
で

も
な
か
っ
た
。
一
部
に
は
彼
を
「
初
め
か
ら
孤
独
な
漂
泊
者
と
し

て
生
き
る
よ
り
他
な
か
っ
た
」「
さ
ま
ざ
ま
の
迫
害
に
耐
え
て
生

き
た
」
な
ど
と
評
す
る
向
き
も
あ
る
が
（『
日
本
古
典
読
本
』
筑

摩
書
房
・
解
説
、
二
〇
八
頁
）、
若
干
言
い
過
ぎ
の
感
、
な
き
に

し
も
あ
ら
ず
、
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
う
ま
で
そ
の

土
地
の
暮
ら
し
ぶ
り
―
と
り
わ
け
地
震
、
津
波
、
水
害
、
冷
害
、

け
か
ち
（
飢
饉
）
な
ど
に
耐
え
、
苦
し
み
、
涙
す
る
土
地
の
人
々

の
困
窮
の
さ
ま
―
を
子
細
に
聞
き
取
り
、
書
き
と
め
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
菊
池
氏
が
言
わ
れ
る
通
り
、
真
澄
は

「
人
々
の
嘆
き
悲
し
み
に
寄
り
添
う
」
人
で
あ
り
（
第
一
章
、
一

四
頁
）、
人
々
も
ま
た
そ
う
い
う
真
澄
を
信
用
し
、
信
頼
し
、
自

ら
の
体
験
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

真
澄
は
あ
る
が
ま
ま
に
物
事
を
観
察
し
記
録
し
た
と
い
わ
れ

て
き
た
。
正
月
の
年
中
行
事
な
ど
の
詳
し
い
記
述
を
み
る
と

そ
の
こ
と
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
冷
静
沈
着
な
性
格
の
よ
う

に
み
え
る
が
、
ず
い
ぶ
ん
と
涙
も
ろ
く
、
泣
い
た
人
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
作
品
の
修
辞
的
な
決
ま
り
の
パ

タ
ー
ン
だ
と
は
必
ず
し
も
見
做
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
真

澄
は
本
質
的
に
そ
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
し
、
そ
れ
が
真
澄
の

作
品
全
体
にマ

マ

貫
く
特
徴
と
な
っ
て
お
り
、
真
澄
に
共
感
を

も
つ
人
が
多
い
理
由
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。（
第
一
章
、
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一
六
頁
）

名
も
な
い
生
活
者
の
声
な
き
声
に
耳
を
傾
け
、
こ
れ
を
子
細
に

記
録
し
て
き
た
菅
江
真
澄
は
「
民
俗
学
の
先
駆
」
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
評
価
は
そ
れ
ほ
ど
間
違
っ
て
い
る

と
は
思
わ
な
い
が
、
そ
う
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
た

と
え
ば
生
涯
歌
人
と
し
て
生
き
た
こ
と
、
あ
る
い
は
晩
年
の
文
献

考
証
家
と
い
っ
た
別
な
側
面
な
ど
が
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
る
」（
第
九
章
、
一
二
八
頁
）。
そ
も
そ
も
真
澄
を
北
へ
北

へ
と
突
き
動
か
し
て
い
た
の
は
「
歌
人
と
し
て
の
古
歌
・
歌
枕
へ

の
憧
憬
」
で
あ
っ
た
（
第
二
章
、
三
一
頁
）。

真
澄
は
歌
の
向
こ
う
側
に
「
い
に
し
へ
」
を
見
て
い
た
。
真
澄

に
は
す
で
に
失
わ
れ
た
「
い
に
し
へ
」
に
対
す
る
つ
よ
い
憧
れ
や

思
い
が
あ
っ
た
（
第
三
章
、
三
五
頁
）。
真
澄
の
場
合
、
歌
を
理

解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
言
葉
（
古
語
）
の
意
味
を
知
る
、

探
究
す
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
際
に
そ
の
土
地
（
名
所
・

旧
跡
・
歌
枕
等
）
に
赴
き
、
そ
の
土
地
の
「
ふ
り
」（
風
俗
や
言

語
・
習
慣
、
生
活
文
化
等
「
そ
の
土
地
の
暮
ら
し
ぶ
り
」）
を
実

見
・
実
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

彼
に
と
っ
て
懐
か
し
く
慕
わ
し
い
「
い
に
し
へ
」
は
、
一
見
み
や
4

4

び4

と
は
程
遠
い
、
蝦
夷
地
を
含
む
遠
隔
地
に
こ
そ
多
く
残
っ
て
い

る
と
い
う
逆
説
が
あ
っ
た
（
た
と
え
ば
方
言
＝
ク
ニ
コ
ト
バ
の
な

か
に
宿
る
「
い
に
し
へ
」）。
し
た
が
っ
て
、
真
澄
の
「
い
に
し

へ
」
発
見
・
探
究
の
旅
は
奥
羽
や
蝦
夷
地
に
暮
ら
す
人
々
の
言
葉

や
習
俗
・
習
慣
、
史
跡
・
旧
跡
、
あ
る
い
は
そ
の
土
地
土
地
で
出

土
し
た
考
古
遺
物
や
言
伝
え
な
ど
の
な
か
に
「
い
に
し
へ
ぶ
り
」

「
い
に
し
へ
の
て
ぶ
り
」
を
発
見
・
探
究
す
る
旅
で
も
あ
り
、
彼

の
関
心
は
自
然
と
「
歌
か
ら
風
俗
へ
」
と
い
う
展
開
を
た
ど
っ
た

（
第
二
章
、
三
三
頁
）。
真
澄
の
旅
と
探
究
は
「
古
歌
」
か
ら
「
そ

の
土
地
の
人
々
の
暮
し
・
生
活
」
へ
、
そ
し
て
か
の
地
で
連
綿
と

受
け
継
が
れ
て
き
た
「
人
々
の
暮
し
・
生
活
」
か
ら
諸
文
献
に
記

さ
れ
た
遥
か
な
る
「
い
に
し
へ
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
、
ま
た

そ
れ
に
よ
っ
て
蝦
夷
地
や
東
北
地
方
の
暮
ら
し
と
文
化
が
実
は

「
決
し
て
断
絶
し
て
い
な
い
、
連
続
性
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
」（
第
三
章
、
四
三
頁
）。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
真
澄
に

は
江
戸
か
ら
も
京
か
ら
も
遠
く
離
れ
た
東
北
や
蝦
夷
の
人
々
（
ア

イ
ヌ
）
を
見
下
す
よ
う
な
態
度
は
ま
っ
た
く
な
い
。
と
い
う
か
、

あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
真
澄
は
そ
の
点
、
宣
長
な
ど
「
日
本
文
化

の
規
範
性
に
よ
っ
て
華
と
夷
（
未
開
と
文
明
）
の
別
を
論
断
し
て

い
く
多
く
の
学
者
的
態
度
と
違
っ
て
い
た
」（
第
三
章
、
三
四
頁
）。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、
菅
江
真
澄
と
い
う
人
は
ま
こ
と
に
「
稀

有
な
人
」（
第
一
章
、
一
〇
頁
）
で
あ
っ
た
。

＊　

＊　

＊　

＊　

＊　

＊　

＊　

＊

以
上
二
冊
、
た
い
へ
ん
粗
雑
な
要
約
で
申
し
訳
な
い
が
、
菊
池

勇
夫
氏
の
近
刊
を
紹
介
し
て
き
た
。
菊
池
氏
は
著
書
の
中
で
年
を

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
号

－162－



と
っ
て
も
衰
え
を
知
ら
ぬ
真
澄
の
旺
盛
な
執
筆
力
と
健
脚
ぶ
り
に

驚
嘆
さ
れ
て
い
る
が
、
御
自
身
も
ま
た
非
常
に
精
力
的
に
研
究
に

取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
。
私
も
氏
の
業
績
に
触
れ
る
た
び
に
触
発

さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
私
も
い
ず
れ
何
と
か
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
。
何
を
？　

実
は
、
実
家
で

手
つ
か
ず
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
曽
祖
父
の
遺
品
が
ず
っ
と
気
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
事
で
恐
縮
だ
が
、
曽
祖
父
の
名
は

深
澤
多
市
。
秋
田
関
係
の
歴
史
史
料
を
蒐
集
・
翻
刻
し
、『
秋
田

叢
書
』
全
十
二
巻
（
昭
和
三
～
一
〇
年
）
お
よ
び
秋
田
叢
書
別

集
『
菅
江
真
澄
集
』
全
六
巻
（
昭
和
五
～
八
年
）
を
刊
行
し
た
人

で
あ
る
。
多
市
が
蒐
集
し
た
本
当
に
貴
重
な
書
物
・
古
文
書
の
類

は
大
正
時
代
に
自
宅
が
火
事
に
遭
い
五
千
冊
余
り
が
焼
け
て
し

ま
っ
た
と
い
う
し
（
実
家
に
は
焼
け
焦
げ
た
日
露
戦
争
従
軍
記
章

が
残
っ
て
い
る
。
多
市
は
こ
の
と
き
の
火
災
が
き
っ
か
け
で
『
秋

田
叢
書
』
等
貴
重
史
料
の
公
刊
を
決
意
し
た
と
い
う
）、
曾
祖
母

い
わ
く
、
多
市
の
死
後
、
何
者
か
が
ト
ラ
ッ
ク
で
乗
り
付
け
て
曾

祖
母
に
い
く
ば
く
か
の
金
を
渡
し
、
多
市
が
残
し
た
資
料
を
ご
っ

そ
り
運
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
だ
か
ら
、
い
ま
実
家
に

残
っ
て
い
る
も
の
は
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
見
る
価

値
の
な
い
ガ
ラ
ク
タ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
思
う
け
れ

ど
、
そ
れ
で
も
こ
ま
ご
ま
と
、
そ
れ
な
り
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
も
毛
筆
に
巻
紙
の
書
簡
の
束
で
あ
っ

た
り
（
そ
れ
も
宛
名
が
「
秋
田
県
／
横
手
市
／
深
澤
多
市
」
だ
け

で
届
い
て
い
る
と
い
う
の
も
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
。
あ
る
い
は
ま

だ
よ
く
確
認
し
て
い
な
い
が
、
当
時
交
流
の
あ
っ
た
柳
田
國
男
の

書
簡
な
ど
も
残
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
）、
土
器
等
の
考
古
資

料
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
大
正
時
代
の
ポ
ス
タ
ー
や
マ
ッ
チ
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
等
々
、
一
部
は
以
前
秋
田
県
立
博
物
館
に
貸
出
し

た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
、
大
半
は
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
歴

史
関
係
は
私
の
専
門
外
で
、
正
直
こ
れ
ら
を
扱
う
時
間
も
能
力
も

私
に
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
ろ
そ
ろ
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
は
そ
う
と
し
て
、
今
回
の
菊
池
氏
の
二
冊
は
義
経
に
関
心

を
も
つ
人
た
ち
や
私
た
ち
の
祖
先
で
あ
る
近
世
東
北
地
方
の
庶
民

の
暮
し
や
言
葉
（
方
言
）
に
関
心
を
も
つ
人
た
ち
な
ど
に
、
ぜ
ひ

一
読
を
奨
め
た
い
。
私
も
菊
池
氏
の
お
仕
事
に
導
か
れ
、
義
経
に

思
い
を
は
せ
、
真
澄
に
心
を
寄
せ
つ
つ
、
こ
う
し
た
人
々
の
事

跡
・
業
績
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
精
魂
を
傾
け
た
あ
ま
た
の

人
々
の
想
い
も
受
け
と
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

末
筆
な
が
ら
、
菊
池
氏
の
学
恩
に
感
謝
し
、
ま
す
ま
す
の
御
健
筆

を
お
祈
り
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
了
）
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義
経
と
菅
江
真
澄
、「
北
」
を
目
指
し
た
人
々

─
菊
池
勇
夫
『
義
経
伝
説
の
近
世
的
展
開
―
そ
の
批
判
的
検
討
』『
探
究
の
人 

菅
江
真
澄
』

─



地
方
日
本
語
学
習
者
の
現
状
と
課
題

…
…
…
…
…
…
…
西　

城　

夏　

希

　

―
仙
台
市
内
の
日
本
語
教
室
と
比
較
し
て
―

『
人
虎
伝
』
と
『
山
月
記
』
の
比
較
…
…
…
…
…
…
…
…
齋　

田　

彩　

夏

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
笑
い
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
堺　
　
　

彩　

歌

　

―
末
摘
花
巻
を
中
心
に
―

日
本
語
教
育
と
国
語
教
育
の
連
携
―
助
詞
の
文
法
説
明
を
中
心
に
―
…
酒　

井　

稚　

菜

宮
城
県
石
巻
市
の
若
年
層
の
方
言
に
つ
い
て
…
…
…
…
佐
々
木　
　
　

遥

『
犬
神
博
士
』
に
お
け
る
両
性
具
有
に
つ
い
て
…
…
…
…
佐　

藤　

遥　

香

夏
目
漱
石
『
夢
十
夜
』
研
究
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐　

藤　

史　

菜

「
衣
配
り
」
に
登
場
す
る
衣
裳
と
各
女
君
た
ち
の
性
格
の
比
較

…
佐　

藤　

美
瑞
穂

　

―
紫
の
上
と
末
摘
花
を
中
心
に
―　

創
作
「
春
が
来
る
ま
え
に
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐　

藤　
　
　

瞭

外
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
学
習
支
援
―
多
読
活
動
の
試
み
―
…
佐　

野　

史　

佳

萩
原
朔
太
郎
―
人
生
か
ら
見
る
詩
―
…
…
…
…
…
…
…
…
…
宍　

戸　

理　

紗

『
女
殺
油
地
獄
』
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
地　

主　

悠　

梨

宮
崎
駿
『
ハ
ウ
ル
の
動
く
城
』
論　

　
　
　
　
　

…
…
白　

川　

冴
恵
香

　

―
小
説
か
ら
映
画
へ
の
脚
色
過
程
と
そ
の
意
味
を
中
心
に

職
場
の
中
に
お
け
る
集
団
語
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
諏　

江　

美
奈
実

高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
採
録
箇
所
の
研
究

…
菅　
　
　

智　

子

　

―
桐
壺
巻
・
若
紫
巻
採
録
の
適
切
さ
を
中
心
と
し
て
―

『
夢
十
夜
』
研
究
―
漱
石
の
理
想
と
現
実
―
…
…
…
…
…
…
菅　

原　

春　

菜

エ
セ
関
西
弁
を
例
と
し
た
方
言
の
新
用
法
…
…
…
…
…
菅　

原　
　
　

瞳

現
代
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
か
ら
見
る
女
性
語

…
…
…
…
菅　

原　

有　

紀

　

―
20
代
女
性
誌
『non-no

』
を
中
心
に
―

《
二
〇
一
六
（
平
成
二
十
八
）
年
度
》

　
　
日
本
文
学
科
卒
業
論
文
題
目

ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
作
品
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
の
融
合
性
の
研
究

…
赤　

間　

晴　

香

　

―
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
を
中
心
に

『
三
国
志
』
に
お
け
る
善
悪
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
石　

川　

実　

和

「
や
さ
し
い
日
本
語
」
の
普
及
と
必
要
性
に
関
す
る
考
察
…
梅　

津　

智　

絵

創
作
「
は
じ
ま
り
の
流
星
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
太　

田　

里　

香

樋
口
一
葉
と
周
辺
の
人
々
―
『
た
け
く
ら
べ
』
を
中
心
に
―
…
大　

町　

莉　

帆

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
光
源
氏
と
葵
上
の
関
係
性

…
…
大　

宮　

有　

加

　

―
和
歌
か
ら
の
検
討
―

堀
口
大
學
詩
に
お
け
る
恋
愛
観
―
母
へ
の
憧
憬
を
視
点
と
し
て
―
…
小　

川　

桃　

枝

宮
崎
駿
監
督
論
―
『
紅
の
豚
』『
風
立
ち
ぬ
』
を
中
心
に
…
…
小
野
寺　

悠　

希

創
作
「
地
を
流
れ
る
風
は
、
四
季
を
巡
る
時
は
」
…
…
梶　

原　

彩　

美

創
作
「
栞
の
行
方
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
片　

岡　

ゆ
ず
葉

創
作
「
海
へ
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
片　

平　

侑　

佳

創
作
「
腕
の
カ
ル
ト
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
菅　

野　

彩　

香

中
国
太
陽
神
か
ら
学
ぶ
べ
き
思
想
…
…
…
…
…
…
…
…
菊　

池　

成
津
美

中
国
文
学
に
お
け
る
怪
異
―
志
怪
小
説
『
捜
神
記
』
を
中
心
と
し
て
―
…
倉　

内　
　
　

華

石
巻
市
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
―
世
代
差
を
も
と
に
―
…
…
…
…
近　

藤　

晴　

菜

現
代
日
本
語
に
お
け
る
ラ
行
五
段
動
詞
・
一
段
動
詞
の
命
令
形
に
つ
い
て
…
今　

野　

希　

美

日
本
文
学
ノ
ー
ト　
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キ
ャ
ラ
語
尾
が
内
包
す
る
日
本
語
の
意
味
…
…
…
…
…
関　

根　

美　

蘭

太
宰
に
と
っ
て
の
故
郷
・
津
軽
―
『
津
軽
』
を
中
心
に
―
…
髙　

井　

彩　

加

ら
抜
き
言
葉
の
変
遷
と
外
国
人
児
童
生
徒
の　

…
…
…
髙　

砂　

瑠　

音

　

ら
抜
き
言
葉
の
使
用
傾
向
と
意
識
に
つ
い
て

夏
目
漱
石
研
究
―
『
永
日
小
品
』
を
中
心
に
―
…
…
…
…
…
髙　

橋　

成　

美

映
画
『
ま
あ
だ
だ
よ
』
に
お
け
る
黒
澤
明
の
教
育
観
…
高　

橋　

麻
里
亜

創
作
「
あ
な
た
の
傍
に
も
・
・
―
心
霊
体
験
談
集
―
」
…
多　

田　

千
花
子

『
万
葉
集
』
に
見
る
死
生
観
を
中
心
と
し
た
信
仰
の
変
化

…
中　

嶋　
　
　

静

　

―
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
―

創
作
「
こ
の
世
界
が
、
愛
で
包
ま
れ
て
い
る
の
な
ら
」
…
中　

村　

莉　

世

木
下
惠
介
映
画
に
お
け
る
〈
老
い
〉
と
〈
母
性
〉
の
女
性
像

…
縄　

田　

み
ど
り

　

―
『
楢
山
節
考
』『
笛
吹
川
』
を
中
心
に

多
読
用
教
材
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
扱
い
に
つ
い
て
…
早　

坂　

美　

香

山
口
百
恵
の
ア
イ
ド
ル
像
に
関
す
る
研
究
…
…
…
…
…
平　

野　

晴　

佳

創
作
「
祭
り
の
話
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
廣　

瀬　

瑠　

璃

『
杜
子
春
傳
』
と
『
杜
子
春
』
の
比
較
か
ら
見
る
杜
子
春
の
愛
…
古　

川　

映　

奈

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
六
条
御
息
所
・
秋
好
中
宮
母
娘
の　

　
　

…
堀　

籠　

香　

琳

　

モ
デ
ル
の
造
型
に
関
す
る
研
究
―
歴
史
上
の
斎
宮
と
の
比
較
か
ら
―

日
本
語
学
習
者
の
た
め
の
実
用
的
な
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
教
材
に
つ
い
て

…
馬　

籠　

志　

乃

　

―
就
職
支
援
を
目
的
に
―

木
曾
義
仲
の
人
物
像
の
研
究
―
『
平
家
物
語
』
を
元
に
―
…
松　

田　

沙　

己

「
2.5
次
元
」
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
お
け
る
〈
世
界
〉
の
構
築
論

…
三　

河　

茉
友
子

　

―
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
『
テ
ニ
ス
の
王
子
様
』
の
事
例
を
中
心
に

『
魔
女
の
宅
急
便
』
か
ら
み
る
宮
崎
駿
の
成
長
観
と
思
春
期
観
…
渡　

部　

真　

子

創
作
「
花
語
り
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
渡　

辺　

真
夕
姫

創
作
「
歌
集　

ハ
ン
カ
チ
の
し
わ
」
…
…
…
…
…
…
…
跡　

邉　

希　

美

『
源
氏
物
語
』
と
『
白
氏
文
集
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
伊　

藤　

蓮　

菜

創
作
「
あ
の
日
、
オ
オ
カ
ミ
が
街
を
食
ん
だ
」
…
…
…
青　

木　

花　

奈

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
ど
う
読
む
か

…
…
…
…
…
…
安　

齋　

花
那
恵

　

―
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
踏
ま
え
て
―

楊
貴
妃
論
―
中
国
文
学
に
お
け
る
女
性
像
―
…
…
…
…
…
…
市　

中　

理　

子

『
冥
途
の
飛
脚
』
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
伊　

藤　

綾　

乃

呂
后
論
―
女
と
し
て
、
政
治
家
と
し
て
―
…
…
…
…
…
…
…
伊　

藤　

華
奈
子

夢
野
久
作
研
究
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
伊　

藤　

実　

紅

近
松
門
左
衛
門
の
研
究
―
『
曽
根
崎
心
中
』、『
心
中
天
の
網
島
』
か
ら
―
…
伊
丸
岡　
　

美
砂

『
好
色
一
代
男
』
に
お
け
る
遊
女
観
…
…
…
…
…
…
…
…
梅　

宮　

有　

沙

創
作
「
繭
の
中
に
い
る
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
遠　

藤　

春　

菜

『
三
国
志
』
か
ら
見
る
英
雄
像
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
遠　

藤　

友
里
恵

『
真
空
地
帯
』
と
軍
隊
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
久
保　

咲　

希

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
房
に
見
る
作
中
の
教
育
観
…
大
河
内　

涼　

香

創
作
「
ど
こ
へ
だ
っ
て
い
け
る
」
…
…
…
…
…
…
…
…
大　

友　
　
　

優

源
義
経
の
女
た
ち
―
『
義
経
記
』
を
中
心
に
―
…
…
…
…
…
大　

松　

真　

菜

『
も
の
の
け
姫
』
に
お
け
る
生
死
観
―
シ
シ
神
、
祟
り
神
、
人
物
を
中
心
に
…
小　

野　

仁　

実

『
本
朝
桜
陰
比
事
』
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
熊　

谷　

里　

穂

夏
目
漱
石
『
心
』
論
―
「
私
」
と
い
う
存
在
―
…
…
…
…
…
熊　

田　

知　

佳

創
作
「
水
中
花
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
栗　

田　

え
み
り

『
愛
の
あ
と
に
く
る
も
の
』
か
ら
見
る　

　
　
　

…
…
…
小　

針　

美　

里

　

日
韓
両
国
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
比
較
研
究
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《
二
〇
一
六（
平
成
二
十
八
）年
度
》日
本
文
学
科
卒
業
論
文
題
目



『Shall we  

ダ
ン
ス
？
』
と
『Shall we dance?

』
に
お
け
る
女
性
像
の
差
異
…
松　

田　

李
佳
子

日
本
語
教
育
に
お
け
る
母
語
保
持
支
援
に
つ
い
て
…
…
佐　

竹　
　
　

季

『
男
色
大
鑑
』
か
ら
考
え
る
義
理
と
情
…
…
…
…
…
…
…
…
佐　

藤　

英
里
奈

創
作
「
君
が
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
る
た
め
に
」
…
…
…
…
…
佐　

藤　

晴　

香

江
戸
川
乱
歩
研
究
―
乱
歩
文
学
に
お
け
る
狂
気
的
執
着
に
つ
い
て
―
…
佐　

藤　

広　

佳

映
像
論
的
観
点
か
ら
み
る
岩
井
俊
二
映
画
の
構
築
論

…
佐　

藤　

唯　

香

　

―
『
リ
リ
イ
・
シ
ュ
シ
ュ
の
す
べ
て
』
を
中
心
に
―

日
本
語
教
育
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
扱
い
に
つ
い
て
…
鈴　

木　

和　

泉

漫
画
に
お
け
る
新
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
語
形
と
意
味
の
対
応
関
係

…
鈴　

木　

美　

緒

　

―
『
ジ
ョ
ジ
ョ
の
奇
妙
な
冒
険
』
を
中
心
に
―

中
国
茶
研
究
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
須　

田　
　
　

遥

『
聊
斎
志
異
』
に
お
け
る
狐　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
髙　

泉　

優　

佳

　

―
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
狐
と
比
較
し
て
―

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
半
沢
直
樹
』『
リ
ー
ガ
ル
・
ハ
イ
』
か
ら
見
る
正
義
論
…
高　

山　

智　

尋

四
つ
仮
名
表
記
の
揺
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
田　

鎖　

美
優
紀

　

―
大
学
生
を
中
心
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
か
ら
―

「
す
ぎ
る
」
と
「
て
し
ま
う
」
の
肯
定
的
な
表
現
に
つ
い
て
…
丹　

野　

加
奈
子

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
夕
顔
の
人
物
造
型

…
…
…
…
…
千　

葉　

み
な
み

　

―
「
心
あ
て
に
」
の
和
歌
に
つ
い
て
―

創
作
「
工
藤
愛
美
と
い
う
女
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長　

瀬　

友
香
里

創
作
「
声
は
霧
に
な
る
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
沼　

田　

佳　

南

＂孤
悲
＂
か
ら
考
え
る
「
恋
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
畠　

山　

風　

花

井
伏
鱒
二
『
遥
拝
隊
長
』
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
花　

渕　
　
　

槙

『
源
氏
物
語
』
―
紫
上
と
藤
壺
宮
の
「
ゆ
か
り
」
―
…
…
…
…
馬　

場　

佑　

季

村
上
春
樹
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
論
―
女
性
の
描
き
方
を
中
心
に
…
早　

川　

絢　

奈

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
女
親
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
原　

田　

純　

加

『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』、『
万
葉
集
』
に
見
る
鳥
霊
信
仰
…
平　

塚　

千　

絵

創
作
「
ワ
イ
ン
レ
ッ
ド
の
躰
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
古
屋
敷　

美　

央

日
本
語
の
断
り
表
現
の
考
察　

　
　
　
　
　
　
　
　

…
保　

坂　

拡　

香

　

―
語
用
論
的
な
観
点
で
、
日
本
語
教
科
書
の
分
析
か
ら
―

『
好
色
五
人
女
』
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堀　
　
　

百　

伽

『
源
氏
物
語
』
の
笑
い
に
関
す
る
研
究
―
末
摘
花
を
中
心
に
―
…
増　

淵　

夏　

紀

『
枕
中
記
』
と
『
黄
梁
夢
』
か
ら
見
る
夢
の
解
釈
と
そ
の
変
容
…
森　
　
　

美　

遥

『
三
国
志
』
―
赤
壁
の
戦
い
に
つ
い
て
―
…
…
…
…
…
…
…
山　

川　

千　

穂

『
青
砥
稿
花
紅
彩
画
』
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
湯　

山　

愛　

実

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
玉
鬘
の
役
割

…
…
…
…
…
…
…
吉　

田　

汐　

里

　

―
「
く
さ
は
ひ
」
に
注
目
し
て
―

『
氷
点
』
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
永　

澤　

え
り
子

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
号

－166－



津
安
二
郎
・
溝
口
健
二
映
画
研
究
）

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

資
格
個
別
研
修
Ⅰ
・
Ⅱ
（
自
分
で
学
び
、
資
格
を

取
り
、
自
己
を
磨
く
）

古　

田　

正　

幸　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ａ
（『
百
人
一
首
』）

古
典
文
学
Ⅰ
Ａ
・
Ⅱ
Ａ
（『
源
氏
物
語
』）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ａ
（『
伊
勢
物
語
』）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ａ
（『
大
和
物
語
』）

古
典
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
Ｂ
・
Ⅱ
Ｂ
（『
源
氏
物
語
』）

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

伊　

狩　
　
　

弘　
　

日
本
文
学
史
Ⅱ
（
近
代
）

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ａ（
江
戸
川
乱
歩
入
門
）

近
代
文
学
Ⅰ
Ｂ
（
歴
史
小
説
を
読
む
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｃ
（
田
山
花
袋
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ｃ
（
江
戸
川
乱
歩
）

近
代
文
学
Ⅰ
Ｂ
・
Ⅱ
Ｂ（
昭
和
初
期
の
文
学
を
読
む
）

近
代
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
Ａ
（
谷
崎
潤
一
郎
・
夢
野

久
作
）

近
代
文
学
発
展
演
習
Ⅱ
Ａ
（
江
戸
川
乱
歩
）

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

九　

里　

順　

子　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｂ
（『
若
菜
集
』
入
門
）

近
代
文
学
Ⅰ
Ａ
（
室
生
犀
星
）

近
代
文
学
Ⅱ
Ａ
（
北
村
透
谷
）

《
二
〇
一
七
（
平
成
二
十
九
）
年
度
》

　
　
日
本
文
学
科
講
義
題
目

深　

澤　

昌　

夫　
　

日
本
文
学
史
Ⅰ
（
古
典
）

日
本
文
化
史
Ⅰ
・
Ⅱ
（
古
典
芸
能
史
入
門
）

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｂ
（
江
戸
時
代
の
絵
本

『
ば
け
物
よ
め
入
』
を
読
む
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｂ
（『
曽
根
崎
心
中
』）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ｂ
（『
平
家
』
の
世
界

の
芸
能
史
）

身
体
表
現
Ａ
（
声
と
か
ら
だ
を
使
い
日
本
語
の
美

し
さ
や
豊
か
さ
を
発
見
す
る
）

日
本
文
化
発
展
演
習
Ⅰ
Ａ
・
Ⅱ
Ａ
（『
平
家
』
の

世
界
の
芸
能
史
）

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

李　
　
　

敬　

淑　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｂ
（
日
本
映
画
入
門
）

映
像
文
化
論
Ⅰ
／
表
象
文
化
論
Ⅰ
・
Ⅱ
（
大
衆
文

学
・
映
画
・
ド
ラ
マ
・
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
な
ど

を
表
象
文
化
的
観
点
か
ら
分
析
す
る
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｆ
・
Ⅱ
Ｆ
（
日
本
の
映

画
史
）

日
本
文
化
発
展
演
習
Ⅰ
Ｂ
・
Ⅱ
Ｂ
（
黒
澤
明
・
小

－167－

《
二
〇
一
七（
平
成
二
十
九
）年
度
》日
本
文
学
科
講
義
題
目



日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｄ
（
北
原
白
秋
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ｄ
（『
一
握
の
砂
』）

近
代
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
Ｂ
（『
楚
囚
之
詩
』）

近
代
文
学
発
展
演
習
Ⅱ
Ｂ
（『
蓬
莱
曲
』）

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｂ（「
声
の
文
学
」入
門
）

日
本
文
化
論
Ⅰ（
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
学
ぶ
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｅ
（「
伝
統
工
芸
」
の
形

成
と
近
代
日
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ｅ
（「
国
語
」
の
近
代
史
）

志　

村　

文　

隆　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ａ（
現
代
日
本
語
研
究
）

現
代
語
Ⅰ
（
日
本
語
の
地
域
差
研
究
）

日
本
語
学
演
習
Ⅰ
Ａ
・
Ⅱ
Ａ
（
日
本
語
方
言
研
究
）

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

日
本
語
教
育
実
習
Ⅱ

田　

中　

和　

夫　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ａ（
中
国
古
典
文
学
入
門
）

中
国
文
学
概
説
Ⅰ
（
詩
文
）

中
国
文
学
概
説
Ⅱ
（
散
文
）

中
国
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
（『
聊
齋
誌
異
』）

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

相　

澤　

秀　

夫　
　

国
語
科
教
材
研
究

堀　

田　

智　

子　
　

第
二
言
語
習
得
論
Ⅰ
・
Ⅱ

日
本
語
教
育
実
習
Ⅰ

五
十
嵐　

伸　

治　
　

国
語
科
教
育
法
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ

国
語
科
実
践
研
究
Ａ
・
Ｂ

池　

上　

冬　

樹　
　

創
作
表
現
研
究
Ⅲ
・
Ⅳ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

石　

川　

秀　

巳　
　

古
典
文
学
Ⅰ
Ｂ
（『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』）

古
典
文
学
Ⅱ
Ｂ
（
近
世
戯
作
文
学
を
読
む
）

岩　

澤　

万
里
子　
　

書
道
Ⅰ
・
Ⅱ

笠　

間　

は
る
な　
　

日
本
語
検
定
対
策

菊　

地　
　
　

仁　
　

芸
能
文
化
論
Ⅰ
（
口
承
文
芸
研
究
）

芸
能
文
化
論
Ⅱ
（
絵
解
き
研
究
）

小　

林　
　
　

隆　
　

現
代
語
Ⅰ
・
Ⅱ
（
方
言
研
究
）

社
会
言
語
学
（「
も
の
の
言
い
か
た
」
研
究
）

三　

島　

敦　

子　
　

日
本
語
教
育
概
説
Ⅰ
（
日
本
語
教
育
の
歴
史
）

日
本
語
教
育
概
説
Ⅱ
（
日
本
語
教
授
法
）

日
本
語
教
育
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

音
声
学
／
日
本
語
音
声
学
（
日
本
語
教
育
に
必
要

な
音
声
学
の
基
礎
知
識
を
習
得
）

中　

澤　

信　

幸　
　

日
本
語
学
演
習
Ⅰ
Ｂ
（『
怪
談
牡
丹
燈
籠
』
文
献

研
究
）

日
本
語
学
演
習
Ⅱ
Ｂ
（『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を

社
会
言
語
学
的
に
分
析
す
る
）

日
本
語
史
Ⅰ
・
Ⅱ

大　

木　

一　

夫　
　

日
本
語
概
説
Ⅰ
・
Ⅱ
（
現
代
日
本
語
の
世
界
）

日
本
語
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
（
現
代
日
本
語
類
義

表
現
の
研
究
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
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大　

沼　

郁　

子　
　

創
作
表
現
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

押　

谷　

祐　

子　
　

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

猿　

渡　
　
　

学　
　

メ
デ
ィ
ア
編
集
Ａ
・
Ｂ（
メ
デ
ィ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
体
感
）

Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
（
情
報
の
収
集
と
整
理
）

佐　

藤　

育　

美　
　

日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
（
効
果
的
な

日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
習
得
）

篠　

本　

賢　

一　
　

身
体
表
現
Ｂ
（
演
劇
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
通
し
て
、

『
身
体
表
現
』
に
つ
い
て
実
践
的
に
考
察
す
る
）

鈴　

木　

寛　

子　
　

日
本
語
教
育
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

建　

部　

恭　

子　
　

書
道
Ⅲ
・
Ⅳ

津　

田　

大　

樹　
　

古
典
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
Ａ
・
Ⅱ
Ａ
（『
万
葉
集
』）

渡　

部　

東
一
郎　
　

中
国
文
学
Ⅰ
・
Ⅱ
（
唐
詩
）
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《
二
〇
一
七（
平
成
二
十
九
）年
度
》日
本
文
学
科
講
義
題
目



受
贈
図
書
目
録
（
二
〇
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六
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四
月
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二
〇
一
七
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）

國
語
國
文
學
報　

74
（
愛
知
教
育
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
）

愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究　

24
（
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
教

育
専
攻
）

緑
岡
詞
林　

40
（
青
山
学
院
大
学
日
文
院
生
の
会
）

青
山
語
文 

46
（
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会
）

紀
要　

58
（
青
山
学
院
大
学
文
学
部
）

大
阪
大
谷
国
文　

45　

46
（
大
阪
大
谷
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

国
語
と
教
育　

41
（
大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会
）

学
大
国
文　

58
（
大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
講
座
・
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文

化
講
座
）

大
阪
国
際
児
童
文
学
振
興
財
団 

研
究
紀
要　

29
（
大
阪
国
際
児
童
文
学

振
興
財
団
）

文
学
史
研
究　

56（
大
阪
市
立
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
文
学
史
研
究
会
）

上
方
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報　

16
（
大
阪
府
立
大
学
上
方
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
）　

言
語
文
化
學
研
究　

日
本
語
日
本
文
学
編　

11
（
大
阪
府
立
大
学
人
間
社
会

学
部
言
語
文
化
学
科
）

大
妻
女
子
大
学
紀
要　

―
文
系
―　

48
（
大
妻
女
子
大
学
）

大
妻
国
文　

47
（
大
妻
女
子
大
学
国
文
学
会
）

岡
大
国
文
論
稿　

44
（
岡
山
大
学
文
学
部
言
語
国
語
国
文
学
会
）　

國
文　

125　

126
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
）　　

帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要　

53
（
帯
広
大
谷
短
期
大
学
）

香
川
大
学
国
文
研
究　

41
（
香
川
大
学
国
文
学
会
）

学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究　

41
（
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
会
）

學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
會
誌　

60
（
學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
會
）

歴
史
文
化
研
究　

6
（
華
頂
短
期
大
学
歴
史
学
科
）

國
文
學　

100
（
関
西
大
学
国
文
学
会
）

阪
神
近
代
文
学
研
究　

17
（
関
西
大
学
文
芸
部
増
子
周
子
研
究
室
内
阪
神

近
代
文
学
会
）

日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要　

5　

6
（
関
西
学
院
大
学
日
本
語
教
育
セ

ン
タ
ー
）

日
本
文
藝
研
究　

69
（
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
）

言
語
科
学
研
究　

23
（
神
田
外
語
大
学
大
学
院
）

語
文
研
究　

121　

122
（
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
）

和
漢
語
文
研
究　

14
（
京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会
）

金
城
日
本
語
日
本
文
化　

93
（
金
城
学
院
大
学
日
本
語
日
本
文
化
学
会
）

熊
本
県
立
大
学
國
文
研
究　

61
（
熊
本
県
立
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

国
語
国
文
学
研
究　

50
（
熊
本
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会
）

群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究　

36
（
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文

学
会
）

高
知
大
國
文　

47
（
高
知
大
学
国
語
国
文
学
会
）

Journal of the Faculty of Letters　

5 (

神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学

学
術
研
究
会)

Journal of the Faculty of H
um

an Sciences　

5 (

神
戸
松
蔭
女
子

学
院
大
学
学
術
研
究
会)

神
女
大
国
文　

28 (
神
戸
女
子
大
学
国
文
学
会)

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
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神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要　

10
（
神
戸
女
子
大
学
古

典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
）

日
本
研
究　

52　

54
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）

国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要　

43
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）

調
査
研
究
報
告　

36
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）

古
代
文
学
研
究　

第
二
次 

25
（
古
代
文
学
研
究
会
）

論
輯　

42
（
駒
澤
大
学
大
学
院
国
文
学
会
）

相
模
国
文　

53
（
相
模
女
子
大
学
国
文
研
究
会
）

滋
賀
大
國
文 

51　

52
（
滋
賀
大
学
教
育
学
部
滋
賀
大
国
文
会
）

實
踐
國
文
學　

90　

91
（
実
践
女
子
大
学
実
践
国
文
学
会
）

上
越
教
育
大
学
国
語
研
究　

31
（
上
越
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会
）

上
智
大
学
国
文
学
論
集　

50
（
上
智
大
学
国
文
学
会
）

上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要　

34
（
上
智
大
学
文
学
部
国
文
学
科
）

日
本
文
学
紀
要　

28
（
昭
和
女
子
大
学
大
学
院
）

椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集　

社
会
・
人
文
・
自
然
科
学
篇　

各
48
（
椙
山

女
学
園
大
学
）

成
蹊
國
文　

49
（
成
蹊
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
）

成
城
國
文
學
論
集　

39
（
成
城
大
學
大
學
院
文
學
研
究
科
）

成
城
国
文
学　

33
（
成
城
大
学
成
城
国
文
学
会
）

聖
心
女
子
大
学
大
学
院
論
集　

38
―
1
・
2
（
聖
心
女
子
大
学
）

清
泉
語
文　

5
（
清
泉
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

全
国
文
学
館
協
議
会
紀
要　

9
（
全
国
文
学
館
協
議
会
）

専
修
国
文　

100
（
専
修
大
学
日
本
語
日
本
文
学
文
化
学
会
）

近
松
研
究
所
紀
要　

27
（
園
田
学
園
女
子
大
学
近
松
研
究
所
）

日
本
文
学
論
集　

41
（
大
東
文
化
大
学
大
学
院
日
本
文
学
専
攻
院
生
会
）

日
本
文
学
研
究
誌　

15
（
大
東
文
化
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学

専
攻
）

日
本
文
学
研
究　

56
（
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会
）

語
文
論
叢　

31
（
千
葉
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
会
）

中
央
大
學
國
文　

60
（
中
央
大
學
國
文
學
會
）

紀
要　

言
語･

文
学･

文
化　

117　

118　

119　

120
（
中
央
大
学
文
学
部
）

中
京
大
学
文
学
会
論
叢　

2
（
中
京
大
学
文
学
会
）

中
京
大
学
文
学
部
紀
要　

50
―
2
（
中
京
大
学
文
学
部
）

文
藝
言
語
研
究　

文
藝
編　

69　

71
（
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学

研
究
科　

文
芸
・
言
語
専
攻
）

文
藝
言
語
研
究　

言
語
篇　

70
（
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科

文
芸
・
言
語
専
攻
）

国
文
学
論
考　

52
（
都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会
）

國
文
鶴
見　

50
（
鶴
見
大
学
日
本
文
学
会
）

湘
南
文
學　

51
（
東
海
大
学
日
本
文
学
会
）

学
芸　

国
語
国
文
学　

48
（
東
京
学
芸
大
学
国
語
国
文
学
会
）

東
京
女
子
大
學
日
本
文
學　

112
（
東
京
女
子
大
学
学
会
日
本
文
学
部
会
）

東
京
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究　

25（
東
京
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究
会
）

東
京
大
学
国
文
学
論
集　

11
（
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
）

文
学
研
究
科
紀
要　

16
（
同
志
社
女
子
大
学
大
学
院
）

日
本
語
日
本
文
学　

28
（
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

同
朋
文
化　

11
（
同
朋
大
学
日
本
文
学
会
・
人
間
文
化
学
会
・
人
文
学
会
）

国
語
学
研
究　

55
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
「
国
語
学
研
究
」
刊
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行
会
）

言
語
科
学
論
集　

20
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
言
語
科
学
専
攻
）

日
本
文
芸
論
叢　

25
（
東
北
大
学
文
学
研
究
科
国
文
学
研
究
室
）

文
藝
研
究　

―
文
芸
・
言
語
・
思
想
―　

180　

181
（
東
北
大
学
文
学
部
国
文

学
研
究
室
内
日
本
文
芸
研
究
会
）

日
本
文
芸
論
稿　

38
・
39
（
東
北
大
学
文
芸
談
話
会
）

日
本
文
学
文
化　

16
（
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
）

文
学
論
藻　

91
（
東
洋
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
）

並
木
の
里　

82　

83
（『
並
木
の
里
』
の
会
）

叙
説　

43
（
奈
良
女
子
大
学
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
会
）

南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
論
集　

16
（
南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
）

西
日
本
国
語
国
文
学　

3
（
西
日
本
国
語
国
文
学
会
）

二
松
學
舎
大
学
人
文
論
叢　

96　

97
（
二
松
學
舎
大
学
人
文
学
会
）

日
本
近
代
文
学
館
年
誌　

資
料
探
索　

12
（
日
本
近
代
文
学
館
）

國
文
目
白　

56
（
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
）

清
心
語
文　

18
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

日
本
文
学
研
究　

51
（
梅
光
学
院
大
学
日
本
文
学
会
）

花
園
大
学
日
本
文
学
論
究　

9
（
花
園
大
学
日
本
文
学
会
）

言
語
表
現
研
究　

33
（
兵
庫
教
育
大
学
言
語
表
現
学
会
）

弘
学
大
語
文　

43
（
弘
前
学
院
大
学
国
語
国
文
学
会
）　

國
文
學
攷　

228　

229　

230　

231　

232
（
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
）

文
教
國
文
學　

60
（
広
島
文
教
女
子
大
学
国
文
学
会
）

日
本
語
日
本
文
学　

26
（
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌　

94　

95（
藤
女
子
大
学
日
本
語
・
日
本
文
学
会
）

日
本
語
日
本
文
學　

45
（
輔
仁
大
學
外
語
學
院
日
本
語
文
學
系
）

仏
教
学
部
論
集　

101
（
佛
教
大
学
仏
教
学
部
）

文
学
部
論
集　

101
（
佛
教
大
学
文
学
部
）

歴
史
学
部
論
集　

7
（
佛
教
大
学
歴
史
学
部
）

文
教
大
学
国
文　

45
（
文
教
大
学
国
文
学
会
）

日
本
文
學
誌
要　

94
（
法
政
大
學
國
文
學
會
）

法
政
文
芸　

12
（
法
政
大
学
国
文
学
会
）

作
家
特
殊
研
究　

研
究
冊
子　

6
（
法
政
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科

日
本
文
学
専
攻
）

日
本
文
学
論
叢　

46
（
法
政
大
学
大
学
院
日
本
文
学
専
攻
）

能
楽
研
究　

40
（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
野
上
記
念
）

能
楽
資
料
叢
書
4　

御
囃
子
日
記
（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
野
上
記
念
）

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学　

27
（
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
会
）

武
庫
川
国
文　

81　

82
（
武
庫
川
女
子
大
学
国
文
学
会
）

言
語
文
化
研
究
所
年
報　

26
（
武
庫
川
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究
所
）

日
本
語
日
本
文
学
論
叢　

12
（
武
庫
川
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
）

武
蔵
野
日
本
文
学　

26
（
武
蔵
野
大
学
国
文
学
会
）

武
蔵
野
大
学
日
本
文
学
研
究
所
紀
要　

3
（
武
蔵
野
大
学
文
学
部
日
本
文

学
研
究
所
）

武
蔵
野
文
学
館
紀
要　

6
（
武
蔵
野
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
）

明
治
大
学
日
本
文
学　

42　

43
（
明
治
大
学
日
本
文
学
研
究
会
）

文
芸
研
究　

130　

131　

132
（
明
治
大
学
文
学
部
文
芸
研
究
会
）

日
本
文
学
会
誌　

28
（
盛
岡
大
学
日
本
文
学
会
）

日
本
文
學
會
學
生
紀
要　

24
（
盛
岡
大
学
日
本
文
学
会
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
五
十
二
号
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東
北
文
学
の
世
界　

24
（
盛
岡
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
）

国
語
国
文
論
集　

47
（
安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
会
）

論
究
日
本
文
學　

104　

105
（
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
）

琉
球
ア
ジ
ア
文
化
論
集　

2
（
琉
球
大
学
法
文
学
部
）

國
文
學
論
叢　

62
（
龍
谷
大
學
國
文
學
會
）

国
文
学
研
究　

179　

180　

181
（
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
）

早
稲
田
大
学
大
学
院　

教
育
学
研
究
科
紀
要　

27
（
早
稲
田
大
学
大
学
院

教
育
学
研
究
科
）

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

別
冊
24
―
1
・
2
（
早
稲
田

大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
）

中
國
文
學
研
究　

42
（
早
稲
田
大
學
中
國
文
學
會
）

古
代
研
究　

50
（
早
稲
田
古
代
研
究
会
）

文
藝
と
批
評　

12
―
3
・
4
（
早
大
文
学
部
文
藝
と
批
評
の
会
）

平
安
朝
文
学
研
究　

25
（
早
稲
田
大
学
文
学
部
平
安
朝
文
学
研
究
会
）

和
洋
國
文
研
究　

51
（
和
洋
女
子
大
学
日
本
文
学
・
文
化
学
会
）

宮
城
学
院
女
子
大
学
研
究
論
文
集　

123
（
宮
城
学
院
女
子
大
学
紀
要
編
集

委
員
会
）

２
０
１
６
年
度
創
作
表
現
研
究
Ⅱ
作
品
集
（
宮
城
学
院
女
子
大
学
日
本
文

学
科
）

２
０
１
６
年
度
創
作
表
現
研
究
Ⅳ
作
品
集
（
宮
城
学
院
女
子
大
学
日
本
文

学
科
）

新
村
出
記
念
財
団
よ
り

『
新
村
出
記
念
財
団
設
立
三
十
五
周
年
記
念
論
文
集
』(

臨
川
書
店)

宮
城
県
連
句
協
会
よ
り

『
宮
城
県
連
句
大
会
作
品
集
』（
宮
城
県
連
句
大
会
事
務
局
）

石
川
秀
巳
先
生
よ
り

『
翻
刻　

実
録
仙
台
萩
』（
東
北
大
学
生
協
プ
リ
ン
ト
・
コ
ー
プ
）

大
沼
郁
子
先
生
よ
り

『
日
月
』　

13
（
日
本
女
子
大
学
児
童
文
学
研
究
会　

日
月
会
）

九
里
順
子
先
生
よ
り

『
風
景
』（
邑
書
林
）

『
文
化
に
お
け
る
〈
風
景
〉』（
翰
林
書
房
）

古
田
正
幸
先
生
よ
り

『
平
安
物
語
に
お
け
る
侍
女
の
研
究
』（
笠
間
書
院
）

『
前
期
物
語
の
成
立
と
変
貌
』（
笠
間
書
院
）

秦　

恒
平
様
よ
り

『
秦　

恒
平　

湖
の
本
』　

129　

130　

131　

132　

133
（
湖
の
本
）
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前
集
要
目

日
本
文
学
ノ
ー
ト　
　

第
五
十
一
号
（
通
巻
七
十
三
号
）

目　
　

次

犬
飼
公
之
先
生
特
別
講
義　

千
の
風
と
魂
の
行
方
―
万
葉
挽
歌
を
た
ど
っ
て
…
…

『
蜻
蛉
日
記
』と『
更
級
日
記
』の
夢
―
夢
の
あ
と
の
意
識
・
行
動
―
…
…
…
…
…

『
源
氏
物
語
』「
宇
治
十
帖
」論
―
「
香
」か
ら
見
る
人
物
造
型
―
…
…
…
…
…
…
…

夏
目
漱
石
研
究
―
『
心
』を
中
心
に
―
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
村
暮
鳥
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

真
山
青
果
の
考
察
―
『
南
小
泉
村
』の
方
言
使
用
を
視
点
と
し
て
―
…
…
…
…
…
…

北
園
克
衛
に
お
け
る
詩
と
俳
句
―
詩
集『
鯤
』の
試
み
―
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
〇
一
五
年
度　

第
十
二
回「
創
作
文
学
賞
」選
考
結
果
に
つ
い
て
…
…
…
…
…　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
一
三
一

原
節
子
再
論（
２
）
―
表
象
の
形
成
と
屈
折
―
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

日
本
と
韓
国
の
高
等
学
校
に
お
け
る
隣
国
語
教
育
の
理
念
の
接
点

　
―
韓
国
・
朝
鮮
語
／
日
本
語
教
育
の
指
針
と
教
師
の
語
り
か
ら
の
考
察
―
…
…
…

日
本
語
学
習
者
に
お
け
る
授
受
表
現
の
誤
用
研
究
―
英
語
圏
学
習
者
を
中
心
に
―
…

書
籍
紹
介

　

犬
飼
公
之
著『
ア
ラ
ラ
ギ
と
万
葉
―
正
岡
子
規
と
扇
畑
忠
雄
論
』
…
…
…
…
…

彙
報

　

二
〇
一
五
年
度　

日
本
文
学
科
卒
業
論
文
題
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
二

　

二
〇
一
六
年
度　

日
本
文
学
科
講
義
題
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
五

　

受
贈
図
書
目
録（
二
〇
一
五
年
四
月
～
二
〇
一
六
年
三
月
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
八

　
『
日
本
文
学
ノ
ー
ト
』投
稿
規
定

犬　

飼　

公　

之
…
…
…
…
…
一

本　

橋　

佳　

奈
…
…
…
…
二
二

丹　

野　

美　

紀
…
…
…
…
四
一

依　

田　

詩
穂
里
…
…
…
…
五
八

早　

川　

京　

華
…
…
…
…
七
二

伊　

狩　
　
　

弘
…
…
…
…
九
一

九　

里　

順　

子
…
…
…
一
一
三

李　
　
　

敬　

淑
…
45（
一
五
五
）

澤　

邉　

裕　

子
…
23（
一
七
七
）

内　

藤　

春　

菜
…
１（
一
九
九
）

九　

里　

順　

子
…
…
…
二
〇
〇

日 

本 

文 

学 

会

創
作
文
学
賞
委
員

－174－



犬
飼
公
之
先
生
特
別
講
義　

千
の
風
と
魂
の
行
方
―
万
葉
挽
歌
を
た
ど
っ
て
…
…

『
蜻
蛉
日
記
』と『
更
級
日
記
』の
夢
―
夢
の
あ
と
の
意
識
・
行
動
―
…
…
…
…
…

『
源
氏
物
語
』「
宇
治
十
帖
」論
―
「
香
」か
ら
見
る
人
物
造
型
―
…
…
…
…
…
…
…

夏
目
漱
石
研
究
―
『
心
』を
中
心
に
―
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
村
暮
鳥
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

真
山
青
果
の
考
察
―
『
南
小
泉
村
』の
方
言
使
用
を
視
点
と
し
て
―
…
…
…
…
…
…

北
園
克
衛
に
お
け
る
詩
と
俳
句
―
詩
集『
鯤
』の
試
み
―
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
〇
一
五
年
度　

第
十
二
回「
創
作
文
学
賞
」選
考
結
果
に
つ
い
て
…
…
…
…
…　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
一
三
一

原
節
子
再
論（
２
）
―
表
象
の
形
成
と
屈
折
―
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

日
本
と
韓
国
の
高
等
学
校
に
お
け
る
隣
国
語
教
育
の
理
念
の
接
点

　
―
韓
国
・
朝
鮮
語
／
日
本
語
教
育
の
指
針
と
教
師
の
語
り
か
ら
の
考
察
―
…
…
…

日
本
語
学
習
者
に
お
け
る
授
受
表
現
の
誤
用
研
究
―
英
語
圏
学
習
者
を
中
心
に
―
…

書
籍
紹
介

　

犬
飼
公
之
著『
ア
ラ
ラ
ギ
と
万
葉
―
正
岡
子
規
と
扇
畑
忠
雄
論
』
…
…
…
…
…

彙
報

　

二
〇
一
五
年
度　

日
本
文
学
科
卒
業
論
文
題
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
二

　

二
〇
一
六
年
度　

日
本
文
学
科
講
義
題
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
五

　

受
贈
図
書
目
録（
二
〇
一
五
年
四
月
～
二
〇
一
六
年
三
月
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
八

　
『
日
本
文
学
ノ
ー
ト
』投
稿
規
定

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
二
号（
通
巻
七
十
四
号
）

《
執
　
筆
　
者
　
紹
　
介
》

(

本
学
二
〇
一
六
年
度
卒
業
生)

(
本
学
二
〇
一
六
年
度
卒
業
生)

(

本
学
二
〇
一
六
年
度
卒
業
生)

(

本　
　

学　
　

教　
　

授)

(

本

学

非

常

勤

講

師)

(

本　

学　

准　

教　

授)

(

本
学
二
〇
一
六
年
度
卒
業
生)

(

本
学
二
〇
一
六
年
度
卒
業
生)

(

本　
　

学　
　

教　
　

授)

菅す
が　

　
　

智と
も　

子こ

安あ
ん　

齋ざ
い　

花か

那な

恵え

小お　

川が
わ　

桃も
も　

枝え

九く　

里の
り　

順じ
ゅ
ん　

子こ

五い
が
ら
し

十
嵐　

伸し
ん　

治じ

李い　
　
　

敬ぎ
ょ
ん　

淑す
く

佐さ　

藤と
う　

唯ゆ
い　

香か

田た　

鎖ぐ
さ
り　

美み

優ゆ

紀き

深ふ
か　

澤さ
わ　

昌ま
さ　

夫お
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編
集
後
記

『
日
本
文
学
ノ
ー
ト
』
第
五
十
二
号
を
お
届
け
す
る
。
初
め
か
ら
訃
報
で
恐
縮
で
は
あ
る

が
、
昨
年
九
月
十
四
日
に
菊
田
茂
男
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
す
る
。
日
本
文
学

科
と
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
に
長
ら
く
お
勤
め
に
な
り
、
と
り
わ
け
大
学
院
の
創
設
に
多

大
の
尽
力
を
い
た
だ
き
、
研
究
科
長
を
長
く
勤
め
ら
れ
た
。
学
部
生
も
源
氏
物
語
や
枕
草
子

な
ど
の
講
義
や
卒
業
論
文
で
お
世
話
に
な
っ
た
と
思
う
。
あ
く
ま
で
紳
士
的
で
ご
自
分
の
ス

タ
イ
ル
を
崩
さ
な
い
教
師
と
研
究
者
の
ゾ
ル
レ
ン
に
徹
し
た
姿
勢
に
フ
ァ
ン
も
多
か
っ
た
よ

う
だ
し
、
僭
越
な
が
ら
私
も
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
も
の
で

あ
る
。

日
本
文
学
科
と
日
本
文
学
会
は
今
年
も
順
調
な
歩
み
を
続
け
、
新
た
な
る
伝
統
を
築
い
て

き
た
よ
う
に
思
う
。
池
上
冬
樹
先
生
の
御
尽
力
の
お
か
げ
で
、
年
二
回
の
特
別
対
談
が
行
わ

れ
、
現
役
ば
り
ば
り
の
作
家
の
生
の
声
と
い
う
か
本
音
を
間
近
に
聞
く
こ
と
が
で
き
、
サ
イ

ン
本
も
買
え
る
と
い
う
、
な
か
な
か
出
来
な
い
よ
う
な
体
験
が
簡
単
に
し
か
も
年
二
回
も
出

来
て
し
ま
う
。
有
難
い
。
昨
年
度
は
六
月
に
東
山
彰
良
さ
ん
、
十
二
月
に
村
田
沙
耶
香
さ
ん

を
お
迎
え
し
た
。
東
山
さ
ん
は
台
湾
出
身
で
本
名
は
王
震
緒
と
い
う
。
東
山
と
い
う
ペ
ン
ネ

ー
ム
は
お
じ
い
さ
ん
の
出
身
地
の
山
東
省
を
も
じ
っ
た
も
の
で
、
彰
良
の
方
は
お
母
さ
ん
の

出
身
地
で
あ
る
台
湾
の
彰
化
か
ら
取
っ
た
も
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
台
湾
出
身
の
ミ
ス
テ
リ
ー

作
家
と
い
う
異
色
の
作
家
で
あ
る
が
、『
流
』
は
二
〇
一
五
年
度
上
半
期
の
直
木
賞
を
受
賞
し
、

二
〇
年
に
一
作
の
傑
作
と
言
わ
れ
る
小
説
で
、
台
湾
の
祖
父
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

台
湾
に
帰
国
し
た
と
き
蔡
英
文
総
統
に
会
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
村
田
沙
耶
香
さ
ん
は
、

『
コ
ン
ビ
ニ
人
間
』
で
昨
年
度
上
半
期
の
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
ば
か
り
の
作
家
で
、
池
上
先

生
の
絶
賛
す
る
作
家
で
あ
っ
た
。
今
、
編
集
後
記
を
書
く
た
め
『
コ
ン
ビ
ニ
人
間
』
を
読
ん

で
み
た
が
、
古
倉
さ
ん
と
白
羽
さ
ん
の
変
な
同
棲
生
活
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
コ
ン
ビ
ニ
店
員

の
奇
妙
な
生
態
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
の
よ
う
で
い
て
現
代
の
ひ
し
ゃ
げ
た
よ
う
な
人
間
と
そ
の
生

態
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
て
怖
い
よ
う
で
も
あ
る
。
芥
川
賞
を
貰
っ
た
後
も
コ
ン
ビ
ニ
で

時
々
働
い
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
る
。
コ
ン
ビ
ニ
が
文
学
に
な
る
と
い
う
現
象
は
日
本
的

現
代
的
で
将
来
性
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
サ
イ
ン
本
が
ど
ん
ど
ん
増
え
る

の
だ
が
、あ
ま
り
読
め
て
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
狩
）

『
日
本
文
学
ノ
ー
ト
』
投
稿
規
定

１
．
投
稿
資
格　

日
本
文
学
会
の
会
員
と
す
る
。
な
お
、
編
集
委
員
会
の

許
可
を
得
た
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２
．
掲
載
内
容　

①
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト　

②
創
作
作
品　

③
講
演
会
原

稿　

④
書
評　

な
ど

そ
の
他
、
編
集
委
員
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
も
の
を
掲
載
す
る
。

３
．
本
誌
は
年
一
回
発
行
す
る
。

４
．
著
作
権
お
よ
び
電
子
化

　

著
者
は
、
自
ら
の
有
す
る
著
作
権
の
う
ち
複
写
権
お
よ
び
公
衆
送

信
権
の
行
使
を
投
稿
段
階
に
お
い
て
日
本
文
学
会
に
許
諾
し
た
も
の

と
す
る
。
日
本
文
学
会
は
著
者
よ
り
行
使
を
許
諾
さ
れ
た
複
写
権
お

よ
び
公
衆
送
信
権
に
よ
り
、
そ
の
著
作
物
を
電
子
化
ま
た
は
複
製
の

形
態
な
ど
に
よ
り
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
自
ら
の
著
作

を
他
に
転
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
事
前

に
日
本
文
学
会
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。　

日
本
文
学
ノ
ー
ト 
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