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近
代
小
説
に
お
け
る
「
ユ
ー
モ
ア
」
生
成
過
程 

―
谷
崎
潤
一
郎
を
中
心
に
― 

松
本 

惇
暉 

A
bstract 

 H
um

or tends to overlook on usual Japan m
odern literature. A

lthough 

text 
w

ritten 
by 

T
anizaki 

junitiro 
contains 

hum
or, 

scholar 
not 

com
prehends the hum

or in T
anizaki’s text. O

n this paper, according to 

analyze the hum
or in T

anizaki’s text, I try to elucidate the technique of 

caricature am
ong an im

portant factor to produce hum
or. 

 

キ
ー
ワ
ー
ド
…
…
日
本
近
代
文
学 

ユ
ー
モ
ア 

谷
崎
潤
一
郎 

 1 

は
じ
め
に 

  

私
小
説
批
判
を
は
じ
め
と
し
て
、
旺
盛
な
批
評
活
動
を
お
こ
な
っ
た
中
村

光
夫
は
、
「
笑
い
の
喪
失
」(

1)

と
い
う
批
評
を
発
表
し
て
い
る
。
中
村
は
本

来
文
学
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
べ
き
な
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
日
本
の
近
代
文
学
に
著
し
く
欠
け
て
い
る
要
素
に
つ
い
て
考
察
す
る
と

い
う
立
場
か
ら
、「
笑
い
」
が
日
本
の
近
代
小
説
に
お
い
て
極
端
に
少
な
い
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
中
村
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
小
説
に
お
い

て
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
描
写
が
数
多
く
認
め
ら
れ
る
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
小
説
を
熱
狂
的
に
受
容
し
た
は
ず
の
日
本

の
近
代
文
学
者
達
が
ユ
ー
モ
ア
と
い
う
要
素
を
見
落
と
し
た
の
は
な
ぜ
か
、

と
い
う
問
題
提
起
を
試
み
て
い
る
。 

自
身
の
提
起
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
中
村
は
ユ
ー
モ
ア
が
看
過
さ
れ
た
要

因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
西
洋
文
明
の
実
利
的
な
側
面
だ
け
を
受
容
し
て
、
文

明
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
精
神
は
顧
み
な
い
と
い
う
日
本
文
化
の
悪

習
を
あ
げ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
日
本
の
近
代
文
学
者
達
が
自
国
の
古
典
文
学

に
対
す
る
視
座
も
文
化
的
悪
習
に
囚
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
古
典
文
学
を
理

解
す
る
う
え
で
は
近
代
の
文
芸
思
潮
に
適
う
要
素
だ
け
が
重
視
さ
れ
、
古
典

文
学
に
現
れ
る
ユ
ー
モ
ア
を
積
極
的
に
駆
使
す
る
精
神
を
見
落
と
し
た
と
も

述
べ
て
い
る
。
先
行
す
る
文
学
テ
ク
ス
ト
の
歪
な
受
容
の
結
果
、
少
数
の
例

外
を
除
い
て
日
本
の
近
代
文
学
者
達
は
ユ
ー
モ
ア
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、「
我
國
の
近
代
的
滑
稽
の
系
統
は
、
二
葉
亭
の
「
浮
雲
」
か
ら
漱
石
「
猫
」

に
い
た
る
、
か
ぼ
そ
い
線
だ
け
で
、
し
か
も
そ
れ
っ
き
り
途
斷
え
て
い
る
」

と
断
言
す
る
。 

 
中
村
の
指
摘
は
日
本
の
近
代
小
説
に
通
底
す
る
特
質
の
一
つ
を
言
い
当
て

て
い
る
と
思
わ
れ
、
既
存
の
日
本
近
代
文
学
史
を
見
直
す
契
機
に
も
な
り
う

る
も
の
で
、
非
常
に
興
味
深
い
。
し
か
し
一
方
で
本
当
に
近
代
小
説
に
お
け

る
ユ
ー
モ
ア
の
系
譜
は
漱
石
以
後
に
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
こ
そ

漱
石
以
後
の
近
代
小
説
の
な
か
に
は
、
い
ま
だ
に
テ
ク
ス
ト
に
内
在
す
る
ユ

ー
モ
ア
を
見
落
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が

浮
か
ぶ
。 
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漱
石
以
後
の
近
代
小
説
に
現
れ
る
ユ
ー
モ
ア
に
つ
い
て
、
綾
目
広
治(

2)

は
中
村
の
図
式
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
漱
石
以
後
か
ら
現
代
に
か
け
て
ユ
ー
モ

ア
を
重
視
す
る
作
家
は
多
数
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
存
在
し
て
お
り
、
ユ
ー

モ
ア
の
系
譜
が
着
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら

に
綾
目
は
二
葉
亭
四
迷
の
『
浮
雲
』
に
お
い
て
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
描
写
が

連
載
の
回
を
重
ね
る
ご
と
に
減
少
し
て
い
く
と
同
時
に
、
主
人
公
に
対
す
る

語
り
手
の
共
感
を
語
る
シ
リ
ア
ス
な
描
写
が
増
加
す
る
こ
と
を
例
に
し
て
、

ど
う
し
て
日
本
の
近
代
文
学
の
な
か
で
は
ユ
ー
モ
ア
と
シ
リ
ア
ス
が
両
立
で

き
な
い
の
か
、
と
い
う
新
た
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。 

 

綾
目
の
問
題
提
起
は
、
日
本
の
近
代
小
説
が
ユ
ー
モ
ア
と
シ
リ
ア
ス
と
い

う
二
つ
の
側
面
か
ら
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
読
解
と
意
義
づ

け
を
持
つ
可
能
性
を
示
唆
す
る
点
で
、
非
常
に
重
要
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

同
時
に
、
テ
ク
ス
ト
の
シ
リ
ア
ス
な
側
面
ば
か
り
に
注
目
し
が
ち
な
日
本
の

近
代
文
学
史
を
再
考
す
る
う
え
で
も
有
効
な
視
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
以
上
に
紹
介
し
て
き
た
中
村
や
綾
目
の
論
点
を

踏
ま
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
近
代
文
学
史
の
な
か
で
は
抑
圧
さ
れ
が
ち
で

あ
っ
た
ユ
ー
モ
ア
と
い
う
視
点
か
ら
、
文
学
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
い
て
い
き

た
い
と
思
う
。
本
稿
で
は
読
解
に
関
わ
る
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
、
近
代
小

説
の
登
場
人
物
達
に
関
す
る
描
写
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
ユ
ー
モ
ア
が
生
み

出
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
主

な
考
察
の
対
象
と
し
て
、
今
回
は
谷
崎
潤
一
郎
の
小
説
を
取
り
上
げ
る
。
ユ

ー
モ
ア
が
織
り
込
ま
れ
た
数
々
の
近
代
小
説
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
谷
崎

の
小
説
を
選
ん
だ
の
は
、
研
究
史
を
通
じ
て
ユ
ー
モ
ア
の
存
在
を
指
摘
さ
れ

な
が
ら
も
、
ユ
ー
モ
ア
に
焦
点
を
当
て
た
読
解
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で

あ
る
。
さ
ら
に
先
に
紹
介
し
た
中
村
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
、

考
察
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

２ 

評
価
史
の
再
検
討 

 

ま
ず
は
問
題
の
所
在
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
谷
崎
文
学
の
研
究
史
の
な

か
で
ユ
ー
モ
ア
が
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
点
か

ら
先
行
研
究
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。 

こ
れ
ま
で
の
谷
崎
文
学
に
関
す
る
研
究
史
の
な
か
で
、
数
多
く
の
論
者
に

よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
永
井
荷
風(

3)

に
よ
る
批
評
が
あ
る
。

荷
風
は
谷
崎
の
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
を
「
肉
體
上
の
惨
忍
か
ら
反
動
的
に
味
ひ

得
ら
る
ゝ
痛
切
な
る
快
感
」「
全
く
都
會
的
た
る
事
」「
文
章
の
完
全
な
る
事
」

の
三
つ
に
分
類
し
た
う
え
で
、
三
つ
の
特
徴
が
同
時
代
の
文
学
テ
ク
ス
ト
の

な
か
で
持
つ
意
義
を
事
細
か
く
説
い
て
い
る
。
荷
風
が
指
摘
す
る
特
徴
の
な

か
で
も
「
文
章
の
完
全
な
る
事
」
に
つ
い
て
は
、『
刺
青
』
に
お
い
て
女
の
肌

に
刺
青
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
く
過
程
を
傍
証
に
し
て
、「
時
に
は
少
し
誇
張
の

癖
を
帯
は
せ
ぬ
か
と
危
ぶ
ま
れ
る
ま
で
に
、
鮮
明
に
物
象
を
描
寫
す
る
。
」
と

断
言
す
る
。
女
体
に
関
す
る
描
写
の
精
密
さ
は
、
谷
崎
文
学
の
独
自
性
と
し

て
荷
風
以
後
の
論
者
達
か
ら
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
お
お
む
ね
好
意
的
に
評
価

さ
れ
て
い
る
。
荷
風
の
評
価
は
絶
賛
と
い
っ
て
よ
い
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の

後
の
谷
崎
文
学
に
対
す
る
批
評
は
、
手
放
し
で
賛
美
す
る
よ
う
な
も
の
は
少

な
く
、
数
多
く
の
論
者
は
谷
崎
文
学
に
対
し
て
一
定
の
評
価
を
下
し
つ
つ
も
、
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留
保
を
つ
け
て
い
る
も
の
が
多
い
。 

例
え
ば
、
小
宮
豊
隆(

4)

は
『
刺
青
』
に
お
け
る
女
性
の
肌
に
対
す
る
観
察

や
、
主
人
公
が
刺
青
を
彫
る
所
作
が
詳
細
に
再
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価

し
つ
つ
も
、
女
と
主
人
公
の
性
格
に
関
す
る
叙
述
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
ま
た
谷
崎
精
二(

5)

は
『
刺
青
』
に
加
え
て
そ
の
直
後
に
発
表

さ
れ
た
『
秘
密
』
『
颱
風
』
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
を
取
り
上
げ
て
、
「
最
も
直

截
に
、
最
も
赤
裸
々
に
、
作
者
の
ラ
イ
フ
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
評
価
し

な
が
ら
も
、『
羹
』
に
お
け
る
登
場
人
物
の
性
格
が
ま
っ
た
く
印
象
に
残
ら
な

い
ほ
ど
希
薄
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
描
か
れ
る

恋
愛
が
不
十
分
な
性
格
描
写
に
よ
っ
て
、「
幼
稚
な
ま
ゝ
ご
と
の
様
に
し
か
見

え
ぬ
」
と
断
言
し
て
い
る
。 

谷
崎
の
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
大
正
年
間
ま
で
の
谷
崎
文
学
に
対
す
る
評
価
が
持

つ
傾
向
を
ま
と
め
れ
ば
、
独
特
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
共
感
し
つ
つ
も
、
技

巧
偏
重
か
つ
通
俗
的
な
道
徳
観
を
誇
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
疑
い
を
払
拭
で
き
な
い
と
い
う
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
か
。 

 

微
妙
な
留
保
を
孕
み
な
が
ら
も
、
し
ば
ら
く
の
間
谷
崎
文
学
は
肯
定
的
に

評
価
さ
れ
続
け
た
。
と
こ
ろ
が
大
正
末
期
に
至
る
と
、
谷
崎
文
学
を
否
定
的

に
捉
え
る
評
価
が
多
数
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
谷
崎
文
学
が
潜
在
的
に

孕
ん
で
い
る
欠
陥
を
指
摘
し
て
い
る
、
あ
ま
た
の
批
評
の
な
か
で
も
と
り
わ

け
痛
烈
に
谷
崎
文
学
を
批
判
し
て
い
る
の
は
、
佐
藤
春
夫
の
批
評(

6)

で
あ
る
。

佐
藤
は
「
谷
崎
潤
一
郎
は
ま
た
珍
し
い
ほ
ど
所
謂
根
拠
の
な
い
作
家
だ
と
思

ふ
。
」
と
断
言
し
た
あ
と
、
『
愛
す
れ
ば
こ
そ
』
と
い
う
谷
崎
の
テ
ク
ス
ト
を

例
に
と
っ
て
、「
思
想
の
な
い
」
と
い
う
判
断
の
根
拠
を
詳
し
く
説
明
し
て
い

る
。
説
明
の
な
か
で
も
、
以
下
に
あ
げ
る
箇
所
は
佐
藤
の
谷
崎
文
学
に
つ
い

て
の
評
価
の
要
点
を
語
る
も
の
と
し
て
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。 

 

愛
す
る
も
の
に
も
愛
さ
れ
る
も
の
に
も
何
の
性
格
も
無
い
が
爲
め
に
、

潤
一
郎
の
説
く
愛
な
る
も
の
が
ど
ん
な
神
性
を
持
つ
た
も
の
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
た
ゞ
世
間
普
通
の
惚
れ
た
男
に
入
れ
上
げ
た
と
い
ふ
だ
け
の

も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
、
そ
の
感
銘
は
頗
る
曖
昧
で
あ
る
。 

い
や
、
惚
れ
た
男
に
魂
を
ま
で
入
れ
上
げ
た
―
―
金
や
着
物
を
入
れ
上

げ
た
世
間
に
あ
り
ふ
れ
た
型
の
極
度
な
る
誇
張
の
や
う
に
受
け
と
れ
が

ち
で
あ
る
。 

 

佐
藤
の
批
判
は
、
登
場
人
物
の
性
格
に
つ
い
て
の
描
写
が
十
分
に
な
さ
れ

て
い
な
い
た
め
に
、
通
俗
的
な
恋
愛
観
を
誇
張
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
読

め
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
に
尽
き
る
。
佐
藤
も
ま
た
先
に
列

挙
し
た
論
者
と
同
じ
く
、
性
格
描
写
の
欠
如
を
谷
崎
文
学
の
欠
陥
と
し
て
見

做
す
と
い
う
視
点
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
示
唆
に
富
む
。
さ
ら
に
佐
藤

は
ま
た
別
の
批
評(

7)

に
お
い
て
も
、
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
描
か
れ
る
登
場
人

物
達
の
心
理
描
写
が
著
し
く
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
、「
彼
の
描
く

善
人
も
悪
人
も
妖
婦
も
貞
女
も
悉
く
類
型
か
ら
た
ゞ
一
歩
だ
け
し
か
進
め
る

こ
と
の
で
き
な
い
」
と
明
言
す
る
。 

換
言
す
れ
ば
、
谷
崎
の
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
「
悪
人
」
や
「
妖
婦
」
は
、

一
見
す
る
と
同
時
代
の
文
学
テ
ク
ス
ト
が
描
く
そ
れ
よ
り
も
際
立
っ
て
斬
新

な
も
の
に
見
え
る
が
、
実
際
は
一
線
を
画
す
ほ
ど
の
差
異
は
な
く
、
む
し
ろ
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性
格
描
写
の
欠
落
に
よ
っ
て
通
俗
的
な
登
場
人
物
を
造
型
し
て
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佐
藤
の
論
は
谷
崎
文
学
の
欠
陥
を
巧
み
に
言
い
表

し
た
も
の
で
、
谷
崎
文
学
に
対
し
て
批
判
的
な
見
解
を
述
べ
る
際
に
は
参
照

す
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
佐
藤
は
荷
風
以
後
の
論
者
が
谷
崎
文
学
を

批
判
す
る
際
に
用
い
た
視
点
、
す
な
わ
ち
登
場
人
物
の
内
面
に
関
す
る
描
写

の
欠
如
を
取
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
興
味
深
い
。 

加
え
て
佐
藤
に
よ
る
一
連
の
批
評
は
、
そ
れ
以
降
の
谷
崎
文
学
を
論
ず
る

際
に
は
か
な
り
の
頻
度
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
の
見
解
を
踏
ま
え
て
論

じ
た
も
の
の
な
か
で
も
、
中
村
光
夫
の
論(

8)
は
佐
藤
の
論
旨
を
批
判
的
に
吟

味
し
た
う
え
で
、
興
味
深
い
谷
崎
論
を
展
開
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
中
村
は

佐
藤
と
同
じ
く
谷
崎
文
学
に
は
登
場
人
物
の
性
格
描
写
が
欠
落
し
て
い
る
と

い
う
立
場
を
と
り
、
登
場
人
物
の
内
面
が
描
か
れ
な
い
原
因
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
試
み
て
い
る
。 

中
村
は
登
場
人
物
の
内
面
が
描
か
れ
な
い
主
な
要
因
を
、
分
析
や
省
察
と

い
っ
た
知
的
操
作
を
拒
む
感
性
が
、「
芸
術
」
対
「
生
活
」
の
よ
う
な
、
知
性

に
基
づ
く
分
析
を
必
要
と
す
る
二
律
背
反
の
構
図
を
設
定
す
る
と
い
う
、
自

己
矛
盾
に
求
め
て
い
る
。
二
律
背
反
の
構
図
は
常
に
対
立
を
確
認
す
る
だ
け

の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
新
た
な
発
展
も
生
ま
れ
ず
、
同
一
の
ド
グ
マ

―
―
例
え
ば
芸
術
至
上
主
義
―
―
の
反
復
に
終
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
ド
グ

マ
は
登
場
人
物
の
造
型
に
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
中
村
は
述
べ
た
う
え
で
、

以
下
に
引
く
よ
う
な
結
論
を
示
す
。 

 

彼
の
描
き
だ
す
人
物
が
男
女
を
問
わ
ず
、
性
格
の
内
的
な
把
握
の
ほ
と

ん
ど
行
わ
れ
な
い
空
疎
な
感
覚
の
束
で
あ
り
、
い
わ
ば
作
者
の
観
念
を

体
現
し
、
同
時
に
そ
の
意
の
ま
ま
に
操
ら
れ
る
傀
儡
に
す
ぎ
な
い
の
で

す
。
そ
し
て
こ
の
精
神
の
機
能
の
閉
塞
は
彼
等
の
劇
的
な
行
動
と
「
照

応
」
さ
れ
る
と
き
に
ほ
と
ん
ど
滑
稽
に
近
い
感
じ
を
読
者
に
与
え
る
ほ

ど
著
る
し
い
も
の
に
な
り
ま
す
。 

 

中
村
に
よ
れ
ば
登
場
人
物
達
が
芸
術
至
上
主
義
の
優
位
を
根
拠
づ
け
る
た

め
の
手
段
で
し
か
な
い
た
め
に
内
面
描
写
は
不
要
と
さ
れ
、
内
面
を
欠
い
た

登
場
人
物
達
の
行
動
は
滑
稽
に
見
え
る
の
だ
と
い
う
。
確
か
に
大
正
年
間
に

発
表
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
は
、
内
面
描
写
の
曖
昧
さ
に
よ
っ
て
登
場

人
物
の
行
動
が
必
然
性
を
欠
い
て
い
る
と
思
し
き
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、

テ
ク
ス
ト
の
描
写
か
ら
生
ま
れ
る
「
滑
稽
」
す
な
わ
ち
読
者
の
笑
い
を
誘
う

と
い
う
効
果
を
、
単
な
る
描
写
の
不
足
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
還
元
し
て

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
改
め
て
戦
後
の
谷
崎
文
学
評
価
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
興
味
深
い
こ
と
に
中
村
以
降
の
谷
崎
論
に
お
い
て
は
、「
滑
稽
」「
ユ

ー
モ
ア
」「
笑
い
」
等
の
要
素
に
触
れ
な
が
ら
肯
定
的
に
評
価
す
る
論
が
に
わ

か
に
増
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
田
中
美
代
子(

9)

は
「
谷
崎
文
学
の

基
調
を
な
し
て
い
る
の
は
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
仮
託
さ
れ
、
奥
の
奥
に
姿

を
か
く
し
た
そ
の
批
評
精
神
の
諷
刺
と
哄
笑
で
あ
る
。
」
と
い
う
立
場
か
ら
、

「
諷
刺
と
哄
笑
」
が
「
批
評
精
神
」
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
い

る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
田
中
に
よ
れ
ば
、
『
饒
太
郎
』

や
『
異
端
者
の
悲
し
み
』
等
に
登
場
す
る
自
堕
落
な
青
年
達
は
、
当
時
の
理

想
的
青
年
像
が
持
っ
て
い
た
醜
悪
さ
を
暴
露
す
る
存
在
で
あ
り
、
醜
悪
さ
を
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徹
底
的
に
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
青
年
像
に
付
与
さ
れ
た
価
値
観
を
転

倒
さ
せ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
理
想
的
青
年
像

が
戯
画
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。 

 

谷
崎
文
学
が
当
時
の
理
想
像
に
対
す
る
戯
画
で
あ
る
と
い
う
視
点
は
、
谷

崎
文
学
を
読
解
す
る
う
え
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
問
題
を
提
起
し
た
と
い
う

点
で
も
、
谷
崎
を
論
ず
る
批
評
家
達
が
近
代
主
義
的
な
読
解
に
偏
っ
て
い
た

こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
い
う
点
で
も
、
田
中
の
論
は
非
常
に
重
要
な
も

の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
田
中
の
論
と
同
じ
く
『
異
端
者
の
悲
し
み
』
等
の

大
正
年
間
に
発
表
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
堀
切
直
人

の
論(

10)

が
あ
げ
ら
れ
る
。
堀
切
に
よ
れ
ば
、
大
正
年
間
の
テ
ク
ス
ト
は
女
性

や
子
供
が
知
識
人
を
翻
弄
す
る
と
い
う
構
図
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
ル
サ
ン

チ
マ
ン
に
囚
わ
れ
た
知
識
人
の
自
我
意
識
を
巧
み
に
戯
画
化
し
て
い
る
の
だ

と
い
う
。
さ
ら
に
『
痴
人
の
愛
』
の
主
人
公
が
孕
ん
で
い
る
惨
め
さ
や
滑
稽

さ
は
、
自
己
の
内
面
に
固
執
す
る
近
代
日
本
の
知
識
人
に
対
す
る
哄
笑
と
見

做
せ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
堀
切
は
谷
崎
潤
一
郎
を
「
近
代
日
本
随
一
の
コ

ミ
ッ
ク
・
ロ
マ
ン
の
大
家
」
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
確
か
に
堀
切
の

い
う
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
結
末
に
お
い
て
主
人
公
は
他
者
に
弄
ば
れ
る
こ

と
を
通
し
て
新
た
な
価
値
観
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
滑
稽
な
存
在
に

仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
堀
切
の
論
は
近
代
主
義
的
な
読
解
に
対
す
る
見

直
し
を
促
す
も
の
で
、
非
常
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。 

田
中
と
堀
切
の
論
は
と
も
に
テ
ク
ス
ト
に
備
わ
っ
た
批
評
性
が
ユ
ー
モ
ア

に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
非
常
に
興
味
深
い
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
戯
画
化
を
成
立
さ
せ
て
し
ま
う
方
法
と
は
一
体
如
何
な

る
も
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
あ
げ
た
二
つ
の
論
を
含
め
て
、
ユ
ー
モ
ア
と
批
評

性
を
関
連
さ
せ
て
論
じ
た
先
行
研
究
を
概
観
し
て
み
て
も
、
ユ
ー
モ
ア
が
批

評
性
を
担
保
す
る
た
め
の
要
と
い
え
る
戯
画
化
に
つ
い
て
は
、
ユ
ー
モ
ア
の

存
在
を
指
摘
す
る
ば
か
り
で
、
一
向
に
戯
画
化
を
作
り
出
す
た
め
の
表
現
の

仕
組
み
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
本
稿
で
は
谷
崎
潤
一

郎
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
認
め
ら
れ
る
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
描
写
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
戯
画
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
戯
画
化
と
い
う

装
置
は
ど
の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

３ 

人
物
像
と
不
調
和 

 

⑴
芸
人 

 
 

改
め
て
谷
崎
潤
一
郎
の
テ
ク
ス
ト
を
再
読
す
る
と
、
戯
画
化
の
契
機
と
な

る
も
の
は
多
数
抽
出
で
き
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
先
行
研
究
に
お
い
て
既
に

注
目
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
は
登
場
人
物
の
人
物
像
を

分
析
し
て
み
た
い
。
前
節
に
お
い
て
紹
介
し
た
先
行
研
究
に
は
、
知
識
人
と

い
う
設
定
が
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
が
、
知
識
人
以
外
に
も
戯
画
化
の

プ
ロ
セ
ス
を
示
唆
す
る
人
物
設
定
が
い
く
つ
も
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
と
り

わ
け
存
在
自
体
が
明
確
に
滑
稽
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
幇

間
』
の
主
人
公
三
平
で
あ
ろ
う
。
で
は
三
平
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
造

型
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

三
平
に
付
与
さ
れ
た
性
格
を
分
析
す
る
う
え
で
真
っ
先
に
着
目
し
た
い
の
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は
、
テ
ク
ス
ト
の
題
名
に
も
な
っ
て
い
る
「
幇
間
」
と
い
う
職
業
で
あ
る
。

「
幇
間
」
と
は
、
客
と
芸
者
の
間
に
立
っ
て
宴
会
を
盛
り
上
げ
る
芸
人
で
あ

り
、
甕
佳
代
子(
11)
に
よ
れ
ば
、
「
幇
間
」
の
仕
事
は
芸
の
披
露
に
限
ら
ず
多

岐
に
渡
り
、
宴
会
費
用
の
管
理
や
、
さ
ら
に
は
客
の
秘
密
が
座
敷
の
外
に
漏

れ
な
い
よ
う
に
目
を
光
ら
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
幇
間
」

は
宴
会
に
お
い
て
客
と
芸
者
の
間
を
巧
み
に
取
り
持
つ
役
割
を
担
っ
た
、
高

度
な
技
能
を
持
っ
た
芸
人
な
の
で
あ
る
。「
幇
間
」
と
し
て
芸
を
披
露
す
る
場

面
を
読
む
限
り
三
平
は
典
型
的
な
「
幇
間
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
幇
間
」
と
い
う
職
業
に
就
く
ま
で

の
経
緯
が
事
細
か
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
平
は
商
店
主
と
い

う
社
会
的
身
分
を
持
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
身
の
放
蕩
癖
に
よ
っ
て

身
を
持
ち
崩
し
た
末
に
「
幇
間
」
に
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
が
、
以
下
に
引

用
す
る
箇
所
に
は
三
平
の
性
格
の
根
幹
と
い
う
べ
き
設
定
が
語
ら
れ
て
い
る

(

12)

。 

 

先
天
的
に
人
か
ら
一
種
温
か
い
軽
蔑
の
心
を
以
て
、
若
し
く
は
憐
愍
の

情
を
以
て
、
親
し
ま
れ
可
愛
が
ら
れ
る
性
分
な
の
で
す
。
恐
ら
く
は
乞

食
と
雖
、
彼
に
お
時
儀
を
す
る
氣
に
は
な
ら
な
い
で
し
よ
う
。 

 

引
用
し
た
叙
述
の
な
か
で
三
平
は
他
者
か
ら
軽
蔑
さ
れ
る
存
在
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
三
平
に
対
す
る
軽
蔑
は
「
憐
愍
」
と
い
う
表
現
が

端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
集
団
か
ら
疎
外
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
一
種
の
寛
容
さ
を
備
え
て
い
る
。
寛
容
さ
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

他
者
か
ら
の
軽
蔑
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
文
の
末
尾
に
乞

食
す
ら
も
三
平
に
対
し
て
敬
意
を
払
わ
な
い
と
い
う
叙
述
を
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
三
平
の
人
物
像
は
蔑
視
や
嘲
笑
の
対
象
物
と
し
て
固
定
さ
れ
て
し

ま
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

さ
ら
に
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
引
用
箇
所
の
な
か
で
所
々
読
者
の
意

表
を
突
く
修
辞
法
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
温
か
い
軽

蔑
」
と
い
う
表
現
は
肯
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
「
温
か
い
」
と
い
う
語

と
、「
軽
蔑
」
と
い
う
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
語
を
並
立
さ
せ
る
こ
と

で
、
一
義
的
に
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
対

立
す
る
語
を
あ
え
て
同
時
に
使
用
す
る
修
辞
法
で
あ
り
、
こ
の
修
辞
法
に
つ

い
て
は
中
村
明(

13)

が
興
味
深
い
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
中
村
に
よ
れ
ば
、

矛
盾
し
た
表
現
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
に
対
し
て
刺
激
的

な
印
象
を
与
え
る
た
め
に
、「
対
義
結
合
」
と
い
う
修
辞
法
が
用
い
ら
れ
る
の

だ
と
い
う
。「
対
義
結
合
」
と
い
う
の
は
「
隣
り
合
う
語
句
ど
う
し
が
両
立
し

え
な
い
意
味
を
も
つ
よ
う
に
」
操
作
を
加
え
る
こ
と
で
あ
り
、
文
脈
上
「
言

葉
あ
そ
び
」
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
ユ
ー
モ
ア
を
発
生
さ
せ
る
と
中
村

は
指
摘
し
て
い
る
。 

中
村
の
論
に
し
た
が
え
ば
「
温
か
い
軽
蔑
」
と
い
う
表
現
は
「
対
義
結
合
」

の
典
型
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
文
脈
か
ら
判
断
す
る
限
り
表
現

が
「
言
葉
あ
そ
び
」
に
ま
で
達
し
て
お
ら
ず
、
ユ
ー
モ
ア
が
発
生
し
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
先
程
検
討
し
た
三
平
の
性
格
設
定
と
重
ね
合
わ

せ
て
み
る
と
、「
対
義
結
合
」
が
三
平
に
対
す
る
蔑
視
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
三
平
の
人
物
像
に
備
わ
っ
た
滑
稽
さ
を
暗
示
し
て
い
る
。「
対
義
結
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合
」
は
間
接
的
に
ユ
ー
モ
ア
を
喚
起
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

以
上
の
分
析
を
通
し
て
、
三
平
の
人
物
像
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
設

定
は
、
あ
ら
か
た
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら

は
三
平
の
人
物
像
を
よ
り
一
層
掘
り
下
げ
て
考
察
し
て
い
く
た
め
に
、
三
平

の
行
動
に
着
目
し
て
い
き
た
い
。
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
三
平
が
起
こ
す
行
動

の
ほ
と
ん
ど
は
、
滑
稽
な
踊
り
や
催
眠
術
の
真
似
事
と
い
っ
た
「
幇
間
」
と

い
う
職
業
に
似
つ
か
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
引
く
箇
所
で
は
三
平
の

行
動
が
観
衆
を
魅
了
す
る
優
れ
た
芸
に
な
っ
て
い
る
。 

 

「
此
處
は
お
前
さ
ん
と
私
二
人
限
り
だ
か
ら
、
遠
慮
し
な
い
で
も
い
ゝ

わ
。
さ
あ
、
羽
織
を
お
脱
ぎ
な
さ
い
。
」 

か
う
云
は
れ
る
と
、
裏
地
に
夜
櫻
の
模
様
の
あ
る
、
黒
縮
緬
の
無
雙
羽

織
を
す
る
〳
〵
と
脱
ぎ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
藍
色
の
牡
丹
づ
く
し
の
繻
珍

の
帯
を
解
か
れ
、
赤
大
名
の
お
召
し
を
脱
が
さ
れ
、
背
中
へ
雷
神
を
描

い
て
裾
へ
赤
く
稻
妻
を
染
め
出
し
た
白
縮
緬
の
長
襦
袢
一
つ
に
な
り
、

折
角
め
か
し
込
ん
で
来
た
衣
装
を
一
枚
々
々
剥
が
さ
れ
て
、
到
頭
裸
に

さ
れ
て
了
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
三
平
に
は
、
梅
吉
の
酷
い
言
葉
が
嬉

し
く
つ
て
堪
り
ま
せ
ん
。
果
て
は
女
の
與
へ
る
暗
示
の
ま
ゝ
に
、
云
ふ

に
忍
び
な
い
や
う
な
事
を
し
ま
す
。 

  

引
用
し
た
叙
述
は
、
三
平
か
ら
好
意
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
梅
吉
と
い
う
女

性
が
、
催
眠
術
を
通
し
て
三
平
を
弄
ぶ
場
面
に
あ
た
る
。
こ
の
「
幇
間
」
の

真
骨
頂
と
も
い
う
べ
き
場
面
は
『
幇
間
』
を
論
じ
る
際
に
は
必
ず
言
及
さ
れ

る
箇
所
で
、
読
解
の
重
要
な
鍵
を
握
る
も
の
と
し
て
多
く
の
論
者
が
引
用
部

を
取
り
上
げ
て
き
た
。
例
え
ば
、
森
岡
卓
司(

14)

は
三
平
が
脱
ぎ
捨
て
た
衣
装

に
着
目
し
て
、
連
続
し
て
起
こ
る
色
彩
の
変
化
が
ス
ト
リ
ッ
プ
シ
ョ
ー
に
酷

似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
平
は
「
観
衆
の
視
線
を
誘
惑
す
る
行
為
」
を
巧

み
に
実
践
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
野
崎
歓(

15)

は
ス
ト
リ
ッ
プ
を
披
露

す
る
三
平
が
実
は
催
眠
術
に
か
か
っ
た
振
り
を
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、

「
三
平
の
偽
装
さ
れ
た
催
眠
状
態
が
も
た
ら
す
男
女
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
の

顛
倒
は
、
想
像
以
上
に
大
き
な
射
程
を
含
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
野

崎
に
よ
れ
ば
三
平
の
振
る
舞
い
は
支
配
す
る
男
と
支
配
さ
れ
る
女
と
い
う
関

係
を
逆
転
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
男
の
尊
厳
を
破
壊
し
て
男
性
の
支
配
を

無
力
化
す
る
も
の
で
、
支
配
と
被
支
配
の
構
図
を
読
み
取
る
だ
け
で
は
完
全

に
理
解
し
た
と
は
い
え
な
い
の
だ
と
い
う
。 

確
か
に
三
平
の
ス
ト
リ
ッ
プ
は
森
岡
と
野
崎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
観
客
の

欲
望
を
刺
激
す
る
と
同
時
に
、
男
性
の
支
配
原
理
を
無
効
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。
両
者
の
論
は
三
平
の
芸
が
備
え
て
い
る
戦
略
性
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
点
で
、
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
一
方
で
、
三
平
の
行
動

が
導
き
出
す
も
の
は
、
果
た
し
て
誘
惑
や
支
配
と
い
っ
た
権
力
論
的
な
も
の

に
限
定
し
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
浮
か
ぶ
。
改
め
て
三
平
の

「
幇
間
」
的
行
動
が
描
写
さ
れ
て
い
る
叙
述
を
精
査
し
て
み
る
と
、
興
味
深

い
表
現
が
い
く
つ
も
発
見
で
き
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
宴
会
場
で
の
鬼
ご
っ

こ
に
関
す
る
叙
述
は
、
周
囲
の
人
間
が
三
平
の
行
動
を
ど
う
受
け
止
め
て
い

る
の
か
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。 
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例
の
男
は
振
袖
姿
の
ま
ゝ
、
白
足
袋
に
赤
緒
の
麻
裏
を
つ
ツ
か
け
、
し

ど
ろ
も
ど
ろ
の
千
鳥
足
で
、
藝
者
の
あ
と
を
追
ひ
か
け
た
り
、
追
ひ
か

け
た
り
し
て
居
ま
す
。
殊
に
其
の
男
が
鬼
に
な
つ
た
時
の
騒
々
し
さ
賑

や
か
さ
は
一
入
で
、
も
う
眼
隠
し
の
手
拭
ひ
を
顔
へ
あ
て
ら
れ
る
時
分

か
ら
、
旦
那
も
藝
者
も
腹
を
抱
へ
て
手
を
叩
き
、
肩
を
ゆ
す
振
つ
て
躍

り
上
り
ま
す
。
紅
い
蹴
出
し
の
陰
か
ら
毛
脛
を
露
は
に
、 

「
菊
ち
や
ん
〳
〵
。
さ
あ
つ
か
ま
へ
た
」 

な
ど
ゝ
、
何
處
か
に
錆
を
含
ん
だ
、
藝
人
ら
し
い
甲
聲
を
絞
つ
て
、
女

の
袂
を
掠
め
た
り
、
立
ち
木
に
頭
を
打
ち
つ
け
た
り
、
無
茶
苦
茶
に
彼

方
此
方
へ
駈
け
廻
る
の
で
す
が
、
挙
動
の
激
し
く
迅
速
な
の
に
も
似
ず
、

何
處
か
に
お
ど
け
た
頓
間
な
處
が
あ
つ
て
、
容
易
に
人
を
掴
ま
へ
る
こ

と
が
出
来
ま
せ
ん
。 

 

引
用
部
に
お
い
て
三
平
の
行
動
が
観
衆
か
ら
爆
笑
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の

「
笑
い
」
を
引
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
窺
い
知
れ
る
。
し
か
し
そ

れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、「
男
」
と
「
振
袖
」
、「
毛
脛
」
と
「
蹴
り
出
し
」
等

の
相
反
す
る
語
を
同
時
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
平
の
行
動
が
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
程
紹
介
し
た
「
対
義
結
合
」
と
も
相
通
ず
る
。

異
性
装
と
い
う
設
定
上
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
し
ま
い
そ
う

に
な
る
が
、
引
用
部
後
半
に
配
置
さ
れ
た
「
迅
速
」
と
「
頓
間
」
と
い
う
二

項
対
立
を
踏
ま
え
る
と
、
三
平
の
行
動
は
一
定
の
意
図
を
持
っ
た
演
戯
の
よ

う
に
も
思
え
て
く
る
。
三
平
の
行
動
は
ど
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
い
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
繡
幸
君(

16)

は
先
程
引
用
し
た
箇
所
だ
け
で
は
な
く
、

三
平
が
観
衆
か
ら
弄
ば
れ
る
描
写
を
参
照
し
な
が
ら
三
平
の
行
動
を
解
釈
し

て
い
る
。
繍
に
よ
れ
ば
三
平
は
大
袈
裟
な
台
詞
を
漏
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
観

衆
が
自
身
を
弄
ぶ
よ
う
に
仕
向
け
、「
ま
わ
り
に
い
る
人
々
を
自
演
の
狂
言
劇

に
連
れ
込
み
、
か
つ
主
役
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
に
成
功
し
た
」
の
だ
と
い

う
。
確
か
に
三
平
の
行
動
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
一
貫
し
て
三
平
は
自
身

の
台
詞
や
行
動
に
よ
っ
て
観
衆
の
感
情
に
働
き
か
け
、「
笑
い
」
を
喚
起
さ
せ

て
い
る
。
繍
の
論
も
ま
た
、
三
平
の
「
幇
間
」
的
行
動
が
持
つ
演
戯
的
側
面

を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
三
平
は
一
体
な
に

を
演
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

こ
こ
で
も
う
一
度
先
程
引
用
し
た
箇
所
を
見
直
し
て
み
る
と
、
三
平
の
行

動
が
露
骨
な
ま
で
に
喜
劇
の
趣
向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

鬼
ご
っ
こ
の
な
か
で
三
平
が
芸
者
に
振
り
回
さ
れ
る
描
写
な
ど
は
そ
の
最
た

る
も
の
で
、
そ
の
う
え
「
眼
隠
し
」
を
さ
せ
ら
れ
て
右
往
左
往
す
る
と
い
う

設
定
が
加
わ
れ
ば
、
喜
劇
映
画
や
現
代
の
コ
ン
ト
を
連
想
さ
せ
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
さ
ら
に
「
眼
隠
し
」
さ
れ
た
三
平
は
「
立
ち
木
に
頭
を

打
ち
つ
け
る
」
と
い
う
失
態
を
演
じ
る
。
こ
の
場
面
設
定
も
ま
た
喜
劇
の
な

か
で
よ
く
見
ら
れ
る
、
愚
鈍
な
人
間
が
犯
す
失
敗
を
笑
う
と
い
う
趣
向
に
当

て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
趣
向
を
理
解
し
て
三
平
の
ス
ト
リ
ッ
プ
描
写
を
読
み
返
す
と
、
さ
り

げ
な
く
「
云
ふ
に
忍
び
な
い
や
う
な
事
を
し
ま
す
。
」
と
い
う
一
文
が
書
き
添

え
ら
れ
て
お
り
、
テ
ク
ス
ト
全
体
を
通
し
て
三
平
が
愚
者
と
い
う
立
場
に
置

か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
あ
わ
せ
て
テ
ク
ス
ト
の
末
尾
に
書
か
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れ
た
「
三
平
は
卑
し
いprofessional

な
笑
ひ
方
を
し
て
、
扇
子
で
ぽ
ん
と
額

を
打
ち
ま
し
た
。
」
と
い
う
箇
所
を
参
照
す
れ
ば
、
三
平
が
喜
劇
の
趣
向
に
忠

実
に
従
い
愚
者
を
演
じ
て
い
る
こ
と
も
十
分
に
察
知
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

換
言
す
れ
ば
、
三
平
は
愚
者
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
成

り
立
つ
と
同
時
に
、
積
極
的
に
愚
者
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
成
り
立

つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

⑵
青
年 

 

自
ら
愚
行
を
犯
す
こ
と
で
「
笑
い
」
を
誘
う
三
平
の
よ
う
な
人
物
は
、
谷

崎
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
頻
繁
に
登
場
す
る
が
、
一
方
で
人
物
像
に
関
し
て

ま
た
別
の
傾
向
が
あ
る
。
前
節
で
紹
介
し
た
先
行
研
究
に
お
い
て
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
谷
崎
潤
一
郎
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
大
正

年
間
に
発
表
さ
れ
た
も
の
に
は
、
自
堕
落
な
生
活
を
送
る
青
年
が
頻
繁
に
登

場
す
る
。
例
え
ば
『
異
端
者
の
悲
し
み
』
の
主
人
公
章
三
郎
は
空
想
癖
が
あ

る
う
え
に
重
度
の
神
経
衰
弱
に
犯
さ
れ
た
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

章
三
郎
は
お
お
む
ね
典
型
的
な
文
学
青
年
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
が
、
人
物
像
に
つ
い
て
の
描
写
の
な
か
に
は
文
学
青
年
の
意
識
と
は
微

妙
に
異
質
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
以
下
テ
ク
ス
ト
か
ら
章
三
郎
の
人
物

像
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
叙
述
を
引
く
。 

 

自
分
は
蠢
々
と
し
て
蟲
け
ら
の
如
く
生
き
て
行
く
貧
民
の
間
に
伍
し
て
、

何
等
の
自
覚
も
な
く
其
の
日
其
の
日
を
過
ご
し
て
居
ら
れ
る
人
間
と
は

譯
が
違
ふ
。
自
分
に
は
偉
大
な
る
天
才
が
あ
り
、
非
凡
な
る
素
質
が
爲

に
、
い
つ
ま
で
も
斯
う
や
つ
て
逆
境
を
抜
け
出
る
事
が
出
来
な
い
の
で

あ
る
。 

 

章
三
郎
は
「
自
分
」
と
「
貧
民
」
を
比
較
し
な
が
ら
自
己
に
備
わ
る
「
天

才
」
を
確
信
し
て
い
る
。「
蟲
け
ら
」
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
、
章
三
郎
の
「
貧

民
」
に
対
す
る
蔑
視
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
持
つ
選
良
意
識
が

浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
引
用
し
た
箇
所
と
、
引
用
の
直
前
に

位
置
す
る
「
か
り
に
も
最
高
の
学
府
に
教
育
を
受
け
て
、
将
に
文
學
士
の
称

号
を
得
ん
と
し
つ
ゝ
あ
る
有
爲
で
あ
る
。
」
と
い
う
章
三
郎
の
学
歴
を
披
歴
す

る
箇
所
と
対
照
さ
せ
る
と
、
章
三
郎
の
選
良
意
識
は
自
己
の
学
歴
に
依
拠
し

て
お
り
、
世
俗
的
な
名
声
と
不
可
分
一
体
と
な
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と

を
確
認
で
き
る
。 

章
三
郎
が
自
己
の
学
歴
に
基
づ
い
て
選
良
意
識
を
披
歴
す
る
こ
と
は
小
説

の
主
人
公
と
し
て
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
が
、
文
学
青
年
と
い
う
設
定
の

も
と
で
は
ど
こ
か
ず
れ
て
い
る
よ
う
な
違
和
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
違
和
を

踏
ま
え
て
、「
神
経
衰
弱
」
と
い
う
文
学
青
年
ら
し
さ
の
属
性
と
自
ら
を
「
天

才
」
と
称
す
る
不
遜
と
も
言
え
る
態
度
が
重
な
り
あ
う
と
、
章
三
郎
は
滑
稽

さ
を
帯
び
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
選
良
意
識
を
持
っ
た
文

学
青
年
と
い
う
設
定
だ
け
で
は
、
確
実
に
ユ
ー
モ
ア
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と

は
言
い
切
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
一
層
詳
し
く
人
物
像
を
把
握
す
る

た
め
に
、
こ
こ
か
ら
は
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
描
か
れ
る
章
三
郎
の
行
動
に
着

目
し
て
み
た
い
。 
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章
三
郎
は
テ
ク
ス
ト
の
前
半
部
で
は
自
己
の
選
良
意
識
に
従
っ
て
行
動
す

る
が
、
後
半
部
に
至
る
と
選
良
意
識
と
は
相
反
す
る
よ
う
な
行
動
を
取
り
始

め
る
。
以
下
に
掲
げ
る
叙
述
に
は
、
章
三
郎
の
選
良
意
識
が
徐
々
に
屈
折
し

て
い
く
過
程
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。 

 

彼
の
胸
の
中
に
は
、
閑
寂
な
孤
獨
生
活
に
憧
れ
る
冥
想
的
な
心
持
ち
と
、

花
や
か
な
饗
宴
の
灯
を
戀
ひ
慕
ふ
幇
間
的
な
根
性
と
が
、
常
に
交
互
に

起
つ
て
居
た
。
友
達
の
金
を
借
り
倒
し
て
、
世
間
に
顔
向
け
が
出
来
な

く
な
る
と
、
彼
は
暫
く
韜
晦
し
て
八
丁
堀
の
二
階
に
屏
息
し
た
り
、
漂

泊
の
旅
に
上
つ
た
り
す
る
。
さ
ふ
云
ふ
と
き
に
彼
は
自
分
を
非
常
に
偉

大
な
人
物
で
も
あ
る
か
の
如
く
己
惚
れ
る
。
や
が
て
借
金
が
時
効
に

か
ゝ
つ
て
、
い
つ
と
な
し
に
不
評
判
の
ほ
と
ぼ
り
が
さ
め
て
し
ま
う
と
、

急
に
Ｎ
だ
の
Ｏ
だ
の
に
會
ひ
た
く
な
つ
て
、
の
こ
の
こ
と
彼
等
の
下
宿

へ
遊
び
に
出
掛
け
、
恥
も
外
聞
も
な
く
牛
鍋
の
御
馳
走
を
せ
び
つ
た
り
、

藝
者
買
ひ
の
相
伴
に
あ
づ
か
つ
た
り
す
る
。
斯
く
て
友
人
か
ら
「
剽
軽

者
」
と
呼
ば
れ
、
「
呑
気
な
男
」
「
警
句
屋
」
な
ど
ゝ
歌
は
れ
て
、
酒
宴

の
席
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
藝
人
の
や
う
に
重
寶
が
ら
れ
る
の
が
、

彼
に
は
愉
快
で
溜
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 

引
用
部
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
閑
寂
な
孤
獨
生
活
に
憧
れ
る
冥
想
的
な
心

持
ち
」
が
章
三
郎
の
選
良
意
識
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
窺
い
知
れ

る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
選
良
意
識
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
「
幇

間
的
な
根
性
」
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
題
名
に
な
っ

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、「
幇
間
」
と
い
う
言
葉
は
登
場
人
物
に
愚

者
の
役
割
を
与
え
る
と
同
時
に
、
遊
戯
や
演
戯
と
い
っ
た
行
為
に
よ
っ
て
批

評
性
を
確
保
す
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
、
非
常
に
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。「
幇

間
」
意
識
に
基
づ
い
た
章
三
郎
の
行
動
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、「
恥
も
外

聞
も
な
く
」
な
る
こ
と
、
友
人
の
「
相
伴
に
あ
づ
か
つ
た
り
す
る
」
こ
と
、

芸
人
ら
し
く
振
る
舞
う
こ
と
が
「
愉
快
で
溜
ま
ら
な
い
」
こ
と
、
以
上
三
点

が
『
幇
間
』
の
主
人
公
三
平
と
呼
応
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
友
人
達
が
「
呑

気
な
男
」
等
の
軽
蔑
の
こ
も
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
備
え
た
綽
名
で
章
三
郎
を

呼
ぶ
こ
と
か
ら
も
、
章
三
郎
は
三
平
と
同
じ
く
愚
者
の
役
割
を
担
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
幇
間
」
意
識
が
選
良
意
識
を
征
服
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
章
三
郎
は
自
己
の
選
良
意
識
を
否
定
す
る
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
。

換
言
す
れ
ば
、
章
三
郎
が
自
ら
選
良
意
識
を
裏
切
っ
て
、
選
良
意
識
の
も
と

で
は
蔑
視
し
て
い
た
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
選
良
意
識
と
行
動
内
容
の
間
で
不
調
和
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ

る
。
二
つ
の
も
の
の
間
に
起
き
る
不
調
和
は
、
ユ
ー
モ
ア
を
め
ぐ
る
理
論
な

か
で
も
重
要
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
不
調
和
と
い
う
観
点

か
ら
考
察
し
た
も
の
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
笑

い
論(
17)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
「
概
念
と
、
な
ん
ら
か

の
関
係
に
お
い
て
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
思
考
さ
れ
た
実
在
の
客
観
と
の
間
に

認
め
ら
れ
る
不
一
致
」
が
笑
い
の
源
泉
で
あ
る
と
述
べ
、「
概
念
」
と
「
実
在

の
客
観
」
の
間
に
あ
る
隔
た
り
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
滑
稽
さ
は
増
し

て
い
く
と
指
摘
し
て
い
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
論
に
し
た
が
え
ば
、

章
三
郎
の
選
良
意
識
と
行
動
内
容
の
間
に
生
じ
る
矛
盾
は
ま
さ
し
く
不
一
致
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と
い
う
べ
き
も
の
で
、
読
者
を
大
い
に
笑
わ
せ
る
も
の
と
な
り
え
る
だ
ろ
う
。 

加
え
て
、
先
に
引
用
し
た
箇
所
を
改
め
て
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
選

良
意
識
の
芽
生
え
る
原
因
が
「
友
達
の
金
を
借
り
倒
し
て
、
世
間
に
顔
向
け

が
出
来
な
く
な
る
」
と
い
う
至
っ
て
世
俗
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

あ
わ
せ
て
選
良
意
識
の
も
と
で
章
三
郎
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
起
こ
す
の
か

確
認
す
る
と
、「
漂
泊
の
旅
に
上
つ
た
り
す
る
」
と
い
う
原
因
に
似
つ
か
わ
し

く
な
い
極
端
な
行
動
に
走
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
選
良
意

識
の
原
因
と
な
る
出
来
事
と
、
そ
の
結
果
実
行
す
る
行
動
の
間
に
大
き
な
落

差
が
生
じ
て
い
る
。
章
三
郎
の
行
動
は
「
神
経
衰
弱
」
の
た
め
だ
と
い
う
見

方
も
で
き
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
い
さ
さ
か
誇
張
が
過
ぎ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
先
程
引
用
し
た
場
面
と
、
以
下
に
引
用
す
る
場

面
を
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
選
良
意
識
自
体
が
手
の
込
ん
だ
ポ
ー

ズ
な
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
し
く
思
え
て
く
る
。
い
わ
ば
章
三
郎
の
選
良
意

識
の
浅
薄
さ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
お
引
用
す
る
叙
述
は
、

主
人
公
の
妹
が
借
り
て
き
た
蓄
音
機
に
つ
い
て
、
章
三
郎
と
母
親
が
口
論
す

る
場
面
の
も
の
で
あ
る
。 

 

ほ
つ
と
暑
苦
し
い
溜
息
を
つ
い
て
、
額
の
汗
を
手
の
甲
で
擦
り
な
が
ら
、

恨
め
し
さ
う
に
機
械
を
眺
め
て
居
る
う
ち
に
、
彼
は
溜
ま
ら
な
く
悲
し

く
な
つ
て
涙
が
一
杯
に
眼
に
浮
か
ん
だ
。 

「
馬
鹿
！ 

こ
ん
な
事
件
で
泣
く
奴
が
あ
る
か
。
」 

彼
は
腹
の
中
で
自
分
を
叱
咤
し
た
。
母
や
妹
の
や
う
な
、
哀
れ
な
人
間

と
意
地
く
ら
べ
を
し
て
泣
く
と
云
ふ
事
が
、
彼
に
は
口
惜
し
く
て
な
ら

な
か
つ
た
。
自
分
以
下
の
人
間
に
對
し
て
、
彼
は
い
つ
で
も
心
の
冷
静

を
保
つ
て
居
た
か
つ
た
。 

 

章
三
郎
が
母
と
妹
を
「
哀
れ
な
人
間
」
と
形
容
し
た
う
え
に
、「
自
分
以
下

の
人
間
」
だ
と
見
做
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
選
良
意
識
は
遺
憾
な
く
発
揮
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

章
三
郎
が
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
涙
を
こ
ぼ
す
こ
と
で

あ
る
。「
泣
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
章
三
郎
の
選
良
意
識
が
揺
ら
い
で
い
る
こ

と
は
明
白
だ
が
、
そ
れ
に
以
上
に
ど
う
に
か
こ
う
に
か
し
て
周
り
の
人
間
よ

り
も
優
位
に
立
と
う
と
す
る
「
意
地
」
が
現
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。 

特
に
「
彼
は
い
つ
で
も
心
の
冷
静
を
保
つ
て
居
た
か
つ
た
。
」
と
い
う
叙
述

は
章
三
郎
の
負
け
惜
し
み
と
受
け
取
れ
る
も
の
で
、
自
己
の
選
良
意
識
を
保

つ
た
め
に
取
り
繕
う
様
子
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
「
自

分
を
非
常
に
偉
大
な
人
物
で
も
あ
る
か
の
如
く
己
惚
れ
る
」
た
め
に
虚
勢
を

張
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
章
三
郎
は
滑
稽
な
ひ
と
り
よ
が
り
を
演
じ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
章
三
郎
が
虚
勢
を
張
っ
て
選
良
意
識
の

保
持
に
努
め
よ
う
と
す
る
姿
は
、
不
調
和
に
よ
る
滑
稽
を
増
幅
さ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。 

意
識
と
行
動
に
対
す
る
分
析
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
の
人
物
像
が
戯
画
化

の
プ
ロ
セ
ス
に
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
だ
と
い
え
る
。
こ
こ

ま
で
登
場
人
物
自
体
に
重
点
を
置
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
次
節
に
お
い
て

は
よ
り
精
密
な
分
析
を
目
指
す
た
め
に
視
点
を
変
え
、
登
場
人
物
達
の
周
縁

に
配
置
さ
れ
た
事
象
―
―
と
り
わ
け
登
場
人
物
達
の
生
活
空
間
―
―
に
焦
点
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を
当
て
て
戯
画
化
の
手
法
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

４ 

ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
と
生
活
空
間 

 

戯
画
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
す
る
登
場
人
物
達
が
置
か
れ
て
い
る
生
活
空

間
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
生
活
空
間
の
最
た
る
も
の
と

し
て
、
ま
ず
は
登
場
人
物
達
の
住
居
に
着
目
し
て
み
た
い
。
前
節
で
も
取
り

上
げ
た
『
異
端
者
の
悲
し
み
』
の
前
半
部
で
は
、
章
三
郎
の
住
居
の
様
相
が

詳
細
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
一
際
目
立
つ
の
は
、「
便
所
」
で

過
ご
す
章
三
郎
の
様
相
が
綿
密
に
彼
の
心
理
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
叙
述
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
以
下
に
引
用
す
る
箇
所
は
、「
便
所
」
で
の

章
三
郎
の
思
考
が
最
も
よ
く
表
れ
て
い
る
叙
述
で
あ
る
。 

 

そ
れ
か
ら
又
五
六
分
間
、
彼
の
聯
想
は
心
理
学
の
問
題
に
移
つ
て
、
い

つ
ぞ
や
讀
ん
だ
事
の
あ
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
時
と
自
由
意
志
」
の
論
旨

を
、
と
こ
ろ
〴
〵
胸
に
浮
べ
て
見
た
が
、
大
概
跡
か
た
も
な
く
忘
れ
果

て
ゝ
、
細
か
い
理
屈
は
何
一
つ
覺
え
て
居
な
か
つ
た
。
に
も
拘
ら
ず
、

彼
は
自
分
が
折
に
觸
れ
て
、
斯
う
云
ふ
高
尚
な
問
題
に
ま
で
考
へ
を
及

ぼ
し
得
る
智
力
が
あ
る
事
を
、
非
常
に
嬉
し
く
感
じ
始
め
た
。
何
と
云

つ
た
つ
て
此
の
裏
長
屋
に
、
幾
百
人
と
云
ふ
住
民
の
居
る
此
の
八
丁
堀

の
町
内
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
學
な
ん
か
を
知
つ
て
居
る
者
は
己
を
除

い
て
あ
り
は
し
な
い
。
若
し
も
人
間
の
思
想
と
云
ふ
も
の
が
、
行
為
と

同
じ
く
外
か
ら
觀
る
事
が
出
来
る
も
の
な
ら
、
此
の
近
所
の
人
々
は
ど

ん
な
に
己
の
頭
の
中
の
學
問
に
び
つ
く
り
す
る
だ
ら
う
。 

 

引
用
部
の
な
か
に
は
、
章
三
郎
の
生
活
空
間
を
把
握
す
る
う
え
で
非
常
に

興
味
深
い
表
現
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
引
用
箇
所
の
前
半

部
に
配
置
さ
れ
て
い
る
、
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
「
時
と
自
由
意
志
」
は
非
常
に
重

要
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
便
所
」
と
い
う
場
所
と
「
ベ

ル
グ
ソ
ン
」
と
い
う
哲
学
者
の
名
が
対
比
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
二

つ
の
間
の
落
差
は
極
め
て
大
き
い
。
そ
れ
こ
そ
卑
俗
な
も
の
の
代
表
格
で
あ

る
「
便
所
」
と
、
高
尚
な
も
の
の
代
表
格
で
あ
る
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
と
い
う

正
反
対
の
も
の
が
同
時
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
引
用
箇
所

の
後
半
部
に
は
、
章
三
郎
の
住
居
を
端
的
に
表
す
「
裏
長
屋
」
と
い
う
語
が

あ
る
。
章
三
郎
が
決
し
て
裕
福
と
は
言
え
な
い
家
庭
で
生
活
し
て
い
る
こ
と

を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
章
三
郎
の
人
物
像
や
行
動
に
貧
苦

と
い
う
環
境
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
「
便
所
」
と
い
う

空
間
の
持
つ
醜
さ
や
卑
俗
さ
が
前
景
化
し
、「
便
所
」
と
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
の

間
に
あ
る
落
差
を
際
立
た
せ
て
い
る
。 

さ
ら
に
引
用
部
の
直
前
で
は
、
そ
も
そ
も
章
三
郎
が
「
便
所
」
に
閉
じ
籠

る
理
由
と
い
う
の
は
、「
神
経
衰
弱
」
の
原
因
で
あ
る
「
便
秘
」
を
予
防
す
る

た
め
だ
と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
卑
俗
な
「
便
秘
」
と
高
尚
な
「
神
経
衰
弱
」

が
対
比
さ
れ
て
お
り
、
章
三
郎
の
周
縁
に
は
糞
尿
に
関
連
す
る
語
と
精
神
に

関
連
す
る
語
が
対
立
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
身

体
的
な
側
面
と
空
間
的
な
側
面
の
ど
ち
ら
に
も
糞
尿
に
ま
つ
わ
る
語
が
現
れ

る
こ
と
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
に
は
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
的
要
素
が
戦
略
的
に
組
み
込
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ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
谷
崎
文
学
に
お
い
て
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
と

い
う
問
題
は
別
段
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
頻
出
事
項
と
い
っ
て
よ

い
。
細
江
光(

18)
は
谷
崎
文
学
に
お
い
て
糞
尿
は
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
見
做

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
え
登
場
人
物
を
癒
す
効
果
す
ら
も
発
揮
す
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
細
江
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
近
代
文
学
に
は
、
社
会
が
否
定

す
る
も
の
（
罪
悪
・
醜
さ
・
弱
さ
・
女
子
供
・
死

etc.

）
の
中
に
、
積
極
的

な
価
値
を
見
出
そ
う
す
る
傾
向
」
が
あ
り
、
谷
崎
の
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
も
ま
た

そ
の
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。 

確
か
に
『
少
年
』
や
『
悪
魔
』
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
登
場
人

物
は
女
性
の
尿
を
飲
む
こ
と
に
よ
っ
て
刺
激
的
な
快
楽
を
獲
得
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
糞
尿
に
肯
定
的
な
価
値
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
と
い
え

る
の
だ
が
、『
異
端
者
の
悲
し
み
』
に
限
っ
て
は
糞
尿
が
必
ず
し
も
肯
定
的
に

捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
て
き
た
糞
尿
に
関

わ
る
叙
述
を
見
直
し
て
み
て
も
、
糞
尿
に
対
し
て
新
た
な
価
値
を
与
え
る
よ

う
な
表
現
は
認
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
二
項
対
立
間
の
落
差
が
あ
ま
り
に

大
き
い
の
で
、
糞
尿
は
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
章
三
郎
の
思
考
を
卑
俗
な
も
の

へ
転
化
さ
せ
る
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。
加
え
て
卑
俗
化
の
対
象
と
な
る
「
ベ

ル
グ
ソ
ン
」
は
章
三
郎
の
選
良
意
識
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
「
に
も
拘
わ
ら
ず
」
と
い
う
逆
説
の
接
続
詞
が
示
す
よ
う
に
、
章
三
郎
自

身
は
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
。
こ
の
状
況
設
定
に

よ
っ
て
、
も
は
や
章
三
郎
の
思
考
は
無
意
味
な
も
の
と
化
し
て
し
ま
っ
た
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
に
よ
る
表
現
効
果
を
踏
ま
え
て
言

い
換
え
れ
ば
、
章
三
郎
の
周
縁
に
置
か
れ
た
事
物
に
よ
っ
て
章
三
郎
自
身
が

ナ
ン
セ
ン
ス
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

日
本
の
近
代
文
学
に
お
い
て
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
う
要
素
は
決
し
て
珍
し
い

も
の
で
は
な
く
、
ナ
ン
セ
ン
ス
の
仕
組
み
や
意
義
に
つ
い
て
は
既
に
多
数
の

論
文
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
鈴
木
貞
美
の
論(

19)

は
ナ
ン
セ
ン
ス
の
種
類

を
「
受
動
」
と
「
能
動
」
の
二
つ
に
分
け
て
整
理
し
な
が
ら
、
近
代
文
学
に

あ
ら
わ
れ
る
ナ
ン
セ
ン
ス
の
表
現
効
果
を
分
析
し
て
い
る
。
鈴
木
に
よ
る
と
、

文
学
表
現
上
の
ナ
ン
セ
ン
ス
は
不
特
定
多
数
の
読
者
に
向
か
っ
て
伝
達
さ
れ

る
と
い
う
性
質
上
、
読
者
に
と
っ
て
は
有
意
味
な
も
の
を
無
意
味
化
す
る
こ

と
に
な
り
、
す
べ
て
積
極
的
な
無
意
味
化
に
該
当
す
る
の
だ
と
い
う
。
さ
ら

に
鈴
木
は
ナ
ン
セ
ン
ス
効
果
を
発
生
さ
せ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、「
読
者
に

向
け
て
、
こ
い
つ
は
な
ん
と
愚
か
で
無
意
味
な
こ
と
を
、
と
感
想
を
抱
く
よ

う
に
作
品
が
し
く
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。 

鈴
木
の
論
に
し
た
が
え
ば
、『
異
端
者
の
悲
し
み
』
は
読
者
が
章
三
郎
の
愚

か
で
滑
稽
な
思
考
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
全
体
を
通
し
て
章
三

郎
の
思
考
を
無
意
味
化
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
い
え
よ
う
。

ナ
ン
セ
ン
ス
の
実
践
と
い
っ
て
も
よ
い
。
章
三
郎
の
周
縁
に
配
置
さ
れ
た
生

活
空
間
が
登
章
三
郎
の
思
考
を
完
膚
な
き
ま
で
に
無
意
味
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。 

加
え
て
、
前
節
に
お
い
て
紹
介
し
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
論
を
踏
ま

え
る
と
、「
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
と
い
う
「
概
念
」
が
「
便
所
」
と
い
う
「
実
在
の

客
観
」
と
不
調
和
を
起
こ
し
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
戯
画

化
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
不
調
和
と
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
う
二
つ
の
手
法
が
用
い

ら
れ
て
お
り
、『
異
端
者
の
悲
し
み
』
は
二
つ
の
手
法
を
巧
み
に
駆
使
し
た
ユ
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ー
モ
ア
溢
れ
る
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

〈
注
〉 

(

1) 

中
村
光
夫
「
笑
い
の
喪
失
」
（
『
二
十
世
紀
の
小
説
』
角
川
文
庫
、
一
九
五
二
・

三
）
一
四
六
頁
―
一
九
四
頁 

(

2) 

綾
目
広
治
「
日
本
近
代
文
学
の
な
か
の
〈
笑
い
〉
と
〈
笑
い
の
喪
失
〉
―
―
二

葉
亭
四
迷
か
ら
花
田
清
輝
へ
―
―
」
（
ハ
ワ
ー
ド
・
ヒ
ベ
ッ
ト 

文
学
と
笑
い
研

究
会
編
『
笑
い
と
創
造
』
第
四
集
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
・
十
一
）
一
六
四
頁

―
一
六
九
頁 

(

3) 

永
井
荷
風
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
」
（
『
三
田
文
学
』
第
二
巻
十
一
号
、
三
田

文
学
会
、
一
九
一
一
・
十
一
）
一
四
八
頁
、
一
五
七
頁 

(

4) 

小
宮
豊
隆
「
谷
崎
潤
一
郎
君
の
『
刺
青
』
」（
『
文
章
世
界
』
第
七
巻
四
号
、
博
文

館
、
一
九
一
二
・
三
）
二
七
頁 

(

5) 

谷
崎
精
二
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
に
呈
す
る
書
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
第
九
巻
四
号
、

早
稲
田
文
学
社
、
一
九
一
三
・
四
）
三
六
〇
頁 

(

6) 

佐
藤
春
夫
「
秋
風
一
夕
話
」
（
『
佐
藤
春
夫
全
集
』
第
十
一
巻
、
講
談
社
、
一
九

六
九
・
五
）
二
〇
五
頁
―
二
〇
六
頁 

(

7) 

佐
藤
春
夫
「
潤
一
郎
。
人
及
び
藝
術
」
（
『
佐
藤
春
夫
全
集
』
第
十
一
巻
、
講
談

社
、
一
九
六
九
・
五
）
三
六
八
頁 

(

8) 

中
村
光
夫
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇
一
五
・
八
）
一
二
六

頁
―
一
二
七
頁 

(

9) 

田
中
美
代
子
「
『
神
童
』
谷
崎
潤
一
郎
の
明
察
」（
『
中
央
公
論
』
第
八
九
巻
八
号
、

中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
・
八
）
二
五
六
頁
、
二
六
〇
頁
―
二
六
一
頁 

(

10) 

堀
切
直
人
『
愚
者
の
飛
行
術
』
（
沖
積
舎
、
一
九
八
七
・
十
）
八
六
頁 

(

11) 

甕
佳
代
子
「
幇
間
の
研
究
―
幇
間
の
近
代
史
を
中
心
に
―
」
（
『
藝
能
史
研
究
』

第
一
六
六
号
、
藝
能
史
研
究
會
、
二
〇
〇
四
・
七
）
二
六
頁 

(

12) 

谷
崎
潤
一
郎
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
す
べ
て
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』（
中
央
公
論

社
、
一
九
八
一
・
五
―
一
九
八
三
・
十
）
に
拠
る
。 

(

13) 

中
村
明
『
笑
い
の
セ
ン
ス 

日
本
語
レ
ト
リ
ッ
ク
の
発
想
と
表
現
』（
岩
波
現
代

文
庫
、
二
〇
一
一
・
十
）
一
〇
七
頁 

(

14) 

岡
卓
司
「
踊
る
〈
塔
〉
―
―
谷
崎
潤
一
郎
「
幇
間
」
論
―
―
」
（
『
日
本
文
芸
論

稿
』
第
二
五
号
、
東
北
大
学
文
芸
談
話
会
、
一
九
九
八
・
三
）
五
七
頁
―
五
八
頁 

(

15) 

野
崎
歓
「
谷
崎
潤
一
郎
と
太
鼓
持
ち
の
戦
略 

「
幇
間
」
試
論
」（
『
ユ
リ
イ
カ
』

第
三
六
巻
八
号
、
青
土
社
、
二
〇
〇
三
・
五
）
一
五
六
頁
―
一
五
七
頁 

(

16) 

繍
幸
君
「
〈
滑
稽
〉
の
発
見
―
―
谷
崎
文
学
の
一
側
面
」（
『
文
学
』
第
八
巻
四
号
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
七
・
十
）
一
六
七
頁
―
一
六
九
頁 

(

17) 

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界 

正
編
（
Ⅰ
）
』
（
白
水

社
、
一
九
七
五
・
九
）
一
三
四
頁
―
一
三
五
頁 

(

18) 

細
江
光
「
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
」
（
千
葉
俊
二
編
『
谷
崎
潤
一
郎
必
携
』
、
學
燈
社
、

二
〇
〇
二
・
四
）
二
五
頁 

(

19) 

鈴
木
貞
美
「
近
・
現
代
に
お
け
る
「
笑
い
」
の
研
究
の
た
め
の
覚
書
―
―
ナ
ン

セ
ン
ス
か
ら
の
出
発
―
―
」
（
ハ
ワ
ー
ド
・
ヒ
ベ
ッ
ト 

文
学
と
笑
い
研
究
会
編

『
笑
い
と
創
造
』
第
一
集
、
勉
誠
出
版
、
一
九
九
八
・
七
）
二
五
三
頁
―
二
五
六

頁 

 

主
指
導
教
員
（
井
山
弘
幸
教
授
）
副
指
導
教
員
（
廣
部
俊
也
准
教
授
、
磯
貝
淳
一
准
教
授
） 

 


