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語文122（2024・6　大阪大学国語国文学会）

森
鷗
外
「
田
楽
豆
腐
」
論

―
モ
ノ
と
空
間
の
表
象
に
潜
在
す
る
権
力

―

A
LA
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K
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GLU

 Burcu

一
　
は
じ
め
に

森
鷗
外
の
短
編
小
説
「
田
楽
豆
腐
」
は
、
一
九
一
二
年
九
月
一
日
発
行
の

雑
誌
『
三
越
』（
第
二
巻
第
十
号
）
に
発
表
さ
れ
、
翌
年
の
一
九
一
三
年
に

『
走
馬
灯
分
身
』（
二
卷
一
函
）
の
「
分
身
」
に
収
め
ら
れ
た
。
本
作
品
の
創

作
過
程
に
つ
い
て
は
鷗
外
の
一
九
一
二
年
七
月
二
十
一
日
の
日
記
に
「
夜
田

楽
豆
腐
を
書
き
畢
る
。」と
の
記
録
が
確
認
で
き
る
の
み
だ
が
、
先
行
研
究
で

は
ち
ょ
う
ど
こ
の
日
に
「
聖
上
階
下
御
重
体
」
の
記
事
が
一
面
ト
ッ
プ
で
報

じ
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
1
（

。
そ
の
翌
月
に
は
、
鷗
外
が
歴
史
小
説

を
書
く
端
緒
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
作
品
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」

（『
中
央
公
論
』）
が
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
田
楽
豆
腐
」
が
日
本
の

歴
史
の
中
で
、
ま
た
鷗
外
の
執
筆
活
動
の
中
に
お
い
て
、
変
遷
の
時
期
に
執

筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

「
田
楽
豆
腐
」
で
は
主
人
公
木
村
の
日
常
が
語
り
手
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ

て
お
り
、
主
に
三
つ
の
場
面
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
宅
で
木
村
が

新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
自
身
へ
の
批
判
記
事
を
読
み
な
が
ら
交
わ
す
妻
と

の
会
話
、
新
し
い
帽
子
を
買
い
に
行
っ
た
先
の
帽
子
店
の
〈
小
僧
〉
と
の
や

り
取
り
、
そ
し
て
、
自
分
の
庭
に
生
え
た
植
物
の
名
前
を
調
べ
る
為
に
向

か
っ
た
植
物
園
の
風
景
で
の
心
象
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
田
楽
豆
腐
」
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
発
表
媒
体
で
あ
る
『
三

越
』
を
想
起
さ
せ
る
〈
消
費
〉
の
問
題
と
、〈
管
理
・
弁
別
〉
の
イ
メ
ジ
ャ

リ
ー
を
手
掛
か
り
に
〈
思
想
弾
圧
の
問
題
〉
が
考
察
の
主
題
と
さ
れ
て
き
た
。

本
論
に
お
い
て
も
『
三
越
』
の
特
徴
、
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
、
作
品
の
一
要

素
と
し
て
の
〈
三
越
〉
に
つ
い
て
考
察
し
た
う
え
で
、
先
行
研
究
に
み
ら
れ

た
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
〈
近
代
化
〉
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
枠
を
通
し
て
考

察
し
直
し
、「
田
楽
豆
腐
」
に
お
け
る
〈
流
行
・
消
費
・
権
力
・
弾
圧
〉
の
問

題
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
　「
田
楽
豆
腐
」
の
先
行
研
究
と
そ
の
問
題
点

「
田
楽
豆
腐
」は
鷗
外
の
他
作
品
と
比
べ
、
発
表
当
時
か
ら
ほ
と
ん
ど
注
目
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さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
同
時
代
評
が
存
在
し
て
い
な
い
点
、
先
行
研
究
が

極
め
て
少
な
い
点
な
ど
か
ら
確
認
で
き
る
。

初
期
の
研
究
（
一
九
五
〇
年
代
後
半
～
七
十
〇
年
代
）
を
代
表
す
る
も
の

と
し
て
吉
田
精
一

）
2
（

や
稲
垣
達
郎

）
（
（

の
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
吉
田
精
一
は
「
不

思
議
な
鏡
」、「
ル
・
パ
ル
ナ
ス
・
ア
ン
ビ
ュ
ラ
ン
」、「
田
楽
豆
腐
」
が
〈
若

い
時
分
の
鷗
外
な
ら
ば
、
評
論
の
形
で
、
敵
手
の
息
の
根
を
と
め
る
ま
で
追

い
つ
め
ね
ば
や
ま
な
い
と
こ
ろ
を
、
小
説
の
形
を
借
り
て
、
自
嘲
諷
喩
の
形

で
表
現
し
て
い
る
〉
と
し
て
〈「
田
楽
豆
腐
」
は
、
表
面
の
な
に
気
な
さ
に
似

ず
、
何
や
ら
裏
面
に
象
徴
的
な
含
み
を
も
つ
て
い
る
ら
し
い
。
主
人
公
木
村

の
作
っ
て
い
る
花
壇
は
、
ひ
ょ
う
つ
と
す
る
と
文
壇
を
暗
に
諷
し
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。（
…
）
そ
う
し
て
見
れ
ば
、（
…
）
当
年
の
自
然
主
義
文
壇
の

横
暴
を
諷
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
稲
垣
達
郎
は

〈
文
壇
と
自
己
、
自
己
の
周
辺
な
ど
に
つ
い
て
、〈
自
然
〉
を
媒
介
と
す
る
寓

意
が
あ
る
ら
し
く
、
ど
う
に
で
も
読
め
る
お
も
し
ろ
い
作
品
で
あ
る
。〉と
述

べ
て
い
る
。
両
者
は
共
に
作
品
の
〈
寓
意
性
〉
を
作
者
自
身
の
周
辺
、
文
壇

と
の
関
係
と
結
び
つ
け
て
お
り
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
他
の
〈
木
村
物

）
4
（

〉

の
研
究
史
と
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
両
者
は
「
田
楽
豆
腐
」
を
作
者
自
身
の

周
辺
、
文
壇
に
対
す
る
意
思
を
示
す
た
め
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
評
し
て

い
る
。

七
十
年
代
と
九
十
年
代
の
間
は
、「
田
楽
豆
腐
」
研
究
に
は
新
し
い
発
見
が

見
ら
れ
ず
、
一
九
九
〇
年
代
の
研
究
で
着
目
す
べ
き
論
と
し
て
酒
井
敏

）
5
（

は
、

「
田
楽
豆
腐
」
を
〈
木
村
物
〉
と
す
る
一
連
の
作
品
の
一
つ
と
し
て
読
み
、「
田

楽
豆
腐
」
と
い
う
言
葉
に
お
け
る
〈
差
し
貫
か
れ
た
物
〉
の
イ
メ
ー
ジ
に
着

目
し
、〈
作
品
中
で
「
田
楽
豆
腐
」
が
〈
名
札
〉
＝
管
理
・
弁
別
す
る
も
の
、

「
蠅
打
」＝
殺
生
す
る
も
の
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
合
わ
せ
て
遣
わ
れ
て

い
る
〉
こ
と
か
ら
〈
警
察
国
家/

国
民
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
〉
を
読
み
取
り
、〈『
田

楽
豆
腐
』
に
は
ス
ト
レ
ー
ト
な
形
で
は
一
言
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

こ
の
事
実
（
引
用
者
注
―
大
逆
事
件
）
と
作
品
と
の
関
係
は
全
く
等
閑
に
付

さ
れ
て
き
た
が
、
明
治
体
制
の
内
側
に
も
身
を
置
き
、
自
身
も
そ
の
体
制
の

樹
立
に
関
わ
り
を
持
ち
続
け
た
鷗
外
森
林
太
郎
と
い
う
存
在
を
考
え
る
な
ら

ば
、
こ
の
事
実
は
、
作
品
の
背
景
と
し
て
意
識
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。〉

と
指
摘
し
て
い
る
。

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
研
究
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
瀬
崎
圭
二

）
6
（

、
小

泉
浩
一
郎

）
（
（

、
新
保
邦
寛

）
（
（

の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
瀬
崎
圭
二
論
は
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
的
観
点
に
着
目
し
、〈
明
治
三
〇
年
代
に
至
る
と
、
家
庭
問
題
を
主
題

と
し
た
数
々
の
家
庭
小
説
が
生
産
さ
れ
、
こ
の
〈
男
性
＝
生
産
／
女
性
＝
消

費
〉
の
構
造
の
も
と
に
、
様
々
な
物
語
群
が
明
滅
し
て
い
く
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。〉
と
述
べ
、「
田
楽
豆
腐
」
に
お
け
る
木
村
の
〈
実
用
的
価
値
に

よ
る
〉
消
費
の
在
り
方
と
木
村
の
妻
の
〈
流
行
に
拘
泥
す
る
〉
消
費
の
在
り

方
を
〈
男
性
＝
生
産
／
女
性
＝
消
費
〉
の
二
項
構
造
の
現
れ
と
し
て
解
釈
し

て
い
る
。
小
泉
浩
一
郎
は
主
に
自
然
観
に
着
目
し
、〈
秀
麿
物
〉
の
一
作
で
あ

る
「
藤
棚
」
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
が
、「
田
楽
豆
腐
」
に
お
い
て
、
自
宅
の

庭
に
繁
茂
し
た
植
物
の
勢
力
図
を
文
壇
へ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
読
み
、
当

時
の
制
限
さ
れ
た
言
論
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
し
て
〈
明
ら
か
に
当
時
の

思
想
検
閲
の
社
会
風
潮
に
対
す
る
暗
々
裡
の
批
判
で
あ
っ
て
、
あ
の
、
既
に

著
名
な
「
食
堂
」（
明
四
三
・
一
二
、『
三
田
文
学
』）
末
尾
に
お
け
る
大
逆
事
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件
被
告
へ
の
死
刑
求
刑
の
予
想
を
踏
ま
え
た
作
者
の
こ
れ
又
、
暗
々
裡
の
牽

制
と
好
一
対
〉
と
述
べ
て
い
る
。
新
保
邦
寛
が
「
田
楽
豆
腐
」
の
〈
本
質
は

時
評
〉
で
あ
る
と
評
し
、〈
同
時
代
の
植
物
に
関
す
る
情
報
を
満
載
す
る
小

説
〉
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、〈
明
治
末
期
〉
に
お
い
て
〈《
文
学
と
科
学
の

調
和
》
な
る
言
説
が
植
物
学
と
文
学
の
境
界
を
曖
昧
に
し
て
い
〉
た
同
時
代

文
脈
の
中
で
考
察
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
作
品
の
外
部
に
依
拠
し
、
ま
た
出
発
点
と
す
る
論

が
多
く
見
ら
れ
た
。
一
方
、
テ
ク
ス
ト
分
析
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と

は
言
え
ず
、
未
だ
分
析
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
研
究
に
お
い
て
、

テ
ク
ス
ト
分
析
に
集
中
し
、
先
に
述
べ
た
問
題
点
が
「
田
楽
豆
腐
」
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。

三
　
発
表
の
場
と
し
て
『
三
越
』

三
・
一
　
三
越
呉
服
店
と
『
三
越
』

『
三
越
』
は
三
越
呉
服
店
の
Ｐ
Ｒ
誌
で
あ
り
、
発
表
媒
体
で
あ
る
『
三
越
』

と
鷗
外
個
人
の
関
係
、
ま
た
Ｐ
Ｒ
誌
が
発
表
媒
体
で
あ
る
こ
と
の
問
題
意
識

と
「
田
楽
豆
腐
」
の
作
品
内
容
と
の
関
連
性
が
様
々
な
先
行
研
究
に
お
い
て

指
摘
さ
れ
て
き
た

）
（
（

。
鷗
外
は
明
治
四
十
年
代
、
作
品
の
発
表
媒
体
を
意
識
的

に
使
い
分
け
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、『
三
越
』
も

そ
の
例
外
で
は
な
い
。『
三
越
』
の
前
身
で
あ
る
『
時
好
』
に
発
表
さ
れ
た

「
三
越
」、『
三
越
』
に
発
表
さ
れ
た
「
さ
へ
づ
り
」（
一
九
一
一
年
三
月
一
日
）、

「
流
行
」（
一
九
一
一
年
七
月
一
日
）、「
女
が
た
」（
一
九
一
三
年
一
〇
月
一

日
）
な
ど
、
ど
の
作
品
も
「
田
楽
豆
腐
」
と
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
〈
階
級
〉、

〈
権
力
〉、〈
消
費
社
会
〉
に
着
目
し
て
い
る
。
作
品
の
一
要
素
と
し
て
の
〈
発

表
媒
体
〉、「
田
楽
豆
腐
」
に
見
ら
れ
る
問
題
意
識
の
背
景
と
し
て
の
〈
三
越
〉

に
つ
い
て
よ
り
詳
く
論
じ
る
た
め
に
、
雑
誌
『
三
越
』
の
形
成
に
至
る
過
程

と
三
越
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
の
歴
史
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三
越
呉
服
店
が
、
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
宣
言
を
行
っ
た
の
は
一
九
〇

四
年
一
二
月
で
あ
る
。〈
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
〉
の
誕
生
は
当
時
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
近
代
化
を
伴
う

新
し
い
消
費
の
在
り
方
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る

）
（1
（

。
日
本
の
場
合
、
三
越
の

デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
化
の
背
景
に
あ
る
文
化
状
況
の
一
つ
と
し
て
、
日

露
戦
争
の
勝
利
に
よ
り
国
際
社
会
で
の
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
獲
得
し
国

際
的
な
拡
大
を
邁
進
し
は
じ
め
、
生
産
と
消
費
の
レ
ベ
ル
で
西
洋
諸
国
と
肩

を
並
べ
は
じ
め
た
〈
日
本
〉
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
無
関
係
で
は
な
い
。
三

越
が
一
九
〇
六
年
前
後
に
〈
外
国
の
皇
族
、
軍
人
、
政
治
家
な
ど
貴
賓
客
を

迎
え
る

）
（（
（

〉
場
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
事
な
ど
を
考
え
る
と
、「
田
楽
豆
腐
」

に
お
い
て
、
個
人
（
国
民
）
の
レ
ベ
ル
で
―
購
買
力
、
趣
味
の
上
品
さ
、
ス

テ
ー
タ
ス
の
象
徴
と
し
て
―
描
か
れ
て
い
る
消
費
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
・
ス
テ
ー
タ
ス
の
形
成
は
、
三
越
の
よ
う
な
企
業
を
媒
介
と
し
な
が
ら

国
家
レ
ベ
ル
で
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
デ
パ
ー
ト
メ
ン

ト
ス
ト
ア
の
誕
生
は
、
個
人
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
。
神
野
由
紀
が

〈
大
量
の
「
も
の
」
が
展
示
さ
れ
る
中
で
そ
れ
ら
を
消
費
す
る
と
い
う
こ
と

を
〉
人
々
は
〈
初
め
て
経
験
し
た
〉
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
百
貨
店
の
誕

生
に
よ
り
「
も
の
」
と
人
と
の
関
係
は
変
容
し
て
い
っ
た
。〈
人
々
の
中
に
新

し
い
価
値
観
、
新
し
い
も
の
の
見
方
が
生
ま
れ
〉〈
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
消
費

5（



社
会
を
論
じ
る
時
に
必
ず
言
及
さ
れ
る
、
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
「
も
の
」
を
見

る
こ
と
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
〉
と
し
て
い
る

）
（1
（

。

〈
三
越
〉
が
国
内
そ
し
て
国
際
レ
ベ
ル
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ス
テ
ー

タ
ス
の
形
成
に
関
わ
る
た
め
に
は
ま
ず
〈
三
越
〉
と
い
う
記
号
自
体
が
、〈
ス

テ
ー
タ
ス
〉
の
意
味
性
を
内
包
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
三
越
が
デ

パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
化
し
た
当
時
〈
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
な
る
も
の

の
内
実
が
消
費
者
に
あ
ま
り
明
確
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
内
容
が
三
越
の
一

連
の
事
業
に
よ
っ
て
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
立
ち
現
れ
て
〉
い
き

）
（1
（

、〈
三
越
〉

と
同
時
に
〈
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
〉
の
意
味
内
容
も
共
に
構
築
さ
れ
て

い
っ
た
。
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
は
〈
モ
ノ
〉
を
消
費
者
に
販
売
す
る
と

共
に
、
モ
ノ
の
価
値
を
定
義
す
る
こ
と
で
文
化
的
指
標
の
担
い
手
と
し
て
の

自
身
の
価
値
を
高
め
る
こ
と
を
達
成
し
て
い
っ
た
。
特
に
国
内
レ
ベ
ル
で
の

形
成
に
お
い
て
は
、
消
費
そ
れ
自
体
に
社
会
的
価
値
を
付
加
さ
せ
る
イ
メ
ー

ジ
戦
略
を
打
ち
出
し
た
三
越
呉
服
店
を
め
ぐ
る
言
説
、
つ
ま
り
広
告
戦
略
、

ま
た
そ
の
延
長
線
に
あ
る
機
関
紙
の
作
品
群
の
意
義
は
無
視
で
き
な
い
。
文

学
作
品
と
三
越
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
を
あ
ら
わ
す
一
例
と
し
て
先
ほ
ど
述
べ
た

鷗
外
の
「
三
越
」
と
い
う
詩
を
挙
げ
た
い
。
こ
の
詩
は
、
も
と
も
と
一
九
○

七
年
一
月
（
鷗
外
の
い
わ
ゆ
る
文
芸
復
活
の
約
二
年
前
）
に
『
趣
味

）
（1
（

』
に
発

表
さ
れ
た
も
の
で
、
一
九
○
七
年
一
月
一
日
、
三
越
呉
服
店
の
当
時
の
機
関

誌
『
時
好
』
に
発
表
さ
れ
た
際
に
、
次
の
よ
う
な
紹
介
文
が
含
ま
れ
て
い
た
。

一
月
発
行
の
『
趣
味
』
に
は
腰
弁
当
氏
の
三
越
を
謳
へ
る
あ
り
き
。
腰

弁
当
と
は
果
た
し
て
誰
ぞ?

其
著
想
の
奇
し
き
、其
同
情
に
富
め
る
、其

筆
の
は
こ
び
の
尋
常
ら
ぬ
、
誰
が
見
て
も
第
一
流
の
詩
人
と
こ
そ
思
は

る
れ
。
果
然
！
『
平
民
新
聞
』
は
此
間
の
消
息
を
洩
ら
し
て
、
作
者
は

陸
軍
軍
医
監
森
鷗
外
博
士
な
り
と
い
ふ
。
然
る
か
然
る
か
果
し
て
然
る

か
。
吾
人
は
今
其
全
篇
を
転
載
す
る
に
当
り
、
こ
に
恭
し
く
敬
意
を
表

す
）
（1
（

。

瀬
崎
圭
二
が
「
時
好
」
編
集
部
の
紹
介
文
に
つ
い
て
〈
そ
の
詩
の
強
度
よ
り

も
「
陸
軍
軍
医
監
」
と
い
う
国
家
に
お
け
る
ス
テ
イ
タ
ス
や
「
博
士
」
と
い

う
学
歴
資
本
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
の
「
森
鷗
外
」
を
射
程
に
入
れ
た
上

で
の
評
価
で
あ
る
〉
と
述
べ
、〈
鷗
外
〉
の
名
が
権
威
的
に
強
調
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品
自
体
の
批
判
性
が
霧
散
し
く
買
え
な
い
「
か
は
ゆ
き

子
」
に
同
情
す
る
三
越
店
員
の
優
し
さ
を
描
い
た
詩
と
し
て
三
越
側
に
盗
用

さ
れ
て
い
く
様
相
〉
に
着
目
し
て
い
る

）
（1
（

。
一
方
で
次
の
引
用
文
に
お
い
て
、

〈
三
越
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
充
実
す
る
形
で
そ
の
意
味
内
容
が
成
立
し
て
い
る

点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、〈
三
越
〉
と
い
う
記
号
の
成
立
す
る
過
程
に
お
け
る

言
説
と
記
号
の
相
互
的
関
係
・
二
面
性
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

鷗
外
の
詩
「
三
越
」
も
、
既
に
存
在
す
る
三
越
に
対
す
る
一
定
の
認
知

に
依
存
す
る
形
で
生
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
な
ら
ば
、
三
越

の
名
や
場
を
知
ら
ず
、
そ
れ
が
醸
し
出
す
イ
メ
ー
ジ
を
感
受
し
て
い
な

い
読
者
に
は
そ
も
そ
も
こ
の
詩
の
価
値
は
お
ろ
か
、
こ
の
詩
の
意
味
さ

え
理
解
出
来
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
詩
が
文
学
作
品
と
し
て
成

立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
あ
の
空
白
の
広
告
が
試
み
た
よ
う

な
「
三
越
」
と
い
う
商
号
の
商
品
化
の
土
壌
は
あ
る
程
度
か
た
ま
り
つ

つ
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う

）
（1
（

。

つ
ま
り
、〈
三
越
〉
と
い
う
〈
名
〉
の
意
味
内
容
が
、
三
越
呉
服
店
と
い
う
物
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理
的
な
〈
場
〉
よ
り
も
、〈
三
越
〉
を
表
象
す
る
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
、
よ
り

依
拠
し
て
お
り
、〈
三
越
〉
を
舞
台
と
す
る
（
ま
た
は
別
の
形
で
示
唆
す
る
）

作
品
の
少
な
か
ら
ず
は
そ
の
メ
デ
ィ
ア
イ
メ
ー
ジ
に
則
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、『
三
越
』
と
「
田
楽
豆
腐
」
に
表
れ
る
問
題
意
識
の
関
連
性
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

三
・
二
『
三
越
』
と
「
田
楽
豆
腐
」

先
に
、
三
越
呉
服
店
の
伝
統
的
な
呉
服
屋
か
ら
百
貨
店
へ
と
変
化
し
て
い

く
過
程
と
、
そ
の
変
化
が
及
ぼ
し
た
時
代
状
況
を
確
認
し
た
が
、
山
崎
国
紀

の
言
葉
を
借
り
る
と
、〈
そ
れ
が
、
消
費
を
楽
し
む
時
代
す
な
わ
ち
大
量
消
費

社
会
の
到
来
を
見
据
え
た
上
で
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
〉
で
あ
り
、
三
越

呉
服
店
側
が
〈
消
費
を
促
す
べ
く
自
ら
が
流
行
を
作
り
出
し
か
つ
流
行
そ
の

も
の
で
あ
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
自
覚
を
〉
も
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で

あ
る

）
（1
（

。
そ
の
〈
自
覚
〉
の
現
れ
と
し
て
、
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
化
宣
言

の
約
半
年
後
、
一
九
〇
五
年
六
月
に
三
越
呉
服
店
に
よ
っ
て
〈
流
行
を
論
じ
、

批
評
、
研
究
し
、
さ
ら
に
将
来
に
わ
た
る
流
行
を
占
い
指
導
す
る
こ
と
を
主

旨
と
し
た

）
（1
（

〉
流
行
会
が
発
足
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

流
行
会
は
毎
月
行
わ
れ
て
お
り
、
各
回
の
会
議
の
内
容
や
出
席
し
た
メ
ン

バ
ー
の
情
報
が
次
の
号
の
『
三
越
』
で
報
告
さ
れ
て
い
た
。
鷗
外
も
流
行
会

に
入
会
し
て
お
り
、
そ
の
詳
細
は
山
崎
国
紀
の
論
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。

先
述
の
よ
う
に
「
田
楽
豆
腐
」
に
お
い
て
は
〈
三
越
〉
と
い
う
固
有
名
詞

が
発
言
さ
れ
て
お
ら
ず
、
場
所
設
定
と
し
て
も
登
場
し
な
い
が
、〈
三
越
〉
が

触
れ
ら
れ
な
い
こ
と
で
〈
ブ
ラ
ン
ド
〉
イ
メ
ー
ジ
が
想
起
さ
せ
る
〈
消
費
〉

の
概
念
を
脱
皮
し
、〈
流
行
〉、
そ
し
て
〈
消
費
〉
の
対
象
と
し
て
登
場
す
る

〈
モ
ノ
〉
や
〈
概
念
〉
が
強
調
さ
れ
、
問
題
意
識
は
経
済
的
な
意
味
に
留
ま
ら

な
い
〈
消
費
〉
と
し
て
広
が
る
の
で
あ
る
。「
田
楽
豆
腐
」
に
お
い
て
〈
流

行
〉
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
も
〈
モ
ノ
〉
で
あ
る
〈
帽
子
〉
を
め
ぐ
る
場
面

を
通
し
て
表
現
し
て
い
る
。〈
帽
子
〉
に
関
わ
る
会
話
の
中
で
、
強
調
さ
れ
る

の
は
〈
パ
ナ
マ
帽
〉
だ
が
、
そ
れ
は
、「
流
行
」
に
登
場
す
る
〈
立
派
な
洋
服

を
来
て
、
手
に
パ
ナ
マ
帽
を
も
つ
た
紳
士
〉
で
あ
る
三
越
の
使
い
の
衣
服
の

一
部
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
ま
た
「
田
楽
豆
腐
」
の
発
表
の
前
月
、
一
九

一
二
年
八
月
号
の
『
三
越
』
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
ア
イ
テ
ム
の
一
つ
と

し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た

）
1（
（

。
当
時
の
パ
ナ
マ
帽
に
つ
い
て
『
明
治
大
正
風
俗
語

典
』
で
槌
田
満
文
が
〈
南
米
エ
ク
ア
ド
ル
産
の
パ
ナ
マ
草
の
若
葉
を
さ
い
て

作
っ
た
夏
帽
子
だ
か
ら
〉
パ
ナ
マ
帽
と
呼
ば
れ
た
こ
の
帽
子
は
、〈
明
治
時
代

に
は
官
吏
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
帽
、
庶
民
層
の
ア
ン
ペ
ラ
帽
、
麦
藁
帽
と
と
も
に
、

も
っ
ぱ
ら
中
流
階
級
以
上
の
夏
帽
と
し
て
用
い
ら
れ
た
〉
と
述
べ
、〈
明
治
二

十
年
ご
ろ
に
一
時
流
行
し
た
パ
ナ
マ
帽
は
、
二
十
五
年
に
再
び
は
や
っ
た
が

（
…
）
一
般
に
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
三
十
五
年
以
後

で
あ
る
〉
と
説
明
し
て
い
る

）
11
（

。
こ
れ
は
〈
パ
ナ
マ
帽
〉
と
〈
階
級
〉
と
の
関

連
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
作
品
内
で
の
パ
ナ
マ
帽
な
ど
流
行
の

物
の
描
写
と
『
三
越
』
の
内
容
に
見
え
る
共
通
性
（『
三
越
』
は
流
行
の
最
先

端
の
ア
イ
テ
ム
が
紹
介
さ
れ
、〈
流
行
〉
が
作
ら
れ
る
「
場
」
で
あ
っ
た
こ

と
）は
現
在
に
至
る
ま
で
の
研
究
で
も
触
れ
ら
れ
て
き
た
が
、酒
井
敏
は
、作

中
で
浮
か
び
上
が
る
階
級
意
識
の
視
座
を
〈
木
村
物
〉
の
登
場
人
物
に
ま
で

広
げ
、〈
秀
麿
物
〉
と
比
較
し
な
が
ら
、
両
者
は
〈
鷗
外
の
創
作
意
識
の
中

で
〉〈
補
完
的
な
か
た
ち
で
対
に
な
っ
て
い
た
〉
と
指
摘
し
て
い
る

）
11
（

。
こ
こ

55



で
〈
木
村
物
〉
と
比
較
対
象
的
に
取
り
上
げ
ら
て
い
る
〈
秀
麿
物
〉（「
か
の

や
う
に
」、「
鎚
一
下
」、「
吃
逆
」、「
藤
棚
」）
が
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
〈
国
家
〉
を
形
成
す
る
為
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
歴
史
を
問
題
に
し

て
お
り
、
モ
ノ
に
新
た
な
意
味
・
価
値
が
付
加
さ
れ
て
い
く
近
代
化
の
過
程

へ
の
意
識
を
一
つ
の
主
題
と
し
て
い
る
点
で
〈
木
村
物
〉
と
〈
秀
麿
物
〉
が

根
本
的
な
問
題
意
識
の
類
似
性
を
を
持
ち
、「
田
楽
豆
腐
」
の
読
み
に
関
す
る

示
唆
を
提
供
し
て
い
る
。「
田
楽
豆
腐
」
の
従
来
の
研
究
に
お
い
て
〈
流
行
〉

の
根
本
に
あ
る
〈
モ
ノ
〉
に
新
た
な
意
味
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
は
〈
国
家
〉

の
基
盤
の
為
に
も
必
要
だ
っ
た
。

『
三
越
』
が
発
表
媒
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
浮
か
び
上
が
る
も
う
一
つ
の

問
題
は
、〈
読
者
の
問
題
〉
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
「
田
楽
豆
腐
」
が

〈
文
芸
雑
誌
〉
の
枠
を
外
し
た
『
三
越
』
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
〈
今
ま
で
見

落
と
さ
れ
て
い
た
一
つ
の
原
因

）
11
（

〉
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、「
田
楽
豆
腐
」
が
、
文

壇
に
注
目
さ
れ
ず
同
時
代
評
が
存
在
し
な
い
の
も
、
広
告
的
、
娯
楽
的
要
素

の
色
濃
い
『
三
越
』
に
発
表
さ
れ
た
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
発
表
場

と
作
品
の
受
容
・
評
価
の
問
題
は
、「
田
楽
豆
腐
」
の
作
品
内
で
も
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
以
下
の
場
面
を
挙
げ
た
い
。

「
け
ふ
も
何
か
あ
っ
て
」と
細
君
に
問
は
れ
て
、
こ
ん
度
は
木
村
が
短
笑

聲
を
洩
ら
し
た
。「
大
あ
り
だ
よ
。
文
藝
協
會
で
は
上
手
の
脚
本
を
上
手

の
役
者
が
す
る
。
土
曜
劇
場
で
は
下
手
の
脚
本
を
下
手
の
役
者
が
す
る
。

只
役
者
が
下
手
丈
に
、
け
れ
ん
の
な
い
の
が
取
柄
だ
と
云
っ
て
あ
る

よ
。」

先
の
場
面
は
木
村
と
妻
の
会
話
の
一
部
だ
が
、
妻
が
〈
蛙
を
飲
ん
で
ゐ
る
最

中
〉
の
、
つ
ま
り
自
分
へ
の
世
間
か
ら
の
批
判
を
飲
み
込
ん
で
い
る
木
村
に
、

今
日
の
新
聞
で
木
村
に
関
す
る
批
判
が
あ
る
か
と
聞
く
と
、
木
村
は
〈
大
あ

り
だ
〉
と
答
え
、
こ
こ
か
ら
木
村
の
翻
訳
し
た
も
の
が
土
曜
劇
場
で
上
演
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。〈
発
表
場
〉
が
文
芸
協
会
で
は
な
く
土
曜
劇
場
だ
っ
た

こ
と
が
作
品
の
評
価
軸
と
な
っ
て
お
り
、〈
場
〉
が
作
者
・
翻
訳
者
と
し
て
の

木
村
の
文
壇
か
ら
の
評
価
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
次
節
で
詳
し
く
考
察
し
た
い
。

ま
た
、
文
芸
雑
誌
に
そ
ぐ
わ
な
い
要
素
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
批
評
対
象

に
見
合
う
価
値
を
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
『
三
越
』
は
、
消
費
そ
の
も
の
に
価

値
を
与
え
る
た
め
の
媒
体
と
し
て
〈
買
う
経
済
力
を
持
っ
て
い
る
〉
者
を
主

な
対
象
に
し
た
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
成
功
し
た
。
そ
れ
は
『
三
越
』
に
お
い

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
商
品
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
主
に
中
流
階
級
者
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
し
て
お
り
、
つ
ま
り
「
田
楽
豆
腐
」
が
、
作
品
内
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
〈
日
を
除
け
る
為
に
夏
帽
子
を
被
る
と
言
う
こ
と
を
、
ま
だ
忘
れ
な
い

人
達
〉
に
ま
で
届
い
た
か
は
疑
問
で
あ
っ
た
。
知
や
教
養
を
消
費
者
に
要
求

す
る
〈
文
芸
雑
誌
〉
の
枠
を
逸
脱
し
た
『
三
越
』
は
経
済
的
階
級
意
識
を
ブ

ラ
ン
ド
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
す
る
こ
と
で
新
た
な
枠
を
作
り
出
し
た
。

四
　「
家
」
と
「
街
」
他
者
か
ら
見
た
木
村
像
と
木
村
の
自
己
像

四
・
一
　
木
村
と
妻

先
述
し
た
よ
う
に
「
田
楽
豆
腐
」
を
い
わ
ゆ
る
〈
木
村
物
〉
の
三
作
目
と

し
て
位
置
付
け
る
研
究
も
あ
る
。
本
論
で
は
連
作
と
し
て
の
〈
木
村
物
〉
の

問
題
意
識
に
つ
い
て
は
詳
述
し
な
い
が

）
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、「
田
楽
豆
腐
」
に
登
場
す
る
木
村
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の
妻
の
存
在
に
よ
り
浮
か
び
上
が
る
問
題
意
識
を
探
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は

妻
の
存
在
の
な
い
「
あ
そ
び
」
と
を
比
較
し
な
が
ら
論
じ
て
み
た
い
。

「
あ
そ
び
」（「
三
田
文
学
」
一
九
一
〇
年
八
月
）
は
木
村
の
起
床
か
ら
、
正

午
を
知
ら
せ
る
号
砲
ま
で
の
半
日
を
描
い
た
短
編
で
あ
り
、「
あ
そ
び
」
に
お

け
る
木
村
は
〈
一
度
妻
を
持
っ
て
、
不
幸
に
し
て
別
れ
た
〉
独
身
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
一
方
「
田
楽
豆
腐
」
で
は
結
婚
後
、
三
年
程
経
過
し
て
い
る

設
定
と
な
っ
て
お
り
、「
あ
そ
び
」
と
「
田
楽
豆
腐
」
の
冒
頭
部
分
の
シ
ー
ク

エ
ン
ス
が
、
こ
の
違
い
を
さ
ら
に
強
調
す
る
よ
う
に
比
較
対
象
的
に
描
か
れ

て
い
る
。
両
作
品
共
に
木
村
が
自
分
に
関
す
る
批
判
文
の
載
っ
た
新
聞
を
読

む
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。「
あ
そ
び
」
に
お
い
て
木
村
が
日
出
新
聞
の
自
分

に
対
す
る
批
判
文
を
読
ん
で
い
る
時
に
、
女
中
が
寝
屋
の
片
づ
け
を
し
て
い

る
。
一
方
「
田
楽
豆
腐
」
に
お
い
て
妻
は
家
事
を
し
な
が
ら
批
判
文
を
め
ぐ

る
会
話
の
相
手
を
し
て
い
る
。
そ
し
て「
あ
そ
び
」に
お
い
て
の
木
村
は〈
灰

色
の
空
か
ら
〉
降
っ
て
い
る
〈
細
か
い
雨
〉
を
避
け
る
為
に
蝙
蝠
傘
を
差
し

て
出
か
け
、「
田
楽
豆
腐
」
の
木
村
は
〈
日
を
避
け
る
た
め
に
〉
古
い
夏
帽
子

を
か
ぶ
っ
て
出
か
け
る
。
類
似
す
る
こ
の
二
つ
の
描
写
で
は
、〈
女
中
〉
と

〈
細
君
〉
の
存
在
も
対
比
的
で
あ
る
。
そ
の
対
比
性
に
着
目
し
た
酒
井
敏
は

「
あ
そ
び
」
に
お
い
て
〈
掃
除
や
食
事
の
支
度
、
木
村
の
弁
当
の
用
意
な
ど
の

家
事
を
し
て
い
る
の
は
、
女
中
で
〉
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
一
方
、〈
女
中
が

登
場
せ
ず
、
細
君
が
家
事
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
木
村
の
家
に
は
女
中
を

雇
う
だ
け
の
余
裕
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
〉
と
指
摘
し
、〈
家
事
だ
け
に
限
っ

て
み
れ
ば
、
細
君
は
女
中
代
わ
り
な
の
だ

）
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〉
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
木
村

の
家
の
経
済
状
況
の
問
題
に
よ
り
〈
女
中
の
仕
事
〉
で
あ
る
家
事
が
〈
細
君

の
仕
事
〉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
、
妻
は
家
事
に
限

ら
ず
家
庭
全
般
の
管
理
も
担
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
次

の
引
用
文
か
ら
窺
え
る
。

「
そ
ん
な
ら
あ
れ
に
な
さ
い
な
。
こ
な
ひ
だ
来
た
原
稿
料
の
残
り
が
ま

だ
十
円
あ
っ
た
で
せ
う
。
あ
れ
を
貯
金
に
入
れ
よ
う
か
と
思
つ
た
が
、

よ
し
ま
す
わ
。」

そ
の
後
、
木
村
は
妻
に
自
分
の
古
い
麦
藁
帽
子
を
出
し
て
く
れ
と
頼
む
が
、

木
村
が
新
し
い
帽
子
を
買
う
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
提
案
す
る
ま
で
妻
は
動

か
な
い
。
妻
の
存
在
に
よ
り
木
村
が
〈
家
〉
の
中
の
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
て

い
る
点
で
は
、
妻
は
「
あ
そ
び
」
の
女
中
と
同
じ
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言

え
る
が
、
家
事
を
一
任
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
家
庭
の
経
済
的
営
為
を

も
管
理
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

木
村
の
家
は
千
駄
木
に
あ
る
こ
と
が
本
文
で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
都
市

空
間
で
の
生
活
に
お
い
て
〈
家
の
管
理
〉
が
女
性
の
〈
仕
事
〉
に
な
っ
た

（〈
家
〉
が
女
性
の
管
区
）
の
は
、
大
量
生
産
へ
進
む
産
業
化
と
そ
の
生
産
過

程
に
お
け
る
男
の
役
割
の
増
大
の
影
響
に
よ
る
家
庭
内
に
お
け
る
役
割
の
再

分
化
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
男
性
が
〈
外
〉
で
仕
事
を
す
る
た
め
の
負
担
の

軽
減
を
目
的
に
女
性
が
家
庭
内
の
仕
事
を
一
任
す
る
と
い
っ
た
男
性
主
体
の

文
脈
の
中
で
の
〈
仕
事
の
分
担
〉
が
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
前
節
で
述

べ
た
、
明
治
以
前
か
ら
存
在
し
た
呉
服
店
が
近
代
化
の
流
れ
に
伴
い
〈
デ

パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
化
〉
し
て
い
く
過
程
と
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
く
、

ど
ち
ら
も
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
の
労
働
・
生
産
・
消
費
概
念
の
変
化
と

関
連
付
け
ら
れ
る
。
木
村
と
妻
の
関
係
を
、
当
時
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
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の
誕
生
を
も
た
ら
し
た
〈
消
費
〉
と
〈
生
産
〉
の
文
化
的
観
念
を
通
し
て

（「
さ
へ
づ
り
」
及
び
「
流
行
」
と
比
較
し
な
が
ら
）
論
じ
て
い
る
研
究
と
し

て
、
瀬
崎
圭
二
の
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
瀬
崎
圭
二
が
、
木
村
の
〈
実
用
的
価

値
に
よ
る
消
費
の
在
り
方
〉
と
、
木
村
の
妻
の
〈
あ
く
ま
で
も
流
行
に
拘
泥

す
る
消
費
の
在
り
方
〉
を
区
別
し
、
こ
れ
を
〈《
男
性=

生
産
／
女
性=

消

費
》
の
構
造
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
〉
と
し
て
い
る

）
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。
た
し
か
に
木
村
と

妻
の
関
係
は
当
時
の
消
費
文
化
の
表
象
と
し
て
、
木
村
の
〈
実
用
的
価
値
に

よ
る
消
費
の
在
り
方
〉
と
木
村
の
妻
の
〈
流
行
に
拘
泥
す
る
消
費
の
在
り
方
〉

が
対
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
〈
男
性=

生
産
／
女
性=

消
費
〉
の
構
造
〉
の
み
の
分
析
で
は
見
逃
し
て
し
ま
う
点
が
あ
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。
男
性
で
あ
る
小
川
の
〈
消
費
の
仕
方
〉
に
注
目
す
れ
ば
そ
れ
は

判
然
と
し
て
い
る
。
木
村
は
、
役
所
の
友
達
で
あ
る
小
川
の
そ
の
丁
重
な
帽

子
の
扱
い
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
き
の
ふ
小
川
が
畳
の
上
に
置
い
た
帽
子
を
拾
ひ
上
げ
て
、
柱
の
釘
に

掛
け
る
時
、
ひ
ど
く
大
切
に
扱
っ
か
つ
て
ゐ
る
と
思
っ
た
よ
。
あ
れ
が

好
い
の
か
い
。
と
こ
ろ
で
己
は
御
免
だ
。」

先
の
引
用
文
に
お
い
て
、
木
村
は
小
川
が
帽
子
を
〈
ひ
ど
く
大
切
に
扱
っ
て

ゐ
る
〉
様
子
を
皮
肉
的
に
語
っ
て
い
る
。
木
村
と
違
い
小
川
が
副
業
を
持
っ

て
い
る
様
子
は
窺
え
ず
、
小
川
の
家
庭
状
況
に
関
す
る
描
写
も
特
に
見
当
た

ら
な
い
が
、
木
村
の
経
済
状
況
で
は
高
額
な
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
パ
ナ
マ
帽
は

同
僚
小
川
に
と
っ
て
も
同
様
の
価
値
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
小
川

は
、
素
人
目
に
は
〈
パ
ナ
マ
帽
〉
に
見
え
る
〈
静
岡
パ
ナ
マ
〉
を
選
び
、〈
十

五
円
〉
す
る
パ
ナ
マ
帽
子
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
社
会
的
効
果
を
、

〈
六
円
か
七
円
位
し
た
〉帽
子
で
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
男
性
で
あ

る
小
川
で
あ
っ
て
も
流
行
の
物
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
る
ス
テ
ー
タ
ス
へ

の
欲
望
に
囚
わ
れ
て
い
る
様
子
を
木
村
の
冷
笑
的
な
視
点
を
通
し
て
描
い
て

お
り
、
こ
れ
は
生
産
と
消
費
の
問
題
が
男
性
・
女
性
の
特
性
の
枠
に
と
ど
ま

ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
細
君
の
存
在
は
、
作
品
空
間
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら

し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。「
あ
そ
び
」と
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
。「
あ

そ
び
」
に
お
い
て
、
独
身
木
村
が
、
家
を
出
て
停
留
場
ま
で
の
道
を
歩
き
な

が
ら
、
と
あ
る
店
の
前
を
通
る
際
、
店
の
主
人
が
自
分
に
対
し
て
〈
ど
ん
な

心
持
で
い
る
だ
ら
う
か
と
推
察
〉
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
こ
の
場
面
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
木
村
は
文
壇
に
お
い
て
の
自
分
へ
の
評
価
を
新
聞
や
雑
誌
の

批
評
等
で
把
握
は
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
〈
世
間
〉
か
ら
の
評
価
と
同
様
と

は
感
じ
ら
れ
ず
、
世
間
が
自
分
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
が
気
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
自
分
に
と
っ
て
重
要
な
〈
小
説
な
ぞ
を
書
く
も
の
〉
と
し
て
の
立
場

が
、
世
間
で
は
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
の
か
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
、
し

か
し
最
も
〈
外
部
の
目
〉
に
付
く
は
ず
の
自
分
の
外
見
に
対
し
て
は
気
に
す

る
素
振
り
も
な
く
ほ
と
ん
ど
無
頓
着
で
あ
る
。
で
は
「
田
楽
豆
腐
」
の
場
合

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

細
君
は
木
村
が
高
慢
な
事
ば
か
し
言
ふ
の
を
憎
ん
で
、
い
つ
も
冗
談
交

り
に
蛙
に
賛
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。（
…
）

「
去
年
だ
っ
て
、
余
所
の
人
は
皆
あ
の
鉢
巻
の
狭
い
の
を
被
つ
て
ゐ
る

の
に
、
あ
な
た
丈
鉢
巻
の
幅
の
馬
鹿
に
広
い
の
を
被
っ
て
ゐ
て
可
笑
し

か
っ
た
わ
。（
…
）
そ
れ
に
あ
な
た
が
一
人
鍔
の
広
い
の
を
被
っ
て
み
て
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は
可
笑
し
い
わ
。」

上
の
最
初
の
引
用
文
は
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
批
判
文
を
め
ぐ
る
会
話
で
あ

り
、
後
者
の
引
用
文
は
、
木
村
の
帽
子
を
め
ぐ
る
会
話
で
あ
る
が
、
こ
こ
か

ら
は
木
村
の
細
君
が
〈
外
部
の
目
〉
を
〈
家
庭
の
内
部
〉
へ
導
入
す
る
存
在

と
し
て
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
あ
そ
び
」
で
の
木
村
が

〈
外
部
〉
の
自
分
へ
の
評
価
を
推
測
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、

「
田
楽
豆
腐
」
で
は
家
庭
内
の
存
在
で
、
か
つ
〈
他
者
〉
で
あ
る
細
君
と
い
う

第
三
者
に
よ
り
外
部
が
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
な
客
観
性
を

獲
得
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
田
楽
豆
腐
」
に
お
い
て
木
村
が
家
族
の
〈
主

人
〉
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
自
身
の
外
見
と
イ
メ
ー
ジ
が
、
木
村
個
人
だ

け
で
な
く
、〈
家
庭
〉
そ
の
も
の
に
関
わ
る
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
無
関

係
で
は
な
い
。

ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
、「
あ
そ
び
」
に
お
い
て
の
雇
用
関
係
の
女
中
と

は
違
い
、「
田
楽
豆
腐
」
の
細
君
は
木
村
を
あ
る
程
度
制
限
で
き
る
権
限
を
有

し
て
お
り
、
後
段
の
引
用
文
の
あ
と
、
木
村
は
結
局〈
鉢
の
広
い
麦
藁
帽
子
〉

を
選
ぶ
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
細
君
と
の
会
話
が
〈
古
帽
子
〉
を
捨
て
、
新

し
い
帽
子
を
購
入
す
る
妥
協
点
へ
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
・
二
　
帽
子
店

木
村
の
抱
く
自
己
像
と
他
者
か
ら
見
た
木
村
像
の
ズ
レ
を
表
し
て
い
る
場

面
と
し
て
、
帽
子
店
で
の
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
時
、
パ
ナ
マ
帽
を
持
つ

こ
と
が
ど
の
よ
う
な
ス
テ
ー
タ
ス
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、

こ
こ
で
木
村
と
お
店
の
小
僧
の
会
話
に
着
目
し
た
い
。
そ
の
内
容
の
一
部
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
こ
こ
に
好
い
の
が
あ
る
ぢ
や
な
い
か
」「
そ
れ
で
す
か
。
そ
れ
は
旦
那

方
の
お
被
り
な
さ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
小
僧
の
笑
は
一
瞬
同
輩

に
対
す
る
や
う
な
、
馴
れ
々
し
い
笑
ひ
に
な
っ
た
。
自
分
が
揶
揄
は
れ

て
ゐ
る
と
思
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

「
ど
ん
な
人
の
被
る
の
だ
」
と
、
木
村
は
真
面
目
に
問
う
た
。

「
労
働
者
の
被
る
の
で
す
。」
頗
る
要
領
を
得
た
答
へ
で
あ
る
。「
か
う
見

え
て
己
も
労
働
し
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
れ
を
一
つ
く
れ
。」

木
村
が
〈
も
つ
と
鉢
の
広
い
は
無
い
か
〉
と
尋
ね
、
小
僧
は
〈
そ
ん
な
の
は

あ
り
ま
せ
ん
〉
と
答
え
る
。
朝
の
細
君
と
の
対
話
を
小
僧
と
再
現
す
る
か
の

よ
う
に
パ
ナ
マ
帽
を
勧
め
ら
れ
る
が
、
木
村
は
、〈
鉢
の
広
い
麦
藁
帽
子
が
一

山
積
ん
で
あ
る
の
に
〉
気
づ
き
、〈
こ
こ
に
好
い
の
が
あ
る
ぢ
や
な
い
か
〉
と

小
僧
に
促
す
場
面
で
あ
る
。
木
村
が
〈
労
働
者
〉
と
自
称
し
て
も
、
彼
が
肉

体
労
働
者
で
は
な
い
こ
と
が
小
僧
に
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
木
村
の
選
ん
だ

帽
子
は〈
旦
那
方
の
お
被
り
な
さ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
〉と
言
わ
れ
る
。
帽

子
は
〈
日
を
除
け
る
為
〉
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会
的
ス
テ
ー
タ
ス
を

指
し
示
す
表
象
で
も
あ
る
。
そ
の
二
重
の
目
的
・
意
味
の
レ
イ
ヤ
ー
の
境
界

が
〈
流
行
〉
に
よ
り
、
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
い
、
機
能
的
な
目
的
を
満
た
さ

な
い
帽
子
で
あ
っ
て
も
ス
テ
ー
タ
ス
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
引
き
立
て
ら
れ
て

い
る
。
妻
と
の
会
話
で
、〈
去
年
だ
っ
て
、
余
所
の
人
は
皆
あ
の
鉢
巻
の
狭
い

の
を
被
つ
て
ゐ
る
の
に
、
あ
な
た
丈
鉢
巻
の
幅
の
馬
鹿
に
広
い
の
を
被
っ
て

み
て
可
笑
し
か
っ
た
わ
〉と
笑
わ
れ
た
木
村
が
、労
働
者
の
帽
子
を
選
び
、鉢

巻
の
幅
の
広
い
帽
子
に
固
執
し
、
夏
帽
子
の
本
来
の
目
的
こ
だ
わ
る
。
流
行

の
最
先
端
を
紹
介
す
る
『
三
越
』
に
掲
載
さ
れ
な
が
ら
も
、
本
作
品
は
流
行
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や
コ
ー
ド
に
反
発
す
る
態
度
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
木
村
の
そ

の
よ
う
な
態
度
が
可
能
と
な
る
の
は
別
の
面
で
の
特
権
性
が
担
保
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
彼
は
役
所
の
仕
事
と
創
作
の
仕
事

を
収
入
源
と
し
て
持
ち
、
国
家
に
関
わ
る
仕
事
と
文
壇
の
一
メ
ン
バ
ー
の
両

方
の
ス
テ
ー
タ
ス
の
持
ち
主
で
あ
り
、
た
と
え
気
軽
に
で
は
な
く
て
も
、
パ

ナ
マ
帽
を
選
ぶ
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仕
事
の
内
容
や
経
済

的
状
況
に
よ
っ
て
〈
日
を
除
け
る
為
〉
に
麦
藁
帽
子
を
被
る
以
外
の
選
択
肢

を
持
っ
て
い
な
い
人
々
と
は
状
況
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

四
・
三
　
文
学
者
木
村

次
に
木
村
に
特
権
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
〈
文
学
者
〉
の
立
場
に
つ
い
て

考
察
し
た
い
。「
田
楽
豆
腐
」
は
〈
木
村
物
〉
の
他
の
二
作
と
異
な
り
、
文
学

者
木
村
が
全
面
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
役
人
と
の
二
重
性
に
つ
い
て
は
ほ
と

ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
「
田
楽
豆
腐
」
は
〈
作
家
〉
で
あ
り
な

が
ら
〈
翻
訳
者
〉
で
も
あ
る
こ
と
の
文
学
者
と
し
て
の
二
重
性
が
描
か
れ
て

い
る
。
木
村
は
執
筆
活
動
を
通
し
て
発
言
の〈
場
〉を
担
保
さ
れ
て
い
る
、
文

学
者
の
中
に
お
い
て
も
一
種
の
特
権
性
を
有
す
る
立
場
で
あ
る
一
方
で
、
文

壇
か
ら
批
判
さ
れ
、
毎
日
新
聞
で
は
悪
口
を
書
か
れ
る
な
ど
、
特
権
的
立
場

を
有
し
な
が
ら
も
、
方
々
で
門
外
漢
的
な
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
。〈
一
時
多
く

翻
訳
を
し
た
〉
木
村
に
〈
創
作
の
出
来
な
い
人
と
言
う
意
味
〉
で
〈
翻
訳
家

と
言
ふ
肩
書
を
付
け
ら
れ
た
〉
り
、〈
創
作
を
大
分
出
す
や
う
に
な
つ
て
か

ら
〉、〈
自
己
を
告
白
し
な
い
、
寧
ろ
告
白
す
べ
き
自
己
を
有
し
て
ゐ
な
い
〉

と
批
判
さ
れ
、〈
遊
び
の
文
芸
だ
と
〉
さ
れ
た
。
ま
た
、
哲
学
宗
教
の
対
話
を

書
く
と
、
エ
ク
サ
イ
ト
メ
ン
ト
の
な
い
作
だ
と
言
は
れ
〉、〈
写
実
的
に
犯
罪

を
書
く
と
、
探
偵
小
説
だ
と
言
は
れ
る
〉
が
、
そ
れ
ら
の
評
価
は
〈
ど
れ
も

価
値
が
な
い
〉
旨
を
指
す
意
図
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
結
局
、
木
村
は
、

〈
誤
訳
問
題
〉
の
せ
い
で
〈
誤
訳
者
〉
と
い
う
揶
揄
さ
れ
、
唯
一
評
価
さ
れ
て

い
た
翻
訳
者
と
し
て
の
資
質
も
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
田
楽
豆
腐
」に
お
け
る
木
村
に
関
す
る
批
判
の
特
殊
性
は
、
そ
こ
で
使
わ

れ
る
肩
書
き
が
こ
の
場
合
に
限
り
別
様
の
意
味
を
表
す
為
に
使
わ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。〈
翻
訳
家
〉
と
い
う
肩
書
き
に
よ
っ
て
、
木
村
の
数
あ
る
執
筆
活

動
の
う
ち
の
一
面
の
み
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
別
の
分
野
に
お

け
る
活
動
へ
の
批
判
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、〈
遊
び
の
文
芸
〉・〈
探
偵

小
説
〉・〈
エ
ク
サ
イ
ト
メ
ン
ト
の
な
い
作
〉
等
の
肩
書
き
が
、
当
時
主
流
の

文
芸
感
と
相
容
れ
な
い
木
村
の
創
作
を
、
芸
術
性
、
批
評
性
と
は
無
縁
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
や
形
容
で
表
現
す
る
こ
と
で
、
作
家
と
し
て
の
価
値
を
下
げ
る
意

図
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
肩
書
〉
は
、
文
壇
で
発
言
力
を
持
つ

立
場
の
人
に
よ
っ
て
、
多
岐
に
渡
る
活
動
を
す
る
木
村
の
文
壇
に
お
け
る
地

位
を
明
確
に
す
る
た
め
に
名
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に

は
〈
名
付
け
る
〉
行
為
の
恣
意
性
と
差
別
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。〈
肩
書
〉
を

通
し
〈
価
値
〉
が
表
れ
た
り
、
ま
た
そ
の
〈
肩
書
〉
に
含
ま
れ
て
い
る
〈
価

値
〉
は
名
付
け
ら
れ
た
も
の
の
〈
外
部
〉
の
世
界
で
の
位
置
を
決
め
る
も
の

で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
品
の
最
後
の
場
面
、
木
村
が
訪
れ
た
植
物
園
に
お

い
て
も
、
田
楽
札
で
名
付
け
ら
れ
た
植
物
を
通
し
て
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で

も
あ
る
。
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五
　
植
物
園
―
流
行
と
権
力

五
・
一
　
小
石
川
植
物
園
の
歴
史

「
田
楽
豆
腐
」で
登
場
す
る
植
物
園
は
、
東
京
大
学
理
学
部
附
属
の
文
京
区

白
山
御
殿
町
に
あ
る
小
石
川
植
物
園
で
あ
る
こ
と
は
先
行
研
究
に
お
い
て
も

指
摘
さ
れ
て
き
た

）
11
（

。
こ
の
植
物
園
が
小
石
川
植
物
園
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
が
明
治
八
年
の
こ
と
で
あ
り
、「
田
楽
豆
腐
」
の
〈
植
物
園
の

歴
史
的
な
黒
い
門
〉
の
描
写
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、
長
い
歴
史
を
も
っ
て

い
る
。
小
石
川
植
物
園
の
歴
史
は
江
戸
時
代
ま
で
遡
り
、
明
治
時
代
に
入
っ

て
か
ら
も
、
所
有
、
管
理
権
争
い
を
繰
り
広
げ
な
が
ら
、
時
代
の
要
求
に
従

い
目
的
や
名
称
を
変
え
つ
つ
存
続
を
続
け
て
き
た
〈
場
〉
で
あ
る

）
11
（

。
し
か
し
、

東
京
大
学
の
大
学
附
置
に
な
っ
て
か
ら
官
権
争
い
が
止
ん
だ
の
で
は
な
く
、

そ
の
後
も
ど
の
学
部
が
主
管
者
に
な
る
か
が
問
題
に
な
り
〈
小
石
川
植
物
園

が
元
来
が
薬
草
園
で
あ
る
の
だ
か
ら
こ
れ
を
医
学
部
の
所
属
と
す
べ
し
〉
と

い
う
見
方
と
、〈
植
物
学
の
研
究
を
目
的
と
す
べ
き
で
あ
り
理
学
部
の
所
属

と
す
べ
し
〉
と
す
る
二
つ
の
主
張
が
あ
っ
た
と
い
う
。
結
局
小
石
川
植
物
園

が
理
学
部
の
主
管
と
な
り
、
本
来
の
創
設
目
的
で
あ
っ
た
本
草
学
の
為
の
使

用
か
ら
植
物
学
の
為
へ
の
使
用
へ
と
移
行
す
る
こ
と
と
な
る
。
ち
な
み
に
、

植
物
園
は
元
来
、
薬
草
園
だ
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
草
学
は

〈
薬
草
を
含
め
薬
に
な
る
天
然
自
然
の
産
物
を
研
究
す
る
学
問
〉
で
あ
る
が
、

そ
の
ル
ー
ツ
を
本
草
学
が
日
本
で
流
行
し
始
め
た
当
時
（
徳
川
幕
府
時
代
）

の
社
会
状
況
と
結
び
つ
け
て
、
大
場
秀
章
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

激
し
い
覇
権
争
い
の
末
、
一
六
〇
三
年
に
江
戸
に
幕
府
を
開
い
た
徳
川

家
康
は
、
徳
川
家
に
よ
る
専
横
的
な
幕
藩
体
制
の
維
持
の
た
め
、
天
下

統
一
後
の
政
策
で
は
儒
学
を
重
ん
じ
た
と
い
わ
れ
る
。
彼
は
儒
学
、
中

で
も
朱
子
学
を
為
政
者
の
立
場
か
ら
重
用
し
、
身
分
制
度
を
支
え
る
基

盤
思
想
と
て
儒
教
的
礼
節
を
広
め
た
ば
か
り
か
、
儒
学
を
基
礎
と
し
て

学
問
を
支
援
し
た
。（
…
）
世
の
中
に
戦
闘
が
絶
え
平
穏
に
な
れ
ば
、

人
々
の
関
心
が
、
健
康
の
維
持
や
病
気
と
そ
の
治
療
に
向
く
こ
と
は
自

然
で
あ
る

）
11
（

。

当
時
、
本
草
学
が
社
会
状
況
を
維
持
す
る
為
、
権
力
者
に
支
持
さ
れ
、
小
石

川
植
物
園
は
そ
の
発
展
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
場
で
あ
っ
た
。

し
か
し
時
代
と
と
も
に
そ
の
名
称
（
小
石
川
御
殿
、
白
山
御
殿
、
大
病
院
附

属
御
薬
園
、
医
学
校
薬
園
等
）
や
、
所
有
者
の
変
遷
と
と
も
に
、
小
石
川
植

物
園
が
東
洋
的
な
本
草
学
か
ら
、
西
洋
的
な
植
物
学
へ
と
時
代
の
主
流
に
影

響
さ
れ
変
容
し
て
い
く
。
概
念
の
移
り
変
わ
り
を
象
徴
す
る
場
・
舞
台
で
も

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

五
・
二
　
植
物
園
の
描
写

植
物
園
は
小
説
の
最
後
の
場
面
で
木
村
が
訪
問
す
る
場
所
で
あ
る
。
木
村

の
自
宅
の
庭
に
〈
い
ろ
ん
な
西
洋
花
が
咲
く
や
う
に
な
〉
り
、〈
印
東
の
西
洋

草
花
な
ん
ぞ
を
買
っ
て
来
て
調
べ
て
〉
も
〈
種
性
の
知
れ
な
い
も
の
が
出
来

て
来
た
〉
の
で
そ
れ
を
調
べ
る
た
め
木
村
は
植
物
園
に
向
か
っ
た
。
前
項
で

植
物
園
の
明
治
末
期
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
の
歴
史

は
門
の
荘
厳
さ
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
、
木
村
は
〈
一
種
の
敬
虔
な
や
う
な
心

持
に
な
っ
て
、
札
を
買
っ
て
閾
を
跨
い
だ
〉。
木
村
は〈
梅
雨
の
晴
れ
た
日
の

強
い
光
線
を
浴
び
て
来
た
〉
目
が
ま
だ
辺
り
の
明
る
さ
に
慣
れ
な
い
ま
ま
、
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〈
札
を
出
し
な
さ
い
〉
と
指
示
さ
れ
る
。
そ
の
声
の
主
は
、〈
門
番
の
い
る
や

う
な
部
屋
の
高
く
張
っ
た
床
の
上
に
〉〈
腰
を
掛
け
て
ゐ
る
〉
洋
服
を
着
た

お
役
人
だ
っ
た
。〈
門
番
〉
の
役
割
を
担
う
こ
の
役
人
は
、
手
に
〈
田
楽
豆
腐

の
や
う
な
物
に
似
た
物
が
附
い
て
ゐ
る
〉
蠅
打
を
持
っ
て
、
そ
れ
を
差
し
伸

ば
し
て
〈
腹
立
た
し
げ
〉
な
声
で
、
木
村
に
札
を
入
れ
る
場
所
を
指
示
す
る
。

木
村
は
や
っ
と
気
付
き
、
箱
に
札
を
入
れ
園
内
に
進
む
。

木
村
が
花
の
名
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
と
〈
花
が
咲
い
て
る
て
札
が
立
て

て
無
い
〉
場
所
や
、〈
札
が
立
て
て
あ
っ
て
、
草
の
絶
え
て
し
ま
っ
た
〉
場
所

が
あ
っ
た
り
、〈
自
分
の
札
の
立
て
て
あ
る
所
か
ら
隣
へ
侵
入
し
て
ゐ
る
〉
草

を
見
か
け
、〈
花
壇
を
受
け
持
つ
て
ゐ
る
お
役
人
〉
も
〈
門
に
ゐ
る
お
役
人
〉

と
同
じ
く
、
仕
事
が
適
当
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
ま
た
、〈
草
刈
女
と
見

え
る
女
〉
を
見
か
け
る
が
、〈
そ
れ
に
指
摘
を
し
て
ゐ
る
や
う
な
人
は
一
人
も

見
え
な
い
〉。
こ
の
三
人
と
も
植
物
園
を
管
理
す
る
側
で
あ
る
が
、こ
の
場
に

お
い
て
管
理
者
と
し
て
の
〈
権
力
〉
は
偶
発
的
で
あ
り
、
管
理
の
仕
事
を
任

せ
ら
れ
て
い
る
〈
内
部
〉
の
者
が
そ
の
権
限
を
持
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な

い
。植

物
園
は
閉
じ
た
空
間
で
あ
り
、
部
外
者
の
関
与
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。

〈
門
に
ゐ
る
お
役
人
〉
の
態 

度
や
、〈
い
つ
も
鎖
さ
れ
て
ゐ
る
黒
い
問
〉
が
、

そ
の
閉
鎖
性
を
象
徴
し
て
い
る
。
で
は
、〈
外
部
〉
の
者
、
つ
ま
り
来
客
者
の

描
写
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
木
村
は
〈
寝
転
ん
だ
り
、
駆
け
回
っ
た
り
し
て
み

る
〉
小
学
生
ら
し
き
子
供
や
、〈
写
生
を
し
て
ゐ
る
美
術
学
校
の
生
徒
か
と
思

は
れ
る
や
う
な
青
年
〉、〈
ノ
ー
ト
と
参
考
書
と
を
開
い
て
、
熱
心
に
読
ん
で

ゐ
る
書
生
〉、〈
子
供
を
遊
ば
せ
て
み
る
〉子
守
等
を
見
か
け
る
。
ど
れ
も
、
植

物
園
を
〈
空
間
〉
と
し
て
共
有
し
な
が
ら
も
そ
の
空
間
の
内
部
に
変
化
を
与

え
る
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
く
、
植
物
を
見
た
り
、
写
生
し
た
り
し

て
、
そ
の
空
間
で
は
〈
見
る
者
と
し
て
の
見
ら
れ
る
者
〉
と
し
て
、
ど
こ
か

主
体
性
を
手
放
し
た
よ
う
な
、
風
景
に
浸
透
し
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
訪
れ
た
者
は
あ
く
ま
で
傍
観
者
と
し
て
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。

不
思
議
な
の
は
、
管
理
を
象
徴
す
る
者
た
ち
が
役
目
を
怠
っ
て
い
る
の
か
、

植
物
園
が
出
鱈
目
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
し
て
来
訪
者
の
誰

も
が
そ
の
状
況
に
特
段
不
満
を
抱
く
こ
と
も
な
く
風
景
に
溶
け
込
ん
で
い
る

こ
と
で
あ
る
。〈
管
理
〉
と
〈
権
力
〉
が
特
段
、
積
極
的
に
行
使
さ
れ
て
い
な

い
と
し
て
も
、
そ
の
出
鱈
目
さ
に
満
ち
た
空
間
が
不
可
視
な
権
力
を
喚
起
さ

せ
、
そ
の
表
象
は
来
訪
者
た
ち
に
内
面
化
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
権
力

の
表
象
を
内
面
化
し
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
て
い
る
来
訪
者
の
様
子
は
、〈
夏
帽

子
〉
の
本
来
的
な
目
的
を
忘
れ
〈
流
行
〉
に
囚
わ
れ
る
人
々
を
想
起
さ
せ
る
。

植
物
園
も
本
来
植
物
に
つ
い
て
学
ぶ
為
の
〈
場
〉
の
は
ず
だ
か
、〈
田
楽
豆
腐

の
や
う
な
物
〉
は
そ
の
目
的
を
果
た
し
て
い
な
い
。〈
物
に
は
流
用
と
言
ふ
こ

と
が
あ
〉
り
〈
蝿
打
は
蝿
を
打
つ
ば
か
り
の
物
で
は
な
い
〉
よ
う
に
、〈
田
楽

札
〉
も
、
付
け
ら
れ
た
物
が
何
で
あ
る
か
明
ら
か
に
す
る
だ
け
の
物
で
は
な

い
。
そ
れ
は
識
別
、
場
合
に
よ
っ
て
認
定
ま
た
は
否
認
・
排
除
す
る
も
の
で

も
あ
り
、
人
工
的
に
造
り
上
げ
ら
れ
た
空
間
で
あ
る
植
物
園
は
実
際
の
状
況

（
外
部
の
世
界
）
の
縮
尺
と
し
て
表
象
し
て
お
ら
ず
、〈
今
頃
市
中
で
売
っ
て

ゐ
る
西
洋
草
花
は
殆
ど
一
種
も
見
当
た
ら
な
い
〉
の
で
あ
る
。
ま
た
、
札
の

有
無
は
管
理
者
の
恣
意
に
過
ぎ
ず
そ
こ
に
明
確
な
意
図
は
感
じ
ら
れ
な
い
が
、

そ
の
不
作
為
が
、
生
い
茂
る
植
物
に
場
を
与
え
、
ま
た
は
奪
う
と
い
う
よ
う
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な
意
図
を
浮
上
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
管
理
の
恣
意
性
は
暴
力
と
し
て
機
能

し
、
木
村
の
庭
、
ひ
い
て
は
外
部
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
を
喚
起
さ
せ
る
。　

来
客
の
一
人
で
あ
る
木
村
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
木
村
は
、
植
物
園
に
入
場
し

た
直
後
か
ら
そ
の
歓
迎
ム
ー
ド
と
無
縁
の
空
間
を
体
感
し
、
目
の
前
に
現
れ

た
植
物
園
の
風
景
に
〈
少
し
失
望
〉
す
る
が
、
そ
れ
で
も
〈
傍
観
者
〉
と
し

て
た
だ
辺
り
を
観
察
す
る
だ
け
で
あ
る
。
結
局
木
村
は
西
洋
草
花
の
名
を
確

認
す
る
と
い
う
目
的
を
果
た
せ
ず
再
度
失
望
す
る
も
、
あ
づ
ま
屋
に
腰
掛
け

辺
り
を
眺
め
な
が
ら
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
う
ち
に
〈
子
供
が
木
蔭
に
寝
転
ぶ

に
も
、
画
の
稽
古
を
す
る
青
年
が
写
生
を
す
る
に
も
、
書
生
が
四
阿
で
勉
強

す
る
に
も
、
余
り
窮
屈
に
し
て
な
い
方
が
好
い
と
思
〉
う
。
つ
ま
り
こ
の
と

き
木
村
の
観
察
者
と
し
て
の
主
体
性
が
動
揺
し
、
観
察
さ
れ
る
側
で
あ
る
こ

と
を
受
容
れ
る
の
だ
。
植
物
園
は
学
問
的
な
合
目
的
性
か
ら
乖
離
し
た
空
間

だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
植
物
が
田
楽
札
の
指
示
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
田
楽
札
の
恣
意
性
の
粗
雑
さ
に
拘
束
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
々
も
ま
た
奇
し
く
も
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
植
物

園
の
風
景
を
形
成
す
る
存
在
と
し
て
付
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
の

場
面
に
お
け
る
〈
語
り
手
〉
の
存
在
に
注
目
し
た
い
。
作
品
の
冒
頭
部
か
ら

〈
語
り
手
〉は
木
村
と
距
離
を
取
っ
た
り
、
細
君
に
同
意
し
た
り
な
ど
、
そ
の

人
格
を
顕
に
し
て
い
た
が
、
植
物
園
に
お
い
て
は
見
え
隠
れ
す
る
恣
意
的
な

権
力
に
対
し
て
一
貫
し
て
風
刺
的
な
語
り
だ
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
は
〈
余

り
窮
屈
に
し
て
な
い
方
が
好
い
〉
と
思
い
至
る
木
村
に
対
し
〈
近
頃
極
端
に

楽
天
的
に
な
っ
て
来
た
や
う
で
あ
る
〉
と
皮
肉
る
。
観
察
者
と
し
て
訪
れ
た

木
村
は
他
の
来
客
と
異
な
り
、
植
物
園
の
学
問
的
空
間
と
し
て
の
出
鱈
目
さ

を
認
識
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
見
ら
れ
る
側
と
し
て
、
つ
ま
り
〈
傍
観

者
〉
と
し
て
腰
を
降
ろ
し
た
。
語
り
手
に
つ
い
て
〈
木
村
物
〉
の
他
作
品
と

も
共
通
し
て
い
る
点
が
、
主
人
公
木
村
の
言
葉
と
判
別
が
つ
き
に
く
い
場
面

が
多
々
あ
る
点
だ
が
、
こ
こ
で
は
最
後
に
植
物
園
の
空
間
の
有
様
を
肯
定
的

に
受
け
入
れ
る
木
村
に
対
し
、
語
り
手
は
明
ら
か
な
批
判
を
示
す
。
そ
の
批

判
的
ス
タ
ン
ス
は
木
村
の
〈
文
学
者
〉
と
い
う
肩
書
と
無
関
係
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
木
村
が
楽
観
的
に
眺
め
て
い
た
植
物
の
風
景
は
、
国

民
国
家
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
考
え
る
。

六
　
お
わ
り
に

本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
最
も
論
究
さ
れ
て
き
た
流
行
と
消
費
、

そ
し
て
権
力
の
二
つ
の
問
題
意
識
を
考
察
し
直
し
、「
田
楽
豆
腐
」
に
お
け
る

流
行
・
階
級
の
問
題
意
識
と
発
表
場『
三
越
』と
の
関
連
性
を
確
認
し
た
。
そ

し
て
他
者
か
ら
見
た
木
村
像
と
木
村
の
自
己
像
に
着
目
し
、
木
村
の
自
己
イ

メ
ー
ジ
は
明
確
で
は
な
い
が
妻
や
帽
子
売
り
と
の
や
り
取
り
か
ら
、
世
間
か

ら
要
請
さ
れ
る
振
る
舞
い
や
身
な
り
に
対
し
反
抗
的
な
態
度
を
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
木
村
と
妻
の
関
係
か
ら
近
代
と
と
も
に
変
容
し
た
生
産
と
消
費
の

概
念
、
お
よ
び
〈
家
〉
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
次
に
、
帽
子
店
に
お

い
て
帽
子
と
い
う
ア
イ
テ
ム
が
社
会
的
階
級
の
目
印
と
な
る
表
象
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
、
社
会
か
ら
要
請
さ
れ
る
表
象
を
拒
否
し
〈
労
働

者
〉
と
自
称
す
る
木
村
の
、
そ
の
拒
否
あ
る
い
は
選
択
の
自
由
が
存
在
す
る

こ
と
自
体
こ
そ
が
木
村
の
社
会
的
特
権
性
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
し
て
、

木
村
の
文
学
者
と
し
て
の
立
場
に
着
目
し
、
文
壇
に
よ
り
名
付
け
ら
れ
た
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〈
肩
書
〉の
指
し
示
す
文
脈
的
な
意
図
と
、
名
付
け
る
こ
と
の
暴
力
性
に
つ
い

て
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
暴
力
性
は
、
植
物
園
に
お
い
て
社
会
の
縮
尺
と
し

て
現
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
の
役
人
た
ち
の
管
理
は
無
秩
序
で
規
則
性
が
感
じ

ら
れ
な
い
、
不
作
為
の
管
理
と
も
い
え
る
空
間
の
暴
力
性
だ
っ
た
。〈
名
〉
を

も
つ
植
物
と
〈
名
〉
の
な
い
植
物
の
描
写
を
通
し
て
、
不
作
為
の
作
為
と
し

て
そ
の
〈
名
〉
が
奪
わ
れ
て
い
る
と
読
み
、
そ
の
よ
う
な
植
物
園
の
空
間
を

国
民
国
家
・
近
代
日
本
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。

最
後
の
場
面
で
語
り
手
が
〈
近
頃
極
端
に
楽
天
的
に
な
っ
て
来
た
〉
と

言
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
あ
そ
び
」
に
お
け
る
〈
文
学
者
〉
と
し
て
の
木
村
の

内
面
的
な
課
題
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
〈
戦
う
〉
姿
勢
は
、「
田
楽
豆
腐
」
に

お
い
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
木
村
は
草
木
の
名
称
を
知
る
た
め
に
訪
れ
た

植
物
園
で
、
本
来
の
目
的
を
担
っ
て
い
な
い
そ
の
出
鱈
目
さ
に
失
望
す
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
楽
し
む
来
訪
者
た
ち
を
眺
め
て
い
る
う
ち
に
木
村
自
身

も
次
第
に
風
景
に
溶
け
込
ん
で
い
く
。
国
民
国
家
・
近
代
日
本
の
ア
ナ
ロ

ジ
ー
と
し
て
の
植
物
園
に
対
し
て
木
村
の
抱
く
最
終
的
な
心
象
へ
の
語
り
手

の
皮
肉
は
、
潜
在
す
る
暴
力
性
を
見
極
め
な
が
ら
も
〈
戦
う
〉
姿
勢
を
見
せ

る
こ
と
も
な
く
〈
楽
天
的
〉
で
い
ら
れ
る
こ
と
へ
の
批
判
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
〈
木
村
物
〉
の
第
一
作
目
か
ら
第
三
作
目
に
か
け
て
の
木
村
の

内
面
の
変
化
を
指
し
示
す
。
こ
の
変
化
は
観
念
の
暴
力
に
与
し
な
い
た
め
の

無
関
心
的
態
度
と
も
読
め
る
が
、
社
会
の
現
状
維
持
を
推
進
さ
せ
る
だ
け
で

あ
る
こ
と
を
語
り
手
は
批
判
的
に
示
唆
し
て
い
る
。

注（
1
）　

酒
井
敏
「
森
鷗
外
の
『
田
楽
豆
腐
』
論
―
束
の
間
の
春
」、（『
森
鷗
外
研
究
』

一
九
九
一
年
二
月
二
十
日
）、
の
ち
に
浜
田
稚
代
が
「
森
鷗
外
と
大
逆
事
件
―

『
あ
そ
び
』『
食
堂
』『
田
楽
豆
腐
』研
究
」（『
富
大
比
較
文
学
』、
二
〇
一
〇
年

三
月
）
に
お
い
て
同
じ
点
に
着
目
し
た
。 

（
2
）　

吉
田
精
一
「
解
説
」（『
森
鷗
外
全
集
第
二
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
五
九
年
四

月
十
五
日
）

（
（
）　

稲
垣
達
郎
「
鷗
外
、
草
花
、
自
然
」（『
群
像
』
一
九
七
六
年
七
月
引
用
は

『
稲
垣
達
郎
学
芸
文
集
二
』
一
九
八
二
年
四
月
二
〇
日
、
筑
摩
書
房
よ
り
） 

（
4
）　
「
田
楽
豆
腐
」
は
、
木
村
と
い
う
名
を
持
つ
登
場
人
物
を
主
人
公
と
し
て
い

る
「
あ
そ
び
」（『
三
田
文
学
』
一
九
一
〇
年
八
月
）
お
よ
び
「
食
堂
」（『
三
田

文
学
』
一
九
一
〇
年
一
二
月
）
と
並
べ
い
わ
ゆ
る
〈
木
村
物
〉
と
称
さ
れ
て
い

る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
「
田
楽
豆
腐
」
を
〈
木
村
物
〉
と
し
て
の
一
連
の

作
品
と
し
て
の
読
み
と
、
単
独
の
作
品
と
し
て
の
読
み
、
両
方
の
パ
タ
ー
ン
が

み
ら
れ
る
。
本
項
に
お
い
て
は
〈
木
村
物
〉
前
二
作
の
問
題
意
識
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
後
者
の
方
を
挑
戦
す
る
。 

（
5
）　

同
上 

（
6
）　

瀬
崎
圭
二「
流
行
／
モ
ー
ド
を
追
う
女
性
―
三
越
、
白
木
屋
呉
服
店
Ｐ
Ｒ
誌

に
お
け
る
文
学
的
言
說
―
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
一
年
五
〇
卷
二
号
）

（
（
）　

小
泉
浩
一
郎
「
鷗
外
『
藤
棚
』
覚
え
書
き
―
作
品
空
間
の
隠
喩
性
を
め
ぐ
っ

て
」（『
湘
南
文
学
』
二
〇
〇
七
年
三
月
一
七
日
） 

（
（
）　

新
保
邦
寬
「
田
楽
豆
腐
論
―
〈
文
学
と
科
学
の
調
和
〉
の
時
代
／
越
境
す
る

〈
植
物
学
〉」（『
短
編
小
説
の
生
成
―
鷗
外
（
豊
熟
時
代
〉
の
文
業
、
及
び
そ
の

外
延
―
』、
二
〇
一
七
年
十
月
十
日
、
ひ
つ
じ
書
房
）

（
（
）　

鷗
外
と
雑
誌
『
三
越
』
及
び
三
越
呉
服
店
の
関
係
性
に
着
目
し
て
い
る
の
は

山
崎
国
紀
の
論
だ
が
、「
田
楽
豆
腐
」
と
発
表
場
の
『
三
越
』
に
よ
っ
て
浮
か

び
上
が
る
〈
流
行
〉
の
問
題
意
識
は
瀬
崎
圭
二
、
酒
井
敏
、
新
保
邦
寛
の
研
究

に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。 
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（
10
）　

神
野
由
紀
が
、
西
洋
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
百
貨
店
の
誕
生
に
つ
い
て〈
欧

米
、
そ
し
て
日
本
で
も
、
百
貨
店
の
誕
生
は
、
資
本
主
義
社
会
が
萌
芽
し
つ
つ

あ
る
時
期
に
必
然
的
に
現
れ
た
企
業
形
態
で
あ
る
と
い
う
経
済
的
な
側
面
だ

け
で
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
、そ
の
背
後
に
あ
る
文
化
状
況
と
非
常
に
密
接
な

影
響
関
係
を
も
つ
出
来
事
で
あ
っ
た
。〉
と
述
べ
て
い
る
。（『
趣
味
の
誕
生
：

百
貨
店
が
つ
く
っ
た
テ
イ
ス
ト
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
年
四
月
一
〇
日
、

引
用
は
二
〇
一
一
年
一
二
月
二
〇
日
）

（
11
）　

神
野
由
紀
、
同
上

（
12
）　

神
野
由
紀
、
同
上

（
1（
）　

瀬
崎
圭
二
、
同
上

（
14
）　

一
九
〇
六
年
六
月
か
ら
一
九
一
○
年
七
月
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
文
芸
雑

誌
。「
三
越
」
の
発
表
と
は
離
れ
て
い
る
が
、
鷗
外
は
の
ち
に
『
趣
味
』
に

「
白
」（
一
九
一
○
年
新
年
号
、「
鷗
外
口
訳
」
と
し
て
掲
載
）、
歯
痛
（
一
九
一

○
年
三
月
号
、「
鷗
外
訳
」
と
し
て
掲
載
）、
一
三
時
（
一
九
一
二
年
一
〇
月
号

「
鷗
外
口
訳
」
と
し
て
掲
載
）
等
の
翻
訳
を
発
表
し
て
い
る
。

（
15
）　
『
時
好
』
一
九
〇
七
年
二
月
一
日
（
第
五
卷
第
二
号
）

（
16
）　

瀬
崎
圭
二
「
名
が
商
品
に
な
る
と
き
―
三
越
の
報
告
と
懸
賞
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
文
学
年
報
2
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
地
平
』
島
村
輝；

飯
田
祐
子；
高
橋

修；

中
山
昭
彦；

吉
田
司
雄
編
世
織
書
房
、
二
〇
〇
五
年
八
月
）

（
1（
）　

瀬
崎
圭
二
、
同
上

（
1（
）　

山
崎
国
紀
「
百
貨
店
『
三
越
呉
服
店
』
の
誕
生
」「『
流
行
』
及
び
『
さ
へ
づ

り
』
の
周
辺
―
鷗
外
と
〈
三
越
〉
の
関
係
―
」（『
森
鷗
外
研
究
』
（
一
九
八

九
年
二
月
）

（
1（
）　

山
崎
国
紀
、
同
上

（
20
）　

こ
こ
で
そ
の
要
点
を
述
べ
る
と
、
鷗
外
の
流
行
会
へ
の
入
会
日
は
よ
く
わ

か
っ
て
な
い
が
、
一
九
一
○
年
十
一
月
八
日
の
日
記
に「
三
越
の
流
行
会
に
ゆ

く
」と
い
う
記
述
に
が
あ
り
、
こ
の
日
が
鷗
外
の
初
め
て
の
出
席
し
た
日
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、鷗
外
日
記
の
記
録
に
基
づ
く
限
り
で
は
一
九
一
○
年
か
ら

一
九
一
三
年
ま
で
の
間
、合
計
八
回
参
加
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
三
越
の
流
行

を
作
る
こ
と
に
対
す
る
〈
自
覚
〉
と
鷗
外
の
そ
れ
に
対
す
る
意
識
は
こ
こ
で
結

び
つ
い
て
お
り
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
鷗
外
の
「
三
越
」、「
さ
へ
づ
り
」、

「
流
行
」、「
女
が
た
」
等
の
作
品
に
表
れ
て
い
る
。

（
21
）　

一
九
一
二
年
八
月
号
の
『
三
越
』

（
22
）　

槌
田
満
文「
パ
ナ
マ
帽
―
き
も
の
姿
の
男
性
用
夏
帽
」（『
明
治
大
正
風
俗
語

典
』、
角
川
書
店
、
初
版
一
九
七
九
年
、
引
用
は
一
九
八
〇
年
九
月
十
日
） 

（
2（
）　

酒
井
敏
、
同
上

（
24
）　

浜
田
稚
代
、
同
上

（
25
）　

筆
者
の
「
あ
そ
び
」
に
関
す
る
論
は
『
阪
大
近
代
文
学
研
究
』
第
22
号
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
「
森
鷗
外
「
あ
そ
び
」
論
―
観
念
に
抗
す
る
態
度
と
し
て
の

〈
あ
そ
び
〉」
に
て
確
認
で
き
る
。

（
26
）　

酒
井
敏
、
同
上

（
2（
）　

瀬
崎
圭
二「
流
行
／
モ
ー
ド
を
追
う
女
性
―
三
越
、
白
木
屋
呉
服
店
Ｐ
Ｒ
誌

に
お
け
る
文
学
的
言
說
―
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
一
年
五
〇
卷
二
号
）

（
2（
）　

関
良
一
「
語
注
」（『
森
鷗
外
全
集
第
二
卷
』
筑
摩
書
房
、
一
九
五
九
年
四
月

十
五
日
）〈
在
東
京
大
学
理
学
部
附
属
植
物
園
。
も
と
白
山
御
殿
と
称
し
、
館

林
家
の
別
荘
。
文
京
区
白
山
御
殿
町
に
あ
る
。
鷗
外
は
よ
く
こ
こ
を
訪
れ
た
。〉

（
2（
）　

大
場
秀
章
は
小
石
川
植
物
園
幕
府
時
代
か
ら
明
治
一
〇
年
ま
で
の
変
遷
過

程
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
幕
府
の
混
乱
期
に
も
薬
園
は
存
続

し
た
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
瓦
解
後
、
明
治
元
の
で
あ
る
年
六
月
一
一
日
医
学
所

頭
取
前
田
信
輔
、
大
西
道
節
が
こ
れ
を
請
け
取
り
、
東
京
府
の
管
轄
に
移
し
、

大
病
院
附
属
御
薬
園
と
な
り
、
御
薬
草
栽
培
方
試
輔
の
植
村
千
之
助
、
阿
部
将

翁
（
樸
櫟
斎
）
と
共
に
元
の
岡
田
左
衛
門
の
役
宅
に
入
り
、
御
薬
園
の
林
彦
輔
、

山
田
紋
司
及
び
園
丁
八
名
と
と
も
に
居
住
し
、
植
物
の
管
理
を
行
っ
た
。（
…
）

明
治
二
年
に
は
大
学
東
校
の
管
轄
と
な
っ
て
、医
学
校
薬
園
と
称
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
明
治
四
年
七
月
に
は
大
学
東
校
薬
園
と
呼
ば
れ
た
。
明
治
六
年
三
月

に
は
太
政
官
博
覧
会
事
務
局
に
属
し
、
医
学
校
薬
園
（
明
治
二
年
）、
大
学
東
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校
薬
園
、
文
部
省
博
物
局
、
太
政
官
博
覧
会
事
務
局
へ
併
合
と
目
ま
ぐ
る
し
い

変
遷
を
経
て
、
明
治
八
年
二
月
に
文
部
省
所
管
教
育
博
物
館
附
属
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
明
治
一
○
年
に
東
京
大
学
の
創
立
と
と
も
に
大
学
附
置
の
植
物
園
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。」（『
日
本
植
物
研
究
の
歴
史
小
石
川
植
物
園
三
〇
〇
年
の

歩
み
』
東
京
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
九
九
六
年
十
一
月
））

（
（0
）　

同
上

（
ブ
ル
ジ
ュ
・
ア
ラ
ジ
ャ
ク
ル
オ
ー
ル　

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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