
一
、
ジ
ャ
ン
ル
の
有
効
性

「
花
柳
小
説
」
を
、
文
学
史
に
お
け
る
一
般
的
な
ジ
ャ
ン
ル
名
と
し
て
、
厳

密
に
う
ち
立
て
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
そ
れ
を
「
花

柳
」
の
巷
を
描
い
た
小
説
と
規
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
に
そ
の
属
性
が
漠

然
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
せ
い
ぜ
い
題
材
の
共
通
点
だ
け
に
よ

っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
名
の
増
設
が
あ

ま
り
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
は
、
例
え
ば
江
戸
期
の
小
説
群
を
例
に
取
れ
ば
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
江
戸
期
に
お
い
て
、
廓
や
遊
里
の
世
界
は
、
洒
落
本
や
人
情

本
は
勿
論
の
こ
と
、
浮
世
草
子
や
読
本
、
滑
稽
本
、
黄
表
紙
、
合
巻
な
ど
、
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
「
ジ
ャ
ン
ル
」
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
全
て

「
花
柳
小
説
」
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
江
戸
期
に
は
、
こ

れ
ら
「
ジ
ャ
ン
ル
」
と
は
別
に
、「
中
本
」
や
「
半
紙
本
」
と
い
っ
た
版
型
に

よ
る
分
類
区
別
も
歴
然
と
存
在
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、
新
た

に
「
花
柳
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
立
て
る
こ
と
は
、
無
用
の
混
乱
を
引
き

起
こ
す
だ
け
で
あ
ろ
う
。
あ
る
範
疇
が
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、

少
な
く
と
も
作
者
と
読
者
と
の
間
に
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
名
を
介
し
て
、
何
ら
か

の
有
効
性
を
と
も
な
う
共
通
理
解
が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
代
以
降
、
批
評
と
い
う
目
的
の
も
と
、
ジ
ャ
ン
ル
が
後

付
け
と
し
て
名
指
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
「
花
柳
小

説
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
類
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、「
遊
蕩
文

学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
実
例
も
あ
る
。

大
正
五
年
八
月
六
日
お
よ
び
八
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
、
或
る
種
の
小
説
群

を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
主
旨
の
評
論
が
掲
げ
ら
れ
た
。
赤
木
桁
平
の
「「
遊
蕩

文
学
」
の
撲
滅
」
で
あ
る
。「
遊
蕩
文
学
」
と
は
、
赤
木
自
身
の
規
定
に
よ
れ

ば
、「
主
と
し
て
遊
里
に
於
け
る

（
ド
イ
ツ
に
於
け
る

読
者
と
の
「
腕
く
ら
べ
」

一
三
四

読
者
と
の
「
腕
く
ら
べ
」

｜
｜
花
柳
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
｜
｜

真

銅

正

宏



某
文
学
史
家
の
語
、
適
切
な
る
訳
語
な
き
が
故
に
、
姑
く
言
語
の
ま

襲
用

す
。）
を
中
心
と
し
た
人
間
生
活
｜
｜
言
葉
を
換
へ
て
云
ふ
と
、
人
間
の
遊
蕩

生
活
に
纏
絡
す
る
事
実
と
感
情
と
に
重
き
を
置
い
て
、
人
性
の
本
能
的
方
面
に

於
け
る
放
縦
淫
逸
な
る
暗
黒
面
を
主
題
と
し
、
好
ん
で
荒
色
耽
酒
の
惑
溺
境
を

描
出
せ
ん
と
す
る
も
の
」（
二
）
で
あ
り
、
そ
の
描
か
れ
る
世
界
は
「
常
に
酒

楼
と
娼
婦
と
に
囲
繞
せ
ら
れ
た
浮
華
狂
噪
の
世
界
」（
二
）
で
あ
る
。
こ
の
評

論
に
よ
っ
て
具
体
的
に
排
斥
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
長
田
幹
彦
、
吉
井
勇
、

久
保
田
万
太
郎
、
後
藤
末
雄
、
近
松
秋
江
の
諸
作
家
で
、
な
ぜ
か
永
井
荷
風
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
こ
れ
ら
諸
作
家
の
作
風
が
、
同
時
期

の
他
の
傾
向
の
作
品
群
と
比
較
し
て
も
、
荷
風
の
側
に
近
い
こ
と
は
云
う
ま
で

も
な
い
。

こ
の
赤
木
の
評
論
に
対
し
て
は
、
当
初
よ
り
反
論
喧
し
く
、
例
え
ば
翌
月
す

な
わ
ち
大
正
五
年
九
月
の
『
新
潮
』
に
早
速
、
安
成
貞
雄
の
「『
遊
蕩
文
学
』

撲
滅
不
可
能
論
」
と
い
う
論
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
か
な
り
洒

落
た
駁
論
で
あ
っ
た
。

殊
に
私
の
竊
に
感
服
致
し
て
居
る
こ
と
は
、
赤
木
先
生
が
、
所
謂
無
意
味

無
価
値
な
作
品
を
御
読
み
に
な
つ
た
こ
と
｜
｜
読
ま
ず
に
は
御
批
判
は
な
さ

れ
ま
す
ま
い
｜
｜
で
、
如
何
に
理
想
の
為
と
は
云
ひ
、
高
等
な
作
品
を
御
読

み
に
な
る
時
間
を
割
き
、
五
先
生
（
赤
木
が
槍
玉
に
あ
げ
た
五
人
の
作
家

｜
｜
引
用
者
註
）
を
、
苦
り
切
つ
て
御
読
み
に
な
る
の
は
、
随
分
御
苦
労
で

読
者
と
の
「
腕
く
ら
べ
」

一
三
五

あ
つ
た
ら
う
と
御
察
し
申
し
て
居
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論
も
、
残
念
な
が
ら
そ
の
反
駁
の
手
続
き
と
し
て
、

「
遊
蕩
文
学
」
の
小
説
作
品
と
し
て
の
方
法
上
の
価
値
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い

な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
追
認
す
る
結
果
と
な

っ
て
い
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
花
柳
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
立
て
る
こ
と
に

も
、
同
じ
よ
う
な
結
果
が
待
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
受
動
的
な

ジ
ャ
ン
ル
命
名
で
は
な
く
、
能
動
的
に
、「
花
柳
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を

立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
題
材
の
共
通
性
に
基
づ
く
命
名
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
誤
解
の
生

じ
る
最
大
の
要
因
が
存
す
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
を
、
方
法
上
の
共
通

性
に
つ
い
て
用
い
る
場
合
に
は
、
あ
る
い
は
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
方
法
の
共
通
性
と
は
、
作
品
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
顕
現
す

る
作
者
と
読
者
の
両
者
の
関
係
を
、
作
者
が
、
い
か
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
に
つ
い
て
の
傾
向
の
一
致
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

『
吉
原
細
見
』
等
の
い
わ
ゆ
る
細
見
も
の
の
存
在
を
介
し
て
検
討
し
て
み
れ

ば
、
こ
と
は
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
花
柳
小
説
」
に
し
ろ
、
そ
の
興
味
の

焦
点
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
の
興
味
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
の
側
面
で
は

な
く
、
興
味
を
抱
く
営
為
そ
の
も
の
を
、
小
説
に
方
法
的
に
応
用
す
る
こ
と
は

十
分
に
可
能
で
あ
る
。
細
見
も
の
と
の
違
い
は
、「
文
学
化
」
と
い
う
、
や
や



特
殊
な
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

「
花
柳
」
の
巷
と
い
う
特
殊
な
世
界
を
描
き
な
が
ら
、
そ
の
世
界
に
興
味
を

持
つ
読
者
に
限
ら
ず
、
よ
り
広
範
な
層
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

荷
風
の
作
品
は
、
作
者
の
興
味
と
読
者
の
興
味
と
の
不
思
議
な
均
衡
を
、
小
説

化
と
い
う
形
で
一
般
化
し
、
読
者
に
示
し
た
代
表
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

荷
風
の
「
花
柳
小
説
」
を
、
対
象
の
共
通
性
か
ら
仮
に
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て

見
る
と
い
う
段
階
か
ら
始
め
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
方
法
的
な
特
徴
を
検

討
し
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
花
柳
界
へ
の
興
味
の
あ
り
方
と
、
小

説
読
者
の
作
中
要
素
に
対
す
る
一
般
的
な
興
味
の
あ
り
方
を
譬
喩
関
係
に
あ
る

も
の
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、「
花
柳
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
存
立
の
可

能
性
を
再
考
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
優
越
性
へ
の
軽
い
嫉
妬

永
井
荷
風
の
「
腕
く
ら
べ
」
は
、
大
正
五
年
八
月
か
ら
、
大
正
六
年
一
〇
月

ま
で
、
断
続
的
に
一
三
回
に
わ
た
っ
て
、『
文
明
』
に
連
載
さ
れ
た
。
新
橋
尾

花
家
の
芸
者
駒
代
を
主
な
登
場
人
物
に
据
え
、
全
編
花
柳
界
を
舞
台
に
し
た
小

説
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
例
え
ば
秋
庭
太
郎
は
『
新
考
永
井
荷
風
』

（
昭
和
五
八
年
三
月
、
春
陽
堂
）
の
中
で
、「『
腕
く
ら
べ
』
は
『
新
橋
夜
話
』

以
来
の
新
橋
花
柳
界
に
対
す
る
蘊
蓄
造
詣
を
傾
注
し
た
本
格
的
な
花
柳
小
説
の

集
大
成
作
で
あ
り
、
大
正
初
年
の
新
橋
花
街
の
風
俗
風
情
を
伝
へ
た
小
説
と
し

て
貴
重
な
作
品
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
荷
風
自
身
も
、「
正
宗
谷
崎
両
氏

の
批
評
に
答
ふ
」（
昭
和
七
年
五
月
、『
古
東
多
万
』）
に
、「
わ
た
く
し
は
教
師

を
や
め
る
と
大
分
気
が
楽
に
な
つ
て
、
遠
慮
気
兼
を
す
る
事
が
な
く
な
つ
た
の

で
、
お
の
づ
か
ら
花
柳
小
説
「
腕
く
ら
べ
」
の
や
う
な
も
の
を
書
き
は
じ
め
た
。

当
時
を
顧
る
と
、
時
世
の
好
み
は
追
々
芸
者
を
離
れ
て
演
劇
女
優
に
移
り
か
け

て
ゐ
た
の
で
、
わ
た
く
し
は
芸
者
の
流
行
を
明
治
年
間
の
遺
習
と
見
な
し
て
、

其
生
活
風
俗
を
描
写
し
て
置
か
う
と
思
つ
た
の
で
あ
る
」
と
、
自
ら
こ
の
言
葉

を
用
い
て
「
腕
く
ら
べ
」
を
「
花
柳
小
説
」
と
認
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
た
だ
「
明
治
年
間
の
遺
習
」
た
る
芸
者
の
「
生
活
風
俗
を
描
写
」

し
て
お
く
だ
け
が
「
花
柳
小
説
」
な
ら
ば
、「
腕
く
ら
べ
」
以
外
に
も
、
荷
風

も
愛
読
し
て
い
た
岡
鬼
太
郎
の
諸
作
品
を
は
じ
め
、
既
に
数
多
く
の
作
品
が
書

か
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
作
品
を
書
く
必
然
性
の
説
明
と
し
て
は
説
得
力
に
欠

け
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
れ
が
ジ
ャ
ン
ル
の
定
義
で
あ
る
な
ら
ば
、「
腕

く
ら
べ
」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
優
位
性
や
特
別
性
も
な
い
と
い
え
よ
う
。

こ
の
小
説
は
、
そ
も
そ
も
、『
文
明
』
と
い
う
、
趣
味
的
な
い
わ
ば
個
人
雑

誌
に
近
い
も
の
に
発
表
さ
れ
、
次
に
十
里
香
館
版
と
も
呼
ば
れ
る
私
家
版
（
奥

付
な
し
、

裏
に
「
大
正
六
年
一
二
月
排
印
」
の
記
述
あ
り
）
が
「
別
冊
五
拾

部
限
」
知
人
に
配
ら
れ
る
と
い
う
、
極
め
て
限
定
的
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
が
て
大
幅
に
内
容
を
削
除
し
改
編
し
た
流
布
本

（
大
正
七
年
二
月
、
十
里
香
館
発
行
、
新
橋
堂
発
売
）
が
出
さ
れ
、
以
降
、
同

読
者
と
の
「
腕
く
ら
べ
」

一
三
六



年
一
〇
月
に
は
京
橋
堂
か
ら
再
版
が
、
さ
ら
に
大
正
九
年
二
月
に
は
、
春
陽
堂

か
ら
装
幀
を
新
た
に
し
て
刊
行
さ
れ
、
広
範
な
読
者
か
ら
支
持
さ
れ
る
に
到
っ

た
。
さ
ら
に
大
正
一
〇
年
七
月
に
は
、
春
陽
堂
元
版
『
荷
風
全
集
』
第
五
巻
に

も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

当
局
の
検
閲
に
配
慮
し
て
、
当
初
、
ご
く
内
輪
の
同
好
の
人
々
に
向
け
て
の

み
発
信
さ
れ
た
は
ず
の
こ
の
作
品
が
、
書
き
直
さ
れ
た
と
は
い
え
、
ど
の
よ
う

な
仕
組
に
よ
っ
て
、
一
般
読
者
に
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
同
時
代
に
お
い

て
、
広
津
和
郎
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（「
四
五
の
作
家
に
就
て
」、
大

正
七
年
一
二
月
、『
新
小
説
』）。

『
腕
く
ら
べ
』
一
篇
の
底
の
ト
ー
ン
と
な
つ
て
ゐ
る
あ
の
淋
し
い
世
界
に
、

荷
風
氏
の
人
間
生
活
に
対
す
る
心
持
が
に
じ
み
出
て
ゐ
る
の
を
感
じ
た
。
態

と
『
花
柳
小
説
』
と
い
ふ
銘
を
打
ち
、
序
文
な
ど
も
大
い
に
戯
作
者
を
気
取

つ
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
感
じ
は
、
単
な
る
『
花
柳
小
説
』
で
も
な
け

れ
ば
、
又
単
な
る
戯
作
で
も
な
い
。
書
か
れ
て
ゐ
る
事
は
花
柳
界
の
事
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
受
け
る
感
じ
は
、
人
間
と
云
ふ
も
の
に
対
す
る
荷
風
氏
の

『
感
じ
方
の
深
さ
』
で
あ
つ
た
。

実
に
親
身
の
批
評
と
云
え
よ
う
。
た
だ
し
、
鋭
く
見
通
し
て
い
る
と
い
う
感

が
あ
る
一
方
で
、
穿
ち
す
ぎ
の
危
惧
も
覚
え
さ
せ
る
。
こ
こ
に
は
荷
風
と
他
の

「
花
柳
小
説
」
作
家
を
先
験
的
に
区
別
す
る
視
線
が
見
て
取
れ
る
か
も
し
れ
な

読
者
と
の
「
腕
く
ら
べ
」

一
三
七

い
。
す
な
わ
ち
、
荷
風
の
書
い
た
も
の
だ
か
ら
「
花
柳
小
説
」
に
も
こ
の
よ
う

な
「
感
じ
方
の
深
さ
」
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
、
作
品
と
批
評
と
の
倒

立
で
あ
る
。

荷
風
の
「
花
柳
小
説
」
が
読
者
に
読
ま
れ
る
要
因
を
探
る
た
め
に
は
、
む
し

ろ
荷
風
と
い
う
作
者
名
か
ら
一
旦
離
れ
、
な
ぜ
一
般
に
「
花
柳
小
説
」
な
る
も

の
を
読
者
が
受
け
入
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
原
理
的
考
察
か
ら
始
め
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
、
や
は
り
読
者
の
興
味
の
方
向
性
の
特
異
な
働
き
を
想
定
せ
ざ
る

を
得
ま
い
。
端
的
に
言
え
ば
、
花
柳
界
と
い
う
世
界
へ
の
興
味
と
小
説
へ
の
興

味
と
の
混
同
な
い
し
一
体
化
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
小
説
の
読
者
と
し

て
は
、
か
な
り
の
程
度
に
お
い
て
、
男
性
読
者
に
偏
っ
た
興
味
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
も
予
め
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
先
に
述
べ
た
、
当
初
個
人

雑
誌
に
近
い
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
後
に
広
く
支
持
さ
れ
た
こ
と
の

一
つ
の
理
由
に
は
、
こ
の
男
性
に
偏
向
す
る
興
味
の
存
在
が
関
わ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

そ
こ
に
は
、
よ
く
も
悪
く
も
、
女
が
正
し
く
肉
体
を
備
え
た
存
在
と
し
て
、

男
の
視
線
の
前
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
興
味
の
多
く
は
、
男
性
読
者

の
女
性
へ
の
接
近
の
欲
望
を
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て
代
替
し
、
そ
こ
に
現
実
上

は
困
難
な
、
ま
た
は
希
望
す
ら
し
な
い
体
験
を
、
読
書
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て

擬
似
遂
行
し
て
仮
の
満
足
感
や
到
達
感
を
得
る
と
い
う
、
読
書
の
一
つ
の
機
能



の
利
用
が
見
て
取
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
花
柳
界
と
い
う
特
殊
な
世
界
に
踏
み
込

む
事
前
の
仮
想
体
験
に
よ
り
、
未
知
の
体
験
を
あ
た
か
も
既
知
の
も
の
と
し
、

花
柳
界
へ
の
接
近
を
円
滑
に
す
る
心
理
上
の
融
和
の
機
能
も
含
め
て
数
え
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
以
上
の
機
能
だ
け
な
ら
ば
、
吉
原
の
細
見
も
の
の
よ
う
な
案
内
書

と
の
本
質
的
な
差
異
は
認
め
ら
れ
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
小
説
と
い
う
形
態
で

な
く
と
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
そ
れ
が
小
説
で
あ
り
文
学
作
品
で

あ
る
何
ら
か
の
加
算
要
素
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
加
算
要
素
が
、「
腕
く

ら
べ
」
を
「
花
柳
小
説
」
と
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
加
算
要
素
、

す
な
わ
ち
「
腕
く
ら
べ
」
を
読
ま
せ
る
も
う
一
つ
の
力
と
し
て
、
こ
こ
に
、
読

者
の
作
者
お
よ
び
主
人
公
へ
の
や
や
軽
い
嫉
妬
を
見
て
と
り
た
い
。
詳
細
は
後

に
述
べ
る
が
、
こ
の
あ
り
方
が
、
一
般
的
な
花
柳
界
へ
の
興
味
の
様
相
と
似
て

い
な
が
ら
、
そ
れ
が
意
図
的
に
小
説
の
方
法
に
取
り
込
ま
れ
た
場
合
に
か
ぎ
り
、

文
学
化
の
作
用
が
生
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

人
は
花
柳
界
に
対
し
て
、
た
だ
色
事
の
み
を
求
め
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
あ

る
嫉
妬
、
な
い
し
羨
望
を
同
時
に
感
じ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
よ
け
い
に
惹
か

れ
る
。
ま
た
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
羨
望
の
対
象
で
あ
る
人
物
が
失
敗
を
す

る
と
、
そ
れ
見
た
こ
と
か
と
ば
か
り
、
カ
タ
ル
シ
ス
に
似
た
快
感
を
覚
え
る
場

合
も
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
、
花
柳
界
に
限
ら
ず
、
ご
く
日
常
的
な
感

情
で
も
あ
る
。
た
だ
し
日
常
生
活
に
お
い
て
は
隠
蔽
さ
れ
が
ち
で
あ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
な
感
情
も
、
花
柳
界
に
お
い
て
は
、
な
ま
の
形
で
ぶ
つ
け
合
わ
さ
れ
る

の
が
常
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
極
め
て
人
間
的
な
感
情
が
、
増
幅
さ
れ
て
行
き

交
う
場
が
、
花
柳
界
な
の
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
の
傾
向
を
方
法
的
な
も
の
へ
と

昇
華
し
、
一
般
的
な
花
柳
界
へ
の
興
味
を
、
読
者
の
「
花
柳
小
説
」
へ
の
興
味

と
転
換
し
た
と
こ
ろ
に
、「
花
柳
小
説
」
の
方
法
論
は
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、「
花
柳
小
説
」
の
認
定
に
は
、
そ
の
小
説
が
、
花
柳
界
と
い
う
特
殊

な
世
界
を
描
く
の
と
同
時
に
、
そ
の
特
殊
な
世
界
へ
の
興
味
を
、
こ
れ
も
ま
た

日
常
と
は
画
然
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
小
説
と
い
う
形
態
に
お
い
て
応
用
で
き
て

い
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
腕
く
ら
べ
」
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
駒
代
と
君
竜
と
い
う
二
人
の
芸
者

の
腕
く
ら
べ
が
、
一
つ
の
中
心
的
な
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
例
え
ば
菅

野
昭
正
も
「
新
橋
の
内
と
外
（

）
｜
｜
永
井
荷
風
巡
歴
（
二
〇
）
｜
｜
」

（
平
成
六
年
二
月
、『
荷
風
全
集
』
第
二
八
巻
附
録
月
報
二
〇
、
岩
波
書
店
）
の

中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
客
で
あ
る
男
と
芸
者
で
あ
る
女
と
の
腕

く
ら
べ
も
、
一
つ
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

『
腕
く
ら
べ
』
の
前
面
に
は
、
し
じ
ゅ
う
そ
う
い
う
芸
者
ど
う
し
の
あ
い

だ
の
火
花
が
飛
び
か
っ
て
い
る
が
、
も
し
そ
れ
が
す
べ
て
で
あ
っ
た
と
し
た

ら
、
新
橋
芸
者
の
風
俗
を
こ
ま
や
か
に
書
い
た
小
説
と
い
う
だ
け
に
終
っ
て

い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
隅
か
ら
隅
ま
で
花
柳
小
説
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
れ
以
上
に
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
新

読
者
と
の
「
腕
く
ら
べ
」
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橋
と
い
う
狭
い
世
界
に
閉
じ
こ
も
り
な
が
ら
、
そ
の
な
か
に
別
の
世
界
を
呼

び
こ
も
う
と
す
る
力
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
は
「
腕
」
あ
る
い
は
《
腕
く
ら

べ
》
の
意
味
論
に
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
側
面
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。（
略
）

そ
れ
は
花
柳
界
に
お
け
る
男
と
女
の
関
係
の
あ
り
か
た
の
別
名
で
も
あ
る
。

菅
野
は
こ
の
と
お
り
こ
れ
を
、
現
実
界
に
お
け
る
男
女
の
関
係
へ
拡
が
る
要

素
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
加
え
、
小
説
を
読
む
行
為
に
ま

で
拡
大
し
て
類
比
し
て
み
た
い
。

作
品
の
冒
頭
部
は
、
吉
岡
と
い
う
い
わ
ば
成
功
者
が
、
駒
代
と
偶
然

逅
す

る
場
面
か
ら
始
ま
る
。「
花
柳
小
説
」
に
お
い
て
は
、
女
性
で
あ
る
芸
者
に
記

述
の
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
男
性
読
者
に

と
っ
て
は
、
芸
者
が
美
し
く
よ
い
女
と
し
て
描
か
れ
れ
ば
描
か
れ
る
程
、
そ
の

羨
望
の
視
線
は
、
そ
の
芸
者
と
結
ば
れ
る
男
性
登
場
人
物
へ
と
向
け
ら
れ
る
。

吉
岡
は
こ
の
男
性
読
者
の
視
線
を
一
身
に
集
め
る
存
在
と
し
て
、
作
品
に
登
場

し
て
く
る
と
云
え
よ
う
。

そ
こ
に
は
、
実
に
見
事
な
時
間
操
作
も
窺
え
る
。「
株
式
へ
手
を
出
し
て
財

産
を
も
作
つ
た
。
社
会
上
の
地
位
を
も
つ
く
つ
た
。
そ
れ
と
共
に
又
思
へ
ば
よ

く
身
体
を
こ
は
さ
な
か
つ
た
と
思
ふ
程
、
よ
く
遊
び
よ
く
飲
ん
だ
。」
と
自
ら

回
想
す
る
と
お
り
、
吉
岡
の
現
在
は
、
人
も
羨
む
身
分
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
駒
代
と
以
前
に
馴
染
ん
だ
時
分
は
、
学
生
の
頃
で
あ
り
、「
何
に
も
知
ら

読
者
と
の
「
腕
く
ら
べ
」
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な
い
あ
の
時
分
に
は
芸
者
と
い
ふ
も
の
が
何
と
な
く
凄
絶
に
見
え
た
。
そ
し
て

芸
者
か
ら
何
と
か
云
は
れ
る
の
が
真
実
嬉
し
く
て
な
ら
な
か
つ
た
。
今
日
あ
の

時
の
や
う
な
初
生
な
清
い
心
持
に
は
な
ら
う
と
思
つ
て
も
な
れ
る
も
の
で
は
な

い
｜
｜
」
と
語
る
と
お
り
、
そ
れ
は
今
の
身
分
を
得
る
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
、
読
者
と
の
回
路
が
開
か
れ
る
。
駒
代
は
、
か
つ
て
は
学
生
と
馴
染
ん

だ
芸
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
は
、
功
な
り
財
産
を
得
た
現
在
の
吉
岡
の
よ
う

な
立
場
の
人
間
が
あ
ら
た
め
て
惹
か
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。
こ
の
時
間
に
よ
る

人
物
造
型
の
二
重
性
の
設
定
は
、
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

や
が
て
物
語
は
、
吉
岡
と
駒
代
、
駒
代
と
役
者
瀬
川
一
糸
、
吉
岡
と
菊
千
代
、

一
糸
と
芸
者
君
竜
と
い
う
男
女
の
組
み
合
せ
を
展
開
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
三
角
形

の
人
物
関
係
の
間
で
嫉
妬
と
腕
く
ら
べ
の
諸
相
が
描
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

こ
の
物
語
展
開
は
ま
た
、
個
々
の
登
場
人
物
の
、
い
わ
ば
浮
沈
の
物
語
で
あ
る

と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
吉
岡
は
成
功
者
で
は
あ
る
が
、
旦

と
な
っ
て
か
ら
、

駒
代
を
一
糸
と
い
う
い
わ
ば
間
夫
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
し
、
駒
代

も
ま
た
、
一
糸
を
君
竜
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
読
者
は

そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
に
羨
望
し
、
嫉
妬
し
、
ま
た
同
情
す
る
こ
と
を
繰
り
返

す
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
駆
引
は
、
作
品
が
読
者
を
作
中
世
界
へ
牽
引
す

る
操
作
の
シ
ス
テ
ム
を
見
事
に
な
ぞ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
こ
の
作
品
は
、
花
柳
界
と
い
う
、
音
曲
や
踊
り
の
芸
を
通
し
て
芝
居
に

近
い
世
界
が
舞
台
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
直
截
的
に
瀬
川
一
糸
と
い
う
歌
舞
伎
役



者
が
関
わ
り
、
さ
ら
に
は
、
作
品
の
も
う
一
人
の
主
要
登
場
人
物
で
あ
る
尾
花

家
の
呉
山
も
ま
た
講
釈
師
と
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
小
説

世
界
の
芝
居
仕
立
て
に
加
担
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
通
常
の
小
説
と
は
区
別
さ

れ
る
べ
き
特
徴
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
小
説
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
小
説
と
し
て
の

虚
構
性
を
、
芝
居
仕
立
て
と
い
う
形
で
同
時
に
露
呈
し
つ
つ
進
ん
で
い
く
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
読
者
の
読
む
べ
き
層
が
常
に
二
重
の
構
造
を
持
つ
こ
と

に
な
る
。
こ
の
二
層
構
造
が
、
読
者
に
と
っ
て
、
花
柳
界
に
擬
似
接
近
す
る
こ

と
を
却
っ
て
助
け
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
読
者
も
ま
た
、
こ

れ
を
小
説
と
し
て
読
む
一
方
で
、
読
書
と
い
う
行
為
を
超
え
た
興
味
を
、
花
柳

界
に
向
け
て
働
か
せ
る
二
重
性
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
事
実
と
、
二
重

性
の
構
造
に
お
い
て
見
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
末
に
お
い
て
、
呉
山
に
よ
っ
て
突
然
、
駒
代
に
「
尾
花
家
の
姐
さ
ん
」
と

い
う
女
主
人
の
座
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
展
開
は
、
確
か
に
と
っ
て
つ
け
た
よ

う
な
も
の
に
見
え
る
が
、
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
い
か
に
も
小
説
ら
し
い
も
の

と
も
云
え
る
。
す
な
わ
ち
、
小
説
と
は
そ
も
そ
も
虚
構
で
あ
る
以
上
、
物
語
の

楽
し
み
を
こ
の
よ
う
な
形
で
表
現
し
て
も
、
筋
違
い
で
は
な
い
。
も
し
こ
こ
に

異
和
感
を
与
え
る
要
因
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
小
説
た
る
も
の
は

現
実
ら
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
む
し
ろ
リ
ア
リ
ズ
ム
偏
重
の
悪
し

き
伝
統
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
結
末
が
示
す
も
の
は
、
い
わ
ば
小
説
の
小
説
ら
し
さ
自

体
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
小
説
を
受
け
入
れ
る
読
者
に
と
っ
て
、
そ
こ
に
は
、

小
説
ら
し
さ
な
る
も
の
を
支
え
る
方
法
そ
の
も
の
が
透
け
て
見
え
る
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
方
法
の
魅
力
を
、
作
品
内
容
と
は
別
に
受
け
取
る
こ
と
こ
そ
、
作
品

の
意
図
に
適
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
様
に
、
作
品
に
お
け
る
羨
望
と
嫉

妬
と
同
情
の
交
代
劇
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
内
容
を
味
わ
う
の
と
同
時
に
、

そ
の
よ
う
に
し
て
読
者
を
操
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
こ
そ
を
、
同
時
に
受
け
取
る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
先
に
こ
れ
を
、
小
説
に
お
け
る
興
味
と

呼
ん
だ
所
以
で
あ
る
。

三
、
芸
者
と
い
う
存
在
と
興
味

と
こ
ろ
で
、「
花
柳
小
説
」
に
お
い
て
は
、
花
柳
界
と
い
う
場
で
は
な
く
、

芸
者
と
い
う
存
在
に
特
化
し
て
興
味
を
持
つ
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

芸
者
そ
れ
ぞ
れ
の
遍
歴
が
や
は
り
特
殊
で
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
の
こ
と
と
想

像
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
興
味
は
、
一
般
読
者
の
、
無
意
識
の
う
ち
な
る
、
自
己

が
普
通
で
あ
る
こ
と
の
自
負
の
裏
返
し
の
興
味
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自

ら
の
人
生
の
平
凡
な
展
開
が
や
や
退
屈
で
あ
る
と
同
時
に
、
安
全
で
安
心
で
き

る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
認
識
の
裏
返
し
と
し
て
、
自
分
と
は
違
う
人
生
を
歩

ん
で
き
た
、
ま
た
歩
ん
で
い
る
人
た
ち
へ
の
殊
更
の
興
味
が
、「
花
柳
小
説
」

を
読
ま
せ
る
力
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
腕
く
ら
べ
」
連
載
中
の
大
正
六
年
一
月
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
に
は
、
例
の

読
者
と
の
「
腕
く
ら
べ
」

一
四
〇



如
く
、
芸
者
の
多
く
の
写
真
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
原
色
版
で
、
新
橋

の
秀
千
代
と
瓢
た
ん
に
よ
る
「
寿
万
歳
」
が
掲
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
新
橋
の
清

泉
喜
代
竜
、
浅
草
公
園
の
春
廼
家
音
菊
・
同
豆
菊
、
新
橋
の
本
花
家
小
く
に
、

新
橋
の
君
森
川
家
君
松
・
同
清
松
家
君
太
郎
、
新
橋
の
金
の
家
清
丸
・
同
花
作
、

吉
原
仲
の
町
の
定
子
・
千
恵
子
、
下
谷
数
寄
屋
町
の
益
三
洲
花
千
代
、
柳
橋
の

初
玉
徳
の
家
君
蝶
・
浅
草
公
園
の
春
廼
家
菊
寿
、
葭
町
の
松
桔
梗
家
君
松
・
松

栄
・
葭
町
の
初
音
家
万
歳
、
日
本
橋
の
喜
久
大
阪
や
す
子
・
同
中
布
袋
小
夜
子
、

新
橋
の
清
松
家
君
太
郎
・
同
竹
の
家
小
奴
、
日
本
橋
の
柳
家
桃
千
代
・
新
菊
村

梅
吉
、
新
橋
の
山
の
家
光
千
代
・
小
松
屋
半
七
、
神
戸
中
検
の
小
勝
・
京
都
祇

園
新
地
の
山
本
千
賀
菊
、
青
島
の
第
一
楼
茶
良
子
・
〆
子
・
小
好
・
八
郎
、
山

形
の
四
山
楼
求
女
・
ひ
な
子
・
越
後
三
条
の
青
木
屋
は
る
、
青
島
の
第
一
楼
美

夫
香
・
青
島
粂
之
家
米
光
・
粂
千
代
な
ど
の
写
真
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
挾
ま

れ
て
い
る
。
ま
た
「
小
説
」
や
「
演
芸
界
」、「
新
講
談
」
と
い
っ
た
欄
に
加
え

て
、「
花
柳
界
」
と
い
う
項
が
立
て
ら
れ
、
そ
こ
に
は
、
塘

子
「
或
芸
者
の

日
記
」、
伊
藤
み
は
る
「
に
よ
ろ

と
し
て
」、
江
沢
春
霞
「
丁
の
巳
廓
の
初

春
」、
川
部
半
光
「
目
今
新
橋
辺
」
の
四
編
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、

「
目
今
新
橋
辺
」
に
は
、
新
橋
芸
者
お
常
と
幸
四
郎
と
の
結
婚
話
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

金
春
湯
の
流
し
場
、
お
稽
古
の
行
き
帰
り
、
お
料
理
さ
ん
の
お
座
敷
は
勿

論
、
新
橋
の
東
西
南
北
、
隅
か
ら
隅
ま
で
昨
今
此
の
話
で
持
切
り
と
云
ふ
大

読
者
と
の
「
腕
く
ら
べ
」

一
四
一

評
判
は
、
是
何
ん
、
お
常
幸
四
郎
の
結
婚
問
題
、
何
ん
だ
猫
に
勝
男
節
、
芸

者
に
役
者
の
婚
礼
が
如
何
し
て
左
様
な
に
不
思
議
だ
い
と
仔
細
を
知
ら
な
い

人
な
ら
云
ふ
処
な
れ
ど
そ
れ
そ
こ
に
奇
妙
が
ら
れ
る
も
道
理
、
元
来
問
題
の

主
人
公
た
る
菊
三
升
の
常
子
こ
そ
、
今
は
昔

菊
五
郎
の
女
房
が
、
勝
利
で
侠
名
を
響
か
せ
た
時
代
、
音
羽
や
の
女
房
は

此
方
で
御
座
い
と
、
自
分
で
定
め
て
万
事
其
の
意
気
親
方
の
、
着
物
の
世
話

か
ら
喰
物
の
心
配
ま
で
し
た
効
も
な
く
、
当
こ
と
ゝ
何
と
か
で
、
先
様
か
ら

脱
れ
て
終
ひ
、
う
ま

勝
利
に
し
て
遣
ら
れ
、
妾
の
顔
が
立
つ
の
曲
る
の

と
恋
の
痛
手
に
狂
乱
と
迄
は
ゆ
か
な
か
つ
た
が
、
其
の
近
く
ま
で
行
つ
た
は

事
実
、
さ
り
な
が
ら
、
ど
う
せ
浮
気

業
の
芸
妓
と
役
者
、
あ
き
ら
め
や
う

も
亦
早
く
、（
略
）

（
略
）
芸
妓
と
役
者
が
夫
婦
に
な
る
は
色
恋
で
無
い
と
云
ふ
が
面
白
し
。

こ
の
と
お
り
、「
腕
く
ら
べ
」
を
髣
髴
さ
せ
る
よ
う
な
噂
話
で
あ
る
。
こ
の

と
お
り
、
芸
妓
に
ま
つ
わ
る
噂
話
の
類
は
、
多
く
の
読
者
に
迎
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。

ま
た
、
同
月
発
行
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
定
期
増
刊
は
「
大
当
利
宝
船
」
と
題

さ
れ
た
も
の
で
、
講
談
筆
記
七
編
番
外
一
編
に
加
え
「
花
柳
情
話
く
ら
べ
」
と

し
て
、
岡
鬼
太
郎
の
「
雪
」（
新
橋
）、
中
内
蝶
二
の
「
白
い
花
」（
葭
町
）、
田

村
西
男
の
「
水
鳥
」（
柳
橋
）、
武
田
鶯
塘
の
「
厄
の
が
れ
」（
赤
坂
）、
生
田
蝶

介
の
「
銀
の
蜘
蛛
」（
浅
草
）、
森
暁
紅
の
「
神
楽
坂
戦
情
記
」
の
六
編
が
載
せ



ら
れ
て
い
る
。
岡
鬼
太
郎
の
作
品
に
は
、
や
は
り
役
者
と
芸
者
が
登
場
し
て
い

る
。
ま
た
中
内
蝶
二
や
田
村
西
男
、
森
暁
紅
が
芝
居
の
世
界
に
近
し
い
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
こ
か
ら
も
ま
た
、
花
柳
界
と
梨
園
と
の
近
接
性
が

窺
え
る
。

こ
れ
ら
を
見
る
か
ぎ
り
、「
腕
く
ら
べ
」
が
、
同
時
代
に
お
け
る
花
柳
界
の

空
気
を
強
く
反
映
し
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
駒
代
を
始
め
、

「
腕
く
ら
べ
」
の
芸
者
た
ち
の
個
性
の
創
出
に
は
、
現
実
の
花
柳
界
の
芸
者
た

ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
様
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

た
だ
し
、
読
書
の
仕
組
か
ら
窺
う
に
、
小
説
読
者
な
る
も
の
が
、
作
中
人
物

に
過
剰
な
信
頼
を
寄
せ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、

女
主
人
公
た
る
べ
く
読
ま
れ
る
駒
代
像
に
、
現
実
の
芸
者
た
ち
の
裏
面
と
し
て

の
醜
悪
さ
を
描
き
込
む
こ
と
に
は
支
障
が
生
じ
る
。
駒
代
は
、
例
え
ば
吉
岡
に

多
少
酷
い
仕
打
ち
を
し
て
も
、
小
説
読
者
に
は
割
り
引
か
れ
て
読
ま
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

「
腕
く
ら
べ
」
の
や
や
唐
突
な
結
末
は
、
そ
の
読
者
の
傾
向
を
逆
手
に
取
っ

た
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
も
と
れ
る
。
こ
こ
で
女
主
人
公
に
必
要
以
上
の
不
幸
を

与
え
て
し
ま
う
と
、
読
者
が
離
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

要
す
る
に
、
そ
の
こ
と
を
恐
れ
る
の
が
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
実
の
芸
者

の
自
伝
な
ど
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
違
い
が
は
っ
き
り
す
る
。
芸
者
の
実
人
生
の

記
述
は
、
読
者
へ
の
配
慮
を
二
の
次
と
し
て
、
そ
の
芸
者
の
生
き
方
を
忠
実
に

な
ぞ
る
こ
と
に
そ
の
最
大
目
的
を
お
く
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
小
説
が
目
指
す
も
の
は
、
或
る
芸
者
の
一
生
を
た
だ
忠
実
に
書
き
写

す
こ
と
な
ど
で
は
な
い
。
女
主
人
公
は
、
ど
ん
な
に
重
要
な
存
在
で
あ
ろ
う
と
、

小
説
が
完
結
す
る
た
め
の
一
機
能
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
芸
者
の
一
代
記
な
ど

と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
点
で
あ
り
、
ま
た
日
常
世
界
と
小
説
世
界
と
を
区

別
す
る
指
標
で
も
あ
る
。

興
味
の
対
象
が
同
じ
芸
者
に
あ
っ
て
も
、
一
般
男
性
の
花
柳
界
へ
の
視
線
は
、

そ
の
ま
ま
で
は
一
般
読
者
の
「
花
柳
小
説
」
へ
の
興
味
へ
は
移
行
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
小
説
読
者
の
視
線
は
、
そ
れ
が
小
説
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
作
中
人

物
と
現
実
の
芸
者
と
を
同
一
視
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
急
い
で
付
け
加
え
る

が
、
も
ち
ろ
ん
両
者
を
、
仮
想
上
混
同
し
、
錯
覚
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
。

し
か
し
、
文
字
で
書
か
れ
た
芸
者
を
現
実
に
対
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
は
、
依
然
、
事
実
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。

「
花
柳
小
説
」
を
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
立
て
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か

は
、
こ
の
小
説
世
界
と
現
実
世
界
と
の
区
別
を
、
読
者
が
ど
れ
だ
け
明
確
に
認

識
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
前
提
は
、
虚
構

作
品
を
読
者
が
楽
し
む
原
理
と
し
て
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
現
実
描
写
の
小
説
と
し
て
は
読
ま
な
い
、
と
い
う
前
提
の
も
と

な
ら
ば
、「
花
柳
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
十
分
に
そ
の
機
能
を
果
た
す

可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。「
腕
く
ら
べ
」
に
、
も
し
仮
に
他
の
「
花
柳
小
説
」

読
者
と
の
「
腕
く
ら
べ
」

一
四
二



と
区
別
さ
れ
る
べ
き
点
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
、
極
め
て
虚

構
性
の
高
い
物
語
と
認
識
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

虚
構
度
と
い
う
計
測
が
可
能
な
ら
ば
、
や
や
逆
説
め
く
が
、
花
柳
界
を
描
い

て
、
現
実
の
花
柳
界
の
描
写
か
ら
最
も
遠
い
も
の
こ
そ
が
、「
花
柳
小
説
」
と

呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
本
来
あ
る
べ
き
「
花
柳

小
説
」
が
、
花
柳
界
の
風
俗
を
描
き
写
し
た
だ
け
の
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、

む
し
ろ
そ
こ
か
ら
い
か
に
遠
ざ
か
ろ
う
か
と
い
う
努
力
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
、

と
も
換
言
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
花
柳
小
説
」
も
ま
た
、
作
品

内
容
と
は
別
に
、
小
説
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
議
論
を
も

同
時
に
扱
う
小
説
な
の
で
あ
る
。

註

岡
鬼
太
郎
の
「
花
柳
小
説
」
作
品
と
し
て
は
、「
腕
く
ら
べ
」
発
表
以
前
に
限
っ

て
も
、『
昼
夜
帯
』（
明
治
三
九
年
五
月
、
左
久
良
書
房
）、『
二
筋
道
』（
明
治
三
九

年
五
月
、
隆
文
館
。「
花
柳
巷
談
」
の
角
書
あ
り
）、『
三
筋
の
綾
』（
明
治
四
〇
年
一

月
、
隆
文
館
。
内
題
に
「
花
柳
風
俗
」
の
角
書
あ
り
）、『
も
や
ひ
傘
』（
明
治
四
〇

年
一
〇
月
、
左
久
良
書
房
）、『
春
色
輪
屋
な
ぎ
』（
明
治
四
〇
年
一
二
月
、
服
部
書

店
・
文
泉
堂
）、『
合
三
味
線
』（
明
治
四
五
年
六
月
、
辰
文
館
。
背
に
「
花
柳
春

話
」
の
角
書
あ
り
）、『
紅
筆
草
紙
』（
大
正
二
年
一
月
、
鈴
木
書
店
。「
花
柳
演
芸
」

の
角
書
あ
り
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
タ
イ
ト
ル
表
記
は
原
則
と
し
て
奥
付
に
拠
り
、

奥
付
に
記
載
の
無
い
も
の
に
つ
い
て
は
内
題
を
採
っ
た
。

こ
の
広
津
和
郎
の
評
を
承
け
て
、
古
屋
健
三
が
『
永
井
荷
風

冬
と
の
出
会
い
』

読
者
と
の
「
腕
く
ら
べ
」

一
四
三

（
平
成
一
一
年
一
一
月
、
朝
日
新
聞
社
）
の
中
で
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
を
し

て
い
る
。

こ
の
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
に
書
か
れ
た
同
時
代
評
を
超
え
る
批
評
は
、
そ

の
後
出
て
い
な
い
の
で
、
こ
う
し
た
本
質
的
な
批
評
を
読
ん
で
い
る
と
、『
腕
く

ら
べ
』
は
私
家
版
で
は
な
く
、
ポ
ル
ノ
的
部
分
が
削
除
さ
れ
た
流
布
本
で
読
む
ほ

う
が
理
解
は
か
え
っ
て
深
く
届
く
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
え
て
も
く
る
。

新
橋
菊
三
升
常
子
は
、
か
つ
て
新
橋
を
代
表
す
る
芸
妓
で
あ
り
、
例
え
ば
明
治
三

六
年
一
月
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
の
「
流
行
」
欄
に
、
三
井
呉
服
店
員
の
「
芸
妓
の
春

着
」
と
い
う
談
話
筆
記
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
、「
今
、
東
京
の
花
と

持
囃
さ
れ
る
有
名
芸
妓
の
春
着
を
、
次
に
紹
介
し
て
見
や
う
」
と
、
芳
町
ぽ
ん
太
郎
、

柳
橋
新
福
住
や
ま
と
、
新
橋
中
村
屋
小
す
ゞ
、
芳
町
万
家
お
し
な
と
と
も
に
そ
の
春

着
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。


