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―
題
詠
に
お
け
る
後
朝
―

『宰
相
中
将
源
朝
臣
国
信
卿
家
歌
合
』
『
堀
河
百
首
』
を
め
ぐ
っ
て
―

後
朝
歌
と
は

一
般
に
、
恋
愛
関
係
に
あ
る
男
女
の
交
わ
す
歌
で
あ
り
、
「後
朝
」

と
当
て
ら
れ
た
表
記
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
逢
瀬
の
後
に
女
に
別
れ
て
男

が
帰
る
朝
に
詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
王
朝
時
代
の
結
婚
は
男
女
が
同
居
せ
ず
男

が
女
の
も
と
に
通
う
通
い
婚
が
主
流
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
て
夜
明

け
方
は
別
れ
る
二
人
が
名
残
を
惜
し
む
時
間
で
あ
っ
た
。

後
朝
を
詠
む
和
歌
は
、
八
代
集
の
全
体
を
通
じ
て
出
現
し
て
お
り
、
詞
書
の
記

述
が
後
朝
歌
と
し
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
を
控
え
め
に
選
ぶ
だ
け
で

も
、
四

一
首
の
後
朝
歌
の
存
在
を
八
代
集
の
中
に
確
認
で
き
る
。
八
代
集
の
後
朝

歌
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
、
後
朝
歌
の
初
期
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
藤
岡
忠
美

氏
の
論
考
が
あ
り
、
重
要
で
あ
る
。
藤
岡
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
各
首
詠
者

の
生
没
年
か
ら
し
て
、
後
朝
歌
の
盛
時
は
平
安
初
中
期
、
つ
ま
り

『後
拾
遺
集
』

成
立
の
時
代
ま
で
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、
『金
葉
集
』
以
後

「後
朝
恋
の
心
を
よ

め
る
」
と
い
う
型
の
詞
書
の
和
歌
の
登
場
か
ら
は
、
後
朝
の
恋
が
歌
題
と
し
て
組

み
込
ま
れ
て
観
念
化
し
た
様
相
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
安
時
代
は
、
男
が
女
の
も
と
に
通
っ
た
通
い
婚
か
ら
、
夫
婦
同
居
と
い
う
婚

姻
形
態
が
徐
々
に
広
ま
り
を
見
せ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
坂
田
敬
子
氏
は
、
王
朝

時
代
特
有
の
婚
姻
形
態
で
あ
る
招
婿
婚
の
中
で
萌
え
た
後
朝
歌
は
、
招
婿
婚
の
衰

長
谷
川
　
美
　
奈

退
と
と
も
に

一
方
は

『栄
花
物
語
』
『増
鏡
』
に
見
え
る
よ
う
に
儀
式
の
歌
と
し

て
形
式
化
、　
一
方
は
題
詠
歌
の
形
を
と
っ
て
い
っ
た
と
す
る
。
同
会
後
に
別
れ
る

男
女
が
心
を
通
わ
せ
合
う
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
た
後
朝
歌
が
夫
婦
同
居

の
も
と
で
存
在
意
義
を
失
い
、
そ
れ
で
も
後
朝
の
別
れ
の
も
た
ら
す
し
み
じ
み
と

し
た
情
趣
を
好
ん
だ
歌
人
達
に
よ
っ
て
、
歌
題
と
し
て
詠
み
親
し
ま
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
後
朝
の
題
詠
の
諸
相
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

一　

後
朝
の
題
詠
―

『宰
相
中
将
源
朝
臣
国
信
卿
家
歌
合
』
を
め
ぐ

っ
て

題
詠
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
実
の
体
験
と
は
関
係
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
与

え
ら
れ
た
題
に
よ
っ
て
詠
む
和
歌
の
創
作
方
法
で
あ
る
。
そ
の
萌
芽
は
『
万
葉
集
』

の
大
伴
家
持
の
歌
な
ど
に
み
ら
れ
る
が
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
、
漢
詩
句
を
題
と

し
た

『句
題
和
歌
』
の
よ
う
に
、
漢
文
学
の
影
響
を
受
け
た
。
ま
た
、
屏
風
歌

や
歌
合
の
流
行
に
伴
っ
て
題
詠
は
盛
ん
に
な
り
、
平
安
中
期
に
は
類
題
歌
集

『古

今
六
帖
』
の
よ
う
な
編
纂
物
も
生
み
出
さ
れ
、
平
安
後
期
の
院
政
期
に
な
る
と
、

四
季
、
恋
、
雑
を
細
分
化
し
て
百
題
を
詠
ん
だ

『堀
河
百
首
』
が
出
現
し
、　
一
般

に
そ
れ
を
以
て
題
詠
の
確
立
を
見
る
。

こ
こ
で
は
、
後
朝
恋
を
歌
題
と
し
た
和
歌
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
平
安
後
期
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に
お
け
る
後
朝
の
心
の
詠
み
方
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
実
生
活
の
後
朝
歌
と
は
異
な
る
、
平
安
後
期
の

「後
朝
の
心
を
詠
ん
だ
歌
」

の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は

『宰
相
中
将
源
朝
臣
国
信
卿
家
歌
合
』
の

「後
朝
」
に
注
目

し
て
み
た
い
。
本
歌
合
の
主
催
者
で
あ
る
源
国
信
は
平
安
時
代
後
期
の
公
卿
で
、

勅
撰
歌
人
で
あ
る
。
堀
河
朝
に
て
要
職
を
占
め
た
国
信
は
、
そ
の
歌
壇
に
お
い
て

も
活
躍
し
て
お
り
、
そ
の
和
歌
は

『金
葉
集
』
以
後
勅
撰
集
に
三
七
首
採
録
さ
れ
、

彼
自
身
も

『堀
河
百
首
』
の
編
纂
に
携
わ
っ
て
い
る
。
『堀
河
百
首
』
は
、
本
歌

合
に
み
ら
れ
る
歌
題
の
細
分
化
と
そ
の
本
意
的
な
も
の
の
追
究
で
あ

っ
た
と
い

わ
れ
る
。

本
歌
合
は
、
国
信
が
ま
だ
三
十
二
歳
と
い
う
若
い
と
き
に
主
催
し
た
も
の
で
あ

る
。
左
右
の
方
人
が
合
議
す
る
衆
議
判
で
は
あ
る
が
、
歌
壇
の
革
新
派
と
保
守
派

を
代
表
す
る
俊
頼
と
基
俊
が
参
加
し
て
お
り
、
こ
の
二
人
の
発
言
に
強
く
支
配
さ

れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
壮
年
期
の
歌
人
達
が
集
ま
っ
た
本
歌
合
に
お
い
て
、

彼
ら
は
新
し
い
歌
合
の
題
を
設
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
恋
の
心
理
過
程
を
、
「初
恋
・

後
朝

・
遇
不
逢
恋

・
夜
恋

。
歴
年
恋
」
の
五
相
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
以
前
の
歌
合
に
お
い
て
は
、
物
合
せ
に
伴
う
即
物
的
な
題
や
、
そ
の
季
節

の
季
題
、
も
し
く
は
四
季
に
雑
、
恋
、
祝
等
を
加
え
た
も
の
を
題
と
し
て
い
た
の

に
対
し
て
、
恋
を
五
つ
の
段
階
に
分
け
て
題
と
し
た
こ
と
は
本
歌
合
の
大
き
な
特

色
で
あ
り
、
こ
れ
が
歌
題
と
し
て
後
朝
が
登
場
し
た
初
め
て
の
例
で
あ
る
。
続
い

て
、
後
朝
を
題
と
す
る
本
歌
合
の
各
首
と
判
詞
を
見
て
い
き
た
い
。

五
番
　
後
朝左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宰
相
中
将

あ
ひ
み
で
は
夜
こ
そ
恋
は
増
り
し
か
今
日
は
昼
を
し
暮
ら
し
か
ね
つ
る

右
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
顕
仲
朝
臣

う
た
た
寝
の
ゆ
め
か
と
の
み
ぞ
嘆
か
る
る
明
け
ぬ
る
夜
は
の
ほ
ど
し
な
け

れ
ば

右
の
歌
は
、
た
だ
夜
の
短
き
こ
と
を
嘆
か
れ
て
、
後
朝
の
心
は
す
く

な
け
れ
ど
、
歌
柄
の
勝
り
て
侍
れ
ば
、
勝
つ
べ
き
に
や
と
ぞ
。

左
の
宰
相
中
将
国
信
は
、
「
ま
だ
契
り
を
結
ば
ぬ
こ
ろ
は
夜

こ
そ
恋
し
さ
が

募

っ
た
も
の
だ
が
、
契
り
を
交
わ
し
た
昨
日
の
今
日
は
、
昼
を
暮
ら
し
か
ね
て
い

る
」
と
、
別
れ
て
い
る
時
間
が
長
く
感
じ
ら
れ
、
今
夜
を
待
ち
遠
し
く
思
う
気
持

ち
を
詠
む
。
右
の
顕
仲
の
歌
は
、
『続
後
撰
集
』
に
も
入
集
し
て
い
る
歌
で
、
「う

た
た
寝
の
夢
か
と
ば
か
り
嘆
か
れ
た
。
や

っ
と
枕
を
交
わ
し
て
寝
た
夜
が
た
ち
ま

ち
明
け
て
し
ま
っ
た
の
で
」
と
、
明
け
た
夜
の
短
さ
か
ら
夢
か
と
思
わ
れ
た
と
詠

む
。右

歌
は
、
夜
の
短
さ
を
嘆
い
て
い
る
だ
け
で
後
朝
の
心
は
少
な
い
と
判
詞
で
い

わ
れ
る
。
し
か
し
、
左
歌
の
散
文
的
な
表
現
に
対
し
て
右
歌
は
し
ら
べ
高
く
歌
柄

が
勝

っ
て
い
る
た
め
、
右
の
勝
ち
に
な
っ
た
。
夜
の
短
さ
を
嘆
く
だ
け
で
は
後
朝

の
心
を
詠
み
き
れ
て
い
な
い
、
と
歌
合
参
加
者
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

六
番
　
　
左
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
頼
朝
臣

契
り
あ
り
て
わ
た
り
そ
め
な
ば
角
田
川
か
へ
ら
ぬ
水
の
心
と
も
が
な

右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
基
俊
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月
草
に
摺
れ
る
衣
の
朝
露
に
か
へ
る
今
朝
さ
へ
こ
ひ
し
き
や
な
ぞ

「左
の
歌
、
い
と
を
か
し
う
よ
ま
れ
た
り
。
」
と
、
右
の
人
も
申
さ
る

れ
ば
、
さ
せ
る
難
も
な
き
に
や
。
「右
の
歌
は
、
古
歌
に
侍
め
れ
ば
、

と
も
こ
う
も
申
す
ま
じ
け
れ
ど
、
朝
露
に
と
よ
ま
れ
て
、
末
に
今
朝

と
つ
づ
け
ら
れ
た
る
も
い
か
が
。
亦
、句
の
末
に
同
じ
文
字
あ
る
は
、

和
歌
髄
脳
に
、
去
り
難
き
咎
に
申
し
し
は
い
か
が
。」
と
申
せ
ば
、
「

古
歌
に
侍
る
ら
む
は
、
げ
に
さ
も
や
た
し
か
に
も
お
ぼ
え
侍
ら
ず
。

同
文
字
の
咎
は
僻
事
に
こ
そ
。
『山
風
に
と
く
る
氷
の
ひ
ま
ご
と
に
』

と
い
ふ
古
き
言
侍
ら
ば
、
此
歌
も
、
さ
ら
に
咎
に
あ
ら
ず
。
」
と
申

さ
る
る
は
、
げ
に
証
歌
侍
り
け
れ
ば

「此
咎
は
の
が
れ
さ
せ
給
ふ
と

も
、
の
こ
り
の
難
は
去
り
が
た
し
。
」
と
申
せ
ど
も
、
作
者
の
み
づ

か
ら
の
判
に
て
、
「さ
り
と
も
持
。
」
と
ぞ
申
さ
る
め
る
。

左
の
俊
頼
の
歌
は
、
「前
世
か
ら
の
因
縁
が
あ
っ
て
結
ば
れ
た
以
上
は
、
角
田

川
の
水
が
元
へ
戻
ら
ぬ
よ
う
に
、
帰
る
こ
と
な
ん
て
な
く
し
た
い
も
の
だ
」
と
、

女
と

一
つ
の
家
に
住
ん
で
後
朝
の
別
れ
を
な
く
す
こ
と
を
望
む
。
右
の
基
俊
の
歌

は
、
「露
草
の
花
で
摺
っ
て
染
め
た
衣
は
、
朝
露
に
濡
れ
る
と
色
が
あ
せ
て
し
ま

う
。
そ
の
か
え
る
で
は
な
い
が
、
昨
夜
逢
っ
て
帰
る
今
朝
で
す
ら
、
こ
ん
な
に
恋

し
い
の
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
」
と
、
帰
邸
し
て
後
に
女
を
恋
し
く
思
う
男
の

気
持
ち
を
詠
ん
で
い
る
。

左
歌
は
、
右
方
に
も

「
い
と
を
か
し
う
よ
ま
れ
た
り
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

右
の
歌
は

「朝
露
」
「今
朝
」
が
同
心
病
で
あ
る
こ
と
と
、
「月
草
に
」
「朝
露
に
」

と
句
末
に
同
文
字
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
句
末
の
同
文
字
に
つ
い

て
基
俊
は
、
『古
今
集
』

一
二
番
歌
、
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
歌

「山
風
に
解
く

る
氷
の
ひ
ま
ご
と
に
」
を
証
歌
に
し
て
、
「咎
に
あ
ら
ず
」
と
反
論
し
た
。
結
局

こ
の
勝
負
は
、
右
歌
の
作
者
で
あ
る
基
俊
の
判
に
よ
っ
て
引
き
分
け
に
さ
れ
た
。

左
方
の

「右
の
歌
は
古
歌
に
侍
め
れ
ば
」
と
の
言
葉
に
、
右
方
は
覚
え
て
い
な
い

と
答
え
る
。
左
方
の
い
う
古
歌
と
は
、
『
万
葉
集
』

一
三
二
五
番
歌

「月
草
に
衣

は
摺
ら
む
朝
露
に
濡
れ
て
の
後
は
う
つ
ろ
ひ
ぬ
と
も
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
月
草

（露
草
）
は
、
多
く
そ
の
色
の
移
ろ
い
や
す
さ
を
詠
ま
れ
る
。
確
か
に
両
者
の
上

の
句
は
よ
く
似
て
い
る
が
、
基
俊
の
和
歌
は
そ
の
下
の
句
に
主
眼
が
あ
り
、
月
草

す
ら

「か
へ
る
」
の
語
を
導
く
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
「か
へ
る
」
を

「色
あ
せ
る
」

の
意
か
ら

「帰
る
」
の
意
に
切
り
替
え
る
下
の
句
が
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
歌
は
わ

か
り
や
す
い
後
朝
の
題
詠
に
な
る
の
で
あ
る
。

七
番
　
　
左
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
源

い
つ
の
ま
に
ひ
な
と
し
ら
み
ち
白
浪
の
か
へ
る
空
よ
り
恋
ひ
し
か
る
ら
む

右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
実
朝
臣

白
浪
に
帆
か
く
る
舟
も
あ
る
物
を
今
朝
の
お
き
を
ば
な
に
に
た
と
へ
む

「左
歌
に
、
水
天
し
て
白
浪
と
よ
ま
れ
た
る
は
、
証
歌
や
侍
る
ら
む
。

か
へ
る
よ
そ
に
は
あ
ら
で
、
う
は
の
空
に
ぞ
見
給
ふ
れ
。
」
と
右
人

人
申
き
る
れ
ば
、
「水
天
し
て
白
浪
と
よ
む
こ
と
は
、
今
日
に
は
じ

ま
れ
る
事
に
あ
ら
ず
。
げ
に
お
ぼ

つ
か
な
う
も
お
ぼ
じ
め
す
ら
む
。

か
へ
る
事
い
は
む
と
て
か
り
に
波
よ
す
る
な
り
。
証
歌
ま
た
な
き
に

あ
ら
ず
。
紀
の
貫
之
が
別
か
れ
を
惜
じ
む
歌
に

『ま
ち
つ
け
て
も
ろ

と
も
に
こ
そ
か
へ
る
な
れ
波
よ
り
さ
き
に
人
の
た
つ
ら
む
』
と
よ
ま

れ
た
れ
ば
、
さ
ら
に
咎
に
あ
ら
ず
。
」
と
あ
る
を
、
「貫
之
が
歌
を
と

も
か
く
も
申
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
但
、
歌
合
歌
に
や
。
さ
ら
ず
ば
、
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猶
証
歌
な
ら
ず
や
侍
ら
む
。
近
く
は
、
天
徳
四
年
内
裏
の
歌
合
に
、

水
天
し
て
発
浪
と
よ
ま
れ
た
る
を
証
歌
に
も
あ
ら
ね
ど
も
、
な
ほ
歌

合
に
は
さ
る
べ
き
な
り
と
、
判
か
き
に
侍
れ
ば
、
な
ほ
う
た
が
ひ
な

き
に
あ
ら
ず
。
」
と
申
せ
ば
、
「
こ
れ
は
あ
な
が
ち
の
事
を
も
と
め
ら

る
る
に
こ
そ
侍
め
れ
。
右
歌
に
今
朝
の
お
き
と
よ
ま
れ
た
る
は
何
ご

と
に
か
。
心
得
が
た
き
こ
と
ぞ
。
」
と
申
せ
ば
、
「
こ
の
歌
心
か
く
れ

た
る
歌
に
あ
ら
ず
。
波
立
ち
お
そ
ろ
し
き
海
の
お
も
て
に
浮
か
べ
る

舟
は
、
帆
と
い
ふ
も
の
を
か
く
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
岸
に
は
到
る
も

の
な
り
。
今
朝
の
お
き
な
む
す
べ
き
か
た
な
き
と
、
た
と
へ
て
侍
る

な
り
。
お
き
と
い
ふ
事
は
た
だ
文
字
ば
か
り
を
ひ
き
よ
す
る
な
り
。

さ
ま
で
の
た
づ
ね
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
」
と
は
申
さ
る
れ
ど
も
、

な
ほ
そ
の
心
あ
ら
は
れ
ぬ
ほ
ど
は
左
勝
と
ぞ
。

右
の
隆
源
の
歌
は
、
「
い
つ
の
間
に
夜
が
自
々
と
明
け
て
、
こ
う
し
て
帰
る
今

か
ら
恋
し
く
て
た
ま
ら
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。」
と
、
別
れ
に
際
し
て
帰
り

が
た
く
思
う
男
の
気
持
ち
を
詠
む
。
「
ひ
な
と
」
は
暁
の
意
で
あ
る
。
左
の
仲
実

の
歌
は
、
「白
浪
の
上
に
帆
を
か
け
て
沖
行
く
船
も
あ
る
の
に
、
今
朝
の
起
き
ぎ

わ
は
何
に
た
と
え
よ
う
。」
と
、
颯
爽
と
沖
に
行
く
舟
に
対
し
て
起
き
行
く
こ
と

に
気
の
進
ま
な
い
男
の
心
を
詠
む
。

判
詞
に

「水
天
し
て
」
と
あ
る
が
、
底
本
の

「天
」
は

「元

（
＝
無
）
」
の
誤

り
で
あ
ろ
う
。
左
の
歌
は
、
歌
中
に
水
の
語
も
な
い
の
に
「白
浪
」
と
詠
む
の
に
は
、

こ
れ
ま
で
適
切
な
証
歌
は
あ
る
の
か
と
右
方
か
ら
執
拗
に
問
わ
れ
る
。
対
し
て
右

歌
は
、
「今
朝
の
お
き
」
と
詠
ん
だ
こ
と
は
不
審
と
評
さ
れ
る
が
、
右
方
は

「今

朝
の
起
き
」
こ
そ
惜
し
ま
れ
た
と
詠
む
際
に
、
「起
き
」
か
ら

「沖
」
を
た
だ
文

字
の
上
で
引
き
寄
せ
た
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
問
題
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張

し
た
。
し
か
し
、
歌
の
心
が
う
ま
く
表
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
、
左
の
歌
が
勝
ち
と

な
っ
た
。
歌
合
ゆ
え
、
相
手
方
の
歌
語
の
用
い
方
や
歌
病
に
敏
感
に
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
後
朝
の
歌
題
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

八
番
　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
職

く
れ
ま
つ
と
照
る
日
の
影
を
な
が
む
れ
ば
入
る
べ
き
山
の
端
こ
そ
つ
ら
け
れ

右
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
昌

わ
か
れ
ぬ
る
朝
の
原
の
忘
れ
水
ゆ
く
か
た
し
ら
ぬ
わ
が
こ
こ
ろ
か
な

「左
の
歌
、
後
朝
の
心
に
は
侍
ら
で
、
く
れ
を
ま
つ
心
に
こ
そ
。
」
と

あ
れ
ば
、
げ
に
さ
る
こ
と
と
聞
こ
え
て
こ
そ
。
「右
歌
、
後
朝
の
歌

に
て
は
、
忘
れ
水
ぞ
あ
や
し
う
聞
こ
ゆ
れ
ど
も
、
歌
が
ら
の
ま
さ
り

た
れ
ば
、
勝
ち
に
も
や
。」
と
ぞ
人
人
申
き
る
る
。

左
の
家
職
の
歌
は
、
「夕
方
に
な
る
の
を
待
っ
て
、
ま
だ
照
る
太
陽
を
眺
め
て

い
る
と
、
な
か
な
か
沈
み
そ
う
に
な
い
の
で
山
の
端
が
薄
情
に
思
わ
れ
る
。
」
と

詠
む
。

右
の
兼
昌
の
歌
は
、
「別
れ
て
き
た
今
朝
の
私
の
心
は
、
朝
の
原
の
忘
れ
水
で

は
な
い
が
ど
う
し
て
よ
い
か
行
く
べ
き
あ
て
も
な
く
、
と
ま
ど
っ
て
し
ま
う
こ
と

だ
。」
と
詠
む
。
「朝
の
原
」
は
奈
良
の
「片
岡
の
あ
し
た
の
原
」
で
、
「別
れ
ぬ
る
朝
」

が
掛
け
て
あ
る
。
「忘
れ
水
」
は
野
中
な
ど
を
絶
え
絶
え
に
流
れ
て
い
る
水
で
あ

る
。左

歌
に
つ
い
て
、
判
詞
に
は

「後
朝
の
心
に
は
侍
ら
で
、
く
れ
を
ま
つ
心
に
こ

そ
」
と
あ
り
、
こ
れ
は

「題
の
心
の
追
求
が
不
徹
底
で
、
恋
の
切
実
さ
が
見
ら
れ
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な
い
、
と
真
正
面
か
ら
否
定
し
て
い
る
」
の
だ
と
註
さ
れ
る
。
右
歌
に
つ
い
て
は
、

「忘
れ
水
」
は
絶
え
絶
え
の
恋
に
使
わ
れ
る
べ
き
た
と
え
で
あ
り
、
後
朝
を
詠
む

歌
と
し
て
は
不
審
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
歌
が
ら
が
勝
っ
て
い
る
の
で
勝
ち
に
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
八
首
か
ら
確
認
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
歌
語
の
多
く
が
八
代
集
の
後
朝
歌

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
表
現
技
巧
に
凝
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
八
代
集

の
後
朝
歌
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
歌
語
と
し
て
、
六
番

「月
草
」
「角
田
川
」
、
七
番

「ひ
な
と
」
「舟
」
「沖
」、
八
番

「照
る
日
」
「朝
の
原
」
「忘
れ
水
」
な
ど
が
あ
つ

た
。
特
に

「忘
れ
水
」
は

「後
朝
の
歌
に
て
は
、
忘
れ
水
ぞ
あ
や
し
う
聞
こ
ゆ
れ
」

と
さ
れ
、
後
朝
に
見
合
っ
た
歌
語
か
否
か
が
参
加
者
の
判
の
基
準
の
一
つ
に
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
次
の
例
の
よ
う
に
、
「か
へ
る
」
の
語
が
八
首
中
三

首
を
占
め
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
掛
詞
の
形
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

契
り
あ
り
て
わ
た
り
そ
め
な
ば
角
田
川
か
へ
ら
ぬ
水
の
心
と
も
が
な

（六
番

・
左

・
俊
頼
）

月
草
に
摺
れ
る
衣
の
朝
露
に
か
へ
る
今
朝
さ
へ
こ
ひ
し
き
や
な
ぞ

（六
番

。
右

・
基
俊
）

い
つ
の
ま
に
ひ
な
と
し
ら
み
ち
白
浪
の
か
へ
る
空
よ
り
恋
ひ
し
か
る
ら
む

（七
番

・
左

・
隆
源
）

八
代
集
中
の
後
朝
歌
で
は

「
か
へ
る
」
が
掛
詞
に
な
る
こ
と
は
少
な
い
。

女
の
も
と
よ
り
帰
り
て
、
朝
に
つ
か
は
し
け
る
　
　
重
光

帰
り
け
む
空
も
知
ら
れ
ず
を
ば
す
て
の
山
よ
り
出
で
し
月
を
見
し
間
に

こ
の
よ
う
に
、
八
代
集
で
は
素
直
に
男
が
帰
り
道
の
つ
ら
さ
を
詠
じ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
朝
歌
に

「か
へ
る
」
が
掛
詞
で
用
い
ら
れ
る
例
が
八
代

集
中
に
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
『後
撰
集
』
に
、

別
つ
る
程
も
へ
な
く
に
自
浪
の
立
帰
て
も
見
ま
く
ほ
し
き
か

（七
三
〇

。
人
の
も
と
よ
り
暁
帰
り
て

ｏ
員
之
）

の
よ
う
に

「白
浪
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
例
や
、
『新
古
今
集
』
に
、
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（後
撰
集

・
恋
二
・六
七
五
）

実
範
朝
臣
の
女
の
も
と
に
通
ひ
そ
め
て
の
朝
に
つ
か
は
じ
け
る

頼
綱

い
に
し
へ
の
人
さ
へ
け
さ
は
つ
ら
き
か
な
明
く
れ
ば
な
ど
か
帰
り
そ
め
け
ん

（後
拾
遺
集

。
恋
二
・六
六
五
）

惟
任
の
朝
臣
に
代
り
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
源

夜
を
こ
め
て
帰
る
空
こ
そ
な
か
り
け
れ
う
ら
や
ま
し
き
は
あ
り
あ
け
の
月

（同

。
恋
二
・六
六
六
）

女
の
も
と
よ
り
雪
降
り
侍
け
る
日
帰
り
て
つ
か
は
じ
け
る

　

道
信

帰
る
さ
の
道
や
は
か
は
る
か
は
ら
ね
ど
と
く
る
に
ま
ど
ふ
け
さ
の

淡
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同

・
恋
二
・六
七

一
）

女
の
も
と
よ
り
あ
か
つ
き
帰
り
て
、
た
ち
か
へ
り
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

元
輔

夜
を
ふ
か
み
帰
り
し
空
も
な
か
り
し
を
い
づ
く
よ
り
を
く
露
に
ぬ
れ
け
む

（詞
花
集

・
恋
下

。
二
二
五
）



あ
さ
ぼ
ら
け
お
き
つ
る
霜
の
消
え
か

へ
り
暮
待
つ
ほ
ど
の
袖
を
見
せ
ば
や

（
一
一
八
九
。三
条
関
白
ノ
女
御
、
入
内
の
朝
に
つ
か
は
じ
け
る
。花
山
院
）

の
よ
う
に

「消
え
か

へ
る
」
と
詠
ま
れ
る
例
も
見
え
は
す
る
が
、
二
例
と
少
数
で

あ
る
。
ま
た
、
「起
く
」
と
い
え
ば
「露
置
く
」
と
の
掛
詞
が
圧
倒
的
に
多
か

っ
た
が
、

白
浪
に
帆
か
く
る
舟
も
あ
る
物
を
今
朝
の
お
き
を
ば
な
に
に
た
と

へ
む

（七
番

。
右

・
仲
実
）

と
、
「沖
」
に
掛
け
る
例
も
出
て
く
る
。
詠
者
と
し
て
は
言
葉
を
借
り
た
だ
け
で

あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も

「お
き
」
か
ら

「沖
」
を
連
想
さ
せ
る
後

朝
歌
は
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
に
使
わ
れ
て
い
た
語

も
後
朝
歌
に
は
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
方
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。ま

た
判
詞
に
は
、
「た
だ
夜
の
み
じ
か
き
こ
と
を
嘆
か
れ
て
、
後
朝
の
心
は
す

く
な
け
れ
ど
」
や

「後
朝
の
心
に
は
侍
ら
で
、
く
れ
を
ま
つ
心
に
こ
そ
」
な
ど
の

言
葉
が
見
ら
れ
る
。
「暮
待
つ
」
は
藤
岡
氏
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
初
め
て
の
契

り
を
結
ん
だ
翌
朝
の
後
朝
歌
に
多
く
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
が
、
暮
を
待
つ
歌
と

は
、
た
と
え
ば

『拾
遺
集
』
七
二
二
番
歌

「
い
つ
し
か
と
暮
を
待
つ
間
の
大
空
は

曇
る
さ
へ
こ
そ
う
れ
し
か
り
け
れ
」
（題
知
ら
ず

・
よ
み
人
知
ら
ず
）
の
よ
う
な

も
の
で
あ
り
、
た
し
か
に
後
朝
歌
に
詠
ま
れ
る

「暮
待
つ
」
と
は
質
を
異
に
す
る
。

「後
朝
」
と
は
恋
人
と

一
夜
を
と
も
に
し
た
翌
朝
の
、
別
れ
に
際
し
て
の
恋
情
を

詠
む
題
で
あ
る
。
暮
を
待
つ
時
間
に
自
然
描
写
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
様
子
は
、

恋
情
を
伝
え
る
に
は
間
接
的
す
ぎ
る
。

堀
河
歌
壇
の
面
々
は
、
他
に

「後
朝
の
心
」
を
ど
う
表
現
し
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
以
下
、
『堀
河
百
首
』
の
題
詠
を
通
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
ｃ

一
一

『堀
河
百
首
』
の

「後
朝
恋
」

堀
河
天
皇
の
治
世
に
お
け
る
文
学
的
所
産
と
し
て
成
立
し
た

『堀
河
院
御
時
百

首
和
歌
』
、
世
に
い
う

『堀
河
百
首
』
は
、
和
歌
史
上
最
初
の
大
人
数
に
よ
る
組

題
百
首
で
あ
る
。　
一
〇
〇
の
歌
題
を
見
て
み
れ
ば
、
『和
漢
朗
詠
集
』
の
分
類
項

目
と

一
致
す
る
も
の
が
五
十
以
上
と
少
な
く
な
い
が
、
恋
の
題
は

『和
漢
朗
詠
集
』

で
は
単
に

「恋
」
と
い
う

一
項
目
に
止
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
恋
の
微
妙
な

心
理
を
恋
愛
の
時
間
的
推
移
に
沿

っ
て
十
の
歌
題
に
分
け
て
い
る
。
そ
の
十
題

と
は
、
初
恋
（は
じ
め
の
こ
い
）
、
不
被
知
人
恋
（
ひ
と
し
れ
ぬ
こ
い
）、
不
逢
恋
、

初
逢
恋
、
後
朝
恋
、
遇
不
逢
恋
、
旅
恋
、
思
、
片
恋
、
恨
で
あ
る
。
ま
た
、
四
季

や
雑
の
題
で
も
、
こ
の
時
代
に
考
え
ら
れ
る
詠
歌
対
象
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
押
さ

え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
『堀
河
百
首
』
は
後
代
の
歌
人
た

ち
の
題
詠
の
範
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

先
掲
の
恋
の
十
題
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
た

「後
朝
恋
」
で
あ
る
が
、
勅
撰
集
に

は

「後
朝
恋
」
題
を
明
示
し
た
歌
が

『金
葉
集
』
以
後
四
八
首
あ
る
と
い
う
。
こ

の
題
の
初
見
は

『宰
相
中
将
源
朝
臣
国
信
卿
家
歌
合
』
（「後
朝
」）
で
あ
り
、
そ

の
参
加
者
は
堀
河
院
歌
壇
の
面
々
だ
っ
た
。
そ
の
歌
合
の
歌
題
の
追
究
を
目
的
の

一
つ
と
し
て

『堀
河
百
首
』
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
『堀
河
百
首
』
は
歌

題
と
し
て
始
発
し
た
ば
か
り
の
後
朝
恋
の
詠
み
ぶ
り
を
確
認
す
る
に
適
し
た
材

料
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で

『堀
河
百
首
』
の
後
朝
恋
の
題
詠
の
特
徴
を
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
指

摘
で
き
る
の
は
、　
一
六
首
中
八
首
に

「今
朝
」
の
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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慰
む
る
方
こ
そ
な
け
れ
梓
弓
か
へ
る
程
な
き
今
朝
の
恋
し
さ
　
（
一
一
八
五
）

露
置
け
ば
あ
さ
え
の
射
手
の
自
真
弓
か
へ
る
化
し
き
今
朝
に
も
有
哉

（
一
一
八
七
）

石
文
や
け
ふ
の
狭
布
は
つ
く
に
逢
ひ
見
て
も
猶
飽
か
ぬ
け
さ
か
な（

一
一
九

一
）

間
へ
か
し
な
誰
も
さ
ぞ
と
は
知
り
ぬ
ら
ん
け
さ
し
も
死
ぬ
る
心
よ
わ
さ
は

（
一
一
九
二
）

我
妹
子
が
逢
に
し
恋
の
慰
ま
ば
け
さ
さ
へ
物
は
思
は
ざ
ら
ま
　
（
一
一
九
三
）

帰
つ
る
今
朝
の
袂
は
露
と
い
ひ
て
暮
待
つ
袖
を
何
に
か
こ
た
ん
（
一
一
九
四
）

今
朝
ま
で
は
程
や
は
経
ぬ
る
ま
た
経
ね
ど
又
こ
は
如
何
に
見
ま
く
ほ
し
き
ぞ

（
一
一
九
五
）

明
つ
ら
ん
空
さ
へ
け
さ
は
つ
ら
き
哉
天
の
岩
戸
を
今
ぞ
さ
せ
か
し（

一
一
九
六
）

し
か
し
、
『後
拾
遺
集
』
ま
で
に

「今
朝
」
の
詠
み
込
ま
れ
た
後
朝
歌
は
次
の

一
首
し
か
な
か
っ
た
。

実
範
朝
臣
の
女
の
も
と
に
通
ひ
そ
め
て
の
朝
に
つ
か
は
し
け
る

頼
綱

い
に
し
へ
の
人
さ
へ
け
さ
は
つ
ら
き
か
な
明
く
れ
ば
な
ど
か
帰
り
そ
め
け
ん

（後
拾
遺

・
恋
二
・六
六
五
）

『堀
河
百
首
』
の
後
朝
恋
の
詠
み
ぶ
り
は
、
明
ら
か
に

『後
拾
遺
集
』
ま
で
の

時
代
の
後
朝
歌
に
比
べ
て
複
雑
に
な
り
、
技
巧
も
凝
っ
て
い
る
。
「か
へ
る
」
の

語
を
導
く
た
め
に

一
一
八
五
番
と

一
一
九
〇
番
で
は

「梓
弓
」
が
、　
一
一
八
七
番

で
は

「射
手
の
自
真
弓
」
が
歌
中
に
詠
ま
れ
る
。
ま
た
、
逢
瀬
の
短
さ
を
表
現
す

る

「は
つ
は
つ
に
」
の
語
を
導
く
た
め
に
、
「今
日
」
の
音
も
も
つ

「け
ふ
の
狭
布
」

と
い
う
幅
の
狭
い
布
を
和
歌
に
取
り
込
む
。
他
に
も
序
詞
や
掛
詞
が
多
用
さ
れ
て

お
り
、
ま
た

「水
馴
れ
竿
」
「天
の
岩
戸
」
な
ど
、
『後
拾
遺
集
』
ま
で
の
後
朝
を

詠
ん
だ
歌
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
語
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
う
し
た

『堀
河
百
首
』
の
後
朝
恋
の
歌
は
、
逢
瀬
を
交
わ
し
た
翌
日
の

「今

朝
」
の
恋
し
さ
を
強
調
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『堀
河
百
首
』
内
の
後

朝
の
心
を
詠
ん
だ
歌
は
、
『後
拾
遺
集
』
ま
で
の
後
朝
歌
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
歌

語
を
多
用
し
て
新
し
い
表
現
に
挑
戦
す
る

一
方
で
、
後
朝
の
心
か
ら
離
れ
ま
い
と

す
る
。
愛
す
る
人
と
別
れ
た
心
は
、
今
朝
の
嘆
き
や
恋
し
さ
で
表
す
の
が
最
も
わ

か
り
や
す
い
。
「今
朝
」
の
語
で
後
朝
恋
の
歌
た
り
う
る
よ
う
保
険
を
か
け
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
新
し
い
表
現
に
果
敢
に
挑
め
る
の
だ
。

次
に

『堀
河
百
首
』

一
一
九
九
番
歌
、
紀
伊
の
歌
を
見
て
み
よ
う
。

あ
ひ
み
て
の
あ
し
た
の
こ
ひ
に
く
ら
ぶ
れ
ば
ま
ち
し
月
日
は
な
に
な
ら
ぬ

か
な

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に

『拾
遺
集
』
の
、

逢
ひ
見
て
の
後
の
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
昔
は
物
を
思
は
ざ
り
け
り

（七

一
〇

・
敦
忠
）

を
意
識
し
て
お
り
、
こ
の
七

一
〇
番
歌
は

「後
朝
」
と

「逢
不
逢
恋
」
の
ど
ち
ら
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で
あ
る
の
か
、
古
来
よ
り
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

『拾
遺
抄
』
で
詞
書
が
付
さ
れ
た
り

『古
今
六
帖
』
で

「あ
し
た
」
の
項
に
入
っ

た
り
す
る
と
き
に
は
後
朝
の
心
を
詠
ん
だ
歌
と
捉
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
『百

人

一
首
』
の
撰
入
歌
と
し
て
は
、
古
注
で
は

「後
朝
」、
新
注
で
は

「逢
不
逢
恋
」

と
と
る
も
の
が
多
い
。
契
沖
は

『百
人

一
首
改
観
抄
』
で

「昔
は
と
い
へ
る
所
後

朝
の
歌
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
っ
て
お
り
、
賀
茂
真
淵
も

『宇
比
麻
奈
備
』

で

「
一
度
逢
ひ
て
よ
り
の
お
も
ひ
は
い
よ
よ
数
ま
さ
り
て
、
あ
は
ぬ
ほ
ど
の
事

は
物
思
ふ
て
ふ
数
に
は
あ
ら
ず
と
也
」
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

『百
人

一
首
』

の
成
立
は

『堀
河
百
首
』
よ
り
時
代
が
下
る
の
で
は
あ
る
が
、
詞
書
の
な
い

『拾

遺
集
』
七

一
〇
番
歌
が
後
朝
の
心
を
詠
ん
だ
歌
だ
と
断
定
で
き
な
い
事
実
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
様
の
問
題
は

『堀
河
百
首
』
の
紀
伊
の
歌
に
は
生
じ
て
い
な
い
。

「あ
ひ
み
て
の
あ
し
た
の
こ
ひ
に
く
ら
ぶ
れ
ば
ま
ち
し
月
日
は
な
に
な
ら
ぬ
か

な
」
と
は
、
契
り
を
交
わ
し
た

「あ
し
た
」
の
恋
し
さ
と
昨
夜
ま
で
の

「ま
ち
し

月
日
」
の
恋
し
さ
を
比
べ
て
お
り
、
間
違
い
な
く
逢
瀬
の
翌
朝
に
募
る
相
手
へ
の

恋
情
を
詠

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

『堀
河
百
首
』
で
は
、
は
っ
き
り

と
共
寝
を
し
た
男
女
の
別
れ
の
名
残
を

「後
朝
恋
」
題
の
中
で
詠
っ
た
歌
に
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
歌
題
に
沿
っ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
最
低
限
求
め
ら
れ
る
、
虚

構
の
場
で
の

「後
朝
恋
」
詠
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。

『古
今
集
』
以
来
、
実
生
活
に
お
い
て
個
人
の
間
で
贈
答
さ
れ
、
ま
た
そ
の
心

が
詠
わ
れ
続
け
て
き
た
後
朝
の
恋
は
、
平
安
後
期
の
堀
河
院
の
歌
壇
に
お
い
て
、

新
し
い
詠
み
方
の
追
究
が
な
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
「後
朝
」
を
初
め
て
歌
題
と

し
た

『宰
相
中
将
源
朝
臣
国
信
卿
家
歌
合
』
と
、
「後
朝
恋
」
の
歌
題
の
追
究
を

目
指
し
、
後
代
の
題
詠
の
範
と
な
っ
た

『堀
河
百
首
』
の
和
歌
を
通
し
て
、
本
稿

で
は
平
安
後
期
に
お
け
る
後
朝
の
心
を
詠
ん
だ
歌
の
詠
ま
れ
方
を
た
ど
り
見
て

き
た
。
そ
の
中
に
は
、
『後
拾
遺
集
』
時
代
ま
で
の
後
朝
歌
に
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
歌
語
が
多
く
見
ら
れ
、
そ
の
表
現
技
巧
も
凝
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

後
朝
恋
に
新
し
い
題
材
を
持
ち
込
も
う
と
し
た
彼
等
の
精
神
は
、
同
時
代
、
そ

し
て
後
世
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

後
の
後
朝
の
題
詠
、
そ
し
て
他
の
文
学
作
品
で
の
後
朝
歌
の
諸
相
が
気
に
な
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
て
別
稿
を
期
し
た
い
。

注
（
１
）

藤
岡
忠
美
「
「後
朝
歌
」
孜
」
（『古
代
中
世
和
歌
文
学
の
研
究
』
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
三
）

坂
田
敬
子

「招
婿
婚
の
衰
退
と
後
朝
の
歌
の
題
詠
化
」
（「国
文
目
白
」

第
八
号
、　
一
九
八
四
）

橋
本
不
美
男

「歌
合
変
移
の

一
モ
メ
ン
ト
ー
康
和
期
国
信
卿
家
歌
合

と
俊
頼
と
基
俊
と
―
」
（「書
陵
部
紀
要
」
第
三
号
、　
一
九
五
三
）、
池

田
富
蔵

「
藤
原
基
俊
に
お
け
る
初
期
歌
論
の
特
質
―
宰
相
中
将
源
朝

臣
国
信
家
歌
合
を
視
座
と
し
て
―
」
（「
日
本
文
学
研
究
」
第

一
六
号
、

一
九
八
〇
）
等
を
参
照
し
た
。

峯
岸
義
秋
校
註

『新
訂
歌
合
集
』
（朝
日
新
聞
社
、　
一
九
六
九
）

（
２

）

（
３

）

（
４

）

*
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（
５
）

（
６
）

（
７

）

（４
）
に
同
じ
。

（１
）
に
同
じ
。

滝
澤
貞
夫

『歌
合

・
定
数
歌
全
釈
叢
書
　
堀
河
院
百
首
全
釈
』
（風
間

書
房
、
二
〇
〇
四
）

「今
日
の
暮
」
は
二
例
、
「今
」
は

一
例
見
ら
れ
る
。

な
お

『源
氏
物
語
』
と

『夜
の
寝
覚
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

「『源

氏
物
語
』
に
お
け
る
後
朝
の
別
れ
の
歌
」
（「学
芸
古
典
文
学
」
第
五
号
、

二
〇

〓

下
三
）
、
「『夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
後
朝
歌
」
（「学
芸
古
典
文
学
」

第
六
号
、
二
〇

〓
千
三
）
で
考
察
し
た
の
で
、
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

（
８

）

（
９
）
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安
岡
章
太
郎

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の
現
在
的
意
義

―
―
自
己
実
現
言
説
対
象
化
の
試
み
―
―

は
じ
め
に

二
〇

一
三
年

一
月
二
十
六
日
に
死
去
し
た
安
岡
章
太
郎
の
短
編
小
説

「サ
ー
カ

ス
の
馬
」
は
、
二
〇

一
四
年
現
在
で
も
文
部
科
学
省
が
中
学
校
用
教
科
書
目
録
に

挙
げ
て
い
る
五
種
類
の
国
語
科
教
科
書
の
う
ち
の

一
つ
で
あ
る

「中
学
校
国
語

２
」
（学
校
図
書
株
式
会
社
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
約
半
世
紀
に
わ
た

っ
て
中

等
教
育
の
現
場
に
生
き
残

っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
「
サ
ー
カ
ス
の
馬
」
は

比
較
的
息
の
長
い
小
説
教
材
の

一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
そ
の
研
究
史
や
授
業
実
践
の
多
く
に
は
、
一
つ
の
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

こ
の

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
を

「僕
」
の
自
己
発
見
小
説
と
し
て
解
釈
す
る
点
に
他

な
ら
な
い
。
山
田
勝
太
郎
の

「馬
の
活
躍
こ
そ
、
「僕
」
の
そ
う
し
た
ひ
そ
か
な

自
負
心
が
外
に
取
り
出
さ
れ
て
形
象
化
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
「だ
か
ら
、
「僕
」

は
馬
の
活
躍
に
拍
手
を
惜
し
ま
な
か

っ
た
の
だ
」
と
い
う
分
析
や
加
留
部
謹

一

の

「
一
生
懸
命
手
を
た
た
い
て
い
る
」
「僕
」
は

「
「本
来
の
自
分
」
に
気
づ
い
た
、

つ
ま
り
、
何
も
の
に
も
制
せ
ら
れ
な
い

「自
己
」
の
発
見
が
で
き
た
の
で
は
な
い

か
」
と
い
う
指
摘
、
あ
る
い
は
竹
内
常

一
の

「
馬
本
来
の
、
長
年
鍛
え
抜
い
た

国
語
科

藤

崎

央

嗣

曲
芸
を
た
し
か
め
き
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
、
情
熱
的
に
拍
手
し
て
い
る
自
分
、

―
―
新
し
く
誕
生
し
た
自
己
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
分
析
や
杉
哲
の

「も
の
ご
と
に
熱
中
し
う
る
情
熱
を
も

っ
た
新
た
な
自
己
の
発
見
が
浮
き
彫
り
に

さ
れ
る
」
と
い
う
指
摘
、
増
田
正
子
の

「最
後
の

「僕
は
我
に
か
え
っ
て

一
生
懸

命
手
を
た
た
い
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
い
た
。」
と
は
、
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の

「同
化
」
か
ら

「異
化
」
経
験
に
よ
り
、
自
己
を

「相
対
化
」
す
る
視
点
の
獲
得

を
明
ら
か
に
示
す
」
と
い
う
分
析
な
ど
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
さ
ら
に
安
藤
修
平

は

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
を
読
ん
だ
生
徒
が

「僕
」
を

「明
る
い
、
気
力
あ
ふ
れ

る
少
年
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
感
想
を
書
く
こ
と
は

一
向
さ
し
つ
か
え
な
い
」
し
、

「そ
れ
は
む
し
ろ
精
神
の
健
全
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
佐
藤
洋

一

は

「「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
は
、
空
想
的
で
夢
見
が
ち
な
少
年
が
サ
ー
カ
ス
の
馬
と

出
会
い
、
自
分
の
可
能
性
に
気
づ
く
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

「自
己
発
見
」
の
物
語

と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
し
、
実
際
そ
う
し
た
構
成
で
描
か
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指

摘
し
た
上
で
生
徒
が

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
を
「劣
等
生
が
自
分
に
目
覚
め
立
ち
直
っ

て
い
く
成
長
物
語
と

「道
徳
的
教
訓
的
」
に
読
む
傾
向
」
に
は

「小
説
の
中
に
自

己
の
生
き
方
や
感
動
を
性
急
に
読
も
う
と
す
る
中
学
生
の
発
達
段
階
や
向
上
心
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を
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
る
な
ど
、
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の
な
か
の
自
己

発
見
と
い
う
要
素
を
そ
の
読
者
で
あ
り
学
習
者
で
も
あ
る
現
実
の
中
学
生
徒
に

当
て
は
め
た
考
察
を
展
開
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
を
自
己
発
見
小
説
と
し
て
解
釈
す
る

一
連

の
研
究
群
に
対
し
て
徹
底
的
な
批
判
を
加
え
て
い
る
の
が
千
田
洋
幸
で
あ
ろ
う
。

千
田
は

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の

「僕
」
は

「
「馬
本
来
の
勇
ま
し
い
活
発
な
動
作
」

な
ど
と
人
間
中
心
の
見
方
を
勝
手
に
押
し
つ
け
、
「思
い
違
い
」
に
気
づ
い
た
気

分
に
な
り
、
勝
手
に
興
奮
と
歓
喜
を
か
き
立
て
て
い
る
だ
け
」
で
あ
り
、
「サ
ー

カ
ス
の
馬
」
に
自
己
発
見
の
要
素
を
見
出
す
こ
と
は

「既
成
の
文
学
主
義
的
文
学

教
育
の
枠
組
に
た
や
す
く
回
収
さ
れ
る
結
果
を
ま
ね
い
て
し
ま
う
」
と
指
摘
す

る
。し

か
し

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
が
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
か
ら
は
既
に
約
半
世
紀

の
歳
月
が
流
れ
て
お
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
中
学
生
徒
を
取
り
巻
く
歴
史
的

・

社
会
的

。
文
化
的
状
況
は
大
き
く
変
容
し
て
い
る
。
そ
し
て
二
十

一
世
紀
に
入
っ

て
か
ら
十
年
以
上
も
経
た
現
在
の
教
育
現
場
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
の
は
、
む

ろ
ん

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の

「僕
」
は
自
己
発
見
を
し
て
い
る
の
か
否
か
と
い
っ

た
単
純
な
二
項
対
立
的
議
論
で
は
な
い
し
、
こ
れ
ま
で
散
々
繰
り
返
さ
れ
て
き
た

文
学
教
育
の
制
度
批
判
を
焼
き
増
す
こ
と
で
も
な
い
。
論
を
先
取
り
す
る
な
ら

ば
、
二
〇

一
四
年
現
在
も
中
等
教
育
で
扱
わ
れ
つ
づ
け
て
い
る

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」

と
い
う
小
説
教
材
を
考
え
る
上
で
要
請
さ
れ
る
の
は
、
非
日
常
的
な
催
し
を
通
じ

て
自
ら
を
提
え
る
と
い
う
、
先
に
示
し
た
先
行
研
究
群
が
前
提
化
し
て
い
る
こ
と

が
二
〇
〇
〇
年
代
を
生
き
る
中
学
生
徒
の
自
己
形
成
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
自
覚
で
あ
り
、
批
判
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
と
い
う
小
説
教
材
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
非
日
常
的

な
催
し
を
通
じ
た
自
己
形
成
と
い
う
点
に
着
目
す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は

二
〇
〇
〇
年
以
降
の
日
本
で
顕
在
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
極
め
て
現
在
的
な
問

題
と
関
連
す
る
要
素
を
は
ら
ん
で
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
教
材
化
さ
れ
て
か

ら
約
半
世
紀
を
経
る
も
の
の
、
時
代
を
越
境
し
て
、
こ
の
現
在
的
な
問
題
を
考
え

る
上
で
の
好
個
の
例
と
し
て
、
あ
る
い
は
処
方
箋
と
な
り
う
る
可
能
性
を
有
し
て

い
る
の
が
、
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
と
い
う
小
説
教
材
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
に
お
け
る

「僕
」
の
あ
り
方
を
確
認
し
た
上
で
、

二
〇
〇
〇
年
以
降
の
日
本
で
顕
在
化
し
て
き
た
祝
祭
的
日
常
と
い
う
社
会
状
況

を
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
。
そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
を
生
き
る
中
学
生
徒
の
自
己
を

め
ぐ
る
言
説
圏
を
検
証
し
、
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
問
題
と
解
決
に
向
け
た
試
み

を

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
と
い
う
小
説
教
材
を
手
が
か
り
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
と

す
る
。

１
　
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の
な
か
の
祝
祭

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
は

「僕
」
に
よ
る
回
想
形
式
を
採
る
小
説
で
あ
り
、
そ
こ

で
語
ら
れ
る
場
面
は
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　
一
つ
は
冒
頭
か
ら
続

く
、
主
に
中
学
校
を
舞
台
と
し
て

「僕
」
が
学
校
生
活
を
送
っ
て
い
る
場
面
で
あ

り
、
も
う

一
つ
は
後
半
部
の
サ
ー
カ
ス
小
屋
に

「僕
」
が
入
っ
て
行
っ
た
後
の
場

面
だ
。

こ
の
二
つ
の
場
面
に
関
し
て
は
、
「僕
」
が
日
常
的
に
学
校
生
活
を
送
っ
て
い

る
中
学
校
と
、
「春
と
秋
」
の

「靖
国
神
社
の
お
祭
り
」
が
催
さ
れ
た
時
に
設
営

さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
非
日
常
的
な
空
間
で
あ
る
サ
ー
カ
ス
小
屋
が
対
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
日
常
―
―
非
日
常
と
い
う
二
項
対
立
の
構
造
を
指
摘
す
る
見
解
が

提
出
さ
れ
て
い
る
。
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そ
し
て
サ
ー
カ
ス
小
屋
と
い
う
非
日
常
的
な
空
間
で
展
開
さ
れ
る
馬
の
曲
芸

は
、
「僕
」
を
大
き
く
刺
激
す
る
役
割
を
果
た
す
。
は
じ
め
こ
そ
馬
に
対
し
て

（ま

あ
い
い
や
、
ど
う
だ

つ
て
。）
と
い
う
、
自
分
が
日
常
的
に
抱
い
て
い
る
鬱
屈
感

を
投
影
し
て
い
た

「僕
」
で
あ

っ
た
が
、
「馬
本
来
の
勇
ま
し
い
活
発
な
動
作
」

や

「巧
み
な
曲
芸
」
を
見
る
に
つ
け
、
「僕
の
気
持
ち
は
明
る
く
な
」
り
、
「
一
生

懸
命
手
を
た
た
」
く
ほ
ど
の
高
揚
感
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の

「僕
」
が
馬
の
曲
芸
に
刺
激
を
受
け
て
い
る
描
写
こ
そ
が
先
行
研
究
群
に

み
ら
れ
る
自
己
発
見
解
釈
を
呼
び
込
む
主
要
因
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ

で
着
目
し
た
い
の
は

「僕
」
は
馬
の
曲
芸
内
容
を
十
分
に
理
解
で
き
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず

「
一
生
懸
命
手
を
た
た
」
い
て
し
ま
う
よ
う
な
高
揚
感
を
獲
得
し

て
お
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
高
揚
感
が
サ
ー
カ
ス
と
い
う
非
日
常
的
な
要
素
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
だ
。

い
っ
た
い
こ
れ
は
な
ん
と
し
た
こ
と
だ
ろ
う
ｃ
あ
ま
り
の
こ
と
に
僕
は
し
ば

ら
く
あ

っ
け

に
と
ら
れ
て

い
た
て

け
れ
ど
も
、
思
い
違
い
が
は
っ
き
り
し
て

く
る
に
つ
れ
て
僕
の
気
持
ち
は
明
る
く
な

っ
た
。
（傍
線
引
用
者
）

傍
線
部
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
馬
の

「勇
ま
し
い
活
発
な
動
作
」
や

「巧
み

な
曲
芸
」
を
、
実
は

「僕
」
は
き
ち
ん
と
し
た
形
で
理
解
し
て
感
動
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
「
い
っ
た
い
こ
れ
は
な
ん
と
し
た
こ
と
だ
ろ
う
」
と
い
う
自
問
や

「あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
様
子
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ

「僕
」

は
目
の
前
で
展
開
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
十
分
に
理
解
で
き
ず
に
い
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず

「僕
」
は
馬
が

「見
世
物
」
で
は
な
か
っ
た
と

「思
い
違
い
が
は
っ

き
り
し
て
く
る
に
つ
れ
て
気
持
ち
が
明
る
く
な
」
り
、
「
一
生
懸
命
手
を
た
た
い

て
い
る
」
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
先
に
示
し
た
よ
う
に
千
田
洋
幸
が

「僕
」
は

「「馬
本
来

の
勇
ま
し
い
活
発
な
動
作
」
な
ど
と
人
間
中
心
の
見
方
を
勝
手
に
押
し
つ
け
、
「思

い
違
い
」
に
気
づ
い
た
気
分
に
な
り
、
勝
手
に
興
奮
と
歓
喜
を
か
き
立
て
て
い
る

だ
け
」
に
過
ぎ
ず
、
「そ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
の
は
、
「新
し
い
自
己
」
が

「発
見
」

さ
れ
た
と
い
う
幻
想
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
看
破
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ

で
重
要
な
の
は
む
し
ろ

「僕
」
に
自
己
発
見
と
い
う
幻
想
を
抱
か
せ
て
し
ま
う
力

学
が
サ
ー
カ
ス
小
屋
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
力
学
が
非
日
常
的
な

空
間
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
日
常
的
に
鬱

屈
感
を
抱
い
て
い
た

「僕
」
で
さ
え
も
、
非
日
常
的
な
サ
ー
カ
ス
小
屋
で
は
た
と

え
目
の
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
馬
の
曲
芸
が
十
分
に
理
解
で
き
て
い
な
く

て
も

「
一
生
懸
命
手
を
た
た
」
く
よ
う
な
高
揚
感
を
獲
得
す
る
と
い
う
、
人
間

の
内
面
に
強
力
な
影
響
を
与
え
る
あ
る
種
の
特
別
な
力
が
作
用
す
る
場
と
し
て

サ
ー
カ
ス
小
屋
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
こ
の
サ
ー
カ
ス
と
い
う
特
別
な
時
空
間
で
の
み
現
出
す
る
催
し
は
、
お

祭
り
と
い
う
、
も
う

一
つ
外
側
を
覆
う
や
は
り
特
別
な
時
空
間
に
よ
っ
て
入
れ

子
型
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。
日
常
生
活
に
鬱
屈
し
、
（ま
あ
い
い
や
、
ど
う
だ
つ

て
。）
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
た

「僕
」
で
あ
る
が
、
サ
ー
カ
ス
小
屋
と

い
う
非
日
常
的
か
つ
祝
祭
的
な
空
間
は
、
「僕
」
が
そ
れ
ま
で
抱
い
て
い
た
鬱
屈

感
を
霧
散
さ
せ
、
「僕
」
に

「
一
生
懸
命
手
を
た
た
」
か
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
サ
ー

カ
ス
小
屋
と
い
う
非
日
常
的
で
祝
祭
的
な
空
間
に
は

「僕
」
の
鬱
屈
感
を
高
揚
感

に
転
換
さ
せ
う
る
強
力
な
力
学
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
祝

祭
空
間
が
人
間
に
も
た
ら
す
問
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
と
な
る
。

-13-



２
　
「
カ
ー

ニ
ヴ

ァ
ル
」
と
し
て
の
サ
ー
カ
ス

日
常
的
に
鬱
屈
感
を
抱
い
て
い
た

「僕
」
は
非
日
常
的
な
祝
祭
空
間
で
あ
る

サ
ー
カ
ス
小
屋
で
そ
の
鬱
屈
感
を
霧
散
さ
せ
、
「
一
生
懸
命
手
を
た
た
」
く
ほ
ど

の
高
揚
感
を
獲
得
す
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
「僕
」
の
内
面
が
祝
祭
を
軸
と
し
て
鬱

屈
感
と
高
揚
感
と
い
う
両
極
に
位
置
す
る
感
情
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
状
況
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
祝
祭
を
軸
に
し
た
感
情

の
振
幅
の
あ
り
様
は
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
日
本
に
お
け
る

「日
常
の
祝
祭
化
」

と
い
う
問
題
と
も
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の

「
日
常

の
祝
祭
化
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
社
会
学
者
で
あ

る
鈴
木
謙
介

の

「
カ
ー

ニ
ヴ

ァ
ル
化
す
る
社
会
」
（
講
談
社
現
代
新
書
、

二
〇
〇
五
上

○
）
に
詳
し
い
。
鈴
木
の
定
義
す
る
祝
祭
＝

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」

と
は

「季
節
と
と
も
に
訪
れ
る
、
伝
統
的
な
祝
祭
の
こ
と
で
は
な
」
く
、
「
二

一

世
紀
に
入
っ
て
以
降
の
我
が
国
で
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
欧
米
で
は
二
〇
世
紀
の
終

わ
り
頃
か
ら
顕
在
化
し
始
め
た
、
日
常
生
活
の
中
に
突
如
と
し
て
訪
れ
る
、
歴
史

も
本
質
的
な
理
由
も
欠
い
た
、
あ
る
種
、
度
を
過
ぎ
た
祝
祭
」
の
こ
と
で
あ
り
、

鈴
木
は
具
体
的
事
例
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
の
イ
ラ
ク
人
質
バ
ツ
シ
ン
グ
や
拉

致
被
害
者
バ
ツ
シ
ン
グ
、
さ
ら
に
は
日
韓
共
催
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
な
ど

を
挙
げ
る
。

こ
の

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
の
内
容
が
形
骸
化
し
て
い
て
も

構
わ
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
ｃ
「
こ
う
し
た
祭
り
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
盛
り

上
が
る
こ
と
の
で
き
る
材
料

（ネ
タ
）
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
ネ

タ
さ
え
あ
れ
ば
、
政
治
的
立
場
な
ど
の

「内
容
」
は
ど
う
で
も
い
い
の
で
あ
る
」

と
鈴
木
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
催
し
に
盛
り
上
が
り
を
も
た
ら
し
て
い
る

も
の
は
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
奮
い
立
た
せ
て
催
し
の
中
に
自
己
を

没
入
さ
せ
、
そ
こ
に
自
己
満
足
的
に
感
動
を
見
出
し
て
い
く
と
い
う

「自
己
目
的

化
す
る
感
動
」
が

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
同
書
は
指

摘
す
る
。

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

「
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
が
二
〇
〇
〇
年
代
の
日
本
で
散

見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
要
因
と
し
て
鈴
木
は
同
書
の
中

で
渋
谷
望
の

「魂
の
労
働
」
（青
土
社
、
二
〇
〇
三
・
一
一
）
を
参
照
し
な
が
ら

二
〇
〇
〇
年
代
の
若
者
の
心
理
状
態
が

「
い
つ
か
本
当
に
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ

け
る
ん
だ
！
」
と
い
う

「
ハ
イ

。
テ
ン
シ
ョ
ン
な
自
己
啓
発
」
と

「や
り
た
い
こ

と
な
ん
て
見
つ
か
ら
な
い
ん
だ
」
と
い
う

「宿
命
論
」
に
分
断
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な

「躁
状
態
と
鬱
状
態
へ
の
分
断
」
に
さ
ら
さ
れ
た
心
理

状
態
を

「躁
鬱
状
態
と
し
て
の
自
己
モ
デ
ル
」
と
呼
ぶ
。

し
か
し
こ
の
モ
デ
ル
が
二
〇
〇
〇
年
代
の
若
者
に
浸
透
し
、
ま
た
現
実
化
し
て

い
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
以
前
の
社
会
環
境
と
は
異

な
る
社
会
環
境
が
二
〇
〇
〇
年
代
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
鈴
木
は
こ
の
点
に
関
し
て

「監
視
社
会
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
個
人
情

報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ヘ
の
蓄
積
」
を
挙
げ
、
「デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ヘ
の
問
い
合
わ
せ

に
よ
っ
て
、
自
身
が
欲
望
す
る
も
の
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
的
に
提
出
し
て
も
ら
い
、

そ
の
結
果
に
対
し
て
人
間
的
な
理
由
を
見
い
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を

「
ハ

イ
テ
ン
シ
ョ
ン
な
自
己
啓
発
」
の
材
料
に
す
る
と
い
う
往
復
運
動
」
こ
そ
が
先
の

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
を
生
み
出
す
仕
組
み
で
あ
る
と
述
べ
る
。

欲
望
す
る
も
の
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
的
に
提
出
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
人
間
の
側
か
ら
し
て
み
れ
ば
そ
こ
で
の
欲
望
は
む
ろ
ん
偶
然
的
な

要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
盛
り
上
が
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り
を
感
じ
て
人
間
的
な
理
由
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

ま
さ
し
く
ハ
イ

。
テ
ン
シ
ョ
ン
を
意
図
的
に
維
持
し
な
が
ら
自
己
を
啓
発
し
て

「自
己
目
的
化
す
る
感
動
」
を
捻
出
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

さ
て
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
日
本
の
若
者
の
あ
い
だ
に
顕
在
化
し
は
じ
め
た
と

い
う
こ
の
躁
鬱
モ
デ
ル
に
基
づ
く

「
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
を
、
い
さ
さ
か
大
胆
な

が
ら
も
約
半
世
紀
前
か
ら
中
学
校
用
教
材
と
し
て
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
と
い
う
小
説
教
材
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
た
場
合
、
果
た

し
て
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の

「僕
」
に
躁
鬱
モ
デ
ル
を
見
出
す
な
ら
ば
、
躁
状
態
と

は
馬
の
曲
芸
を
見
て

「
一
生
懸
命
手
を
た
た
い
て
い
る
」
「僕
」
で
あ
ろ
う
し
、

鬱
状
態
は
日
常
的
に

（ま
あ
い
い
や
、
ど
う
だ
っ
て
。
）
と
い
う
鬱
屈
し
た
感
情

を
抱
い
て
い
る

「僕
」
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「歴
史
も
本
質
的
な
理

由
も
欠
い
た
」
「カ
ー
ニ
ヴ
ア
ル
」
は
、
む
ろ
ん

「靖
国
神
社
の
お
祭
り
」
や
サ
ー

カ
ス
に
相
当
す
る
。

靖
国
神
社
の
見
せ
物
小
屋
の
周
り
を
ぶ
ら
つ
く
こ
と
に
し
て
も
そ
う

だ
っ
た
。
も
う
、
そ
の
こ
ろ
の
僕
ら
の
年
ご
ろ
で
は
、
い
ん
ち
き
に
決
ま
っ

て
い
る
ろ
く
ろ
首
の
お
化
け
や
、
拳
闘
対
柔
道
の
大
試
合
な
ん
か
に
た
い
し

た
興
味
は
な
い
。
お
祭
り
で
学
校
が
休
み
に
な
れ
ば
、
気
の
き
い
た
連
中
は

日
比
谷
か
新
宿

ヘ
レ
ビ
ュ
ー
か
映
画
を
見
に
行
っ
て
し
ま
う
。
僕
だ

っ
て
、

ど
う
せ
遊
ぶ
の
な
ら
そ
っ
ち
の
方
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
る
と
思
う
の
だ
。

け
れ
ど
も
側
洲
一瑚
一「
一剣
倒̈
劇
劇
到̈
「̈
一倒
一Ы
洲
「測
一日
日̈
一例
因̈
一別
一日
一劉
一「
引
ｄ
測
副̈
一刊
一バ
測

日
測
馴
劇
釧
倒
洲
引
矧
劇
コ
劇
Ⅶ
刻
。

だ
か
ら
そ
の
日
、
僕
が
サ
ー
カ
ス
の
小
屋

へ
入

っ
て
い
っ
た
の
も
別
段

何
硼
劃
調
劇
捌
烈
釧
Ｊ
月
。
（傍
線
引
用
者
）

「靖
国
神
社
の
お
祭
り
」
そ
の
も
の
は

「春
と
秋
」
に
毎
年
開
催
さ
れ
る
定
期

的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は

「伝
統
的
な
祝
祭
」
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「僕
」
に
と
っ
て
の
お
祭
り
や
サ
ー
カ
ス
は
、
「歴
史
も
本

質
的
な
理
由
も
欠
い
た
」
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
傍
線
部
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
「僕
」
が
お
祭
り
に
や
っ
て
来
た
こ
と
や
サ
ー
カ
ス
小
屋
に
入
っ
て
い
っ
た

こ
と
に
は
、
必
然
的
な
理
由
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
先
述
し

た
よ
う
に

「僕
」
は
そ
こ
で
偶
然
目
に
し
た
馬
の
曲
芸
に
対
し
て

「
い
っ
た
い

こ
れ
は
な
ん
と
し
た
こ
と
だ
ろ
う
」、
「あ
ま
り
の
こ
と
に
ぼ
く
は
し
ば
ら
く
あ
っ

け
に
と
ら
れ
て
い
た
」
と
、
理
解
不
十
分
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず

「
一
生
懸
命
手

を
た
た
い
て
い
」
る
。
そ
の
意
味
で

「歴
史
も
本
質
的
な
理
由
も
欠
い
た
」
「瞬

発
的
な
盛
り
上
が
り
」
で
あ
る

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
と
い
う
概
念
は
、
「僕
」
が

偶
然
目
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
馬
の
曲
芸
＝
サ
ー
カ
ス
に

「勝
手
に
興
奮
と
歓
喜

を
か
き
立
て
て
」、
「新
し
い
自
己
」
が

「発
見
」
さ
れ
た
と
い
う
幻
想
」
（千
田
）

を
抱
い
て
い
く
過
程
と
重
な
り
合
う
こ
と
と
な
る
。
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の

「僕
」

と
二
〇
〇
〇
年
代
の
若
者
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
環
境
に
は
、
特
に
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
環
境
に
お
い
て
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
偶
然
的
な
要
素

を
自
己
啓
発
の
手
段
と
し
て
用
い
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「サ
ー
カ
ス
の

馬
」
の

「僕
」
は
、
「カ
ー
ニ
ヴ
ア
ル
」
の
自
己
啓
発
モ
デ
ル
に
大
き
く
接
近
す
る
。

冒
頭
で
挙
げ
た
先
行
研
究
群
は
二
〇
〇
〇
年
代
の
社
会
状
況
を
視
野
に
入
れ

た
場
合
、
こ
の
よ
う
な

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
を
軸
に
し
た

「僕
」
の
躁
鬱
状
態
を

無
条
件
に
前
提
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
見
直
さ
れ
、
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
を
自
己
発
見
小
説
と
す
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
自
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己
発
見
小
説
で
は
な
い
と
す
る
に
せ
よ
、
「僕
」
の
心
情
の
起
伏
が
偶
然
的
な
要

素
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
状
況
を
前
提
と
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は

「僕
」

が
置
か
れ
て
い
る
こ
の

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
的
躁
鬱
状
態
を
無
批
判
に
温
存
す
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
と

い
う
小
説
教
材
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
深
化
し
て
い
っ
た
個
人
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

環
境
の
整
備
や

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
と
い
う
社
会
学
か
ら
提
出
さ
れ
た
研
究
を
得

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
意
味
性
を
付
与
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
本
稿
の
目
的
は
、
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の

「僕
」
に
二
〇
〇
〇
年
代
の

若
者
に
み
ら
れ
る

「躁
鬱
状
態
と
し
て
の
自
己
モ
デ
ル
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と

だ
け
で
は
な
い
。
よ
り
重
要
な
の
は
こ
の
小
説
教
材
を
と
り
ま
く
も
の
、
す
な
わ

ち
こ
の
躁
状
態
と
鬱
状
態
を
横
断
す
る

「僕
」
と
い
う
作
中
人
物
が
登
場
す
る
小

説
教
材
を
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
教
室
で
読
ん
で
い
る
中
学
生
徒
自
身
が
、
学
校
内

外
に
お
い
て
当
の
躁
鬱
往
還
の
自
己
モ
デ
ル
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う

現
況
を
批
判
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

３
　
学
校
内
の
自
己
実
現
言
説

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
は
二
〇

一
四
年
現
在
、
学
校
図
書
株
式
会
社

「中
学
校
国

語
２
」
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
中
学
二
年
生
で
あ
る
十
三
歳

（あ

る
い
は
十
四
歳
）
の
生
徒
が
主
な
学
習
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
小
説
教
材
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
十
三
歳
の
生
徒
が
学
ぶ
場
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
学
校
内
で
実
施

さ
れ
る
授
業
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
学
校
内
外
を
問
わ
ず
さ
ま
ざ
ま
な

人
間
と
関
わ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
活
動
に
従
事
し
、
ま
た
諸
言
説
に
さ
ら
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
人
間
性
や
価
値
観
、
思
考
は
相
対
的
な
も
の
と
し
て
鍛
え

ら
れ
、
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
ｃ

そ
の
よ
う
に
し
て
十
三
歳
の
生
徒
は
学
校
内
と
学
校
外
を
た
え
ず
横
断
し
つ

づ
け
な
が
ら
学
び
を
実
践
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
、
で
き
る
だ
け
多
様
な

人
間
や
活
動
や
言
説
に
触
れ
た
方
が
相
対
的
な
学
び
の
収
穫
が
大
き
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
と
二
〇
〇
〇
年
代
を
生
き
る
中
学
生
徒
の
学

校
内
と
学
校
外
に
関
し
て
言
え
ば
、
特
に
自
己
形
成
を
め
ぐ
る
言
説
に
お
い
て
、

絶
対
的
で
同
型
の
主
言
説
の
存
在
が
み
て
と
れ
る
。

学
校
内
に
お
け
る
自
己
形
成
言
説
を
み
て
い
く
上
で
、
文
部
科
学
省
の
学
習

指
導
要
領
を
挙
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
中
学
校
で
は
二
〇

一
二
年
四
月

か
ら
現
行
学
習
指
導
要
領
が
全
面
実
施
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
要
領
で
は

「生

き
る
力
」
と
い
う
言
葉
が
前
指
導
要
領
に
引
き
続
き
根
幹
理
念
と
し
て
大
き
く
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。

平
成
８
年
７
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申

（「
２１
世
紀
を
展
望
し
た
我
が

国
の
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
）
は
、
変
化
の
激
し
い
社
会
を
担
う
子
ど

も
た
ち
に
必
要
な
力
は
、
基
礎

・
基
本
を
確
実
に
身
に
付
け
、
い
か
に
社
会

は
変
化
し
よ
う
と
、
自
ら
課
題
を
見
つ
け
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
、
主
体
的

に
判
断
し
、
行
動
し
、
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
、
自
ら
を

律
し
つ
つ
、
他
人
と
と
も
に
強
調
し
、
他
人
を
思
い
や
る
心
や
感
動
す
る
心

な
ど
の
豊
か
な
人
間
性
、
た
く
ま
し
く
生
き
る
た
め
の
健
康
や
体
力
な
ど
の

「生
き
る
力
」
で
あ
る
と
提
言
し
た
。
今
回
の
改
訂
に
お
い
て
は
、
生
き
る

力
と
い
う
理
念
は
、
知
識
基
盤
社
会
の
時
代
に
お
い
て
ま
す
ま
す
重
要
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
継
承
し
、
生
き
る
力
を
支
え
る
確
か
な
学

力
、
豊
か
な
心
、
健
や
か
な
体
の
調
和
の
と
れ
た
育
成
を
重
視
し
て
い
鶴
”
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こ
の
よ
う
に

「生
き
る
力
」
は

一
九
九
六
年
以
降
継
続
し
て
最
重
要
視
さ
れ
て

い
る
わ
け
だ
が
、
幾
度
も
登
場
す
る

「自
ら
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
的
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
「生
き
る
力
」
を
定
義
化
す
る
上
で
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て

い
る
の
は
自
己
判
断
に
よ
る
自
己
実
現
の
必
要
性
で
あ
ろ
う
。
「
い
か
に
社
会
は

変
化
し
よ
う
と
」
そ
こ
で
物
事
を
判
断
し
選
択
す
る
の
は
あ
く
ま
で
自
己
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な

「変
化
の
激
し
い
社
会
」
の
中
で

「主
体
的
に
判
断
」
し
て
自

己
を
実
現
で
き
る
者
こ
そ
が

「生
き
る
力
」
を
備
え
た
者
で
あ
る
と
同
解
説
は
教

え
る
。

と
は
い
え
、
選
挙
権
も
獲
得
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
保
護
者
の
庇
護
の
も
と
で
通

学
し
て
い
る
中
学
生
徒
と
い
う
状
況
を
考
え
た
場
合
、
自
己
実
現
の
方
法
は
ど
う

し
て
も
限
ら
れ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
中
学
生
徒
に

「生
き
る
力
」
を
身
に
つ
け

さ
せ
る
た
め
に
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
教
育
活
動
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
だ
ろ
う
か
。

教
育
課
程
部
会
の
審
議
を
参
照
す
る
と
、
「生
き
る
力
」
と
は

「将
来
の
職
業

や
生
活
を
見
通
し
て
、
社
会
に
お
い
て
自
立
的
に
生
き
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て

い
る
力
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は

「思
考
力
・判
断
力
・

表
現
力
等
」
を
育
み
、
「国
語
を
は
じ
め
と
し
た
言
語
の
能
力
の
重
視
や
体
験
活

動
の
充
実
」
を
図
り
な
が
ら

「他
者
、
社
会
、
自
然

・
環
境
」
と

「共
に
生
き
る

自
分

へ
の
自
信
」
を
も
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に

二
〇

一
二
年
地
点
か
ら
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
活

発
な
実
践
が
な
さ
れ
、
な
お
か
つ
大
き
な

「成
果
」
を
挙
げ
て
い
る
の
が
、
中
学

生
徒
に

「将
来
の
職
業
や
生
活
」
を
見
通
さ
せ
る
教
育
、
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
リ
ア
教

育
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
文
部
科
学
省

の
政
策
文
書
に
登
場
し
た
の
は

一
九
九
九
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、

「生
き
る
力
」
と
し
て
の
自
己
判
断
に
よ
る
自
己
実
現
を
中
学
生
徒
に
促
し
て
い

く
た
め
の
、　
一
つ
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

一
連
の
流
れ
を
先
の
解
説
に
な
ぞ
ら
え
る
な

ら
ば
、
二
〇
〇
〇
年
を
境
と
し
て
、
中
学
生
徒
た
ち
は
将
来
の
職
業
や
生
活
を
い

か
に
社
会
が
変
化
し
よ
う
と
も
自
ら
で
見
つ
け
、
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
、
よ
り

よ
い
職
業
や
生
活
を
主
体
的
に
判
断
し
て
選
択
す
る
資
質
や
能
力
を
身
に
つ
け

る
と
い
う
、
自
己
判
断
に
よ
る
自
己
実
現
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
じ
て
学
校
内
で

要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
内
容
の
多
く
は
適
性
検
査
に

よ
る
自
己
分
析
や
職
場
体
験
な
ど
の
勤
労
体
験
に
よ
っ
て
職
業
を
通
じ
た
自
己

実
現
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
自
己
判
断

に
よ
る
自
己
実
現
を
め
ざ
す

「生
き
る
力
」
と
極
め
て
相
性
の
良
い
教
育
実
践
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
日
本
の
中
学
生
徒
た

ち
が
、
職
業
を
通
じ
た
自
己
実
現
運
動
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
っ

た
。さ

て
、
こ
の
よ
う
な
自
己
実
現
と
い
う
文
脈
を
ふ
ま
え
た
場
合
、
「サ
ー
カ
ス

の
馬
」
と
い
う
国
語
科
小
説
教
材
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の

「正
解
」

は
、
日
常
的
に
鬱
屈
感
を
抱
い
て
い
た

「僕
」
が
サ
ー
カ
ス
で
曲
芸
を
披
露
す
る

馬
に
感
動
を
覚
え
、
そ
れ
ま
で
の
鬱
屈
感
を
抱
え
込
ん
だ
自
分
と
は
異
な
る
高
揚

感
に
包
ま
れ
た
自
分
を
発
見
し
て
い
く
と
い
う
自
己
発
見
解
釈
で
あ
ろ
う
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
冒
頭
で
示
し
た
よ
う
に
千
田
洋
幸
が
文
学
主
義
的
文
学
教
育
と

し
て
批
判
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の

「正
解
」
と
し
て
の
自
己
発
見
解
釈
に
対

す
る
批
判
は
、
文
学
主
義
の
延
命
と
い
う
、
国
語
教
育
の

一
制
度
問
題
で
済
ま
せ

て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。　
一
九
九
九
年
を
端
緒
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
に
浸
透
し
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て
い
っ
た
自
己
実
現
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
視
野

に
入
れ
た
と
き
、
こ
の
自
己
発
見
解
釈
は
、
文
学
主
義
と
い
う
枠
組
み
を
こ
え
て

中
学
生
徒
の
自
己
形
成
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
言
う
自

己
形
成
と
は
、
文
学
教
育
が
長
年
に
わ
た
っ
て
共
犯
関
係
を
結
ん
で
き
た
道
徳
教

育
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
倫
理
感
な
ど
の
抽
象
的
な
観
念
だ
け
を
指
す
の
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
二
十

一
世
紀
の
学
校
教
育
に
よ
っ
て

「生
き
る
力
」

と
し
て
後
押
し
さ
れ
て
い
る
も

っ
と
実
践
的
な
自
己
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
キ
ャ

リ
ア
教
育
に
顕
著
に
表
象
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
自
己
判
断
に
よ
る
自
己
実
現
の

こ
と
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
代
を
生
き
る
中
学
生
徒
に
浸
透
し
て
い
っ
た
自
己
判
断
に
よ
る

自
己
実
現
運
動
と
い
う
社
会
的
状
況
を
ふ
ま
え
た
と
き
、
先
行
研
究
群
の
自
己
発

見
解
釈
は
、
生
徒
た
ち
が
こ
の
運
動
に
無
抵
抗
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
助

長
す
る
こ
と
こ
そ
あ
れ
、
対
象
化
す
る
視
角
を
提
供
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な

い
。
こ
こ
に
、
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の
先
行
研
究
群
が
見
直
さ
れ
、
更
新
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
切
実
な
理
由
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

４
　
十
三
歳

の
言
説
圏

「生
き
る
力
」
の
提
唱
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
よ
っ
て
、
自
己
実
現
言
説

が
学
校
内
の
主
要
な
言
説
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
れ
ま
で
確
認
し

て
き
た
わ
け
だ
が
、
別
に
、
特
定
の
場
で
特
定
の
主
言
説
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

自
体
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
学
校
と
い
う
教
育
活
動
が

実
践
さ
れ
る
場
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の
言
説
内
容
は
拡
散
し
た
も
の
で
あ
る

よ
り
も
統

一
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
方
が
は
る
か
に
大
き
な

「教
育
効
果
」
が
の
ぞ

め
る
。
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
二
十

一
世
紀
の
学
校
内
で
自
己
実
現
言
説

が
君
臨
し
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
本
来
な
ら
ば
そ
れ
を

対
象
化
す
る
役
割
を
担

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
、
学
校
外
の
言
説
に

お
い
て
も
自
己
実
現
言
説
が
君
臨
し
て
い
る
と
い
う
、
言
わ
ば
学
校
内
と
学
校
外

か
ら
押
し
寄
せ
る
自
己
実
現
の
絶
対
化
と
で
も
言
う
べ
き
状
況
な
の
で
あ
る
。

現
代
日
本
の
十
三
歳
の
生
徒
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
学
校
外
言
説

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
村
上
龍

「
１３
歳
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
（幻
冬
合
、

二
〇
〇
三
二

二
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
村
上
龍
は
同
書
の

「は
じ
め
に
」

で
、
自
己
実
現
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

子
ど
も
が
、
好
き
な
学
問
や
ス
ポ
ー
ツ
や
技
術
や
職
業
な
ど
を
で
き
る
だ

け
早
い
時
期
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
子
ど
も
に
は
ア
ド
バ
ン
テ
ー

ジ

（有
利
性
）
が
生
ま
れ
ま
す
。

こ
の
本
に
あ
る
数
百
の
仕
事
か
ら
、
あ
な
た
の
好
奇
心
の
対
象
を
探
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の
好
奇
心
の
対
象
は
、
い
つ
か
具
体
的
な
仕
事

。

職
業
に
結
び
つ
き
、
そ
し
て
そ
れ
が
果
て
し
な
く
広
い
世
界

へ
の

「入
り
口
」

と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

村
上
龍
は
同
書
の

「
は
じ
め
に
」
で
学
校
や
教
師
や
大
人
に
対
す
る
自
身
の
不

信
体
験
を
語
り
、
「多
く
の
教
師
や
親
が
、
ど
う
生
き
れ
ば
い
い
の
か
を
知
ら
な

い
」
、
「勉
強
し
て
い
い
学
校
に
行
き
、
い
い
会
社
に
入
る
と
い
う
生
き
方
が
す
べ

て
だ

っ
た
の
で
、
そ
の
他
の
生
き
方
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
」
と
述
べ
、
学
校
や

教
師
や
大
人
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
十
三
歳
が
好
奇
心
に
重
き
を
お
い
た
職
業

選
択
を
す
る
こ
と
推
奨
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
引
用
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
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な
自
己
判
断
に
よ
る
自
己
実
現
を
同
書
の
根
幹
理
念
と
し
て
提
唱
し
て
い
る
と

い
う
点
で
、
文
部
科
学
省
の
提
唱
す
る

「生
き
る
力
」
と
矛
盾
し
な
い
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
帯
に
あ
る

「現
代
を
サ
バ
イ
バ
ル
す
る
た
め
の
仕
事
の
大
百
科
」
（傍

点
引
用
者
）
と
い
う
コ
ピ
ー
は
、
文
部
科
学
省
の

「生
き
る
力
」
（傍
点
引
用
者
）

と
共
鳴
し
、
学
校
内
で
十
三
歳
に
説
か
れ
て
い
る
自
己
判
断
に
よ
る
自
己
実
現
言

説
と
、
村
上
龍
の
意
図
し
な
い
と
こ
ろ
で
共
犯
関
係
を
取
り
結
ぶ
結
果
を
招
い
て

し
ま
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
村
上
龍
は
、
自
分
に
向
い
て
い
る
仕
事
は

「「探
し
て
見
つ
け
る
」
も

の
で
は
な
く

「出
会
う
」
も
の
」
で
あ
り
、
「
「出
会
う
」
た
め
に
は
、
「ど
こ
か

に
自
分
が
好
き
な
こ
と
が
き
っ
と
あ
る
は
ず
だ
」
「将
来
的
に
、
自
分
に
向
い
て

い
る
仕
事
が
き
っ
と
あ
る
は
ず
だ
」
と
心
の
ど
こ
か
で
強
く
思
う
必
要
が
あ
り
ま

す
」
と
も
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
徹
底
的
に
自
己
を
追
求
す
る
姿
勢

こ
そ
が
、
先
章
で
み
た

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
に
お
け
る

「
い
つ
か
や
り
た
い
こ
と

を
見
つ
け
る
ん
だ
―
」
と
い
う

「
ハ
イ
テ
ン
シ
ョ
ン
な
自
己
啓
発
」
を
誘
発
す
る

主
要
因
に
他
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
を
生
き
る
十
二
歳
の
生
徒
を
学
校
内
外
で
取
り
巻
く

言
説
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
る
。
学
校
内
で
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
表
象
さ
れ
る
か

た
ち
で
自
己
判
断
に
よ
る
自
己
実
現
言
説
が
生
産
さ
れ
、
学
校
外
で
は
村
上
龍
の

「十
三
歳
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
に
代
表
さ
れ
る

一
連
の
職
業
判
断
を
通
じ
た
自
己

実
現
言
説
が
流
通
す
る
。
こ
の
よ
う
に
十
三
歳
の
中
学
生
徒
た
ち
は
学
校
内
に

お
い
て
も
、
ま
た
学
校
外
に
お
い
て
も
、
自
己
判
断
に
よ
る
自
己
実
現
と
い
う
、

同
型
で
絶
対
的
な
言
説
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
で

二
〇
〇
〇
年
代
を
生
き
る
十
三
歳
の
中
学
生
徒
は
、
政
府
と
メ
デ
ィ
ア
が
共
犯
関

係
を
結
ん
で
展
開
す
る
自
己
判
断
に
よ
る
自
己
実
現
運
動
に
駆
り
立
て
ら
れ
て

き
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

村
上
龍
が
、
学
校
や
教
師
や
大
人
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
の
自
己
実
現
方
法
と

し
て
刊
行
し
た

「十
三
歳
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
多
く

の
十
三
歳
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
事
実
こ
そ
、
逆
説
的
に
も
文
部
科
学
省

の
提
唱
す
る
自
己
判
断
に
よ
る
自
己
実
現
と
い
う
啓
蒙
戦
略
が
十
三
歳
に
浸
透

し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
十
三
歳
の
言
説
圏
が
自
己
判
断
に
よ
る
自
己
実
現
と
い

う
絶
対
的
な
言
説
に
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
強
固
な
自
己
実
現
言
説
に
さ
ら
さ
れ
つ
づ
け
た
若
年
層
の
行
き

先
に
、
「デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ヘ
の
問
い
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
自
身
が
欲
望
す
る
も
の

を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
的
に
提
出
し
て
も
ら
い
、
そ
の
結
果
に
対
し
て
人
間
的
な
理
由

を
見
い
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を

「
ハ
イ
テ
ン
シ
ョ
ン
な
自
己
啓
発
」
の
材

料
に
す
る
と
い
う
往
復
運
動
」
に
よ
っ
て
発
生
す
る

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
が
あ
る
。

こ
こ
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
機
能
す
る
の
は
む
ろ
ん
、
適
性
検
査
や
体
験
先
の

職
場
、
そ
し
て

「十
三
歳
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
に
代
表
さ
れ
る

一
連
の
職
業
発
見

促
進
メ
デ
ィ
ア
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
が
二
〇
〇
〇
年
以
降

の
日
本
の
若
年
層
に
顕
在
化
し
た
理
由
は
む
し
ろ
明
白
で
、
そ
れ
は
自
己
目
的
化

す
る
感
動
を
大
量
生
産
で
き
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
環
境
を
学
校
内
教
育
と
学
校
外

言
説
が
共
犯
関
係
を
結
び
な
が
ら
整
備
し
、
な
お
か
つ
自
己
判
断
に
よ
る
自
己
実

現
言
説
を
、
職
業
発
見
と
い
う
具
体
的
施
策
を
用
い
な
が
ら
絶
対
化
し
て
き
た

「成
果
」
な
の
だ
。

５
　
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の
現
在
的
意
義

二
〇
〇
〇
年
代
を
生
き
る
十
三
歳
の
日
本
の
中
学
生
徒
た
ち
が
学
校
内
外
に

お
い
て
自
己
実
現
言
説
に
包
囲
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
自
己
目
的
化
さ
れ
た
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感
動
を
源
泉
と
す
る

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
と
い
う
現
象
を
生
み
出
す
根
源
的
な
要

因
と
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
を
生
き
る
若
年

層
に
こ
の
よ
う
な
現
象
が
散
見
さ
れ
、
ま
た
彼
ら
／
彼
女
ら
の
心
理
状
態
が
躁
状

態
と
鬱
状
態
の
非
建
設
的
な
往
還
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
こ
で

処
方
箋
と
し
て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
己
実
現
言
説
を
対
象
化

し
う
る
可
能
性
を
有
し
た
視
角
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
の
、
文
字
通

り
好
個
の
教
材
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
安
岡
章
太
郎
の

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」

な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う

一
度

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の

「僕
」
の
心
情
の
推
移
を
確
認
し
て

み
よ
う
。
日
常
的
に

（ま
あ
い
い
や
、
ど
う
だ
っ
て
。
）
と
い
う
鬱
屈
感
を
抱
い

て
い
た

「僕
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

「僕
」
は
や
が
て
偶
然
足
を
踏
み
入
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
サ
ー
カ
ス
小
屋
で
馬
の
曲
芸
を
見
る
に
つ
け
て

「
一
生
懸
命
手
を
た

た
」
き
、
自
己
発
見
と
い
う
幻
想
を
つ
く
り
出
し
て
そ
れ
ま
で
の

「僕
」
に
は
な

か
っ
た
高
揚
感
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
の
鬱
屈
感
と
高
揚
感
の
あ
り
よ
う
こ
そ
が

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
に
お
け

る
鬱
屈
感
と
高
揚
感
の
し
く
み
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ

る
。
「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
の
し
く
み
に
な
ら
う
の
な
ら
ば
、
こ
の
後
の

「僕
」
の

心
情
が
再
び
鬱
屈
感
に
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
鬱
状
態
と
躁
状
態
の
往
還
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
高
揚
感
を
獲
得
し
た
後
の

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の

「僕
」
の
心
情
は
、

鬱
屈
感
と
は
異
な
る
地
点
に
着
地
す
る
。

息
を
つ
め
て
見
守
っ
て
い
た
馬
が
、
今
火
の
輪
く
ぐ
り
を
や
り
終
わ
っ
て
、

や
ぐ
ら
の
よ
う
に
組
み
上
げ
た
二
人
の
少
女
を
背
中
に
乗
せ
て
悠
々
と
駆

け
回

っ
て
い
る
の
を
見

る
と
、
側
翻
測
倒
綱
測
っ‐
剌
コ
川
調
圏
¶
調
冽
倒
釧
側
日
「

酬
ｄ
目
州
ｄ
気
洲

つ‐
洲
潤

。

（傍
線
引
用
者
）

高
揚
感
を
獲
得
し
た
後
、
「僕
」
は

「我
に
返
っ
て

一
生
懸
命
手
を
た
た
い
て

い
る
自
分
に
気
が
つ
い
た
」
と
、
冷
静
な
視
角
か
ら
高
揚
感
を
抱
い
て
い
る
自
己

を
対
象
化
す
る
。
そ
こ
で
の

「僕
」
は
馬
の
曲
芸
を
見
て

「
一
生
懸
命
手
を
た
た
」

く
ほ
ど
の
気
持
ち
の
高
揚
を
獲
得
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

自
己
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「我
に
返

っ
て
」
と
、

そ
れ
ま
で
の

「
一
生
懸
命
手
を
た
た
い
て
い
る
」
状
態
が
忘
我
の
状
態
の
産
物
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
決
定
的
に
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
常
的
に
鬱
屈
感
を
抱
い
て
い
た

「僕
」
は
馬
の
曲
芸
に
よ
っ
て

「カ
ー
ニ

ヴ
ァ
ル
」
的
な
高
揚
感
を
獲
得
す
る
も
、
そ
の
後
、
再
び
鬱
屈
感
に
戻
る
こ
と
は

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

「
一
生
懸
命
手
を
た
た
い
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
い
た
」

と
、自
己
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
高
揚
感
に
対
す
る
自
覚
、
あ
る
い
は
批
判
の
萌
芽
が
見

受
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
鬱
状
態
と
躁
状
態
の
往
還
か
ら
逸
脱
す
る
可

能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
に
よ
る

一
時
的

な
高
揚
感
に
支
配
さ
れ
る
で
も
な
く
、
ま
た
、
再
び
鬱
屈
感
に
戻
る
で
も
な
い
、

む
し
ろ
両
者
を
経
験
し
た
上
で
そ
の
ど
ち
ら
に
も
所
属
せ
ず
に
、
高
揚
感
を
抱
い

た
自
己
を
冷
静
に
対
象
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
極
め
て
中
庸
的
な
態
度
が

「僕
」

の
た
ど
り
つ
い
た
心
情
な
の
で
あ
る
。

先
行
研
究
群
が

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の
解
釈
を
試
み
る
上
で
専
ら
焦
点
化
し
て

き
た
の
は
、
「僕
」
が
高
揚
感
を
獲
得
し
た
場
面
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の
限
り

に
お
い
て
は
、
「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
と
い
う
二
〇
〇
〇
年
以
降
顕
在
化
し
た
現
象
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の
前
提
化
を
助
長
す
る
こ
と
こ
そ
あ
れ
、
鬱
状
態
と
躁
状
態
の
往
還
か
ら
逸
脱
す

る
可
能
性
を
示
す
こ
と
に
は
到
底
繋
が
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」

を
即
座
に
社
会
か
ら
消
失
さ
せ
ら
れ
る
特
効
薬
な
ど
は
存
在
し
え
な
い
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
二
〇
〇
〇
年
代
を
生
き
る
若
年
層
が
自
己
目
的
化
す
る
感

動
か
ら
解
放
さ
れ
、
鬱
状
態
と
躁
状
態
の
終
わ
り
な
き
非
建
設
的
な
往
還
か
ら
脱

す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
自
己
が
高
揚
感
を
抱
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
感
動
体
験

を
対
象
化
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
し
か
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の
解
釈
力
点
は

「僕
」
が
高

揚
感
を
獲
得
し
た
箇
所
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
、
「僕
」
が
自
己
を
対
象
化
し
て

い
る
箇
所
へ
と
必
然
的
に
移
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「僕
」
が
最
終
的
に

獲
得
し
え
た
こ
の
自
己
を
対
象
化
す
る
と
い
う
視
角
こ
そ
、
自
己
目
的
化
す
る
感

動
を
源
泉
と
す
る

「カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
を
対
象
化
し
う
る
可
能
性
を
内
包
し
た
視

角
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
教
材
化
さ
れ
て
か
ら
約
半
世
紀
を
経

る

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
と
い
う
小
説
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
新
た
な
教
材

的
意
義
を
付
与
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
東
京
書
籍
株
式
会
社
附
設
教
科
書
図
書
館

「東
書
文
庫
」
蔵
書
を
検
索

参
照
す
る
と
、
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
は

一
九
六
五
年
筑
摩
書
房
発
行

「国

語
２
」
か
ら
二
〇

一
二
年
学
校
図
書
株
式
会
社
発
行

「中
学
校
国
語
２
」

ま
で
、
計
六
社
の
教
科
書
に
延
べ
二
〇
回
に
わ
た
っ
て
収
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

，
諄
や

ヽ
ヽ
要

姜

姜

・８

∽
，

〇
‐
σ
」
●
パ
〇
」．０
ヽ
∽
①
”
８

，
ヽ
∽
①
”
『
〇

，
も

す
０
や
「
①
Ｏ
Ｃ
の
∽
［
Ｚ
Ｃ
８

＝

”
０
一仁
『”
〓
Ｑ
＝
”
【の
Ｏ
Ｌ
①
∽
””
『”
”
の

，
Ｚ
Ｃ
ヨ
ーー
”
言
Φ
ヨ
∽
①
”
『〇
〓
〇
も
●
〇
”
＝
【
”
口
Ｌ
①
＝

”
”
の
一〇
『Ｚ
”
】づ
①
Ｎ
＝
”
〔”
σ
一①
Ｚ
”
【づ
①
＝
ヽ
国
ω
ゞ
∞
Ｎ
Ｓ
”
Ｏ
Ｓ
”
ω
ぷ
∞
ω
ゞ
”
０
ヽ
日
ω
（ぷ
∞

Ｎ
Ｓ
＞
”
ゞ
”
ω
ゞ
∞
Ｎ
Ｓ
い
０
さ
口
ω
ぷ
∞
Ｈ
ぷ
＞
国
ヽ
国
０
ま
＞
Ｏ
Ｓ
＞
０
”
”
ｏ
けｏ
『Ｚ
”
【Ｊ
①
ド
＝
”

Ｏ
Ｃ
σ
Ｆ
∽

，
①
『Ｚ
”
Ｂ
①
＝
”
Ｏ
Ｃ
σ
く
の
”
【
『
『０
８
＝
”
Ｏ
Ｃ
σ
く
の
”
【
０
０
①
５
Ｚ
Ｏ
一の
＝
”
０
０
①
”

Ｚ
Ｏ
一ｏ
＝
”
∽
〇
〓
＝
〇
”
∽
〇
〓
日
て
も
の
＝
〇
”
〇
ヨ
ａ
∽
①
”
『０

，
＝
ヽ
日
ω
ゞ
∞
〇
ゞ
∞
〇
ヽ
国
０
さ
＞

卜
Ｓ
０
０
Ｓ
日
ヽ
ま
”
卜
ヽ
＞
Ｎ
Ｓ
”
ω
ぷ
∞
〇
ぷ
∞
〇
（二
０
）
一
四
∵
一
一田園
普
）^

（
２
）
山
田
勝
太
郎

「安
岡
章
太
郎

「
サ
ー
カ
ス
の
馬
」
―
―
被
害
者
意
識
の

表
裏
―

‐」
（「
日
本
文
学
」

一
九
六
七
・三
）
。
な
お
、
山
田
は
同
論
の

な
か
で
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
怠
け
た
り
何
も
し
な
い

で
い
る

「僕
」
の
不
遜
な
態
度
を
自
負
心
と
定
義
し
て
い
る
。

（３
）
加
留
部
謹

一
「
『サ
ー
カ
ス
の
馬
』
を
読
む
―
―

「団
長
の
親
方
」
の
意

味
を
求
め
て
―
―
」
（「国
語
国
文
学
会
誌
」

一
九
七
七
上

二
）
。

（
４
）
竹
内
常

一
「『サ
ー
カ
ス
の
馬
』
を
ど
う
読
む
か
―

教
師
の
読
み
と
市

民
の
読
み
」
（「国
語
教
材
を
読
む
１
」
風
信
社
、　
一
九
七
九
二

二
）
。

（５
）
杉
哲

「
「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
に
よ
る

一
つ
の
試
み
」
（「教
育
科
学
国
語
教
育
」

一
九
八

Ｔ
三
）
。

（
６
）
増
田
正
子

「
「読
み
」
の
形
成
過
程
と
物
語
構
造
―

教
材

「サ
ー
カ

ス
の
馬
」
と

「蝿
」
の
比
較
読
み
を
通
し
て
―

」
（「
国
語
と
教
育
」

一
九
九
四
・三
）
。

（
７
）
安
藤
修
平

「着
眼
点
と
学
習
者
の
読
み
と
―
―

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
を

ど
う
読
ま
せ
る
か
」
（「月
刊
国
語
教
育
」

一
九
八
五
。
一
一
）
。

（８
）
佐
藤
洋

一
「「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の
批
評
性
―
―
清
川
先
生

・
空
想

（錯

誤
）
と
い
う

〈
方
法
〉
―
―
」
（「月
刊
国
語
教
育
」

一
九
九
四
。九
）
。

（
９
）
千
田
洋
幸

「文
学
教
材
論
の
前
提
―
―
三
つ
の

「サ
ー
カ
ス
」
に
触
れ

な
が
ら
―

―
」
（「月
刊
国
語
教
育
」
二
〇
〇
二
・五
、
「テ
ク
ス
ト
と
教
育
」

-21-



渓
水
社
、
二
〇
〇
九
・六
）
。

（
１０
）
「
サ
ー
カ
ス
の
馬
」
に
自
己
発
見
を
み
る

一
連
の
研
究
群
は
も
と
よ
り
、

千
田
の

「僕
」
は
馬
の
曲
芸
を
見
て

「勝
手
に
興
奮
と
歓
喜
を
か
き
立

て
て
い
る
だ
け
」
と
い
う
分
析
も
、
非
日
常
的
な
催
し
を
通
じ
て

「僕
」

が

「興
奮
と
歓
喜
を
か
き
立
て
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
化
し
て

し
ま

っ
て
い
る
。

（
Ｈ
）
こ
の
点
に
関
し
て
増
田
正
子
は

「
「学
校
」
と
い
う

「
日
常
」
か
ら

「サ
ー

カ
ス
」
と
い
う
「非
日
常
」
へ
の
空
間
的
移
動

（異
界
体
験
）
に
よ
っ
て
「無

気
力

・
消
極
的
」
な
も
の
か
ら
、
「意
欲
的

。
積
極
的
」
に
変
容
す
る
と

い
う
図
式
」
（前
掲
）
を
提
示
し
て
い
る
。

（
１２
）
こ
の

「
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
」
に
お
け
る

「自
己
目
的
化
す
る
感
動
」
に
は

む
ろ
ん

「自
分
探
し
」
の
系
譜

（速
水
健
朗

「自
分
探
し
が
止
ま
ら
な
い
」

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
新
書
、
二
〇
〇
八
・
二
）
や
新
自
由
主
義
の
台
頭
も
関
与

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
偶
然
的
な
要
素
を
自
己
啓
発
の
手
段
と

し
て
用
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
、
本
稿
は

「カ
ー
ニ
ヴ

ァ
ル
」

に
意
義
を
見
出
す
立
場
を
と

っ
て
い
る
。

（
１３
）
文
部
科
学
省

「中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　
総
則
編
」
（二
〇
〇
八
・七
）
。

，
諄
や

、
、
１

■

■

・ョ

①
Ｘ
一
・∞
〇
」
も
、
〇
〇
ョ

Ｏ
Ｏ
●
０
５
ヽ

”
‐
８

①
３
年
、
①
Ｏ
Ｌ
Ｏ
”
口
〇
コ
、
８

ぉ

『
〇

―

Ｏ
①
一”
Ｌ
‐ヽ
‐
いの∽『
〓
の∽ヽ
”
”
の
一Ｑ
『〓
の
ヽ
Ｎ
Ｏ
【
い
〇ヽ
いヽ
〇
い
ヽ
い
Ｎ
ω
卜
Ｏ
Ｐ
Ｎ
‐
〇
〇
ド
Ｏ
Ｑ
「

（二
〇

一
四
。二
閲
覧
）

（
１４
）
中
央
教
育
審
議
会
　
初
等
中
等
教
育
分
科
会
　
教
育
課
程
部
会

「教
育

課
程
部
会
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
審
議
の
ま
と
め
」
（二
〇
〇
七
。
一
一
）
。

，
鮮
や
、
、〓
〓
要
・ョ
①
Ｘ
”
∞
〇
」
つ
、
σ
ｌ
ョ
わ
”
に
、
∽
コ
ョ
咀
、
の
す
Ｌ
バ
ヽ
〇
、の

，
Ｃ
バ
て
Ｏ
ω
、

∽』曼
ｏ
、ｏ
Ｎ
〓
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
、ｏ
ｏ
【
も
。
「
（二
〇

一
四
・三
閲
覧
）

（
１５
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
展
開
や
浸
透
に
関
し
て
は
、
児
美
川
孝

一
郎

「権
利

と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
（明
石
書
店
、
二
〇
〇
七
・
四
）
を
参
照
。

た
だ
し
、
児
美
川
は

「今
日
で
は
日
本
中
の
中
学
生
の
９
割
以
上
が
、

在
学
中
に
職
場
体
験
を
経
験
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
同

書
が
引
い
て
い
る
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー

「平

成
１７
年
度
職
場
体
験

。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ツ
プ
実
施
状
況
等
調
査
」
で
は

国
立
中
学
校
の
実
施
率

卜
０
・Ｎ
％
や
私
立
中
学
校
の
実
施
率

〓
二
％
が
記

載
さ
れ
て
い
な
い
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

，
一け０
、̈、メ
ミ
５
ミ
・コ
【①
『・∞
〇
」
０
、∽，
一Ｑ
Ｏ
、
〇
〇
”
［の
いす
０
、
７
∽，
いつ
、す
ぃ
、
Ｔ
∽コ
】．０
・Ｏ
α
ぃ

（二
〇

一
四
。二
閲
覧
）

（
１６
）
同
書
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
Ｚ
一ユ
８
Ｑ
ｏ
　
∪
∽
ソ
フ
ト

「
１３
歳
の
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
∪
∽
」
（∪
恒
巨

≦
ｏ
『冴
口
う
け
詳
”ロ
ヨ
８

，

二
〇
〇
八
・五
）、

「新
１３
歳
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
（幻
冬
舎
、
二
〇

一
〇
。三
）、
「
１３
歳
の
進
路
」

（幻
冬
合
、
二
〇

一
〇
・三
）
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

「
１３
歳
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」

（オ
　
”
∽”〓
、
二
〇

一
二
上

～
三
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
二
〇

一
四

年

二
月
現
在
も

「
１３
歳
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
公
式
サ
イ
ト
」
（〓
づ
、、

ヨ
重
要
』
ω
す
〓
８
８

コヽ
ｏ
ヨ
の
３ヽ
Ｑ
①ｘ
・〓
ヨ
じ

が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
１７
）
「新
１３
歳
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
（前
掲
）
の
帯

（
二
〇

〓
千
三
、
第
二

一

刷
）
。
ま
た
、
「
１３
歳
の
進
路
」
（前
掲
）
の

「は
じ
め
に
」
で
も
村
上
龍

は

「社
会
の
中
で
生
き
の
び
る
、
つ
ま
リ
サ
バ
イ
バ
ル
し
て
い
く
の
は

簡
単
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
対
応
策
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
対
応
策
の
可
能
性
を
探
る
た
め
に
、
こ
の

『
１３
歳
の
進
路
』
は
作

ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
１８
）
「好
き
な
こ
と
を
仕
事
と
し
て
考
え
る
と
い
う
作
家
村
上
龍
氏
の
メ
ッ
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セ
ー
ジ
が
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
書
籍

「
１３
歳
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
。　
一

昨
年
の
Ｈ
月
の
初
版
か
ら
約
２
年
が
経
ち
、
そ
の
間
に
全
国
８
０
０
０

校
以
上
の
小

・
中

・
高
等
学
校
で
教
材
や
参
考
図
書
と
し
て
採
用
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
発
行
部
数
は
留
ま
る
こ
と
な
く
、
つ
い
に
１
１
３
万

部
を
越
え
ま
し
た
。
（
２
０
０
５
年
Ｈ
月
現
在
）
」
（
「
１３
歳
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
公
式
サ
イ
ト
」
〓
Ｃ
、̈、〓
〓
〓
』
ω
コ
〓
８
８
、∽０
８
二
、∽０
８
巨
ｏ
Ｎ
ｌ
ｏ
ｒ

Ｆ
ユ

二
〇

一
四
。
二
閲
覧
）
。

（
１９
）
「新
１３
歳
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
（前
掲
）
。

（
２０
）
例
え
ば
坂
東
員
理
子
監
修

「将
来
の
夢
探
し
―
職
業
ガ
イ
ド
２
３
４
種
」

（集
英
社
、
二
〇
〇

一
。九
）
な
ど
。

（
２１
）

こ
の
点
に
関
し
て
増
田
正
子
は

「最
後
の

「僕
は
我
に
か
え

っ
て

一
生

懸
命
手
を
た
た
い
て
い
る
自
分
に
気
が

つ
い
た
。
」
と
は
、
「
サ
ー
カ
ス

の
馬
」
の

「同
化
」
か
ら

「異
化
」
経
験
に
よ
り
、
自
己
を

「相
対
化
」

す
る
視
点
の
獲
得
を
明
ら
か
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る

の
だ
が
、
増
田
は
結
局

「僕
」
の

「相
対
化
」
す
る
視
点
の
獲
得
を

「自

分
の
新
た
な
可
能
性
の
発
見
」
と
位
置
づ
け
て
し
ま
っ
て
お
り
、
自
己

発
見
解
釈
を
支
持
す
る
先
行
研
究
群
の
域
を
出
て
い
な
い
。
当
然
、
「僕
」

の
自
己
発
見
幻
想
そ
の
も
の
を
対
象
化
す
る
立
場
を
と
る
本
稿
と
は
論

の
方
向
を
異
に
し
て
い
る
。

※

「サ
ー
カ
ス
の
馬
」
の
本
文
引
用
は
す
べ
て
学
校
図
書
株
式
会
社

「中
学
校
国

語
２
」
（二
〇

一
二
年
）
に
拠
っ
た
。
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太
宰
治

「失
敗
園
」
論

先
年
度
、
太
宰
治

「失
敗
園
」
（
『東
西
』

一
九
四
〇
年
九
月
）
を
題
材
と
し

た
朗
読
授
業
の
提
案
を
本
誌
に
お
い
て
行
っ
た
が
、
作
品
そ
の
も
の
に
関
し
て
書

き
及
ば
な
か
っ
た
点
が
多
く
あ
り
、
こ
こ
で
わ
ず
か
な
が
ら
補
う
こ
と
と
す
る
。

※

二
〇

一
一
年
三
月
十

一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
以
降
、
少
な
く
な
い
語

り
手
た
ち
が
、
自
ら
の
青
春
時
代
に
別
れ
を
告
げ
、
こ
れ
を
け
じ
め
と
し
て
物
語

の
立
て
直
し
を
図
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ゼ
ロ
年
代
か
ら
の
大
き
な
区
切
り

と
も
な
っ
た

〈
三
。
一
一
〉
は
、
「現
実
」
の
見
え
方
を
少
し
だ
け
変
え
て
く
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
収
束
の
気
配
さ
え
見
え
な
い
ま
ま
報
道
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く

シ
リ
ア
問
題
、
あ
る
い
は
年
明
け
以
降

「も
し
や
」
と
い
う
不
安
を
か
き
た
て
続

け
る
ク
リ
ミ
ア
を
め
ぐ
る
欧
米
と
ロ
シ
ア
の
対
立
を
見
て
い
る
と
、
数
百
年
単
位

で
は
人
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

国
内
に
お
い
て
も
、
原
発
や
近
隣
諸
国
と
の
歴
史
認
識
問
題
な
ど
で
は
、
時
代

の
変
化
を
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
上
に
思
っ
た
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
い
う
実
感

が
強
い
。
震
災
を
契
機
と
し
た
変
化
は
、
転
換
へ
の
期
待
の
裏
返
し
に
過
ぎ
ず
、

そ
う
し
た
期
待
と
の
ズ
レ
が

〈
三
・
一
一
〉
と
い
う
言
葉
か
ら
同
時
代
的
な
新
鮮

さ
を
急
速
に
奪

っ
て
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

と
は
い
え
、
現
下
に
お
い
て
は
、
世
界
史
的
な
転
換
点
を
迎
え
て
お
り
国
家
や

権
力
な
ど
こ
れ
ま
で
見
え
に
く
か
っ
た
問
題
が
見
え
や
す
く
な
っ
た
こ
と
は
確

か
だ
。
ク
リ
ミ
ア
情
勢
や
原
発
、
歴
史
認
識
問
題
な
ど
の
報
道
は

「現
実
」
を

ど
の
よ
う
に
見
て
、
ど
の
よ
う
に
語
る
の
か
と
い
う
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、

ま
た

「リ
ア
リ
テ
ィ
」
に
関
す
る
恰
好
の
教
材
と
な
る
だ
ろ
う
。

※

「失
敗
園
」
が
発
表
さ
れ
た

一
九
四
〇
年
頃
も
ま
た
、
「事
実
」
と
報
道
、
創

作
の
あ
り
方
が
大
き
く
問
わ
れ
た
時
期
で
あ
ろ
う
。
と
く
に

一
九
三

一
年
九
月

十
八
日
に
発
生
し
た
満
州
事
変
以
降
は
、
記
者
の
み
な
ら
ず
作
家
も
戦
地
に
直

接
赴
き
、
従
軍
作
家
と
し
て
戦
地
の
様
子
を
様
々
な
形
で
伝
え
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
た
め
文
壇
で
は
従
軍
作
家
、
徴
用
作
家
に
よ
る
実
体
験
あ
る
い
は
現
地
取
材

を
題
材
に
し
た
報
告
文
学
が
流
行
す
る
。
若
松
伸
哉
は

一
九
四
〇
年
前
後
の
文
壇

に
お
け
る
コ
ー
ド
を

「健
康
さ
」
と

「当
事
者
性
」
の
二
つ
に
み
て
い
る

（「再

生
の
季
節
―
太
宰
治

「富
嶽
百
景
」
と
表
現
主
体
の
再
生
」
『
日
本
近
代
文
学
』

小

林

雄

佑
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二
〇

一
一
年
五
月
）
。

前
者
は
作
者
の
人
間
性
を
問
う
も
の
で
、
「事
変
以
後
」
と
い
う
時
代
意
識
の

な
か
、
社
会
的
な
規
範
に
従

っ
た
健
全
な
精
神
性
を
備
え
た
人
間
が
求
め
ら
れ
た

動
き
に
よ
る
。

例
え
ば

一
九
三
九
年
四
月
、
伊
藤
整
は
『新
潮
』
掲
載
の
「文
藝
の
社
会
適
応
性
」

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
か
つ
て
文
学
者
は
、
「藝
術
の
た
め
に
は

家
庭
人
と
し
て
、
市
民
と
し
て
の
妥
当
さ
を
棄
て
て
顧
な
い
と
言
ふ
の
が
藝
術
家

の
誇
り
と
さ
れ
勇
気
と
さ
れ
て
き
た
」
。
し
か
し
そ
れ
は

「単
に
無
責
任
な
投
げ

や
り
と
い
ふ
非
難
を
被
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
と
い
う
。
「藝
術
の
た
め
に
は

妻
子
や
父
母
に
も
背
く
か
も
し
て
な
い
と
い
ふ
の
は
、
今
の
日
本
の
文
学
者
の
心

根
に
消
え
ず
に
残
つ
て
い
る
意
気
地
の
や
う
だ
」
、
「皆
そ
こ
に
藝
術
家
と
し
て
の

生
甲
斐
を
覚
え
て
ゐ
る
」
。
し
か
し

「社
会
の

一
般
道
徳
と
交
渉
し
て
い
る
文
藝

作
品
」
が

「
国
家
や
社
会
の
あ
る
政
治
的
な
目
的
に
協
力
を
求
め
ら
れ
る
と
き
」

に
負
う
て
い
る
役
割
は

「考
え
る
力
に
よ
る
批
判
」
し
か
な
い
と
い
う
。
だ
か
ら

こ
そ
そ
の
た
め
に
家
庭
を
犠
牲
に
す
る
の
は
無
責
任
で
あ
り
、
「人
間
的
な
反
省
」

が
文
学
者
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

事
変
以
降
、
文
学
者
は
実
生
活
の
重
み
を
味
わ
う
こ
と
に
な
り
、
「新
体
制
」

の
も
と
国
民
生
活
を
生
き
る
必
要
が
あ

っ
た
。
時
期
は
や
や
下
る
が
、
「文
士
も

隣
組
の
会
合
や
中
央
文
藝
会
の
会
合
な
ど
が
あ
れ
ば
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
防
空
演
習
が
あ
る
時
に
は
、
防
護
団
員
の

一
人
と
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
し
、
い
つ
ま
で
も
文
学
だ
け
の
象
牙
の
塔
に
開
ぢ
こ
も
り
、
書
斎

に
こ
も

つ
て
、
机
に
向

つ
て
ゐ
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
と
い
ふ
わ
け
に
は
」
い
か

な
く
な

っ
た
と
い
う
。
「文
士
だ

つ
て
」
「懐
ろ
手
を
し
て
、
煙
草
ば
か
り
吹
か

し
て
ゐ
て
す
ま
さ
れ
る
時
代
で
は
な
く
な
つ
た
」
の
だ

（無
記
名

「文
壇
余
禄
」

『新
潮
』

一
九
四

一
年
六
月
）
。
作
家
は

「今
日
の
時
代
に
於
い
て
、
如
何
に
し

て
創
作
す
る
か
と
い
ふ
問
題
の
以
前
に
、
如
何
に
国
民
と
し
て
生
活
す
る
か
と

い
ふ
事
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
」
く
な
っ
て
い
た

（
Ｋ

「公
論
」
『
三
田
文

学
』

一
九
四
〇
年

一
二
月
）
。
小
市
民
の
生
活
を
描
く
生
活
文
学
の
流
行
も
あ
わ

せ
、
健
全
性
が
求
め
ら
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
。

後
者
は
、
作
品
内
容
が
作
者
の
実
体
験
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の

「当

事
者
性
」
で
あ
る
。
代
表
的
な
作
品
は

一
九
三
八
年
に
発
表
さ
れ
た
火
野
葦
平
「麦

と
兵
隊
」
（『改
造
』
八
月
）
で
、
従
軍
し
た
兵
士
自
ら
の
作
品
と
し
て
、
高
い
事

実
性
が
評
価
さ
れ
た
。

こ
う
し
た

「健
全
性
」
と

「当
事
者
性
」
が
求
め
ら
れ
た

一
九
四
〇
年
前
後
の

文
壇
に
あ
っ
て
、
両
者
の
要
請
に
答
え
、
な
お
か
つ
独
自
の
地
位
に
あ
っ
た
の
が

志
賀
直
哉
で
あ
る
。

吉
村
正

一
郎
は
志
賀
直
哉
論

「作
品
の
余
白
に
―
志
賀
直
哉
氏
も
就
い
て
の
覚

書
―
」
（『文
体
』
一
九
二
八
年

一
一
月
）
に
お
い
て
、
志
賀
の
創
作
に
お
け
る

「事

実
」
の
扱
い
に
つ
い
て
述
べ
る
。
吉
村
に
よ
れ
ば
、
志
賀
は
作
品
の
題
材
に
関
し

て

「作
為
も
し
な
い
し
、
詩
化
す
る
こ
と
も
な
い
。
た
だ
見
た
ま
ま
感
じ
た
ま
ま

を
、
要
す
る
に
事
実
を
描
く
と
い
ふ
に
と
ど
ま
る
」
の
だ
と
い
う

（傍
点
マ
マ
）
。

ま
た
そ
の

「事
実
」
に
つ
い
て
は
、
「志
賀
さ
ん
の
作
品
に
於
て
、
《
事
実
》
が
如

何
に
扱
は
れ
て
ゐ
る
か
を
見
る
前
に
、
志
賀
さ
ん
の
作
家
的
視
力
の
精
確
さ
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
物
の
形
相
を
決
し
て
歪
め
る
こ
と
の
な
い
曇
り

な
き
レ
ン
ズ
で
あ
る
」
と
論
じ
る
。

『文
体
』
誌
上
に
お
い
て
、
吉
村
が
述
べ
る

「た
だ
見
た
ま
ま
感
じ
た
ま
ま
」

の

「事
実
を
描
く
」
志
賀
の

「作
家
的
視
力
」
と
同
じ
よ
う
な
言
説
で
し
ば
し
ば

語
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
産
原
英
了
は
同
年

一
二
月
号

「当
事
者
の
心
理
―
従
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軍
記
の
こ
と
な
ど
―
」
の
な
か
で

「大
体
、
ル
ポ
ル
タ
ア
ジ

ユ
と
云
ふ
も
の
は
、

極
度
に
己
れ
を
殺
し
て
、
見
た
ま
ま
を
、
感
じ
た
ま
ま
を
、
素
直
に
、
透
明
に
表

現
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
の
具
体
的
な
作
品
と
し
て
、

火
野
葦
平
の
「麦
と
兵
隊
」
（『改
造
』
一
九
二
八
年
八
月
）
及
び

「土
と
兵
隊
」
（『文

藝
春
秋
』

一
一
月
）
を
挙
げ
、
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

火
野
葦
平
の
戦
争
文
学
が
優
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、　
一
方
に
の
み
観
方
が
強
調

さ
れ
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
あ
る
が
儘
に
、
感
じ
た
が
儘
に
、
素
直
に
、

素
朴
に
表
現
し
た
点
に
あ
る
。
（中
略
）
専
ら
忠
実
に
自
己
の
感
じ
た
も
の
、

見
た
も
の
を
記
録
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
其
処
で
は
彼
の
文
章
は
透
明
な

硝
子
の
様
な
も
の
で
あ
り
、
彼
の
行
動
し
た
世
界
を
我
々
に
透
視
せ
し
め
る
の

で
あ
る
。
其
処
に
は
い
い
も
の
も
悪
い
も
の
も
、
苦
し
み
も
喜
び
も
、
美
し
い

も
の
も
汚
い
も
の
も
、
あ
る
が
儘
に
描
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
正

し
い
、
正
真
正
銘
の
も
の
で
あ
る
。

続
け
て
慮
原
は

「麦
と
兵
隊
」
と
と
も
に

「優
れ
た
記
録
文
学
」
で
あ
る
と
し

て
豊
田
正
子
の

『綴
方
教
室
』
（
一
九
二
七
年
八
月
、
中
央
公
論
社
）
を
挙
げ
る
。

そ
こ
で
も
や
は
り

「彼
女
は
率
直
に
、
素
朴
に
、
有
る
が
儘

の
自
分
の
生
活
を

描
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
す
で
に
見
た
よ
う
に

「麦

と
兵
隊
」
や

『綴
方
教
室
』
と
同
じ
よ
う
に
語
ら
れ
る
志
賀
直
哉
も
付
け
加
え
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

と
く
に
重
要
と
な
る
の
は

「事
実
を
描
く
」
こ
と
を
支
え
る
作
家
の

「透
明
な

眼
差
し
」
で
あ
る
。
直
原
は
対
象
と
な
る
事
実
を
歪
め
る
こ
と
の
な
い

「曇
り
な

き
レ
ン
ズ
」
と
い
わ
れ
る
志
賀
の

「作
家
的
視
力
」
と
同
じ
よ
う
に
、
火
野
や
豊

田
に
つ
い
て
も

「彼
等
が
た
だ
単
に
当
事
者
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
真
実
を
捉

へ

る
眼
を
、
真
実
を
描
く
手
腕
を
持
つ
て
ゐ
た
か
ら
こ
そ
、
あ
れ
だ
け
立
派
な
文
学

を
生
み
得
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
」
と
し
、
「真
実
を
捉

へ
る
眼
」
に
言
及
し
て

い
る
。
ま
た
、
古
谷
綱
武
は

「才
能
と
誠
実
」
（『文
体
』
昭
和

一
四
年

一
月
）
の

な
か
で
火
野
や
豊
田
は

「自
分
の
生
活
に
真
剣
に
ぶ
つ
か
つ
て
ゐ
る
と
同
時
に
、

そ
の
生
活
を

「見
る
眼
」
を
も
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
ど
ん
な
場
合
に
も

曇
ら
せ
て
ゐ
な
い
」
、
「実
生
活
の
迫
力
を
、
文
学
作
品
の
中
に
生
か
し
得
た
の
は

「見
る
眼
」
を
も
つ
て
ゐ
た
か
ら
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
「事
実
」
を
描
く
上
で
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
確
か
に
感
じ
さ
せ
な
が
ら
も
あ
た
か
も
中
立
で

あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
作
者
性
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
志
賀
直
哉
は

そ
の
条
件
を
よ
く
満
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

※

と
こ
ろ
で
、
「失
敗
園
」
は

「
た
う
も
ろ
こ
し
」
や

「
に
ん
じ
ん
」
、
「薔
薇
」

な
ど
植
物
た
ち
の
項
目
が
立
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「囁
き
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
自
分
勝
手
な
独
自
で
あ
る
。
「下
品
な
育
ち
」
の
ト
マ
ト
、

「高
邁
な
瞑
想
」
に
ふ
け
る

「ク
ル
ミ
の
苗
」
な
ど
、
登
場
す
る
植
物
は
ど
れ
も

個
性
的
で
、
そ
れ
ら
は
多
様
な
語
り
口
に
よ

っ
て
差
異
化
が
図
ら
れ
て
お
り
、
「速

記
」
と
い
う
表
現
形
式
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
植
物
に
よ
る
語
り
と
そ
の
速
記
と
い
う
形
式
は
、
わ
ざ
わ
ざ
冒
頭
に

お
け
る
語
り
の
末
尾
に
、
「必
ず
し
も
、
仏
人
ル
ナ
ア
ル
氏
の
真
似
で
も
無
い
の

だ
」
と
い
う
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ラ
ン

ス
の
小
説
家
ジ

ュ
ー
ル

・
ル
ナ
ー
ル

『博
物
誌
』
（
一
九
八
六
年
）
に
依
拠
し
て

い
る
。
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『博
物
誌
』
は
ル
ナ
ー
ル
に
よ
る
自
然
観
察
と
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
で
、
そ
の
対
象

は
植
物
、
昆
虫
、
動
物
な
ど
多
岐
に
亘
る
。
「失
敗
園
」
と
同
様
、
対
象
ご
と
に

項
目
が
分
け
ら
れ
、
そ
の
生
き
物
の
あ
り
方
が
端
的
な
描
写
に
よ
っ
て
生
き
生
き

と
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

薔
薇
―
ま
あ
、
な
ん
て
ひ
ど
い
風

添
へ
木
―
わ
し
が
附
い
て
ゐ
る
。

な
ど
は
良
い
例
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
は
岸
田
国
士
が
精
力
的
に
ル
ナ
ー
ル
を
紹
介

し
た
が
、
と
り
わ
け

一
九
二
九
年
に
自
水
社
か
ら
発
行
さ
れ
た

『博
物
誌
』
は
、

訳
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
挿
絵
や
装
丁
が
濡
洒
で
作
品
の
風
を
よ
く
伝
え
る
。

こ
の
ル
ナ
ー
ル
と
志
賀
直
哉
の
両
者
を
理
想
の
小
説
家
と
し
て
挙
げ
た
の
は

芥
川
龍
之
介
で
あ
る
。
芥
川
は

一
九
二
七

（昭
和
三
）
年
四
月
よ
り
雑
誌

『改
造
』

に

「文
藝
的
な
、
余
り
に
文
藝
的
な
」
を
発
表
す
る
。
谷
崎
潤

一
郎
と
の
間
で
惹

起
し
た

「小
説
の
筋
論
争
」
で
著
名
な
こ
の
文
章
は
、
芥
川
の
晩
年
の
文
学
観
を

示
す
重
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

同
論
に
お
い
て

「全
然

「話
」
の
な
い
所
に
は
如
何
な
る
小
説
も
成
り
立
た
な

い
」
と
す
る
芥
川
は
、
し
か
し

「或
小
説
の
価
値
を
定
め
る
も
の
は
決
し
て

「話
」

の
長
短
」
や

「奇
抜
」
さ
で
は
な
い
と
い
う
。
「
「話
」
の
な
い
小
説
」
を

「最
も

純
粋
な
小
説
」
と
し
て
小
説
の
あ
る
到
達
点
に
設
定
す
る
芥
川
は
、
ま
ず
絵
画
に

例
え
て
そ
れ
を
論
じ
る
。
「話
の
な
い
小
説
」
が
成
り
立
た
な
い
の
と
同
様
、
「デ

ツ
サ
ン
の
な
い
画
は
成
り
立
た
な
い
」
が
、
「デ
ツ
サ
ン
よ
り
も
色
彩
に
生
命
を

託
し
た
画
は
成
り
立
つ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
の

「事
実
を
証
明
す
る
」
絵
画

と
し
て
引
か
れ
て
い
る
の
が
、
「日
本
へ
渡
つ
て
来
た
何
枚
か
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
画
」

で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
芥
川
は

「僕
は
か
う
云
ふ
画
に
近
い
小
説
に
興
味
を
持
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
小
説
の
作
家
と
し
て
近
代
フ

ラ
ン
ス
の
「ジ
ユ
ウ
ル
・ル
ナ
ア
ル
」
の
名
を
挙
げ
る
。
ル
ナ
ア
ル
の
諸
作
に
ポ
ー

ル

・
セ
ザ
ン
ヌ
と
同
様
の
も
の
を
見
出
し
た
芥
川
は
、
「
で
は
か
う
云
ふ
小
説
は

紅
毛
人
以
外
に
は
書
か
な
か
つ
た
か
」
と
筆
を
転
じ
る
。
そ
こ
で

「僕
等
の
う
ち

で
も
最
も
純
粋
な
作
家
」
と
し
て
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
の
が
志
賀
直
哉
で
あ
る
。

色
彩
が

「デ
ツ
サ
ン
の
な
い
絵
」
を
成
り
立
た
せ
る
と
し
た
芥
川
は
、
志
賀
に
お

い
て
は

「東
洋
的
伝
統
の
上
に
立
つ
た
詩
的
精
神
」
こ
そ
が

「同
氏
の
作
品
に
独

特
の
色
彩
を
与
へ
」
て
い
る
と
述
べ
る
。

ま
た
、
『文
藝
的
な
、
余
り
に
文
藝
的
な
』
で
は

「セ
ザ
ン
ヌ
を
画
の
破
壊
者

と
す
れ
ば
、
ル
ナ
ア
ル
も
亦
小
説
の
破
壊
者
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
す
で
に
挙

げ
た
よ
う
に

「画
家
の
画
家
」
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
こ
こ
で
は

「画
の
破
壊
者
」
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
言
は

一
九
二
七

（昭
和
三
）
年
二
月
の

「芝
居
漫
談
」

（『演
劇
新
潮
』
）
で
も

「
セ
ザ
ン
ヌ
を
絵
画
の
破
壊
者
と
す
れ
ば
、
ル
ナ
ア
ル
も

小
説
の
破
壊
者
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
ほ
ぼ
同
じ
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の

「破
壊
者
」
と
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
前
時
代
の
遠
近
法
に
基
づ
く
リ
ア

リ
ズ
ム
を
中
心
と
す
る
流
れ
を

「切
断
」
す
る
上
で

「最
も
大
き
な
役
割
を
果
た

し
」
た
こ
と
を
指
す
だ
ろ
う

（
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ

エ

「新
し
い
レ
ア
リ
ズ
ム
」

植
村
鷹
千
代
訳

『
ア
ト
リ
エ
』

一
九
二
八
年

一
月
）
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
後
世

へ
の
影
響
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
九
二
七
年

一
〇
月
、
そ
れ
に
先
立
つ
七
月
に
命
を
絶
っ
た
芥
川
の
遺
稿
と
し

て
、
『改
造
』
に

「或
る
阿
果
の

一
生
」
が
発
表
さ
れ
る
。
そ
の

「三
十
四
　
色
彩
」

で

「三
十
歳
の
彼
」
は

「セ
ザ
ン
ヌ
の
風
景
」
を
見
る
。
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三
十
歳
の
彼
は
い
つ
の
間
に
か
或
空
き
地
を
愛
し
て
ゐ
た
。
そ
こ
に
は
唯
苔

の
生

へ
た
上
に
煉
瓦
や
瓦
の
欠
片
な
ど
が
幾
つ
も
散
ら
か
つ
て
ゐ
る
だ
け
だ

つ
た
。
が
、
そ
れ
は
彼
の
目
に
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
風
景
画
と
変
り
は
な
か
つ
た
。

彼
は
ふ
と
七
八
年
前
の
彼
の
情
熱
を
思
ひ
出
し
た
。
同
時
に
又
彼
の
七
八
年

前
に
は
色
彩
を
知
ら
な
か
つ
た
の
を
発
見
し
た
。

「三
十
歳
の
彼
」
は

「唯
苔
の
生

へ
た
」、
煉
瓦
の
欠
片
な
ど
が
散
乱
す
る
、
い

わ
ば
風
景
的
な
美
し
さ
の
な
い
場
所
に
立

っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
ん
な
光
景
も

「彼
」
の
目
に
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
描
く
色
彩
豊
か
な
風
景
画
と
同
じ
よ
う
に
映
っ
た
。

正
確
に
は
、
そ
う
と
し
か
映
り
よ
う
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

一
九
四
〇
年
九
月
、
三
上
秀
吉
は
、
現
代
の
小
説
作
品
に
は

「ル
ナ
ア
ル
の
模

倣
な
ど
は
実
に
多
い
」
と
述
べ
て
い
る

（『中
外
商
業
新
聞
』
九
月
二
十
九
日
）
。

遠
近
法
に
基
づ
く
リ
ア
リ
ズ
ム
が
人
々
の
思
考
を
拘
束
し
た
よ
う
に
、
強
固
な

リ
ア
リ
ズ
ム
は
以
後
の
人
々
を
強
く
縛
り
付
け
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
志
賀
、

ル
ナ
ア
ル
以
降
の
作
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
亜
種
亜
流
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。

正
宗
白
鳥
は
先
の
ル
ナ
ー
ル
の
日
記
に
お
け
る

「風
刺
の
強
烈
さ
は
無
用
で
あ

る
。
事
物
を
あ
る
が
ま
ま
に
示
す
だ
け
で
十
分
だ
。
事
物
は
そ
れ
自
身
と
し
て
、

十
分
に
滑
稽
で
あ
る
」
と
い
う

一
説
を
引
き
な
が
ら
、
「
日
本
の
文
人
が
そ
の
言

葉
に
し
た
が
つ
て
、
事
物
を
あ
る
が
ま
ゝ
に
書
い
た
つ
て
、自
然
主
義
時
代
の

「有

る
が
ま
ゝ
小
説
」
の
や
う
で
風
刺
も
滑
稽
も
そ
の
中
に
に
じ
み
出
る
気
遣
ひ
は
な

い
」
の
だ
と
述
べ
る

（「文
藝
時
評
」
『中
央
公
論
』

一
九
二
五
年
九
月
）
。
も
ち

ろ
ん
自
然
主
義
に
よ
る
作
品
が
文
字
通
り

「有
る
が
ま
ゝ
」
で
は
な
い
こ
と
は
す

で
に
明
ら
か
だ
。

し
か
し
事
変
以
後
、
「見
た
ま
ま
」
を

「透
明
に
表
現
」
す
る
報
国
文
学
が
氾

濫
す
る
時
代
状
況
の
中
で
、
「あ
る
が
ま
ま
に
示
す
」
ル
ナ
ー
ル
の
手
法
を
模
す

こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
同
時
代
的
な
要
件
を
満
た
し
て
い
る
。
が
、
同
時

に
諸
作
品
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
可
能
性
を
大
き
く
持
っ
て
い
た
。

と
は
い
え
芥
川
龍
之
介
が
そ
の
晩
年

「文
藝
的
な
、
余
り
に
文
藝
的
な
」
に
お

い
て

「小
説
の
破
壊
者
」、
「小
説
家
の
小
説
家
」
と
し
て
名
を
挙
げ
る
、
透
明
で

あ
り
な
が
ら
も
作
品
全
体
を
作
者
の
精
神
性
が
貫
い
て
い
る
と
い
う

「
ル
ナ
ア

ル
」
の
手
法
は
、
同
時
代
の
作
品
と
大
き
く
差
異
化
を
図
れ
る
可
能
性
を
も
つ
も

の
で
も
あ
っ
た
。
ま
し
て
白
鳥
の
言
う
よ
う
に
、
そ
の
亜
流
が
溢
れ
て
い
る
時
代

状
況
で
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
は
同
時
代
に
お
け
る
志
賀
直

哉
と
類
似
し
て
い
る
。

ま
た

「東
洋
的
伝
統
の
上
に
立
つ
た
詩
的
精
神
」
が
志
賀
文
学
を
同
時
代
の
作

家
か
ら
什
立
さ
せ
て
い
た
と
い
う
芥
川
の
指
摘
も
、
ル
ナ
ー
ル
が
フ
ラ
ン
ス
的

な
批
評
的
セ
ン
ス
、
滑
稽
味
を
背
負

っ
て
表
象
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
共
通
す
る
。

伝
統
的
な
規
範
を
背
負

っ
て
立
つ
健
全
さ
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
芥
川
は
、
志
賀
と
ル
ナ
ー
ル
を
東
西
を
代
表
す
る
小
説
化
の
中
の

小
説
家
、
自
身
の
理
想
と
す
る

「「話
」
ら
し
い

「話
」
の
な
い
小
説
」
を
描
く

作
家
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、ど
ち
ら
も

「健
全
」
な
人
間
性
及
び

「当
事
者
性
」

と
い
う

一
九
四
〇
年
前
後
の
文
壇
に
お
け
る
コ
ー
ド
に
あ
て
は
ま
り
、
そ
し
て
そ

れ
が
芥
川
の
理
想
を
満
た
し
て
い
る
の
だ
。

※

一
九
四
八
年
二
月
か
ら
七
月
ま
で
の
間

『新
潮
』
に
発
表
さ
れ
た

「如
是
我
聞
」

に
お
い
て
、
作
家
の
苦
悩
に
触
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
そ
こ
で
は

「作
家
の
真
の
苦
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し
み
」
は
、
「
日
常
生
活
の
日
記
み
た
い
な
小
説
」
で
は

「読
者
に
す
ま
ぬ
」
と

し
て

「生
命
が
け
で
」
「虚
構
を
案
出
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
語
ら

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
文
章
中
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
の
が
芥
川
龍

之
介
で
あ
る
。
「如
是
我
聞
」
と
い
え
ば
、
文
壇
の

「諸
先
輩
」
を
痛
烈
に
批
判

し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
と
き

「私
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
る
で
、
あ
の
人
た
ち
に
は
、
苦
悩
が
な
い
。
私
が
日
本
の
諸
先
輩
に
対
し

て
、
最
も
不
満
に
思
ふ
点
は
、
苦
悩
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
、
全
く
チ
ン
プ
ン

カ
ン
プ
ン
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

次
々
に

「老
大
家
」
や

「文
豪
」
へ
の
批
判
を
繰
り
返
し
、
稿
を
重
ね
て
い
く

「如

是
我
聞
」
に
お
い
て
、
「最
も
不
満
に
思
ふ
点
」
と
し
て
作
家
の

「苦
悩
」
に
対

す
る
無
理
解
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
よ
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
文
章
中
、
「老
大
家
」
と
し
て
太
宰
に
よ
る
名
指
し
で

の
辛
辣
な
批
判
が
展
開
さ
れ
る
の
は
志
賀
直
哉
で
あ
る
。
「如
是
我
聞
」
の
末
尾

に
お
い
て

「私
」
は
述
べ
る
。

君
に
つ
い
て
、
う
ん
ざ
り
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
（中
略
）
そ
れ
は
芥
川
の
苦

悩
が
ま
る
で
解

つ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「君
」
が
志
賀
直
哉
を
指
す
こ
と
は
、
こ
の
と
き
挙
げ
ら
れ
て
い
る

「児
を
盗

む
話
」
や

「ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
な
ど
の
作
品
か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、
こ

こ
で
は
こ
れ
ま
で

「如
是
我
聞
」
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た

「苦
悩
」
の
体
現
者
と

し
て

「芥
川
」
の
名
が
出
さ
れ
、
そ
れ
を
理
解
で
き
ぬ
こ
と
が
志
賀
に
対
す
る

不
満
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「神
様
」
と
呼
ば
れ

「奇
妙
な
勢
威
」
を

持
つ

「五
十
年
配
の
作
家
」
と
し
て
志
賀
が
描
か
れ
る

『津
軽
』
（
一
九
四
三
年
、

小
山
書
店
）
で
も
芥
川
を
巡
る
作
家
の
苦
悩
が
描
か
れ
て
い
る
。
津
軽

へ
の
旅
の

動
機
を

「苦
し
い
か
ら
さ
」
と
妻
に
説
明
す
る

「私
」
は
、
作
家
に
と
っ
て

「
一

ば
ん
大
事
」
で
も
っ
と
も

「苦
し
い
時
」
を
三
〇
代
の
終
わ
り
と
し
、
そ
の
苦
し

い
時
期
に
死
ん
だ
作
家
の

一
人
と
し
て
、
「三
十
六
」
歳
で
死
ん
だ

「芥
川
龍
之
介
」

の
名
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
こ
で

「失
敗
園
」
の
冒
頭
の
言
葉
、
「必
ず
し
も
、
仏
人
ル
ナ
ア
ル
氏
の
真

似
で
も
無
い
の
だ
」
を
思
い
返
し
て
み
れ
ば
、太
宰
は
こ
の
と
き
、
「あ
す
の
芸
術
」

（「富
嶽
百
景
」
『文
体
』

一
九
二
九
年
二
―
二
月
）
に
苦
悩
す
る
自
身
を
重
ね
な

が
ら
、
ル
ナ
ー
ル
を
通
し
て
芥
川
と
志
賀
を
見
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

芥
川
は
、
ル
ナ
ー
ル
の
『博
物
誌
』
を
モ
チ
ー
フ
に

「動
物
園
」
（『サ
イ
エ
ン
ス
』

一
九
二
〇
年

一
月
―
二
月
）
、
「新
緑
の
庭
」
（『中
央
公
論
』

一
九
二
四
年
六
月
）

の
二
作
品
を
書
い
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
動
植
物
に
関
す
る
簡
潔
な
ス
ケ
ッ
チ
だ

が
、
動
植
物
の
擬
人
化
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
「新
緑
の
庭
」
の
ほ

う
が

「失
敗
園
」
に
近
い
。
が
、
ど
ち
ら
も
冒
頭
に

「作
者
」
が
登
場
し
な
い
と

い
う
点
で
は

『博
物
誌
』
と
も

「失
敗
園
」
と
も
異
な
る
。

主
人
と
い
う

「作
者
」
が
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
作
品
を
貫
く

「作
者
」
の
目
が
示
さ
れ
て
お
り
、
小
市
民
の
生
活
を
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
点
で
も

「当
事
者
性
」
と
い
う
コ
ー
ド
を
満
た
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た

『博
物
誌
』
が

観
察
し
た
も
の
を
夜
眠
る
前
に

「影
像
を

一
つ
一
つ
数
へ
挙
げ
」
て
い
る
の
に
対

し
て
、
「失
敗
園
」
は
植
物
た
ち
の
会
話
を
速
記
す
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い

る
。
事
実
あ
る
が
ま
ま
の
記
録
性
が
よ
り
前
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
こ
の
と
き
、
芥
川
や
ル
ナ
ー
ル
が

一
つ
の
理
想
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
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が
、
志
賀
直
哉
も
そ
の
射
程
に
収
め
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

太
宰
が
晩
年
に
お
い
て
志
賀
直
哉
批
判
を
繰
り
返
し
た
こ
と
は
触
れ
た
が
、

「失
敗
園
」
に
は
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
な
志
賀
と
の
共
通
点
が
多
く
含
ま
れ
る
の

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「透
明
な
」
客
観
的
表
現
な
ど
あ
り
え
な
い
。
す
で
に
取
り
上
げ

た
が
、
「麦
と
兵
隊
」
及
び

『綴
方
教
室
』
の
作
者
で
あ
る
火
野
と
豊
田
に
つ
い

て

「ど
ん
な
場
合
に
も
曇
ら
せ
て
ゐ
な
い
」
「見
る
眼
」
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ

る
古
谷
綱
武

（「才
能
と
誠
実
」
）
は
、　
一
方
で

「
こ
の

「見
る
眼
」
は
、
た
だ
見

て
ゐ
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
眼
に
は
、
生
活
者
と
し
て
の
モ
ラ
ル
が
情
熱
と
な

つ
て
燃
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
古
谷
は

「見
る
眼
」
の
透

明
性
を
支
え
る
作
家
の

「
モ
ラ
ル
」
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の

「
モ
ラ
ル
」
に
は

同
時
代
的
な

「健
全
性
」
を
志
向
す
る
コ
ー
ド
が
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
、志
賀
の

「物
の
形
相
を
決
し
て
歪
め
る
こ
と
の
な
い
曇
り
な
き
レ
ン
ズ
」

に

「作
家
的
視
力
」
の
確
か
さ
を
見
た
吉
村
正

一
郎

（「作
品
の
余
白
に
―
志
賀

直
哉
氏
に
就
て
の
覚
書
―
」
）
も
、
「志
賀
さ
ん
は
実
に
倫
理
的
な
る
も
の
を
常
に

主
張
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
夏
目
漱
石
は
倫
理
的
な
る
も
の
が

「多

分
に
、
伝
統
や
習
慣
に
結
び
つ
い
た
外
部
的
規
制
で
あ
つ
た
」
と
し
た
吉
村
は
、

一
方
で
志
賀
は

「飽
く
ま
で
内
在
的
で
あ
り
、
気
質
的
で
あ
つ
た
」
と
す
る
。
伝

統
的
規
範
、
倫
理
性
は
内
在
化
し
て
い
く
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
真
に
内
在
的
で

あ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
。
が
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
そ
う
装
い
う
る
か
と

い
う
こ
と
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
火
野
で
あ
れ
志
賀
で
あ
れ
、
集
団
的
な
了
解
に

基
づ
く

「客
観
」
性
に
寄
り
か
か
り
、
自
身
の

「見
る
眼
」
の
透
明
性
を
装
い
う

る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
規
範
が
内
在
的
で
本
人
の
気
質
に
よ
る
と
思
わ
せ
う

る
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
客
観
性
に
裏
づ
け
ら
れ
る

「
モ
ラ
ル
」
や
倫
理
な
ど
の
極
め
て
人
格

的
な
規
範
意
識
は
、
「健
康
」
や

「健
全
性
」
と
い
っ
た
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
単

一

化
し
て
い
く
時
代
状
況
に
従

っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
う
か
ら
こ
そ
「透
明
」
な
「客

観
」
性
を
装
い
う
る
の
だ
。
し
か
し
、
例
え
ば

「富
嶽
百
景
」
や

『津
軽
』
な
ど

で
は
そ
う
し
た
規
範
へ
の
反
発
を
見
て
取
れ
る
し
、
「失
敗
園
」
で
は
そ
こ
ま
で

読
み
取
る
の
は
難
し
い
。

し
か
し
、
例
え
ば
個
人
の
物
語
を
突
き
詰
め
た
と
い
え
る

『津
軽
』
は
、
物
語

と
し
て
あ
る
程
度
大
き
な
力
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た

「富
嶽
百
景
」

も
異
な
る
場
面
場
面
を

「私
」
と
い
う
強
い
主
観
性
で
貫
く
こ
と
で
綴

っ
た
物
語

で
あ
る
と
い
え
る
。
「失
敗
園
」
も
短
い
な
が
ら

「秩
序
も
無
く
」
植
え
ら
れ
た

植
物
た
ち
の
自
分
勝
手
な
独
自
を
主
人
の
間
き
書
き
に
よ
っ
て

「愚
妻
」
批
判
、

「主
人
批
判
」
の
方
向
に
ま
と
め
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
う
し
て

「私
」
を
突
き

詰
め
て
い
く
と
、
そ
れ
は
極
め
て
排
他
的
で
、
「私
」
の
単
眼
的
な
描
写
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
単

一
の
作
品
と
し
て
ま
と
ま
り
が
確
保
で
き
れ
ば

で
き
る
ほ
ど
、
あ
る
種
の
普
遍
性
を
獲
得
し
て
、
客
観
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
の

強
度
を
持
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
志
賀
が

「内
在
」
す
る
倫
理

観
に
よ
る
作
品
の
統
御
と
客
観
性
が
同
時
に
語
ら
れ
得
る
よ
う
に
で
あ
る
。
目
指

し
た
も
の
や
支
え
と
な
る
も
の
は
違
え
ど
も
、
結
局
共
通
の
性
質
を
帯
び
て
し
ま

う
の
だ
。
太
宰
の
芥
川
、
志
賀
両
名
へ
の
こ
だ
わ
り
は
こ
の
よ
う
な
形
で
現
れ
る

こ
と
に
な
る
。

「失
敗
園
」
に
は
、
「ル
ナ
ア
ル
」
を
め
ぐ
っ
て
、
青
年
時
代
か
ら
晩
年
ま
で
続

く
小
説
家
と
し
て
の
意
識
、
ま
た
同
時
代
的
な
認
識
と
あ
す
へ
の
戦
略
、
そ
し
て

創
作
へ
向
か
う
実
験
的
姿
勢
が
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
だ
。

ル
ナ
ー
ル
は

「批
評
家
は
つ
ま
り
植
物
学
者
だ
。
私
は
庭
園
師
だ
」
と
述
べ
て
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い
る

（『
ル
ナ
ア
ル
日
記
』
岸
田
国
士
訳

　
一
九
二
七
年
　
白
水
社
）
。
そ
れ
に
し

て
も
庭
園
師
と
し
て
も

「主
人
」
と
し
て
も

「失
敗
」
し
て
い
る

一
生
活
人
の
「私
」

は
こ
の
あ
と
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

※

事
実
あ
る
が
ま
ま
で
あ
る
こ
と
、
透
明
性
や
客
観
性
を
装
う
こ
と
。
こ
う
し
た

戦
時
下
の
要
請
に
応
じ
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
は
、
今
後
さ

ら
に
複
雑
化
す
る
で
あ
ろ
う
情
報
の
世
界
に
生
き
る
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
有
益

な
も
の
と
な
ろ
う
。

※
本
文
の
引
用
は
『太
宰
治
全
集
』
（
一
九
九
八
年
　
筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。
な
お
、

引
用
に
際
し
旧
字
体
は
適
宜
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
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Ｄ

Ｏ

Ｋ

Ｋ

Ｙ

Ｏ

を

宣

伝

す

る

【
は
じ
め
に
】

キ
ラ
ー

・
シ
ョ
ッ
ト
。
映
画
の
宣
伝
で
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
決
定

的
瞬
間
や
メ
イ
ン

・
ビ
ジ
ュ
ア
ル
を
捉
え
た
写
真
。
主
演
俳
優
の
顔
、
立
ち
姿
、

メ
イ
ン
の
メ
カ
な
ど
が
協
力
な
ア
イ
コ
ン
と
な
り
、
内
容
も

一
目
瞭
然
と
い
う
仕

掛
け
で
あ
る
。
演
劇
に
は
し
か
し
、
そ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
。
そ
も
そ
も
事
前

の
宣
伝
活
動
は
限
ら
れ
た
チ
ラ
シ
な
ど
に
頼
ら
ぎ
る
を
え
な
い
。

演
劇
部
や
本
校
全
体
の
ア
ド
バ
タ
イ
ジ
ン
グ

（広
告
活
動
）
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
。
い
つ
も
の
演
劇
関
係
だ
け
で
な
く
、
２
０
１
３
年
は
獨
協
学
園
創
立

１
３
０
周
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
学
校
全
体
に
関
す
る

「広
告

。
宣
伝
」
に
関

し
て
考
え
、
実
践
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

演
劇
は
観
客
な
し
に
成
り
立
た
な
い
。
そ
ん
な
当
た
り
前
の
事
実
を
実
感
し
、

い
ま
ま
で
意
識
的
に

（ま
た
は
意
識
下
に
）
ト
ラ
イ
し
て
き
た
内
容
を
振
り
返
っ

て
み
る
の
も
意
義
の
大
き
い
試
み
で
あ
ろ
う
。

第

一
章

「坂
の
上
の
獨
協
」

２
０
１
３
年
初
頭
、
獨
協
学
園
１
３
０
周
年
記
念
式
典
祝
賀
会
で
パ
フ
ォ
ー

国
語
科
　
柳
　
本
　
　
　
博

マ
ン
ス
を
披
露
す
る
よ
う
に
要
請
が
あ
っ
た
。
大
抜
擢
で
あ
る
。
む
ろ
ん
快
諾
。

創
立
記
念
日
十
月
二
十
二
日
に
椿
山
荘
で
上
演
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
獨
協
学
園

本
部
に
も
出
向
き
、
打
ち
合
わ
せ
た
。
ま
ず
は
そ
こ
で
の

「企
画
書
」
か
ら
。

一
、
企
画
書

〈
シ
ノ
プ
シ
ス

。
あ
ら
す
じ
〉

幕
末
、
新
選
組
と
討
幕
派
の
チ
ヤ
ン
バ
ラ
か
ら
幕
開
く
。

ア
ク
シ
ョ
ン
シ
ー
ン
。

刀
と
刀
が
交
錯
す
る
。
効
果
音
が
と
ど
ろ
く
。

新
選
組
の
凱
歌
。

そ
れ
は
ひ
と
つ
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
よ
う
に
歌
と
な
る
。

新
選
組
を
統
括
し
て
い
る
の
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
会
津
藩
の
松
平
容
保

（
か

た
も
り
）。
そ
の
上
に
は
ヨ
シ
ノ
ブ
公
。

「
ョ
シ
ノ
プ
で
す
。
徳
川
慶
喜
で
す
。
い
ず
れ
幕
府
の
将
軍
と
な
る
の
で
す
。
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ョ
シ
ノ
プ
で
す
。
巨
人
の
バ
ッ
タ
ー
高
橋
ョ
シ
ノ
ブ
じ
ゃ
な
い
よ
」
な
ど
と
ボ
ケ

な
が
ら
説
明
。
ひ
き
つ
れ
た
側
近
た
ち
の
中
に
獨
協
学
園
初
代
校
長

・
西
周
先
生

の
若
き
姿
。

時
が
経
ち
、
世
は
明
治
。

血
で
血
を
洗
う
幕
末
か
ら
、
人
々
を
明
る
く
治
め
る

「明
治
」
が
来
た
。

成
長
し
た
西
周
先
生
は
、
漢
学

。
蘭
学
の
素
養
を
生
か
し
な
が
ら
、
数
々
の
訳
語

を
生
み
出
し
て
い
る
。

「
テ
ク
ニ
ッ
ク
」
「
ワ
ザ
、
す
べ
。
技
術
だ
ね
」
「
お
―
」

「
リ
ベ
ラ
ア
ー
ツ
」
「芸
術
」
「お
―
」

「
テ
ー
ゼ
」
「
こ
れ
ぞ
命
。
命
題
」
「も

っ
と
、
お
―
」

「
コ
ン
セ
プ
ト
」
「お
お
ま
か
に
考
え
る
こ
と
だ
ね
。
概
念
」
「も
っ
と
も

っ
と
お
―
」

他
に
も
、
肯
定
、
否
定
、
観
念
な
ど
訳
出
。
見
事
で
あ
る
。
は
や
し
た
て
る
ぐ
る
り
。

し
か
し
―

―

「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」
の
日
本
語
訳
だ
け
は
う
ま
く
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。

「知
、
知
恵
、
理
性
を
愛
す
る
」
と
い
っ
て
も

悩
む
西
周
先
生
。

先
生
は
西
洋
に
敢
然
と
挑
む
新
し
い
学
園
の
姿
を
夢
想
す
る
。

い
ろ
ん
な
人
が
そ
の
学
校
の
庭
に
集
い
、
学
問
に
励
ん
で
い
く
の
だ
。
学
問
の
理

想
郷
。

獨
逸
学
協
会
学
校
の
船
出
で
あ
る
。

夢
想
の
中
に
時
空
を
飛
び
越
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
著
名
人
が
登
場
す
る
。

天
野
貞
祐
先
生

古
今
亭
志
ん
朝
師
匠

安
室
奈
美
恵
の
夫

・
サ
ム
氏

ケ
ツ
メ
イ
シ
の
リ
ョ
ウ
く
ん

か
た
せ
梨
乃

（
獨
協
は
も
と
も
と
男
子
校
。
そ
れ
は
獨
協
大
学
と
ボ
ケ
る
）

吉
本
多
香
美

（
そ
れ
も
獨
協
大
学
と
ボ
ケ
る
）

そ
も
そ
も
有
名
人
が
芸
能
界
に
か
た
よ
り
す
ぎ
て
い
る
と
ボ
ケ
る
。

そ
の
他
、
政
界
財
界
文
化
芸
術
な
ど
、
１
３
０
年
に
わ
た
る
歴
史
に
登
場
す
る
人

物
た
ち
の
姿
。

多
士
済
々
な
古
今
の
獨
協
出
身
有
名
人
物
が
集
い
、
入
り
乱
れ
る
と
冒
頭
の
新
選

組
の
殺
陣
に
ク
ロ
ス
す
る
。

ア
ク
シ
ョ
ン
。
チ
ャ
ン
バ
ラ
の
リ
ズ
ム
。

そ
れ
を
見
つ
め
て
い
た
西
周
先
生
の
中
に
、
「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」
の
訳
語
が
天

か
ら
の
啓
示
の
よ
う
に
舞
い
降
り
る
。
「哲
」
の
字
。

バ
サ
ッ
と
切
る
意
味
の

「折
」
の
字
、
そ
し
て
、
そ
の
下
に
明
確
に
口
で
示
す
と

い
う

「
口
」
の
字
。

「そ
う
か
、
哲
学
か
」

「明
確
に
口
で
示
さ
れ
な
い
真
実
な
ど
と
い
う
も
の
は
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
の

だ
」
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哲
学
の
夜
明
け
を
、
ま
る
で
明
治
の
知
識
人
が
坂
の
上
の
雲
を
見
つ
め
た
よ
う

に
、
実
感
す
る
。

坂
の
上
の
獨
協
の
姿
は
、
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

力
か
ら

「哲
学
」

へ
の
変
換
、
移
行
。

知
の
力
を
愛
す
る
人
々
の
姿
。
１
３
０
年
の
歴
史
。
力
強
い
獨
協
学
園
。

全
員
に
よ
る
群
唱
。
獨
協
讃
歌
。
中
高
か
ら
大
学
、
医
大
、
埼
玉
高
校
、
姫
路
ま

で
拡
大
し
、
繁
栄
す
る
姿
。
そ
の
未
来
を
感
じ
さ
せ
る
、
立
ち
姿
。

シ
ル
エ
ッ
ト
と
な

っ
て
―

‐幕
ｃ

〈
コ
ン
セ
プ
ト

・
留
意
点
〉

お
お
ま
か
な
歴
史
的
事
実

（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
と

「あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
物
語
」
（フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
の
融
合
し
た

一
大
獨
協
讃
歌
を
め
ざ
す
。

１５
分
程
度
の
血
沸
き
肉
躍
る
エ
ン
タ
ー
テ
ィ
ン
メ
ン
ト

・
シ
ョ
ー
。

小
さ
く

。
短
く
て
も
コ
ン
セ
プ
ト
は
映
画

「レ

・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
」
の
よ
う
に
大

き
く
雄
々
し
く
。

サ
ン
プ
リ
ン
グ
マ
シ
ー
ン
の
効
果
音
な
ど
を
駆
使
し
て
、
派
手
に
派
手
に
。

歌
と
ア
ク
シ
ョ
ン
に
彩
ら
れ
た
舞
台
。

著
名
人

・
有
名
人
に
つ
い
て
は
増
減
可
能
。

以
上
、
決
し
て
楽
観
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
方
面
の
さ
ま
ざ
ま
な
支

援

・
後
押
し
も
い
た
だ
い
た
。
夏
休
み
中
の
下
見

。
打
ち
合
わ
せ
も
滞
り
な
く
進

行
す
る
。
上
演
台
本
に
つ
い
て
は
生
徒
と
と
も
に
合
宿
の
際
に
も
試
行
錯
誤
を

重
ね
た
。
し
か
し
、
出
来
上
が

っ
た
台
本
は
結
局
、
原
点
の
シ
ノ
プ
シ
ス
に
沿

っ

た
も
の
と
な

っ
た
。

二
、
上
演
台
本

獨
協
学
園
１
３
０
周
年
記
念
式
典

獨
協
中
学

。
高
等
学
校
演
劇
部
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

『坂
の
上
の
獨
協
』

作

。
演
出
　
演
劇
部
顧
間
　
柳
本
　
博

出
演
　
演
劇
部
　
オ
ー
ル
ス
タ
ー
キ
ャ
ス
ト

〈
登
場
人
物
＝
キ
ャ
ス
ト
と
学
年
〉

少
年
…
…
…
‥
…
…
・…
…
細
井
員

一
生

（中
Ⅱ
）

男
爵
…
…
…
…
…

…
…
…
丸
山
裕
也

（高
２
）

徳
川
ョ
シ
ノ
ブ
…
…
…
…
相
原
孝
太
郎

（高
２
）

松
平
カ
タ
モ
リ
…
…
…
…
田
中
勇
作

（高
２
）

西
ア
マ
ネ
（若
き
日
）
…
…
古
田
　
匠

（中
Ⅱ
）

同
　
（成
人
）
…
…
…
丸
山
裕
也

（高
２
）

新
撰
組
　
近
藤
…
…
…
…
吉
川
　
潤

（高
１
）

土
方
…
…
…
…
土
屋
龍
斗

（中
Ｉ
）

沖
田
…
…
…
…
田
部
井
優
太

（
中
Ｉ
）
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悪
者
　
狼
藉
者

門
人
た
ち
…
…

・塩
澤
優
希

（中
Ｉ
）

。小
林
　
祐

（中
Ⅱ
）

・小
林
　
蓮

（中
Ｉ
）

・福
村
修
平

（中
Ｉ
）

・内
田
悠
嗣

（中
Ｉ
）

・橋
本
悠
河

（中
Ｉ
）
当
日
急
病
に
よ
り
吉
川
潤
が
代
役
。

〈
ス
タ
ッ
フ
〉

照
明
…
…
…
…
内
海
直
希

（高
１
）

音
響
…
‥
…
…
・守
田
立
吾

（高
１
）
。
六
川
文
裕

（高
１
）

殺
陣
指
導
…
…
加
藤
雅
也

（高
２
）
ほ
か
中
Ⅲ
ス
タ
ッ
フ

始
ま
り
を
告
げ
る
効
果
音
。
雷
鳴
。
稲
光
。

刀
、　
一
閃
。
剣
術
の
粋
。

風
雲
、
急
を
告
げ
る
、
そ
こ
は
幕
末
、
新
選
組
と
討
幕
派
の
争
い
。

闘
い
が
佳
境
に
入
る
。

う
な
る
サ
ン
プ
ラ
ー
。

光
る
刀
。

最
高
潮
に
盛
り
上
が
る
と
、
全
員
の
歌
。

そ
の
扇
情
的
な
前
奏
と
意
味
不
明
な
歌
詞
が
魅
力
の
井
上
陽
水

「な
ぜ
か
上
海
」

ち
ょ
っ
と
ち
ょ
つ
と
。

は
い
は
い
。

な
ん
で

「な
ぜ
か
上
海
」
な
ん
で
す
か
。

な
ん
で
だ
ろ
う
ね
。
な
ん
で
か
わ
か
ら
な
い
ね
。
だ
か
ら

「な
ぜ
か
上

海
」
な
ん
だ
ね
。

新
選
組
は
勝
利
の
報
告
に
ｃ

松
　
平
　
よ
く
や
っ
た
ぞ
、
近
藤

・
土
方
。

近
藤

・
上
方
　
は
。

そ
ち
た
ち
新
選
組
の
活
躍
あ
れ
ば
こ
そ
だ
。

は
、
あ
り
が
た
き
幸
せ
。

し
て
、
江
戸
の
あ
り
さ
ま
は
。

不
届
き
者
が
幕
府
を
倒
そ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
狼
藉
者
が
襲
い
か
か
っ
て
く
る
。

総
司
！

（掃
除
夫
に
化
け
て
い
た
）
ハ
イ
ッ
。

内
田
悠
嗣

（
中
Ⅱ
）

塩
澤
優
希
、
小
林
祐
、
小
林
蓮
、
福
村
修
平

内
田
悠
嗣

ア
ク
シ
ョ
ン
。

刀
と
刀
が
交
錯
す
る
。
効
果
音
が
轟
く
。

そ
れ
は
新
選
組
の
凱
歌
で
も
あ
る
。

少
年
、
駆
け
込
ん
で
き
て
、
男
爵
に
訊
く
。

少
　
年

男
　
爵

少

年

男

爵

土 松 近 松

方 平 藤 平

沖 土

田 方
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唐
突
、
不
意
の
ア
ク
シ
ョ
ン
シ
ー
ン
。
し
か
し
剣
の
達
人

・
沖
田
総
司
を
も
っ

て
し
て
も
苦
戦
。

刀
な
ら
ぬ
バ
ッ
ト
で
防
ぐ
男
、
登
場
。
狼
藉
者
を
斬
っ
て
捨
て
る
。

（真
似
）
そ
う
い
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
。

（サ
ン
グ
ラ
ス
を
外
し
て
）
い
や
、
カ
タ
モ
リ
さ
ん
。

こ
ち
ら
は
。

慶
喜
さ
ん
。

高
橋
ヨ
シ
ノ
ブ
じ
ゃ
な
い
よ
―
。

そ
れ
は
わ
か
っ
て
ま
す
。
獨
協
に
カ
ン
ケ
ー
あ
る
ん
ス
か
。

い
い
と
こ
ろ
に
気
づ
い
た
ね
。
そ
の
慶
喜
公
の
側
近
の
中
に
、
西
ア
マ

ネ
先
生
が
い
ら
し
た
ん
で
す
よ
。

西
ア
マ
ネ
…
…
。

あ
ま
ち
ゃ
ん
。

こ
ら
こ
ら
、
そ
う
い
う
な
れ
な
れ
し
い
呼
び
方
は
い
け
な
い
よ
。

じ

え

じ

ぇ

じ

ぇ
。

き
み
だ
っ
て
け
っ
こ
う
乗
る
じ
ゃ
な
い
か
。

す
い
ま
せ
―
ん
。

我
が
獨
協
学
園
の
初
代
校
長
に
な
ら
れ
る
お
方
な
の
だ
。

松

平

慶
　
喜

松
　
平

慶

喜

土
　
方

近

藤

慶

喜

少

年

一　

同

男

爵

少

年

男

爵

少

年

男

爵

少

年

男
　
爵

少

年

男
　
爵

松

平

男

爵

少

年

男

爵

慶

喜

少

年

男

爵

少

年

厄
介
な
。
油
断
な
ら
ぬ
ぞ
。

か
か
か
か
っ
。

殿
。

か
か
か
か
っ
、
カ
タ
モ
リ
。
よ
く
や

っ
た
。

誰
だ
こ
の
異
様
な
テ
ン
シ
ョ
ン
の
男
は
。

そ
ん
な
こ
と
を
言

っ
て
は
い
か
ん
。
こ
の
方
は
。

か
か
か
か
っ
。
慶
喜
で
す
。
慶
喜
と
言

っ
て
も
巨
人
の
２４
番
高
橋
ヨ
シ

ノ
ブ
じ
ゃ
な
い
よ
。
徳
川
幕
府
１５
代
将
軍

・
慶
喜
だ
よ
。

ア
、
最
後
の
。

ム
ッ
。
（と
す
る
）

し
っ
、
静
か
に
。

（照
れ
隠
し
も
あ

っ
て
）
あ
の
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

ん
？

僕
は
獨
協
学
園
１
３
０
周
年
の
お
祝
い
に
来
た
の
で
あ

っ
て
、
「ず

っ

こ
け
幕
末
新
撰
組
」
を
見
に
来
た
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。

笑
え
な
い
？

ハ
イ
。

そ
う
だ
よ
ね
。

だ
い
た
い
こ
の
か
た
は
。

タ
モ
リ
さ
ん
。

少

年

小

っ
ち
ゃ
。

西
　
　
　
お
ま
え
に
言
わ
れ
た
く
な
い
よ
。

少
　
年
　
こ
の
方
が
。

あ
ま
ち
や
ん
の
曲

か
か
る

少

年

男

爵

少

年

男

爵

少
　
年

男

爵
西
周
先
生

登
場

」ヽ
柄
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男 少 男

爵 年 爵

そ
う
、
い
ず
れ
風
格
が
出
る
の
さ
。
ふ
っ
ふ
―
。

大
丈
夫
か
な
ぁ
。

な
ん
た

っ
て
、
若
く
し
て
蘭
学

・
漢
学
の
素
養
に
す
ぐ
れ
、
い
ろ
ん
な

訳
語
を
お
作
り
に
な
っ
た
お
方
。

た
と
え
ば
。

テ
ク
ニ
ッ
ク
。
ほ
ら
、
訳
し
て
ご
ら
ん
。

技
術
。

そ
の
と
お
り
、
で
は
次
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
。

芸
術
、
の
こ
と
で
す
か
。

そ
う
、
そ
う
い
っ
た
外
来
語
を
す
べ
て
ふ
さ
わ
し
い
日
本
語
に
翻
訳
し

て
い
っ
た
の
が
西
ア
マ
ネ
先
生
な
の
だ
よ
。

西
、
仕
事
に
か
か
る
と
、
も
の
す
ご
い
勢
い
で
ス
パ
ー
ク
す
る
。
周
り
に
は
門

人
が
控
え
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
快
調
だ

っ
た
西
、
止
ま
る
。

う
―
ん
。

え
―

ど
う
し
た
の
、
止
ま

っ
ち
ゃ
っ
た
よ
。

う
ん
、
難
し
い
言
葉
だ
ね
。

フ
ィ

ロ
ソ
フ
ィ
ー
。
そ
の
ま
ま
だ
と

「
知
恵
、
理
性
を
愛
す
る
」
か
。

だ
け
ど
、
そ
れ
だ
と
愛
知
。

名
古
屋
だ
ぎ
や
あ
。

座
り
が
悪
い
。
う
―
。

先
生
―

悩
ん
で
ん
だ
ね
。

そ
う
な
ん
だ
。

先
生
、
先
生
の
理
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。

ん
？
　
理
想
？
　
そ
り
や
い
ろ
い
ろ
あ
る
さ
。

私
が
申
し
ま
す
の
は
、
理
想
の
学
び
舎
で
す
。
ど
の
よ
う
な
も
の
を
。

そ
う
、
明
る
く
元
気
な
、
明
る
い
明
日
を
に
な
う
若
者
た
ち
が
集
う
よ

う
な
場
所
だ
ね
。
そ
ん
な
学
び
舎
を
つ
く
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
、
明
治
の

人
々
は
西
欧
諸
国
に
追
い
つ
こ
う
と
、
「坂
の
上
の
雲
」
を
つ
か
も
う

男 少 男 少 男 少

爵 年 爵 年 爵 年

門
人
①

西一　

同

門
人
②

西一　

同

門
人
③

西門
人
④

西
先
生
、
テ
ー
ゼ
。
こ
れ
な
ん
て
い
か
が
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ぞ
命
、
命
題
。

お
―
。

で
は
先
生
、
コ
ン
セ
プ
ト
。

お
お
ま
か
に
考
え
る
こ
と
。
概
念
、
な
ん
て
ど
う
か
な
。

お
お
―
。

で
は
こ
れ
は
。

肯
定
。

そ
の
逆
だ
と
。

西門
人
⑤

西門
人
⑤

西 男 少 一 西

爵 年 同

だ
れ
か

西一　

同

少

年

男
　
爵

門
人
①

西門
人
①

西

否
定
。

で
は
こ
れ
な
ど
い
か
が
で
し
ょ
う
。

ど
う
ぞ
。

フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
。
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と
必
死
だ

っ
た
。
明
る
い
明
日
の
た
め
に
。

若
者
に
大
人
気

・
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
の
ト
ツ
プ
グ
ル
ー
プ
、
ケ
ツ
メ
イ
シ

の
リ
ョ
ウ
君
。

チ
ェ
キ
ラ
。

ゴ
ク
ツ
マ
で
人
気
の
か
た
せ
梨
乃
。

お
ぬ
し
ら
。

ち
ょ
ち
ょ
っ
と
、
獨
協
は
男
子
校
で
し
ょ
。

獨
協
大
学
出
身
。
こ
の
さ
い
、
い
い
で
し
ょ
。

で
き
ま
す
よ
。
ふ
ふ
―
。

男
爵
―

あ
な
た
は
。

こ
の
目
自
の
地
に
ね
、
ご
ら
ん
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
お
よ
そ
１
３
０

年
の
あ
い
だ
に
、
ど
ん
な
人
物
が
登
場
す
る
の
か
。

フ
ア
ツ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
の
よ
う
な
軽
快
な
音
楽
。

文
部
大
臣
に
も
な
る
、

１４
代
校
長
、
天
野
貞
祐
先
生
。

ど
う
も
。

こ
の
人
も
、
あ
ま
…
…
。

上
を
見
上
げ
る
と
、
ま
た
も

「あ
ま
ち
ゃ
ん
」
の
曲
。

男
爵
、
手
で
も
み
消
す
。

男
　
爵
　
落
語
の
天
才
と
い
わ
れ
た
古
今
亭
志
ん
朝
師
匠
。

志
ん
朝
　
お
あ
と
が
。

男
　
爵
　
安
室
奈
美
恵
の
も
と
夫

・
ｔｒｆ
の
サ
ム
さ
ん
。

サ
　
ム
　
サ
ム
で
―
す
。

ふ
と
見
上
げ
る
空
。

男
爵
、
い
き
な
り
。

少 天 男

年 野 爵

一 少 男 少 男 少 吉

同 年 爵 年 爵 年 本
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男 西 少 男

爵   年 爵

男

爵

リ
ョ
ウ

男

爵

か
た
せ

少

年

男

爵
ま
た

一
人
、
女
子
。

吉
本
多
香
美
で
す
。

す
い
ま
せ
ん
、
誰
で
す
か
。

こ
の
人
も
獨
協
大
学
。

え
？

初
代
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
、
黒
部
進
の
娘
さ
ん
。

あ
あ
、

ハ
ヤ
タ
隊
員
。

先
生

―

み
ん
な
の
視
線
の
先
に
、
西
ア
マ
ネ
先
生
。

西
　
　
　
私
は
、
こ
ん
な
人
た
ち
を
生
み
出
す
の
か
い
。

男
　
爵
　
そ
う
で
す
。
あ
な
た
が
開
い
た
学
び
舎
か
ら
、
生
ま
れ
る
の
で
す
。

ほ
ん
わ
か
と
し
そ
う
に
な
る
が
、
決
し
て
ほ
ん
わ
か
と
は
さ
せ
な
い
。



各
著
名
人
た
ち
は
言
い
争
い
。

だ
い
た
い
、
獨
協
目
白
は
男
子
校
だ
よ
。

女
な
ん
て
い
ら
な
い
チ
ェ
キ
ラ
。

な
に
よ
、
差
別
よ
。

大
学
は
も
ち
ろ
ん
、
獨
協
埼
玉
も
共
学
よ
。

（サ
ム
に
）
踊
っ
て
ば
っ
か
い
ん
な
よ
。

え
？
　
政
治
や
経
済
の
世
界
に
も
っ
と
有
名
な
人
い
ん
じ
ゃ
な
い
？

あ
ん
た
だ
け
？

う
る
せ
―
ん
だ
よ
。

少
　
年
　
は
い
、
今
年
入
学
し
た
中
学

一
年
で
す
。

西
　
　
　
未
来
を
担
っ
て
く
れ
る
ん
だ
ね
。

少
　
年
　
そ
ん
な
、
お
こ
が
ま
し
い
。

西
　
　
　
い
や
い
や
謙
遜
す
る
こ
と
な
ん
て
な
い
。

少
　
年
　
ハ
イ
、
も
ち
ろ
ん
が
ん
ば
り
ま
す
。

西
　
　
　
（男
爵
に
）
そ
し
て
あ
な
た
は
。

男
　
爵
　
ま
だ
お
気
づ
き
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

少
年

・
西
　
エ
ッ
ー

男
　
爵
　
成
長
し
た
、
あ
な
た
自
身
で
す
よ
。
あ
な
た
は
、
学
校
の
入
り
口
で
銅

像
に
な
り
ま
す
。

天
　
野
　
私
と

一
緒
に
ね
。

男
　
爵
　
他
に
も
い
ま
す
よ
。

み
ん
な
、
す

っ
く
と
立

つ
の
だ
。

天
　
野

リ
ョ
ー

か
た
せ

士
口
　
　
柴
令

天
　
野

サ
　
ム

天

野
一
同
、
沸
点
。

再
び
、
「な
ぜ
か
上
海
」

殺
陣
。

「な
ぜ
か
上
海
」
が

「な
ぜ
か
獨
協
」
と
な
る
。

ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
。

殺
陣
。

西
　
　
　
そ
う
か
、
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
。
バ
サ
ッ
と
斬
る
意
味
の

「折
」
、
そ
し

て
明
確
に
口
で
示
す
と
い
う

「
口
」
、
哲
の
字
だ
。
「哲
学
」
、
「哲
学
」

で
ど
う
だ
。
明
確
に
口
で
示
さ
れ
な
い
真
実
な
ど
、
こ
の
世
に
は
存
在

し
な
い
の
だ
。

少
　
年
　
そ
れ
が
哲
学
の
は
じ
ま
り
で
す
か
。

西
　
　
　
き
み
は
誰
。

門
人
①

門
人
②

門
人
③

門
人
④

門
人
⑤

門
人
⑥

西男

爵

獨
協
大
学
で
す
。

獨
協
医
科
大
学
。

獨
協
埼
玉
中
学
高
等
学
校
。

姫
路
獨
協
大
学
。

獨
協
医
科
大
学
付
属
看
護
専
門
学
校
。

獨
協
中
学

。
高
等
学
校
。

こ
こ
ま
で
、
繁
栄
す
る
の
だ
な
。

坂
の
上
の
獨
協
で
す
。
さ
あ
ッ
ー
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手
を
広
げ
る
と
、
歓
喜
の
照
明
に
包
ま
れ
、　
一
同
、
美
し
く
も
凛
々
し
い
立
ち

姿
で
。

同
じ
井
上
陽
水
の

「少
年
時
代
」
を
熱
唱
。

【終
わ
り
に
】

場
内
の
大
広
間
に
は
千
人
以
上
が
立
食
の
最
中
。
マ
イ
ク
を
上
手

・
下
手
の
両

側
に
配
置
し
た
も
の
の
、
身
長
差
も
あ
っ
て
高
さ
が
合
わ
な
い
。
そ
の
場
で
咄

嵯
に
調
節
し
て
喋
ろ
う
と
い
う
臨
機
応
変

。
当
意
即
妙
も
な
い
。
無
理
も
な
い
。

ス
タ
ッ
フ
は
高
１
が
中
心
に
な
る
と
し
て
も
、
最
多
部
員
数
を
誇
る
中
Ⅲ
は
ち
ょ

う
ど
修
学
旅
行
中
。
残
念
な
が
ら
同
じ
く
修
学
旅
行
で
参
加
で
き
な
い

一
部
の

高
２
と
と
も
に
出
演
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
当
初
の

「オ
ー

ル
ス
タ
ー
キ
ャ
ス
ト
」
で
は
な
い
。
そ
の
あ
た
り
を
計
算
で
き
な
か
っ
た
自
分
と

し
て
は
大
変
悔
い
が
残
っ
た
。

第
二
章
　
ス
ク
ー
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一
、
経
緯

学
校
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
、
宣
伝
に
協
力
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
の

「
ス
ク
ー
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
学
校
動
画
も

「ク
ラ
ブ
紹
介
」
の
回
に
以
前
出
演

し
た
。
今
回
は

「通
学
路
紹
介
」
で
、
シ
ナ
リ
オ
づ
く
り
か
ら
参
画
し
た
。

も
と
も
と

一
学
期
の
話
が
９
月
に
延
び
、
当
初
の
撮
影
日
に
ビ
デ
オ
片
手
の
ス

タ
ッ
フ
さ
ん
に
来
校
し
て
い
た
だ
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
撮
ろ
う
と
し
た
Ｈ
月
６

日
放
課
後
の
時
間
に
、
突
然
の
突
風
。
急
な
夕
立
。
あ
い
に
く
中
止
に
な

っ
た
。

そ
れ
も
放
課
後
撮
ろ
う
と
し
て
い
た

一
時
間
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
日
は

中
止
、
し
か
し
そ
れ
も
後
々
考
え
る
と
ま
っ
た
く
の
天
の
助
け
。
別
の
撮
影

（
ス

マ
ホ
啓
発
ビ
デ
オ

ヘ
の
エ
キ
ス
ト
ラ
出
演
）
と
並
行
し
て
２３
日
勤
労
感
謝
の
日
に

撮
る
こ
と
が
で
き
た
。
２
時
間
以
上
、
昼
下
が
り
の
時
間
が
使
え
、
満
足
の
い
く

内
容
と
な

っ
た
。

二
、
シ
ナ
リ
オ

國
闇
日
□
圏
一
（ナ
レ
ー
タ
ー
と
主
演
は
細
井
員

一
生
）

地
下
鉄
有
楽
町
線
、
護
国
寺
駅
の
階
段
を
二
段
お
き
に
駆
け
上
が
る
と
、
地
上
。

少
年
マ
ガ
ジ
ン
で
お
な
じ
み
、
講
談
社
。

新
刊
案
内
に
見
と
れ
て
い
る
と
遅
刻
し
ま
す
。
（あ
っ
と
い
う
顔
の
丸
山
）

そ
の
ま
ま
護
国
寺
を
背
に
、
江
戸
川
橋
方
向
へ
ひ
た
す
ら
歩
き
ま
す
。

よ
た
っ
て
い
る
と
遅
刻
し
ま
す
。
（よ
た
っ
て
い
る
六
川
）

広
い
大
通
り
を
、
た
だ
ひ
た
す
ら
進
む
こ
と
３
～
４
分
。

歯
医
者
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
曲
が
り
ま
す
。
（
ニ
ッ
と
笑
っ
て
指
さ
す
小
林
祐
と
古

田
）

坂
が
待
っ
て
い
ま
す
。

「僕
が
坂
井
で
す
」
（出
演
は
内
海
）

最
後
の
難
所
で
す
。
こ
こ
で
躊
躇
し
て
る
と
遅
刻
し
ま
す
。

こ
う
し
て
成
長
し
て
い
き
ま
す
。

こ
う
し
て
や
せ
ま
す
。

幕
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（み
ん
な
縦
の
エ
グ
ザ
イ
ル
の
よ
う
に
。
高
２
↑
中
Ｉ
）

上
り
は
辛
い
、
行
き
は
大
変
、
く
だ
り
は
楽
チ
ン
、
帰
り
は
気
楽
。

ま
る
で
人
生
。
（反
対
に
な
る
と
笑
顔
の
花
が
咲
く
）

上
が
っ
た
坂
の
そ
の
先
は
、
右
手
に
カ
テ
ド
ラ
ル
教
会
。

じ
め
て
７
～
８
分
、
坂
の
上
の
獨
協
、

僕
た
ち
の
獨
協
中
学

・
高
等
学
校
で
す
。

他
に
も
目
白
か
ら
、
あ
る
い
は
副
都
心
線
の
雑
司
ヶ
谷
駅
方
面
か
ら
、

歩
い
た
り
、
バ
ス
に
乗
っ
た
り
と
い
う
手
も
あ
り
ま
す
。

目
印
は

「カ
テ
ド
ラ
ル
教
会
」
、
僕
た
ち
の
獨
協
中
学

。
高
等
学
校
で
す
。

（ナ
レ
ー
タ
ー
と
主
演
は
古
田
匠
）

地
下
鉄
有
楽
町
線
、
江
戸
川
橋
駅
の
階
段
を
二
段
お
き
に
駆
け
上
が
る
と
、
地
上
。

桜
の
名
所
、
春
は
神
田
川
に
そ
れ
は
そ
れ
は
み
ご
と
な
し
だ
れ
桜
の
嵐
、
新
江
戸

川
公
園
。

花
に
見
と
れ
て
い
る
と
遅
刻
し
ま
す
。
（ポ
ッ
カ
ー
ン
と
い
う
顔
の
丸
山
）

交
番
を
目
の
端
に
、
そ
の
ま
ま
護
国
寺
方
向
へ
ひ
た
す
ら
歩
き
ま
す
。

迷
っ
て
い
る
と
遅
刻
し
ま
す
。
（キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
し
て
い
る
六
川
）

た
だ
ひ
た
す
ら
進
む
こ
と
３
～
４
分
。

最
初
の
信
号
で
左
に
曲
が
り
ま
す
。
（
ニ
ッ
と
笑
っ
て
指
さ
す
細
井
と
小
林
祐
）

坂
が
待
っ
て
い
ま
す
。

「オ
レ
が
坂
井
だ
」
（出
演
は
内
海
）

最
後
の
難
所
で
す
。
こ
こ
で
躊
躇
し
て
る
と
遅
刻
し

ヽ
ま
す
。

こ
う
し
て
成
長
し
て
い
き
ま
す
。

こ
う
し
て
や
せ
ま
す
。

（み
ん
な
縦
の
エ
グ
ザ
イ
ル
の
よ
う
に
。
高
２
↑
中
Ｉ
）

上
り
は
辛
い
、
行
き
は
大
変
、
く
だ
り
は
楽
チ
ン
、
帰
り
は
気
楽
。

ま
る
で
人
生
。
（反
対
に
な
る
と
笑
顔
の
花
が
咲
く
）

上
が
っ
た
坂
の
そ
の
先
は
、
左
手
に
椿
山
荘
。

し
め
て
お
よ
そ
Ю
分
、
坂
の
上
の
獨
協
、

僕
た
ち
の
獨
協
中
学

。
高
等
学
校
で
す
。

日
印
は

「椿
山
荘
」
、
僕
た
ち
の
獨
協
中
学

。
高
等
学
校
で
す
。

一
同

「
こ
こ
が
、
僕
た
ち
の
獨
協
中
学

・
高
等
学
校
で
す
」

【解
説
】

ス
マ
ホ
ビ
デ
オ
撮
影
の
メ
イ
ン
キ
ャ
ス
ト
は
校
合
に
残
し
、
高
２
～
中
Ⅱ
数
人

で
撮
影
。
ア
フ
レ
コ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
決
ま
り
、
な
か
な
か
の
出
来
に
。
Ｈ
月

の
撮
影
か
ら
手
直
し
を
経
て
１２
月
中
旬
よ
リ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
。
評
判

上
々
、
自
分

（と
演
劇
部
全
体
）
の
中
で
は
椿
山
荘
の
リ
ベ
ン
ジ
を
果
た
し
た
気

分
に
な

っ
た
。

出
演
者
　
丸
山
裕
也
（高
２
）
、
田
中
勇
作
（高
２
）
、
内
海
直
希
（高
１
）

六
川
文
裕
（高
１
）
、
細
井
員

一
生
（中
Ⅱ
）
、
古
田
　
匠
（中
Ⅱ
）

小
林
　
祐
（中
Ⅱ
）

江
戸
川
一
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第
二
章
　
演
劇
部
の
紹
介

【普
段
の
紹
介
】

演
劇
部
で
取
材
を
受
け
る
場
合
の
基
本
知
識
で
あ
る
。

獨
協
高
校
の
紹
介
と
演
劇
部
の
歴
史

今
年
、
創
立
１
３
１
年
を
迎
え
る
中
高

一
貫
の
男
子
校
。
学
校
は
１
８
８
３
年

創
立
。
当
初
は
、
ド
イ
ツ
学
協
会
学
校
と
い
う
名
称
で
あ

っ
た
。
全
校
生
徒
約

１
２
０
０
人
。
中
学
生
か
ら
ド
イ
ツ
語
も
教
え
る
と
い
う
珍
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
持
っ
て
い
る
。
総
合
大
学
、
医
科
大
学
も
同
じ
学
校
法
人
に
あ
る
。
以
前
、

演
劇
部
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
休
眠
状
態
に
あ
っ
た
。
現
顧
間

（柳
本
）
が
赴

任
し
て
、
１
９
８
５
年
復
活
。
以
降
の
主
な
成
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
９
８
８
年
　
東
京
私
立
中
学

。
高
等
学
校
演
劇
発
表
会

（
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ド
ラ

マ
フ
ェ
ス
タ
の
前
身
）

初
出
場

１
９
９
１
年
　
東
京
都
高
校
演
劇
大
会
最
優
秀
賞

・
創
作
脚
本
賞
受
賞

以
後
、
東
京
都
大
会
に
は
、
１
９
９
３
、
９
８
、
９
９
、
２
０
０
５

年
に
も
出
場

１
９
９
２
年
　
全
国
高
校
演
劇
大
会

（沖
縄
）
出
場

。
優
良
賞
受
賞

１
９
９
３
年
　
俳
優
座
劇
場
は
い
す
く
う
る
ド
ラ
マ
す
べ
し
ゃ
る
出
場

以
後
、
２
０
１
４
年
ま
で
１７
回
出
場

１
９
９
４
年
　
高
校
演
劇
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

（
ス
ペ
ー
ス
ゼ
ロ
）
出
場

以
後
、
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
は
４
回
出
場

・

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ド
ラ
マ
フ
ェ
ス
タ
優
秀
賞
受
賞

（以
後
、
２
０
０
４

年
を
除
き
す
べ
て
出
場
中
）

全
国
大
会
優
秀
校
東
京
公
演

（国
立
劇
場
）
特
別
出
演

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ド
ラ
マ
フ
ェ
ス
タ
生
徒
審
査
員
賞
受
賞

高
校
演
劇
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
出
場
（
シ
ア
タ
１
１
０
１
０
）

日
韓
友
好
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ド
ラ
マ
フ
ェ
ス
タ
優
秀
賞

。
世
田
谷
パ
ブ

リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
友
の
会
賞
受
賞

全
国
青
年
大
会
に
高
校
演
劇
と
し
て
初
の
特
別
出
演

日
韓
友
好
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ド
ラ
マ
フ
ェ
ス
タ
優
秀
賞
受
賞

日
韓
友
好
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ド
ラ
マ
フ
ェ
ス
タ
優
秀
賞
受
賞

韓
国
に
て

「
日
韓
青
少
年
演
劇
祭
」
に
出
演

（
ソ
ウ
ル
市

・
ク
ー

ロ
芸
術
劇
場
）

日
韓
友
好
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ド
ラ
マ
フ
ェ
ス
タ
特
別
賞

。
生
徒
審
査

員
賞
受
賞

（
２
０
０
９
年
　
韓
国
で
の
公
演
用
に
執
筆
し
た
も
の
に
加
筆
）

２

０

０

０

年

２

０

０

６

年

２

０

０

７

年

２

０

０

８

年

２

０

０

９

年

２

０

１

４

年

第
四
章
　
演
劇
公
演
の
惹
句

客
が
来
て
な
ん
ぼ
の
世
界
。
毎
回
の
公
演
に
は
気
を
遣
う
。
大
会
で
は
よ
く
「上

演
校
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
欄
が
設
け
ら
れ
る
。
２
０
０
字
程
度
の
ア
ピ
ー
ル

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ど
の
学
校
も
真
面
目
と
い
う
か
な
ん
と
い
う
か
、
も
ど
か

し
い
思
い
の
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
「
こ
ん
に
ち
は
、
○
○
高
校
で
す
。
今
回
、

上
演
す
る
の
は
○
○
で
す
。
（そ
し
て
あ
ら
す
じ
の
紹
介
）
…
…
○
○
し
て
頑
張

り
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
。
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
観
よ
う
と
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い
う
食
指
は
動
か
な
い
。
真
面
目
の
上
に
な
ん
ら
か
の
接
頭
辞
が
つ
く
よ
う
で
あ

る
。
こ
れ
で
は
よ
く
な
い
。
こ
ち
ら
は
そ
の
時
、
最
善
の
言
葉
を
紡
ご
う
と
す
る
。

少
し
で
も
客
が
来
て
く
れ
た
ら
。
そ
し
て
、
演
劇
は
言
葉
中
心
の
芸
術
で
あ
り
、

短
い
言
葉
に
心
を
砕
く
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
惹
句

（宣
伝
文
句
）
に
つ
い
て
。

そ
の

一
端
を
並
べ
て
お
き
た
い
。

『怪
人
２
０
０
１
面
相
』
（拙
作
）

あ
。は
っ
ぴ
―
・に
ゅ
―
・せ
ん
ち
ゅ
リ
ー
。
つ
い
に
始
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
、

新
春
恒
例
ギ
ャ
グ
大
爆
裂
、
叫
び

。
走
り

ｏ
踊
り
の
嵐
。
中
に
織
り
こ
ま
れ
た
血

と
汗
と
涙
…
…
。
ど
ケ
チ
名
探
偵
と
コ
バ
ナ
シ
少
年
率
い
る
少
年
探
偵
団
は
今
日

も
忙
し
く
、
迷
い
猫
探
し
か
ら
美
術
品
の
盗
難
事
件
、
そ
れ
に
道
ば
た
に
落
ち
て

い
る
小
銭
拾
い
で
い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い
で
す
。
そ
の
横
を
通
り
過
ぎ
る
黒
い
影
。

そ
の
正
体
と
は
ｐ
¨
獨
協
が
贈
る
今
世
紀

一
発
目
の
超
ド
級
ギ
ャ
グ

・
ス
ペ
ク
タ

ク
ル
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

（
２

０

０

１
年

１

月

　

Ｔ

Ｏ

Ｋ

Ｙ

Ｏ

ド

ラ

マ

フ

ェ

ス

タ

全

体

チ

ラ

シ

）

『プ
ン
ボ
ー
グ
０
０
６
セ
ン
ス
』
（拙
作
）

つ
い
に
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
輝
け
る
２
０
０
２
年
。
（ど
こ
が
だ
よ
！
）
上

か
ら
読
ん
で
も
下
か
ら
読
ん
で
も
同
じ
２
０
０
２
、
な
ん
と
も
丸
っ
こ
い
年
を

待

っ
て
ま
し
た
。
（
こ
じ
つ
け
か
よ
―
）
そ
れ
は
、
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
に
似
て
る

か
ら
で
す
。
（ん
な
ア
ホ
な
―
）
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
に
は
出
ら
れ
な
い
僕
た
ち
で

す
が
、
（あ
た
り
ま
え
だ
ろ
―
）
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
と
い
う
、
僕
た

ち
の

『
Ｗ
杯
』
で
思
い
っ
き
リ
フ
エ
イ
ン
ト
を
か
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
（意
味

あ
ん
の
か
よ
―
）
今
年
も
よ
ろ
し
く
！

（頼
ン
ま
す
！
）

（
２

０

０

２
年

１

月

　

Ｔ

Ｏ

Ｋ

Ｙ

Ｏ

ド

ラ

マ

フ

ェ
ス

タ

全

体

チ

ラ

シ

）

『帰
っ
て
き
た
タ
イ
ム
軍
人
』
（笠
原
正
彰

・
作
）

あ
け
ま
シ
ー
プ
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
自
分
は
部
長
の
笠
原
と
言
い
ま

す
。
顔
が
純
ア
ジ
ア
ふ
う
な
の
で
、
よ
く
ベ
ト
ナ
ム
人
と
間
違
わ
れ
ま
す
。
う
ん

ざ
り
で
す
。
こ
な
い
だ
も
道
を
歩
い
て
い
た
ら
、
強
制
送
還
す
る
ぞ
、
と
警
察
官

に
脅
さ
れ
ま
し
た
。
油
断
も
ス
キ
も
あ
っ
た
も
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
戯

曲
も
、
必
死
で
書
い
た
台
本
は
日
本
語
扱
い
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
ま
っ
た
も

ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
さ
て
、
題
名
で
す
。
普
通
、
『帰
っ
て
き
た
』
と
い

う
と
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
２
み
た
い
で
す
が
、
何
か
の
続
編
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
の
台

本
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
Ｏ
Ｎ
Ｌ
Ｙ
　
Ｏ
Ｎ
Ｅ
で
す
。
そ
し
て
新
春
恒
例

『初
笑
い
―

新
春
ネ
タ
合
戦
！
』
は
本
校
の
伝
統
で
す
。
今
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
！

（
２

０

０

３

年

１

月

　

Ｔ

Ｏ

Ｋ

Ｙ

Ｏ

ド

ラ

マ

フ

ェ

ス

タ

全

体

チ

ラ

シ

）

『臨
界
点
の
ジ
ェ
ッ
ト
ボ
ー
イ
』
（拙
作
）

臨
界
点
…
…
。
そ
れ
は
、
物
質
が
別
の
も
の
に
変
わ
る
境
目
。
久
志
は
ド
ッ
キ

リ
高
校
２
年
。
面
白
お
か
し
く
も
な
い
男
子
校
。
毎
日
の
無
意
味
な
生
活
。
無
意

味
な
タ
レ
ロ
。
５
年
前
の
想
い
出
。
…
…
そ
ん
な
日
常
を
打
破
す
る
と
き
が
や
っ

て
き
た
。
ド
ッ
キ
リ
高
校
Ｖ
Ｓ
秀
才
学
園
。
２
科
Ｖ
Ｓ
４
科
。
鉄
パ
イ
プ
Ｖ
Ｓ
刀
。

腹
話
術
師
Ｖ
Ｓ
人
形
。
過
去
Ｖ
Ｓ
未
来
。
友
情
Ｖ
Ｓ
妥
協
。
タ
レ
ロ
Ｖ
Ｓ
流
し
目
。

い
ま
で
は
な
い
い
つ
か
Ｖ
Ｓ
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
…
…
Ａ
Ｎ
Ｄ
　
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｉ

（２
０
０
３
年
８
月
　
高
校
演
劇
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
　
チ
ラ
シ
）
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『パ
イ
レ
ー
ツ
　
オ
ブ
　
カ
ウ
ボ
ー
イ
』
（福
島
真

・
作
）

ち
っ
す
。
福
島

っ
す
。
中
３
っ
す
。

１４
歳
っ
す
。
戯
曲
書
く
の
は
初
め
て
っ
す
。

い
つ
も
の
獨
協
テ
イ
ス
ト
と
は
違
う
っ
す
。
事
件
っ
す
。
殺
し
っ
す
。
か
な
り
不

吉

っ
す
。
体
に
い
い
の
は
お
酢

っ
す
。
満
員
電
車
で
人
が
押
す

っ
す
。
し
ょ
せ

ん
こ
の
世
は
メ
ス
と
オ
ス
っ
す
。
す
っ
す
す
っ
す
と
小
池
Ｂ
子
と
Ｃ
子
が
歩
く
っ

す
。
お
っ
と
こ
れ
は
か
な
り
内
輪
っ
す
。
そ
―
ゆ
―
ワ
ケ
っ
す
。
不
真
面
目
な
と

こ
は
い
つ
も
の
獨
協

っ
す
。
で
も
っ
す
、
ち
ょ
っ
と
違
う
っ
す
。
お
っ
と
っ
す
、

書
い
て
た
ら
す
、
息
が
っ
す
、
苦
し
く
な
っ
て
き
た
っ
す
ｃ
…
…
す
―
。

（
２

０

０

４
年

１

月

　

Ｔ

Ｏ

Ｋ

Ｙ

Ｏ

ド

ラ

マ

フ

ェ
ス

タ

全

体

チ

ラ

シ
）

『ギ
リ
ギ
リ
鬼
ギ
リ
五
面
楚
歌
』
（宇
都
宮
成
典
大
聖
孫
悟
Ｑ
０
０
　
作
）

こ
ん
に
ち
は
―
・

作
者
の
宇
都
宮
成
典
で
す
。
「し
げ
の
り
」
で
す
。
「せ
い
て

ん
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「成
典
大
聖
孫
悟
Ｑ
０
０
」
っ
て
の
は
、
じ
つ
は
、
な

ん
と
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
す
。
キ
ャ
ハ
ハ
。
今
回
は
僕
が
台
本
を
書
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
キ
ャ
ハ
。
台
本
を
書
く
の
は
初
め
て
だ

っ
た
の
で
、
エ
ス
カ
ッ
プ
を
飲
ん

で
気
合
い
を
入
れ
て
書
き
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
燃
え
た
い
と
き
は
コ
レ
で
す
。
よ
つ

し
ゃ
。
さ
て
、
つ
い
に
や
っ
て
き
ま
し
た
中
学
私
学
大
会
―
　
中
学
生
だ
け
で
す
。

高
校
生
は
い
ま
せ
ん
。
中
学
パ
ワ
ー
で
吹
っ
飛
び
ま
す
―
　
暴
れ
ま
す
―
　
中
学

一
年
生
も
新
し
い
で
す
！
　
筋
肉
で
す
！
　
お
楽
し
み
に
―

（２
０
０
４
年
６
月
　
中
学
私
学
大
会
全
体
チ
ラ
シ
）

『加
工
貿
易
都
市
東
京
よ
さ
ら
ば
』
（森
川
祐
介

・
作
）

こ
ん
ば
ん
は
、
作
者
の
森
川
で
す
。
時
期
は
少
し
早
い
の
で
す
が
、
僕
は
趣
味

で
都
内
の
心
霊
ス
ポ
ッ
ト
に
よ
く
行
き
ま
す
。
雑
誌
な
ど
で

「生
半
可
な
気
持
ち

で
行
く
と
祟
ら
れ
る
」
と
書
か
れ
ま
す
が
、
実
は
ア
レ
は
本
当
で
す
。
僕
な
ん

か
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
崇
り
に
あ
っ
て
困
っ
て
ま
す

（僕
が
悪
い
の
で
す
が
）
。
皆
さ

ん
も
、
夏
の
海
と
心
霊
ス
ポ

ッ
ト
は
危
険
な
の
で
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
こ

の
作
品

『加
工
貿
易
都
市
東
京
よ
さ
ら
ば
』
は
僕
の
実
体
験
１
で
と
若
さ
９
９

イ
で
書
き
ま
し
た
。
生
半
可
な
気
持
ち
で
観
て
も
祟
ら
れ
な
い
の
で
ご
安
心
を
。

（２
０
０
５
年
６
月
　
中
学
私
学
大
会
全
体
チ
ラ
シ
　
作
者
　
森
川
）

『
ス
ク
ー
ル

・
ウ
オ
ー
カ
ー
ズ
～
地
獄
の
鉄
拳
祭
』
（宇
都
宮
成
典

。
作
）

恒
例
★
新
春
ネ
タ
合
戦
。
「青
春
ア
ミ
ー
ゴ
」
を
か
け
る
ぜ
、
Ｏ
Ｋ
、
Ｒ
Ｉ
Ｄ

Ｅ
　
Ｏ
Ｎ
Ｉ
　
風
雲
う
ず
ま
き
、
暴
力
が
支
配
す
る
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
。
そ
こ
は

ま
る
で
火
山
高
。
（♪
地
～
元
じ
ゃ
負
ッ
け
知
ら
ず
～
）
暗
躍
す
る
韓
流
ス
タ
ー
。

守
り
を
固
め
る
ラ
テ
ン
魂
。
秘
密
の
鉄
拳
祭
に
、
つ
い
に
あ
の
男
が
立
ち
上
が

る
。
（♪
地
～
元
じ
ゃ
負
ッ
け
知
ら
ず
～
）
そ
し
て
ま
た
す
ぐ
座
っ
た
。
座
る
や

い
な
や
お
た
け
び
を
あ
げ
る
。
（♪
い
～
た
い
ぜ
～
親
知
ら
ず
～
）
名
前
は
北
関

東
ギ
ョ
ー
ザ
天
国
、
住
ま
い
は
練
馬
高
野
台
、
体
は
子
供
マ
ッ
チ
ョ
、
宇
都
宮
し

げ
の
り
。
ゼ
イ
肉
を
こ
そ
ぎ
落
と
し
、
筋
肉
で
つ
づ
っ
た
血
の
台
本
、
い
や
ネ
タ

帳
。
今
年
も
飛
ば
す
ぜ
、
乞
う
ご
期
待
―

（
２

０

０

６

年

１

月

　

Ｔ

Ｏ

Ｋ

Ｙ

Ｏ

ド

ラ

マ

フ

ェ

ス

タ

全

体

チ

ラ

シ

）

『突
撃
１
　
３
３
３
レ
ツ
ド
タ
ワ
ー
』
（演
劇
部

・
作
）

マ
イ
ケ
ル

・
ジ
ヤ
ク
ソ
ン
来
日
―
　
本
校
の
斜
め
前
に
は
、
フ
オ
ー
シ
ー
ズ
ン

ズ
ホ
テ
ル
が
あ
り
ま
す
。
外
国
か
ら
の
タ
レ
ン
ト
連
中
の
定
宿
と
な
っ
て
い
る
超

高
級
外
資
系
ホ
テ
ル
。
先
日
は
、
お
忍
び
で
マ
イ
ケ
ル
が
宿
泊
し
て
い
る
と
の

噂
が
―
　
追
ち
か
け
ま
で
、
い
や
が
り
ま
す
。
可
愛
い
中

一
を
守
ら
な
く
て
は
―
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あ
の
事
件
は
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
疑
間
に
思
っ
て
い
た
僕

は
、
警
備
員
や

「追

っ
か
け
」
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
い
る
外
壁
フ
ェ
ン
ス
越
し
に

「ポ
ー
！
」
と
叫
ん
で
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
ホ
テ
ル
の
中
か
ら
も

「ポ
ー
！
」
。

ざ
わ
つ
く
ギ
ャ
ラ
リ
ー
。
き
っ
と
マ
イ
ケ
ル
の
ア
ン
サ
ー
。
ポ
ー
で
会
話
し
ま
し

た
。
「ポ
ー
」
（す
る
な
）
「ポ
ー
？
」
（何
を
？
）
「ポ
ポ
ー
」
（あ
れ
だ
よ
）
「ポ
ー

…
…
」
（分
か
っ
た
）
。
以
上
、
作
者
の
実
話
で
し
た
。

（２
０
０
６
年
６
月
　
中
学
私
学
大
会
全
体
チ
ラ
シ
）

『あ
あ
で
も
な
い
、　
こ
う
で
も
な
い
―
日
エ
ロ∽
】∽
Ｚ
．日
「
〓
＞
日
Ｈ∽
Ｚ
．目
』

（長
谷
川
雄
規

。
作
）

バ
ツ
キ

ュ
ー
ン
ー
　
あ
な
た
の
ハ
ー
ト
を
ワ
シ
づ
か
み
。
今
年
も
飛
ば
す
ぜ
、

獨
協
演
劇
。
今
年
も
春
か
ら

「演
技
」
が
い
い
ね
。
そ
し
て
、
来
ま
し
た
、
つ
い

に
日
韓
友
好
。
だ
か
ら
準
備
し
た
の
は

「獨
協
版
☆
電
車
男
」
（な
ん
で
じ
ゃ
）
。

男
子
校
で
で
き
ん
の
か
愛
の
話
。
で
も
、
あ
な
た
の
ソ
ウ
ル
と
私
の
ソ
ウ
ル
が

ド
ツ
キ
ン
グ
。
宇
宙
の
果
て
ま
で
フ
ラ
イ
ン
グ
。
も
ひ
と
つ
お
ま
け
に
セ
ッ
テ
ィ

ン
グ
。
こ
ん
な
Ｉ
Ｎ
Ｇ
な
僕
た
ち
で
す
が
、
く
れ
ぐ
れ
も
Ｎ
Ｇ
に
な
ら
な
い
よ
う

に
頑
張
り
ま
す
。
今
年
も
、
新
春
早
々
飛
ば
し
ま
く
り
ま
す
。
い
い
年
に
な
ぁ
れ

２
０
０
７
１
（
２
０
０
７
年
１
月
　
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ド
ラ
マ
フ
ェ
ス
タ
全
体
チ
ラ
シ
）

『
Ｐ

Ｌ

Ａ

Ｎ

Ｅ

Ｔ

Ｄ

Ａ

Ｎ

Ｃ

Ｅ

』

（
栄

森

一
樹

。
作

）

花
粉
は
と
て
も
恐
ろ
し
い
生
き
物
で
す
。
僕
の
最
大
の
恋
敵
で
す
。
冬
…
…
さ

む
ツ
ー
　
と
思
っ
て
い
た
ら
も
う
春
で
す
。
み
な
さ
ん
は
い
か
が
お
過
ご
し
で

し
ょ
う
か
。
僕
は
飛
び
ま
す
。
体
中
の
毛
穴
と
い
う
毛
穴
か
ら
ガ
ス
を
出
し
て
飛

び
ま
す
。
…
…
ご
め
ん
な
さ
い
。
飛
べ
ま
せ
ん
。
翼
を
く
だ
さ
い
。
さ
て
、
今
回

の

お

芝

居

『
Ｐ

Ｌ

Ａ

Ｎ

Ｅ

Ｔ

　

Ｄ

Ａ

Ｎ

Ｃ

Ｅ

』
。

別

に

Ｐ

Ｌ

Ａ

Ｎ

Ｅ

Ｔ

が

Ｄ

Ａ

Ｎ

Ｃ

Ｅ

す

る

わ

け

で

も

、

Ｄ

Ａ

Ｎ

Ｃ

Ｅ

が

Ｐ

Ｌ

Ａ

Ｎ

Ｅ

Ｔ

す

る

わ

け

で

も

あ

り

ま

せ

ん

。

み

な

さ

ま

が

つ

い

踊

っ

て

し

ま

う

よ

う

な

、

そ

ん

な

芝

居

に

な

れ

ば

幸

い

で

す

。

（作
者
　
栄
森

・
２
０
１
０
年
３
月
　
俳
優
座
劇
場
　
全
体
バ
ン
フ
）

『
Ｗ

Ｈ

Ａ

Ｔ

　

Ｔ

Ｉ

Ｍ

Ｅ

　

Ｉ

Ｓ

　

Ｉ

Ｔ

　

Ｎ

Ｏ

Ｗ

？

』

（
相

原

孝

太

郎

。
作

）

突
然
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
昔
に
戻

っ
て
や
り
直
し
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？

「
あ
の
時
こ
う
し
て
お
け
ば
よ
か

っ
た
！
」
な
ん
て
…
…
。
今
回
は
、
主

人
公
が
過
去
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
！
　
そ
し
て
未
来
を
変
え
て
い
く
お
話
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
り
ま
せ
ん
。
テ
ロ
リ
ス
ト
、
原
住
民
、
世
紀
末
覇
者
、

そ
し
て
…
…
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
？
　
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
が
交
錯
す
る
超
次
元
ド
タ

バ
タ
復
讐
劇
。
お
楽
し
み
に
―

（
２
０
１
０
年
７
月
　
中
学
私
学
大
会
全
体
パ
ン
フ
　
作
者
　
相
原
）

『浜
辺
の
ぶ
る
う
す
』
（藤
井
智
矩

・
作
）

春
で
す
ね
ぇ
。
僕
の
嫌
い
な
季
節
で
す
。
希
望
に
満
ち
た
子
供
た
ち
を
見
る
と

人
生
の
厳
し
さ
を
教
え
て
や
り
た
く
な
り
ま
す
。
花
粉
も
大
嫌
い
だ
よ
。
そ
の
あ

と
に
来
る
夏
も
嫌
い
で
す
ね
。
青
春
？
　
夏
休
み
効
果
？
　
男
子
校
の
俺
た
ち
に

は
な
ん
の
関
係
も
ね
―
よ
―
　
‥
…

す
み
ま
せ
ん
。
取
り
乱
し
ま
し
た
。
僕
の

名
前
は
秋
元
で
す
。
で
も
秋
は
キ
ラ
イ
で
す
。
美
味
し
い
も
の
が
多
す
ぎ
て
太
っ

ち
ゃ
い
ま
す
よ
（笑
）
。
さ
て
、
こ
の
物
語
の
舞
台
は
冬
で
す
。
冬
も
キ
ラ
イ
で
す
。

そ
ん
な
僕
が
精

一
杯
好
き
に
な
れ
る
よ
う
に
つ
く
り
ま
し
た
。
過
ぎ
た
ば
か
り

の
季
節
の
、
あ
の
緊
張
感
を
感
じ
て
い
た
だ
け
た
ら
…
…
。
冬
の
浜
辺
に
ブ
ル
ー

ス
ハ
ー
プ
が
高
鳴
り
ま
す
。
そ
し
て
―

―
。
（演
出
　
秋
元
潤

・
２
０
１
１
年
３
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月
俳
優
座
劇
場
　
全
体
チ
ラ
シ
。
し
か
し
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
出
場
は
中
止
）

『ギ
ン
コ
ー
☆
ク
ラ
イ
シ
ス
』
（守
田
立
吾

ｏ
り
ゅ
う
ご

ｏ
作
）

夏
―
―
汗
―
っ
！
あ
ぢ
―
っ
！
た
、
た
す
け
て
く
れ
―
っ
―
た
だ
で
さ
え
暑
い
の

に
、
ギ
ン
コ
ー
ー
ク
ラ
ィ
シ
ス
ー
ー
う
っ
と
う
し
―
―
う
ぎ
―
っ
―
ク
ラ
イ
シ

ス
ー
！
意
味
わ
か
ん
な
い
で
使

っ
て
る
―
―

「暗
い
」
「死
す
」
―
た
ぶ
ん
ち
が

う
―
―
き
っ
と
、
逆
―
―

「明
る
い
」
「生
き
の
び
る
」
―
た
ぶ
ん
そ
ん
な
話
―

自
分
で
も
―
―
わ
か
っ
て
な
い
―
！
現
在
―
―
必
死
こ
い
て
―
！
製
作
中
―
！

乞
う
ご
期
待
―
―
わ
れ
わ
れ
自
身
も
―
―
楽
し
み
―
―
楽
し
み
な
の
は
―
―
夏

休
み
―
―
海
に
山
に
ゴ
ー
ー
舞
台
お
り
た
ら
ゴ
ー
！

（２
０
１
１
年
７
月
　
中
学

私
学
大
会
全
体
パ
ン
フ
）

『暁
の
ジ

ェ
ッ
ト
ボ
ー
イ
』
（拙
作
）

ど
う
も
。
最
近
、
ク
シ
ャ
ミ
が
止
ま
ら
な
い
、
演
出
の
中
村
で
す
。
も
ち
ろ

ん
ク
シ
ャ
ミ
を
５０
回
し
た
ら
通
信
簿
を
親
に
見
せ
な
く
て
も
大
丈
夫
な
力
と
か
、

通
信
簿
を
こ
の
世
か
ら
抹
殺
で
き
る
力
と
か
、
通
信
簿
を
ビ
リ
ビ
リ
に
破
る
こ
と

の
で
き
る
勇
気
な
ど
手
に
入
る
な
ら
、
喜
ん
で

「
ハ
ッ
ク
シ
ョ
ン
ー
」
し
ま
す
が
、

い
か
ん
せ
ん
こ
の
世
は
冷
た
い
で
す
。
自
分
の
鼻
に
イ
ラ
イ
ラ
す
る
ば
か
り
。
や

は
り
原
因
は
春
。
こ
い
つ
が
い
け
な
い
の
で
す
ね
。
で
も
、
春
。
六
本
木
に
来

ら
れ
る
春
。
僕
は
こ
の
季
節
が
い
ち
ば
ん
ス
キ
で
た
ま
ら
な
い
の
で
す
。
（演
出
・

中
村
健
太
朗

。
２
０
１
２
年
３
月
俳
優
座
劇
場
全
体
パ
ン
フ
）

『ゴ
ン
ザ
レ
ス
』
（拙
作
）

ゴ
ン
ザ
レ
ス
。
巨
人
の
、
で
は
な
い
。
Ｗ
Ｂ
Ａ
の
フ
ラ
イ
級
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
も

な
い
。
中
米
の
、
手
の
甲
に
剛
毛
の
生
え
た
俳
優
で
も
な
い
。
あ
、
ち
な
み
に
最

初
の
巨
人
と
い
う
の
は

『進
撃
の
巨
人
』
の
巨
人
で
な
く
、
野
球
の
巨
人
で
あ
る
。

で
も
巨
人
の
ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
ゴ
ン
ザ
レ
ス
で
は
な
い
。
ゴ
ン
ザ
レ
ス
。
そ
れ
は
何

か
。
謎
だ
。
ひ
と
こ
と
だ
け
言
っ
て
お
こ
う
。
硬
く
て
や
わ
ら
か
い
。
そ
れ
が
ゴ

ン
ザ
レ
ス
。
そ
れ
こ
そ
が
ゴ
か
ら
始
ま
る
５
文
字
の
片
仮
名
。
ゴ
ン
ザ
レ
ス
。

（
２
０
１
２
年
９
月
～
１０
月
　
文
化
祭
バ
ン
フ
、
地
区
大
会
チ
ラ
シ
）

『セ
イ
バ
ー

・
イ
ン
・
ザ

。
フ
ユ
ー
チ
ヤ
ー
』
（加
藤
雅
也

。
作
）

獨
協
演
劇
部
で
―
す
。
も
う
４
月
で
す
ね
。
早
い
な
あ
。
時
間
が
経
つ
の
は
。
「よ
―

し
、
こ
れ
か
ら
演
劇
部
で
頑
張
る
ぞ
！
」
と
思
っ
て
い
た
中

一
の
頃
が
も
う
三
年

前
な
ん
で
す
よ
。
大
学
受
験
な
る
も
の
が
迫
っ
て
い
る
ら
し
く
、
将
来
が
不
安
で

す
。
そ
う
そ
う
、
今
回
の
テ
ー
マ
は
Ｄ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｍ
。
夢
で
す
―
・

や
り
た
い
こ
と

が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
涙
を
呑
ん
で
お
蔵
入
り
に
な
っ
た
こ
と
が
山
ほ
ど
あ
り
ま

す
。
僕
の
４
年
間
を
そ
の
心
で
感
じ
ち
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。
（
２
０
１
３
年
４
月

俳
優
座
劇
場
全
体
パ
ン
フ
　
作
者
　
加
藤
雅
也
）

『
は
な
の
こ
な
―
―
我
、
汝
を
残
滅
す
』
（拙
作
）

「
い
ち
め
ん
の
な
の
は
な
、
い
ち
め
ん
の
な
の
は
な
…
…
」
こ
の
よ
う
に
え
ん
え

ん
と
続
く
、
山
村
暮
鳥
の
詩
が
あ
る
。
そ
れ
と
は
全
く
関
係
な
い
、
こ
と
も
な
い
。

あ
い
つ
は
き
み
の
こ
と
が
好
き
な
の
に
、
ど
う
し
て
き
み
は
拒
絶
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
愛
し
て
い
る
、
は
ず
が
な
い
。
ど
う
や

っ
て
人
は
分
か
り
合
え
る
の
だ
ろ
う
。

人
類
に
平
和

っ
て
や
つ
は
訪
れ
る
の
か
。
す
べ
て
の
謎
に
答
え
を
示
そ
う
。
い
ま
、

こ
こ
に
こ
こ
ろ
を
こ
め
て
贈
る
、
乾
坤

一
榔
、
男
の
芝
居
、
「は
な
の
こ
な
」

（
２
０
１
３
年
９
月
　
文
化
祭
パ
ン
フ
、
地
区
大
会
チ
ラ
シ
）
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『荒
野
と
風
と
大
空
と
』
（田
中
勇
作

・
作
）

お
は
こ
ん
ば
ん
に
ち
は
。
獨
協
中
学
高
等
学
校
で
す
―
　
昔
は
マ
カ
ロ
ニ
グ
ラ

タ
ン
よ
く
食
べ
て
た
な
あ
。
中
に
入
っ
て
る
エ
ビ
出
し
た
り
し
て
。
え
？
　
な
ん

で
マ
カ
ロ
ニ
か
っ
て
？
　
な
ん
た
っ
て
今
回
の
芝
居
は
マ
カ
ロ
ニ
ウ
ェ
ス
タ
ン
、

で
は
な
く
西
部
劇
。
し
か
し
な
ん
で
マ
カ
ロ
ニ
ウ
ェ
ス
タ
ン
な
ん
て
言
う
ん
で

し
ょ
う
ね
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
芝
居
、
毎
日
が
命
懸
け
の
よ
う
な
荒
野
の

町
で
巻
き
起
こ
る
因
果
応
報
的
ガ
ン
ア
ク
シ
ョ
ン
ー
　
ア
ウ
ト

・
オ
ブ

・
ア
モ
ー

は
死
を
意
味
す
る
、
ま
る
で
こ
の
世
の
ア
ビ

・
イ
ン
フ
ェ
ル
ノ

・
地
獄
―
・

是
非

ご
覧
下
さ
い
―
・

発
芽
米
―

（２
０
１
４
年
４
月
　
俳
優
座
劇
場
全
体
パ
ン
フ

文
章
は
内
海
直
希

・
加
藤
雅
也
の
合
作
）

【解
説
】

生
徒
に
書
か
せ
た
も
の
も
常
に
私
の
ほ
う
で
確
認
す
る
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の

「チ

ラ
シ
」
や

「バ
ン
フ
」
に
載
せ
る
文
章
は
大
切
で
あ
る
。
広
告

・
宣
伝
と
い
う
こ

と
で
い
え
ば
、
演
劇
に
は
本
当
に
そ
の
機
会
が
少
な
い
。
い
つ
も
気
に
し
て
い
る

の
は

「気
の
利
い
た
タ
イ
ト
ル
」
と

「短
く
鮮
烈
な
コ
ピ
ー
」
で
あ
る
。
予
告
編

も
キ
ラ
ー

・
シ
ョ
ッ
ト
も
用
意
で
き
な
い
だ
け
に
気
を
遣
う
。
そ
し
て
な
る
べ
く

多
く
の
観
客
を
前
に
、
し
っ
か
り
と
し
た
芝
居
を
上
演
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

【終
わ
り
に
】

今
年
に
入
っ
て
か
ら
東
宝
東
和
な
ど
の
宣
伝
を
ま
と
め
た

『映
画
宣
伝
ミ
ラ
ク

ル
ワ
ー
ル
ド
』
（
斉
藤
守
彦
）
と
い
う
回
想
録
を
読
ん
だ
。
宣
伝
に
よ
っ
て
当
た

る
も
外
れ
る
も
紙

一
重
。　
一
喜

一
憂
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
法
則
性
な
く
、
奥
深
い
。

実
に
不
可
解
。
時
に
不
条
理
。
だ
か
ら
こ
そ
興
味
は
つ
き
な
い
。
チ
ラ
シ
収
集
と

い
う
年
甲
斐
の
な
い
趣
味
も
継
続
中
で
あ
る
。
広
告

。
宣
伝
の
世
界
の
面
白
さ

。

不
可
思
議
さ
に
つ
い
て
、
ま
だ
ま
だ
追
究
し
て
い
き
た
い
。
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of TESOL, but my new interest in extensive reading for language learning revealed a strong link
between TESOL and literature. I suspect I will keep walking back and forth between these two

fields, just as characters in Murakami's novels dri.ft between two worlds.

Note
All citations in this paper colm.e■ ,onl:

M:urakalmi,H.(2011)ゴηθイβοοtt ο
"ら

わοο々 ιИο′′′わοο晨′力」θθ.[hanslated by Robin,

J.&GabrЮl,P(2011)HarⅥ I Secker:London

村上春樹 (2011)『 lQ 84(1):Book l<4月 -6月 >前編』新潮文庫

村上春樹 (2011)『 lQ 84(2):Book l<4月 -6月 >後編』新潮文庫

村上春樹 (2011)『 lQ84(3):Book 2<7月 -9月 >前編』新潮文庫

村上春樹 (2011)『 lQ84(4):Book 2<7月 -9月 >後編』新潮文庫

村上春樹 (2011)『 lQ84(5):Book 3<10月 -12月 >前編』新潮文庫

村上春樹 (2011)『 lQ84(6):Book 3<10月 -12月 >後編』新潮文庫

RefelFnccsi

藤崎央嗣 (2008)「『リアリティ』のありか 一 日本文学とポップ 。アー トが出会うとき」宇佐美毅・千

田洋幸 (編)『村上春樹と 1980年 代』おうふう

Goosen T(2013)Haruki Murakami abroad.υ ″bοr"E"gttbЙ
… “

四
“

激b"ノ文英堂

JarⅥs,S.,&Pavlenko,A.,(2008)(ン lοssカレg"s″b力′口θ
"ο

θ
“

ルコ♂
`′
♂θ′

“
〆οοgガ″♭

".New York:
Routledge.

Kawabe,R。 (2013)Language,thought,and culture― Briefinsight into thelr relations一 獨協中学

校・高等学校研究紀要 27,23‐ 25.

村上春樹 (1982)『羊をめぐる冒険 (上)― (下)』 講談社

村上春樹 (1987)『ノルウェーの森 (上)― (下)』 講談社

村上春樹 (2002)『海辺のカフカ (上 )― (下 )』 新潮社

Nitobe,I.(1900)_3“ sカコピlο .R′eprinted in 2004,■ lokyo:Tuttle.

Powers,P(2006)The global distributed self‐ Inon批o五ng subterranean neurologlcal soul・ sharing

picture sho‐ 『新潮』2006年 5月 号

榊哲 (2013)「言語間の影響と転移」JACET SLA研究会編『第二言語習得と英語科教育法』(pp.52‐64)

開拓社

Segal,E.(1992)ZοИθ,SIιοて/,■lokyo:K:odansha.

柴田元幸、沼野充義、藤井省三、四方田犬彦 (編)『A Wnd Haruki Chase:世 界は村上春樹をどう読

むか』文芸春秋

Whyatt,B.(2010)Bilingual language control in translation tasks:A TAP study into lnental eJort

nlanage]m.ent by inexperienced translators.J。 ,Arabski A.Wojtaszek(Eds.)Aむ υ
“
り1ルレg“』b力ο

′′ご′ジσЙο畳レク 2b力ι′θzνθο″Иθε ο
"SZИ

.6p79‐ 92).Bris"1,lK:Multilingual Matters.

芳川 泰久、西脇 雅彦 (2013)『村上春樹読める比喩辞典』ミネルヴア書房

(18)



「セ2宝蜜埜」乙ュ2±2堕峯藝ェ園生登」とふかえりは言った。どうやら天吾に向かって質問を

しているようだ。疑間符をつけずに質問するのが、彼女の語法の特徴の一つであるらしい。

(1‐ P109)

“Ylou're a teacher and a=重 1≦≧L"IFuka‐ Eri said.She seemed to be asking TengO a questiOn.

Apparently,asking questiOns lwithOut questiOn nlarks was anOther characteristic Of her

speech.(P44)

In addition, many translators point out that there is a sense of rhythm in Murakami's Japanese

text. The English translators tried to recreate the rhythm with frequent use of commas and short

clauses with simple structure, as shown in all citations above.

Finally, it should be noted that Murakami's novels are translated into many languages besides

English and the issues involved in translations vary from language to language. No matter what

language we are reading in, a cross-linguistic analysis of translation is fascinating in the view of

foreign language learning.

VI Conclusion

In this paper, I presented my analysis of the factors behind Murakami's popularity. His

references to pop culture and brand names helped, but what was really notable was that
Murakami went deep in people's minds and dealt with global issues. His view of relativity
manifested itself on the boundaries between two worlds: reality and imagination, life and death,

and good and evil. His message to readers in today's volatile world was that we need to accept

that everything is relative. This is what makes this book universally appealing in the world of
globalization.

Nevertheless, Murakami is truly representing a new generation of Japanese literature,
although his novels are devoid of the exotic beauty of Japan with no references to things like
geisha or samurai. The beauty he depicts is that of today's Japan abundant with international pop

culture, where Japanese urbanites drink Jack Daniels, listen to the Beatles, read Chekhov and

talk about Audrey Hepburn. His novels are full of loan words and his language and perception

does not seem genuinely Japanese. At the same time, however, he represents the Japanese

baby boomers with a strong attachment to his native country. Murakami is a contemporary

international writer with a firm Japanese heritage.

Tlanslators did excellent work in getting the novel to go international despite all the challenges

that arose from the linguistic issues such as similes, onomatopoeia, and grammatical differences.

Tlanslating a novel is as challenging a task as writing it, or perhaps more. Studying what

translators do to overcome these linguistic gaps is worthwhile for learning and teaching a foreign

language.

Finally, I have to admit this study is far from complete. I confess I am not a big fan of

Murakami and my knowledge is very limited. AIso until recently I had limited myself in the field

(17)



千葉県市川市で生まれ育った。 (1‐ P53)

He WaS bOrn in the City OfIChikaWa in neal■ y Chiba Preお cture。 (P20)

Sometimes additional information is much longer when something unfamiliar is involved in
the story as in the next two examples.

まさに宣日の琵萱法甑の壺:り に耳を傾けているような趣があった。(2‐ P238)

TengO felt aS thOugh he Were hearing it the tttL≦ li二≦≧聖ュ]=_聾覺L chantthy_■上 liニユ_I≧重Ω旦:L

旦c≦≧⊆」堕』p」aュlz」当 :1_]Li型 」≦ [f_Qュ」Ll≧Q」L■Q.(P256)

そういう日々が里調ム田植えの墜二量のように繰り返された。(5‐ P127)

One dayお 110Wed the neXt like the型 ≦墨 ≦」堕聖 2Шユ_重Ly量」堕 _」L」』lQ=里≦≧ELL」型コ gSL」≧LE璽≦二§ Sin笙』uユ

」量≧Qヱ_plaュ」Lllle」二
=」

LQ_p」壼kli壁。(P646)

「 琵 琶 法 師 」 iS a hiStO五 Cal prOお SSiOn Ofthe medieVal tlmeS in Japan.「 田 植 え の 囃 子 歌 」 is also a

thing Ofthe paStin Japan nOW that hrming iS largely autOmatized.In hct,there is more to「 琵 琶

法師」and「田植えの囃子歌」than the additionalinおrmatiOn prO宙 ded by the translatOr.The lute

the priest played was a traditional instrulnent that inade a lmelancholic sOund.The priest had

Such a spiritual way ofte」ing stories and playing lnusic that they got the audience to listen really

intently.The point here was that llengo was so lllesinerized by the way the story、 vas told that

he felt aS if he had been taken tO a sp・ ritual world.Work songs far】 m.ers(used tO)sing helped

synchrOnize their work.Since a large nuコ aber of far】 mers worked together to plant the sanle

rice paddy it required good coordination Of their imove]ments.So the wOrk sOng had a slow and

Steady rhythm.with a rustic melody,and this expressiOn was the best it to describe the Tengo's

lnonotonous hfe in a rural town.

A translatOr's challenge lies ln deciding hOw im.uch additional inforimation he shOuld provide.

Readers overseas lnay not fully understand the cultural background lnerely by reading this

EngliSh teXt,but adding t00 1nuCh infOrmatiOn WOuld Spoil the beauty of the original text.A

translator lnay open the door to the story fOr readers but it is up to the readers to exp10re the

culturally unfamiliar world of literature.The translator has to respect this ieedom ofthe readers

while keeping additiOnal infbrlmation to a lninilnunl.

V-5. Other Issues.

Japanese is a unique language with three ways of transcription: kanii, hiragana and
katakana. Murakami effectively used the phonetic features ofhiragana and katakana to express

the awkward speech by Fuka'Eri, who sometimes talked without understanding the meaning
(Kawabe, 2013). To put Fuka Eri's speech into another language is a big challenge but the English
translators overcame it by creating short sentences lacking punctuation.
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his own judgment as to whether he should use 'moon'or 'moons'. Here he decided that it was the

singular form Aomame used because she did not want Tamaru to think that she was insane. In

the original text in Japanese, Murakami intentionally made it vague how many moons Tamaru

saw in the sky, but the English rule forced the translator to make a judgment.

「ねえ、タマルさん、最近旦を見たことある ?」 と青豆は尋ねた。

「旦 ?」 とタマルは言った。「空に浮かんでいる旦のことかな」

「そう」

「とくに意識 してみたという記憶はここのところない。旦がどうかしたのか ?」 (3‐P139)

Aomame asked ifhe had seen the_moon lately.

“The=nΩ Qn7'Tamaru asked.“ You lnean thQInQΩュup in the sky?"

`%s,並」璽 鯉 .''

“I can't say l recall conscbusly looking at t recently.Is something going on with the m00ュ 7'

(P212)

V-3-D Human and Nonhuman Distinction.

English grammar distinguishes human nouns and nonhuman nouns. For the former he or she

is used as a pronoun while for the latter.rT is used. When an animal is usually referred to, the

pronoun to be used is usually it, but sometimes an animal can assume a human entity, especially

when they are pets and considered to be man's companions. This is where a translator's judgment

is involved.

However, below is where the translator was not sure whether he should use .&e or ft when he

referred to a cat, which caused him to make an error. He first used ,he then switche d. to it arl.d its .

そのあとには一匹の縞柄の猫がやってきた。このあたりで飼われている猫らしく、首にノミ取

りの首輪をつけていた。見かけたことのない猫だ。ネコは枯れた花壇の中に入って小便をし、

小便を終えるとその匂いを嗅いだ。何かが気に入らないらしく、いかにも面白くなさそうに髭

をぴくぴくさせた。そして尻尾をぐいと立てたまま建物の裏手に姿を消した。(6‐Pl10‐ 111)

Nbxtit was a striped cat's turn.He had on a nea couar and probably belonged to a neighbor.

Ushikawa had never seen the cat before.The cat peed in the drled‐ up■ower bed,Snigled

the result,and― apparently displeased wth whatユ fOund―tWtChed上旦WhiSkerS,aS if i

were bOred.Tail up,上 disappeared behind the building。 (P805)

V-4 Tlanslator's Additional Information.
It takes cultural background knowledge to understand a story. A translator sometimes provides

additional information for the sake of readers. In the example below, the translator inserted

the word "nearby" to complement the original text probably because he thought that such

geographical information was worth mentioning.
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「でも、うまく眠れるかな。こんなにも雷が鳴っているし、まだ九時過ぎだし」と天語が心許

なげに言った。 (4‐ P47)

“We'u go to the cat town again,''Fuka‐ Eri said.``So we have to sleep."

:D)o you think】璽Ω can sleep with all this thunder going?And it's barely past nine,''■ lengo

said anxiously.(P477)

Fuka'Eri, suffering from dyslexia, often uttered extraordinary sentences lacking necessary

information. Here it was vague who it was that "will go to the cat town" and that "can sleep". This

was where this story was interesting with her awkward speech adding to Tengo's confusion. Yet, if
her lines were to be put into English, the translator had to clarify the subject of each sentence. He

used his own judgment and decided the subject was "we," although Fuka'Eri could have meant

"you" or "I".

V-3-B Tbnse

English has strict rules about tense. When a writer's focus is on the past, he or she has to

use the past tense consistently. The tense rules in Japanese, on the other hand, are less strict,

allowing writers to move from one tense to another flexibly. One case in point is a scene where

Aomame expressed her concern about the rubber plant she had left in the apartment.

しかし今のところ彼女に思い出せるのは、アパートの部屋に置いてきたゴムの木だけだった。

それは今どこにあるのだろユ。タマルは電話で約束したように、あの鉢植えの面倒を見てくれ

ているのだろうか?大丈夫、心配することはム埜、と青豆は自分に言い聞かせゑ。(4‐P217)

All she cOllld bring back at the=n01llent,hOweveL was the potted rubber plant she had left

in her apartlm.ent.Where COuld it be nOW?WaS'ranlaru 100king ater it aS he had prO:匡 LiSed?

OfCOurSe.7乃θ2η bコ0`カレg""Or2y′わOυ′,Aomame told herser(P551)

While in the Japanese text, the tense suddenly shifted into present, in English, the translator

was consistent with the past tense following the strict rule of the language. He finally broke the

rule in the part Thereb nothing to wor4r about to convey the sense of Aomame's thinking in the

moment. He used italicized font to signal the shift in focus of tense.

V -3-C Singular-Plural Distinction
English clearly distinguishes singular nouns from plural while Japanese does not. In 1Q84,

the main characters were disturbed by the site of two moons in the sky. They were so dismayed

that they even suspected that everyone else in this strange world could take the two moons for

granted. In the end, the three characters were too afraid to discuss how many moons they saw in
the sky in the fear that they could appear lunatic. In Japanese, they could talk about the moons

without clariffing how many they saw because there is no distinction between an oon and. moons.

Nevertheless, when translating the following scene into English, the translator had to use
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The Japanese expression fX Lflfli* E'], literally meaning "like the sky and land," is used when

two things are compared and one is far superior to the other. This is a humorous scene where

Komatsu says that Tengo pales in comparison with Fuka'Eri when it comes to drawing media's

attention and Tengo grudgingly agrees. Instead of using the literal translation, the translator

expressed Tengo's sarcastic tone using two simple words "Way more."

V-2 Onomatopoeia
Japanese is said to be rich in onomatopoeia, which makes it difficult to translate into another

language. In the large volume of 1Q84, however, instances of onomatopoeia are rather few. It
seems that Murakami, fully aware of this issue, intentionally avoided using onomatopoetic

expressions. Some of the exceptions would be those below.

●かしゃんという大きな音を立てて (3‐ P92)

●ことんという乾いた音を立てて (3‐ P92)

●いつもはみんなで互いわい言い合いなが

らご飯を食べている (2‐P80)

●身体のほうがそれなりに反応しちゃうわ

け。彼に抱かれたいってびりびり思う。

(2‐ P94)

●空気は どろ_2と上た状態にな ってい る。

(1‐P38)

O My body always reacts. It wants him so

badly! (Proz)

●the air(was)deェ 聾e liquid.(P14)

It is really amazing how the translators made the English text rich in onomatopoeia. The

translations above may look simple but it is notable how much ingenuity the translators put here.

While the English equivalents of the Japanese onomatopoeias look natural and right, they vary

in parts of speech: a single ,eqa like click ot thump, an adjective noisy, or an adverb badly, ot an

adjective and noun phrase dense liquid.

V-3 Grammar
Due to the structural differences between two languages, translators have to use their own

interpretations of the information in the original text before they put it into another language.

Japanese and English differ in rules about subject omission, tense or singular-plural distinction.

V-S-A Subject Omission
The Japanese language permits subject omission while English generally does not. This

difference sometimes makes translation difficult. Let us take a look at a scene where Tengo is

welcomed by Fuka-Eri after he has come back from the cat town on a stormy day.

「もういちどネコのまちにいく」とふかえりは言った。「だからねむらなくてはならない」

(13)

●with aloud cLk(P349)

●with a dry thump.(P350)

●I usually eatin a h二 _ュΩtty crowd。 (P180



Tlicking them is as eas!, as twisting a baby's arm. (P244)

Translators'challenges arise when the lneaning of language specific si=niles are not

StraightおrWard・ Seeing hOW they are tranSlated iS really ttmzing.In the exam:ple below, 鉄人

28号,a Japanese cartoon character in the 60's,was translated into another herO Superman,an

AInerican equlvalent.

「もちろん手はある程度痛みますよ。わたくしは鉄塾2昼量じゃありませんからね。」(5‐ P207)

“C)fCOurSe m.y hand dOeS hurt.I'ni not Sュ perman,after all.''(P679)

Here is another interesting case.

「基本的には不動産業だよ。ああ、要するに私らと同業だ。とはいってもやっていることは月

とス.ッ ポン、ロールス旦イスとちゃりんこくらい違う。」(5‐P99
“BaSiCally he'S in real eState・ The Sam・ e aS Ine・ But differenCe betWeen us is chal■ and

cheese.L■ e alttf二Ik≧ylQQ」廻止ニュddLbttQヱ曇 ''C633)

The expression [6 E 7'y >f/ I is a set phrase in Japanese referring to a big difference between

two items in the same category. In this case, someone owning a huge conglomerate is much
greater than a man running a small real estate agency. While its literal translation would be "the

moon and a soft shelled turtle", the translator used a conventional English expression indicating a

hugedifference"chalkandcheese."Thesecondsimile [[:-/VX14TtBpD/vC) isMurakami's
original. The word lb*D fuCl is a slang word referring to a bicycle, presumably coming from

the sound charinko that a cheap bike makes as someone pedals it. It may be for this reason that
the translator inserted the word, "old".

Yet, what is most amazing is the case below, where the translator effectively used the contextual
information to put a Japanese specffic phrase into simple English. Below is a conversation between

Komatsu and Tengo.

「・・・十七歳の美少女、それだけでもかなりの話題にはなるだろう。こう言っちゃなんだが、

たとえば冬眠明けの熊みたいな見かけの、三十歳の予備校数学教師が新人賞を取るのとでは、

ニュース・バリューが違う。」

「天と地ほど」と天吾は言った。(2‐Pl10)

“....A pretty seventeen‐ year‐ 01d wins:that alone lⅣill cause a sensation.:Don't take this the

wrong way but that has a 10t n10re news value than if the new wrlter's prize had gOne to

sonle thirty‐ year 01d cranl sch001 teacher wh0 100ks like a bear Out Ofhibernation"

“Way more,"Tengo said.(P200)
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IV-3 Japanese Society
However, what really makes this story Japanese is the way it reflects Japanese society. TWo

occupations mentioned in the novel are unique to Japan. Tengo's was a part time instructor

at a prep school which provides extra instruction for teenagers preparing for school entrance

examinations. This phenomenon is probably common in East Asia, but in many other parts of

the world, where college admission processes are different, prep schools cannot be as big an

ind.ustry as in Japan. In the United States, for example, where a student's school admission is not

determined by a single test, the number of people attending prep schools are much smaller and

they are often ridiculed as "preppies" (Segal, 1992). For the readers coming from such cultures

where prep schools have a negative connotation, a popular prep school instructor like Tengo can

hardly be conceivable.

Another occupation that is unique to Japan is NHK's subscription fee collector. NHK is a state-

run broadcast station in Japan. Unlike other private stations, it is financed by monthly fees paid

by those who own TVs. It is for this reason NHK hires a number of fee collectors visiting from

door to door collecting the subscription fees. It is a tough job as they are often treated rudely, or

even worse, involved in arguments with those who refuse to pay.

Although this profession may be unfamiliar to foreign readers, it played a significant

role in 1Q84. Mtrakami spent quite a few pages to describe what this job was like and what

determination it took to get the work done. He even provided a historical background of NHK-

V. Issues Involved in Tlanslation

Tianslation plays a significant role in world literature. It is a daunting task as it takes more

than knowing two languages and it goes through a complex cognitive process (Whyatt, 2010).

Tlanslators have to have a deep understanding ofnot only text but also background information.

They have to be aware of cross'linguistic differences and write in a natural text in another

language without detracting from the beauty of the original text. In this section, I will analyze

some issues involved in the translation of. 1Q84.

V¨ 1_Silnies

Murakamiis knownお r his ubiqШ tOuS uSe Of SimileS(芳 川 。西 脇 ,2013).Sim通 es are often

language specttc.For example,sOme Enghsh similes utilize alliteratiOnS(eX.“ aS American as

apple pie,''``busy as a bee,''``cool as a cucuコ nber".Sorne expressions are based on assuコ aptions that

are not necessarily universal,like``sleep like a logr'Japanese c。 コnmaon silコliles are also cultural

like“ gentle as 13uddha''``scarier than an ogre.''Such silmiles can be translated literally if their

m.eanings are transparent.In the exampb below the sinα ile was tranSlated Very simply with the

phrase``as easy"added.

そのような人々を相手に詐欺を働くのは、丞二⊆憂磁≦菫笙塾≧二笙ものです。(2‐P211)



Afso as in the following part, the concept that the clam is an animal that can keep a secret, in

fact, is not as common in Japanese as in English.

"I know how to keep a secret. People say I must have been a clam in my previous life..."
(p337)

V. Murakami as a Japanese Writer
So far I have discussed Murakami's nationality by pointing out his stateless or westernized

styles. It should not be overlooked, however, that there are also many Japanese elements in

Murakami's novels. The title 1Q84 itself is a play on words in Japanese with the number "9"

pronounced "kew," the same sound as the English letter "Q". In this section, I will demonstrate

Murakami's background as a Japanese writer.

IV-L Recognition of Iapanese History
A translator points out that Murakami is conscious about a dark side of Japanese history,

especially the Second World War ( *Ef& , 2006). In 1Q84, one of the characters, Tamaru grew up

as a war orphan and he went through a tough childhood in Sakhalin and Hokkaido. Murakami

himself, born in 1949, may be representing the boomer generation in Japan. In lQ84 there is a

brief description of anti'government movement that was wide spread among his generation in the

1960's.

IV-2 Prooer Nouns
Another factor that makes Murakami Japanese is his use of proper nouns in Japan. The places

mentioned in 1Q84 really exist around Tokyo. Aomame stepped into another world through a

secret emergency exit on the Metropolitan Expressway between Sangenzaya and Ikejiri, which

are real names familiar to Tokyoites. (In fact, this scene reminded me of l{arry Potter taking

the Hogwarts Express on platform 9 and 3/4 of Kings Cross Station, a very familiar place to

Londoners.) Koenji, where Tengo lived, is known to be one of the ordinary residential areas in

Tokyo. Ichikawa, where Aomame and Tengo grew up is located outside of Tokyo, which is another

ordinary suburban city known to be a rather economical residential area. Chuorinkan, where

Ushikawa used to live with his family is another suburban area on the other side of Tokyo known

for its somehow affluent families. It takes a lot of familiarity with Tokyo to picture what these

places 619 liLs, but to Tokyoites, these names sound so real that they would be drawn into the plot

of the story. The pop singers mentioned in the scene where Tengo and three nurses were singing

karaoke such as Inoue Yosui and the Candies are also real names in the show business that were

quite popular in the 70's.
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●ソリッドな証拠 (5‐P251)

●電報文のような手紙 (5‐ P371)

●修辞的な疑間 (5‐P391)

●既知感 (6‐ P130)

●solid proof(P699)

●this telegram‐ 1量e letter,(P753)

●)a rhetorical question.(P761)

●a sense of deva vu.(P813)

III-2-B Syntax
These sentences below seem to have been originally created in English then translated into

Japanese. As is often the case with bilinguals, the second language can influence the native

language, a phenomenon called reversed transfer (Jarvis & Pavlenko, 2008; m , 2013).

●気を付けても気をつけすぎることはない。

(3‐ P89)

●積極的に関わり合いになるには、あまり

にも疲れすぎていた。 (4‐ P269)

●牛河はあまりに牛河であり、(5‐ P323)

●小松が出てくるまでに十二回のコール

が必要だった。(5‐ P374)

●君に多くのものを負っている。(6‐P365)

O You can never be too careful with them.

(P348)

O They were too tired to engage with her

posrtrvely. (pb'/b/

O Ushilawa was too Ushikawa'like,
(p73t-732)

O As always it took twelve times before

Komatsu picked up. (PZS+)

O I owe you a lot. (P912)

III-2-C Concept
1Q84 was a strange world where there were two moons. The concepts associated with the

moon vary from culture to culture. In Japan, the moon has been a world of fantasy, where a

rabbit is pounding rice cake, an image that comes up when one stares at the dark pattern on the

surface of the satellite. It is also where l{aguyahime, a beautiful imaginary princess in an ancient

fantasy story, disappears into at the end of the story. In the western eyes, on the other hand, the

moon is considered to be sending out disturbing power, sometimes associated with the image

of werewolves. The English word lunatic is a case in point. One of the characters Yasuda Kyoko

explained.

"Hey, Tengo, do you know the difference between the English words 'lunatic'and 'insane'?'

She asked.

"They are both adjectives describing mental abnormality. I'm not quite sure how they

differ."

"'Insane'probably means to have an innate mental problem, something that calls for
professional treatment, while 'lunatic'means to have your sanity temporarily seized by the

Iuna, which is 'moon'in Latin... In other words the moon can drive people ctazy..." (P307)

(9)



"(Chekhov) himself might not have understood exactly why he went (to Sakhalin)," Tengo 

said. "Or maybe he didn't really have a reason. He just suddenly felt like going-say, he was 

looking at the shape of Sakhalin Island on a map and the desire to go just bubbled up out of 

nowhere .... Chekhov felt uncomfortable living as a literary star in the city. He was fed up 

with the atmosphere of the literary world and was put off by the affections of other writers, 

who were mainly interested in tripping each other up He was disgusted by the malicious 

critics of the day. His journey to Sakhalin may have been an act of pilgrimage designed 

to cleanse him of such literary impurities .... The diseased part of the country became, so 

to speak, a physical part of him, which may have been the very thing he was looking for." 

(P258·259) 

Murakami expressed a similar sympathy toward Isak Denisens, when he cited a long part of 

her novel Out of Africa . Denisens also gave up her life in Europe and decided to live in Africa for 

the rest of her life. 

Murakami's references to foreign literature are by no means superficial. With his deep 

understating of mentalities, Murakami can serve as a cultural bridge, just like the erudite Nitobe 

did a century ago. 

III-2 Enlj!lish-like Writini;! Style 

Murakami has a strong interest in American literature and has translated Scott Fitzgerald or 

J. D. Salinger. As a result, the texts in his novels seem to have English-like styles, which is said to 

be one of the reasons some critiques on the Akutagawa Award Committee voted against him when 

he made a debut. 

JQ84 is no exception in that it has English-like elements. Below are some instances of 

Murakami's English-like writing style or his "English accent" in his Japanese text. They are at 

the word level, the syntax level, the discourse level, and the conceptual level. It should be noted, 

however, this analysis is nothing more than my subjective view and some native speakers of 

Japanese may disagree. 

III-2-A Vocabulary 

Murakami often uses loanwords from English. It is true the Japanese language is rich in 

loanwords mostly coming from English, but Murakami's use of them seems extraordinary. Some 

loan words are used as they are, transcribed in katakana, while some of them are translated. 

Even if they are translated into Japanese equivalents, they clearly stand out from the rest of the 

Japanese text as they do not look as natural as in English. Below is a list of such instances with 

English translations on the right column. 
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he really wanted to do. Though a talented mathematician, he chose to be a part time prep school 

instructor after turning down a full time position at a university or a high school, pursuing his 

dream of becoming a writer. He even declined a lucrative offer of a big scholarship because he did 

not want to sacrifice his freedom. The beauty of JQ84 lies in how people with strong willpower 

were surviving in this volatility. This is a source of psychological support for readers in today's 

world where there is hardly anything certain in the future. This should appeal to anyone 

regardless of his or her nationality. 

m. Murakami as a Cultural Importer 

In the previous section, I discussed what makes JQ84 globally appealing in the thematic 

perspective. While it is true that readers around the world can enjoy Murakami without being 

aware of his nationality, there is evidence that he leans toward the Western World rather than 

being stateless. I will discuss this in terms of the influence from foreign literature and English· 

like expressions in his Japanese text. 

III-1 Influence from Foreign Literature 
In II ·l·C, we saw two intellectuals Dostoevsky and Jung referred to in Leader's lines. In fact , 

Murakami is heavily influenced by foreign literature. Just as Nitobe attempted to convey the 

exotic notion of Bushido (1900) by making a lot of comparative analyses between Japan and the 

Western World, Murakami is making his novels familiar to readers overseas by citing many 

foreign pieces as in the examples below. 

In college he had read M acbeth in English class, and somehow a few lines remained with 

him. 

By the pricking of my thumbs, 

Something wicked this way comes, 

Open , lock s, 

Whoever knocks! (P659) 

"Shakespeare said it best," Tamaru said quietly as he gazed at that lumpish, misshapen 

head. "Something along these lines: if we die today, we do not have to die tomorrow, so let 

us look to the best each other." 

Was it from Henry JV, or maybe Richard DI? Tamaru couldn't recall. (P873) 

The most notable part, however, was a long citation from Chekhov's Sakhalin . Murakami 

expressed his admiration for Chekhov's way of living, his faith in his own instinct, and courage to 

pursue his own interest. Murakami had Tengo explain. 

(7) 



of engineering and medicine or shift in social values. Is cloning a promise for the future? Is there 

any alternative to nuclear energy? To what extent do old family values apply to today's world? 

Murakami seems to represent today's people's confusions by imposing questions rather than 

providing clear answers. 

Perhaps, the smartest way to live in this volatile world is to follow Ushikawa, accepting that 

everything is relative. 

(Ushikawa had) the talent to be skeptical about his own self. And he had to come to the 

recognition that most of what is generally considered the truth is entirely relative. Subject 

and object are not as distinct as most people think. If the boundary separating the two isn't 

clear to begin with, it is not such a difficult task to intentionally shift back and forth from 

one to the other. (P731) 

II -2 Psychological Support Readers Feel in 1084 
Readers, no matter where they are from, find peace in Murakami's novels. This has something 

to do with today's world characterized by uncertainty. Digital communication, in particular, is 

developing day by day with the emergence of smart phones or tablet terminals, making old skills 

obsolete and the future uncertain. The volatile economy can leave millions of people out of work 

tomorrow. The sense of lost people may be reflected in JQ84, where the characters felt lost in the 

strange world and did not know what to expect in the next moment. 

Is there any alternative to civilization? Murakami described people who tried to diverge 

from the world of mass production and create a utopian village where they could live peacefully, 

engaged in organic farming. However, they ended up in factional conflict and turned into a violent 

group and their attempt to fight civilization was not successful. In fact, most ofMurakami's novels 

are based on today's urban life and by no means does he deny civilization itself. Instead, in1Q84, 

he presented strong characters dealing with the volatility of civilization. For example, Ushikawa 

seemed to know how to survive in the flow of civilization. 

(Ushikawa) had an innate sense of intuition, and his unique olfactory organ let him sniff 

out and distinguish all sorts of odors. He could physically feel, in his skin, how things 

were trading. Computers couldn't do this. This was the kind of ability that couldn't be 

quantified or systematized. Skillfully accessing a heavily guarded computer and extracting 

information was the job of the hacker. But deciding which information to extract, sifting 

through massive amounts of information to find what was useful, was something only a 

fl.esh·and·blood person could do. (P662·663) 

Just like Ushikawa, the two other main characters were also consistent about who they were 

and what they wanted. Aomame, hired as a silent killer, took the lives of violent men who abused 

defenseless women. She was perfect and merciless in her work. Tengo, too, seemed to know what 

(6) 



and injustice also blurred. The description about Sakigake, a secretive religious group stationed 

in Yamanashi Prefecture must have reminded many Japanese readers of Aum Shinrikyo, a 

religious cult that committed a terrorist attack on the Tokyo Subway system in 1995. This cult 

also had huge compounds in Yamanashi prefecture. Sakigake's Leader's mysterious identity and 

enormous power over his followers were reminiscent of Aum's guru Shoko Asahara, who exercised 

brainwashing power over his believers and masterminded all their criminal acts. Murakami led 

readers to hate Sakigake's Leader and feel emphathy with Aomame, who stood up against this 

evil man. Yet, as the story went on, they, along with Aomame, came to feel mystified by what 

the Leader was actually like. He knew Aomame was coming to kill him and he was ready, in a 

dignified way, to let her take his life. 

This was the most puzzling part of this book. Who represented justice here? In fact , 

Murakami's novels often leave readers in bewilderment when it comes to the notion of what is 

right and what is wrong. For example, his bestselling book, Norwegian wood, ends with the main 

character having sex with a middle aged woman after his beloved girlfriend's death. This may be 

mindboggling to those readers expecting this story to be more straightforward and the description 

of love to be purer. 

Murakami presented, somehow vaguely, his notion of good and evil, through the mouth of the 

Leader. 

"In this world, there is no absolute good, no absolute evil," the man said. "Good and evil are 

not fixed, stabled entities but continuously trading places. A good may be transformed into 

an evil in the next second. And vice versa. Such was the way of the world that Dostoevsky 

depicted in The Brothers Karamazov. The most important thing is to maintain the balance 

between the constantly moving good and evil. If you lean too much in either direction, it 

becomes difficult to maintain actual morals. Indeed, balance itself is good". (P447) 

"Where there is light, there must be shadow, where there is shadow, there must be light. 

There is no shadow without light and no light without shadow. Karl Jung said this about 'the 

shadow' in one of his books. It is as evil as we are positive .... the more desperately we try to 

be good and wonderful and perfect, the more the shadow develops a definite will to be black 

and evil and destructive. We do not know if the so·called Little People are good or evil. This 

is, in a sense, something that surpasses our understanding and our definitions. We have 

lived with them since long, long ago-from a time before good and evil even existed, when 

people's minds were still benighted." (P464) 

This relative value of Murakami's about good and evil is one of the factors making his works 

readable across the globe. In today's world, there is no set value of justice. Which side is right 

in the conflict in Ukraine and other civil wars in the Islamic World? Who is responsible for the 

terrorist attacks? Furthermore, new ethical issues crop up one after another with advancements 
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liquid in the IV drip went into his body, and a tiny amount of urine oozed out the catheter. 

The only thing that revealed that he was alive was this silent, slow movement in and out. 

Occasionally a nurse would shave his beard with this electric razor and use a tiny pair of 

scissors with round·off tips to clip the white hairs growing out of his ears and nose. She 

would trim his eyebrows as well. Even though he was unconscious, these continued to grow. 

As he watched his father, Tengo started to have doubts about the difference between a 

person being alive and being dead. Maybe there really wasn't much of a difference to begin 

with, he thought. Maybe we just decided, for convenience's sake, to insist on a difference. 

(P618) 

Murakami went even further and depicted Ushikawa's life-threatening experience when he 

was choked to the verge of death. 

Now his windpipe was completely blocked. His lungs desperately struggled for oxygen, 

but none was to be found, and he felt his body and mind split apart. His body continued to 

writhe inside the sleeping bag, but his mind was dragged off into the heavy, gooey air. He 

suddenly had no feeling in his arms and legs. Why? His mind asked. Why do I have to die in 

such an ugly place, in such an ugly way? There was no answer. An undefined darkness from 

the ceiling enveloped everything. (P851 ·852) 

In Murakami's view, life and death is paradoxical. Tengo's father on his deathbed looked livelier 

than he was in coma. 

His father 's face didn't look much different from when he was alive. Even up close, it didn't 

seem like he was dead. His color wasn't bad, and perhaps because someone had been kind 

enough to shave him, his chin and upper lip were strangely smooth. There didn't seem to be 

all the much difference from when he was alive, deeply asleep, except that now the feeding 

tubes and catheters were unnecessary. (P830) 

Tengo's father looked even more active when his body was dressed in his work uniform in his 

coffin. In fact, while in coma, he had subconsciously been an active NHK fee collector, walking 

from apartment to apartment to demand subscription fees from the people inside. His alter ego 

got out of the sanatorium and actually went to Aomame and Ushikawa's apartments, persistently 

knocking on their doors. Indeed, Tengo's father's subconscious world overlapped other people's 

conscious world. Again this was where the boundary between life and death or consciousness and 

sub-consciousness became fuzzy. 

II-1-C Good and Evil are Just Relative 
While the characters went back and forth between two worlds, the boundary between justice 
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not it made sense or was logical. That was basically his way of thinking. Principals and 

logic didn't give birth to reality. Reality came first, and the principals and logic followed. So, 

he decided, he would have to begin by accepting reality: that there were two moons in the 

sky. (P845) 

Walking on the boundary of reality and imagination coincides with a neurological phenomenon 

(Powers, 2006). A person's brain is subdivided into millions of modules that are interconnected to 

one another, and each responds both to his actual action and to his subconscious action. This often 

leads people to fall into a state where the boundary between reality and imagination becomes 

permeable. 

Murakami described how consciousness and sub·consciousness interplayed in Aomame's mind. 

Ever since she had gone into hiding, she had intentionally shut her thoughts out of 

her mind. Especially when she was on the balcony like this, gazing at the playground, 

especially on the slide, but she wasn't thinking of anything -no her mind might have been 

thinking of something, but this was mostly below the surface. What her mind was doing 

below the surface, she had no idea. At regular intervals something would float up, like sea 

turtles or porpoises poking their faces through the surface of the water to breathe. When 

that happened she knew that indeed she had been thinking of something up until then. 

Then her consciousness, lungs full of fresh oxygen, sank below the surface. It was gone 

again, and Aomame no longer thought of anything. She was a surveillance device, wrapped 

in a soft cocoon, her gaze absorbed the slide. (P817) 

Many translators attending an international forum claim that this mindset of the characters is 

what most people today are experiencing ( ~1:E{ili , 2006). The modern world is changing so fast in 

the waves of globalization and technological development that people can hardly figure out where 

they belong. In other words, we are all like the three characters in JQ84, drifting from one world 

to another, searching for certainty. 

II-1-B Life and Death are Relative 
Murakami went on to describe the boundary between life and death. He seems to have a 

strong interest in this boundary and often describes people in coma in detail. In Norwegian Wood, 

the main character found peace in talking to an unconscious man in the hospital. In JQ84, it 

was Tengo's father that demonstrated the boundary between life and death. He was completely 

comatose when Tengo visited him in the nursing home. 

Tengo didn't know if his father actually heard his voice. His face never showed any reaction. 

This thin, shabby·looking old man had his eyes closed, and he was asleep. He didn't move 

at all, and his breathing wasn't audible. He was breathing, but unless you brought your ear 

very close, or held a mirror up to his nose to see if it clouded, you couldn't really tell. The 
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Some critiques point out that Murakami frequently makes references to pop culture and brand 

names that really exist and this is what makes his work familiar to readers regardless of their 

nationalities. For example, his masterpiece Norwegian Wood was named after the Beatles' song 

title.JQ84 also started with a description Sinfonietta, a jazz piece written by a Czech composer 

Janacek. Brand names, too, play an important role in getting readers into the stories. The brand 

of the taxi Aomame was riding in was a 1byota Royal Salon and she got out of the vehicle in front 

of Essa's billboard by the expressway. Such international names probably help his novels become 

globally recognizable. This was also how Andy Warhol, a contemporary artist, gained international 

fame with his works, using Campbell Soup Cans or Marilyn Monroe's portrait ( HiPfflf, 2008). 

In addition to all these aspects, the themes in Murakami's novels play an important role in 

getting the international audience hooked. Among many possible ways to interpret JQ84, I am 

particularly intrigued by what I call "the Theme of Relativity." First I will explain how this theme 

attracts readers around the world. The second point I would like to discuss is the psychological 

support readers receive from characters in his novel with strong willpower. 

II-1 Theme of Relativity 
One of the messages in JQ84 was that there is nothing absolute and everything is relative. This 

statement is metaphorically expressed in two worlds that go parallel to each other. In Murakami's 

view, the boundaries between reality and imagination, life and death, and good and evil are all 

relative. 

II -1-A Reality is Relative 
In JQ84, the main characters were trapped in the world of JQ84 and struggling to get back 

to the original world of 1984. They seem disturbed by the sight of the two moons in the sky and 

supernatural creatures, Little People. This type of supernatural phenomena are common in 

other stories of Murakami's such as Sheep Man coming out of nowhere in the snowy mountain 

(A Wild Sheep Chase) or soldiers hiding deep in a forest in Shikoku (Kafka on the Shore). What is 

interesting about Murakami's novels is that the boundary between reality and imagination blurs. 

In JQ84, Tengo's boss, Komatsu, expressed his dismay as to what was reality. 

"What a strange world. With each passing day, it's getting harder to know how much is just 

hypothetical and how much is real. Tell me Tengo, as a novelist, what is your definition of 

reality?'' (P796) 

Ushikawa was also perplexed by the weird world of JQ84. He was forced to conclude what he 

saw was a reality no matter what, and he had to live with it. 

Ushikawa always saw himself as a realist, and he actually was. Metaphysical speculation 

wasn't his thing. If something really existed, you had to accept it as a reality, whether or 
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Thematic and Linguistic Analyses of the Factors behind 
the Global Success of 1QB4 by Haruki Murakami 

Jun Harada 

I . Introduction 

This paper analyzes Haruki Murakami's 1Q84 in four perspectives. In section 2, I will look into 

how Murakami displays internationally relevant themes in this novel and how the global audience 

finds peace in reading it. The next two sections will deal with Murakami's background. In section 

3, I will investigate the foreign influences on Murakami and demonstrate English-like elements 

in his novel. In section 4, I will focus on Murakami's Japanese heritage. The contributions of 

translations to making this novel international cannot be overemphasized. In section 5, I will 

conduct a cross-linguistic analysis to examine challenges facing translators especially in putting 

this novel into English. 

1Q84, published in 2009 through 2010, is Murakami's longest novel consisting of six books in 

the paperback edition. Obviously, he got inspiration from George Orwell's masterpiece 1984 where 

he depicted what would happen in a strong totalitarian society. While in Orwell's world of 1984, it 

was an invisible dictator Big Brother that exercised immense power over people, in Murakami's 

1Q84 it was supernatural entities called Little People that governed the world. The story was 

about the three main characters, Aomame, Tengo and Ushikawa, who strayed into this strange 

world. 

Murakami is no doubt the most widely-read contemporary Japanese writer. The major British 

book distributer, Ladbrokes has ranked him the strongest candidate for the Nobel Literature 

Prize for the past two years. He has been awarded prizes that are internationally acknowledged, 

including Franz Kafka Prize (2006) and the Jerusalem Prize (2009) . His masterpiece Norwegian 

Wood (1987) , which gave him an international reputation, was translated into a number of 

languages. 1Q84 is receiving about the same level of international acclaim. The purpose of 

this paper is to analyze the factors behind this phenomenon through thematic and linguistic 

perspectives. 

II . Universally Relevant Themes 
In this section, I will examine whether there are some themes in his novels that are universally 

relevant. Goosen (2013) claims that most readers overseas are unaware ofMurakami's nationality 

and this is what distinguishes him from such writers as Kawabata or Tanizaki, who gained 

international reputation in the past by depicting the exotic beauty of Japan. It was for his 

statelessness that Murakami was first accepted in South Korea, where there had been a long 

tradition of anti-Japanese sentiment. What is it that makes Murakami so stateless? 
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