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諷
刺
の
方
法

―
―
太
宰
治

『
男
女
同
権
』
論
―
―

は
じ
め
に

〈笑
い
〉
を
喚
起
す
る
小
説
を
数
多
く
書
い
た
太
宰
治
は
、
諷
刺
（１
）を

狙

っ
た
小
説
も
複
数
残
し
て
い
る
。
『
服
装
に
就
い
て
』
翁
文
藝
春
秋
」
昭

和
十
六
年
二
月
）、
国
ホ
酒
の
心
』
翁
現
代
文
学
」
昭
和
十
七
年
十
二
月
）、

『酒
の
追
憶
』
翁
地
上
」
昭
和
二
十
三
年

一
月
）
な
ど
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

そ
れ
ら
の
な
か
で
も
特
に
積
極
的
な
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
し
い

『男
女
同
権
』
∩
改
造
」
昭
和
二
十

一
年
十
二
月
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

『
男
女
同
権
』
は
、
戦
後
、
地
方
の

「教
育
会
」
に
文
化
に
つ
い
て
講
演

す
る
よ
う
に
招
か
れ
た
老
詩
人
が
、
「男
女
同
権
」
と
題
し
て
、
女
性
に
迫

害
さ
れ
続
け
て
き
た
半
生
を
語
り
、
今
後
は

「新
憲
法
の
男
女
同
権
、
言
論

の
自
由
」
の
も
と

「女
性
の
暴
力
の
摘
発
」
を
し
て
い
き
た
い
と
誓
う
、
と

い
う
粗
筋
の
小
説
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
、
こ
の
老
詩
人
の

「男
女
同
権
」
理
解
は
、
滑
稽
な
も
の
と

し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
。
細
谷
博
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
男
女
同
権
」

斎

藤

理

と
い
う
戦
後
の
モ
ッ
ト
ー
の
下
で
こ
の

「
私
」
の
語
る
こ
と
は
、
普
通
の
理

解
と
ま

っ
た
く
逆
の
方
向
を
向
い
て
い
」
る
た
め
だ
（２
Υ

し
た
が

つ
て
、

こ
の
小
説
は
当
時

つ
よ
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
思
想
を
あ
げ

つ
ら

っ
た

作
品
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
周
知
の
と
お
り
、
こ
の
こ
ろ
日
本
を
間
接

的
に
統
治
し
て
い
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
政
府
に
対
し
て
多
く
の
制
度
や
慣
習
の
抜

本
的
な
改
革
を
求
め
、
い
わ
ゆ
る

「男
女
同
権
」
も
そ
の

一
環
と
し
て
あ

っ

た
。
昭
和
二
十
年
十
月
十

一
日
に
命
じ
ら
れ
た

「
人
権
確
保
の
五
大
改
革
」

の
筆
頭
に
は

「
婦
人
の
解
放
」
が
あ
り
、
女
性
に
も
普
通
選
挙
権
が
認
め
ら

れ
、
翌
年
四
月
の
衆
議
院
選
挙
で
は
三
十
九
人
の
女
性
議
員
が
誕
生
し
、
十

一
月
三
日
に
公
布
さ
れ
た
新
憲
法
第
二
十
四
条
で
も

「
男
女
平
等
」
が
明
文

化
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
た
め
に
、
『
男
女
同
権
』
は
、
研
究
史
に
お
い

て
も
、
「戦
後
の
民
主
主
義
の
流
行
思
想
の
男
女
同
権
を
、
逆
手
に
と
り
読

者
の
意
表
を

つ
い
た
、
諷
刺

の
き
い
た
作
品
」
（３
）
で
あ
る
と
か
、
「
男
女

同
権
」
と
い
う
戦
後
の

「
民
主
主
義
」
の
重
要
な
理
念
を
茶
化
し
て
、
そ
こ

生



に
抱
腹
絶
倒
の

〈女
難
ば
な
し
〉
を
は
め
込
ん
だ
」
（４
）
と
か
い
つ
た
見
解

が
示
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
諷
刺
の
中
身
が
単
に
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
あ

っ
た
な
ら
、
こ
の

小
説
は
、
同
時
代
に
お
け
る
平
林
た
い
子
の
次
の
よ
う
な
批
判
を
免
れ
得
な

い
も
の
に
過
ぎ
ま
い
。

「
男
女
同
権
」
と
い
ふ
小
説
だ
け
は
、
時
恰
も
男
女
同
権
の
時
代
に
書

か
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
い
か
に
考

へ
て
も
悪
い
オ
チ
で
、
そ
の
通
念
を
台

に
し
て
宙
返

へ
り
を
し
や
う
と
し
て
し
そ
こ
ね
た
と
い
ふ
小
説
で
あ
る
。

こ
ゝ
に
は
、
い
つ
も
の
抽
象
的
な
も
の
を
見

つ
め
る
淋
し
い
や
う
な
鋭

い
や
う
な
目
が
な
く
、
底
の
浅
い
観
念
的
な
引

つ
く
り
か

へ
し
だ
け
が

目
に
立

つ
。
（中
略
）
男
女
の
権
利
の
問
題
は
、
あ
る
意
味

で
は
今
度

の
民
主
革
命
の
課
題
の
中
で
も
中
心
課
題
で
、
こ
の
問
題
を
い
や
し
く

も
題
に
冠
し
た
小
説
を
か
く
の
な
ら
、
も
う
少
し
厳
粛
な
省
察
が
ほ
し

い
も
の
だ
（５
Υ

当
時
の
雑
誌
を
瞥
見
し
て
も
、
「
男
女
同
権
」
を
手
放
し
で
歓
迎
す
る
言

説
ば
か
り
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
女
性
の
自
由
は
ま
だ
法
制
度
の
改

革
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
だ
け
だ
、
と
そ
の
限
界
を
自
覚
し
た
言
説
が
少
な

く
な
い
。
た
と
え
ば
、
座
談
会

「
新
憲
法
と
国
政
の
運
用
」
（６
）
で
、
我
妻

栄
は

「
男
女
の
平
等
を
法
律
で
認
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
男
女
が
同
じ
に
な

つ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

つ
て
、
婦
人
の
法
律
的
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
を
取
り
除
い
た
と
い
う
だ
け
の
話
だ
。
実
際
に
平
等
に
な
る
か
ど
う
か

は
、
こ
れ
か
ら
の
問
題
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
森
宏

一
は
、
「
家
庭
』

と
そ
の
ゆ
く
え
」
（７
）
で
、
「
婦
人
が
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
つ
て
も
、

そ
れ
は
形
式
的
に
、

つ
ま
り
法
律
的
に
解
放
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
ん
に
も
な

ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
起

つ
て
く
る
の
で
あ
る
。
（中
略
）
婦
人
が
独
立
し
て

生
活
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
生
活
に
窮
し
て
し
ま

つ
た
と
き
、
お
ち
て
ゆ
く

さ
き
は
男

へ
の
隷
属
だ
と
い
う
こ
と
を
み
れ
ば
よ
い
。
家
庭
の
些
事
に
日
ね

も
す
あ
く
せ
く
し
て
い
る
婦
人
は
、
そ
れ
を
清
算
し
よ
う
と
し
て
も
経
済
的

独
立
の
保
証
が
な
け
れ
ば
、
あ
き
ら
め
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
」
と
述
べ
て
い

Ｚつ
。つ

ま
り
、
敗
戦
後
、
表
向
き
は

「
男
女
同
権
」
の
世
の
中
に
変
わ
り

つ
つ

あ

っ
た
が
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
内
実
を
伴

っ
た
変
化
で
は
な
い
こ
と
の
反
省

も
、
時
を
同
じ
く
し
て
起
こ
っ
て
い
た
よ
う
な
の
だ
（８
ヽ

そ
の
よ
う
な
状

況
に
お
い
て
、
「
男
女
同
権
」
の
理
解
を
逆
転
し
て
見
せ
た
だ
け
で
は
、
平

林
の
言
う
よ
う
に
、
さ
し
た
る
批
評
性
は
持
ち
得
な
か

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

だ
が
、
実
は
こ
の
小
説
は
、
「
男
女
同
権
」
と
い
う
思
想
を
反
対
か
ら
捉

え
直
す
こ
と
を
主
眼
に
し
て
は
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
む
ろ
ん
そ
う

か
と
い
っ
て
、
こ
の
時
期
に

「
男
女
同
権
」
と
い
う
題
名
の
小
説
を
発
表
す

る
に
あ
た

っ
て
、
世
相
に
対
す
る
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
と
は
思

い
に
く
い
。
以
下
、
本
論
で
は
、　
〓
扁
を
老
詩
人
の
語
り
を
中
心
に
分
析
す

る
こ
と
で
、
諷
刺
が
主
に
ど
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、

あ
わ
せ
て
そ
の
同
時
代
に
お
け
る
位
置
を
う
か
が
う
こ
と
を
目
指
す
。

一　

作
品
の
基
本
構
造
―

『煙
草
の
害
に
つ
い
て
』
を
視
座
と
し
て

『
男
女
同
権
』
に
は
従
来
、
典
拠
と
な
る
作
品
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

ア

ン
ト
ン

・
チ

ェ
ー
ホ
フ
の

『
煙
草
の
害
に
つ
い
て
』
で
あ
る
。
太
宰
は
、
昭



和
二
十

一
年
九
月

一
日
の
貴
司
山
治
宛
書
簡
で
、
「十
月

一
ぱ
い
に
は
、
何

か
チ
エ
ホ
フ
の

「
煙
草
の
害
に
つ
い
て
」
と
い
ふ
や
う
な
、　
一
幕
物
で
も
書

い
て
お
送
り
し
よ
う
思

つ
て
ゐ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。　
〓
扁
の
基
本
構
造

を
確
か
め
る
に
あ
た

っ
て
は
、
こ
の
チ

ェ
ー
ホ
フ
の
戯
曲
を
補
助
線
と
し
て

活
用
す
る
の
が
有
効
と
思
わ
れ
る
。

『
男
女
同
権
』
の
本
文
は
九

つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
最
初
の

一
つ
は
、
「
こ

れ
は
十
年
ほ
ど
前
か
ら
単
身
都
落
ち
し
て
、
或
る
片
田
舎
に
定
住
し
て
ゐ
る

老
詩
人
が
、
所
謂
日
本
ル
ネ
サ
ン
ス
の
と
き
到

つ
て
脚
光
を
浴
び
、
そ
の
地

方
の
教
育
会
の
招
聘
を
受
け
、
男
女
同
権
と
題
し
て
試
み
た
と
こ
ろ
の
不
思

議
な
講
演
の
速
記
録
で
あ
る
」
と
い
う

一
文
で
で
き
て
お
り
、
以
下
の
八

つ

は
、
老
詩
人

の
講
演

の
速
記
録
と

い
う
体
裁

に
な

っ
て
い
る
。

一
方
、

チ

ェ
ー
ホ
フ
の

『
煙
草

の
害
に
つ
い
て
』
は
、
「
田
舎
倶
楽
部
の
演
壇
」
に

立

っ
た
男
の
同
名
の
講
演
に
よ

っ
て
な
る
、　
一
幕
物
の
戯
曲
で
あ
る
。

こ
の
二
作
品
の
共
通
点
に
つ
い
て
、
山
崎
正
純
氏
は

「
こ
の
小
説
が
唯

一

の
登
場
人
物
に
よ
る
講
演
内
容
を
そ
の
ま
ま
作
品
に
仕
立

て
上
げ
て
い
る

点
」
と
、
講
演
題
目
が

「
そ
の
ま
ま
作
品
の
題
名
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る

点
」
を
あ
げ
て
い
る
（９
Υ

こ
の
山
崎
氏
の
指
摘
以
外
に
も
、
両
作
品
は
、
講
演
が
題
目
か
ら
ず
れ
て

ゆ
く
話
の
展
開
が
よ
く
似
て
い
る
。
『
煙
草
の
害
に
つ
い
て
』
で
は
、
題
目

に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
は
つ
い
に
語
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
男
は
妻
の
恐
ろ
し
さ

と
抑
圧
さ
れ
る
自
分
の
存
在
を
訴
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
『
男
女
同
権
』
で

も
、
老
詩
人
は

「
男
女
同
権
」
と
題
し
て
講
演
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
自
分
の
女
難
を
下
敷
き
に
し
た
女
性
批
判
と
い
う
、

「
教
育
会
」
の
期
待
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
共
通
点
は
持

つ
も
の
の
、
両
作
品
に
は
ち
が
い
も

少
な
く
な
い
。
最
大
の
ち
が
い
は
、
す
で
に
孫
才
喜
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
（り

、
『
男
女
同
権
』
に
お
い
て
は
講
演

の
前

の

一
文
が
、
「
私
」
の

語
る
自
己
物
語
を
相
対
化
し
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
ど
ち
ら

の
作
品
に
お
い
て
も
、
講
演
の
内
容
が
抵
抗
な
く
受
け
容
れ
ら
れ
る
体
の
も

の
で
は
な
い
こ
と
は
、
読
み
進
む
に
し
た
が

っ
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
は

あ
る
。
が
、
太
宰
の
小
説
は
最
初
か
ら
講
演
を

「
不
思
議
」
な
も
の
と
位
置

づ
け
て
、
読
み
手
に
注
意
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
両
作
品
の
講
演
は
題
日
と
実
際
に
語
ら
れ

た
こ
と
の
間
に
距
離
が
あ
る
点
が
似
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
距
離
の
生
ま
れ

方
は
対
照
的
で
あ
る
。
『
煙
草
の
害
に
つ
い
て
』
の
講
演
で
は
、
「尤
も

（時

計
を
見
る
）
時
間
の
余
裕
が
充
分
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
本
題
か
ら
離
れ
る
の

は
止
め
に
し
ま
せ
う
」
だ
の
、
「
し
か
し

（時
計
を
見
る
）
わ
た
し
は
少
し

饒
舌
を
弄
し
す
ぎ
て
、
少
し
本
題
を
離
れ
た
や
う
で
す
」
だ
の
と
反
省
す
る

ふ
り
を
し

つ
つ
、
語
り
手
が
意
図
的
に
話
を
煙
草
か
ら
自
分
の
生
活
の
方

ヘ

ず
ら
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
た
く
し
自
身
も

煙
草
を
用
ひ
て
を
り
ま
す
が
、
実
は
妻
が
今
日
煙
草
の
害
に
就
い
て
講
演
じ

ろ
と
命
令
い
た
し
ま
す
の
で
、
従

つ
て
そ
れ
以
上
、
兎
や
角
争
ふ
余
地
は
あ

り
ま
せ
ん
。
煙
草
の
害
な
ら
煙
草
の
害
で
よ
ろ
し
い
―
わ
た
し
は
ど

つ
ち
だ

つ
て
我
関
せ
ず
焉
で
す
よ
」
な
ど
と
の
た
ま
う
男
に
は
、
煙
草
の
害
に
つ
い

て
語
る
つ
も
り
な
ど
、
は
じ
め
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
太
宰
の
小
説
の
老
詩
人
は
大
ま
じ
め
で
あ
る
。
た
だ
彼
は
、



「男
女
同
権
」
と
い
う
思
想
を
、
女
性
を
虐
げ
て
き
た
男
性
に
で
は
な
く
、

自
分
を
虐
げ
て
き
た
女
性
を
告
発
す
る
た
め
に
用
い
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た

め
講
演
は
、
通
常
の
理
解
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ

２つ
。

二
　
女
性
批
判
の
語
り
方
の
問
題

次
に
、　
〓
扁
の
中
核
を
な
す
女
性
批
判
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
老
詩
人
は
、
「
幼
い
頃
よ
り
、
私
は
こ
の
女
性
と

い
ふ
も
の
に
は
、
い
ぢ
め
ら
れ
、

？
ら
い
思
ひ
を
し
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
」
と

述
べ
て
、
女
性
に
虐
げ
ら
れ
て
き
た
半
生
を
振
り
返
り
始
め
、
「
女
の
不
意

に
発
揮
す
る
強
力
な
る
残
忍
性
の
た
め
に
私
は
、
ず
た
ず
た
に
切
ら
れ
ど
ほ

し
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」
「女
性
に
は
、
意
志
薄
弱
の
ダ
メ
な
男
を
ほ
と
ん
ど

直
観
に
依

つ
て
識
別
し
、
こ
れ
に
つ
け
込
み
、
さ
ん
ざ
ん
そ
の
男
を
い
た
め

つ
け
、

つ
ま
ら
な
く
な

つ
て
来
る
と
散
履
の
如
く
捨
て
て
か

へ
り
み
な
い
と

い
ふ
傾
向
が
ご
ざ
い
ま
す
や
う
で
」
な
ど
と
女
性
批
判
を
く
り
返
す
。

『
煙
草
の
害
に
つ
い
て
』
の
講
演
に
も
、
ヨ

一十
三
年
間
わ
た
し
を
い
じ
め

抜
い
た
、
あ
の
低
脳
で
浅
薄
な
、
意
地
の
悪
い
、
悪
い
、
悪
い
、
欲
張
婆
の

妻
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
過
激
な

〈悪
口
〉
に
お
い
て
、
二
つ
の
作

品
は
た
し
か
に
通
底
す
る
も
の
を
持

っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
『
煙
草
の
害
に
つ
い
て
』
で
は
、
批
判
の
対
象
は
妻
に
限
ら
れ

て
い
る
。　
一
方
、
『
男
女
同
権
』
で
は
、
二
人
の
女
房

へ
の
批
判
も
少
な
く

な
い
が
、
母

・
下
女

・
印
刷
所

の
お
か
み
さ
ん
と
め
し
た
き
女

・
お
い
ら

ん

・
教
授
な
ど
、
妻
以
外
の
女
性
も
多
く
登
場
す
る
。

つ
ま
り
、
チ

ェ
ー
ホ

フ
の
戯
曲
で
は
ど
れ
ほ
ど
過
激
に
な
ろ
う
と
も
あ
く
ま
で
個
人
が
批
判
さ
れ

て
い
た
の
に
対
し
、
太
宰
の
小
説
で
は
批
判
の
対
象
が
女
性

一
般
に
拡
大
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

老
詩
人
の
語
る
数
々
の
女
難
は
、
女
性
が
男
性
を
虐
げ
る
局
面
も
世
の
中

に
は
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。
そ
の
た
め
彼
の
女
性

一
般

へ
の
批
判
に
は
、
通

常
の

「
男
女
同
権
」
理
解
を
相
対
化
す
る
役
割
が
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

彼
の
批
判
が
額
面
ど
お
り
に
は
受
け
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
仕
立
て
あ
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
だ
。

た
と
え
ば
、
三
人
目
の
女
房
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
部
分
。

娘
は
何
か
面
白
く
な
い
事
が
あ
る
と
、
す
ぐ
腰
が
痛
い
と
か
何
と
か
言

つ
て
寝
て
、
さ
う
し
て
婆
と
娘
は
、
ろ
く
で
も
な
い
男
に
か
か
は
り
合

つ
た
か
ら
、
こ
ん
な
、
と
り
か

へ
し
の
つ
か
な
い
か
ら
だ
に
な

つ
て
し

ま

つ
た
、
と
口
々
に
私
を
罵
り
、
さ
う
し
て
私
に
や
た
ら
と
用
事
を
言

ひ
つ
け
て
こ
き
使
ひ
、
店
は
私
の
努
力
の
た
め
、
と
敢

へ
て
私
は
言
ひ

た
い
の
で
す
、
そ
の
た
め
に
少
し
づ

つ
繁
昌
し
て
、
（後
略
）

傍
線
部
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
老
詩
人
が
嘘
を

つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
に
せ
よ
、
過
去
を
偏

っ
た
立
場
か
ら
解
釈
し
て
い
る
可
能
性
を
読
者
に
強

く
意
識
さ
せ
る
は
ず
だ
。

ま
た
彼
は
、
母
親
や
最
初
の
女
房
や

「婆
さ
ん
教
授
」
な
ど
、
個
々
の
女

性
か
ら
受
け
た
心
の
傷
の
原
因
を
、
す
べ
て
女
性

一
般
の
性
格
に
求
め
て
ゆ

●
　
　
な
ぜ
母
が
私
を
あ
ん
な
に
い
ぢ
め
た
の
か
、
そ
れ
は
勿
論
、
私
が
こ



●

を
案
出
し
投
げ
つ
け
て
寄
こ
す
事
が
出
来
る
と
は
、
実
に
女
性
と
い

ふ
も
の
に
は
、
底
の
知
れ
な
い
お
そ
ろ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と

つ
く

づ
く
感
じ
入
り
ま
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

●
　
　
や
つ
ぱ
り
永
年
外
国
で
学
問
を
し
て
来
て
大
学
の
教
授
な
ど
し
て
ゐ

て
も
、
あ
の
ダ
メ
な
男
に
つ
け
込
ん
で
さ
ん
ざ
ん
痛
め

つ
け
る
と
い

ふ
女
性
特
有
の
本
能
を
持

つ
て
ゐ
る
か
ら
な
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
か

（後
略
）

先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
老
詩
人

の
講
演
は

一
見
、　
一
般
の

「
男
女
同

権
」
と
い
う
思
想
を
相
対
化
す
る
観
点
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
。
し

か
し
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
口
ぶ
り
や
、
没
論
理
的
な
思
考
が
そ
こ
か
し
こ
に

読
み
取
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
逆
説
に
よ
る
批
判
は
徹
底
さ
れ
て
い

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

〓
一

〈
ノ
イ
ズ
〉
の
効
果
―

「
ダ
メ
」
で
あ
る
こ
と
の
意
義

振
り
返

っ
て
み
る
と
、
『
男
女
同
権
』
の
主
人
公
の
講
演
に
は
、
女
性
批

判
以
外
の
部
分
に
も
、
読
み
手
に
引

っ
か
か
り
を
覚
え
さ
せ
る

〈
ノ
イ
ズ
〉

ん
な
醜
男
に
生
れ
、
小
さ
い
時
か
ら
少
し
も
可
愛
げ
の
無
い
子
供
だ

つ
た
せ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
意

地
悪
さ
が
、
ほ
と
ん
ど
道
理
を
絶
し
て
、
何
が
何
や
ら
、
話
の
ど
こ

を
ど
う
聞
け
ば
よ
い
の
か
、
ほ
と
ん
ど
了
解
不
可
能
な
性
質
を
帯
び

て
ゐ
ま
し
て
、
や
は
り
あ
れ
は
女
性
特
有
の
乱
酔
と
で
も
思
ふ
よ
り

他
に
仕
方
が
無
い
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
ん
な
脳
の
悪
い
女
で
も
、
こ
ん
な
不
愉
快
き
は
ま
る
戦
慄
の
言
葉

が
蔓
延
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
そ
う
し
た

〈
ノ
イ
ズ
〉
が
引

き
起
こ
し
て
い
る
効
果
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

老
詩
人
は
こ
の
講
演
で
、
聴
衆
で
あ
る

「此
の
地
方
の
皆
さ
ま
」
に
対
し

て
非
常
に
へ
り
く
だ
っ
た
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が

〈現

在
〉
な
す
と
こ
ろ
も
な
く
弟
の
家
に
居
候
を
し
て
い
る
身
分
で
あ
る
こ
と
か

ら
考
え
て
、
当
然
と
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
老
詩
人
が
実
際
に
発
す
る
言
葉
は
、

そ
う
し
た
神
妙
な
態
度
を
し
ば
し
ば
裏
切

っ
て
い
る
。

ち
や
う
ど
今
か
ら
十
年
前
に
、
こ
の
田
舎
の
弟
の
家
に
も
ぐ
り
込
ん
で
、

ま
つ
た
く
ダ
メ
な
老
人
と
し
て
此
の
地
方
の
皆
さ
ま
に
呆
れ
ら
れ
、
笑

は
れ
て
、

し、‐
馴
月
¶
測
Ｊ
酬
日
「
割
り
引
「
刊
Ч
硼
劉
「
利
劉
ｑ
対
国
ｄ

ざ
い
ま
せ
ん
、
じ
つ
さ
い
私
は
ダ
メ
な
老
人
で
、
呆
れ
ら
れ
、
笑
は
れ

る
の
も
、

つ
ま
り
は
理
の
当
然
と
い
ふ
も
の
で

（後
略
）

老
詩
人
と
し
て
は
、
傍
線
部
に
お
い
て
愚
痴
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
は
困
る
か
ら
、
二
重
線
部
の
よ
う
に
あ

わ
て
て
訂
正
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
同
じ
よ
う
な
訂
正
が
直
後
に
も

う

一
度
で
て
く
る
。

こ
こ
に
於
い
て
誰
や
ら
が
、
私
の
存
在
を
思
ひ
出
し
、
あ
の
ぢ
い
さ
ん

も
昔
は
詩
だ
か
何
だ
か
を
書
い
た
事
が
あ
る
ん
だ
さ
う
だ
、
謂
は
ば
文

化
人
の
端
く
れ
だ
、
あ
れ
で
も
呼
ん
で
間
に
合
は
せ
よ
う
で
は
な
い
か

と
、
ま
あ
、
酬
酬
刻
「
剌
卸
翻
劉
Ч
「
創
劉
引
「
劃
ｕ
Щ
明
ｑ
劉
劉
ｑ
「

は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て

（後
略
）

こ
の
よ
う
に
く
り
返
さ
れ
る
と
、
こ
と
さ
ら
に
訂
正
す
る
こ
と
は
、
か

え
っ
て
疑
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
聴
衆
に
は
、
老
詩
人
が
本



当
は
自
分
た
ち
に

「
う
ら
み
」
を
抱
き
な
が
ら
語

っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
聞

こ
え
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
自
分
が
講
演
を
す
る
に
至

っ
た
経
緯
を
語
る
過
程
で
、
最
初

講
演
を
予
定
し
て
い
た

「
小
鹿
様
」
が
キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
話
を
次
の
よ
う
に

語
る
部
分
。

と
こ
ろ
が
運
わ
る
く
、
小
鹿
様
が
い
つ
た
ん
約
束
を
し
て
置
き
な
が
ら
、

突
然
お
こ
と
わ
り
の
電
報
を
よ
こ
し
た
、
国
剌
劉
冽
利
劇
引
国
剖
劉
―こ―

ヽ

湖
司
洲
刻
州
□
国
例
例
引
劃
刊
剰
Ｊ
綱
劉
測
悧
ヨ
副
劃
ｄ
Ｊ
劃
劇
剖

ｕ
ｄ
、
世
の
中
と
い
ふ
も
の
は
、
た
い
て
い
そ
ん
な
も
の
で
、
い
つ
の

世
に
於
い
て
も
、
頭
の
よ
い
偉
い
人
に
は
、
こ
の
都
合
と
い
ふ
も
の
が

た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
や
う
な
工
合
で
、
私
ど
も
は
た
だ
泣
き
寝
入
り

の
ほ
か
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
て

（後
略
）

や
は
り
老
詩
人
は
二
重
線
部
の
よ
う
に
断
り
を
入
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、

「新
し
い
思
想
に
つ
い
て
講
演
な
さ
る
」
は
ず
だ

っ
た

「有
名
な
社
会
思
想

家
」
が
、
「私
ど
も
」
を

「泣
き
寝
入
り
」
さ
せ
て
い
る
な
ど
と
脱
線
し
て

ゆ
く
と
こ
ろ
に
は
、
当
時

の

「
社
会
思
想
家
」
た
ち
に
対
す
る
皮
肉
が
こ

も

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。

さ
ら
に
彼
は
、
自
ら
の
半
生
を
語
る
過
程
で
、
こ
の
講
演
の
前
提
と
な
る

時
代
状
況
を
批
判
す
る
よ
う
な
言
葉
を
発
す
る
。

そ
の
頃
、
日
本
で
は
非
常
に
文
学
熱
が
さ
か
ん
で
、
も
う
と
て
も
そ
れ

は
、
昨
今
の
こ
の
文
化
復
興
と
か
何
と
か
い
ふ
お
通
夜
み
た
い
な
ま
じ

め
く
さ

つ
た
も
の
と
は
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
く
ら
ゐ
、
実
に
猛
烈
で

ハ
イ
カ
ラ
で
、
ま
こ
と
に
天
馬
空
を
駈
け
る
と
い
ふ
思
ひ
切

つ
た
あ
ば

れ
方
で

（後
略
）

老
詩
人
は
、
自
分
が
若
い
頃
の

「文
学
熱
」
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
あ
ま

り
、
ま
さ
に

〈現
在
〉
自
分
が
語
っ
て
い
る
場
所
を
貶
め
て
し
ま
う
の
で
あ

Ｚつ
。こ

の
よ
う
に
、
老
詩
人
の
語
り
か
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
皮
肉
を
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
も
こ
れ
ほ
ど
多
く
見
受
け
ら
れ
る
と
、
彼
は
実
は

「
愚
か
」
で
は
な
く
、
意
図
的
に
皮
肉
を
こ
め
て
語

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
は
彼
が
洩
ら
す
皮
肉
は
多
く

「
日
本
ル
ネ
サ
ン
ス
」

と
呼
ば
れ
る

〈現
在
〉
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
半
生
に
お
け
る
数
々
の
女
難

か
ら
、
「
男
女
同
権
」
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
こ
の
う
え
な
く
あ
り
が

た
が

っ
て
い
る
彼
に
は
、
〈現
在
〉
の
社
会
を
批
判
す
る
動
機
は
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
い
や
、
そ
も
そ
も

「
民
主
主
義
」
の
本
質
を
述
べ

よ
う
と
す
る
と
、
「
民
主
と
は
、
民
の
主
と
書
き
、
そ
の
つ
ま
り
主
義
、
思

想
、
ア
メ
リ
カ
、
世
界
、
ま
あ
、
だ
い
た
い
さ
う
い
つ
た
わ
け
の
も
の
」
な

ど
と
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な

っ
て
し
ま
う
彼
が
、
あ
え
て
無
知
を
装
い
、
あ
て

こ
す

っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
や
は
り
老
詩
人
は
あ
く
ま
で
無
自
覚
に

皮
肉
を
述
べ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
こ
で
思
い
起
こ
し
た

い
の
は
、
彼
が
も
と
も
と

「
ダ
メ
詩
人
」
で
あ
り
、
そ
の

「
ダ
メ
」
で
ぁ
る

こ
と
に
よ

っ
て
人
々
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
彼
が
文
壇
に
出
た
と
き

の
記
述
を
見
よ
う
。

私
が
東
京
に
於
い
て
或
る
ほ
ん
の

一
時
期
、
こ
れ
で
も
多
少
、
ま
あ
、



わ
づ
か
な
人
た
ち
の
あ
ひ
だ
で
、
問
題
に
さ
れ
た
事
も
あ
つ
た
と
、
ま

あ
、
言
つ
て
言
へ
な
い
事
も
な
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
間

題
に
さ
れ
方
が
、
如
何
に
私
が
ダ
メ
な
男
で
あ
る
か
、
お
そ
ら
く
は
日

本
で
何
人
と
数
へ
ら
れ
る
ほ
ど
ダ
メ
な
男
で
は
な
か
ら
う
か
、
と
い
ふ

事
に
就
い
て
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て

（中
略
）
私
の
文
名
た

る
や
、
そ
れ
は
尊
敬
の
対
象
で
は
無
く
、
呆
れ
ら
れ
笑
は
れ
、
ま
た
極

め
て
少
数
の
情
深
い
人
た
ち
か
ら
は
、
な
ぐ
さ
め
ら
れ
、
い
た
は
ら
れ
、

わ
づ
か
に
呼
吸
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
性
質
の
も
の
で
あ
つ
た
と
い
ふ
事
が

お
わ
か
り
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
甚
だ
妙
な
言
ひ
方
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

つ
ま
り
そ
の
頃
の
私
の
存
在
価
値
は
、
そ
の
ダ
メ
な
と
こ
ろ
だ
け
に
在

つ
た
の
で
し
て
、
も
し
私
が
ダ
メ
で
な
か
つ
た
ら
、
私
の
存
在
価
値
が

何
も
、
全
然
、
無
く
な
る
と
い
ふ
、
ま
こ
と
に
我
な
が
ら
奇
怪
閉
回
の

位
置
に
立
た
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ひ
た
す
ら

「
ダ
メ
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
壇
を
刺
激
し
て
い
た
老
詩

人
は
、
こ
の
あ
と

「多
少
、
分
別
顔
の
詩
集
を
出
版
」
し
た
と
た
ん
に

「
ダ

メ
の
ま
た
下
の
ダ
メ
と
い
ふ
、
謂
は
ば

「
ほ
ん
も
の
」
の
ダ
メ
」
に
な
っ
て

失
脚
し
た
。
そ
の
失
敗
を
受
け
て
、
彼
は
こ
の
講
演
の
場
で
は
あ
ら
た
め
て

自
分
を

「ダ
メ
」
な
存
在
と
し
て
印
象
づ
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た

〈現
在
〉
の
自
分
に
対
す
る

「此
の

地
方
の
皆
さ
ま
」
の
評
判
と
、
当
時
の
文
名
を
支
え
て
い
た
評
判
と
を
、
共

に

「呆
れ
ら
れ
笑
は
れ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か

が
え
る
。
つ
ま
り
、
自
分
を
劣
位
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
お
い

て
は
、
老
詩
人
は
き
わ
め
て
意
図
的
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
は
、
「
ダ
メ
詩
人
」
時
代
に
学
ん
だ
処
世
術
の
よ
う
な
も
の
―

「詩
人
と
い
ふ
も
の
は
た
だ
大
酒
を
く
ら
つ
て
、
さ
う
し
て
地
べ
た
に
寝
た

り
な
ん
か
す
る
と
、
純
真
だ
と
か
何
だ
と
か
言
つ
て
ほ
め
ら
れ
る
も
の
」
だ

か
ら

「私
も
抜
か
ら
ず
大
酒
を
く
ら
つ
て
、
と
に
も
か
く
に
も
地
べ
た
に
寝

て
見
せ
ま
し
た
の
で
、
仲
間
か
ら
ほ
め
ら
れ
」
た
と
い
う
逸
話
と
同
じ
レ
ベ

ル
の
も
の
―
に
過
ぎ
な
い
。
か
つ
て
自
分
の
作
品
が
招
い
た
波
紋
に
つ
い
て

「新
聞
な
ど
で
も
、
そ
れ
を
ま
と
も
に
取
り
あ
げ
て
、
何
だ
か
も
う
私
の
知

ら
な
い
む
づ
か
し
い
言
葉
で
も
つ
と
も
ら
し
く
論
じ
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、

私
も
呆
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
い
う
だ
け
で
、
自
分
の

「ダ
メ
」
さ
が
脚

光
を
浴
び
た
理
由
を
し
か
と
把
握
で
き
な
か

っ
た
彼
は
、
〈現
在
〉
も
自
ら

の
言
葉
が
人
々
の
間
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
発
揮
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
を
、

十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
。
老
詩
人
の

「
ダ
メ
」
さ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
を

転
々
と
し
て
つ
い
に

「単
身
都
落
ち
」
に
な
っ
た
と
い
う
継
歴
以
上
に
、
ヘ

リ
く
だ
る
つ
も
り
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
挑
発
し
、
自
分
を
不
利
に
追

い
こ
む
よ
う
な

〈
ノ
イ
ズ
〉
を
発
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
の
だ
。

し
か
し
こ
の
小
説
を
読
む
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な

〈
ノ
イ
ズ
〉
こ

そ
、
彼
の
滑
稽
な
講
演
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
部
分
に
な
っ
て
い
る
。
彼
の

講
演
は
、
本
人
が
懸
命
に
語
る
逆
立
ち
し
た

「男
女
同
権
」
理
解
で
は
な
く
、

〈現
在
〉
へ
の
諷
刺
を
含
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
批
評
性
を
持

っ

て
い
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
老
詩
人
は
や
は
り

「
ダ
メ
」
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
意
義
を
持

つ
存
在
な
の
で
あ
る
。



四
　
講
演
の
位
置
づ
け
―

「
民
主
主
義
踊
り
」
の
言
説

『
男
女
同
権
』
が
、
「
男
女
同
権
」
と
い
う
言
葉
を
逆
か
ら
捉
え
直
し
て
み

せ
た
だ
け
の
小
説
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
自
体
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
服
部
康
喜
氏
は
、
こ
の
小
説
に
つ
い
て

「戦

後
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
言
論

へ
の
批
判
を
こ
め
て
、
女
性
の
犯
罪

性
を
徹
底
し
て
糾
弾
し
て
い
る
こ
と
は
見
や
す
い
」
貧
）と
述

べ
て
い
る
。

ま
た
鈴
木
直
子
氏
は
、
「
男
女
同
権
」

へ
の
や
や
過
剰
と
も
思
え
る
反
応
は
、

ま
ず
も

っ
て
戦
後
の
女
性
政
策
が
、
占
領
軍
に
よ

っ
て
突
然
の
よ
う
に
押
し

つ
け
ら
れ
た
最
も
見
え
や
す
い
事
例
の
ひ
と

つ
で
あ
る
点
に
起
因
す
る
と
考

え
ら
れ
る
」
と
し
て
、
「戦
後
占
領
に
よ

っ
て
生
じ
た
新
た
な

「
不
自
由
」

へ
の
挑
戦
」
を
読
み
と

っ
て
い
る
（１２
Υ

た
だ
し
こ
れ
ら
の
論
で
は
、
老
詩

人
の
女
性
批
判
を
戦
後
の
世
相
批
判

へ
と
読
み
か
え
る
理
由
が
、
物
語
内
容

と
絡
め
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
作
品
そ
の
も
の
と
読
み
取
ら
れ
た

主
題
と
の
間
に
い
さ
さ
か
距
離
が
感
じ
ら
れ
る
。

一
方
、
山
崎
正
純
氏
は
、
「
こ
れ
ら
の
女
性
の
虐
待
に
よ

っ
て
失
敗
の
生

涯
を
背
負

っ
た
男
性
の
遣
る
瀬
の
無
い
憤
滋
を
、
偽
り
の

「
男
女
同
権
」
と

い
う
幻
想
に
よ

っ
て

一
時
的
に
解
消
さ
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
に
は
、

新
型
文
化
を
ほ
ぼ
無
批
判
に
摂
取
し
よ
う
と
す
る
戦
後
日
本
の
社
会

・
文
化

状
況
に
対
す
る
痛
烈
な
皮
肉
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（１３
Υ

老
詩
人
の
語
る
内
容
に
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
老
詩
人
の
語

る
行
為
が
戦
後
社
会
に
流
行
し
て
い
た
言
説
の
語
り
口
を
模
し
た
も
の
に

な

っ
て
お
り
、
諷
刺
は
そ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
解
釈
は
、

二

つ
の
理
由
か
ら
傾
聴
さ
れ
る
べ
き
だ
と
言
え
る
。

一
つ
は
、
老
詩
人
の
半
生
の
な
か
で
く
り
返
さ
れ
て
い
た
構
図
と
の
類
似

で
あ
る
。
老
詩
人
は
少
年
時
代
、
「実
に
け
し
か
ら
ん
事
を
」
教
え
た
下
女

に
対
し
て
、
「
今
度
は
私
の
は
う
か
ら
近
づ
い
て
行
き
ま
す
と
、
ま
る
で
人

が
変

つ
た
み
た
い
に
激
怒
し
て
」
拒
否
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
た
。
ま
た
、
先

生
の
奥
さ
ん
に

「坊
ち
や
ん
」
と
言
わ
れ
て
い
い
気
に
な
り
、
「
ま
こ
と
に

子
供
ら
し
く
な
い
卑
俗
き
は
ま
る
慢
心
を
起
し
、
い
か
に
も
坊
ち
や
ん
と
言

は
れ
て
ふ
さ
は
し
い
子
み
た
い
に
、
わ
ざ
と
く
に
や
く
に
や
と
か
ら
だ
を
曲

げ
、
こ
と
さ
ら
に
、
は
に
か
ん
で
見
せ
た
り
」
し
て
い
た
ら
、
陰
で

「
あ
の

子
は
、
ね
ば
ね
ば
し
て
、
気
味
が
わ
る
い
か
ら
、
あ
な
た
に

一
度
う
ん
と
叱

つ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
ひ
ま
し
て
」
と
夫
の
先
生
に
言

っ
て
い
る
の
が
聞

こ
え
、
衝
撃
を
受
け
て
涙
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
お
い
ら
ん
に
対
し
て
も
、

連
れ
の
職
工
に

「
お
前
、
案
外
も
て
や
が
る
ん
だ
な
あ
、
い
ろ
を
と
こ
め
」

と
言
わ
れ
て

「
ま
ん
ざ
ら
で
な
く
、
う
ふ
ふ
と
笑

つ
て
や
に
さ
が
」

っ
て
い

た
ら
、
「私
の
女
が
、
お
前
、
百
姓
の
子
だ
ね
、
と
冷
く
言
ひ
ま
す
」
「育
ち

の
悪
い
男
は
、
も
の
を
食
べ
さ
せ
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
ん
だ
よ
、
ち
よ

つ

ち
よ

つ
と
舌
打
ち
を
し
な
が
ら
食
べ
る
ん
だ
よ
、
と
全
く
な
ん
の
表
情
も
無

く
、
お
天
気
の
事
で
も
言

つ
て
ゐ
る
み
た
い
に
澄
ま
し
て
言
ふ
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。
ま
あ
、
そ
の
時
の
私
の
間
の
悪
さ
」
と

「
み
じ
め
な
気
持
」
を
味
わ

わ
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
た
。

つ
ま
り
こ
の
小
説
で
は
、
老
詩
人
が
い
っ
た
ん
は
調
子
に
乗
る
も
の
の
す

ぐ
後
で
叩
か
れ
る
、
と
い
う
構
図
が
反
復
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「詩
壇

の

一
隅
に
乗
り
出
」
し
た
は
い
い
が
、
自
ら
の

「
風
変
り
な
位
置
」
が
嫌
に



な

っ
て

「
分
別
顔
の
詩
集
を
出
版
」
し
た
ら

「完
全
に
ダ
メ
」
に
な

っ
て
し

ま

っ
た
、
と
い
う
経
緯
に
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
老
詩
人
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
語

っ
て
い
る

〈現
在
〉
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
を
く
り
返
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
彼
は
、
「
男
女
同
権
」
と
い
う
思
想
の
到
来

に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
虐
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な

っ
た
と
思
い

こ
ん
で
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
幻
想
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
彼
が
早
晩
思
い
知

ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。

も
う

一
つ
、
小
説
の
冒
頭
の
、
老
詩
人
の
講
演
の
前
に
あ

っ
た

「
不
思
議

な
速
記
録
」
と
い
う
断
り
書
き
の
存
在
を
思
い
起
こ
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ

は
、
老
詩
人
の
女
性
批
判
を
相
対
化
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
―
そ
の
よ
う

な
相
対
化
は
す
で
に
確
認
し
た
数
々
の

〈
ノ
イ
ズ
〉
に
よ

っ
て
果
た
さ
れ
て

い
る
―
老
詩
人
の
語
る
行
為
そ
の
も
の
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
の
仕
掛
け

で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
『
煙
草
の
害
に
つ
い
て
』
や
初
期
の

『
喝
宋
』
翁
若

草
」
昭
和
十

一
年
十
月
）
の
よ
う
に
、
講
演
内
容
を
そ
の
ま
ま
作
品
と
せ
ず

に
枠
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
明
ら
か
に

「
愚
か
」
な
講
演
を
取
り
あ
げ
て
、

こ
の
よ
う
な
語
り
は
滑
稽
だ
が
、
実
は
今
の
世
の
中
に
あ
ふ
れ
る
言
説
の
典

型
に
な

っ
て
い
な
い
か
、
と
提
起
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
措
置
だ

っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
「
民
主
主
義

の
黎
明
」
に
浮
か
れ
る
人

々
や
、
戦
後

に

な

っ
て
こ
れ
ま
で
の
困
難
が
す
べ
て
解
決
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
語
る
人
々
に

対
す
る
太
宰
の
辛
辣
な
批
判
は
、
同
時
期
の
作
品
の
端
々
か
ら
も
う
か
が
わ

れ
る
。

●
　
　
戦
争
が
終

つ
た
ら
、
こ
ん
ど
は
ま
た
急
に
何
々
主
義
だ
の
、
何
々

主
義
だ
の
、
あ
さ
ま
し
く
騒
ぎ
ま
は

つ
て
、
演
説
な
ん
か
し
て
ゐ

る
け
れ
ど
も
、
私
は
何

一
つ
信
用
で
き
な
い
気
持
で
す
。
「
嘘
』

「新
潮
」
昭
和
二
十

一
年
二
月
）

●
　
　
こ
の
ご
ろ
の
所
謂

「文
化
人
」
の
叫
ぶ
何
々
主
義
、
何
々
主
義
、

す
べ
て
私
に
は
、
れ
い
の
サ
ロ
ン
思
想
の
に
お
ひ
が
し
て
な
ら
な

い
。
何
食
は
ぬ
顔
を
し
て
、
こ
れ
に
便
乗
す
れ
ば
、
私
も
或
ひ
は

「
成
功
者
」
に
な
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
田
舎
者
の
私
に
は

て
れ
く
さ
く
て
、
だ
め
で
あ
る
。
私
は
、
自
分
の
感
覚
を
い
つ
は

る
事
が
出
来
な
い
。
そ
れ
ら
の
主
義
が
発
明
さ
れ
た
当
初
の
真
実

を
失
ひ
、
ま
る
で
、
こ
の
世
界
の
新
現
実
と
遊
離
し
て
空
転
し
て

ゐ
る
や
う
に
し
か
思
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
十
五
年
間
』
「
文

化
展
望
」
昭
和
二
十

一
年
四
月
）

他
に
も
、
随
筆

「
返
事
」
∩
東
西
」
昭
和
二
十

一
年
五
月
）
に
は
、
「私

は
い
ま
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
ヒ
ス
テ
リ
ツ
ク
な
叫
び
の
全
部
に
反
対
で
あ
り

ま
す
。
戦
争
中
に
、
あ
ん
な
に
グ

ロ
テ
ス
ク
な
嘘
を
さ
か
ん
に
書
き
並
べ
て
、

こ
ん
ど
は
く
る
り
と
裏
が

へ
し
の
同
様
の
嘘
を
ま
た
書
き
並
べ
て
ゐ
ま
す
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
二
十

一
年

一
月
十
五
日
付
井
伏
鱒
二
宛
書

簡
で
は

「
こ
の
ご
ろ
の
雑
誌
の
新
型
便
乗

ニ
ガ

ニ
ガ
し
き
事
か
ぎ
り
な
く
、

お
ほ
か
た
こ
ん
な
事
に
な
る
だ
ら
う
と
思

つ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
の
事

に
、
ヤ
ケ
酒
で
も
飲
み
た
く
な
り
ま
す
」
と
述
べ
、
同
じ
く
二
十
八
日
付
小

田
嶽
夫
宛
書
簡
で
も

「
「文
藝
冊
子
」
は
、
東
京
の
民
主
主
義
踊
り
の
新
型

便
乗

（
ニ
ガ

ニ
ガ
し
き
限
り
な
り
）
な
ど
よ
り
、
ど
ん
な
に
高
級
か
わ
か
り

ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。



『
男
女
同
権
』
は
、
そ
の
よ
う
な

「
民
主
主
義
踊
り
」
の
言
説
を
諷
刺
し

た
小
説
で
あ

っ
た
。
老
詩
人
は
、
過
去
の
失
態
や
心
の
傷
の
原
因
を
単
純
化

し
、
し
か
し
戦
後
の

「新
思
想
」
の
も
と
で
は
そ
の
よ
う
な
苦
悩
に
悩
ま
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
な

っ
た
と
信
じ
こ
み
、
浮
か
れ
た
ま
ま
多
く
の
人
々
に
向

か

っ
て
語
る
輩
の
代
表
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

た
だ
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
時
期

「
民
主
主
義
踊
り
」

へ
の
批
判
を
試

み
て
い
た
の
は
、
太
宰
ひ
と
り
で
は
な
か

っ
た
。

た
と
え
ば
、
『
男
女
同
権
』
が
発
表
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
家

永
二
郎
が

「
男
権
の
文
藝
と
女
権
の
文
藝
」
（１４
）と
い
う
論
を
書
い
て
い
る
。

そ
の
論
で
、
家
永
は
ま
ず
、
樋
口

一
葉

『
十
三
夜
』
の
お
関
の
独
自
を
引
用

し
、
そ
こ
に

「
日
本
の
上
流
社
会
に
於
け
る
妻
の
社
会
的
地
位
が
こ
の
文
藝

作
品
を
通
じ
て
明
瞭
に
う
か
が
え
る
」
と
し
て
、
「終
戦
後

一
時
終
燎
し
て

ゐ
た
婦
人
解
放
女
権
拡
張
の
運
動
が
に
は
か
に
復
興
し
、
論
壇
も
ま
た
我
が

国
に
於
け
る
女
性
の
隷
属
的
地
位
な
る
も
の
を
盛
ん
に
議
し
て
ゐ
る
が
、
こ

れ
ら
の
文
藝
は
過
去
に
於
け
る
日
本
の
女
性
の
地
位
の

一
の
面
を
物
語
る
文

献
と
し
て
、
論
者
に
こ
よ
な
き
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

だ
が
家
永
は
続
け
て
、　
一
方
で

「妻
の
地
位
が
常
に
か
う
で
あ

つ
た
と
考

ヘ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
こ
ぶ
る
公
式
的
な
議
論
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ぬ
」
と

断
り
、
次
に

「狂
言
に
あ
ら
は
れ
た
妻
の
権
力
」
を
具
体
的
な
作
品
を
例
に

と

っ
て
確
か
め
る
。
そ
し
て

「
誇
張
に
せ
よ
類
型
に
せ
よ
、
狂
言
の
素
材
が

現
実
の
国
民
生
活
に
取
材
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
く
、
従

つ
て
こ
れ
ら

も
亦
過
去
の
日
本
の
夫
婦
の
関
係
の

一
側
面
を
明
示
す
る
資
料
」
だ
と
言
う

の
で
あ
る
。
家
永
は
、
狂
言
と
同
じ
よ
う
に
妻
の
権
力
を
描
い
た
も
の
と
し

て
、
他
に
落
語
や
漫
才
を
あ
げ
て
い
る
。

な
に
も
家
永
は
、
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
女
性
の
側
の
権
力
を
取
り
あ

げ
る
こ
と
で
、
議
論
を
逆
転
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
論
の
中
心

は
、
「
狂
言
や
落
語
に
あ
ら
は
れ
る
妻
の
大
き
な
権
力
は
、
「虐
げ
ら
れ
た
る

妻
」
と
い
ふ
固
定
し
た
公
式
を
以
て
日
本
の
女
性
史
を
構
成
し
よ
う
と
す
る

こ
と
に
対
し
大
き
な
警
告
を
発
す
る
も
の
で
は
な
い
か
」
と
問
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。
戦
後
の
流
行
に
乗

っ
た

「公
式
的
」
論
断
に
疑
間
を
投
げ
か
け
て
い

た
点
で
、
こ
の
家
永
の
論
と
太
宰
の
小
説
は
、
あ

つ
か

っ
て
い
る
素
材
だ
け

で
な
く
、
そ
の
批
判
の
内
実
に
お
い
て
も
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

『
男
女
同
権
』
と
い
う
小
説
は
、
こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
言
説
と
主
題
を

共
有
し

つ
つ
、
「
ダ
メ
な
男
」
に
よ
る
滑
稽
な
語
り
を
基
盤
に
据
え
た
、
細

部
の

〈
ノ
イ
ズ
〉
を
梃
子
に
批
判
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
ゆ
く
方
法
と
、
講

演
全
体
を

「
民
主
主
義
踊
り
」
に
模
し
て
さ
ら
し
て
み
せ
る
方
法
と
い
う
、

二
重
の
仕
掛
け
で
諷
刺
を
行

っ
て
い
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
太
宰
治
の
小
説

が
こ
の
あ
と
急
速
に
支
持
さ
れ
て
い
っ
た
理
由
も
ま
た
、
同
時
代
的
関
心
を

惹
く
主
題
を
あ

つ
か
い
な
が
ら
、
小
説
表
現
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
や
仕
掛
け

に
よ

っ
て
他
の
言
説
と
は
差
異
化
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
か

っ
た
か
と
考

え
る
が
、
そ
の

一
つ
一
つ
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論

じ
る
こ
と
に
し
た
い
。



注（
１
）

諷
刺
に
つ
い
て
は
、
「
通
常
、
笑
い
の
手
段
に
よ
っ
て
エ
セ
価
値
や
世
の

矛
盾
を
あ
ば
き
立
て
、
権
威
を
く
じ
い
て
愚
劣
を
名
ざ
し
す
る
文
学
的
な
試

み
」
（池
内
紀
氏

『
諷
刺

の
文
学
』
白
水
社
、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
）
、

「滑
稽
の

一
範
疇
。
知
的
で
敵
意
、
攻
撃
性
を
含
む
。
（中
略
）
作
品
と
し
て

は
、
時
代

・
社
会
の
欠
陥

・
不
合
理
を
摘
発
す
る
も
の
を
さ
す
」
（武
田
庄

三
郎
氏

「
諷
刺
」
、
『文
芸
用
語
の
基
礎
知
識
』
至
文
堂
、
昭
和
六
十
三
年
十

一
月
）
な
ど
の
定
義
が
あ
る
が
、
本
論
に
お
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
作
品
に

盛
り
こ
ま
れ
た

〈笑
い
〉
の
効
果
が
作
品
内
部
で
機
能
を
果
た
す
ば
か
り
で

は
な
く
、
政
治
や
社
会
な
ど
外
部
に
向
け
た
批
判
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
も
な
り

う
る
表
現
、
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。

（２
）

細
谷
博
氏

『太
宰
治
』
（岩
波
新
書
、
平
成
十
年
五
月
）

（
３
）

奥
野
健
男

「解
説
」
「
太
宰
治
』
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
十
八
年
二
月
）

（
４
）

細
谷
氏
前
掲
書

（５
）

「道
化
の
文
学
」
翁
花
」
昭
和
二
十
二
年
八
月
）

（６
）

「改
造
」
昭
和
二
十
二
年
五
月
、
出
席
者
は
宮
澤
俊
義

・
末
広
厳
太
郎

・

我
妻
栄

・
向
坂
逸
郎

・
鈴
木
安
蔵
。

（７
）

「中
央
公
論
」
昭
和
二
十
二
年
七
月

（８
）

法
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
自
由
が
、
基
本
的
に
は
歓
迎
さ
れ

つ
つ
も
、
あ
る
種
の
留
保
や
当
惑
も
伴

っ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

河
上
徹
太
郎

「
配
給
さ
れ
た

「自
由
Ｌ

（「東
京
新
聞
」
昭
和
二
十
年
十
月

二
十
六
～
二
十
七
日
）
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
網
野
菊
の
小
説

『
憑

き
も
の
』
翁
世
界
」
昭
和
二
十

一
年
四
月
）
は
末
尾
、
次
の
よ
う
に
締
め
く

く
ら
れ
る
。

敗
戦
は
日
本
の
婦
人
達
に
参
政
権
を
贈

つ
た
。
「女
も
哀
れ
で
な
く
な

る
時
が
来
た
」
と
ヒ
ロ
は
思

つ
た
。
若
し
、
ヒ
ロ
が
生
れ
た
時
か
ら
既
に

日
本
の
妻
が
夫
と
対
等
の
身
分
で
ゐ
た
も
の
で
あ
つ
た
ら
、
ヒ
ロ
も
実
母

も

一
生
の
間
の
苦
労
は
二
人
が
す
ご
し
た
も
の
と
は
違

つ
た
も
の
に
な
つ

て
ゐ
つ
た
で
あ
ら
う
に
…
。
ヒ
ロ
の
子
供
時
代
の
悲
し
み
も
な
く
て
す
み
、

人
生
観
も
変

つ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
…
。
さ
う
考

へ
る
と
ヒ
ロ
は
、
水ヽ

年
の
憑
き
物
が
急
に
と
れ
た
や
う
な
、
ホ
ツ
と
し
た
気
持
と
同
時
に
、　
一

種
、
拍
子
ぬ
け
の
気
持
も
感
じ
る
の
で
あ

つ
た
。

（
９
）

山
崎
正
純
氏

「太
宰
治
と
ロ
シ
ア
文
学
の
問
題
―
プ
ー
シ
キ
ン
と
チ
ェ
ー

ホ
フ
の
持

つ
意
味
―
」
令
語
文
研
究
」
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
）

（
１０
）

「太
宰
治

『
男
女
同
権
』
論
―
二

つ
の
語
り
と

「
私
」
の
イ
メ
ー
ジ
ー
」

∩
日
本
文
藝
研
究
」
平
成
十
年
九
月
）

（Ｉ
）

「
男
女
同
権
」
評
価
」
翁
太
宰
治
事
典
』
學
燈
社
、
平
成
六
年
五
月
）

（
‐２
）

「太
宰
治
と
ジ

ェ
ン
ダ
ー
ー
流
通
す
る
女
性
身
体
と

〈戦
後
と

（「国
文

学
」
平
成
十
四
年
十
二
月
）
た
だ
し
鈴
木
氏
は
こ
の

「挑
戦
」
を
肯
定
的
に

評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
‐３
）

山
崎
氏
前
掲
論

（‐４
）

「世
界
」
昭
和
二
十

一
年
九
月

※
太
宰
治
作
品
の
本
文
の
引
用
は
す
べ
て

『太
宰
治
全
集
』
（筑
摩
書
房
、
平
成

十
年
五
月
～
十

一
年
五
月
）
に
拠

っ
た
。
ま
た
ア
ン
ト
ン
・
チ
ェ
ー
ホ
フ

『煙

草
の
害
に
つ
い
て
』
の
本
文
の
引
用
は
、
太
宰
治
が
使
用
し
て
い
た
と
思
し
い

（注
９
の
山
崎
氏
論
参
照
）
米
川
正
夫
訳

『
チ
ェ
ー
ホ
フ
一
幕
物
全
集
』
（岩
波

文
庫
、
昭
和
十
四
年
二
月
）
に
拠

っ
た
。

―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
修
了
―


