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語文97(2011・ 12大阪大学国語国文学会)

大
阪

・
脱
線

・

―
―
織
田
作
之
助

『

バ
ル
ー
ン
』
の
語
り
―
―

一

『
ア
ド

・
パ
ル
ー
ン
』
と

「大
阪
」

織
田
作
之
助
は

一
般
に
、
『夫
婦
善
哉
』
翁
海
風
」
昭
和
十
五
年
四
月
）

を
筆
頭
に
、
近
代
大
阪
を
描
き
続
け
た
作
家
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
織
田
に
は
、
多
様
な
文
学
的
実
験
を
試
み
た
、
方
法
意
識
の
強
い
作
家
と

い
う
貌
も
あ
る
。
『世
相
』
翁
人
間
」
昭
和
二
十

一
年
四
月
）
『土
曜
夫
人
』

∩
読
売
新
聞
」
昭
和
二
十

一
年
八
月
二
十
日
～
十
二
月
六
日
）
な
ど
で
の
実

践
や
、
評
論

「可
能
性
の
文
学
」
「
改
造
」
昭
和
二
十

一
年
十
二
月
）
に
お

け
る
主
張
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
今
後
の
織
田
作
之
助
研
究
の
進
展
の

（
２
）

た
め
に
は
、
大
阪
の
作
家
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
相
対
化
し
、　
一
つ
一
つ
の

小
説
で
な
さ
れ
て
い
る
試
み
を
仔
細
に
捉
え
直
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
翁
新
文
学
」
昭
和
二
十

一
年
二
月
）
も
ま
た
、
作

家
と
大
阪
と
の
密
な
関
わ
り
を
下
敷
き
に
読
ま
れ
過
ぎ
て
き
た
き
ら
い
が
あ

２一
。こ

の
小
説
は

「私
」
こ
と
長
藤
十
吉
が
半
生
を
語
る
形
式
で
、
全
体
は
五

子嘘

斎

藤

理

生

つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
第

一
に
、
生
ま
れ
た
直
後
に
母
を
喪
い
、
方
々
へ
里

子
に
出
さ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
第
二
に
、
七
歳
で
実
家
に
戻
さ
れ
、
最

初
の
継
母
の
浜
子
に
連
れ
ら
れ
て
歩
い
た
千
日
前
の
夜
景
に
魅
せ
ら
れ
た
こ

と
、
次
々
に
継
母
が
替
わ
っ
た
こ
と
、
十
五
歳
で
丁
稚
に
出
た
が
奉
公
先
を

転
々
と
し
て
父
に
勘
当
さ
れ
た
こ
と
、
二
十
五
歳
で
幼
な
じ
み
の
文
子
に
再

会
し
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
る
。
第
二
に
、
文
子
を
追

っ
て
東
京
ま
で
歩
い

た
こ
と
が
、
第
四
に
、
帰
阪
し
て
中
之
島
公
園
で
あ
て
も
な
く
件
ん
で
い
た

と
こ
ろ
を
秋
山
に
救
わ
れ
、
紙
芝
居
屋
に
な
る
ま
で
が
語
ら
れ
る
。
第
五
に
、

行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
秋
山
と
新
聞
記
事
を
介
し
て
再
会
で
き
、
い
っ
た
ん

別
れ
て
互
い
の
た
め
に
貯
金
を
し
て
五
年
後
に
四
天
王
寺
西
門
で
待
ち
合
わ

せ
た
場
に
父
が
姿
を
見
せ
て
和
解
し
、
二
年
後
に
亡
く
な
っ
た
父
を
葬
っ
た

あ
と
、
そ
の
後
妻
に
孝
行
し
よ
う
と
思

っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

織
田
は
こ
の
自
作
に
つ
い
て
、
「空
襲
最
中
、
大
阪
を

（焼
け
た
大
阪
を

な
つ
か
し
む
意
味
で
）
書
い
た
と
い
ふ
点
で
、
な
つ
か
し
い
作
」
と
述
べ
た

り
、
「大
阪
が
焼
け
た
直
後
、
大
阪
惜
愛
の
意
味
で
、
空
襲
警
報
下
に
、
こ



つ
こ
つ
と
書
い
た
作
」
「
当
時
私
は
今
の
う
ち
に
大
阪
を
書
き
残
し
て
置
か

う
と
い
ふ
、
や
や
悲
壮
な
気
持
で
、
こ
の
作
に
は

一
字

一
句
打
ち
込
ん
で
ゐ

た
」
と
述
べ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
宇
野
浩
二
が

「今
の
と
こ
ろ
、
あ
な

た
の
ほ
か
に
は
大
阪
を
十
分
に
書
け
る
人
は
ま
づ
ゐ
な
い
の
で
す
か
ら
、

『猿
飛
佐
助
』
を
早
く
片
づ
け
て
、
『
大
阪
』
を
、
『
大
阪
』
を
、
書
い
て
下

さ
い
」
（織
田
作
之
助
宛
書
簡
、
昭
和
二
十
年
四
月
二
十
四
日
）
と
励
ま
し

た
こ
と
が
執
筆
を
促
し
た
と
い
う
経
緯
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

結
果
、
『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
は
織
田
没
後
以
来
、
大
阪
の
町
が
い
か
に

見
事
に
、
ま
た
強
い
思
い
入
れ
で
描
写
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
注
目
し
て
読

（
５
）

ま
れ
て
き
た
。
「七
歳
の
主
人
公
が
継
母
に
連
れ
ら
れ
、
ニ
ツ
丼
戸
、
道
頓

堀
、
法
善
寺
横
丁
、
千
日
前

へ
と
夜
店
見
物
に
行
く
件
り
が
圧
巻
で
、　
一
字

一
句
打
ち
こ
ん
で
、
興
に
の
っ
て
克
明
に
描
い
て
い
る
。
い
ま
の
う
ち
に
大

阪
を
書
き
の
こ
し
て
お
こ
う
と
い
う
、
大
阪
惜
愛
の
悲
壮
な
ま
で
の
気
持
が

う
か
が
わ
れ
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
執
着
と
い
ち
ず
さ
で
書
か
れ
た
、
さ
な
が

ら
散
文
詩
で
あ
る
」
と
い
う
青
山
光
二
の
解
説
は
、
こ
う
し
た
見
解
の
最
大

公
約
数
的
な
も
の
で
あ
る
。
近
年

「名
作
を
ガ
イ
ド
に
旅

へ
出
よ
う
！
」
と

帯
に
謳
わ
れ
た
文
庫
に
収
録
さ
れ
た
の
も
、
大
阪
の
町
並
み
が
詳
細
に
描
か

れ
た
小
説
と
し
て
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
の
世
界
に
現
実
の
大
阪
を
対
応
さ
せ
て

ゆ
く
と
、
辻
棲
の
合
わ
な
い
要
素
が
見

つ
か
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
十
吉
が
千
日
前
の
夜
景
に
魅
了
さ
れ
る
場
面
。
名
描
写
と
讃

え
ら
れ
て
き
た
そ
の
文
章
に
は

「
や
が
て
楽
天
地
の
建
物
が
見
え
ま
し
た
。

が
、
浜
子
は
私
た
ち
を
そ
の
前
ま
で
連
れ
て
行

つ
て
は
く
れ
ず
、
ひ
よ
い
と

日
本
橋

一
丁
目
の
方

へ
折
れ
て
」
と
い
う
叙
述
が
あ
る

（傍
線
は
引
用
者
に

よ
る
。
以
下
同
じ
）
。
し
か
し
年
代
に
注
意
し
た
い
。
佐
藤
秀
明
が
指
摘
し

た
よ
う
に
、
「
う

っ
か
り
す
る
と
主
人
公
の
十
吉
と
織
田
作
と
を
重
ね
て
し

ま
い
そ
う
に
な
る
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
大
阪
の
夜
の
賑
わ
い
は
、
明
治
四

十
年
代
の
こ
と
で
あ
る
の
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
か
ら
だ
。

確
認
す
る
と
、
十
吉
は
後
に

「朝
日
新
聞
」
の
記
事
で

「
昭
和
六
年
八
月

十
日
の
夜
、
中
之
島
公
園
の
川
岸
に
侍
ん
で
死
を
決
し
て
ゐ
た
長
藤
十
吉
君

（当
時
二
十
八
Ｌ

と
紹
介
さ
れ
た
と
い
う
。
し
た
が

っ
て
明
治
三
十
七

（
一

九
〇
四
）
年
に
生
ま
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
す
る
と
七
歳
の
彼

が
浜
子
と
千
日
前
を
歩
い
た
の
は
、
明
治
四
十
三

（
一
九

一
〇
）
年
と
い
う

（
９
）

計
算
に
な
る
。

し
か
し
、
先
の
引
用
の
傍
線
部
で
十
吉
が
見
た
と
言

っ
て
い
る
楽
天
地
の

（
１０
）

開
業
は
、
大
正
三

（
一
九

一
四
）
年
七
月
な
の
で
あ
る
。
十
吉
が

「
尋
常
三

年
生
の
冬
」
に
長
藤
家
を
去

っ
た
浜
子
は
、
楽
天
地
開
業
の
数
年
前
に
長
藤

家
を
去

っ
た
計
算
に
な
る
。
ゆ
え
に
十
吉
が
浜
子
に
連
れ
ら
れ
て
楽
天
地
を

見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ず
れ
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
十
吉
は
十
五
歳
で
丁
稚
奉
公
に
出

た
次
の
年
、
陶
器
祭
で
幼
な
じ
み
の
漆
山
文
子
に
出
会
う
が
、
無
視
さ
れ
る
。

現
在
の
十
吉
は
、
そ
れ
か
ら
怠
け
癖
が

つ
い
た
と
語
り
か
け
た
あ
と
、
怠
け

癖
は
そ
の
前
か
ら

つ
い
て
い
た
と
訂
正
し
、
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。

私
は

一
と
六
の
日
ご
と
に
平
野
町
に
夜
店
が
出
る
灯
と
も
し
頃
に
な
る

と
、
そ
は
そ
は
と
し
て
、
そ
し
て
店
を
抜
け
出
す
の
で
し
た
。
そ
れ
か

ら
、
あ
の
新
世
界
の
通
天
閣
の
灯
。
ラ
イ
オ
ン
ハ
ミ
ガ
キ
の
広
告
燈
が



赤
に
な
り
青
に
な
り
黄
に
変

つ
て
点
滅
す
る
あ
の
南
の
夜
空
は
、
私
の

胸
を
悩
ま
し
く
揺
ぶ
り
、
私
は
え
ら
く
な

つ
て
文
子
と
結
婚
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
、
中
等
商
業
の
講
義
録
を
ひ
も
と
く
の
だ

つ
た
が
、
私
の

想
ひ
は
す
ぐ
講
義
録
を
遠
く
は
な
れ
て
、
ど
こ
か
で
聞
え
て
ゐ
る
大
正

琴
に
誘
は
れ
な
が
ら
、
灯
の
空
に
あ
こ
が
れ
、
さ
ま
よ
ふ
の
で
し
た
。

し
か
し
通
天
閣
に

「
ラ
イ
オ
ン
は
み
が
き
」
の
広
告
燈
が
設
置
さ
れ
た
の
は

（
Ｈ
）

大
正
九

（
一
九
二
〇
）
年
で
あ
る
。　
一
方
、
十
吉
が
文
子
に
無
視
さ
れ
た
の

は
大
正
八

（
一
九

一
九
）
年
と
い
う
計
算
に
な
る
。

つ
ま
り
十
吉
は
、
文
子

に
再
会
し
た
翌
年
以
降
で
な
け
れ
ば
、
「
ラ
イ
オ
ン
は
み
が
き
」
の
ネ
オ
ン

の
灯
を

「南
の
夜
空
」
に
見
出
せ
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

現
在
の
十
吉
は
、
「大
阪
の
町
町
が
な

つ
か
し
」
く
、
「
惜
愛
の
気
持
」
を

抱
い
て
い
る
と
い
う
。
だ
か
ら
彼
は
、
自
分
の
半
生
と
関
わ
ら
せ
て
大
い
に

「
大
阪
」
を
語
る
。
し
か
し
そ
の
追
憶
の

「
大
阪
」
は
、
現
実
と
正
確
に
は

対
応
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
の
叙
述
を
あ
た
か
も
現
実
の
ミ
ナ

ミ
の
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
の
よ
う
に
読
む
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。
も

っ
と

も
そ
う
し
た
現
実
と
の
ず
れ
は
、
必
ず
し
も
小
説
の
欠
陥
と
は
い
え
ま
い
。

一
篇
は
十
吉
の

一
人
称
回
想
形
式
に
な

っ
て
い
る
。
な
ら
ば
作
中
の
記
述
と

現
実
と
の
ず
れ
は
、
作
者
の
ミ
ス
で
は
な
く
、
語
り
手
の
記
憶
ち
が
い
か
も

知
れ
ぬ
と
疑

っ
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
そ
れ
ら
大
阪
名
所
の
挿
入

は
、
語
り
手
に
よ
る
脚
色
と
見
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。
十
吉
は
次
の
よ

う
な
、
あ
や
し
げ
な
発
言
を
し
て
い
る
か
ら
だ
。

ど
う
せ
不
景
気
な
話
だ
か
ら
、
い
つ
そ
景
気
よ
く
語

つ
て
や
り
ま
せ
う
、

子
供
の
頃
で
お
ぼ
え
も
な
し
、
空
想
を
ま
じ

へ
た
創
作
で
語
る
以
上
、

出
来
る
だ
け
面
白
を
か
し
く
脚
色
し
て
や
り
ま
せ
う
と
、
万
事

「
下
肥

え
の
代
り
に
」
式
で
喋
り
ま
し
た
。
当
人
に
し
か
面
白
く
な
い
や
う
な

子
供
の
頃
の
話
を
、
ボ
ソ
ボ
ソ
と
不
景
気
な
語
り
口
で
語

つ
て
み
た
と

こ
ろ
で
仕
方
が
な
い
、
嘘
で
な
き
や
あ
誰
も
子
供
の
頃
の
話
な
ん
か
聞

く
も
の
か
と
い
ふ
気
持
だ

つ
た
か
ら

（後
略
）

一
見
こ
の
発
言
は
、
過
去
の

〈蝙
り
〉
と
現
在
の
語
り
と
を
区
別
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
作
り
話
の
上
手
さ
を
自
慢
す
る
こ
の
語
り
手
が
、
今

だ
け
生
真
面
目
に
語
り
通
し
て
い
る
保
証
は
な
い
。
そ
の
意
味

で
も

『
ア

ド

・
バ
ル
ー
ン
』
は
、
回
顧
さ
れ
る
風
景
よ
り
も
、
ま
ず
回
顧
す
る

「私
」

の
語
り
方
に
注
意
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一　
脱
線
す
る
語
り

ｄ

の‐
嘲
、
私
に
は
六
十
三
銭
し
か
持
ち
合
せ
が
な
か

つ
た
の
で
す
。

十
銭
白
銅
六

つ
一
銭
銅
貨
三

つ
。
そ
れ
だ
け
を
握

つ
て
、
大
阪
か
ら

東
京
ま
で
線
路
伝
ひ
に
歩
い
て
行
か
う
と
思

つ
た
の
で
し
た
。
思

へ
ば

正
気
の
沙
汰
で
は
な
い
。
が
、
向
ふ
見
ず
は
も
と
も
と
私
に
と

つ
て
は

生
れ

つ
き
の
気
性
ら
し
か

つ
た
し
、
そ
れ
に
、
大
阪
か
ら
東
京
ま
で
何

里
あ
る
か
も
判
ら
ぬ
そ
の
道
も
、
文
子
に
会
ひ
に
行
く
の
だ
と
思

へ
ば

遠
い
気
も
し
な
か

つ
た
、
―
―
と
は
い
ふ
も
の
の
、
せ
め
て
汽
車
賃
の

算
段
が

つ
い
て
か
ら
と
い
ふ
考

へ
も
、
勿
論
乏
ば
ぬ
こ
と
も
な
か

つ
た
。

が
、
や
は
リ
テ
ク
テ
ク
と
歩
い
て
行

つ
た
の
は
、
金
の
工
面
に
日
の
暮

れ
る
そ
の
足
で
、
少
し
で
も
文
子
の
ゐ
る
東
京

へ
近
づ
き
た
い
と
い
ふ



気
持
に
せ
き
立
て
ら
れ
た
の
と
、　
一
つ
に
は
放
浪

へ
の
郷
愁
で
し
た
。

さ
う
言

へ
ば
、
た
し
か
に
私
の
放
浪
は
生
れ
た
途
端
に
も
う
始
ま

つ

て
ゐ
ま
し
た
…
…
。

「私
」
の
語
り
の
冒
頭
に
は
、
二

つ
の
特
徴
が
看
取
で
き
る
。　
一
つ
は
、

二
重
線
部
の
よ
う
に
、
聞
き
手
の
興
味
を
惹
き
そ
う
な
場
面
か
ら
始
め
、
か

つ
話
の
途
中
で
も
う

一
度
そ
の
場
面
に
帰

っ
て
く
る
ま
で
引
き

つ
け
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
私
」
の
語
り
が
聞
き
手
を
強
く
意
識
し
た
、
計

画
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。　
一
方
で
、
波
線
部
の
よ
う
な

〈気
づ

き
〉
を
挿
入
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
「私
」
は
、
語
り
な
が
ら
思

い
つ
い
た
り
、
発
見
し
た
り
し
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
う
し
た
冒
頭
の
二
つ
の
特
徴
が
、
以
後
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、　
〓
扁

の
語
り
の
基
本
構
造
と
な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
吉
の
語
り
に
は
、
効

果
的
に
半
生
を
語
る
た
め
の
工
夫
と
、
現
在
の
気
持
ち
を
織
り
こ
も
う
と
い

う
意
志
と
が
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
つ
た
い
に
私
は
物
事
を
大
袈
裟
に
考

へ
る
た
ち
で
、
私
が
今
ま
で

長
長
と
子
供
の
頃
の
話
を
し
て
来
た
の
も
、
里
子
に
遣
ら
れ
た
り
、
継

母
に
育
て
ら
れ
た
り
、
奉
公
に
行

つ
た
り
し
た
こ
と
が
、
私
の
運
命
を

が
ら
り
と
変

へ
て
し
ま

つ
た
や
う
に
思

つ
て
ゐ
る
せ
ゐ
で
す
が
、
し
か

じ
今
ふ
と
考

へ
て
み
る
と
、
私
が
現
在
自
分
の
や
う
な
人
間
に
な

つ
た

の
は
、
環
境
や
境
遇
の
せ
ゐ
で
は
な
か

つ
た
や
う
な
気
も
し
て
来
る
。

私
と
い
ふ
人
間
は
ど
ん
な
環
境
や
境
遇
の
中
に
育

つ
て
も
、
結
局
今
の

自
分
に
し
か
成
れ
な
か

つ
た
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
、
い
や
、
私
の
や

う
な
平
凡
な
男
が
ど
ん
な
風
に
育

つ
た
か
な
ど
と
い
ふ
話
は
、
思

へ
ば

ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
、
し
て
み
る
と
、
も
う
こ
れ
以
上
話
を
し
て
み

て
も
始
ま
ら
ぬ
わ
け
だ
と
、
今
ま
で
の
長
話
も
後
悔
さ
れ
て
来
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
も
お
喋
り
な
生
れ

つ
き
の
身
か
ら
出
た
錆
、
利
ｄ
ｕ
ｄ

劇
到
ｄ
引
¶
劇
馴
田
¶
¶
引
到
釧
Ц
劃
ｄ
潤
劃
到
測
Ⅵ
劃
訓
馴
倒
∃
「
Ч
劃

ひ
た
い
の
で
す
が
、
子
供
の
頃
の
話
か
ら
始
め
た
以
上
乗
り
掛

つ
た
船

で
、
面
白
く
も
な
い
話
を
当
分
続
け
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

二
重
線
部
に
は
、
や
は
り
内
容
を
先
に
告
げ
る
こ
と
で
聞
き
手
を
引
き

つ
け

る
ね
ら
い
が
う
か
が
え
る
。
が
、
語
り
手
は
そ
の
前
に
波
線
部
の
よ
う
な
複

数
の

〈気
づ
き
〉
を
介
入
さ
せ
、
「
乗
り
掛

つ
た
船
」
か
ら
も
降
り
よ
う
と

し
な
い
。
そ
の
た
め
話
は
予
定
ど
お
り
に
進
ま
な
い
の
で
あ
る
。

十
吉
の
語
り
に
は
、
こ
う
し
た
脱
線
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
見
受
け
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
回
想
の
中
に
現
在
の
思
考
が
介
入
す
る
の
は
自
然
な
現
象
に
ち

が
い
な
い
。
が
、
語
り
手
に
は
、
現
在
の
思
考

の
方
が
中
心
に
な

っ
て
し

ま

っ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

私
の
文
子
に
対
す
る
気
持
は
世
間
で
い
ふ
恋
と
い
ふ
も
の
で
し
た
ら

う
か
。
そ
れ
と
も
、
単
な
る
あ
こ
が
れ
、
ほ
の
か
な
懐
し
さ
、
さ
う
い

つ
た
も
の
で
し
た
ら
う
か
。
い
や
、
少
年
時
代
の
他
愛
な
い
気
持
の
せ

ん
さ
く
な
ど
ど
う
で
も
よ
ろ
し
い
。
が
、
と
に
か
く
、
そ
の
こ
と
が
あ

つ
て
か
ら
、
私
は
奉
公
を
怠
け
だ
し
た
。
―
―
と
い
ふ
と
、
あ
る
ひ
は

半
分
ぐ
ら
ゐ
嘘
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

疑
問
文
を
積
み
重
ね
た
後

「
い
や
」
と
否
定
し
、
「
と
に
か
く
」
と
強
引
に

ま
と
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
と
い
ふ
と
、
あ
る
ひ
は
半
分
ぐ
ら
ゐ
嘘
に

な
る
か
も
」
と
訂
正
し
て
し
ま
う
。
何
が
い
い
た
か

っ
た
の
か
、
本
人
も
あ



や
ふ
や
に
な
り
な
が
ら
言
葉
を
紡
い
で
い
る
様
子
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
語
り
手
は
、
中
心
と
し
て
語
ろ
う
と
し
て
い
た

「
天
王
寺
西

門
の
出
会
ひ
」
を
ま
す
ま
す
先
送
り
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
語
り
手
は

「
こ
と
大
阪
の
話
に
な
る
と
、
や
は
り
な

つ
か
し
く
て
、

つ
ひ
細
細
と
語
り
た
く
て
」
脱
線
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
浜
子
と
歩
く

場
面
で
は
、
「家
を
出
て
、
表
門
の
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
、
も
う
高
津
表
門
筋

の
坂
道
、
そ
の
坂
道
を
登
り

つ
め
た
南
側
に

「
か
に
ど
ん
」
と
い
ふ
ぜ
ん
ざ

い
屋
が
あ

つ
た
こ
と
は
も
う
知

つ
て
ゐ
る
人
は
殆
ん
ど
ゐ
な
い
で
せ
う
。
二

つ
井
戸

の

「
か
に
ど
ん
」
は
知

つ
て
ゐ
る
人
は
ゐ
て
も
、
こ
の

「
か
に
ど

ん
」
は
誰
も
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
晩
は
そ
の

「
か
に
ど
ん
」

へ
は
行

か
ず
」
な
ど
と
語

っ
て
い
る
。
杉
山
平

一
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
結
局

「
か

に
ど
ん
」
に
行
か
な
い
の
な
ら
、
過
剰
な
説
明
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
こ
こ

で

一
寸
通
り
と
筋
の
こ
と
を
言
ひ
ま
す
と
、
船
場
で
は
南
北
の
線
よ
り
も
東

西
の
線
の
方
が
町
並
み
が
発
達
し
て
ゐ
る
の
で
、
東
西
の
線
を
通
り
と
呼
び
、

南
北
の
線
を
筋
と
呼
ん
で
ゐ
る
が
、
こ
れ
が
島
ノ
内
に
来
る
と
、
反
対
に
南

北

の
方
が
ひ
ら
け
て
、
南
北
の
線
が
通
り
、
東
西
の
線
が
筋

に
な
る
」
と

い
っ
た
地
理
の
蘊
蓄
も
、
自
分
の
半
生
や

「天
王
寺
西
門
の
出
会
ひ
」
を
語

る
う
え
で
は
、
さ
し
た
る
重
要
性
を
持
た
な
い
は
ず
だ
。

な
に
も
、
こ
う
し
た
脱
線
が

『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
に
不
要
だ
と
い
う
の

で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
た
と
え
ば

「
車
の
先
引
を
し
て
ゐ
た
二
月
の
間
に
、

九
円
三
銭
の
金
が
た
ま

つ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
れ
が
資
本
で
す
。
夫
で
日
本
橋

四
丁
目
の
五
会
と
い
ふ
古
物
市
場
で
五
円
で
中
古
自
転
車
を
買

つ
た
。
そ
れ

か
ら
大
今
里
の
ト
キ
ワ
会
と
い
ふ
紙
芝
居
協
会

へ
三
円
払

つ
て
絵
と
道
具
を

借
り
た
。
谷
町
で
五
十
銭
の
半
ズ
ボ
ン
、
松
屋
町
の
飴
屋
で
飴
五
十
銭
。
残

つ
た
三
銭
で
芋
を
買

つ
て
、
そ
れ
で
空
腹
を
満
し
な
が
ら
、
自
転
車
を
押
し

て
歩
い
た
。
飴
は

一
本
五
厘
で
、
五
十
銭
で
仕
入
れ
る
と
、
百
本
く
れ
る
。

普
通
は

一
本
を
二
つ
に
折

つ
て
、
そ
れ
を

一
銭
に
売
る
の
だ
か
ら
、
売
り

つ

く
す
と
二
円
に
な
る
。
が
、
私
は
二

つ
に
折
ら
ず
に
、
仕
入
れ
た
ま
ま
の
長

い
の
を

一
銭
に
売
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
日
は
全
部
売
り

つ
く
す
ま
で
廻

り
ま
し
た
が
、
自
分
で
食
べ
た
分
も
あ
る
の
で
、
売
上
げ
は
九
十
七
銭
で
し

た
」
と
い
っ
た
叙
述
に
見
ら
れ
る
詳
細
な
金
額
の
値
は
、
紙
芝
居
屋
に
な

っ

た
と
い
う
話
に
不
可
欠
の
情
報
と
は
い
い
が
た
い
。
が
、
こ
う
し
た
数
字
や

地
名
の
頻
出
は
、
織
田
の
他
の
小
説
と
同
様
、
登
場
人
物
の
仕
事
や
生
活
の

あ
り
よ
う
に
強
い
現
実
感
を
与
え
て
い
る
。

し
か
し

一
方
で
、
終
盤
の
秋
山
と
の
再
会
の
折
に

「
田
所
さ
ん
は
仏
家
の

出
で
、
永
年
育
児
事
業
を
や
つ
て
ゐ
る
眉
毛
の
長
い
人
で
、
冗
談
を
言

つ
て

は
ひ
よ
い
と
舌
を
出
す
癖
の
あ
る
面
白
い
人
で
し
た
。
田
所
さ
ん
の
お
嬢
さ

ん
は
舞
を
な
ら

つ
て
ゐ
る
さ
う
で
す
」
な
ど
と
挟
ま
れ
る
端
役
の
細
か
な
紹

介
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
本
気
で
話
を
急
い
で
い
る
の
か
疑
わ
し
く
な
る
説

明
や
描
写
が
多
々
見
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
な
の
だ
。

こ
う
し
た
相
次
ぐ
脱
線
は
、
読
み
手
に
語
る
行
為

へ
の
注
目
を
促
す
。
紙

芝
居
屋
の
経
験
も
あ
る

「
話
が
上
手
」
な
語
り
手
は
、　
一
本
調
子
に
な
ら
ぬ

よ
う
、
語
り
口
に
幅
を
持
た
せ
て
い
る
。
「
こ
ん
な
風
に
語

つ
た
の
で
す
」

「
そ
の
時
の
こ
と
を
、
少
し
詳
し
く
語

つ
て
み
ま
せ
う
」
「
そ
の
記
事
の
文
句

を
い
ま
だ
に
お
ぼ
え
て
ゐ
ま
す
」
な
ど
と
、
十
吉
は
標
準
語
と
大
阪
弁
を
使

い
分
け
、
時
に
く
わ
し
く
語
り
、
ま
た
時
に
は
新
聞
記
事
を
暗
唱
し
て
み
せ



２
つ
。さ

ら
に
語
り
手
は
、
そ
う
し
た
自
ら
の
語
り
を
対
象
化
し
た

〈気
づ
き
〉

の
言
葉
も
発
し
て
い
る
。

汲
取

つ
た
下
肥
え
の
代
り
に
…
…
と
は
、
う

つ
か
り
口
が
す
べ
つ
た
洒

落
み
た
い
な
も
の
で
す
が
、
こ
こ
ら
が
親
譲
り
と
い
ふ
の
で
せ
う
。

二
十
五
歳
の
秋
に
は
、
あ
ん
な
に
憧
れ
て
ゐ
た
夜
店
で
季
節
外
れ
の
扇

子
を
売

つ
て
ゐ
る
自
分
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
と
は
、
何
と
い

ふ
皮
肉

で
せ
う
。
「
自
分
を
見
出
す
」
な
ど
と
い
ふ
言
ひ
方
は
、
た
ぶ

ん
講
義
録
で
少
し
は
横
文
字
を
か
じ

つ
た
影
響
で
せ
う
が

（後
略
）

そ
し
て
三
年
後
に
は
、
「
自
分
を
見
出
し
た
。
」
と
い
ふ
言
ひ
方
を
も
う

一
度
使
ひ
ま
す
と
、
流
れ
流
れ
て
南
紀
の
白
浜
の
温
泉
の
宿
の
客
引
を

し
て
ゐ
る
自
分
を
見
出
し
ま
し
た
。

四
年
目
の
対
面
で
し
た
。
な
ど
と
言
ふ
と
、
ま
る
で
新
聞
記
事
み
た
い

だ
が
、
そ
の
時
の
対
面
の
こ
と
を
同
じ
朝
日
の
記
者
が
書
き
ま
し
た
。

し
か
し
た

つ
た

一
つ
私
の
悪
い
癖
は
、
生
れ

つ
き
言
葉
が
ぞ
ん
ざ
い
で
、

敬
語
と
い
ふ
も
の
が
巧
く
使

へ
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
話
の
話
し

つ
振
り

で
も
い
く
ら
か
判
る
で
せ
う
が

（後
略
）

複
数
の
語
り
回
の
披
露
に
加
え
、
こ
う
し
た
自
己
言
及
に
よ

っ
て
も
語
り
は

前
景
化
し
、
そ
の
ぶ
ん
半
生
記
の
進
行
は
停
滞
す
る
。
そ
の
た
め

「
私
」
は

途
中
で
計
画
を
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
と
い
う
。

さ
て
、
こ
れ
か
ら
が
こ
の
話
の
眼
目
に
は
い
る
の
で
す
が
、
考

へ
て

み
る
と
、
話
の
枕
に
身
を
入
れ
す
ぎ
て
、
も
う
こ
の
先
の
肝
腎
の
部
分

を
詳
し
く
語
り
た
い
熱
が
な
く
な

つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
何
を
や
ら
し

て
み
て
も
、
力

一
杯

つ
か
ひ
す
ぎ
て
、
後
に
な
る
ほ
ど
根
ま
け
し
て
し

ま
ふ
と
い
ふ
い
つ
も
の
癖
が
、
こ
ん
な
話
の
仕
方
に
も
出
て
し
ま

つ
た

訳
で
、
い
は
ば
自
業
自
得
で
す
が
、
し
か
し
か
う
な
れ
ば
も
う
ど
う
に

も
仕
様
が
な
い
、
駈
足
で
語
ら
し
て
貰
ふ
外
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

波
線
部
の
よ
う
な
言
い
方
を
さ
れ
る
と
、
い
き
お
い
後
に
続
く

「
肝
腎
の
部

分
」
の
重
み
は
下
が
る
。
ま
た
、
こ
の
あ
と
に
は

「私
の
こ
の
話
が
も
し
か

り
に
美
談
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
が
美
談
ら
し
く
な
る
訳
で
す
が
、

美
談
と
い
ふ
も
の
は
凡
そ
面
白
く
な
い
の
が
相
場
の
や
う
で
す
か
ら
、
こ
れ

か
ら
先
は
ま
す
ま
す
ご
辛
抱
願
は
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
」
と
い
う

一
文
も
あ

る
。
こ
う
し
た
前
置
き
が
な
さ
れ
た
う
え
で
語
ら
れ
る
秋
山
と
の
再
会
は
、

通
常
の

「
美
談
」
と
同
じ
よ
う
に
は
読
め
な
い
は
ず
だ
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は

「
美
談
」
な
る
も
の
が
相
対
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

佐
藤
秀
明
は
前
掲
論
で
、
「
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
」
は
、
後
半
の
秋
山
さ
ん

と
の
再
会
と
、
そ
れ
に
付
随
す
る
父
親
と
の
和
解
と
い
う
幸
福
な
物
語
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
は
、
前
半
の
里
子
と
し
て
た
ら
い

回
し
さ
れ
た
話
や
、
夜
の
賑
わ
い
や
、
丁
稚
に
出
て
転
々
と
店
を
替
わ

っ
た

こ
と
や
、
文
子
に
会

い
に
東
京
ま
で
徒
歩

で
行

っ
た
話
が
、
や
た
ら
と
長

い
」
と
指
摘
し
、
そ
の

「
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
」
の
理
由
を

「
「美
談
」
を
相
対

的
に
小
さ
く
し
よ
う
と
し
て
、
前
半
の
ボ
リ

ュ
ー
ム
を
増
や
し
、
そ
う
す
る

こ
と
で

「大
阪
惜
愛
」
の
モ
チ
ー
フ
も
生
か
す
」
た
め
だ

っ
た
と
推
測
し
、

「
時
局
に
沿
う
こ
の

「
美
談
」
に
、
作
者
は
批
評
的
だ

っ
た
」
と
述

べ
て
い

る
。
こ
の
見
解

に
賛
同
じ

つ
つ
、
付
け
加
え
た
い
の
は
、
「美
談
」

へ
の

「批
評
」
は
構
成
の

「
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
」
の
み
な
ら
ず
、
こ
こ
ま
で
見
て
き



た
語
り
方
に
も
見
て
取
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「美
談
」
を
形
成
す

る
は
ず
の
話
が
脱
線
に
ま
み
れ
て
い
る
た
め
に
、
「
時
局
に
沿
う
」
話
に
は

落
ち
着
か
ず
、
何
か
別
の
話
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
語
る
行
為
は
、
語
ら
れ
て
い

る
十
吉
の
半
生
と
ど
う
結
び

つ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
十
吉
と

「落
語
家
の
父
」
円
団
治
と
の
関
係

で
あ
る
。
十
吉
は
、
「
お
れ
は
父
親
に
可
愛
が
ら
れ
て
ゐ
な
い
」
だ
の

「
父

が
そ
ん
な
に
自
分
の
こ
と
を
思

つ
て
く
れ
て
ゐ
る
と
は
何
故
か
思

へ
な
か

つ

た
」
だ
の
、
し
ば
し
ば
円
団
治
と
の
へ
だ
た
り
を
口
に
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
思
い
の
原
点
に
は
、
自
分
は
母
が
父
の

「留
守
中
に
つ
く

つ
た
子
で
は
な

い
か
と
、
疑

へ
ば
疑

へ
ぬ
こ
と
も
な
」
く
（
生
後
す
ぐ
に
里
子
に
出
さ
れ
た

の
は

「
や
は
り
父
親
の
あ
ら
ぬ
疑
ひ
が
せ
き
立
て
た
の
だ
ら
う
か
―
―
と
、

お
き
み
婆
さ
ん
か
ら
教

へ
ら
れ
た
」
こ
と
が
あ
る
。

た
だ

一
方
で
、
現
在
の
十
吉
は

「
今
の
私
は
自
分
は
は
つ
き
り
父
親
の
子

だ
と
信
じ
て
を
り
ま
す
」
と
か
、
「
父
は
疑

つ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
私

は
や
は
り
落
語
家
の
父
の
子
だ

つ
た
」
と
か
語

っ
て
い
る
。
丁
稚
奉
公
に
い

く
際
の
話
で
も

「何
よ
り
も
私
の
性
を
き
め
た
の
は
、
父
が
私
の
申
出
を
聞

い
て

一
向
に
反
対
し
な
か

つ
た
こ
と
で
す
。
私
は
そ
れ
を
父
の
冷
淡
だ
と
思

ふ
く
ら
ゐ
気
の
廻
る
子
供
だ

つ
た
が
、
し
か
し
そ
の
頃
は
大
阪
で
は
良
家
の

ぼ
ん
ち
で
な
い
限
り
、
た
い
て
い
は
丁
稚
奉
公
に
遣
ら
さ
れ
る
な
ら
は
し
だ

つ
た
の
だ
か
ら
、
世
話
は
な
い
」
と
述
べ
、
当
時
は
気
に
障

っ
た

「
父
の
冷

淡
」
も
、
ふ
り
返

っ
て
み
れ
ば
当
然
だ

っ
た
と
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
十
吉
は
へ
だ
た
り
を
感
じ
て
い
た
円
団
治
の
記
憶
の
中
に
、
現

在
の
、
彼
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
差
し
挟
み
、
過
去
と
の
差
異

を
強
調
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
秋
山
と
の
再
会
の
場
に
円
団
治
も
来

て
、
和
解
し
た
ゆ
え
だ
ろ
う
。
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
十
吉
は

「
早
く
天
王

寺
西
門
の
出
会
ひ
に
ま
で
漕
ぎ

つ
け
て
話
を
終

つ
て
し
ま
ひ
た
い
」
と
語

っ

て
い
た
。
そ
れ
は

一
見
、
そ
の
場
で
待
ち
合
わ
せ
て
い
た
秋
山
と
の
再
会
を

指
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し

一
篇
に
お
い
て
秋
山
の
存
在
が
際
立

つ
の
は
終
盤
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
円
団
治
は
十
吉
の
語
り
の
始

め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
随
所
に
顔
を
出
し
て
い
た
。
な
ら
ば
、
語
り
た
か

っ

た

「
天
王
寺
西
門
で
の
出
会
ひ
」
の
相
手
は
、
秋
山
で
は
な
く
円
団
治
だ

っ

た
の
で
は
な
い
か
。

一
篇
は
、
十
吉
が
円
団
治
を

〈父
〉
と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
語
る

物
語
な
の
だ
。
「
私
は
や
は
り
落
語
家
の
父
の
子
だ

つ
た
。
自
慢
に
は
な
ら

ぬ
が
、
話
が
上
手
で
」
な
ど
と
、
た
だ
話
し
上
手
だ
と
断
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
上
手
さ
は

「親
譲
り
」
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

ま
た

「嘘
で
な
き
や
あ
誰
も
子
供
の
頃
の
話
な
ん
か
聞
く
も
の
か
と
い
ふ
気

持
だ

つ
た
か
ら
、
自
然
相
手
の
仁
を
見
た
下
司

つ
ぱ
い
語
り
口
に
な

つ
た
わ

け
、
し
か
し
、
そ
ん
な
語
り
口
で
し
か
私
に
は
自
分
を
い
た
は
る
方
法
が
な

か

つ
た
と
、
言

へ
ば
言

へ
な
い
こ
と
も
な
い
」
と
い
う

一
節
が
あ

っ
た
よ
う

に
、
十
吉
は

「
語
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
分
自
身
を
慰
撫
し
て
」
き
た
男
で

あ

っ
た
。
彼
は
漫
然
と
回
想
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「落
語
家
の
父
」

と
の
接
点
を
、
語
る
行
為
を
通
じ
て
証
明
す
る
こ
と
。
そ
こ
に
力
点
が
あ
る

た
め
に
、
語
り
そ
の
も
の
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



一二

「
大
阪
式
の
話
術
」

『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
の
語
り
に
つ
い
て
、
小
泉
な
お
み
は

「落
語
家
を

父
に
持

つ
話
上
手
の
主
人
公
が
、
自
分
の
生
い
立
ち
や
生
き
ざ
ま
を
他
人
に

語

っ
て
聞
か
せ
、
話
が
途
中
で
横
道
に
そ
れ
、
再
び
冒
頭
の
部
分
に
舞
い
も

ど
る
と
い
う
構
成
に
は
、
明
ら
か
に

「
蔵
の
中
」
な
ど
宇
野
浩
二
の
作
品
の

影
響
が
見
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
『
蔵
の
中
』
∩
文
章
世
界
」
大
正

八
年
四
月
）
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
相
次
ぐ
脱
線
に
よ

っ
て
、
内
容
よ
り
も

語
る
行
為
が
際
立

つ
小
説
で
あ
る
。
付
け
加
え
れ
ば
、
や
は
り
宇
野
の
初
期

作
品
で
あ
る

『
長
い
恋
仲
』
翁
雄
弁
」
大
正
八
年
十
月
）
も
、
大
阪
弁
の
語

り
手
が
脱
線
を
く
り
返
す
点
で
似
通

っ
て
い
る
。
な
お
、
両
作
品
は
大
阪
府

立
中
之
島
図
書
館

の
織
田
文
庫

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

『
蔵

の
中
他
四
編
』

（改
造
文
庫
、
昭
和
十
四
年
八
月
）
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
織
田
が
読
ん
で

い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
織
田
は

『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
に
、
宇
野
の
初
期
作
品
に
似

た
語
り
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
見
落
と
せ
な
い
の
は
、
織
田
が
宇

野
の
小
説
の
語
り
を

「大
阪
」
と
結
び

つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
織
田
は

「大
阪
論
」
で
、
「
西
鶴
の
話
術
を
連
俳
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宇
野
浩
二
氏

の
、
殊
に
初
期
の
話
術
は
連
歌
式
で
あ
る
。
い
づ
れ
も
自
由
奔
放
な
リ
ズ
ム

を
も

つ
た
、
聯
想
の
尻
を
追
う
て
行
く
方
法
だ
が
、
西
鶴
は
天
馬
の
や
う
に

せ
つ
か
ち
に
追
ひ
、
宇
野
氏
は
春
日
の
ご
と
く
遅
遅
と
し
て
語
る
の
だ
。
い

づ
れ
も
大
阪
式
の
話
術
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た

「大
阪
作
者
」
で

も
、
「明
治
以
後
で
は
上
司
小
剣
の

「
は
も
の
皮
」
水
上
瀧
太
郎
の

「大
阪

の
宿
」
等
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
宇
野
浩
二

の
諸
作
は
よ
り
以
上
に
忘
れ
ら
れ
な
い
。
こ
と
に
大
阪
弁
を
わ
か
り
易
く
書

い
た
点
と
、
尻
取
り
式
の
そ
の
話
術

（
ス
タ
イ
ル
）
が
如
何
に
も
大
阪
的
で

あ
る
点
、
右
の
二
氏
以
上
に
大
阪
的
な
作
家
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
織
田
は
宇
野
の
初
期
作
品
の
よ
う
な
、
思
い
つ
き
を
次
々
に
口
に

し
て
脱
線
し
て
ゆ
く
語
り
を

「大
阪
式
の
話
術
」
と
捉
え
て
い
る
の
だ
。

こ
の
二
つ
の
評
論
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
織
田
に
と

っ
て

『
ア
ド

・
バ

ル
ー
ン
』
は
、
宇
野
流
の

「大
阪
式
の
話
術
」
を
取
り
入
れ
た
小
説
で
あ

っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
作
家
の

「大
阪
惜
愛
」
の
想
い
を
く
み
と
る
の
な
ら
、

筋
や
背
景
の
み
な
ら
ず
、
語
り
に
も
目
を
配
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
こ
の
小
説
に
は
三
枚
の
草
稿
が
残
さ
れ
て
お
り
、
前
述
の
織

田
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
草
稿
で
も
、
主
人
公
の
名
前
や
、
継
母
が
夜

店
に
連
れ
て
行

っ
て
く
れ
た
逸
話
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
注
目
さ
れ
る
の
は
、

舞
台
が
東
京
に
な

っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
里
子
を
転
々
と
し

た
十
吉
は

「
浅
草
か
ら
湯
島
天
神
下
町

へ
移

つ
て
ゐ
た
父
の
家

へ
戻
」
る
。

浜
子
は
元

「池

ノ
端
の
芸
者
」
で
、
彼
女
が
連
れ
て
行

っ
て
く
れ
る
の
は

「広
小
路
の
夜
店
」
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
語
り
は
十
吉
の

一
人
称
で
は

な
く
、
二
人
称
に
な

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
あ
と
舞
台
が
大
阪
に

さ
れ
た
こ
と
と
、
語
り
が

一
人
称
の

「大
阪
式
の
話
術
」
に
さ
れ
た
こ
と
と
、

二
つ
の
変
化
は
連
動
し
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

前
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
宇
野
浩
二
は
織
田
に
大
阪
を
描
く
こ
と
を
促
し

た
。
そ
の
小
説
が
、
宇
野
作
品
の

「
大
阪
式
の
話
術
」
に
よ
く
似
て
い
た
。

ゆ
え
に
宇
野
は
二
重
の
意
味
で

『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
の

〈父
〉
と
い
え
る
。



た
だ
し
こ
の
小
説
の
語
り
に
は
、
宇
野
作
品
に
は
な
い
特
徴
も
あ
る
。

「哀
傷
と
孤
独
の
文
学

織
田
作
之
助
の
作
品
」
翁
中
央
公
論
」
昭
和
二
十

二
年
四
月
）
に
よ
る
と
、
宇
野
は
織
田
に

「
あ
な
た
の
小
説
は
、
す
ら
す
ら

と
、
読
め
、
よ
み
な
が
ら
、
せ
か
せ
か
と
追
い
た
て
ら
れ
る
よ
う
な
気
の
す

る
と
こ
ろ
は
あ
る
け
れ
ど
、
読
み
だ
し
た
ら
、
む
ち
ゆ
う
で
、
し
ま
い
ま
で
、

読
み
と
お
し
て
し
ま
う
、
が
、
読
ん
で
し
ま

つ
て
か
ら
、
い
つ
も
、
た
い
て

い
、
巧
み
な
嘘
を

つ
か
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
気
が
す
る
、
小
説
に
、
い
わ

ゆ
る
実
際
世
界
に
な
い

『
嘘
』
を
書
く
の
は
、
私
も
、
さ
ん
せ
い
で
あ
り
、

私
も
、
た
い
て
い
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
け
れ
ど

（中
略
）
読
ん
で
し
ま

つ

て
か
ら
、
『真
実
』
と
お
も
わ
れ
る
よ
う
な
作
品
を
、
書
い
て
ほ
し
い
」
と

手
紙
で
訴
え
た
と
い
う
。
宇
野
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

織
田
は
、
そ
れ
が
絶
筆
に
な

つ
た
と
い
う
、
『
可
能
性
の
文
学
』
と

い
う
評
論
の
な
か
で
、
「
嘘
は
小
説
の
本
能
な
の
だ
、
人
間
に
は
性
欲

食
欲
そ
の
他
の
本
能
が
あ
る
が
、
小
説
自
体
に
も
し
本
能
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は

『
嘘
の
可
能
性
』
と
い
ふ
本
能
だ
、
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
織
田
の
す
ぐ
れ
た
作
品
の

一
つ
で
あ
る
、
『
ア
ド

・
バ
ル
ウ

ン
』
の
な
か
に
出
て
く
る
、
そ
の
小
説
の
主
要
な
人
物
の

一
人
で
あ
る

（中
略
）
秋
山
と
い
う
男
も

（中
略
）
主
人
公
も
、
も
と
よ
り
織
田
の

い
う
、
『嘘
』
の
人
間
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
に
、
織
田
の
、
心
を
持

つ

人
間
で
あ
り
、
『
郷
愁
』
の
人
間
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宇
野
は

『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
を
、
「嘘
」
の
部
分
こ
そ
気
に

掛
か
る
も
の
の
、
作
者
の

「郷
愁
」
が
に
じ
ん
だ

「
す
ぐ
れ
た
作
品
」
と
評

価
し
て
い
る
。
し
か
し

一
篇
は
こ
う
し
た
、　
一
見

「嘘
」
ら
し
い
人
物
に
作

家
の

「
心
」
や

「
真
実
」
が
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
発
想
で
は
捉
え
き
れ
な

い
も
の
を
抱
え
こ
ん
で
い
る
。
前
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
十
吉
は
か

つ
て

「空
想
を
ま
じ

へ
た
創
作
」
と
し
て

「
面
白
お
か
し
く
脚
色
」
し
た

「
ど
こ

ま
で
が
嘘
か
判
ら
ぬ
や
う
な
身
の
上
ば
な
し
」
を
語

っ
て
き
た
と
打
ち
明
け

て
い
た
。

つ
ま
り
十
吉
に
よ
る

一
連
の
語
り
は
、
嘘
ら
し
く
な

っ
て
し
ま

っ

た
と
い
う
よ
り
、
は
じ
め
か
ら
嘘
ら
し
さ
を
押
し
出
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、

嘘
を
交
え
な
け
れ
ば
過
去
を
語
れ
な
い
十
吉
の
内
面
じ
た
い
が
小
説
の

一
部

に
な

っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
初
出
本
文
で
よ
り
際
だ

つ
。

四

「
嘘
」
と
し
て
の
語
り

単
行
本
で
は
削
除
さ
れ
る
が
、
初
出
で
あ
る

「
新
文
学
」
昭
和
二
十

一
年

二

・
三
月
号
の

『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
に
は
、
冒
頭
、
十
吉
の

「物
語
」
が

始
ま
る
前
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
据
え
ら
れ
て
い
た
。

小
説
の
中
に
出
て
来
る

「
私
」
と
い
ふ

一
人
称
は
、
往
往
に
し
て
作

者
自
身
の
こ
と
を
指
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ま
た
必
ず
し
も
作
者
自
身

の
こ
と
で
な
い
場
合
が
す
く
な
く
な
い
。
「私
」
と
い
つ
て
も
そ
れ
は

所
謂
ポ

エ
テ
イ
カ
ル

・
ア
イ
即
ち
詩
的
私
の
こ
と
で
あ

つ
て
、
狡
猾
な

作
者
が
自
分
の
好
み
の
人
物
に
化
け
て
物
語

つ
て
ゐ
る
例
が
多
い
か
ら
、

読
者
は
う

つ
か
り
欺
さ
れ
ぬ
用
意
が
肝
要
で
あ
る
。
か

つ
て
僕
は

「私

は
ヤ
ブ
院
み
で
あ
る
。
」
と
い
ふ
冒
頭
の

一
句
を
以
て
は
じ
ま
る
短
い

小
説
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
時
な
ら
ず
し
て
あ
る
親
切
な
女
読
者

が
ヤ
ブ
院
み
の
物
理
療
法
を
手
紙
で
知
ら
せ
て
来
た
。
あ
る
ひ
は
僕
を

か
ら
か
ふ
積
り
だ

つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
手
紙
の
終
り
に
自
作
と



称
し
て
、
「
ほ
の
か
な
る
も
の
な
り
け
れ
ば
乙
女
子
は
ほ
ほ
と
笑
ひ
て

眠
り
た
る
ら
む
」
と
い
ふ
短
歌
が

一
首
認
め
て
あ

つ
た
が
、
し
か
し
こ

れ
は
齊
藤
茂
吉
さ
ん
の
作
で
あ
る
。

い
づ
れ
に
し
て
も

「詩
的
私
」
を

つ
か
ふ
時
は
作
者
も
読
者
も
よ
ほ

ど
用
心
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
の
物
語
に
お
い
て
も
、
作
者
は
ど
ん

な
親
切
な
読
者
に
出
く
は
す
か
、
あ
ら
か
じ
め
覚
悟
を
要
す
る
と
こ
ろ

で
ふ
γ
り
う
。

中
心
と
な
る
物
語
の
開
始
前
に
、
「
作
者
」
を
称
す
る
語
り
手
が
、
小
説

中

の

「
私
」
と
作
者
と
の
距
離
に
言
及
し
、
自
ら
警
戒
し

つ
つ
、
「読
者
」

に
も
注
意
を
呼
び
か
け
る
。
こ
の
形
式
は
、
太
宰
治
の

『
春
の
盗
賊
』
翁
文

藝
日
本
」
昭
和
十
五
年

一
月
）
を
想
起
さ
せ
る
。
『
春
の
盗
賊
』
の
語
り
手

も
、
「
ど
ろ
ぼ
・２

の
話
を
始
め
る
前

に

「
い

つ
た

い
、
小
説

の
中

に
、

硼

「

日

∃

洲

劉

∃

ｇ

，

引

日

劇

司

冒

∃

綱

到

冽

必
要
と
す
る
。

フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
を
、
こ
の
国

に
は
、
い
つ
さ
う
そ
の
傾
向
が

強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ど
こ
の
国
の
人
で
も
、
昔

か
ら
、
そ
れ
を
作
者
の
醜
聞
と
し
て
信
じ
込
み
、
上
品
ぶ
つ
て
非
難
、
憫
笑

す
る
悪
癖
が
あ
る
」
だ
の
、
「
そ
ろ
そ
ろ
小
説
の
世
界
の
中
に
は
ひ
つ
て
来

て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
読
者
も
、
注
意
が
肝
要
で
あ
る
」
だ
の
と
断
る
。

織
田
は
確
実
に

『
春
の
盗
賊
』
を
読
ん
で
い
た
の
製
、
こ
の
類
似
は
偶
然
で

は
な
か
ろ
う
。

も

っ
と
も

『
春

の
盗
賊
』
は
、
「
ど
ろ
ぼ
う
」
の
話
の
語
り
手
と
、
そ
の

話
を
始
め
る
前
の
断
り
書
き
の
語
り
手
と
が
し
だ
い
に
混
同
さ
れ
て
ゆ
く
、

複
雑
な
構
造
に
な

っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て

『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
で
は
、

冒
頭
の

「僕
」
と
十
吉
の

「私
」
と
の
ち
が
い
は
明
白
で
あ
り
、
「
僕
」
は

回
帰
し
て
こ
な
い
。
こ
の
初
出
冒
頭
の
文
章
は
、
あ
く
ま
で
十
吉
に
よ
る

「私
」
の
語
り
を
対
象
化
し
て
読
ま
せ
る
こ
と
に
ね
ら
い
が
あ

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
十
吉
の
物
語
を
作
者
の
体
験
と
し
て
読
め
な
く
な
る
の
は
も
ち
ろ

ん
、
読
者
を
し
て
十
吉
の
語
る
行
為
に
注
目
さ
せ
、
ひ
い
て
は

「空
想
を
ま

じ

へ
た
創
作
」
で
過
去
を
語

っ
て
き
た
と
い
う
彼
の

「
詩
的
私
」
の
用
い
方

に
意
識
を
向
か
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
う
し
た

「
私
」
の
表
現
は
、
織
田
が

「
可
能
性
の
文
学
」
で
批
判
し
て

い
る

「
一
刀
三
拝
式
の
心
境
小
説
的
私
小
説
」
と
は
対
極
に
あ
る
。
織
田
は

こ
の
評
論

で
、
小
説
家
は

「心
境
小
説
的
私
小
説
」
の
よ
う
な

「実
際

の

話
」
で
は
な
く

「嘘
」
を
書
く

べ
き
だ
と
主
張
し

て
い
る
。
こ
こ
で
の

「嘘
」
は
、
荒
唐
無
稽
な
物
語
に
限
る
ま
い
。
『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
の
よ
う

な
、
語
り
手
が
自
ら

「嘘
」
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
虚
実
曖
昧
な
話
も
、

「
実
際
の
話
」
の
真
逆
に
位
置
す
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。

で
は
、
十
吉
は
な
ぜ

「嘘
」
や

「脚
色
」
を
も
辞
さ
な
い
語
り
を
展
開
せ

ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
円
団
治
を

〈父
〉
と
し
て
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
虚
実
を
曖

昧
に
し
た
ま
ま
半
生
を
ふ
り
返
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

っ
た
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
か

つ
て

「
生
れ
た
ば
か
り
の
私
の
顔
を
そ
は
そ
は
と
覗
き
こ
ん
で
、

色
の
白
い
と
こ
ろ
、
鼻
筋
の
通

つ
た
と
こ
ろ
、
受
け
回
の
気
味
な
ど
、
母
親

似
の
と
こ
ろ
ば
か
り
探
し
て
、
何
と
な
く
苦
り
切

つ
て
」
、
生
ま
れ
て

一
週

間
に
も
な
ら
ぬ
内
か
ら
里
子
に
出
し
、
浜
子
と
暮
ら
し
始
め
て
新
次
を
授
か

り
育
て
つ
つ
も
十
吉
と
は
七
歳
に
な
る
ま
で

一
緒
に
暮
ら
そ
う
と
せ
ず
、
奉



公
先
を
転
々
と
す
る
彼
を

「簡
単
に
不
良
扱
ひ
に
し
て
勘
当
し
て
し
ま
」

っ

た
円
団
治
。
彼
は
再
会
に
あ
た

っ
て
も

「
さ
う
か
も
う
三
十
七
か
」
と
改
め

て
年
齢
を
確
認
す
る
。

つ
ま
り
息
子
の
歳
さ
え
覚
え
て
い
な
い
。
こ
の
、
本

当
に
血
が

つ
な
が

っ
て
い
る
の
か
確
証
の
な
い
男
を
、
今

一
度

〈父
〉
と
し

て
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
何
が
本
当
で
何
が
嘘
か
を
厳
密
に
検
証
し
よ
う

と
す
る
態
度
は
望
ま
し
く
な
い
。

そ
も
そ
も
十
吉
は
、
記
憶
の
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
お
き
み
婆
さ
ん
の

証
言
に
依
拠
し
て
語

っ
て
い
る
。
「
残
酷
め
い
た
好
奇
心
」
を
持

っ
て
い
た

ら
し
い
彼
女
の
発
言
に
は

「
随
分
う
が
ち
過
ぎ
て
ゐ
た
」
面
が
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
で
も
十
吉
は
、
世
話
に
な

っ
た
彼
女
が
し
て
く
れ
た
話
を
用
い
つ
つ
半

生
を
語
り
、
円
団
治
の

〈子
〉
と
し
て
の
自
分
を
紡
い
で
ゆ
く
。
そ
う
し
た

十
吉
の
寛
容
な
想
像
力
は
、
末
尾
に
お
い
て
、
血
が

つ
な
が
ら
ず
、
育
て
ら

れ
た
わ
け
で
も
な
い
、
た
く
さ
ん
の
円
団
治
の
後
妻
の

一
人
に

〈母
〉
と
し

て
孝
行
し
よ
う
と
思
う
と
こ
ろ
に
も
表
れ
て
い
る
。

ま
た
、
客
観
的
な
事
実
よ
り
、
主
観
的
な
物
語
を
重
視
し
、
「嘘
」
の
可

能
性
さ
え
ほ
の
め
か
す
語
り
は
、
構
成
の

「
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
」
や
脱
線
と
同

様
、
「
美
談
」
の
成
立
を
妨
げ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

さ
ら
に
、
十
吉
は

「
美
談
」
を
報
じ
る
新
聞
記
事
と
の
ち
が
い
を
押
し
出

す
よ
う
に
語

っ
て
も
い
た
。
「新
聞
に
は
そ
の
日
の
う
ち
に
西
と
東
に
別
れ

た
や
う
に
書
い
て
ゐ
た
け
れ
ど
、
秋
山
さ
ん
が
私
と
別
れ
て
四
国
の
方

へ
行

つ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
半
月
ば
か
り
た

っ
て
か
ら
だ

つ
た
」
と
か
、
「
午
後

五
時
五
十
三
分
、
天
王
寺
西
門
の
鳥
居
の
真
西
に
太
陽
が
沈
ま
ん
と
す
る
瞬

間
」
と
薪
出
留
甲
の
と
で
書
き
ま
し
た
が
、
十
分
過
ぎ
で
し
た
」
と
か
、
「嘘
」

や

「
脚
色
」
に
自
覚
的
な
語
り
を

つ
む
ぐ
十
吉
は
、
新
聞
記
事
の

「嘘
」
や

「脚
色
」
に
も
敏
感
で
あ

っ
た
。

む
ろ
ん
十
吉
は
新
聞
を
批
判
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し

「美
談
」
を
仕
立

て
上
げ
よ
う
と
す
る
記
事
の

「嘘
」
を
そ
れ
と
な
く
示
し
、　
一
般
的
な

「美

談
」
か
ら
の
ず
れ
を
押
し
出
す
語
り
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る

〈大
き
な
物

語
〉
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
抗
う
姿
勢
が
読
み
と
ら
れ
る
。
そ
こ
に
、
戦
中

に
書
か
れ
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
小
説
の
同
時
代
的
な
批
評
性
を
認
め
る

こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　
結
論

本
論
で
は
、
『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
を
語
り
の
脱
線
や

「嘘
」
に
注
目
し

て
分
析
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
十
吉
が
円
団
治
を

〈父
〉
と
し
て
受
け

入
れ
る
た
め
に
語
る
物
語
と
い
う
、　
〓
属
の
新
し
い
読
み
を
提
示
し
た
。
ま

た
、
脱
線
が

「大
阪
式
の
話
術
」
と
し
て
実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
「
美
談
」
か
ら
距
離
を
と
る
語
り
の
方
法
の
同
時
代
的
な
批
評
性
も
う

か
が

っ
た
。
こ
の
大
阪
を
舞
台
に
し
た
小
説
に
は
、
見
か
け
以
上
に
多
様
な

工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
は
、
大
阪

土
着
の
作
家
と
し
て
の
像
と
、
実
験
的
な
方
法
を
試
み
た
作
家
と
し
て
の
像

と
を
重
ね
て
、
織
田
作
之
助
を
複
眼
的
に
捉
え
直
す
契
機
と
な
る
作
品
な
の

だ
と
い
え
よ
う
。

圧̈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５‐

（１
）

『世
相
』
に
関
し
て
は
拙
稿

「織
田
作
之
助

『世
相
』
の

「形
式
Ｌ

（「昭



和
文
学
研
究
」
平
成
二
十
年
九
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（２
）

宮
川
康
は

「「
わ
が
町
」
の
前
テ
ク
ス
ト
ー
ー
織
田
作
之
助
の

「
わ
が
町
」

に
つ
い
て
。
補
遺
―
―
」
翁
文
月
」
平
成
十
九
年
七
月
）
で
、
「織
田
作
之

助
の
文
学
の
本
質
を
考
え
る
上
に
お
い
て
は
、
大
阪
を

「わ
が
町
」
と
し
て

こ
よ
な
く
愛
し
、
戦
時
と
い
う
極
限
状
況
の
下
で
も
大
阪
人
の
庶
民
感
覚
を

失
わ
ず
、
大
阪
を
描
き
続
け
た
反
骨
の
作
家
の
文
学
と
い
う
よ
う
な
旧
来
の

先
入
見
を
回
避
し
、
織
田
と
い
う
作
家
の
文
学
世
界
の
構
築
に
関
与
し
た
客

観
的
事
実
を

一
つ
ず
つ
明
ら
か
に
す
る
」
必
要
を
説
い
て
お
り
、
賛
同
し
た

い
。
ま
た
、
同
様
の
考
え
に
基
づ
く
拙
稿

「織
田
作
之
助

「馬
地
獄
」
の
方

法
―
―
北
尾
錬
之
助

『近
代
大
阪
』
を
手
が
か
り
に
」
翁
國
語
國
文
」
平
成

二
十
三
年
十
二
月
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（３
）

「あ
と
が
き
」
「
六
白
金
星
』
三
島
書
房
、
昭
和
二
十

一
年
九
月
）

（４
）

「あ
と
が
き
」
翁
世
相
』
八
雲
書
店
、
昭
和
二
十

一
年
十
二
月
）

（５
）

杉
山
平

一
「織
田
作
之
助
君
を
偲
ぶ
」
翁
文
学
雑
誌
」
昭
和
二
十
二
年
五

月
）
、
中
央
公
論
出
版
部

「後
記
」
「
織
田
作
之
助
選
集
第
二
巻
』
中
央
公

論
社
、
昭
和
二
十
三
年
三
月
）、
河
原
義
夫

「人
間
織
田
作
之
助
伝

（四
）

軽
挑
派

・
作
之
助
伝
」
令
復
刊
大
阪
文
学

（織
田
作
之
助
研
究
と

昭
和
四

十
三
年

一
月
）、
赤
松
昭

「織
田
作
之
助

【
三

業
績

ノ「
小
説
ピ

（『近
代

文
学
研
究
叢
書
』
第
六
十
巻
、
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
、
昭
和
六

十
二
年
九
月
）、
中
石
孝

「宇
野
浩
二
の
手
紙
―
―

『猿
飛
佐
助
』
『
ア
ド
・

バ
ル
ー
ン
』
」
「
織
田
作
之
助
　
雨
　
蛍
　
金
木
犀
』
編
集
工
房
ノ
ア
、
平

成
十
年
六
月
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（６
）

「解
説
」
「
夫
婦
善
哉
』
新
潮
文
庫
、
平
成
十
二
年
九
月
）

（７
）

『名
作
旅
訳
文
庫
６

大
阪

『夫
婦
善
哉
』
『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
織
田
作

之
助
』
Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
、
平
成
二
十
二
年

一
月

（８
）

「
《解
説
》
可
能
性
の

「織
田
作
Ｌ

（『六
白
金
星

・
可
能
性
の
文
学
他
十

一
編
』
岩
波
文
庫
、
平
成
二
十

一
年
八
月
）

（９
）

十
吉
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
里
子
に
出
さ
れ
、
翌

年
も
経
た
ぬ
内
に
」
日

露
戦
争
が
あ
っ
た
と
い
う
。
日
露
開
戦
は
明
治
三
十
七

（
一
九
〇
四
）
年
だ

か
ら
、
十
吉
は
明
治
三
十
六

（
一
九
〇
三
）
年
生
ま
れ
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
場
合
、
現
実
の
楽
天
地
や

「
ラ
イ
オ
ン
は
み
が
き
」
の
広
告
燈
と
の
ず

れ
は
よ
り
大
き
く
な
る
。
仮
に
、
作
中
の
年
齢
が
当
時

一
般
的
で
あ
っ
た
数

え
年
で
は
な
く
満
年
齢
で
書
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
十
吉
が
浜
子
と
歩
い

た
夜
は
、
明
治
四
十
五
年
以
降
に
は
な
ら
な
い
。

（１０
）

楽
天
地
完
成
ま
で
の
経
緯
は
、
船
越
幹
央

「楽
天
地
　
民
衆
娯
楽
の
メ
ッ

カ
」
（橋
爪
節
也
編

『
モ
ダ
ン
道
頓
堀
探
検
　
大
正
、
昭
和
初
期
の
大
大
阪

を
歩
く
』
創
元
社
、
平
成
十
七
年
七
月
）
に
簡
明
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（１１
）

通
天
閣
が
広
告
を
掲
げ
る
に
い
た
っ
た
経
緯
は
、
橋
爪
紳
也

『大
阪
モ
ダ

ン
　
通
天
閣
と
新
世
界
』
（Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
平
成
八
年
七
月
）
を
参
照
し
た
。

（‐２
）

樋
口
彩
乃

「織
田
作
之
助

「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
論
―
―
十
吉
の
語
り
と

「惜
愛
」
―
―
」
翁
論
究
日
本
文
学
」
平
成
二
十
三
年
五
月
）
は
、
作
者
で

は
な
く
語
り
手
の
十
吉
に
と
っ
て
の
大
阪

「惜
愛
」
を
検
討
し
て
お
り
、
示

唆
に
富
む
。
た
だ
本
論
で
は
、
樋
口
論
か
ら

「十
吉
が

「今
」
、
自
分
の
過

去
を
語
る
意
義
」
を
考
え
る
立
場
を
受
け
継
ぎ

つ
つ
、
「惜
愛
」
さ
れ
る

「大
阪
」
や
そ
の

「灯
」
に
さ
え
事
実
と
異
な
る
内
容
が
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
点
に
注
目
し
、
舞
台
と
し
て
の
大
阪
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
た
分
析
を
し

た

い
。

（‐３
）

中
石
孝
は
、
作
中
に
登
場
す
る

「目
安
寺
」
な
る
寺
院
が
大
阪
に
存
在
し

な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（前
掲

『織
田
作
之
助
　
雨
　
蛍
　
金
木
犀
し
。

存
在
す
る
の
は

「自
安
寺
」
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
織
田
の
ミ
ス
、
あ
る

い
は
出
版
過
程
で
の
誤
植
の
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
佐
藤
秀
明
は
前
掲
論

で

「
今
日
も
空
に
は
軽
気
球
…
」
と
い
う
作
中
に
流
れ
る
流
行
歌
は
、
「空

に
ゃ
今
日
も
ア
ド
バ
ル
ー
ン
」
が
正
し
い
。
星
野
貞
志

（
サ
ト
ウ

・
ハ
チ

ロ
ー
の
別
名
）

。
作
詞
、
古
賀
政
男

。
作
曲
の

「
あ
あ
そ
れ
な
の
に
」
の
歌

い
出
し
で
あ
る
。
歌
は
北
海
道
出
身
の
元
芸
妓
の
美
ち
奴
、
し
た
が
っ
て
文

子
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
も
樋
口
前
掲
論
で
指
摘
さ
れ
て
い



る
よ
う
に
、
織
日
の
覚
え
間
違
い
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し

一
篇
が

十
吉
に
よ
る

一
人
称
の
回
想
で
あ
る
ゆ
え
に
、
語
り
手
の
記
憶
ち
が
い
や
、

脚
色
や
嘘
の
痕
跡
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
し
き
れ
な
い
の
だ
。

（
‐４
）

「大
阪
の
文
学
を
語
る
」
「
詩
と
映
画
と
人
生
』
ブ
レ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
、

平
成
六
年
九
月
）

（
‐５
）

こ
う
し
た
脱
線
に
よ
る
語
り
の
前
景
化
と
、
題
名
の
変
化
と
は
呼
応
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
織
田
が
昭
和
二
十
年
四
月
六
日
と
六
月
十
八
日
に
杉
山

平

一
に
宛
て
た
書
簡
か
ら
は
、
元
の
題
名
が

「雁
次
郎
横
丁
」
だ

っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
「雁
次
郎
横
丁
」
と
い
う
土
地
の
名
を
冠
し
た
題
名
は
、
自
作

解
説
や
宇
野
浩
二
の
依
頼
に
あ

っ
た

「大
阪
」
を
描
く
と
い
う
ね
ら
い
に
ふ

さ
わ
し
い
。
そ
れ
が

「
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
」
に
な
る
こ
と
で
、
土
地
か
ら
浮

か
び
、
主
人
公
の
放
浪
性
と
揺
れ
動
く
語
り
の
暗
喩
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
‐６
）

樋
口
彩
乃
前
掲
論
。

（
‐７
）

「
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
」
（浦
西
和
彦
編

『織
田
作
之
助
文
藝
事
典
』
和
泉
書

院
、
平
成
四
年
七
月
）

（
‐８
）

織
田
は
随
筆

「大
阪
の
可
能
性
」
翁
新
生
」
昭
和
二
十
二
年

一
月
）
で
、

小
説
に
お
け
る
大
阪
弁
に
つ
い
て
語
る
際
に
宇
野
の

『
長
い
恋
仲
』
を
例
に

挙
げ
て
い
る
。

（‐９
）

初
出
発
表
誌
紙
名

・
発
表
年
月
不
明
。
末
尾
に

「
（十
八
年
七
月
と

の
記

載
が
あ
る
。
引
用
は

『
可
能
性
の
文
学
』
（カ
ホ
リ
書
一房
、
昭
和
二
十
二
年

八
月
）
よ
り
。

（２０
）

初
出
発
表
誌
紙
名

・
発
表
年
月
不
明
。
引
用
は

『
織
田
作
之
助
選
集
第
五

巻
』
（中
央
公
論
社
、
昭
和
二
十
二
年
八
月
）
よ
り
。

（２‐
）

織
田
は
書
簡

（小
寺
正
三
宛
、
昭
和
十
八
年
二
月
十
八
日
）
で
、
『春
の

盗
賊
』
を
収
録
し
て
い
る

『信
天
翁
』
（昭
南
書
房
、
昭
和
十
七
年
十

一
月
）

を
買

っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
『信
天
翁
』
は
織
田
文
庫
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
織
田
に
よ
る
太
宰
作
品
の
摂
取
に
つ
い
て
は
拙
稿

「織
田
作
之
助
と
太

宰
治
―
―

『
天
衣
無
縫
』
『勧
善
懲
悪
』
に
お
け
る

『皮
膚
と
心
』
『
き
り
ぎ

り
す
』
の
摂
取
―
―
」
翁
阪
大
近
代
文
学
研
究
」
平
成
十
八
年
二
月
）
を
、

『春
の
盗
賊
』
に
つ
い
て
は
拙
稿

「太
宰
治

『春
の
盗
賊
』
の
表
現
構
造
」

翁
阪
大
近
代
文
学
研
究
」
平
成
二
十
二
年
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（２２
）

単
行
本

『世
相
』
に
収
め
ら
れ
た
際
に
初
出
冒
頭
の
断
り
書
き
が
な
く

な
っ
た
の
も
、
『世
相
』
の
よ
う
な
複
雑
な
構
造
の
小
説
の
後
で
読
ま
れ
れ

ば
、
『
ア
ド

・
バ
ル
ー
ン
』
の

「私
」
を
安
易
に
作
者
と
直
結
さ
せ
る
可
能

性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（２３
）

ち
な
み
に

「可
能
性
の
文
学
」
に
は

「私
は
小
説
の
中
で
嘘
ば
つ
か
し
書

い
て
ゐ
る
か
ら
、
だ
ま
さ
れ
ぬ
用
心
が
肝
腎
で
あ
る
」
と
い
う
、
先
に
引
用

し
た

『
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
』
初
出
の
冒
頭
と
酷
似
す
る

一
節
も
あ
り
、
通
底

す
る
問
題
意
識
を
う
か
が
わ
せ
る
。

（２４
）

初
出
末
尾
に
は

（二
〇

・
六

。
一
〇
）
と
い
う
日
付
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

付
記
　
本
文
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
初
出
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
旧
字
は
新
字
に

改
め
、
ふ
り
が
な
は
省
略
し
た
。

（さ
い
と
う

。
ま
さ
お
　
群
馬
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）


