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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
森
鴎
外
の
口
語
体
小
説
の
文
末
表
現
に
注
目
し
、
翻
訳
と
創
作
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
顕
著
な
共
通
点
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

鴎
外
の
、
同
時
期
の
翻
訳
小
説
と
創
作
と
を
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
特
に
文
末

表
現
に
お
い
て
両
者
の
緊
密
な
か
か
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
文
末
表
現
な

の
か
。
こ
れ
を
私
に
示
唆
し
た
の
は
、
詩
人
の
伊
藤
比
呂
美
の
「
切
腹
考
」

（
文
藝
春
秋
・
２
０
１
７
・
２
）
で
あ
る
。
そ
の
疑
問
を
解
く
よ
う
な
次
の
文

章
が
あ
る
。

　
「
鴎
外
は
凄
い
。
段
落
ご
と
に
時
制
を
変
え
て
い
る
よ
う
だ
。
原
文
が
そ
う

な
の
だ
ろ
う
か
。（「
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
」
を
評
し
た
前
夫
の
語
）
…
…
そ
れ
が
心

か
ら
離
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
時
々
挟
み
こ
ま
れ
る
「
の
で
あ
る
」
が
ど
う

も
普
通
と
は
違
う
。
そ
れ
が
挟
み
こ
ま
れ
る
だ
け
で
、
文
章
が
ぎ
く
し
ゃ
く
と

揺
れ
る
。
視
点
が
折
り
返
さ
れ
て
光
景
が
変
わ
る
。
振
り
返
っ
て
確
認
す
る
よ

う
な
効
果
す
ら
あ
る
。」

　

伊
藤
は
文
末
の
「
の
で
あ
る
」
に
注
目
し
、
小
説
中
の
時
制
に
着
目
し
、
た

と
え
ば
、
鴎
外
の
翻
訳
の
「
白
」（
リ
ル
ケ
作
）
の
文
中
の
「
の
で
あ
る
」
に

注
目
す
る
。「
て
し
ま
っ
た
」
を
除
き
、
す
べ
て
が
現
在
形
に
な
っ
て
い
る
こ

と
、
こ
こ
か
ら
先
は
基
本
的
に
過
去
形
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
そ
し
て
突

然
、「
そ
こ
で
気
が
つ
い
た
。
是
は
押
韻
。
詩
で
は
な
く
散
文
で
あ
る
か
ら
各

ま
と
ま
り
の
量
は
違
う
が
、「
で
あ
る
」
ご
と
に
押
韻
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ

て
、
鴎
外
の
翻
訳
を
「
外
国
語
を
日
本
語
に
変
換
し
て
声
に
出
す
や
…
…
子
ど

も
の
こ
ろ
か
ら
習
い
、
作
り
、
す
っ
か
り
自
分
の
一
部
に
な
っ
た
五
言
や
七
言

絶
句
や
律
詩
の
大
き
な
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
た
ゆ
た
う
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

の
だ
。
こ
の
「
リ
ズ
ム
」
の
感
受
こ
そ
、
伊
藤
の
詩
人
ら
し
い
感
受
性
に
響
き

合
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
提
起
さ
れ
た
文
末
表
現
の
問
題
を
、

私
は
こ
こ
で
翻
訳
に
お
け
る
〈
時
制
〉
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
、
鴎
外

の
口
語
体
小
説
と
同
時
期
の
翻
訳
小
説
に
対
照
さ
せ
て
み
よ
う
と
思
う
。
鴎
外

の
創
作
で
あ
る
口
語
体
小
説
の
「
半
日
」（『
昴
』
明
42
・
３
）
と
翻
訳
の
「
聖

ジ
ュ
リ
ア
ン
」（「
現
代
小
品
」
明
43
・
５
）
と
の
、
そ
の
文
末
表
現
に
お
け
る

重
要
な
問
題
を
含
む
重
な
り
に
改
め
て
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
明
治
期
の
他
の

口
語
体
小
説
の
語
り
と
い
う
点
で
ど
の
よ
う
な
繋
が
り
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
す
で
に
、
尾
崎
紅
葉
の
「
二
人

女
房
」
を
例
に
挙
げ
て
考
察
し
て
い
る
。（『
成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要　

第
五
十

森
鴎
外
の
「
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
」
と
「
半
日
」
を
繋
ぐ
文
末
表
現
の
意
義

杉

井

和

子
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五
号
』
２
０
２
０
・
３
）
そ
の
中
で
、
多
様
な
時
制
に
挑
戦
し
た
紅
葉
の
試
み

に
注
目
し
、
特
に
非
過
去
の
形
を
と
っ
た
文
末
表
現
に
、
い
わ
ゆ
る
古
い
物
語

の
手
法
の
型
を
生
か
し
た
近
代
小
説
の
可
能
性
を
見
出
し
た
論
で
あ
る
。
こ
れ

を
元
に
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
鴎
外
の
場
合
を
検
証
さ
せ
て
発
展
さ
せ
よ
う
と
思

う
。

一　

語
り
手
と
い
う
問
題

　

文
末
表
現
の
問
題
と
は
、
小
説
の
語
り
手
の
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
で
あ
る
。

「
半
日
」
も
「
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
」
も
語
り
手
と
文
体
と
の
緊
密
な
関
係
性
を

も
っ
て
展
開
す
る
問
題
作
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
鴎
外
は
明
治
二
十
年
代
の

初
め
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
を
舞
台
に
し
た
前
期
三
部
作
と
い
わ
れ
る
も
の
を
発

表
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
文
語
体
、
雅
俗
折
衷
文
体
の
形
を
と
っ
て
い
た
が
、

そ
れ
か
ら
十
八
年
後
に
書
い
た
初
め
て
の
口
語
体
小
説
が
「
半
日
」
で
あ
る
。

文
体
上
の
こ
の
鴎
外
の
変
貌
を
、
小
説
の
内
容
に
こ
だ
わ
っ
て
、
山
田
有
策
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。（「「
半
日
」
後
の
鴎
外
」『
制
度
の
近
代　

藤
村
・

鴎
外
・
漱
石
』
お
う
ふ
う　

２
０
０
３
）

　
「
初
期
三
部
作
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
青
春
の
情
熱
は
完
全
に
消
失
し
、
そ
の

残
映
す
ら
も
見
出
せ
な
い
…
…
こ
の
変
貌
は
、
鴎
外
の
思
想
的
成
熟
を
物
語
っ

て
い
る
…
…
問
題
な
の
は
鴎
外
が
こ
の
「
半
日
」
に
お
い
て
、
自
ら
を
語
り
手

と
も
高
山
博
士
と
も
断
定
し
え
な
い
地
点
に
も
ぐ
り
こ
ま
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。

家
庭
の
風
景
を
つ
き
つ
け
て
そ
の
判
断
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え

る
。」

　

同
様
に
、
三
好
行
雄
の
「
半
日
」
論
で
は
、
記
さ
れ
た
意
図
の
曖
昧
さ
を
作

者
の
分
身
と
信
じ
て
う
た
が
わ
ぬ
高
山
博
士
と
鴎
外
の
距
離
の
問
題
と
し
て
い

る
が
、
そ
れ
も
語
り
手
の
あ
り
よ
う
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。（「
私
小
説

の
意
図　
「
半
日
」
を
め
ぐ
っ
て
」「
日
本
の
近
代
文
学
─
作
家
と
作
品
」
角
川

書
店　

１
９
７
８　

の
ち
『
三
好
行
雄
著
作
集　

第
二
巻　

森
鴎
外
・
夏
目
漱

石
』
筑
摩
書
房　

１
９
９
３
）
三
好
は
こ
の
小
説
に
〈
近
代
知
識
人
の
家
庭
の

戯
画
〉
を
読
ん
で
い
る
が
、〈
家
庭
の
地
獄
〉
を
読
む
須
田
喜
代
次
（「
半
日
」

の
高
山
家
」『
鴎
外
の
文
学
世
界
』
１
９
９
０
）
と
の
違
い
は
、
語
り
手
の
視

点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
内
容
の
解
釈
に
あ
た
り
、
語
り

手
の
位
置
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
が
、
こ
れ
ら
に
文
末

表
現
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
を
検
討
す
る
に
当

た
り
、
ま
ず
は
「
半
日
」
の
冒
頭
の
文
を
あ
げ
て
、
こ
の
問
題
に
迫
っ
て
い
き

た
い
。

　

六
畳
の
間
に
、
床
を
三
つ
並
べ
て
取
っ
て
、
七
つ
に
な
る
娘
を
真
中
に

寝
か
し
て
、
夫
婦
が
寝
て
ゐ
る
。
宵
に
活
け
て
置
い
た
桐
火
桶
の
佐
倉
炭

が
、
白
い
灰
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
主
人
の
枕
元
に
は
、
唯
だ
心
を
引
込

ま
せ
た
ラ
ン
プ
が
か
す
か
に
燃
え
て
ゐ
る
。
そ
の
脇
に
は
、
時
計
や
手
帳

な
ど
を
入
れ
た
小
蓋
が
お
い
て
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
仮
綴
の
西
洋
書
が
開

け
て
伏
せ
て
あ
る
。
主
人
が
読
み
さ
し
て
寝
た
の
で
あ
ら
う
。

　

一
月
三
十
日
の
午
前
七
時
で
あ
る
。
西
北
の
風
が
強
く
吹
い
て
、
雨
戸

が
折
々
が
た
〳
〵
と
鳴
る
。
一
間
隔
て
た
台
所
で
は
下
女
が
起
き
て
、
何

か
こ
と
〳
〵
と
音
を
さ
せ
て
ゐ
る
。
そ
の
音
で
主
人
は
目
を
醒
ま
し
た
。

　

裏
庭
の
方
の
障
子
は
微
白
い
。
い
つ
の
間
に
か
仲
働
き
が
此
処
の
雨
戸

丈
は
開
け
た
の
で
あ
る
。
主
人
は
側
に
、
夜
着
の
襟
に
半
分
程
、
赤
く
円
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く
ふ
と
っ
た
顔
を
埋
め
て
寝
て
ゐ
る
娘
を
見
て
、
微
笑
ん
だ
。
夜
中
に
夢

を
見
て
唱
歌
を
歌
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
思
ひ
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

主
人
は
今
日
は
孝
明
天
皇
祭
だ
か
ら
、
九
時
半
ま
で
に
は
賢
所
に
集
ま

ら
ね
ば
な
ら
な
い
日
だ
っ
た
と
思
ひ
出
し
て
、
時
計
を
見
た
。
自
用
車
で
、

此
西
片
町
か
ら
御
所
へ
往
く
に
は
、
八
時
半
に
内
を
出
れ
ば
好
い
。
ゆ
っ

く
り
起
き
て
も
、
手
水
を
使
っ
て
、
朝
飯
を
食
ふ
に
は
、
十
分
の
時
間
が

あ
る
と
思
っ
た
。

　

そ
の
時
台
所
で
、「
お
や
、
ま
だ
お
湯
は
湧
か
な
い
の
か
ね
え
」
と
、

鋭
い
声
で
云
ふ
の
が
聞
え
た
。
忽
ち
奥
さ
ん
が
白
い
華
奢
な
手
を
伸
べ
て
、

夜
着
を
跳
ね
上
げ
た
。
奥
さ
ん
は
頭
か
ら
す
っ
ぽ
り
夜
着
を
被
っ
て
寝
る

癖
が
あ
る
。
是
は
娘
で
あ
っ
た
時
、
何
処
か
の
家
へ
賊
が
は
い
っ
て
、
女

の
貌
の
美
し
い
の
を
見
た
の
で
、
強
奸
を
す
る
気
に
な
っ
た
と
い
ふ
話
を

聞
い
て
か
ら
、
顔
の
見
え
な
い
や
う
に
し
て
寝
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
な
る
程
、
目
鼻
立
ち
の
好
い
顔
で
あ
る
。
ほ
ど
い
た
ら
、
身
の
丈
に

も
余
ら
う
と
思
は
れ
る
髪
を
束
髪
に
し
た
の
が
、
半
ば
崩
れ
て
ピ
ン
や
櫛

が
、
黒
塗
の
台
に
赤
い
小
枕
を
付
け
た
枕
の
元
に
落
ち
て
ゐ
る
。
奥
さ
ん

は
蒼
い
顔
の
半
ば
を
占
領
し
て
ゐ
る
か
と
思
ふ
ほ
ど
の
、
大
き
い
、
黒
目

勝
の
目
を
ぱ
っ
ち
り
開
い
た
。
そ
し
て
斯
う
云
っ
た
。「
ま
あ
、
何
と
い

ふ
声
だ
ろ
う
。
い
つ
で
も
あ
の
声
で
玉
が
目
を
醒
ま
し
て
し
ま
ふ
。」
そ

れ
が
大
声
で
、
癇
走
っ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
台
所
へ
は
確
か
に
聞
え
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
冒
頭
の
文
か
ら
、「
半
日
」
を
論
じ
る
た
め
に
、
最
初
に
文
末
表
現
に

こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
前
川
清
太
郎
で
あ
っ
た
。（「
森
鴎
外
の
文
体
」『
静
岡
大

学
教
育
学
部
研
究
報
告　

人
文
・
社
会
科
学
篇　

16
号
』
昭
41
・
３
）
こ
の
中

で
、
前
川
は
冒
頭
部
の
「
た
」
と
「
の
で
あ
る
」
を
「
描
写
部
＋
説
明
部
」
と

い
う
叙
述
形
式
で
あ
る
と
説
明
し
、
描
写
を
主
眼
と
す
る
自
然
主
義
リ
ア
リ
ズ

ム
に
対
抗
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
記
実
と
談
理
或
い
は
没
理
想
と
理
想
の
兼
備
と

い
う
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
た
」
と
「
の
で
あ
る
」
の
違
い
を
こ
の
よ
う

に
明
確
に
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
の
が
、
古
郡
康
人
で
あ
る
。（「
劇
的
ア

イ
ロ
ニ
ー
の
成
立

─
森
鴎
外
「
半
日
」
論
」　
『
日
本
近
代
文
学
』
１
９
９

６
・
10
）。
古
郡
は
、
冒
頭
の
こ
の
文
に
観
客
が
覗
き
見
す
る
建
前
を
と
る

〈
舞
台
空
間
へ
の
視
線
〉
と
の
類
似
と
い
う
説
明
を
す
る
。
作
中
人
物
と
は
異

な
る
次
元
に
あ
る
〈
語
り
手
〉
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
舞
台
空
間
を
演
出
す

る
語
り
手
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
作
中
人
物
の
対
話
を
客
観
的
に
呈
示
し
う
る

こ
と
、
次
い
で
対
話
が
モ
ノ
ロ
ー
グ
化
し
て
内
話
と
な
っ
た
と
き
も
そ
の
内
容

を
呈
示
し
う
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
対
立
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
付
与
す
る
た
め
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
者
の
既
成
知
識
に
働
き
か
け
る
こ
と
、
そ
れ
ら
が
語
り
手
に

求
め
ら
れ
、「
半
日
」
の
語
り
手
は
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
と
ま
と
め
た
の
で
あ

る
。
特
に
「
語
り
に
よ
っ
て
、
劇
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
現
出
し
た
点
に
こ
そ
あ

る
」
と
い
う
点
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　

古
郡
の
指
摘
の
よ
う
に
語
り
手
は
確
か
に
、
ま
る
で
舞
台
を
見
通
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
、
今
、
ど
ん
な
人
物
が
、
何
を
し
て
い
る
か
を
語
っ
て
い
る
。
冒

頭
部
の
文
に
は
と
り
わ
け
そ
の
感
が
あ
る
。
一
月
三
十
日
、
朝
七
時
に
、
物
音

で
主
人
は
目
を
醒
ま
し
、
今
日
は
九
時
半
ま
で
に
行
く
か
ら
八
時
半
に
家
を
出

よ
う
と
思
っ
て
い
る
と
、
台
所
か
ら
鋭
い
声
が
聞
こ
え
、
奥
さ
ん
が
目
を
さ
ま
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す
。
奥
さ
ん
が
大
き
い
声
を
あ
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
移
る
途
中
で
、
主

人
の
思
い
、
奥
さ
ん
の
寝
か
た
、
容
貌
が
説
明
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
時
系

列
に
沿
っ
て
出
来
事
が
記
さ
れ
な
が
ら
、
過
去
の
こ
と
、
奥
さ
ん
と
主
人
の
思

い
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
外
側
か
ら
見
て
い
る
語
り
手
の
あ
り
よ
う
と

し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
文
に
つ
い
て
は
、
二
人
の
解
釈
を
受
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

「
半
日
」
全
体
の
語
り
手
の
特
性
を
さ
ら
に
ま
と
め
た
の
は
大
塚
美
保
で
あ
る
。

（「『
半
日
』
─
〈
近
代
〉
の
ざ
わ
め
く
周
縁
─
」『
鴎
外
を
読
み
拓
く
』
朝
文
社　

２
０
０
２
・
８
）
大
塚
は
、
先
行
研
究
で
問
題
と
さ
れ
た
語
り
手
の
特
性
を
三

つ
に
ま
と
め
た
。

　

①	　

孝
明
天
皇
祭
り
の
朝
か
ら
昼
ま
で
の
半
日
間
に
お
け
る
高
山
家
の
人
々

の
行
為
・
発
言
・
内
面
を
、
で
き
ご
と
の
生
起
順
に
語
る
。

　

②	　

①
の
行
為
・
発
言
・
内
面
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
そ
う
あ
ら
し
め
て
い

る
背
後
の
事
情
を
説
明
す
る
。
そ
の
中
で
、
過
去
の
で
き
ご
と
や
、
過
去

か
ら
現
在
ま
で
日
常
的
に
反
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
が
語
ら
れ
る
。

　

③	　

②
の
中
の
日
常
的
反
復
を
根
拠
に
し
て
、
物
語
の
結
末
以
降
に
起
る
で

あ
ろ
う
事
態
を
予
想
す
る
。

　

大
塚
に
よ
る
と
、
語
り
手
は
、
物
語
の
現
場
①
に
立
ち
会
う
と
同
時
に
、
過

去
に
属
す
る
②
の
情
報
を
入
手
し
う
る
。
ま
た
、
こ
の
語
り
手
が
意
思
と
判
断

を
持
っ
た
人
格
的
な
語
り
手
で
あ
り
、
情
報
の
質
、
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ

う
と
す
る
戦
略
的
志
向
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
大
塚
の

読
み
は
、
そ
れ
ま
で
、
博
士
の
立
場
に
立
っ
た
鴎
外
が
母
上
を
援
護
し
、
奥
さ

ん
に
批
判
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
論
を
覆
し
て
新
た
な
視
点
を
呈
示
し
た
。

　

さ
ら
に
「
語
り
手
」
で
は
な
く
、「
視
点
人
物
」
と
い
う
語
で
捉
え
た
松
木

博
を
み
よ
う
。（「
鴎
外
近
代
小
説
集　

第
一
巻　

解
題
」
２
０
１
３
・
３　

岩

波
書
店
）。
松
木
は
「
半
日
」
を
戯
曲
「
仮
面
」「
魔
睡
」「
ヰ
タ
セ
ク
ス
ア
リ

ス
」「
金
比
羅
」
へ
と
続
く
「
海
外
留
学
経
験
を
持
っ
た
学
者
知
識
人
像
」
を

描
い
た
連
作
小
説
の
出
発
点
と
位
置
づ
け
、「
視
点
人
物
を
次
々
と
替
え
て
い

き
な
が
ら
、
切
実
な
問
題
を
掘
り
下
げ
る
新
た
な
連
作
…
…
」
と
し
て
い
る
。

　

語
り
手
あ
る
い
は
視
点
人
物
な
ど
と
い
っ
た
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、「
半
日
」

が
、
自
家
用
で
あ
り
な
が
ら
、
一
人
称
の
告
白
小
説
で
は
な
い
こ
と
を
は
っ
き

り
さ
せ
て
い
る
と
同
時
に
、
小
説
中
の
語
り
手
が
、
主
人
と
奥
さ
ん
の
対
立
を

相
対
化
す
る
よ
う
な
微
妙
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
の
よ
う
な
語

り
手
を
置
い
た
鴎
外
の
意
図
は
何
な
の
か
。

改
め
て
文
末
表
現
に
こ
だ
わ
っ
て
探
っ
て
み
た
い
。

二　

冒
頭
文
の
文
末
表
現

　

問
題
と
な
る
文
末
表
現
に
注
目
し
て
先
の
冒
頭
文
を
よ
り
細
か
く
見
て
み
よ

う
。
ま
ず
「
た
」
に
注
目
す
る
と
、「
た
」
は
眼
前
の
事
実
を
写
し
て
い
る
。

玉
ち
ゃ
ん
へ
の
主
人
の
対
応
に
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
。
後
で
語
ら
れ
る
話
に

も
登
場
す
る
玉
ち
ゃ
ん
と
博
士
の
対
応
に
つ
い
て
の
文
も
例
外
で
は
な
い
。
こ

の
文
の
流
れ
に
お
い
て
は
、
思
索
が
絡
む
夫
婦
の
関
係
性
と
は
違
う
文
体
と
し

て
用
い
ら
れ
た
「
た
」
で
あ
り
、
接
写
の
法
に
よ
っ
て
生
き
生
き
と
現
前
化
さ

れ
て
い
た
文
体
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、「
た
」
以
外
の
表
現
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
経
過
、
こ
こ
に
到
っ
た
現
在
が
語
ら
れ
、
い
つ
も
反
復
さ
れ
て
い
る
日
常

が
語
ら
れ
る
。
二
つ
の
「
時
」
を
微
妙
に
区
別
す
る
た
め
に
文
末
表
現
を
変
え
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な
が
ら
小
説
を
組
み
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。「
た
」
か
ら
「
て
い
る
」「
い

る
」
で
、
時
の
移
動
と
継
続
を
示
し
な
が
ら
、
過
去
か
ら
現
在
を
語
り
手
は
見

通
し
て
い
る
。
う
ま
く
整
理
さ
れ
た
組
み
立
て
方
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
問
題
は
、「
た
」
を
受
け
て
い
る
主
語
が
だ
れ
で
あ
る
か
の
問

い
を
も
誘
発
し
て
い
る
。
こ
の
小
説
は
、
な
ぜ
、
主
人
の
語
り
で
は
な
く
、
第

三
の
語
り
手
を
必
要
と
し
た
か
と
い
う
作
者
の
思
い
を
惹
き
出
し
て
く
る
こ
と

に
も
な
る
。
野
口
武
彦
は
、
和
文
と
違
う
欧
文
脈
に
つ
い
て
、
三
人
称
を
主
語

と
す
る
過
去
の
時
制
、
つ
ま
り
、
主
観
的
な
告
白
で
は
な
く
、
客
観
化
す
る
機

能
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
。（「
三
人
称
の
発
見
ま
で
」
筑
摩
書
房　

昭
５

９
・
６
）
確
か
に
、
小
説
の
地
の
文
章
は
、
主
語
・
述
語
が
明
示
さ
れ
た
翻
訳

文
体
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
和
歌
的
文
体
と
は
違
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

同
時
に
「
半
日
」
で
使
わ
れ
て
い
る
「
た
」
は
、
三
人
称
の
主
語
を
受
け
た
過

去
時
制
だ
け
で
は
な
い
、
よ
り
複
雑
な
「
時
間
」
表
現
を
持
っ
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
細
か
く
検
証
し
よ
う
。

三　

「
半
日
」
の
中
の
時
間

─
時
間
ま
た
は
時
制
を
有
効
に
す
る
文
末
表
現

　

朝
の
台
所
の
音
か
ら
始
め
て
、
終
わ
り
で
お
昼
の
台
所
の
音
に
呼
応
さ
せ
た

「
半
日
」
は
、
母
の
声
に
始
ま
り
母
の
声
で
閉
じ
ら
れ
、
計
算
さ
れ
た
よ
う
な

反
復
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
一
月
三
十
日
、
七
時
、
八
時
二
十
分
、
九
時
半
と

時
刻
が
記
録
的
に
記
さ
れ
る
の
も
特
徴
的
だ
。
こ
の
間
の
夫
婦
の
諍
い
が
、
沈

黙
に
よ
っ
て
ひ
っ
そ
り
し
て
い
る
時
に
は
、
時
計
の
音
が
聞
こ
え
る
こ
と
を
強

調
す
る
よ
う
に
三
度
も
記
さ
れ
て
い
る
。「
今
、
何
時
か
？
」
は
「
何
時
ま
で

に
！
」
と
い
う
緊
張
感
を
主
人
に
強
い
る
も
の
に
な
り
、
主
人
の
行
動
を
強
く

規
制
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
時
刻
は
彼
の
行
動
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

そ
の
流
れ
の
中
に
い
る
主
人
が
「
目
を
醒
ま
し
た
」
と
あ
る
こ
と
は
、
一
瞬
の

動
作
が
過
去
形
を
使
っ
て
示
さ
れ
た
効
果
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
起
っ
た
事
実

を
指
し
て
い
る
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
こ
こ
は
語
り
手
の
文
章
で
あ
る
。
早

朝
、
主
人
が
初
め
て
起
し
た
行
動
と
、
次
に
彼
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
事
実
と
が
、

ま
る
で
今
起
っ
た
よ
う
に
語
ら
れ
、
現
前
性
が
浮
き
立
っ
て
主
要
人
物
で
あ
る

主
人
の
存
在
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
こ
の
後
、
母
君
の
こ
と
、
奥
さ
ん
の
こ
と
、

玉
ち
ゃ
ん
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
う
ち
に
、
夫
婦
の
ト
ラ
ブ
ル
が
突
然
の
こ
と
で

は
な
く
、
日
常
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
読
者
に
知
ら
せ
る
。
い
わ
ば
、

「
過
去
」
の
情
報
を
一
つ
一
つ
関
連
さ
せ
る
た
め
に
、
伝
聞
や
間
接
話
法
の
形

式
を
と
る
工
夫
も
な
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
そ
の
時
も
「
そ
う
だ
」「
ゐ

る
」「
で
あ
る
」「
の
で
あ
る
」
と
現
在
形
が
使
わ
れ
て
お
り
、「
た
」
は
使
わ

れ
て
い
な
い
。四　

「
過
去
」
の
事
実
と
「
現
在
」
の
文
体
の
書
き
分
け

を
見
る
─
冒
頭
文
の
中
の
夫
婦
の
記
憶
の
形

　

先
に
示
し
た
冒
頭
文
を
よ
く
見
よ
う
。「
主
人
は
眼
を
醒
ま
し
た
」
の
前
の

三
つ
の
「
ゐ
る
」
が
現
在
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
に
〈
今
〉
の
状
態

を
示
す
だ
け
で
な
く
時
間
の
継
続
の
中
で
、
落
ち
着
い
た
〈
動
き
〉
を
出
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
目
覚
め
た
主
人
は
、
娘
に
「
微
笑
ん
だ
」
と
あ
る
が
、

次
は
〈
思
ひ
出
し
た
〉
で
は
な
く
「
思
ひ
出
し
た
の
で
あ
る
」
と
現
在
形
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
事
実
の
〈
説
明
〉
と
い
う
よ
り
、
事
象
が
途
切
れ
な
く



─ 28 ─

杉井和子　森鴎外の「聖ジュリアン」と「半日」を繋ぐ文末表現の意義

継
続
す
る
時
間
表
現
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
主
人
の
「
見
た
」「
思
っ
た
」、
奥
さ
ん
の
「
聞
こ
え
た
」「
跳
ね

上
げ
た
」
と
続
く
。
こ
の
時
の
「
た
」
は
連
続
的
に
起
っ
た
（
ス
ピ
ー
デ
ィ
に

進
む
）
直
前
の
文
に
続
き
な
が
ら
、
眼
前
の
文
に
続
け
て
眼
前
の
〈
今
〉
を
畳

み
込
ん
で
い
く
。
眼
前
の
「
た
」
は
ま
さ
し
く
、
今
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

単
な
る
客
観
化
で
は
な
く
、
同
時
に
「
て
ゐ
る
」「
の
で
あ
る
」
と
は
違
っ
た

写
実
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
特
に
博
士
と
玉
ち
ゃ
ん
の
や
り
と
り
に
顕
著

で
、
他
の
所
と
違
う
リ
ア
ル
な
映
像
表
現
に
な
っ
て
い
る
。「
た
」
の
効
果
で

あ
る
。
夫
婦
の
諍
い
の
間
に
挿
入
さ
れ
る
玉
ち
ゃ
ん
と
の
か
か
わ
り
は
、
一
・

二
の
例
外
を
除
き
、
こ
の
よ
う
に
「
た
」
が
用
い
ら
れ
、
歯
切
れ
の
よ
い
過
去

の
文
体
が
、
前
後
に
語
ら
れ
る
情
報
の
間
に
置
か
れ
て
現
場
を
写
実
的
に
し
て

い
る
。

　
「
た
」
と
そ
う
で
は
な
い
「
現
在
形
」
の
区
別
を
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
場

面
を
見
て
み
よ
う
。
奥
さ
ん
は
母
君
の
嫉
妬
と
会
計
の
二
つ
を
め
ぐ
っ
て
博
士

と
激
し
く
や
り
合
う
が
、「
聞
苦
し
い
事
を
言
ふ
」
と
た
し
な
め
ら
れ
た
。
言

う
だ
け
言
っ
て
し
ま
う
と
暫
く
は
「
黙
っ
て
ゐ
る
」。
奥
さ
ん
は
静
か
に
灰
を

い
じ
く
り
な
が
ら
あ
れ
こ
れ
と
考
え
て
い
る
。

　

実
母
の
言
葉
な
ど
思
い
出
す
時
の
こ
と
は
、
過
去
形
で
は
な
く
、
す
べ
て
現

在
形
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
思
ひ
出
す
」「
思
ふ
」、
つ
い
に
は
「
夫
が
死
ん
で

し
ま
え
ば
好
い
」
と
思
っ
た
こ
と
を
、「
自
分
で
怖
ろ
し
い
事
を
思
ふ
と
も
何

と
も
感
ぜ
ぬ
の
を
不
思
議
に
思
ふ
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
以
下
の
文
章
で

は
、
く
ど
い
ほ
ど
奥
さ
ん
の
今
の
心
境
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

　
「
奥
さ
ん
は
火
鉢
の
灰
を
積
ん
だ
り
く
ず
し
た
り
し
て
、
考
へ
込
ん
で

ゐ
る
。
頭
の
中
は
頗
る
混
沌
と
し
て
ゐ
る
。
な
に
ご
と
で
も
順
序
を
立
て

て
考
へ
る
こ
と
は
不
得
手
で
あ
る
の
を
、
博
士
が
論
理
で
責
め
る
か
ら
、

半
分
夢
中
で
受
答
を
し
て
ゐ
る
中
に
、
い
つ
で
も
十
六
六
指
の
や
う
に
詰

め
ら
れ
て
し
ま
ふ
。
ど
う
し
た
ら
此
苦
痛
が
脱
せ
ら
れ
る
か
と
考
へ
る
と
、

娵
に
来
る
と
き
、
お
父
さ
ん
が
「
嫌
だ
と
思
っ
た
ら
、
い
つ
で
も
帰
っ
て

来
い
」
と
云
っ
た
こ
と
を
思
ひ
出
す
。
い
っ
そ
最
少
し
早
く
帰
っ
て
し

ま
っ
た
ら
好
か
っ
た
か
知
ら
ん
と
思
っ
て
み
る
。
さ
う
す
る
と
又
、
娵
に

来
て
三
月
程
立
っ
て
、
夫
と
里
へ
往
っ
た
と
き
、
お
母
様
が
「
お
前
は

め
っ
た
に
人
に
馴
染
む
と
い
ふ
こ
と
の
な
い
子
だ
っ
た
の
に
、
好
く
高
山

さ
ん
に
な
じ
ん
だ
も
の
だ
」
と
云
っ
た
こ
と
を
思
ひ
出
す
。
ど
う
も
帰
る

訣
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
だ
と
思
ふ
。
今
夫
を
愛
し
て
い
る
だ
ら
う
か
と
、

問
う
て
見
る
。
夫
は
好
い
男
で
は
な
い
。
い
つ
で
あ
っ
た
か
、「
好
い
男

は
年
を
取
る
と
損
ね
る
か
ら
、
お
れ
の
や
う
な
醜
男
子
の
方
が
得
だ
」
と

夫
の
云
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
或
時
又
「
お
れ
な
ん
ぞ
の
顔
は
閲
歴
が
段
々

に
痕
を
刻
み
附
け
た
顔
で
、
親
に
生
み
附
け
て
貰
っ
た
顔
と
は
違
ふ
」
と

云
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
何
に
し
ろ
嫌
で
は
な
い
。
若
し
夫
を
持
ち
更
へ
て
、

そ
の
男
が
博
士
よ
り
嫌
で
あ
っ
た
ら
、
ど
う
し
よ
う
と
思
ふ
。
二
度
目
で

は
大
学
教
授
位
の
人
を
夫
に
持
つ
こ
と
は
む
つ
か
し
い
か
も
知
れ
ぬ
と
も

思
ふ
。
一
転
し
て
夫
の
母
が
ゐ
さ
へ
し
な
け
れ
ば
好
い
の
だ
と
も
思
ふ
。

ど
こ
ぞ
へ
往
っ
て
し
ま
へ
ば
好
い
。
い
や
、
あ
そ
こ
に
も
姑
が
あ
る
か
ら
、

所
詮
往
か
れ
ぬ
。
い
っ
そ
死
ん
で
し
ま
へ
ば
好
い
と
思
ふ
」

　

こ
の
よ
う
に
奥
さ
ん
の
心
境
と
し
て
、
過
去
の
こ
と
は
結
局
、
現
在
の
思
い

に
ま
と
め
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
思
ふ
」
の
現
在
形
の
文
体
の
意
味
で
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あ
る
。

　

一
方
、
こ
れ
に
反
し
て
す
ぐ
後
に
続
く
博
士
の
心
境
は
「
か
う
い
ふ
事
を
思

ひ
出
し
た
」
と
あ
っ
て
、
穀
物
屋
の
婆
さ
ん
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
思
っ

た
こ
と
す
べ
て
は
過
去
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。「
店
に
婆
さ
ん
の
ゐ
る
の
に
気

が
付
い
た
」「
面
白
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
」「
博
士
は
こ
の
婆
さ
ん
の
事
を
思
ひ

出
し
た
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
な
る
と
、
母
親
の
会
計
に
つ
い
て

「
先
ず
先
ず
現
状
維
持
だ
と
、
博
士
は
か
う
思
っ
た
」
と
締
め
ら
れ
る
。
奥
さ

ん
と
博
士
の
心
境
の
文
体
の
二
つ
を
こ
の
よ
う
に
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
過
去

形
と
現
在
形
の
書
き
分
け
は
こ
の
よ
う
に
歴
然
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

面
白
い
現
象
は
ど
う
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

奥
さ
ん
の
頭
の
中
に
は
次
か
ら
次
へ
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
思
い
浮
か
ん

で
き
て
い
る
。
遂
に
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
危
な
っ
か
し
い
思
い
に

到
っ
た
も
の
の
、
そ
の
こ
と
を
不
思
議
に
も
落
ち
着
い
て
冷
静
に
捉
え
て
い
け

た
経
過
が
縷
々
つ
づ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
奥
さ
ん
の
〈
思
い
出

す
〉
行
為
は
、
堂
々
巡
り
す
る
〈
混
沌
〉
の
実
相
で
あ
り
、
時
間
の
経
過
に

沿
っ
て
詳
し
く
描
か
れ
た
語
り
の
文
体
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
博
士
の
方

は
、
頭
が
整
理
さ
れ
、〈
現
状
維
持
〉
と
の
結
論
を
す
っ
き
り
呈
示
さ
せ
た
も

の
で
あ
り
、
事
態
は
心
の
中
で
整
理
さ
れ
た
形
の
文
体
で
あ
る
。
過
去
を
表
す

「
た
」
と
、
現
在
形
の
文
体
の
書
き
分
け
が
、
こ
の
よ
う
に
、
鴎
外
に
よ
っ
て

よ
り
複
雑
な
様
相
を
示
す
形
と
し
て
有
効
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
た
」
は
単
純
に
過
去
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
今
起
っ
て
い
る
こ
と

を
見
せ
る
た
め
で
あ
り
、
行
為
の
現
前
性
を
持
っ
た
リ
ア
ル
な
表
現
と
し
て
有

効
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
頭
の
動
き
と
連
動
し	

、

そ
れ
ま
で
の
ゴ
タ
ゴ
タ
が
整
理
さ
れ
、
ま
と
ま
っ
た
結
果
が
得
ら
れ
た
時
の
表

現
に
も
な
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
、
現
在
形
の
文
体
は
、
統
括
す
る
語
り
手
に
よ
っ
て
、
事
象
が
継
続
し

て
い
る
時
間
の
流
れ
の
中
に
一
つ
一
つ
置
か
れ
て
行
き
、
そ
の
中
で
登
場
人
物

が
動
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
経
過
を
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
で
語
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
人
物
の
頭
の
中
で
、
混
沌
と
し
て
い
る
状
態
と
し
て
表
す
場
合
も
あ
る
。

博
士
と
奥
さ
ん
を
主
語
と
す
る
文
末
表
現
か
ら
見
え
る
時
制
の
違
い
の
意
義
を
、

こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

五　
「
半
日
」
の
語
り
手
と
は
？

　

見
て
き
た
よ
う
に
時
制
に
特
化
さ
れ
た
文
末
表
現
に
よ
っ
て
、
語
り
手
が
こ

の
よ
う
に
し
て
登
場
人
物
を
動
か
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

語
り
手
は
す
べ
て
を
透
視
す
る
目
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
視

点
が
定
ま
っ
て
、
人
物
、
風
景
を
遠
近
法
で
見
る
と
い
う
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来

確
立
し
た
方
法
で
、
人
物
の
動
き
を
捉
え
つ
つ
、
批
評
を
込
め
る
こ
と
が
で
き

て
い
る
。
距
離
を
保
ち
な
が
ら
、
語
る
方
法
が
確
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特

に
、
こ
の
よ
う
な
二
人
の
会
話
を
写
し
取
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
顕
著
で
あ
っ
た
。

　
「
半
日
」
は
、
今
朝
の
こ
と
か
ら
話
が
始
ま
る
が
、
二
人
の
諍
い
は
殆
ど
日

常
化
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
荒
涼
と
し
た
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
る
み

じ
め
さ
」（
山
田
有
策
・
前
出
）
を
主
眼
と
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

で
は
、
こ
の
小
説
の
〈
非
日
常
〉
性
、
つ
ま
り
、
今
日
の
朝
だ
け
に
起
っ
た
こ

と
と
は
何
で
あ
ろ
う
。
そ
の
手
掛
か
り
が
先
ほ
ど
示
し
た
博
士
が
〈
か
う
思
っ

た
〉
と
い
う
一
つ
の
体
験
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
諍
い
の
途
中
で
〈
突
然
思
ひ
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出
し
た
〉
こ
と
、
ま
た
、
穀
物
屋
の
婆
さ
ん
の
こ
と
は
、
い
つ
も
思
っ
て
い
る

こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
過
去
に
見
た
こ
と
を
今
、
思
い
出
し
た
の

で
あ
る
。
博
士
の
こ
こ
で
述
べ
た
思
惟
の
文
は
、
諍
い
の
文
と
は
全
く
違
う
。

妻
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
言
葉
に
応
酬
す
る
博
士
の
こ
れ
ま
で
の
文
は
、
や
や
居

丈
高
な
断
定
的
な
文
章
で
、
文
言
を
書
き
ま
と
め
た
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
全
く
形
を
変
え
て
、「
妻
が
ゐ
る
だ
ら
う
か
」「
…
…
ま

い
」「
…
…
知
ら
ん
」
と
い
っ
た
疑
問
が
そ
の
ま
ま
呈
示
さ
れ
て
い
る
。「
博
士

は
此
時
こ
ん
な
事
を
考
へ
て
ゐ
る
」
と
、
も
う
一
人
の
語
り
手
の
存
在
を
枠
組

み
と
し
な
が
ら
、「
こ
ん
な
女
が
他
に
一
人
ゐ
る
だ
ら
う
か
」
と
不
可
解
な
疑

問
を
吐
露
す
る
。
こ
れ
は
峻
蔵
の
内
面
の
肉
声
で
あ
る
。
以
下
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。

　
「
博
士
は
こ
ん
な
事
を
考
え
て
い
る
。
一
体
お
れ
の
妻
の
や
う
な
女
が

又
と
一
人
あ
る
だ
ら
う
か
。
性
欲
の
対
象
が
妙
な
方
角
に
そ
れ
る
の
を

perverse

だ
と
云
っ
て
、
病
的
に
す
る
以
上
は
嫉
妬
の
方
角
違
に
な
る

の
も
病
的
で
は
あ
る
ま
い
か
。
人
の
声
に
対
す
る
異
様
な
反
応
な
ぞ
も
、

病
的
で
は
あ
る
と
い
ふ
証
拠
に
な
り
は
す
ま
い
か
。
こ
ん
な
考
は
余
程
は

や
く
か
ら
博
士
の
胸
に
往
来
し
て
い
る
。
そ
れ
で
博
士
が
あ
る
時
「
お
前

は
精
神
が
変
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と
云
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
…
…
若
し

精
神
の
変
調
で
な
い
と
す
れ
ば
、
心
理
上
に
此
女
を
ど
う
解
釈
が
で
き
よ

う
。
孝
と
い
ふ
や
う
な
固
ま
っ
た
概
念
の
あ
る
国
に
、
夫
に
対
し
て
姑
の

事
を
あ
ん
な
風
に
云
っ
て
何
と
も
思
は
ぬ
女
が
ど
う
し
て
で
き
た
の
か
。

…
…
こ
れ
も
あ
ら
ゆ
る
値
踏
を
踏
み
代
え
る
今
の
時
代
の
特
有
の
産
物
か

し
ら
ん
と
、
博
士
は
こ
ん
な
風
な
事
を
思
っ
て
ゐ
る
。」

　

し
か
し
、
い
つ
も
の
よ
う
に
や
が
て
博
士
は
落
ち
着
き
、
時
間
の
経
過
に

よ
っ
て
深
刻
さ
も
和
げ
ら
れ
る
。
解
決
の
目
途
や
形
は
見
え
な
い
も
の
の
、
反

復
と
い
う
日
常
の
摂
理
が
人
を
動
か
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
真
理
は
語
り
手
に

見
抜
か
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
最
後
に
、
ま
る
で
遠
近
法
を
使
っ
て
舞
台
を
観

る
よ
う
に
透
視
し
な
が
ら
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
を
す
べ
て
統
括

す
る
も
う
一
人
の
語
り
手
が
こ
の
よ
う
に
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
語
り
手

の
位
置
の
あ
り
よ
う
は
、
以
後
、
全
知
の
語
り
手
と
し
て
鴎
外
の
歴
史
小
説
、

ま
た
史
伝
へ
と
進
ん
で
い
く
手
法
へ
と
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

六　



鴎
外
の
翻
訳
小
説
「
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
」
を
繋
ぐ

口
語
体
小
説

　

こ
こ
ま
で
、
口
語
体
小
説
の
「
半
日
」
の
文
末
表
現
に
注
目
し
て
、「
過
去
」

と
「
現
在
」
を
表
す
助
動
詞
の
使
い
分
け
が
作
品
の
構
造
を
支
え
る
重
要
な
核

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
鴎
外
の
発
想
は
、
一
体
ど
の

よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
欧
文
脈
の
時
制
の
取
り

込
み
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
た
時
、
鴎
外
の
翻
訳
小
説
と
の
接

点
と
い
う
こ
と
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。
殆
ど
同
時
期
に
行
っ
た
翻
訳
の
文
体

に
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
あ
る
共
通
点
が
は
っ
き
り
と
見
出
せ
る
。

「
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
」
は
「
半
日
」
の
約
十
ヵ
月
後
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
時
期
（
明
治
43
年
代　

ド
イ
ツ
語
の
翻
訳
が
多
い
）
の
そ
の
他
の
口
語
体

の
翻
訳
小
説
な
ど
に
は
総
じ
て
同
様
な
文
末
表
現
が
使
わ
れ
て
お
り
、
鴎
外
の

こ
の
よ
う
な
文
体
意
識
が
す
で
に
確
立
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
間
違
い
は
な
い
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と
思
わ
れ
る
。「
半
日
」
と
「
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
」
発
表
の
時
間
差
は
大
雑
把
に

ま
と
め
て
し
ま
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
創
作
と
翻
訳
と
が

時
を
同
じ
く
し
て
（
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
）、
似
通
っ
た
文
末
表
現
を

用
い
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
れ
ば
よ
い
。

　
「
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
」
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
原
作

（
１
８
６
７
年
）
で
あ
る
が
、
鴎
外
は
ド
イ
ツ
語
版
か
ら
翻
訳
し
て
い
る
。
厳

密
に
は
ド
イ
ツ
語
版
と
フ
ラ
ン
ス
語
版
と
の
精
査
が
必
要
だ
が
、
此
処
で
は
文

末
表
現
に
の
み
こ
だ
わ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
、
ま
た
、
鴎
外
の
フ
ラ
ン

ス
語
の
実
力
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
っ
た
う
え
で
の
翻
訳
と

し
て
扱
か
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
特
に
「
時
制
」
に
つ
い
て
鴎

外
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
か
ら
啓
示
の
よ
う
な
も
の
を
受
け
て
い
た
感
が
あ
り
、

そ
の
前
提
に
立
っ
て
、
さ
ら
に
こ
れ
に
こ
だ
わ
っ
て
い
き
た
い
。
つ
ま
り
、
鴎

外
は
原
作
に
当
た
り
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
法
の
「
単
純
過
去
」「
半
過

去
」「
複
合
過
去
」
な
ど
を
厳
密
に
読
み
込
み
、
そ
の
文
法
を
意
識
し
て
訳
に

臨
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
鴎
外
訳
に
対
照
さ
せ
る
た
め
、

フ
ラ
ン
ス
語
版
の
二
つ
の
翻
訳
を
挙
げ
る
。

鴎
外
訳
「
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
」（
明
治
43
・
５　
『
太
陽
』）

「
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
伝
」（
山
田
稔　

昭
和
40
・
２
「
中
央
公
論
」）

「
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
伝
」		（
山
田
九
朗　

昭
和
41
・
３
「
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
全
集　

４
巻
」
筑
摩
書
房
）

　

こ
こ
に
挙
げ
た
訳
を
並
べ
る
と
、
鴎
外
訳
の
特
異
性
が
非
常
に
は
っ
き
り
し

て
い
る
。
ま
ず
、「
す
る
」「
曲
げ
る
」「
あ
る
」「
ゐ
な
い
の
で
あ
る
」
の
よ
う

に
文
末
に
は
殆
ど
現
在
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
の
ジ
ュ
リ
ア
ン

の
法
悦
の
喜
び
の
場
面
で
は
、
現
在
形
に
よ
っ
て
継
続
す
る
時
間
の
な
か
で
進

行
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
急
に
「
忽
然
」「
そ
し
て
」「
と
う
と
う
」
と

い
っ
た
副
詞
句
も
伴
っ
て
い
る
。
そ
の
時
そ
の
時
の
瞬
間
持
続
が
示
さ
れ
て
い

る
と
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
そ
の
時
間
を
共
有
し
な
が
ら
、

ジ
ュ
リ
ア
ン
の
恍
惚
の
心
境
と
一
体
化
し
て
進
ん
で
い
る
。
他
の
二
つ
の
訳
に

は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
次
の
冒
頭
文
を
見
て
み
よ
う
。

　
「
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
乞
食
に
な
っ
て
出
て
行
っ
た
。

　

道
で
騎
士
に
逢
へ
ば
手
を
伸
ば
し
て
物
乞
を
す
る
。
穀
物
を
苅
っ
て
ゐ

る
百
姓
の
前
で
も
腰
を
曲
げ
る
。
又
百
姓
屋
の
中
庭
の
外
に
動
か
ず
に

立
っ
て
ゐ
て
、
物
を
く
れ
る
の
を
待
つ
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
顔
附
が
余
り

哀
気
に
見
え
る
の
で
、
誰
一
人
物
を
呉
れ
ず
に
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

　

ジ
ュ
リ
ア
ン
は
我
が
罪
を
贖
ふ
為
め
に
身
の
上
話
を
す
る
事
が
あ
る
。

さ
う
す
る
と
そ
れ
を
聴
い
た
も
の
は
み
な
手
で
十
字
架
の
真
似
を
し
て
逃

げ
て
し
ま
ふ
。
一
度
話
を
し
て
通
っ
た
村
へ
二
度
目
に
行
く
と
、
人
が
顔

を
見
て
、
そ
れ
と
知
る
や
否
や
、
直
ぐ
に
戸
を
閉
め
て
し
ま
ふ
。
中
に
は

悪
口
を
云
っ
た
り
、
石
を
投
げ
付
け
た
り
す
る
も
の
も
あ
る
。
憐
み
深
い

人
は
窓
の
縁
に
食
物
を
入
れ
た
皿
を
出
し
て
置
い
て
、
窓
を
閉
め
て
し
ま

ふ
。
そ
れ
は
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
顔
を
見
る
の
を
嫌
ふ
の
で
あ
る
。」

　

フ
ラ
ン
ス
語
の
原
文
で
は
、
初
め
の
文
だ
け
が
単
純
過
去
、
以
下
は
す
べ
て

半
過
去
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
制
の
違
い
を
翻
訳
で
は
っ
き
り
示
し
た

の
は
、
鴎
外
訳
だ
け
で
あ
っ
た
。
小
説
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
過
去
形
に
訳
し
た

方
が
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
確
か
に
他
の
訳
は
す
べ
て
過
去
形
に

統
一
さ
れ
て
い
る
。（「
ま
わ
っ
た
」「
い
な
か
っ
た
」「
聞
か
せ
た
」
の
山
田
稔
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訳
・「
旅
を
つ
づ
け
た
」「
立
ち
ど
ま
っ
た
」「
な
か
っ
た
」「
物
語
っ
た
」
…
…

の
山
田
九
朗
訳
な
ど
）。
し
か
し
、
鴎
外
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
現
在
形
に
し
た

の
で
あ
る
。
傍
線
部
の
現
在
形
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
意
識
の

痕
跡
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
を
理
由
と
共
に
裏
打
ち
し
て
い
る
プ
ル
ー
ス
ト

の
評
論
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
そ
の
卓
見
を
参
考
に
し
た
い
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
、

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
〈
時
制
〉
に
つ
い
て
、
そ
の
「
時
の
文
法
」
を
説
明
す
る
が
、

そ
れ
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。（「
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
文
体
に
つ
い
て
」

『
新
フ
ラ
ン
ス
評
論
』
１
９
２
０
『
鈴
木
道
彦
訳　

プ
ル
ー
ス
ト
全
集　

15
』

筑
摩
書
房
１
９
８
６
）

　

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
文
章
の
新
し
さ
に
つ
い
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
「
暗
喩
を
使

わ
ず
〈
時
〉
を
じ
つ
に
た
く
み
に
印
象
付
け
る
術
を
心
得
て
い
る
」
と
述
べ
、

文
体
の
特
徴
に
つ
い
て
は
「
大
き
な
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
よ
う
に
絶
え
ず
単
調

に
陰
鬱
に
無
限
に
動
い
て
い
る
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
文
章
に
い
ち
ど
乗
っ
て
み

た
者
は
、
誰
で
も
こ
れ
が
文
学
に
前
例
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
」「
持
続
す
る
状
態
は
半
過
去
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
」「
唯

一
つ
の
変
化
・
一
つ
の
動
作
・
し
か
も
概
ね
も
の
を
主
体
と
す
る
動
作
だ
け
が

あ
ら
わ
れ
る
と
き
だ
け
は
例
外
」
と
し
て
、
そ
の
起
る
瞬
間
を
示
す
の
は
現
在

分
詞
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
が
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
〈
時
〉
の
文
法
の
中
で
指
摘
す
る
の
は
、

〈
動
い
て
い
る
〉
と
い
う
継
続
す
る
時
間
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ま
さ
に

鴎
外
の
翻
訳
に
生
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
我
々
は

普
通
、［
た
］
を
起
き
た
瞬
間
の
こ
と
と
捉
え
、
持
続
は
現
在
形
を
使
う
も
の

と
し
て
、
相
対
立
す
る
も
の
と
考
え
る
が
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
、
過
去
の
事
実

を
〈
半
過
去
〉
で
表
現
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
の
が
プ
ル
ー
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
は
、
そ
の
方
法
の
意
味
を
極
限
に
ま
で
押
し
上
げ
、〈
永
遠
の
半

過
去
〉
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
作
中
人
物
の
会
話
の
中
に
地
の
文
が
溶
け
込

む
よ
う
に
、
通
常
、
間
接
話
法
を
用
い
る
と
も
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
語
り
の
手
法
と
し
て
、
過
去
形
を
用
い
な
い
こ
と
の
意
義
を
述
べ

て
い
る
こ
と
に
な
り
、
過
去
形
で
は
な
く
日
本
語
の
「
た
り
」
に
重
な
る
持
続

或
い
は
継
続
と
い
う
面
を
強
調
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

実
際
、
山
田
九
朗
は
す
べ
て
過
去
形
で
訳
し
て
い
た
が
、
そ
の
理
由
を
彼
は

「
全
集
解
説
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「「
物
語
」
の
筋
を
運
ぶ
も

の
は
、
神
秘
の
宿
命
な
の
で
あ
る
。
聖
者
伝
は
人
間
の
伝
記
的
又
は
心
理
的
研

究
で
は
な
い
の
だ
。
作
者
は
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
人
物
描
写
も
性
格
描
写
も
し
て

い
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
何
を
主
語
に
す
る
か
に
よ
っ
て
文
末
表
現
に
特

徴
を
持
た
せ
る
と
い
う
興
味
あ
る
指
摘
で
あ
る
。
鴎
外
は
「
半
日
」
の
後
に
こ

れ
を
翻
訳
し
た
の
だ
が
、
殆
ど
同
時
期
に
関
わ
っ
た
の
だ
と
判
断
す
れ
ば
、
鴎

外
の
意
識
に
欧
文
脈
の
時
制
に
つ
い
て
の
拘
り
が
確
か
に
あ
り
、
過
去
形
か
現

在
形
の
ど
ち
ら
を
使
う
か
に
腐
心
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。「
半

日
」
に
取
り
掛
か
っ
て
口
語
文
の
小
説
を
書
き
始
め
た
と
き
、
日
本
の
古
典
文

法
の
「
き
」「
つ
」「
ぬ
」「
た
り
」
な
ど
の
す
べ
て
を
「
た
」
に
し
て
し
ま
わ

ず
、
継
続
を
思
わ
せ
る
現
在
形
に
し
、
ま
さ
に
プ
ル
ー
ス
ト
の
指
摘
に
あ
る
よ

う
な
、〈
永
遠
の
半
過
去
〉
を
喚
起
す
る
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
時
間
意
識
を
文
末

表
現
に
凝
ら
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
鴎
外
は
、
人
間

0

0

ジ
ュ

リ
ア
ン
に
寄
り
添
っ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
半
日
」
の
第
三
の
語
り
手
の
位
置
を
以
下
の
よ
う
に

ま
と
め
て
み
た
い
。
鴎
外
の
分
身
と
も
言
え
る
博
士
と
、
奥
さ
ん
、
母
君
、
玉

ち
ゃ
ん
そ
の
他
の
人
物
す
べ
て
を
定
位
置
か
ら
眺
め
な
が
ら
、
行
動
を
客
観
化

し
て
写
し
取
る
こ
と
、
夫
妻
の
内
面
、
思
考
に
入
り
込
ん
で
解
釈
を
与
え
る
こ

と
の
両
方
を
や
っ
て
い
っ
た
。
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
な
く
、

あ
く
ま
で
距
離
を
保
ち
な
が
ら
、
透
視
図
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
近
代
的
な
手

法
で
あ
る
。
知
的
な
も
の
さ
し
が
使
わ
れ
て
い
る
、
と
同
時
に
、
人
物
の
行
動
、

事
象
は
「
た
」
で
描
写
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
過
去
の
こ
と
と
し
て
よ
り
も
、

今
、
現
前
化
さ
せ
る
た
め
、
瞬
間
的
な
動
き
を
表
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
た
写

実
の
方
法
と
し
て
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
語
り
手
の

思
惟
を
、
現
在
、
過
去
に
わ
た
る
人
物
達
の
す
べ
て
の
情
報
を
現
在
形
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
対
照
さ
せ
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
継
続
的
に
流
れ
て

い
る
時
間
を
、
突
然
分
断
さ
れ
る
事
象
と
そ
の
移
ろ
い
を
「
た
」
と
し
、
他
の

現
在
形
で
区
別
さ
れ
な
が
ら
示
さ
れ
た
。
そ
の
時
間
の
区
分
け
を
担
っ
た
の
が
、

す
べ
て
の
文
末
表
現
で
あ
る
。
小
説
の
内
容
は
、
物
語
の
収
束
を
予
定
調
和
的

に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
永
遠
の
持
続
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
に
な
る
。
最

終
部
に
、
ま
た
直
前
の
独
白
に
、
過
去
や
現
在
と
は
異
な
る
推
量
、
未
来
形
を

用
い
て
区
別
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　

見
て
き
た
よ
う
に
、
小
説
「
半
日
」
は
自
分
の
家
庭
の
諍
い
を
扱
っ
た
私
小

説
の
ス
タ
イ
ル
を
と
り
な
が
ら
、
一
人
称
の
告
白
小
説
と
は
様
相
を
異
に
し
た

創
作
で
あ
る
。〈
語
り
手
〉
の
巧
妙
な
詐
術
が
透
け
て
見
え
る
も
の
で
あ
り
、

鴎
外
の
自
己
韜
晦
と
も
言
え
る
創
作
で
あ
る
。
そ
の
語
り
方
と
は
、
反
復
す
る

日
常
の
な
か
の
諍
い
を
書
き
留
め
な
が
ら
、
自
ら
の
思
惟
を
時
の
経
過
に
沿
っ

て
述
べ
、
こ
の
日
だ
け
に
体
験
し
た
こ
と
を
瞬
間
的
な
記
憶
の
甦
り
と
し
て
書

き
、
う
ま
く
処
理
し
た
結
果
を
導
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
鴎
外
は
一
歩
高
い
所
か

ら
、
人
間
の
ド
ラ
マ
を
語
っ
て
い
く
た
め
の
方
法
を
駆
使
し
て
い
る
。
こ
の

〈
思
惟
〉
と
〈
感
覚
〉
と
が
、
文
末
表
現
の
「
の
で
あ
る
」
と
「
た
」
で
区
別

さ
れ
た
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
過
去
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
非
過
去
、

つ
ま
り
現
在
形
を
使
っ
て
効
果
的
に
述
べ
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
日
本
の
古
い
物

語
の
語
り
の
型
で
あ
り
、
尾
崎
紅
葉
が
「
二
人
女
房
」
で
多
様
な
非
過
去
の
文

末
表
現
で
表
し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
紅
葉
の
意
識
に
は
、
浄
瑠
璃

語
り
の
文
体
が
強
く
あ
り
、
鴎
外
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
鴎
外
に
は
主

語
と
連
動
す
る
述
語
が
、〈
時
制
〉
と
の
関
連
で
明
示
さ
れ
る
、
ま
さ
に
欧
文

脈
の
多
様
な
文
体
と
し
て
生
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
〈
半
過

去
〉
と
い
う
時
制
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
単
純
な
過
去
の
出
来
事
と
区
別
す
る

表
現
意
識
で
あ
っ
た
。
鴎
外
の
「
現
在
形
」
の
選
択
の
意
義
を
、
創
作
と
翻
訳

と
の
こ
の
よ
う
な
繋
が
り
で
確
か
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　　

本
稿
は
「
明
治
期
の
翻
訳
が
拓
い
た
口
語
文
体
の
模
索
─
紅
葉
の
「
二
人
女

房
」
か
ら
鴎
外
の
「
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
」「
半
日
」
へ
─
」（
日
本
近
代
文
学
会　

東
北
支
部
大
会　

令
和
元
年
７
月
６
日　

於
福
島
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
」）
で
の
講
演
の
一
部
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
す
ぎ
い
・
か
ず
こ　

本
学
非
常
勤
講
師
）




