
Title
岸田理生の劇中に用いられる「待つ女」の表象の分析
: 戯曲『宵待草』、『恋　其之弐』、『三人姉妹』を
手掛かりに

Author(s) 岡田, 蕗子

Citation 演劇学論叢. 2023, 22, p. 195-208

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/96495

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



岸
田
理
生
の
劇
中
に
用
い
ら
れ
る
「
待
つ
女
」
の
表
象
の
分
析

―
戯
曲
『
宵
待
草
』、『
恋　

其
之
弐
』、『
三
人
姉
妹
』
を
手
掛
か
り
に

岡
田　

蕗
子

一　

は
じ
め
に

劇
作
家
・
岸
田
理
生
は
一
九
七
四
年
に
演
劇
実
験
室
天
井
棧
敷
に

入
団
し
て
劇
作
を
始
め
て
以
降
、
二
〇
〇
三
年
に
逝
去
す
る
ま
で
、

多
数
の
戯
曲
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
ら
の
戯
曲
の
特
徴
の
ひ
と
つ

に
、「
家
」
や
「
母
」、「
血
」
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
が
繰
り
返
し
用
い

ら
れ
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
ら
が
各
戯
曲
の
中
で
担
う
役
割
は
異
な
る

も
の
の
、
比
喩
と
し
て
機
能
し
た
際
に
は
共
通
す
る
問
題
意
識
を
提

示
す
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
「
待

つ
女
」
を
取
り
上
げ
る
。

「
待
つ
女
」
は
岸
田
の
初
期
戯
曲
『
夢
に
見
ら
れ
た
男
』（
一
九
七

七
年
初
演
）
の
中
で
既
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
八
〇

年
代
に
は
『
宵
待
草
』（
一
九
八
四
年
初
演
）
や
『
恋　

其
之
壱
』（
一

九
八
五
年
初
演
）、『
恋　

其
之
弐
』（
一
九
八
六
年
初
演
）
な
ど
、
い
く

つ
も
の
戯
曲
の
中
で
用
い
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
九
〇
年
代
に

な
っ
て
も
『
三
人
姉
妹
』（
一
九
九
七
年
初
演
）
の
中
な
ど
で
「
待
つ

女
」
の
モ
チ
ー
フ
は
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
「
待
つ
女
」
は
、
日
本
文
学
の
中
で
繰
り
返
し
用
い

ら
れ
て
き
た
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
る
。
平
安
時
代
に
藤
原
道
綱
母
が
書

い
た
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
、
夫
の
通
い
を
待
つ
女
の
想
い
が
描
き
込

ま
れ
て
い
る
し
、
紀
有
常
女
が
在
原
業
平
を
待
つ
『
井
筒
』
や
、
夫

の
帰
り
を
待
つ
妻
を
描
く
『
砧
』
な
ど
、
能
楽
の
中
に
も
数
多
く
の

「
待
つ
女
」
が
描
か
れ
る
。
ま
た
、
太
宰
治
の
『
待
つ
』
や
三
島
由

紀
夫
の
『
サ
ド
侯
爵
夫
人
』
な
ど
の
近
現
代
文
学
の
中
に
も
「
待
つ

女
」
は
登
場
す
る
。

ま
た
、「
女
」
と
い
う
制
限
を
外
し
て
「
待
つ
」
モ
チ
ー
フ
と
広

く
と
ら
え
る
と
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』
が
一
九

五
六
年
に
翻
訳
さ
れ
て
以
降
、
そ
の
反
響
の
中
で
日
本
の
演
劇
界
で

「
待
つ
」
モ
チ
ー
フ
が
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

岸
田
は
ど
の
よ
う
な
「
待
つ
女
」
を
描
き
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

問
題
意
識
と
繋
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
岸
田
の
諸
戯
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曲
の
中
か
ら
『
宵
待
草
』
と
『
恋　

其
之
弐
』
と
『
三
人
姉
妹
』
の

三
作
品
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
「
待
つ
女
」
の
表
象
を
分

析
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
岸
田
以
外
の
作
家
の
作
品
中
の
「
待
つ
女
」

の
表
象
を
巡
る
論
考
を
検
討
し
、
岸
田
の
視
点
を
同
時
代
的
な
文
化

環
境
の
中
で
捉
え
る
こ
と
も
試
み
る
。

二　

待
つ
こ
と
の
能
動
性
へ
の
着
目
―
『
宵
待
草
』

『
宵
待
草
』
は
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
を
含
め
た
一
一
場
面
で
構
成
さ
れ
、

「
き
の
う
の
夏
の
夜
の
十
時
の
五
分
前
」
に
出
か
け
た
き
り
戻
っ
て

こ
な
い
男
を
待
ち
続
け
る
「
待
つ
女
」
を
描
い
た
話
で
あ
る
。
物
語

の
舞
台
は
現
実
的
な
時
空
間
の
設
定
が
無
い
暗
黒
で
、
劇
は
縫
物
を

し
て
い
る
「
女
」
が
う
た
た
ね
か
ら
目
覚
め
た
時
点
か
ら
始
ま
り
、

女
の
も
と
に
、「
女
学
生
」
や
女
の
夫
だ
と
自
称
す
る
「
男
１
」
や

男
１
の
忘
れ
物
を
女
に
届
け
に
来
た
「
男
２
」
が
現
れ
る
こ
と
で
話

が
展
開
し
て
い
く
。
劇
は
、
女
を
母
と
呼
ぶ
「
妊
婦
」
が
登
場
す
る

こ
と
で
大
き
く
展
開
す
る
。
妊
婦
の
言
葉
に
導
か
れ
て
、
女
は
関
東

大
震
災
と
二
・
二
六
事
件
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
三
つ
の
出
来

事
が
既
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
、
女
の
時
間
が
動
き
出
し
た
時

点
で
、
劇
は
終
わ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
作
は
待
つ
女
に
焦
点
を
当

て
、
待
つ
こ
と
を
主
題
に
し
た
劇
と
言
え
る）

1
（

。

「
待
つ
」
こ
と
に
も
様
々
に
種
類
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
本
作
で
は

ど
の
よ
う
な
「
待
つ
」
が
描
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
作
の

「
待
つ
」
に
関
し
て
、
主
役
の
女
を
演
じ
た
富
田
三
千
代
は
岸
田
か

ら
「
こ
の
待
つ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
想
い
が
待
つ
間
に
膨
ら
ん
で
い
く

こ
と
だ
か
ら
、『
能
動
的
な
待
つ
』
な
の
よ）

（
（

」
と
説
明
を
受
け
た
と

い
う
。
演
出
の
和
田
喜
夫
も
「
こ
の
作
品
を
書
か
れ
た
時
に
岸
田
さ

ん
が
言
っ
た
の
は
、『
能
動
的
に
待
つ
』
こ
と
を
描
き
た
か
っ
た
と

い
う
言
葉
で
し
た）

3
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
岸
田
は
「
待
つ
」
行
為
の
中

で
も
、
能
動
的
に
待
つ
こ
と
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
。

で
は
、「
能
動
的
な
待
つ
」
は
劇
の
中
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
富
田
の
言
葉
か
ら
は
女
の
内
面
的
な
動
き
が
能

動
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

う
い
う
内
面
を
描
き
た
い
が
た
め
に
、
本
作
の
舞
台
は
女
の
精
神
世

界
を
可
視
化
し
た
よ
う
な
抽
象
世
界
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
な
内
面
の
能
動
性
は
、
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

劇
の
展
開
上
、
女
は
来
訪
者
を
受
け
入
れ
る
側
で
あ
り
、
一
見
女

の
側
が
能
動
的
に
何
か
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
な
い

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
視
点
を
変
え
て
待
つ
側
を
主
体
と

し
て
捉
え
返
す
と
、
来
客
を
迎
え
る
行
為
は
能
動
性
が
無
い
と
成
立

し
な
い
行
為
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
女
の
も
と
に
何
者
が
来
訪
し
て

も
、
女
は
待
つ
こ
と
を
能
動
的
に
選
択
し
、「
待
つ
女
」
と
し
て
の

自
己
同
一
性
を
揺
ら
が
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
様
子

1（（



は
、
時
間
を
巡
る
対
話
の
中
で
描
か
れ
る
。

例
え
ば
、
第
二
場
で
は
学
校
を
抜
け
出
し
て
女
を
見
物
に
来
た
女

学
生
が
、
女
を
狂
人
と
捉
え
、「
そ
の
気
違
い
は
三
十
九
年
前
の
八

月
十
五
日
に
、
フ
ラ
リ
と
家
を
出
て
行
っ
た
き
り
、
今
日
も
ま
だ

帰
っ
て
こ
な
い
男
を
待
っ
て
い
る
の
」
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、「
そ

の
女
の
ね
、
家
の
中
で
は
、
き
の
う
も
き
ょ
う
も
、
そ
れ
か
ら
多

分
、
明
日
も
あ
さ
っ
て
も
、
い
つ
も
時
間
は
夜
の
十
時
五
分
な
の

よ
、
オ
バ
さ
ん
」
と
、
女
の
待
つ
行
為
を
揶
揄
す
る
。
し
か
し
、
女

学
生
の
言
葉
は
女
に
は
伝
わ
ら
ず
、
女
は
女
学
生
の
方
が
狂
人
だ
と

捉
え
、「
あ
な
た
の
気
持
、
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
三
十
九

年
も
待
っ
て
い
た
ら
、
気
違
い
に
な
る
の
も
無
理
は
な
い
わ
、
か
わ

い
そ
う
に
、
か
わ
い
そ
う
に
、
ね
」
と
女
学
生
を
慰
め
る
。
他
者
か

ら
の
「
狂
人
」
と
い
う
認
定
は
、「
待
つ
女
」
だ
と
い
う
女
の
自
意

識
を
崩
さ
な
い）

（
（

。

第
五
場
で
は
女
と
男
１
の
時
間
認
識
の
差
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。

最
初
は
女
の
も
と
に
来
訪
し
た
男
１
を
夫
と
し
て
家
に
迎
え
入
れ
る

の
だ
が
、
男
１
が
「
二
十
年
と
一
ト
月
と
八
日
前
、
結
婚
式
が
あ
っ

た
。
俺
は
そ
の
帰
り
道
に
ふ
っ
と
行
方
不
明
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く

戻
っ
て
来
た）

（
（

」
と
語
っ
た
こ
と
で
、
女
は
自
分
の
時
間
認
識
と
男
の

時
間
認
識
の
ず
れ
を
知
り
、
男
を
夫
で
は
な
い
と
判
断
す
る
。
も

し
、
男
１
の
時
間
認
識
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
男
１
は
夫
と
な

り
、
女
は
夫
を
得
る
の
だ
が
、
女
は
そ
う
せ
ず
に
、
自
分
の
時
間
認

識
を
尊
重
し
て
「
待
つ
女
」
で
居
続
け
る
こ
と
を
選
ぶ
。

女
の
時
間
は
、
第
一
〇
場
で
「
あ
ん
た
の
時
間
」
だ
と
語
る
「
妊

婦
」
が
出
て
く
る
こ
と
で
動
き
だ
す
。

妊
婦　

あ
た
し
は
、
あ
ん
た
の
時
間
。
六
十
五
年
の
時
間
。
あ

ん
た
の
男
が
出
て
行
っ
て
か
ら
、
今
日
ま
で
の
時
間
。
私
の
名

前
は
時
間
。
…
…
そ
う
で
し
ょ
う
、
母
さ
ん
。

女　

…
…
六
十
五
年
…
…

妊
婦　

い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
わ
。

女　

…
…

妊
婦　

で
き
ご
と
が
、
起
き
て
は
や
ん
だ
。

女　

…
…

妊
婦　

あ
ん
た
は
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
筈
よ
、
母
さ
ん
。

女　

五
分
よ
、
た
っ
た
五
分
。

妊
婦　

六
十
五
年
を
五
分
の
中
に
閉
じ
こ
め
て
、
あ
ん
た
は
待

つ
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
た
の
よ）

（
（

。

こ
の
場
面
で
女
は
初
め
て
相
手
の
意
見
を
受
け
入
れ
、
自
分
の
時
間

認
識
の
停
滞
を
認
め
る
。「
あ
ん
た
の
時
間
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、

妊
婦
は
女
の
写
し
鏡
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
、
女
が
見
な
い
ふ
り
を
し
て
き
た
「
時
間
」
に
導

か
れ
る
よ
う
に
、
関
東
大
震
災
、
二
・
二
六
事
件
、
第
二
次
世
界
大

1（（



戦
と
い
う
様
々
な
出
来
事
を
認
識
し
て
い
く
。
そ
れ
は
劇
の
最
後

に
、
女
の
時
間
が
本
格
的
に
動
き
だ
す
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
、
女
は
他
者
の
介
入
を
能
動
的
に
拒
絶
し
、
待
つ
こ

と
を
選
択
し
、「
待
つ
女
」
と
し
て
の
自
己
を
保
持
す
る
。
そ
の
一

方
で
、
自
分
自
身
の
時
間
が
訪
問
し
て
き
た
際
に
は
、
そ
の
時
間
に

背
を
押
さ
れ
る
よ
う
に
時
間
認
識
を
変
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の

劇
の
時
間
認
識
の
主
導
権
は
「
女
」
が
取
り
続
け
、
待
つ
こ
と
も
待

た
な
い
こ
と
も
、
能
動
的
に
決
め
て
い
く
様
子
が
示
さ
れ
る
。

実
際
の
舞
台
で
は
、
富
田
の
身
体
の
在
り
方
が
、
女
の
能
動
的
な

待
つ
姿
を
示
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
三
月
の
渋
谷
ジ

ア
ン
ジ
ア
ン
で
の
上
演
を
観
た
佐
々
木
幹
朗
は
、
作
品
の
テ
ー
マ
を

「
永
遠
に
帰
っ
て
こ
な
い
男
を
待
ち
続
け
る
女
で
あ
っ
て
、
そ
の
待

つ
こ
と
の
時
間
を
ど
の
よ
う
に
舞
台
の
上
で
見
せ
る
か
、
と
い
う
こ

と
」
だ
と
捉
え
「
こ
の
時
間
を
あ
や
つ
る
焦
点
の
位
置
に
い
る
の

は
、
富
田
三
千
代
の
『
若
い
』
老
婆
で
あ
っ
て
、
彼
女
は
し
な
や
か

に
自
ら
の
押
し
と
引
き
を
演
じ
て
い
た
」
と
述
べ
る）

（
（

。
富
田
の
身
体

的
な
若
さ
と
老
い
の
表
現
が
共
存
す
る
様
子
が
印
象
的
な
舞
台
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。

富
田
は
、
演
出
の
和
田
に
「
こ
の
女
は
多
分
夜
中
も
寝
な
い
で

ず
っ
と
起
き
て
待
っ
て
ん
だ
ろ
う
な
。
ま
ば
た
き
し
な
い
ん
だ
よ
」

と
言
わ
れ
た
こ
と
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
舞
台
上
で
ま
ば
た
き
を
せ

ず
に
、
涙
や
鼻
水
を
流
し
な
が
ら
「
待
つ
女
」
を
演
じ
た
と
い
う
。

時
間
が
経
過
す
る
と
自
動
的
に
身
体
が
行
う
は
ず
の
ま
ば
た
き
が
行

わ
れ
な
い
目
は
、
時
間
の
経
過
に
逆
ら
い
続
け
る
意
志
を
観
客
に
感

じ
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
時
間
の
経
過
に
従
っ
て
流
れ

出
て
し
ま
う
涙
や
鼻
水
は
、
舞
台
上
の
身
体
が
時
間
の
経
過
か
ら
逃

れ
ら
れ
な
い
生
物
で
あ
る
こ
と
を
観
客
に
意
識
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
時

間
に
逆
ら
う
俳
優
の
意
思
と
、
時
間
に
従
っ
て
し
ま
う
俳
優
の
身
体

の
間
に
あ
る
葛
藤
が
、
舞
台
上
に
「
能
動
的
な
待
つ
女
」
の
存
在
感

を
可
視
化
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

岸
田
は
『
宵
待
草
』
で
、「
待
つ
女
」
側
の
視
点
か
ら
物
語
を
紡

ぎ
、
女
が
待
つ
行
為
を
能
動
的
に
選
択
す
る
様
子
を
通
し
て
、
待
つ

こ
と
の
能
動
性
を
描
い
た
。
た
だ
し
劇
の
結
末
を
女
の
時
間
が
動
き

出
す
場
面
で
締
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
待
ち
続
け
る
こ
と
自
体
に
対

し
て
は
、
必
ず
し
も
肯
定
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
様
子
が
う
か
が

え
る
。
次
に
、
待
つ
時
間
が
終
わ
っ
た
時
点
か
ら
話
が
始
ま
る
『
恋　

其
之
弐
』
を
取
り
上
げ
、
待
つ
時
間
の
終
わ
っ
た
後
に
、
岸
田
が
何

を
想
定
し
て
い
た
の
か
を
探
る
。

三　
�

共
同
体
を
維
持
す
る
と
い
う
「
待
つ
」
役
割
か
ら
の�

�

解
放
―
『
恋　

其
之
弐
』

『
恋　

其
之
弐
』
は
、
東
京
の
下
町
の
洲
崎
で
暮
ら
す
人
々
を
描

い
た
『
恋
』
三
部
作
の
二
作
目
に
あ
た
り
、
一
九
八
六
年
に
和
田
喜

1（（



夫
の
演
出
で
、
富
山
県
の
利
賀
山
房
で
初
演
さ
れ
た
。
物
語
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
直
後
の
長
屋
を
舞
台
に
展
開
し
、
そ
こ
に
暮

ら
す
「
は
る
」「
な
つ
」「
あ
き
」「
ふ
ゆ
」
と
い
う
名
前
の
四
人
の

女
た
ち
が
、
戦
地
に
行
っ
た
夫
の
帰
り
を
待
つ
姿
で
始
ま
る
。
戦
後

の
女
た
ち
の
状
況
は
、
戦
中
に
夫
の
戦
死
報
告
を
受
け
た
り
、
新
た

な
恋
に
落
ち
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
戦
前
か
ら
変
化
し
て
い
る
。

だ
が
、
戦
後
の
長
屋
に
四
人
の
男
た
ち
が
来
訪
す
る
と
、
女
た
ち
は

彼
ら
に
自
分
た
ち
の
夫
「
ハ
ル
ヲ
」「
ナ
ツ
ヲ
」「
ア
キ
ヲ
」「
フ
ユ

ヲ
」
の
名
前
を
付
け
、
日
常
生
活
を
始
め
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
、
次
第
に
男
女
両
者
の
違
和
感
が
増
し
て

い
く
。
さ
ら
に
、
洲
崎
の
遊
廓
で
亡
く
な
っ
た
娼
婦
の
娘
「
な
い

こ
」
が
訪
れ
て
長
屋
の
共
同
体
を
揺
ら
が
せ
、
最
後
に
は
、
従
来
の

夫
婦
関
係
と
無
関
係
に
全
員
が
一
つ
の
食
卓
を
囲
み
、「
お
ま
え
」

「
あ
ん
た
」
と
呼
び
合
い
、
食
事
を
続
け
る
様
子
で
、
劇
は
終
わ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
劇
で
は
戦
後
の
下
町
の
長
屋
で
暮
ら
す
「
待
つ

女
」
た
ち
の
待
つ
時
間
が
終
わ
り
、
男
た
ち
が
戻
っ
て
き
た
後
の
共

同
体
の
在
り
方
が
描
か
れ
る
。
戦
中
に
夫
が
死
ん
で
も
恋
に
落
ち
て

も
家
に
居
た
女
た
ち
に
と
っ
て
「
待
つ
こ
と
」
は
役
割
と
な
り
、
待

つ
役
割
は
長
屋
の
共
同
体
を
維
持
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
。

劇
は
女
た
ち
の
私
的
な
会
話
で
始
ま
る
が
、
そ
こ
で
は
「
待
つ
こ

と
」
へ
の
違
和
感
も
語
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
女
七
が
「
帰
っ
て
き
て

欲
し
い
の
か
し
ら
？
」
と
問
う
と
、
女
八
は
「
待
っ
て
る
の
か
し

ら
？
」
と
言
葉
を
加
え
る）

（
（

。
こ
の
よ
う
に
、『
恋　

其
之
弐
』
に
は
、

女
た
ち
が
待
つ
間
に
得
た
「
待
つ
女
」
と
い
う
役
割
へ
の
疑
い
の
視

点
が
あ
る
。

そ
の
視
点
を
持
ち
つ
つ
も
、
劇
が
始
ま
る
と
長
屋
に
来
訪
し
た
四

人
の
男
た
ち
を
、
女
た
ち
は
「
夫
」
と
し
て
「
家
」
に
迎
え
入
れ
、

戦
中
に
欠
如
し
た
「
夫
」
の
位
置
を
埋
め
る
。
し
か
し
、
迎
え
入
れ

ら
れ
た
男
た
ち
も
、
次
第
に
女
た
ち
の
待
つ
様
子
に
違
和
感
を
持
つ

よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
第
八
場
で
は
ア
キ
ヲ
が
「
つ
ま
り
、
だ
。

女
た
ち
が
待
っ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
ん
だ
よ
」
と
言
う
と
、
ハ
ル

ヲ
は
「
だ
が
、
ど
う
も
ね
、
ど
う
も
私
は
待
た
れ
て
い
た
、
と
い
う

実
感
が
わ
か
な
い
ん
だ
よ
」
と
続
け
る
。
さ
ら
に
ア
キ
ヲ
は
「
つ
ま

り
だ
、
あ
い
つ
ら
は
何
と
い
う
か
、
と
り
と
め
も
な
く
待
っ
て
い
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
気
が
す
る
ん
だ
よ
」
と
ま
と
め
る）

（
（

。

男
た
ち
は
第
一
〇
場
で
、
そ
の
疑
念
を
女
た
ち
に
伝
え
る
。
女
た

ち
は
待
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
ナ
ツ
ヲ
は
「
待
つ
こ
と
に
恋
し
て
い

た
ん
だ
よ
」
と
切
り
返
し
、
両
者
の
認
識
の
食
い
違
い
は
可
視
化
さ

れ
て
い
く
。
す
る
と
、
よ
う
や
く
女
た
ち
は
自
分
達
が
「
夫
」
と
し

て
迎
え
入
れ
た
男
た
ち
に
対
し
て
「
何
だ
か
、
あ
ん
た
が
余
分
の
よ

う
な
気
が
す
る
」
と
、
違
和
感
を
口
に
す
る）

（1
（

。

ナ
ツ
ヲ
が
「
待
つ
こ
と
に
恋
し
て
い
た
」
の
だ
と
指
摘
す
る
よ
う

に
、
女
た
ち
の
恋
は
生
身
の
相
手
が
隣
に
居
な
い
恋
で
あ
り
、
女
の

内
面
で
完
結
す
る
点
で
、
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
。
渡
辺
保
は
劇
評

1（（



の
中
で
、
待
つ
う
ち
に
女
た
ち
が
抱
い
た
「
恋
」
に
つ
い
て
言
及
し

た
後
、「
そ
の
女
の
想
い
が
孤
閨
と
い
う
事
実
と
と
も
に
ほ
と
ん
ど

待
つ
と
い
う
同
意
語
に
近
い
」
と
「
恋
」
と
「
待
つ
こ
と
」
と
を
同

置
し
、「『
恋
』
は
も
は
や
一
つ
の
観
念
で
あ
っ
た
」
と
、
劇
中
の

「
恋
」
の
特
殊
性
を
指
摘
す
る）

（（
（

。

女
た
ち
は
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
後
も
そ
の
観
念
を
大
切
に
し
、
戦

中
の
長
屋
の
共
同
体
を
支
え
た
「
待
つ
―
待
た
れ
る
」
構
造
を
維
持

し
た
。
そ
し
て
、
来
訪
し
た
「
男
」
を
「
夫
」
と
し
て
共
同
体
に
迎

え
入
れ
、
そ
の
構
造
を
戦
後
に
引
き
継
ご
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

『
恋　

其
之
弐
』
の
特
徴
は
、
そ
の
よ
う
な
観
念
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
、

長
屋
の
共
同
体
の
解
体
に
繋
が
っ
て
い
く
点
に
あ
る
。
そ
の
揺
さ
ぶ

り
は
、
長
屋
に
暮
ら
し
て
い
た
娼
婦
を
母
に
持
つ
娘
「
な
い
こ
」
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
第
一
一
場
で
「
あ
き
」
が
「
こ
こ
に

は
私
た
ち
に
見
合
っ
た
恋
が
あ
る
の
だ
か
ら
」
と
述
べ
て
長
屋
の
共

同
体
の
中
で
同
じ
夫
婦
関
係
を
続
け
よ
う
と
し
た
時
に
、「
な
い
こ
」

は
、
そ
の
よ
う
な
恋
は
偽
物
で
あ
る
と
言
い
、「
夫
と
名
づ
け
た
男

た
ち
と
の
出
来
事
を
忘
れ
ま
い
と
し
て
思
い
出
を
く
り
返
し
て
い
る

だ
け
」
と
指
摘
を
し
て
「
恋
」
を
探
す
よ
う
に
述
べ
る）

（1
（

。「
夫
と
名

づ
け
た
男
た
ち
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
戯
曲
の
中
で
「
男
」
は
女

に
よ
っ
て
「
夫
」
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
本
当
に
夫

で
あ
る
か
は
明
確
で
は
な
い
。
次
の
引
用
の
傍
線
部
に
あ
る
よ
う

に
、
そ
の
よ
う
な
「
男
」
は
、「
な
い
こ
」
の
誘
導
に
従
い
「
男
」

で
は
な
く
「
一
人
の
《
俺
》」
と
な
る
。
そ
れ
は
女
も
同
様
で
あ
り
、

男
も
女
も
既
存
の
社
会
の
中
で
自
分
達
自
身
を
規
定
す
る
も
の
を
捨

て
る
。な

い
こ　

恋
を
。
恋
は
、
探
さ
れ
る
た
め
に
埋
も
れ
て
い
る
の

だ
か
ら
。
男
た
ち
は
一
人
の
男
に
な
り
、
女
た
ち
は
一
人
の
女

に
な
り
、
言
葉
を
忘
れ
る
。
探
す
の
よ
。
見
つ
け
る
の
よ
。
私

が
埋
め
た
、
恋
の
種
子
を
ね
。
さ
あ
、
見
せ
て
あ
げ
る
。
眼
を

覚
す
の
よ
。
出
て
き
て
。

　
　
　
　

	

叫
ぶ
と
床
下
か
ら
、
一
人
の
男
が
踊
り
出
て
く
る
。

脱
走
兵
で
あ
る
。
な
だ
れ
こ
ん
で
く
る
音
楽
。	

	

脱
走
兵
は
胞
子
を
ま
き
ち
ら
し
て
、
踊
り
、
次
第
に

男
た
ち
、
女
た
ち
を
共
感
呪
術
的
な
催
眠
舞
踏
に
引

き
込
ん
で
ゆ
く
。
そ
し
て
、
夏
の
夜
の
狂
騒
の
中

で
、
男
た
ち
は
一
人
の
〈
俺
〉
に
女
た
ち
は
一
人
の

〈
私
〉
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る）

（1
（

。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

こ
こ
で
踊
り
出
て
く
る
「
脱
走
兵
」
は
、
劇
中
幾
度
か
「
夫
」
や

「
妻
」
の
背
後
に
姿
を
現
し
、
気
配
を
示
す
存
在
で
あ
る
。「
脱
走

兵
」
と
は
、
自
分
の
意
思
で
軍
隊
と
い
う
共
同
体
か
ら
抜
け
た
人
物

で
あ
り
、
体
制
に
囚
わ
れ
な
い
存
在
と
も
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ

（00



の
存
在
に
背
を
押
さ
れ
る
よ
う
に
、
登
場
人
物
た
ち
は
長
屋
共
同
体

を
支
え
た
「
夫
」
や
「
妻
」
と
い
っ
た
役
割
を
捨
て
、「
俺
」
や

「
私
」
と
い
う
役
割
の
な
い
人
間
に
変
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
こ

に
は
「
待
つ
―
待
た
れ
る
」
構
造
も
無
い
。

劇
の
本
編
は
、
こ
の
狂
騒
の
場
面
で
終
わ
る
が
、
最
後
に
エ
ピ

ロ
ー
グ
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
茶
袱
台
を
取
り
巻
い
て
、
全
員
が
箸
と

茶
碗
を
持
ち
、
食
事
し
て
い
る）

（1
（

」
と
い
う
ト
書
で
始
ま
る
。
通
常
茶

袱
台
と
は
、
一
家
の
居
間
に
一
つ
あ
っ
て
、
そ
の
周
囲
を
家
族
も
し

く
は
家
族
に
類
す
る
関
係
の
人
が
囲
む
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ

の
茶
袱
台
を
劇
の
登
場
人
物
全
員
で
囲
む
姿
は
、
登
場
人
物
た
ち
が

各
自
の
家
庭
内
で
の
役
を
捨
て
、
一
つ
の
新
し
い
共
同
体
の
中
の
一

人
に
な
っ
て
い
る
様
子
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
渡
辺
保
は
、
劇
評
の

中
で
本
作
を
「
恋
を
通
し
て
共
同
体
の
存
立
を
問
う
と
こ
ろ
に
ま
で

至
っ
て
い
る）

（1
（

」
と
分
析
す
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
、
こ
の
劇
の

結
末
で
は
、
戦
前
か
ら
戦
中
、
戦
後
に
継
続
し
て
き
た
共
同
体
か
ら

人
が
抜
け
出
し
て
個
人
と
な
り
、
新
た
な
関
係
を
紡
ぐ
発
端
に
居
る

様
子
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
恋　

其
之
弐
』
で
、「
待
つ
女
」
た
ち
は
、
待
つ
時
間
の
中
で
恋

を
観
念
化
し
、
待
ち
人
の
位
置
に
「
男
」
を
当
て
は
め
る
こ
と
で
戦

後
に
も
戦
前
と
同
様
の
長
屋
の
関
係
性
を
築
こ
う
と
し
た
。
し
か

し
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
重
な
る
こ
と
で
、「
待
つ
女
」
た
ち
は
自

分
の
内
面
の
違
和
感
に
気
づ
き
、
長
屋
共
同
体
に
は
亀
裂
が
入
る
。

岸
田
は
『
宵
待
草
』
の
最
後
で
「
待
つ
女
」
で
あ
る
「
女
」
の
時
間

が
動
き
だ
す
様
子
を
描
い
た
が
、『
恋　

其
之
弐
』
で
も
、
女
た
ち

が
待
つ
役
割
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
で
、
共
同
体
が
壊
れ
、
女
も
男
も

個
人
に
戻
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
く
。

『
宵
待
草
』
と
『
恋　

其
之
弐
』
を
通
し
て
、
岸
田
の
「
待
つ
女
」

の
特
徴
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
岸
田
の
他
の
戯
曲

の
中
に
も
散
見
す
る
。
次
に
、
岸
田
の
創
作
歴
の
終
盤
に
あ
た
る
九

〇
年
代
の
作
品
『
三
人
姉
妹
』
を
取
り
上
げ
る
。
九
〇
年
代
は
岸
田

が
戯
曲
の
翻
案
を
多
く
行
っ
た
時
期
で
あ
る
が
、
そ
の
翻
案
の
特
徴

は
、
岸
田
が
こ
れ
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
き
た
モ
チ
ー
フ
を
用
い
つ
つ
、

大
胆
に
原
作
を
岸
田
の
世
界
観
の
中
で
組
み
替
え
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
岸
田
は
ど
の
よ
う
に
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
『
三
人
姉
妹
』
を
組
み

替
え
、
ど
う
「
待
つ
女
」
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

四　

�「
父
が
不
在
の
家
」
を
支
え
る
「
待
つ
女
」
の
戦
後�

�

―
『
三
人
姉
妹
』

『
三
人
姉
妹
』
は
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
『
三
人
姉
妹
』
の
翻
案
作
品
で

あ
る）

（1
（

。
劇
は
一
六
場
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
敗
戦
の
日
を
境
に
、
日

本
の
田
舎
の
家
に
疎
開
し
て
い
た
三
人
姉
妹
の
状
況
が
変
化
す
る
様

子
が
描
か
れ
る
。「
長
女
」
は
敗
戦
後
も
「
三
人
姉
妹
の
家
」
を
継

続
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、「
次
女
」
は
戦
地
に
行
っ
た
恋
人
の
戻
り

（01



を
待
つ
た
め
に
東
京
に
行
き
、「
三
女
」
は
戦
地
か
ら
の
復
員
兵

「
テ
ラ
」
と
出
会
っ
て
家
を
出
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
長
女

も
家
の
終
わ
り
を
受
け
入
れ
て
舞
台
か
ら
去
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う

に
、
敗
戦
を
機
に
、
田
舎
で
継
続
し
て
き
た
「
三
人
姉
妹
の
家
」
が

変
化
す
る
様
子
を
描
く
。

叙
事
演
劇
的
な
劇
構
造
を
持
っ
て
お
り
、
劇
中
の
時
間
の
流
れ
を

操
作
す
る
「
フ
ラ
ッ
パ
ー
」
が
狂
言
回
し
の
よ
う
に
劇
を
展
開
さ
せ

る
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ッ
パ
ー
が
三
人
姉
妹
の
物
語
の
進
行
を
止
め
る

と
、
同
時
代
の
様
々
な
立
場
の
人
の
様
子
が
わ
か
る
場
面
が
挟
み
込

ま
れ
る
。
東
京
の
復
員
兵
や
フ
ラ
ッ
パ
ー
の
暮
ら
し
、
田
舎
の
待
つ

女
た
ち
や
小
間
使
い
た
ち
の
暮
ら
し
、
そ
し
て
復
員
兵
が
回
想
す
る

南
の
戦
線
の
記
憶
な
ど
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
姉
妹
の
物
語
に
註
釈

を
付
け
る
役
割
を
果
た
す
。

内
容
や
劇
構
造
は
大
幅
に
変
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
父
を
亡
く
し

た
三
人
姉
妹
の
家
の
物
語
」
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
は
引
き
継
が
れ

て
い
る
。
こ
の
翻
案
方
針
に
は
、
岸
田
が
「
父
親
の
不
在
」
と
「
家
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
自
身
の
創
作
の
中
で
重
視
し
て
い
た
点
が
関
連

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

岸
田
の
戯
曲
に
は
、
劇
作
の
師
で
も
あ
っ
た
寺
山
修
司
か
ら
の
影

響）
（1
（

が
あ
り
、
そ
の
寺
山
は
戦
後
の
日
本
社
会
を
主
人
や
父
親
を
頂
点

と
し
た
「
家
族
の
三
角
形
」
の
モ
チ
ー
フ
で
比
喩
的
に
書
い
た
。
そ

し
て
、「
父
親
の
不
在
っ
て
い
う
か
、
主
人
の
不
在
っ
て
い
う
ふ
う

な
も
の
は
、
一
つ
の
時
代
的
な
特
色
だ
と
思
っ
て
る
」
と
述
べ
、

「
天
皇
制
が
崩
壊
し
た
時
に
、
主
人
と
か
父
親
を
頂
点
と
し
た
「
家

族
の
三
角
形
」
が
崩
壊
し
た
」
と
敗
戦
後
の
日
本
の
状
況
を
、
父
親

や
主
人
が
不
在
の
家
と
い
う
比
喩
で
語
る）

（1
（

。
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た

岸
田
に
と
っ
て
も
、
父
が
不
在
の
家
は
、
敗
戦
後
の
日
本
社
会
を
描

く
た
め
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
。
岸
田
は
、
原
作
の
『
三
人

姉
妹
』
に
あ
る
「
父
が
不
在
の
家
」
と
い
う
状
況
設
定
を
引
き
継
ぐ

こ
と
で
、
原
作
の
枠
を
残
し
つ
つ
、
自
分
の
手
法
で
再
構
築
し
て
日

本
の
社
会
を
描
こ
う
と
し
た
。

で
は
、
具
体
的
に
「
待
つ
女
」
は
ど
う
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
劇
中
で
「
待
つ
女
」
と
い
う
言
葉
は
、
下
線
部
の
よ
う
に
第
三

幕
の
「
フ
ラ
ッ
パ
ー
」
の
言
葉
と
ト
書
き
で
使
わ
れ
る
。
第
三
幕

は
、
三
人
姉
妹
の
物
語
の
中
で
は
、「
長
女
」
が
、
東
京
に
行
く
と

言
う
「
次
女
」
を
止
め
、
戦
地
に
行
っ
た
恋
人
は
田
舎
で
待
て
ば
良

い
と
説
得
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
「
長
女
」
の
言
葉
を
受
け

て
、「
フ
ラ
ッ
パ
ー
」
が
次
の
引
用
部
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、『
三
人

姉
妹
』
の
時
間
を
止
め
て
、
待
つ
女
た
ち
の
語
り
を
挟
み
込
む
。

フ
ラ
ッ
パ
ー　

ほ
ら
、
見
て
。
待
つ
女
た
ち
。

《
三
人
姉
妹
》
の
時
間
は
停
止
し
、
待
つ
女
た
ち
が
現
れ

て
来
る
。

（0（



待
つ
女
た
ち
は
、
口
々
に
言
う
。

闇
は　

鳥
を
生
ん
で　

石
を
産
ん
で　

花
を
生
む
。

朝
に
な
れ
ば　

闇
は
陽
に
溶
け
、
消
え
る
。

起
き
出
し
た
も
の
た
ち
は
、
肩
を
叩
き
、
動
き
は
じ
め
る
。

楽
し
い
地
上
の
宴
に　

太
陽
の
響
き
。
い
つ
そ
れ
が
聴
こ

え
る
の
か
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
、
私
た
ち
は
待
っ
て
い
る）

（1
（

。

（
傍
線
・
波
線
は
筆
者
に
よ
る
）

こ
の
よ
う
に
、
待
つ
女
た
ち
の
語
り
が
長
女
の
言
葉
の
次
に
入
る
こ

と
で
、「
長
女
」
の
人
物
造
型
に
は
「
待
つ
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
重

な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
波
線
部
の
よ
う
に
、「
生
み
出
す
」

と
い
う
役
割
と
関
連
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、「
待
つ
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
「
長
女
」

は
ど
う
い
う
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
彼
女
は
、
父
親
が
決
め
た
男
と

結
婚
し
、
そ
の
男
が
戦
地
で
亡
く
な
っ
た
戦
争
未
亡
人
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
彼
女
は
第
四
場
で
夫
の
こ
と
は
好
き
で
も
嫌
い
で
も
な

か
っ
た
と
言
い
な
が
ら
も
「
祝
言
を
あ
げ
て
、
三
日
後
の
出
征
。
一

カ
月
後
の
戦
死
。
夫
が
死
ん
で
か
ら
、
私
、
夢
を
見
る
よ
う
に
な
っ

た
わ
。
時
計
の
夢
。
一
秒
一
秒
が
恋
を
刻
ん
で
ゆ
く
の
。
夫
は
、
死

ん
だ
、
と
言
う
の
に
ね
」
と
語
る
。
長
女
は
ま
た
、「
夫
に
は
顔
が

な
い
の
。
顔
な
し
男
に
恋
を
し
て
暗
闇
の
中
を
漂
う
ば
か
り
」
と
も

言
う
。
待
つ
相
手
が
婚
姻
を
結
ん
だ
本
人
か
ど
う
か
は
長
女
に
と
っ

て
は
問
題
で
は
な
く
、
待
つ
間
に
自
分
の
心
中
に
「
恋
」
が
生
ま
れ

た
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
手
不
在
の
ま
ま
「
恋
」

を
生
み
出
し
た
「
長
女
」
は
、『
恋　

其
之
弐
』
の
女
た
ち
と
類
似

の
存
在
と
言
え
る
だ
ろ
う）
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し
か
し
、「
長
女
」
の
過
去
か
ら
考
え
る
と
「
待
つ
女
」
で
あ
る

必
然
性
は
あ
っ
て
も
、「
生
む
」
存
在
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
。
現

実
的
に
考
え
る
場
合
、
婚
姻
が
必
ず
出
産
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
待
つ
女
」
が
生
む
存
在
の
要
素
と

関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
は
、「
待
つ
女
」
が
「
象
徴
と
し
て
の
母
」

と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
推
測
で
き
る
。
岸
田
は
、
先

述
し
た
よ
う
に
「
父
が
不
在
の
家
」
の
比
喩
で
象
徴
的
に
戦
後
の
日

本
を
描
い
た
が
、
同
様
に
、
社
会
の
中
で
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
女
が

家
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
出
産
を
使
命
の
よ
う
に
担
わ
さ
れ
た
こ
と

を
援
用
し
て
、「
母
」
の
比
喩
で
歴
史
や
国
家
の
継
続
性
を
描
く
。

そ
れ
ゆ
え
「
母
」
が
「
生
む
」
こ
と
と
象
徴
的
に
関
連
付
け
ら
れ
、

父
が
不
在
の
家
を
支
え
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
三
人
姉
妹
の
家
で

は
「
長
女
」
が
家
を
支
え
て
い
る
た
め
、「
母
」
を
連
想
さ
せ
る
イ

メ
ー
ジ
と
共
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

『
三
人
姉
妹
』
の
中
で
、「
待
つ
女
」
は
、
待
つ
中
で
観
念
と
し
て

の
「
恋
」
を
醸
成
さ
せ
た
戦
争
未
亡
人
で
あ
り
、
か
つ
、
母
と
し
て

象
徴
的
に
「
家
／
国
家
」
を
再
生
産
す
る
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
る

（03



存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
次
女
」
も
恋
人
を
待
つ
人
物
だ
が
、「
待
つ
女
」
で
は
な
く
「
待

つ
妻
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
第
七
場
は

「
次
女
が
呟
い
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
い
る
待
つ
妻
た
ち
」
と
い
う

ト
書
で
始
ま
り
、
俳
優
の
立
ち
位
置
で
次
女
と
待
つ
妻
た
ち
の
イ

メ
ー
ジ
が
、
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
が
、
次
女
と
待
つ
妻
た
ち
の
台
詞

に
は
、
待
つ
女
た
ち
の
台
詞
に
あ
る
よ
う
な
「
生
む
」
こ
と
へ
の
言

及
は
な
い
。
次
女
の
「
半
分
、
涼
し
く
、
半
分
、
暖
か
い
秋
。
静
か

に
身
を
寄
せ
合
っ
て
い
た
私
た
ち）

1（
（

」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
よ
う
な
、

恋
人
を
自
分
の
半
身
と
捉
え
る
表
現
が
続
く
。

『
三
人
姉
妹
』
の
中
で
は
、
長
女
も
次
女
も
待
っ
て
い
る
存
在
で

は
あ
る
が
、
両
者
は
「
待
つ
女
」
と
「
待
つ
妻
」
と
し
て
明
確
に
書

き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
待
つ
女
」
と
書
か
れ
た
場
合
に

は
先
述
し
た
よ
う
な
、
待
つ
中
で
観
念
と
し
て
の
「
恋
」
を
醸
成
さ

せ
、
母
と
し
て
「
生
む
」
こ
と
と
関
係
を
持
つ
存
在
で
あ
る
、
と
い

う
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
今
ま
で
の
岸
田
の
戯
曲
の
中
の
「
待
つ

女
」
の
特
徴
と
共
通
す
る
。
例
え
ば
、『
宵
待
草
』
で
は
「
女
」
は

母
と
呼
ば
れ
て
い
た
し
、『
恋　

其
之
弐
』
で
も
子
供
に
関
す
る
言

及
が
あ
っ
た
。

岸
田
は
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
『
三
人
姉
妹
』
を
、
日
本
の
戦
後
の
田
舎

の
家
を
巡
る
話
に
翻
案
し
、
そ
こ
で
暮
ら
す
女
た
ち
を
描
い
た
。
そ

の
家
を
支
え
る
存
在
は
「
待
つ
女
／
長
女
」
で
あ
り
、
彼
女
は
家
の

一
部
と
し
て
戦
後
も
家
を
守
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
、「
フ
ラ
ッ

パ
ー
」
が
姉
妹
の
物
語
に
亀
裂
を
入
れ
て
同
時
代
の
様
子
を
見
せ
る

こ
と
で
、
徐
々
に
そ
の
内
面
は
変
化
す
る
。
そ
し
て
長
女
は
「
家
」

の
終
わ
り
を
認
識
す
る
。

例
え
ば
、
第
一
一
場
で
、
長
女
は
次
の
よ
う
に
呟
く
。

長
女　

海
の
幸　

山
の
幸　

こ
こ
…

　
　
　

こ
こ
の
停
車
場
に
着
い
た
時

　
　
　

み
ん
な
は　

や
さ
し
か
っ
た

　
　
　

軍
靴
の
響
き
は　

無
く

　
　
　

穏
や
か
な
人
　々

穏
や
か
な
時
間

　
　
　

春　

夏　

秋　

冬　

刻
は
経
ち

　
　
　

戦
争
が
終
わ
ら
な
け
れ
ば　

家
は
続
い
た

　
　
　

	

戦
争
が
終
わ
ら
な
け
れ
ば　
《
三
人
姉
妹
》
の　

家
は

続
い
た）
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（
傍
線
は
著
者
に
よ
る
）

長
女
の
つ
ぶ
や
き
の
中
に
「
戦
争
が
終
わ
ら
な
け
れ
ば　

家
は
続
い

た
」
と
あ
る
が
、
通
常
の
家
で
あ
れ
ば
、
戦
争
で
途
絶
え
る
こ
と
が

あ
っ
て
も
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
途
絶
え
る
こ
と
は
珍
し
い
よ
う
に
思

う
。『
三
人
姉
妹
』
で
描
か
れ
る
家
は
、
戦
争
が
あ
る
か
ら
こ
そ
継

続
す
る
家
、
大
日
本
帝
国
の
象
徴
と
い
う
意
味
合
い
を
含
ん
だ
家
と

解
釈
を
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
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以
上
の
よ
う
に
、
岸
田
は
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
『
三
人
姉
妹
』
か
ら

「
父
が
不
在
の
家
」
と
い
う
枠
組
み
を
利
用
し
て
、
共
同
体
と
個
人

の
関
係
性
を
描
い
た
。
ほ
ぼ
岸
田
の
世
界
観
の
中
に
再
編
さ
れ
て
い

る
た
め
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
戯
曲
と
は
無
関
係
に
見
え
る
が
、
劇
が
日

常
や
女
性
を
描
く
点
は
共
通
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
浦
雅
春
が

「
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
芝
居
に
は
事
件
ら
し
い
事
件
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
ら

な
い
。（
略
）
舞
台
で
描
か
れ
る
の
は
坦
々
と
し
た
日
常
生
活
の
流

れ）
11
（

」
だ
と
説
明
す
る
よ
う
に
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
戯
曲
で
は
事
件
は
観

客
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
同
様
に
岸
田
の
『
三
人
姉
妹
』
も
劇
中

に
大
き
な
事
件
は
描
か
れ
な
い
。『
宵
待
草
』
で
「
女
」
が
待
つ
時

間
の
間
に
関
東
大
震
災
と
二
・
二
六
事
件
と
第
二
次
世
界
大
戦
が
終

わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
、
劇
中
で
象
徴
的
に
家
の
中
に
居
る

「
待
つ
女
」
の
見
え
な
い
場
所
で
事
件
は
お
き
る
か
ら
で
あ
る
。

チ
ェ
ー
ホ
フ
の
戯
曲
の
日
常
性
を
置
き
換
え
る
に
は
、
岸
田
の
場
合

は
「
待
つ
女
」
の
モ
チ
ー
フ
が
最
適
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。

五　
「
待
つ
女
」
の
モ
チ
ー
フ
が
生
ま
れ
た
文
化
環
境

最
後
に
、「
待
つ
女
」
を
描
い
た
岸
田
の
創
作
の
背
景
を
推
察
し
、

そ
れ
を
同
時
代
の
文
化
的
環
境
の
中
で
捉
え
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

そ
こ
で
、『
宵
待
草
』
を
巡
る
富
田
三
千
代
の
回
想
の
中
に
登
場
し

た
岸
田
の
言
葉
の
中
で
、「
能
動
的
に
待
つ
」
こ
と
と
「
膨
ら
む
」

こ
と
が
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
点
に
着
目
を
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
こ

れ
は
富
田
の
記
憶
の
中
の
岸
田
の
発
言
で
あ
り
、
当
時
の
岸
田
の
発

言
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
関
連
付
け
方
は
岸
田
の
阿
呆
像
へ

の
拘
り
を
想
起
さ
せ
る
。

岸
田
の
創
作
の
上
で
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
に
「
阿
呆
」
が
あ

る
。
岸
田
の
「
阿
呆
」
へ
の
関
心
は
、
演
劇
実
験
室
天
井
棧
敷
に
所

属
し
て
い
た
時
期
に
、
舞
台
『
阿
呆
船
』
を
作
る
た
め
に
行
っ
た
議

論
の
中
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
議
論
の
中
で
、
寺
山

修
司
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
闘
争
の
時
代
に
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド

演
劇
が
日
常
生
活
の
周
辺
部
か
ら
日
常
生
活
を
活
性
化
さ
せ
る
社
会

性
・
政
治
性
を
持
っ
た
「
阿
呆
」
を
量
産
し
た
が
、
一
九
七
〇
年
代

に
は
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
演
劇
自
体
が
体
制
社
会
に
と
り
こ
ま
れ

て
補
完
物
化
し
た
点
を
問
題
提
起
し
、
阿
呆
を
ど
う
描
く
か
を
劇
団

員
に
問
い
か
け
た）

11
（

。

そ
の
問
い
に
応
え
る
形
で
、
岸
田
は
「
阿
呆
の
方
か
ら
は
働
き
か

け
る
機
能
と
い
う
も
の
が
な
い）

11
（

」
よ
う
な
、
静
的
な
存
在
だ
と
答
え

た
。
そ
の
一
方
で
、
阿
呆
を
「
自
分
の
中
で
だ
け
非
常
に
多
様
な
叙

事
を
生
き
ら
れ
る
存
在
」
で
あ
り
、「
数
が
増
え
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
お
こ
る
恐
怖
っ
て
い
う
の
を
一
個
の
存
在
の
中
に
も
兼
ね
備

え
て
い
る
種
族）

11
（

」
で
あ
る
と
も
述
べ
、
静
的
な
存
在
の
内
部
に
能
動

性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
定
め
た
。
静
か
な
中
に

（0（



動
的
な
も
の
を
秘
め
る
と
い
う
部
分
で
、「
阿
呆
」
は
、
富
田
の
回

想
の
中
に
登
場
し
た
「
待
つ
間
に
膨
ら
む
」、「
能
動
的
な
待
つ
」
状

態
に
あ
る
「
女
」
と
共
通
項
を
持
つ
。「
待
つ
女
」
は
、
岸
田
の
考

え
る
「
阿
呆
」
の
ひ
と
つ
の
在
り
方
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。

こ
の
よ
う
な
「
待
つ
女
」
の
能
動
性
へ
の
眼
差
し
は
、
古
典
的
な

「
待
つ
女
」
の
表
象
に
異
な
る
光
を
当
て
る
試
み
と
も
捉
え
う
る
。

例
え
ば
、
演
出
の
和
田
は
、
岸
田
の
待
つ
女
へ
の
関
心
を
古
典
作
品

と
関
連
付
け
、「
待
つ
女
、
と
い
う
と
能
の
『
砧
』
が
あ
り
ま
す
が
、

悲
し
さ
、
侘
し
さ
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
殆
ど
で
す
が
、

そ
の
点
へ
の
異
議
と
し
て
岸
田
さ
ん
は
描
か
れ
た
よ
う
に
思
い
ま

す）
11
（

」
と
分
析
し
て
い
る
。

岸
田
が
「
待
つ
女
」
を
描
く
時
期
は
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
始
ま

る
が
、
少
し
前
か
ら
、
古
典
的
な
「
待
つ
女
」
の
表
象
の
捉
え
返
し

が
、
現
代
短
歌
の
領
域
を
中
心
に
生
じ
て
い
た
。
そ
の
動
き
を
先
導

し
た
歌
人
、
馬
場
あ
き
子
は
、
一
九
六
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
歌
集

『
無
限
花
序
』
の
後
書
き
で
、「
待
つ
」
と
い
う
姿
勢
に
関
し
て
「
日

本
の
女
が
伝
統
的
に
持
っ
た
姿
勢
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
き
わ
め

て
消
極
的
に
見
え
な
が
ら
、
激
し
い
内
燃
を
秘
め
、
意
外
な
強
さ
さ

え
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か）

11
（

」
と
述
べ
る
。
待
つ
女
の

内
面
に
「
激
し
さ
」
や
「
強
さ
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
馬
場
の

眼
差
し
は
、「
待
つ
女
」
の
能
動
性
に
着
目
を
し
た
岸
田
の
眼
差
し

と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

馬
場
の
待
つ
様
子
を
捉
え
た
歌
は
、
一
九
六
〇
年
安
保
の
直
後
か

ら
編
ま
れ
始
め
る
。
歌
人
の
阿
木
津
英
は
、
そ
の
よ
う
な
馬
場
の
眼

差
し
を
「
六
〇
年
安
保
闘
争
や
労
働
組
合
運
動
や
、
政
治
闘
争
に
関

わ
っ
て
敗
北
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
、
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
も
の

―
男
女
に
関
わ
ら
ず

―
の
、
屈
辱
と
怒
り
と
、
ま

た
ひ
そ
か
に
恨
み
つ
つ
待
ち
こ
た
え
よ
う
と
す
る
執
念
と
、
そ
の
よ

う
な
も
の
の
比
喩
と
し
て
も
《
待
つ
》
と
い
う
テ
ー
マ
を
展
開
す

る）
11
（

」
と
も
分
析
を
す
る
。

岸
田
の
「
待
つ
」
と
馬
場
の
「
待
つ
」
を
関
連
付
け
る
史
料
は
現

段
階
で
は
無
い
が
、
岸
田
の
「
阿
呆
」
へ
の
関
心
が
寺
山
の
六
〇
年

安
保
後
の
文
化
状
況
へ
の
問
題
提
起
か
ら
生
じ
、
馬
場
の
「
待
つ

女
」
を
巡
る
表
現
の
営
み
が
六
〇
年
安
保
や
他
の
闘
争
で
の
敗
北
に

一
つ
の
源
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
同
時
代
的
な
現
象
と
し
て
注
目

に
値
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
岸
田
と
馬
場
の
創

作
の
時
期
は
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
文
化
を
捉
え
る

上
で
は
大
き
く
同
時
代
と
捉
え
う
る
範
疇
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

当
時
は
各
分
野
が
垣
根
を
越
え
て
交
流
を
行
う
時
期
で
あ
り
、
馬
場

は
舞
台
芸
術
の
創
作
に
携
わ
っ
て
い
た
し
、
寺
山
も
短
歌
を
詠
ん

だ
。
人
的
交
流
は
思
想
の
営
み
の
土
壌
を
培
っ
た
に
違
い
な
い
。
岸

田
の
「
待
つ
女
」
の
モ
チ
ー
フ
へ
の
着
目
は
、
一
九
六
〇
年
安
保
を

経
て
形
成
さ
れ
た
同
時
代
的
な
文
化
環
境
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
と
も

言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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六　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、「
待
つ
女
」
の
表
象
を
分
析
し
、
岸
田
の
問
題
意
識

を
探
っ
た
。
岸
田
は
『
宵
待
草
』
で
は
待
つ
女
の
側
か
ら
待
つ
こ
と

を
描
き
、
そ
の
能
動
性
を
示
し
た
。『
恋　

其
之
弐
』
で
は
敗
戦
後

の
長
屋
を
舞
台
に
、
戦
中
の
待
つ
時
間
が
培
っ
た
観
念
と
し
て
の
恋

と
共
同
体
の
関
係
を
描
き
、
人
々
が
共
同
体
の
担
い
手
か
ら
個
人
に

戻
る
様
子
を
示
し
た
。
最
後
の
『
三
人
姉
妹
』
で
は
、「
待
つ
女
」
で

あ
る
長
女
が
支
え
た
家
が
敗
戦
を
契
機
に
変
化
す
る
様
子
を
捉
え
た
。

三
作
品
に
共
通
す
る
も
の
は
「
待
つ
女
」
が
主
体
に
据
え
ら
れ
た

点
で
あ
る
。
岸
田
は
日
本
文
学
で
馴
染
み
の
類
型
的
表
象
の
「
待
つ

女
」
を
使
い
つ
つ
、
劇
展
開
の
中
で
そ
の
印
象
を
変
え
た
。
こ
の
よ

う
な
表
現
は
岸
田
の
劇
の
特
徴
と
し
て
認
識
・
評
価
さ
れ
て
い
く
。

例
え
ば
池
内
靖
子
は
一
九
八
四
年
初
演
の
『
糸
地
獄
』
を
「
ど
の
よ

う
に
女
た
ち
の
『
抑
圧
さ
れ
た
声
と
物
語
を
復
権
』
で
き
る
か
、
そ

の
演
劇
的
表
現
の
可
能
性
が
模
索
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る）

1（
（

」
と
分
析

す
る
が
、
こ
の
戯
曲
の
素
材
の
一
つ
は
実
は
『
宵
待
草
』
で
あ
り
、

『
宵
待
草
』
の
女
の
延
長
線
上
に
『
糸
地
獄
』
の
女
た
ち
は
居
る
。

『
宵
待
草
』
で
の
類
型
的
表
象
の
読
み
替
え
は
、『
糸
地
獄
』
が
持
つ

批
評
性
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

も
う
一
点
は
、
家
の
中
で
待
つ
時
間
か
ら
女
た
ち
を
解
放
す
る
と

い
う
劇
の
展
開
で
あ
る
。
岸
田
が
用
い
る
家
の
モ
チ
ー
フ
は
国
家
の

比
喩
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
家
の
中
で
待
つ
女
と
い
う
表
象
は
、
国

家
を
支
え
る
存
在
と
い
う
意
味
を
示
唆
す
る
。
今
回
取
り
上
げ
た

「
待
つ
女
」
は
、
み
な
戦
時
下
に
待
つ
役
割
を
担
い
、
戦
後
も
役
割

か
ら
離
れ
が
た
く
な
っ
た
者
た
ち
で
あ
る
。
劇
を
通
し
て
、
岸
田
は

そ
の
よ
う
な
女
た
ち
の
時
を
動
か
し
て
待
つ
時
間
を
終
わ
ら
せ
、
個

人
と
し
て
人
生
を
歩
み
だ
す
様
子
を
描
い
た
。

こ
の
よ
う
な
共
通
項
を
も
つ
「
待
つ
女
」
を
描
く
こ
と
は
、
共
同

体
と
個
人
の
関
係
性
を
描
く
こ
と
へ
と
繋
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
国

家
と
個
人
の
関
係
性
を
巡
る
問
題
意
識
の
も
と
で
行
わ
れ
た
表
現
活

動
で
あ
っ
た
。
本
論
の
最
後
で
は
同
時
代
の
「
待
つ
女
」
へ
の
眼
差

し
と
併
せ
て
岸
田
の
「
待
つ
女
」
を
捉
え
、
岸
田
の
問
題
意
識
を
同

時
代
性
の
中
に
置
く
こ
と
を
試
み
た
が
、
限
定
的
な
も
の
に
留
ま
っ

て
い
る
。
日
本
の
文
学
や
戯
曲
の
中
に
は
ま
だ
多
く
の
「
待
つ
女
」

が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
な
こ

と
だ
が
、
そ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
1
）	
戯
曲
は
既
刊
の
戯
曲
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
宗
方

駿
氏
保
管
の
一
九
八
六
年
に
再
演
さ
れ
た
際
の
上
演
台
本
を
参
照
す
る
。

（
（
）	

二
〇
二
二
年
八
月
六
日
に
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
で
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。
本
稿
で

使
わ
れ
て
い
る
富
田
の
発
言
は
こ
の
聞
き
取
り
時
の
も
の
で
あ
る
。
ま
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た
、
本
稿
で
用
い
ら
れ
て
い
る
富
田
三
千
代
、
和
田
喜
夫
の
聞
き
取
り

は
京
都
芸
術
大
学	

特
別
制
作
研
究
費
助
成
の
助
成
で
行
っ
た
。

（
3
）	
二
〇
二
二
年
一
〇
月
二
四
日
に
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
で
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。
本

稿
で
使
わ
れ
て
い
る
和
田
の
発
言
は
こ
の
聞
き
取
り
時
の
も
の
で
あ
る
。

（
（
）	

本
段
落
中
の
引
用
は
、
岸
田
理
生
『
宵
待
草
』
上
演
台
本
、
七
―
八
頁
。

よ
り
。

（
（
）	

同
書
、
二
十
四
―
二
十
五
頁
。

（
（
）	

同
書
、
五
十
七
頁
。

（
（
）	

本
一
文
の
中
の
引
用
は
、
佐
々
木
幹
朗
「
小
品
の
凝
縮
力
」『
新
劇
』
白

水
社
、
一
九
八
六
年
六
月
号
、
二
六
頁
。
よ
り
。

（
（
）	

本
一
文
中
の
引
用
は
、
岸
田
理
生
『
恋
』
而
立
書
房
、
一
九
九
二
年
、

八
九
―
九
〇
頁
。
よ
り
。

（
（
）	

本
段
落
中
の
引
用
は
、
同
書
、
一
四
一
頁
。
よ
り
。

（
10
）	

本
段
落
中
の
引
用
は
、
同
書
、
一
六
二
―
一
六
三
頁
。
よ
り
。

（
11
）	

本
段
落
中
の
引
用
は
渡
辺
保
「
恋　

其
之
弐
」『
新
劇
』
白
水
社
、
一
九

八
六
年
十
一
月
号
、
三
五
頁
。
よ
り
。

（
1（
）	

本
一
文
中
の
引
用
は
、
岸
田
理
生
『
恋
』
先
掲
、
一
七
一
頁
。
よ
り
。

（
13
）	

同
書
、
一
七
二
頁
。

（
1（
）	

同
書
、
一
七
三
頁
。

（
1（
）	

渡
辺
保
「
恋　

其
之
弐
」
先
掲
、
三
五
頁
。

（
1（
）	

戯
曲
は
既
刊
の
戯
曲
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
岸

田
の
実
家
に
保
管
さ
れ
て
い
た
上
演
台
本
を
参
照
す
る
。

（
1（
）	

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
書
『
岸
田
理
生
の
劇
世
界
―
ア
ン
グ
ラ
か
ら

国
境
を
越
え
る
演
劇
へ
―
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
、
一
四

五
―
一
四
七
頁
で
論
じ
て
い
る
。

（
1（
）	

本
一
文
中
の
引
用
は
、
寺
山
修
司
「
寺
山
修
司
―
「
私
」
を
撃
つ
」
扇

田
昭
彦
（
編
）『
劇
的
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
八
三
年
、

一
二
―
一
三
頁
。
よ
り
。

（
1（
）	

岸
田
理
生
『
三
人
姉
妹
』
上
演
台
本
、
四
―
五
頁
。

（
（0
）	

本
段
落
中
の
引
用
は
、
同
書
、
六
頁
。
よ
り
。

（
（1
）	

同
書
、
一
四
頁
。

（
（（
）	

同
書
、
一
七
頁
。

（
（3
）	

浦
雅
春
『
チ
ェ
ー
ホ
フ
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
四
年
、
一
七
五
頁
。

（
（（
）	

寺
山
修
司
・
岸
田
理
生
・
小
竹
信
節
・
浅
井
隆
・
樋
口
隆
之
・
森
崎
偏

陸
「
白
夜
討
論　

阿
呆
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
」『
地
下
演
劇
』
天
井
棧

敷
「
地
下
演
劇
」
編
集
委
員
会
、
一
一
号
、
一
九
七
七
年
、
四
〇
頁
。

（
（（
）	

同
書
、
四
二
―
四
三
頁
。

（
（（
）	

同
書
、
四
二
―
四
三
頁
。

（
（（
）	

岸
田
の
阿
呆
観
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
岸
田
理
生
の
劇
世
界
』
前
掲
、

第
一
章
第
二
節
で
論
じ
て
い
る
。

（
（（
）	

二
〇
二
二
年
一
〇
月
二
六
日
に
和
田
よ
り
メ
ー
ル
経
由
で
送
ら
れ
て
き

た
補
足
文
章
よ
り
。

（
（（
）	

馬
場
あ
き
子
『
馬
場
あ
き
子
全
集
第
一
巻　

歌
集
一
』
三
一
書
房
、
一

九
九
五
年
、
三
三
一
頁
。

（
30
）	

阿
木
津
英
「
女
歌
と
女
歌
論
議
の
時
代
―
七
○
年
代
か
ら
八
〇
年
代
前

半
ま
で
」『
新
編　

日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
一
一　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
文
学

批
評
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
二
八
〇
頁
。

（
31
）	
池
内
靖
子
「『
糸
地
獄
』
に
お
け
る
対
抗
的
語
り
と
身
体
性
―
「
母
殺
し
」

を
超
え
て
」『
第
二
次　

シ
ア
タ
ー
ア
ー
ツ
』
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
日
本
セ
ン
タ
ー
、

通
巻
二
八
号
、
二
〇
〇
六
年
、
五
九
頁
。
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