
歴
史
の
「
終
わ
り
」
と
文
学
の
「
終
わ
り
」

●
小
林　
今
日
は
、
叙
事
詩
を
ヒ
ン
ト
に
、
歴
史
と

文
学
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
田
中
さ
ん
は
、

叙
事
詩
の
時
代
の
歴
史
学
を
中
心
に
、
叙
事
詩
の
時

代
か
ら
、
歴
史
学
の
誕
生
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
文
学

と
歴
史
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
起
源
を
も
ち
、

ど
の
よ
う
に
分
か
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
研
究
さ
れ

て
き
た
の
で
す
が
、
私
の
方
は
、
あ
る
意
味
ジ
ャ
ン

ル
と
し
て
分
か
れ
た
歴
史
学
・
文
学
と
い
う
も
の
が
、

そ
の
後
ど
う
考
え
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
関

心
を
寄
せ
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
な
か
で
共
通
す
る
問
題
と
し
て
、
こ
れ
は
や

は
り
、
近
代
以
降
の
我
々
と
い
う
事
情
か
ら
か
、
ヘ
ー

ゲ
ル
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

い
わ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
あ
る
種
の
物
語
の
あ
り

方
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く
「
終
わ
り
」
か
ら
見
た
あ

る
種
の
世
界
観
と
も
い
え
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
こ

れ
が
歴
史
の
方
も
文
学
の
方
も
非
常
に
大
き
く
覆
っ

て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
歴
史
的
に
は

我
々
の
直
近
の
世
紀
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

そ
う
い
っ
た
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
私
か
ら
聞
き
た

い
の
は
、
田
中
さ
ん
は
歴
史
学
者
、
歴
史
家
と
い
う

視
点
で
ず
っ
と
考
え
て
き
た
と
思
う
の
で
す
が
、
仮

に
「
現
代
の
」
、
と
い
う
言
い
方
を
す
れ
ば
、
現
代

の
我
々
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
描
く
べ
き

な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
描
い
て
い
く
べ
き
な

の
か
、と
い
う
と
こ
ろ
を
ま
ず
質
問
し
た
い
の
で
す
。

●
田
中　
大
き
な
質
問
で
す
ね
。
ま
ず
は
、
二
人
の

視
点
の
ち
が
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
重

要
な
の
は
、
「
終
わ
り
」
の
ち
が
い
で
す
。
文
学
に

も
歴
史
学
に
も
終
わ
り
は
あ
り
ま
す
が
、
後
者
の
終

わ
り
は
、
究
極
の
終
わ
り
で
す
。
Ｓ
Ｆ
と
い
っ
て
も

い
い
よ
う
な
、
人
間
社
会
そ
れ
自
体
の
終
わ
り
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
終
わ
り
が
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
宇
宙

的
な
災
厄
に
も
と
づ
く
人
間
の
絶
滅
。
あ
る
い
は
、

も
う
や
る
こ
と
が
な
い
、と
い
う
タ
イ
プ
の
終
わ
り
。

残
っ
て
い
る
の
は
老
後
の
余
暇
だ
け
。
死
を
待
つ
以

外
の
運
命
も
使
命
も
な
く
現
在
が
だ
ら
だ
ら
続
く
。

歴
史
と
い
う
大
き
な
世
界
を
、
結
構
の
つ
い
た
物
語

と
し
て
描
こ
う
と
す
る
と
、
人
間
の
貧
し
い
想
像
力

が
そ
ん
な
世
界
を
喚
起
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

小
　
林
　
敦
　
子

田
　
中
　
希
　
生

歴
史
と
文
学—

叙
事
詩
の
可
能
性—
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で
す
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
人
間
的
な
誤
謬
で

あ
っ
て
、
そ
の
種
の
終
わ
り
は
、
議
論
の
中
心
か
ら

遠
ざ
け
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

そ
れ
よ
り
も
っ
と
実
践
的
に
考
え
て
み
る
べ
き
で

す
ね
。
歴
史
学
者
は
、
な
ぜ
歴
史
に
締
め
く
く
り
を
、

も
っ
と
穏
健
な
言
い
方
を
す
れ
ば
「
区
切
り
」
を
つ

け
て
し
ま
う
の
か
。
つ
ま
り
、
終
わ
り
の
あ
と
で
歴

史
を
書
く
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
す
が
、
そ
れ
を
「
歴

史
は
終
わ
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
だ
け

で
は
足
り
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ど
れ
ほ
ど
虚
構

的
に
み
え
て
も
、
始
ま
り
と
終
わ
り
を
つ
け
る
、
す

な
わ
ち
物
語
る
こ
と
を
生
業
と
す
る
詩
人
が
存
在
し

な
け
れ
ば
、
歴
史
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
そ
の
点
、
も
し
本
当
の
意
味
で
歴
史
が
終

わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
な
ら
、
歴
史
学
者
が

詩
的
想
像
力
を
一
切
失
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
不
思

議
な
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
不
思
議

で
も
な
ん
で
も
な
い
、
人
間
の
滅
亡
と
詩
人
の
失
踪

は
、
歴
史
に
お
い
て
は
同
じ
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
九
〇
年
代
以
降
し
ば
し
ば
ひ
と
の
口
に
の

ぼ
せ
る
「
歴
史
の
終
焉
」
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
い
う
詩
人
、

た
と
え
ば
ホ
メ
ロ
ス
の
よ
う
な
存
在
が
い
な
く
な
る

と
い
う
意
味
以
外
に
は
な
い
。—

対
象
は
あ
っ
て

も
そ
れ
を
語
る
人
間
が
い
な
け
れ
ば
終
わ
る
、
と

い
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
人
生
を

語
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
ひ
と
つ
の
歴
史
な
の
で
す
。

こ
と
終
わ
り
に
関
し
て
、
対
象
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

詩
人
な
し
に
は
始
ま
る
こ
と
も
終
わ
る
こ
と
も
で

き
な
い
、
そ
れ
が
歴
史
で
す
が
、
詩
人
の
後
退
が
、

今
日
の
、
現
在
だ
け
が
だ
ら
だ
ら
続
く
世
界
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
も
な
ん
で
も

な
い
、
地
獄
の
現
在
で
す
ね
。

●
小
林　
そ
れ
は
詩
的
な
想
像
の
な
か
に
お
け
る
、

「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
と
い
う
こ
と
を
、
田
中

さ
ん
は
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

●
田
中　
そ
う
で
す
。
た
だ
し
、
厳
密
に
は
、
終
わ

り
と
い
う
よ
り
「
中エ

ポ
ケ
ー断

」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き

こ
と
で
す
。
と
い
っ
て
も
、
懐
疑
派
や
現
象
学
者
の

よ
う
に
い
う
の
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
が
輪
廻
に
つ

い
て
語
っ
て
い
ま
し
た
。
千
年
地
獄
で
過
ご
し
て
、

ま
た
こ
の
世
に
戻
っ
て
き
て
百
年
生
き
る
。
そ
し
て

ま
た
あ
の
世
で
千
年
過
ご
し
て
、
と
い
う
、
あ
の
連

鎖
で
す
。
始
ま
り
や
終
わ
り
に
み
え
る
も
の
は
実
際

に
は
中
断
で
あ
り
、
も
っ
と
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、

エ
ポ
ッ
ク
で
す
ね
。
人
生
に
区
切
り
を
つ
け
る
た
め

に
、
ひ
と
は
歴
史
を
書
き
ま
す
。
し
か
し
だ
か
ら
と

い
っ
て
生
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
。
エ
ポ
ッ
ク
の
瞬
間
、
ご
く
わ
ず
か
な
時
間
の
な

か
で
、
あ
の
世
と
こ
の
世
、
異
質
な
も
の
が
出
会
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
出
会
い
を
可
能
に
す
る
も

の
こ
そ
、
歴
史
学
者
の
つ
け
る
区
切
り
で
あ
る
べ
き

で
す
。
叙
事
詩
も
そ
の
点
は
違
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
こ
に
は
な
に
か
中
間
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
ひ
と

つ
の
レ
ク
イ
エ
ム
が
あ
る
。

歴
史
家
と
詩
人

●
田
中　
さ
て
、
私
か
ら
聞
き
た
か
っ
た
こ
と
の
一

つ
に
、
小
林
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論

と
実
際
の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
差
異
が
あ
り
ま
す
。
ヘ
ー

ゲ
ル
を
ゲ
ー
テ
や
折
口
信
夫
と
並
べ
て
よ
い
か
ど
う

か
。
歴
史
と
詩
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
な
か
で
区
別
さ
れ
て

議
論
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
文
学
者
で
あ
る
小
林
さ
ん

が
こ
の
区
別
を
と
り
あ
げ
る
理
由
は
よ
く
わ
か
り
ま

す
し
、
自
然
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
が
私
と
し
て

は
、
詩
と
歴
史
と
は
区
別
で
き
な
い
、
と
い
う
と
こ

ろ
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
き
た
い
の
で
す
。
ゲ
ー
テ
の
場

合
、
吟
唱
者
と
役
者
が
と
も
に
詩
人
と
み
な
さ
れ
、

両
者
の
区
別
は
状
況
の
違
い
、
つ
ま
り
外
在
的
な
区

別
で
し
か
な
い
。
吟
唱
者
と
役
者
、
す
な
わ
ち
歴
史



55 シンポジウム　歴史と文学—叙事詩の可能性—

を
語
る
人
も
歴
史
の
登
場
人
物
も
、
と
も
に
詩
人
と

み
な
そ
う
と
い
う
、
ゲ
ー
テ
の
考
え
に
、
私
は
興
味

を
感
じ
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

●
小
林　
率
直
に
言
っ
て
、
私
自
身
、
ゲ
ー
テ
の
思

想
を
最
も
高
く
評
価
し
た
い
気
持
ち
が
あ
り
ま
す
。

現
代
で
は
あ
ま
り
そ
の
よ
う
に
は
語
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
ど
う
あ
っ
て
も
近
代
文
学
の
直
系
の
起
源
の
一

つ
は
ゲ
ー
テ
に
あ
り
ま
す
。
ゲ
ー
テ
は
古
典
的
存
在

で
あ
っ
て
も
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
近
代
の
作
家
で
す
。

我
々
と
同
じ
課
題
を
生
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
近
代
の
原
点
に
立
っ
た
ゲ
ー
テ
の
文
学
観
、
歴

史
観
と
い
う
も
の
は
、
も
っ
と
本
気
で
振
り
返
る
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
近
代

の
精
神
の
原
点
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
並
ぶ
存
在
で

あ
っ
て
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
異
な
る
思
想
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ゲ
ー
テ
を
軸
に
あ
ら
た

め
て
文
学
と
い
う
も
、
歴
史
と
い
う
も
の
を
考
え
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ま
だ
考
え
が

ま
と
ま
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
文
学
と
は
何
か
、
歴

史
と
は
何
か
、
何
が
違
う
の
か
、
私
な
り
に
定
義
が

で
き
て
い
な
い
の
で
す
。

田
中
さ
ん
は
、
詩
と
い
う
言
葉
を
イ
コ
ー
ル
文
学
、

と
し
て
大
き
く
見
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
ね
、
田
中
さ

ん
は
、
文
学
と
い
う
も
の
を
、
詩
と
い
う
も
の
を
ど

の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。

●
田
中　
繰
り
返
し
ま
す
が
、
私
も
詩
的
な
も
の
と

歴
史
を
ほ
と
ん
ど
区
別
し
て
い
な
い
。
時
間
性
が
そ

れ
を
区
別
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
は
や
は
り
外
在
的
な
区
別
で
す
。
つ
ま
り
、
記

憶
力
と
想
像
力
と
が
区
別
さ
れ
る
程
度
に
し
た
が
っ

て
、
両
者
は
区
別
さ
れ
う
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は

技
術
的
な
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
小
林
さ
ん
が
と
り
あ
げ
て
い
る
菊
地
昌

典
氏
と
尾
崎
秀
樹
氏
の
対
談
（
『
歴
史
文
学
読
本　

人
間
学
と
し
て
の
歴
史
学
』
平
凡
社
、
一
九
八
〇
年
）

で
す
が
、
こ
こ
で
は
あ
き
ら
か
に
最
初
か
ら
事
実
と

虚
構
が
区
別
で
き
る
と
い
う
論
点
か
ら
出
発
し
て
い

ま
す
。
と
く
に
尾
崎
氏
は
評
論
家
で
あ
っ
て
書
き
手

で
は
な
い
、
つ
ま
り
読
者
で
す
。
氏
は
、
の
っ
け
か

ら
“
虚
構
を
書
く
”
と
い
う
の
で
す
け
れ
ど
、
作
家

が
実
際
に
作
品
を
つ
く
っ
て
い
る
と
き
、
学
者
と
ち

が
っ
て
嘘
を
つ
く
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
の
か
と

い
う
と
、
絶
対
に
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
む

し
ろ
い
か
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
た
せ
る
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
学
者
と
全
然

変
わ
ら
な
い
わ
け
で
す
。
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架
空
の
名
前
を
使
う
か
、
そ
れ
と
も
戸
籍
に
書
い

て
あ
る
名
前
を
使
う
か
ぐ
ら
い
の
違
い
し
か
な
く

て
、
ど
う
し
て
も
区
別
し
た
い
な
ら
、
事
実
か
虚
構

か
で
区
別
す
る
よ
り
も
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
質
的
な
差

異
を
考
え
た
ほ
う
が
い
い
。
小
林
さ
ん
の
お
考
え
は
、

ま
さ
に
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
か
な
、
と
思
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

●
小
林　
ま
ず
私
が
少
し
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
、

現
在
「
詩
」
と
言
っ
た
場
合
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
詩

と
は
抒
情
詩
で
あ
る
」
、
と
い
う
理
解
が
先
行
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
詩
が
文
学
で
あ
る
な
ら
、
本
来

で
あ
れ
ば
、
叙
事
性
と
い
う
こ
と
も
当
然
私
た
ち
は

考
え
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

感
情
が
ど
う
喚
起
さ
れ
た
か
と
い
う
の
は
一
つ
の
出

来
事
で
あ
る
し
、
こ
れ
も
叙
事
で
あ
る
と
い
う
言
い

方
も
当
然
成
り
立
つ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
あ
る
種
の
出
来
事
の
全
体
を

書
く
と
い
う
叙
事
性
は
、
詩
か
ら
は
大
き
く
後
退
し

て
い
る
。

た
と
え
ば
日
本
の
古
典
文
学
を
例
と
し
ま
す
が
、

『
平
家
物
語
』
と
い
う
の
は
普
通
、
叙
事
と
考
え
ら

れ
る
、
そ
れ
を
批
判
す
る
人
は
い
な
い
で
す
ね
。
平

家
一
門
の
一
つ
の
運
命
の
姿
を
始
め
か
ら
終
わ
り
ま

で
す
べ
て
を
書
い
て
い
る
話
で
あ
る
し
、
実
際
に
私

た
ち
は
「
何
が
起
こ
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
は
明
確

に
わ
か
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
よ
く
引
き

合
い
に
出
さ
れ
る
抒
情
詩
的
作
品
と
し
て
、
建
礼
門

院
右
京
大
夫
と
い
う
女
性
が
書
い
た
歌
集
が
あ
り
ま

す
。
彼
女
は
、
平
家
一
門
の
公
達
、
平
資
盛
の
恋
人

で
あ
っ
た
女
性
で
す
け
れ
ど
、
歌
集
で
は
、
恋
人
が

死
ん
だ
と
い
う
報
せ
を
受
け
た
と
き
の
気
持
ち
を
書

き
な
ぐ
る
よ
う
な
形
で
詠
っ
た
和
歌
が
つ
づ
き
ま

す
。
す
ぐ
れ
た
歌
で
、
そ
れ
は
彼
女
の
感
情
自
体
が

見
事
に
そ
の
ま
ま
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し

か
し
、
そ
の
和
歌
に
は
何
が
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ

と
が
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
何
が
あ
っ
た
か
は

そ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で

彼
女
は
詞
書
と
い
う
形
で
歌
集
の
と
き
に
加
え
て
、

よ
う
や
く
何
の
折
に
詠
っ
た
感
情
か
と
い
う
こ
と
が

明
示
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
『
平
家
物
語
』
を

重
ね
て
読
む
と
、
ま
さ
し
く
叙
事
の
な
か
で
抒
情
を

生
む
場
所
と
い
う
の
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
は
っ
き

り
と
わ
か
る
わ
け
で
す
。

「
抒
情
詩
」
と
い
う
の
も
、
ロ
マ
ン
主
義
者
が
後
代

に
付
け
加
え
た
一
ジ
ャ
ン
ル
だ
と
い
う
理
解
も
あ
る

よ
う
で
す
が
、
と
し
て
も
、
や
は
り
文
学
の
な
か
で

は
、
単
純
に
叙
事
性
が
す
べ
て
の
文
学
、
詩
に
は
あ

る
と
言
う
の
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の

で
す
。
そ
う
な
る
と
、
実
際
に
叙
事
と
い
う
観
点
か

ら
小
説
、
歴
史
と
い
う
の
が
差
は
な
い
と
い
う
の
は
、

よ
く
わ
か
り
ま
す
し
、
そ
う
言
っ
て
し
ま
い
た
い
気

持
ち
も
あ
る
の
で
す
が
、
な
ら
ば
抒
情
と
い
う
も
の

を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
逆
に
言
う

と
、
抒
情
と
い
う
問
題
と
い
う
の
を
歴
史
家
は
ど
の

よ
う
に
受
け
止
め
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。

●
田
中　
な
る
ほ
ど
、
む
ず
か
し
い
で
す
ね
。
ひ
と

ま
ず
、
こ
ん
な
風
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
か
。
歴
史

学
の
内
部
で
は
、
叙
事
詩
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
実

証
史
学
を
も
ち
、
抒
情
詩
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
思

想
史
学
を
も
つ
。
詩
よ
り
も
程
度
の
低
い
も
の
で
す

が
、
そ
う
い
う
区
別
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
社
会

を
み
る
側
が
ど
う
感
じ
た
か
が
思
想
史
で
あ
り
、
み

ら
れ
る
側
を
描
け
ば
実
証
史
学
に
な
る
。
た
だ
、
そ

の
区
別
は
あ
ま
り
有
意
味
で
は
な
い
。

思
想
の
な
い
出
来
事
は
あ
り
え
な
い
し
、
出
来
事

の
な
い
思
想
も
ま
た
あ
り
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
歴

史
は
す
べ
て
、
精
神
の
歴
史
で
す
。
し
か
し
こ
の
言

い
方
は
危
険
な
も
の
で
す
ね
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
接
近
し

す
ぎ
て
い
る
。
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小
林
さ
ん
の
と
り
あ
げ
た
折
口
の
議
論
は
私
の
お

気
に
入
り
で
、
坪
内
逍
遥
の
議
論
を
彷
彿
と
さ
せ
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
す
で
に
小
林
さ
ん
が
説
明
し

て
く
れ
ま
し
た
が
、
私
な
り
に
折
口
の
議
論
を
パ
ラ

フ
レ
ー
ズ
す
る
と
、
叙
事
詩
は
た
ん
に
過
去
を
説
く

も
の
で
は
な
い
。
呪じ

ゅ

言ご
ん

と
非
常
に
似
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
過
去
を
現
在
化
し
て
説
く
も
の
で
あ
る

と
。
つ
ま
り
、
現
在
の
な
か
に
過
去
を
も
ち
き
た
ら

そ
う
と
す
る
も
の
、
こ
れ
が
叙
事
詩
で
あ
る
。
本
源

で
あ
る
呪
言
の
要
素
を
、
叙
事
詩
は
も
っ
て
い
る
し
、

も
っ
て
い
る
べ
き
だ
と
い
う
。
過
去
の
現
実
化
や
現

在
化
は
、
逆
に
い
え
ば
現
在
の
非
現
在
化
と
い
う
こ

と
で
す
。
坪
内
逍
遥
の
区
別
を
敷
衍
し
て
み
れ
ば
、

叙
事
詩
は
過
去
小
説
で
あ
り
、
抒
情
詩
は
世
話
の
〔
現

代
〕
小
説
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
が
、
彼
は
、

ど
ち
ら
も
け
っ
き
ょ
く
は
過
去
小
説
だ
と
い
っ
て
い

た
。
現
在
と
過
去
と
い
う
意
味
で
は
区
別
で
き
る
け

れ
ど
、
逆
に
い
え
ば
叙
事
詩
を
単
純
に
過
去
小
説
と

と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
。
抒
情
の
叙
事
性
、
叙
事
の

抒
情
性
み
た
い
な
も
の
を
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
点
で
い
え
ば
、
現
代
史
と
い
う
概
念
は
一
見

す
る
と
弁
証
法
的
な
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
す
べ
て

を
歴
史
主
義
の
な
か
に
収
め
て
し
ま
っ
た
り
、
あ
る

い
は
す
べ
て
の
歴
史
は
現
代
史
で
あ
る
、
と
い
っ
て

し
ま
う
よ
り
も
、
も
っ
と
別
の
こ
と
、
逆
の
こ
と
を

考
え
る
べ
き
で
す
ね
。
歴
史
と
い
う
か
叙
事
詩
の
実

践
と
は
、
現
在
を
非
現
在
化
す
る
こ
と
で
す
。
対
話

不
可
能
な
外
部
を
内
部
に
も
た
ら
す
こ
と
で
す
。
で

す
か
ら
、
現
代
史
は
そ
の
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

も
の
で
あ
る
は
ず
で
し
ょ
う
。
ど
の
み
ち
現
代
史
な

ど
、
な
お
の
こ
と
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ

の
わ
か
ら
な
い
も
の
を
提
示
す
る
の
が
現
代
史
だ
と

し
た
ら
、
抒
情
詩
に
も
そ
う
い
う
可
能
性
が
あ
る
と

み
て
い
い
。

●
小
林　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
想
か
ら
逆
に
言
え
ば
、
叙

事
詩
と
抒
情
詩
を
分
け
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
統
合

が
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
そ
の
通
り
で
す

ね
。
実
際
の
作
品
は
、
た
と
え
ば
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事

詩
に
抒
情
性
と
い
う
部
分
が
な
い
の
か
と
い
う
と
、

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
統
合
さ
れ
た

悲
劇
が
最
高
形
態
だ
け
れ
ど
、
悲
劇
の
す
ぐ
れ
た
部

分
は
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
に
も
あ
る
と
い
う
転
倒
し

た
言
い
方
に
な
る
と
こ
ろ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
は
私
も
よ
く
わ
か
る
の
で

す
。
そ
う
い
う
分
け
方
は
無
益
だ
と
い
う
の
も
よ
く

わ
か
る
の
で
す
が
、
た
だ
、
逆
に
い
う
と
、
歴
史
学

が
あ
る
種
の
、
「
こ
の
私
」
の
「
こ
の
瞬
間
の
感
情
」

だ
け
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
…
…
そ
も
そ
も
歴
史
家

が
、
「
こ
の
私
」
の
「
こ
の
瞬
間
の
消
え
て
い
く
こ

の
感
情
」
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
学
で
は
、

歴
史
で
は
あ
り
う
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。

●
田
中　
歴
史
に
は
そ
こ
に
拘
束
が
あ
り
ま
す
ね
。

た
だ
一
方
で
、
書
い
て
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
文
学
な

ら
、
小
説
な
ら
書
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

実
際
に
そ
れ
を
書
く
の
が
い
か
に
困
難
か
。
そ
う
考

え
る
と
、
歴
史
学
者
が
そ
れ
を
や
ろ
う
と
し
て
い
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
歴
史
家
は
そ
れ
を
し
て

い
る
し
、
し
た
い
の
だ
し
、
そ
れ
し
か
で
き
な
い
の

で
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
こ
の
瞬
間
に
興
味
を
も
っ

た
も
の
に
つ
い
て
の
感
想
を
凝
縮
し
た
も
の
を
書
く

ほ
か
な
い
。
誰
か
を
説
得
し
た
い
だ
と
か
、
共
感
し

て
ほ
し
い
だ
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
お
か
ま
い
な
し

に
、
非
常
に
個
人
的
な
意
味
で
の
精
神
の
動
揺
、
驚

き
に
忠
実
で
あ
り
た
い
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
の
は

簡
単
だ
と
い
う
一
般
人
の
常
識
が
邪
魔
を
し
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
冗
談
じ
ゃ
な
い
。
私
は
ち
ゃ
ん
と
驚

く
た
め
に
勉
強
し
て
い
る
。
こ
の
年
齢
で
も
ま
だ
そ

う
い
う
段
階
な
の
で
す
。

二
人
の
認
識
は
一
致
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
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現
代
の
文
学
も
歴
史
も
あ
る
意
味
で
終
わ
っ
て
い

る
。
正
直
、
実
証
史
学
だ
思
想
史
だ
、
中
世
だ
近
世

だ
、
と
い
っ
た
区
切
り
が
形
骸
化
し
て
、
区
切
り
な

し
に
は
終
わ
り
を
付
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う

な
連
中
で
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
実
際

に
こ
の
時
代
区
分
の
内
部
で
、
研
究
を
終
わ
り
に
し

て
し
ま
う
の
で
す
。
歴
史
と
は
な
に
か
と
尋
ね
て
も
、

史
料
を
疑
っ
て
、
精
緻
に
読
ん
で
、
と
い
っ
た
よ
う

な
、
せ
い
ぜ
い
技
術
的
な
作
法
く
ら
い
し
か
答
え
が

返
っ
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
史
料
と
向
き
合
う
こ

と
と—

向
き
合
う
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
で
す

が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
史
料
で
す—

歴
史
に
ち
ゃ

ん
と
出
会
う
こ
と
と
を
混
同
し
て
い
る
。
現
代
の
史

学
の
堕
落
に
つ
い
て
、
余
計
な
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
い

い
た
く
な
り
ま
す
が
、
そ
の
意
味
で
、
ど
う
せ
な
ら

ホ
メ
ロ
ス
か
ら
や
り
直
せ
、
と
い
う
気
分
に
な
っ
て

い
ま
す
ね
。
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
で
い
え
ば
、
想
像
力

と
い
い
ま
す
か
、
詩
的
な
も
の
の
復
活
で
す
ね
。

●
小
林　
「
最
も
詩
的
な
も
の
」
と
い
う
の
が
、
文

学
と
し
て
は
、
最
大
の
評
価
に
な
る
こ
と
が
多
い
と

思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
場
合
「
詩
」
と
い
う
言

葉
に
は
、
い
ま
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
想
定
す
る
「
理
念
的
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
伴
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

理
念
と
い
う
も
の
と
そ
む
く
よ
う
な
宿
命
に
、
個
と

い
う
も
の
が
あ
る
、
本
来
、
個
は
具
体
性
で
あ
っ
て
、

個
で
あ
る
以
上
、
ど
う
や
っ
て
も
理
念
と
は
ず
れ
て

し
ま
う
。
そ
れ
を
弁
証
法
で
統
合
し
て
い
け
と
言
う

の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
想
で
す
が
、
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が

詩
を
、
言
語
芸
術
を
最
高
の
芸
術
と
見
な
す
の
は
、

言
語
が
最
も
理
念
的
だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
ね
。
逆

に
言
え
ば
、
言
葉
は
個
の
具
体
性
を
も
た
な
い
も
の

だ
か
ら
こ
そ
、
と
。
大
い
に
問
題
は
あ
る
の
で
す

が
、
文
学
者
と
し
て
は
、
文
学
を
最
高
の
芸
術
と
し

て
し
っ
か
り
位
置
づ
け
る
理
論
と
し
て
、
正
直
心
惹

か
れ
る
部
分
は
あ
り
ま
す
。
今
、
「
詩
」
を
褒
め
言

葉
と
し
て
使
う
人
は
、
無
意
識
に
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
理

論
を
ど
こ
か
で
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

理
念
に
つ
い
て

●
小
林　
田
中
さ
ん
は
理
念
と
い
う
も
の
を
ど
う
考

え
て
い
ま
す
か
、
こ
れ
か
ら
の
叙
事
の
た
め
に
は

…
…
。

●
田
中　
理
念
的
な
も
の
は
た
し
か
に
私
の
な
か
に

も
あ
り
ま
す
が
、
理
念
と
い
う
言
葉
は
現
実
と
の
対

比
で
い
わ
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
ひ
と
は
起
点
と
な

る
理
念
と
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
終
点
の
現
実
だ
け

を
み
が
ち
で
す
が
、
大
事
な
こ
と
は
そ
の
道
程
、
距

離
で
す
。
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
距
離
が
あ
っ
て
、

長
さ
に
応
じ
て
そ
れ
は
詩
と
呼
ば
れ
、
あ
る
い
は
歴

史
と
呼
ば
れ
る
。
描
か
れ
る
側
か
ら
い
え
ば
、
長
い

も
の
は
手
の
届
か
な
い
存
在
と
し
て
神
と
呼
ば
れ
、

相
対
的
に
短
け
れ
ば
、
も
し
か
し
た
ら
届
く
か
も
し

れ
な
い
存
在
と
し
て
英
雄
と
呼
ば
れ
る
。
詩
人
は
神

を
つ
く
り
、
歴
史
家
は
英
雄
を
つ
く
る
と
。

距
離
と
い
う
か
隔
た
り
と
い
う
か
、
と
も
か
く
あ

る
ひ
と
つ
の
程
度
に
還
元
し
て
、
理
念
が
強
け
れ
ば

神
に
近
づ
き
、
あ
る
程
度
弱
ま
る
と
英
雄
に
な
り
、

そ
し
て
最
後
に
は
最
も
惨
め
な
、
し
か
し
真
摯
に
生

き
て
い
る
貧
し
い
農
民
で
あ
っ
た
り
す
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
距
離
と
い
う
か
隔
た
り
で
あ
り
、
要
す

る
に
理
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
来
世
を
ま
つ
地
獄
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス

が
恋
い
焦
が
れ
た
市
井
の
名
も
な
き
民
衆
も
ま
た
、

彼
に
と
っ
て
は
ひ
と
つ
の
強
い
理
念
だ
っ
た
わ
け
で

す
。理

念
と
現
実
と
の
距
離
が
歴
史
の
な
か
で
ま
っ
た

く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
議
論
で

は
な
く
、
文
学
と
歴
史
と
を
区
別
し
な
い
と
い
う
の
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は
、
ひ
と
つ
の
根
か
ら
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
伸
び
た
幹
や
枝
や
葉
の
ち
が
い

を
無
視
し
た
い
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ

ら
幹
や
枝
葉
の
長
さ
が
詩
で
あ
っ
た
り
、
歴
史
で

あ
っ
た
り
す
る
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

●
小
林　
理
念
と
現
実
は
距
離
が
あ
っ
た
ほ
う
が
い

い
と
考
え
る
と
い
い
の
で
す
か
ね
。

●
田
中　
そ
う
で
す
ね
。
そ
の
場
合
で
も
、
起
点
と

終
点
に
注
目
に
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
間
の
プ

ロ
セ
ス
の
多
様
さ
で
す
ね
。
そ
れ
に
二
点
間
の
長
さ

よ
り
も
、
こ
の
距
離
の
踏
破
を
ひ
と
に
促
す
強
さ
の

ほ
う
を
問
題
に
し
た
い
か
な
。
理
念
に
達
し
て
も
、

そ
れ
は
た
い
て
い
、
歓
び
よ
り
も
悲
劇
で
あ
り
、
ま

た
運
命
か
ら
の
離
脱
、
浄
化
を
ま
っ
て
い
た
り
す
る

で
し
ょ
う
。
言
葉
は
理
念
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
理

念
か
ら
だ
っ
て
、
ひ
と
り
で
に
離
れ
て
い
く
よ
う
な

も
の
で
す
。

●
小
林　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
詩
イ
コ
ー
ル
理
念
と
い
っ
て

い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
田
中
さ
ん
は
反
対
と
い
う

こ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
。

●
田
中　
そ
う
で
す
ね
。
詩
が
理
念
や
現
実
を
、
そ

れ
ほ
ど
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
理
念
的
に
は
私
た
ち
は
い
ず
れ
死
に
ま

す
が
、
現
実
的
に
も
い
ず
れ
死
に
ま
す
。
そ
れ
は
た

ぶ
ん
正
し
い
で
す
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
は
理
念
と
現

実
の
一
致
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
私
た
ち
に

は
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。
ホ
メ
ロ
ス

の
造
形
し
た
最
重
要
人
物
で
あ
る
ア
キ
レ
ウ
ス
の
振

る
舞
い
も
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
よ

ね
。
彼
の
死
は
神
に
予
言
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
運

命
で
す
。
彼
の
参
戦
と
と
も
に
ギ
リ
シ
ア
側
が
勝
つ

こ
と
も
運
命
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い

い
。
大
事
な
の
は
、
友
を
失
っ
た
悲
し
み
と
憤
怒
で

あ
り
、
そ
し
て
こ
の
感
情
に
し
た
が
っ
て
勝
敗
を
度

外
視
し
て
戦
い
つ
づ
け
る
、
そ
こ
で
す
ね
。

再
び
、
「
終
わ
り
」
に
つ
い
て

●
小
林　
ち
ょ
う
ど
ホ
メ
ロ
ス
の
話
が
出
た
の
で
、

気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
。
叙
事
詩
を
論
じ
る
人
た

ち
は
、
当
然
『
イ
リ
ア
ス
』
を
基
軸
に
論
じ
る
の
で

す
が
、
バ
フ
チ
ン
と
ル
カ
ー
チ
は
、
少
し
荒
っ
ぽ
い

言
い
方
で
す
け
ど
、
『
イ
リ
ア
ス
』
の
話
と
い
う
の

は
、
あ
れ
は
あ
る
種
、
き
ま
ま
に
切
り
取
ら
れ
て
き

た
一
部
分
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
を
し
て
い
ま
す
。

彼
ら
は
、
『
イ
リ
ア
ス
』
に
つ
い
て
、
ど
う
も
そ
こ

で
終
わ
る
の
が
変
だ
と
か
、
あ
る
意
味
で
は
変
な
構

成
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
思
っ
て
い
る
節
が

あ
り
ま
す
。
バ
フ
チ
ン
は
、
絶
対
的
な
過
去
と
し
て

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
を
私
た
ち
が
知
っ
て
い
て
、

叙
事
詩
の
環
も
全
部
知
っ
て
い
て
、
だ
か
ら
こ
そ
あ

そ
こ
の
一
部
分
だ
け
切
り
取
ら
れ
て
も
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
の
で

す
。
こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
『
イ
リ
ア
ス
』

も
形
式
に
お
い
て
変
だ
と
い
う
議
論
は
沢
山
あ
る
け

れ
ど
、
あ
れ
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
始
ま
り
と
美
し
い
終

わ
り
の
あ
り
方
は
な
い
、
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い

ま
す
、
ア
キ
レ
ウ
ス
の
怒
り
と
い
う
テ
ー
マ
の
統
一

性
を
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
て
い
れ
ば
、
誰
一
人
あ
の
構

成
に
疑
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
言
い
方
を
し

て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
の
見
地
か
ら
は
、
基
本
的

に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
が
批
判
の
あ
る
思
想
で
は
あ
る
の

で
す
が
、
バ
フ
チ
ン
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
が
、
ホ
メ

ロ
ス
の
理
解
は
あ
る
な
と
思
う
の
で
す
。

『
イ
リ
ア
ス
』
を
考
え
る
と
、「
ア
キ
レ
ウ
ス
の
怒
り
」

を
軸
に
、
非
常
に
見
事
に
理
念
的
な
始
ま
り
と
終
わ

り
の
つ
け
方
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
そ

れ
こ
そ
散
文
的
に
、
ト
ロ
イ
ア
戦
争
の
出
来
事
を
順

序
よ
く
見
て
い
け
ば
、
あ
そ
こ
で
始
め
と
終
わ
り
を

く
く
る
の
は
非
常
に
難
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
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た
ち
が
「
ア
キ
レ
ウ
ス
の
怒
り
」
と
い
う
理
念
を
持

つ
こ
と
で
、
あ
の
理
念
は
あ
そ
こ
で
完
成
す
る
と
い

う
見
方
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。

●
田
中　
な
る
ほ
ど
。
ル
カ
ー
チ
な
ど
は
ヘ
ー
ゲ
ル

主
義
者
で
す
が
、
そ
う
い
え
ば
た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル

の
ほ
う
に
共
感
で
き
ま
す
ね
。
自
分
が
若
い
頃
『
イ

リ
ア
ス
』
を
読
ん
で
い
て
感
じ
て
い
た
の
は
、
主
題

に
対
す
る
集
中
力
で
し
た
。
部
分
を
切
り
取
る
と
い

う
よ
り
、
「
ア
キ
レ
ウ
ス
の
怒
り
」
に
し
た
が
っ
て

出
来
事
を
再
構
成
す
る
力
で
す
ね
。
た
だ
た
ん
に
怒

り
出
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
、
怒
り
が
収
ま
っ
た

と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
ア
キ
レ
ウ
ス
の
感
情
だ
け
が
書

か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
す
が
、
し
か
し
、

誰
も
こ
れ
が
叙
事
詩
で
な
い
と
は
思
わ
な
い
。
ト
ロ

イ
ア
戦
争
の
奇
妙
さ
も
描
い
て
い
る
。

●
小
林　
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
じ
つ
は
志
賀
直
哉

の
『
和
解
』と
い
う
長
編
小
説
も
そ
う
い
う
風
に
な
っ

て
い
て
、
志
賀
直
哉
は
父
と
の
和
解
を
描
き
な
が
ら
、

な
ぜ
不
和
が
起
こ
っ
た
の
か
を
前
段
で
一
切
書
い
て

い
な
い
。
和
解
の
顛
末
だ
け
を
書
い
て
い
る
と
い
う

話
に
な
っ
て
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
『
イ
リ
ア
ス
』
に

よ
く
似
た
構
成
の
仕
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
『
和
解
』

の
構
成
は
あ
る
意
味
理
念
的
に
も
み
え
ま
す
。
私
自

身
も
小
説
と
い
う
も
の
を
書
き
た
い
時
、
叙
事
を
し

た
い
時
に
、
そ
の
よ
う
な
形
で
過
不
足
無
く
構
成
を

し
た
い
と
い
う
欲
望
が
生
じ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
わ

け
で
す
。

と
こ
ろ
が
そ
の
渦
中
の
な
か
で
「
自
分
が
生
き
る
」

と
な
る
と
、
当
然
そ
れ
こ
そ
本
来
の
理
念
的
構
成
に

頼
れ
な
い
状
況
に
な
る
。
当
事
者
に
な
っ
て
し
ま
う

わ
け
で
す
か
ら
、
「
終
わ
り
」
を
知
ら
ず
、
全
体
性

へ
の
盲
目
性
が
生
じ
る
わ
け
で
す
ね
。
た
し
か
に
小

説
家
は
先
が
見
え
て
い
な
い
の
は
本
当
で
す
。
け
れ

ど
、
で
は
、
そ
の
盲
目
性
の
ま
ま
に
、
完
成
を
放
棄

し
て
い
る
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
散

発
的
な
感
性
の
趨
く
ま
ま
、
で
は
な
く
で
、
ど
こ
か

し
っ
か
り
と
一
つ
の
主
題
で
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
一
つ
の
主
題
の
ふ
さ
わ
し
い
立
て
方
で
、

ふ
さ
わ
し
い
終
わ
り
、
ふ
さ
わ
し
い
解
決
、
と
い
う

形
は
、
小
説
家
は
や
は
り
手
放
し
て
は
い
な
い
よ
う

に
思
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
非
常
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
的
な
理
解
の
繰
り
返
し
の
よ
う
な
気
も
す
る
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
。
理
念
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
う

な
る
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
…
…
。

た
と
え
ば
、
「
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
」
小
説
家

と
も
呼
ば
れ
た
志
賀
直
哉
だ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の

を
す
べ
て
拒
絶
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
は
思

わ
な
い
の
で
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
あ
り
方
を
、

二
〇
世
紀
の
小
説
家
が
「
縛
り
」
と
し
て
、
い
や
が
っ

て
、
い
や
が
っ
て
と
い
う
、
の
は
本
当
な
の
で
す
が
、

そ
の
一
方
で
、
あ
る
種
の
統
一
力
と
い
う
こ
と
を
本

当
に
手
放
す
と
小
説
は
終
わ
れ
な
い
。
本
来
で
あ
れ

ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス-

ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
論
理
を
本

当
に
拒
絶
す
る
な
ら
、
「
終
わ
り
」
と
い
う
こ
と
も

放
棄
し
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
る
は
ず
で
す
。
け
れ

ど
、
ど
の
小
説
も
終
わ
っ
て
い
る
し
、
終
わ
っ
て
い

る
か
ら
私
た
ち
は
見
事
だ
と
思
う
の
で
す
。
志
賀
は

終
わ
り
を
あ
ら
か
じ
め
知
ら
な
い
、
け
れ
ど
、
彼
は

あ
る
と
こ
ろ
で
、
終
わ
り
を
つ
け
て
み
せ
る
わ
け
で

す
。
彼
は
、
主
題
と
そ
の
展
開
と
い
う
こ
と
ま
で
は

放
棄
を
し
て
い
な
い
、
け
れ
ど
「
終
わ
り
」
か
ら
見

た
物
語
で
は
な
い
し
、
ま
た
同
時
に
ど
こ
が
「
終
わ

り
」
が
わ
か
る
、
ど
う
そ
こ
を
折
り
合
い
を
つ
け
て

い
る
の
か
、
す
ご
く
気
に
な
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

こ
れ
は
志
賀
に
続
く
、
高
見
順
た
ち
も
そ
う
し
た
小

説
の
あ
り
方
に
刺
激
を
受
け
て
い
ま
す
。
高
見
な
ど

は
特
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
物
語
を
拒
絶
す
る
戦
い
が

あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
も
一
つ
の
完
成
と
い
う
、

完
結
は
決
し
て
放
棄
は
し
て
い
な
い
。
そ
こ
を
ど
う
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説
明
し
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
の
が
ず
っ
と
疑
問

と
し
て
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
高
見
な
ど
多
く
の
小
説

家
は
や
は
り
ゲ
ー
テ
の
思
想
を
支
持
し
て
い
て
、

ゲ
ー
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
の
は
、
「
有
機
的
」
な

視
点
と
い
う
意
味
で
は
よ
く
重
ね
ら
れ
て
し
ま
う
の

で
す
け
れ
ど
、
ど
の
小
説
家
も
ゲ
ー
テ
は
決
し
て
批

判
し
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ゲ
ー
テ
と
ヘ
ー
ゲ

ル
が
ど
う
い
う
形
で
あ
る
種
の
完
成
、
全
体
と
い
う

問
題
に
お
い
て
、
差
が
つ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
と

こ
ろ
が
、
私
と
し
て
は
問
題
と
し
た
い
点
で
も
あ
る

の
で
す
。

●
田
中　
な
る
ほ
ど
ね
。
志
賀
直
哉
の
『
小
僧
の
神

様
』
で
も
、
こ
の
締
め
く
く
り
が
作
品
の
終
わ
り
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
、
現
代
に
改
め
て
議
論

し
て
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
当
初
の
プ
ロ
ッ
ト
と
は

違
う
こ
と
を
や
り
ま
し
た
、
と
但
し
書
き
が
つ
い
て

い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、「
小
説
の
神
様
」

と
い
う
呼
び
名
は
こ
の
作
品
か
ら
で
す
が
、
こ
の
作

品
が
暗
示
し
て
い
る
の
は
、
「
小
僧
の
神
様
」
は
作

者
で
あ
る
志
賀
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
意

味
で
非
常
に
お
さ
ま
り
よ
く
で
き
て
い
る
わ
け
で
す

け
れ
ど
、
彼
自
身
が
当
初
考
え
て
い
た
プ
ロ
ッ
ト
で

は
な
い
。
だ
け
ど
も
ち
ゃ
ん
と
作
品
は
終
わ
っ
て
い

る
わ
け
で
す
ね
。
厳
密
に
は
さ
っ
き
か
ら
い
っ
て
い

る
「
中
断
」
な
ん
で
す
が
、
不
思
議
に
結
構
が
つ
い

て
い
る
。

あ
る
意
味
、
終
わ
っ
た
も
の
に
対
し
て
終
わ
っ
た

と
い
う
の
は
、
簡
単
な
こ
と
で
す
。
俗
な
歴
史
学
者

が
い
つ
も
や
っ
て
い
る
同
語
反
復
に
す
ぎ
な
い
。
規

定
の
終
了
時
間
よ
り
前
に
終
わ
り
を
告
げ
ら
れ
る
か

ど
う
か
、
つ
ま
り
中
途
で
も
う
滅
ぼ
し
て
あ
げ
る
と

い
う
か
、
そ
れ
は
想
像
的
な
終
わ
り
で
す
が
、
一
方

で
、
と
て
も
実
践
的
な
話
で
す
。

●
小
林　
「
終
わ
り
」
と
い
う
の
が
作
家
の
手
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
同
意

す
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
ま
さ
し
く
内
的
に
「
終
わ
り
」

と
い
う
の
が
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
外
部
か

ら
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
歴
史
的

に
も
言
え
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
で
は
、
作
家

は
な
ぜ
そ
れ
が
わ
か
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
非
常

に
難
し
く
て
…
…
。
確
か
に
書
き
手
の
経
験
、
小
説

を
書
く
経
験
の
上
で
は
、
こ
こ
に
し
か
な
い
「
終
わ

り
」
と
い
う
の
が
見
え
て
く
る
の
が
事
実
あ
る
の
で

す
ね
。
も
ち
ろ
ん
終
わ
り
方
と
い
う
の
は
、
そ
れ
こ

そ
書
き
手
自
身
は
小
説
で
表
現
す
る
時
に
し
か
経
験

で
き
な
く
て
、
そ
の
こ
と
自
体
を
他
人
に
教
え
ら
れ

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す

け
れ
ど
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
き
手
は
「
終
わ
り
」

と
い
う
の
を
き
ち
ん
と
見
つ
け
ら
れ
る
力
が
育
っ
て

い
く
の
を
、
自
分
で
理
解
し
て
い
る
の
で
す
。
歴
史

家
も
一
つ
の
歴
史
を
延
々
と
書
き
続
け
る
わ
け
で
は

な
い
、
一
つ
の
物
語
と
し
て
、
歴
史
を
描
く
と
き
に

は
あ
る
種
の
「
終
わ
り
」
と
い
う
の
を
つ
け
て
い
る

は
ず
で
す
。

山
を
描
く
こ
と

●
小
林　
で
す
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
江
戸
時
代
の
終
わ

り
は
明
治
維
新
で
い
い
の
か
ど
う
か
と
か
、
そ
う
い

う
こ
と
も
含
め
て
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
物
語
を
ど
う

終
え
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は
歴
史
家
も
同
じ
は
ず

で
す
ね
。
「
終
わ
り
」
を
も
た
ら
す
の
が
果
た
し
て

理
念
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
の
話
か
ら
い
う
と
、

こ
の
「
私
」
の
こ
の
内
に
宿
っ
て
い
る
も
の
な
の
か

と
い
う
の
は
絶
え
ず
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
わ
け

で
す
が
。

●
田
中　
大
抵
の
歴
史
学
は
基
本
的
に
は
時
代
と
い

う
区
分
を
ま
ず
つ
け
て
か
ら
物
語
を
始
め
て
い
く
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
わ
け
で
す
が
、
普
通
に
歴
史
が

成
り
立
つ
条
件
、
可
能
な
条
件
と
い
う
の
は
出
会
い
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で
す
ね
。
出
会
い
か
ら
は
じ
め
る
よ
り
も
、
出
会
い

の
前
後
を
探
る
べ
き
で
す
ね
。

た
と
え
ば
明
治
維
新
に
関
心
が
あ
る
と
し
て
、
時

系
列
的
に
維
新
か
ら
歴
史
を
始
め
る
よ
り
、
な
に
が

維
新
を
可
能
に
し
、
維
新
は
な
に
を
生
み
だ
し
た
か

を
考
え
ま
す
よ
ね
。
と
い
っ
て
も
、
規
定
の
裾
野
か

ら
登
っ
て
い
く
よ
う
な
登
山
で
は
な
く
、
頂
上
を
中

心
に
見
て
、
山
の
裾
野
を
見
定
め
て
い
く
、
と
い
う

よ
う
な
形
の
始
ま
り
と
終
わ
り
で
す
ね
。

●
小
林　
そ
こ
は
す
ご
く
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

お
そ
ら
く
小
説
を
書
く
人
間
と
い
う
の
は
、
書
く
段

階
の
構
想
と
い
う
も
の
は
、
一
つ
の
強
い
イ
メ
ー
ジ

し
か
な
い
。
ま
ず
出
来
事
の
ピ
ー
ク
に
あ
る
よ
う
な
、

あ
る
種
の
最
も
強
い
場
面
と
い
う
の
を
想
定
す
る
と

思
う
の
で
す
。
そ
れ
を
ど
う
描
く
か
と
い
う
と
き
に

や
が
て
広
が
り
が
見
え
て
き
て
、
そ
こ
で
始
め
る
に

ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
終
わ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所

を
見
つ
け
て
い
く
と
い
う
の
が
お
そ
ら
く
あ
る
と
思

う
の
で
す
。

た
だ
、
や
は
り
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
始
め
た
と

き
に
そ
の
ピ
ー
ク
と
終
わ
り
と
い
う
も
の
を
書
き
手

自
身
が
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
で
い
る
と
、
た
ぶ
ん
そ

れ
は
お
そ
ら
く
は
ち
ゃ
ん
と
は
登
れ
な
い
。
か
と

い
っ
て
次
に
何
が
起
こ
る
か
を
知
っ
て
い
て
も
、
そ

れ
は
あ
る
意
味
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
も
の
を
そ
の
ま

ま
加
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
こ
の

兼
ね
合
い
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
最
初
に
与
え
ら

れ
る
シ
ー
ン
は
、
そ
れ
こ
そ
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー

が
演
技
論
の
中
で
言
う
、
「
超
目
標
」
と
い
う
形
で

見
え
て
い
る
、
と
考
え
る
の
が
正
し
い
か
も
知
れ
ま

せ
ん
ね
。
ま
さ
し
く
見
え
て
い
な
い
目
標
と
い
う
も

の
で
す
。
彼
は
役
者
の
指
導
の
時
に
、
役
者
が
そ
の

役
の
人
間
に
お
い
て
、
そ
の
都
度
何
か
を
し
よ
う
と

す
る
こ
と
を
、
「
単
位
」
と
「
目
標
」
と
い
う
言
い

方
で
説
明
し
ま
す
。
「
家
か
ら
出
た
い
」
、
「
自
分
の

気
持
ち
を
目
の
前
の
相
手
に
訴
え
た
い
」
と
い
う
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
の
「
単
位
」
を
定
め
る
の

が
目
標
で
す
ね
。
行
動
に
は
そ
の
都
度
目
標
が
あ
る

わ
け
で
す
が
、
し
か
し
そ
の
人
間
が
、
作
品
が
、
戯

曲
の
作
者
が
も
つ
「
超
目
標
」
と
い
う
も
の
を
役
者

本
人
が
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
ら
、
す
べ
て
が
崩
壊

す
る
と
言
う
の
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
ヒ
ン
ト
に
な

り
ま
す
ね
。

●
田
中　
な
る
ほ
ど
、
「
超
目
標
」
は
お
も
し
ろ
い

で
す
ね
。
山
頂
が
も
ち
ろ
ん
目
標
で
は
あ
る
の
で
す

が
、
実
際
に
は
山
頂
そ
れ
自
体
が
目
標
と
も
い
え
な

い
。
む
し
ろ
み
え
て
い
な
が
ら
み
え
て
い
な
い
、
山

そ
の
も
の
を
掴
む
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
と
こ

ろ
に
ほ
ん
と
う
の
目
標
が
あ
る
。

●
小
林　
は
い
。

●
田
中　
た
ぶ
ん
、
小
林
さ
ん
と
私
と
で
共
通
し
て

い
る
の
は
、
山
を
書
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

山
に
登
っ
て
、
ま
た
降
り
て
く
る
、
そ
の
起
伏
か
ら
、

足
で
山
全
体
を
捉
え
て
み
た
い
。
起
伏
中
心
に
考
え

る
こ
と
で
、
必
然
的
に
物
語
の
体
を
な
し
て
い
く
よ

う
な
。叙

事
詩
と
抒
情
詩

●
田
中　
そ
の
う
え
で
、
小
林
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
る
区
別
、
た
と
え
ば
抒
情
と
叙
事
の
違
い
が
重

要
に
な
っ
て
く
る
の
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
文

学
者
と
し
て
、
そ
の
あ
た
り
は
た
い
へ
ん
苦
労
な
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

●
小
林　
私
は
あ
る
意
味
、
か
な
り
ス
ト
レ
ー
ト
に

叙
事
詩
と
小
説
を
、
結
び
つ
け
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
ホ
メ
ロ
ス
か
ら
小
説
を
語
る
こ
と
の
何

が
悪
い
、
と
い
う
よ
う
な
シ
ン
プ
ル
な
話
で
す
け
れ

ど
。
叙
事
と
し
て
、
小
説
は
叙
事
詩
を
ご
く
当
た
り

前
に
参
照
し
た
い
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
あ
る
い
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は
ル
カ
ー
チ
は
、
い
か
に
小
説
と
い
う
の
は
不
幸
な

時
代
の
叙
事
詩
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

る
わ
け
で
す
。
断
絶
を
物
凄
く
見
る
わ
け
で
す
ね
。

ル
カ
ー
チ
は
当
然
ヘ
ー
ゲ
ル
を
下
敷
き
に
し
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
つ
ま
り
、
ど
う
や
っ
て
も
イ
ロ
ニ
ー

で
し
か
あ
り
え
な
い
内
容
、
未
完
成
し
か
あ
り
え
な

い
と
い
う
小
説
の
宿
命
、
つ
ま
り
あ
の
叙
事
詩
の
豊

か
さ
、
言
い
換
え
る
と
あ
る
種
の
、
神
話
的
と
ま
で

い
わ
な
く
と
も
、
主
客
一
体
化
し
た
叙
事
の
あ
り
方
、

ホ
メ
ロ
ス
が
過
剰
に
「
書
く
私
」
と
い
う
も
の
を
足

す
こ
と
も
な
く
、
語
り
手
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
世
界

に
き
れ
い
に
全
面
的
に
と
け
な
が
ら
、
彼
個
人
が
語

る
言
葉
は
全
体
を
示
す
、
小
説
は
あ
あ
い
う
幸
福
な

時
代
の
人
間
の
作
品
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

ヘ
ー
ゲ
ル
や
ル
カ
ー
チ
は
言
い
続
け
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
を
見
る
と
、
私
は
あ
ま
り
そ
う
い
う
形
で
近

代
以
降
人
間
の
自
我
が
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
言

い
方
に
は
同
意
し
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
し
か
し
で

は
本
当
に
、
こ
の
二
一
世
紀
と
い
う
の
に
お
い
て
は
、

ホ
メ
ロ
ス
的
な
も
の
が
可
能
な
の
か
、
い
う
と
こ
ろ

は
考
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
あ
る
い
は
、
さ

ら
に
そ
れ
以
前
の
神
話
的
な
世
界
、
幸
福
な
世
界
と

い
う
も
の
は
可
能
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
で

す
ね
。

●
田
中　
と
い
う
か
、
ホ
メ
ロ
ス
か
ら
出
発
す
る
し

か
な
い
。
た
ぶ
ん
ひ
と
の
定
義
か
ら
し
て
そ
う
な
の

で
す
。
叙
事
詩
か
ら
出
発
す
る
し
か
な
い
。
そ
こ
か

ら
ど
の
よ
う
な
理
想
を
見
い
だ
す
か
に
よ
っ
て
人
の

歩
み
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
結
果
と
し
て
抒

情
詩
に
な
っ
た
り
、
思
想
史
に
な
っ
た
り
、
実
証
主

義
に
な
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
い
い
。

た
だ
、
出
発
点
と
し
て
は
も
う
、
詩
人
し
か
な

い
。
ヴ
ィ
ー
コ
の
言
葉
で
は
神
話
詩
人
で
す
ね
。
信

じ
る
か
信
じ
な
い
か
は
別
と
し
て
、
神
の
こ
と
を
考

え
な
い
人
間
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
点
で

は
誰
も
が
詩
人
で
す
。
最
初
の
言
葉
は
原
理
的
に
嘘

な
ん
て
つ
き
よ
う
が
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
す
か

ら
子
ど
も
は
嘘
を
つ
く
よ
り
も
口
笛
を
吹
い
て
い
ま

す
し
、
嘘
を
つ
い
て
い
る
と
き
だ
っ
て
、
本
当
の
こ

と
を
い
っ
て
い
る
。
怒
り
に
任
せ
て
語
る
に
せ
よ
、

痛
み
を
訴
え
る
に
せ
よ
、
つ
ま
り
私
た
ち
は
ず
っ
と

叙
事
詩
人
で
し
た
。
だ
か
ら
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
と

い
う
意
識
を
も
ち
さ
え
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
の
歩
み

が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
よ
う
と
私
は
い
い
と
思

う
の
で
す
。
実
証
主
義
者
に
な
っ
て
も
い
い
し
、
抒

情
詩
人
に
な
っ
て
も
い
い
し
、
思
想
史
家
に
な
っ
て

も
い
い
し
、
小
説
を
書
い
て
も
い
い
。
だ
け
ど
、
ま

ず
出
発
点
と
し
て
ホ
メ
ロ
ス
が
、
叙
事
詩
が
あ
る
ん

だ
と
。

●
小
林　
ヘ
ー
ゲ
ル
と
し
て
も
「
一
つ
の
個
人
」
と

い
う
の
は
絶
え
る
宿
命
が
あ
る
、
と
い
う
苦
悩
が
あ

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
絶
え
ず
推
進
を
し
て
い
っ
た

こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
、
逆
に
い
う
と
、「
個
」
に
な
っ

た
こ
と
で
、
ど
う
に
も
失
っ
た
も
の
が
大
き
い
と
い

う
の
も
彼
の
実
感
と
し
て
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
弁

証
法
は
必
死
の
弥
縫
策
の
よ
う
に
も
私
は
感
じ
ま

す
。
わ
れ
わ
れ
は
逆
に
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
個
と

い
う
も
の
に
そ
こ
ま
で
執
着
し
な
く
て
も
い
い
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

●
田
中　
個
と
い
う
の
に
執
着
す
る
場
合
に
何
を
考

え
る
か
で
す
け
れ
ど
も
、
宇
宙
を
認
識
で
き
る
の
は
、

宇
宙
が
自
分
の
な
か
に
も
存
在
し
て
い
る
か
ら
だ
と

い
う
、
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
り
ま

す
ね
。
個
と
い
っ
て
も
、
私
た
ち
は
内
部
に
宇
宙
全

体
を
所
有
し
て
い
る
ら
し
い
。

●
小
林　
そ
の
点
は
非
常
に
ゲ
ー
テ
の
言
い
方
と
近

い
か
と
思
わ
れ
て
、
目
の
前
の
も
の
か
ら
、
こ
の
宇

宙
全
体
を
見
る
と
い
う
の
は
彼
の
基
本
的
姿
勢
で
す

ね
。
だ
か
ら
こ
そ
個
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
て
い
い
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の
だ
と
。
簡
潔
な
強
い
信
条
で
す
ね
、
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
こ
に
同
意
す
る
人
が
す
ご
く
多
い
の
で
す
。

そ
れ
に
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
は
、
あ
る
意
味
で
は
一

つ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い

る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
ゲ
ー
テ
の
あ
る
フ
レ
ー
ズ
を
乗

せ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の

第
二
部
の
最
初
に
、
虹
を
見
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す

が
、
虹
は
本
源
の
光
で
は
な
く
、
そ
の
反
映
で
あ
る

と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
あ
れ
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の

生
な
の
だ
と
。
非
常
に
美
し
い
く
だ
り
で
す
ね
。
ゲ
ー

テ
自
身
が
か
な
り
色
彩
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て

い
た
の
は
有
名
で
す
が
、
虹
は
、
色
は
、
根
源
そ
の

も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、

た
し
か
に
あ
る
一
つ
の
意
味
が
生
起
す
る
も
の
な
の

だ
、
と
い
う
こ
と
を
ゲ
ー
テ
は
考
え
て
い
る
。
生
と

等
し
く
。
そ
こ
の
考
え
は
似
て
い
る
の
か
な
と
思
う

の
で
す
。

●
田
中　
な
る
ほ
ど
。
虹
の
美
し
さ
は
光
そ
の
も
の

と
い
う
よ
り
反
映
だ
か
ら
こ
そ
だ
、
と
。
言
葉
は
比

喩
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
議
論
は
、
デ
リ

ダ
に
よ
る
と
ま
た
別
の
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
が
、
典
型
的
な
ニ
ー
チ
ェ
読
解
の
幅
と
い
っ

て
も
い
い
点
で
す
ね
。
ど
こ
ま
で
も
言
葉
は
な
に
も

の
か
の
主
観
的
な
比
喩
に
過
ぎ
ず
、
言
葉
の
向
こ
う

側
に
客
観
的
な
真
実
が
あ
り
ま
す
よ
と
い
う
の
が
デ

リ
ダ
の
言
い
方
に
な
っ
て
い
て
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ

ム
は
こ
ち
ら
の
線
で
押
し
た
の
で
す
が
、
ニ
ー
チ
ェ

の
場
合
、
逆
に
、
比
喩
性
に
真
実
を
見
よ
う
と
し
て

い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
じ

つ
は
メ
タ
フ
ァ
ー
こ
そ
真
実
な
の
で
あ
っ
て
、
だ
か

ら
比
喩
の
向
こ
う
側
を
考
え
る
よ
り
も
、
ど
ん
な
個

性
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
が
あ
り
う
る
か
を
考
え
た
ほ
う

が
い
い
と
、
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
う
い
っ
た
の
で
す
。
つ

ま
り
詩
の
可
能
性
で
す
ね
。
主
観
的
と
は
い
い
え
な

い
、
外
部
で
あ
る
よ
う
な
メ
タ
フ
ァ
ー
が
あ
り
う
る
。

な
に
し
ろ
私
た
ち
の
内
部
に
す
で
に
宇
宙
が
あ
る
わ

け
で
す
か
ら
。

詩
の
力

●
小
林　
こ
れ
は
現
代
日
本
人
特
有
の
も
の
と
思
う

の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
本
来
詩
と
い
う
の
が
も
っ
て

い
た
強
烈
な
力
と
い
う
も
の
を
、
あ
ま
り
に
も
忘
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
い
て
、
そ
れ
こ
そ
絶
対
的
な
理
念
と
ま
で
言
わ
れ

た
詩
の
力
を
、
日
本
人
は
完
全
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た

観
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
折
口
な
ど
を
読
ん
で
い
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け
ば
、
日
本
の
文
脈
に
お
い
て
も
詩
は
、
歌
は
最
も

重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
な
わ
け
で
す
け
れ

ど
、
詩
と
い
う
の
が
非
常
に
低
次
な
も
の
に
置
か
れ

て
し
ま
う
現
状
が
あ
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
そ
れ
こ
そ
小
説
と
い
う
の
が

詩
に
成
り
代
わ
る
も
の
と
し
て
持
っ
て
こ
ら
れ
た
と

き
に
、
詩
を
虐
待
す
る
形
で
使
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

が
ど
う
も
多
く
て
、
小
説
支
持
者
の
非
常
に
い
け
な

い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
の
で
す
。
詩
は
観
念
だ
と
い
う

よ
う
に
ね
。
小
説
の
特
質
は
散
文
性
で
あ
っ
て
、
な

る
ほ
ど
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
純
化
さ
れ
た
理
念
と
い
う
意

味
で
は
韻
文
で
あ
る
詩
に
そ
む
く
性
格
が
考
え
ら
れ

ま
す
け
れ
ど
、
小
説
だ
っ
て
本
来
、
か
つ
て
の
人
が

持
っ
て
い
た
詩
の
強
さ
と
い
う
の
を
、
言
語
で
あ
る

以
上
し
っ
か
り
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
な
の
で
、

今
度
は
小
説
の
位
置
を
真
に
高
め
る
た
め
に
も
、
詩

も
小
説
も
同
じ
強
力
な
言
語
だ
と
い
う
の
を
言
っ
た

上
で
、
新
し
い
段
階
に
進
ん
で
ほ
し
い
と
願
う
ば
か

り
で
は
あ
り
ま
す
。
理
念
と
い
う
も
の
は
形
而
上
学

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
ま
で
言
葉
が
負
っ
た
力

は
、
詩
人
も
小
説
家
も
決
し
て
手
放
す
べ
き
で
は
な

い
。ヘ

ー
ゲ
ル
は
批
判
も
多
い
で
す
し
、
私
自
身
も
ず

い
ぶ
ん
考
え
が
違
う
点
は
多
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、

た
だ
こ
こ
ま
で
詩
と
い
う
も
の
を
、
言
葉
と
い
う
も

の
を
尊
敬
し
た
と
い
う
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
忘
れ
て
も

ら
っ
て
は
困
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。
そ

れ
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
を
一
種
の
全
体
主
義
と
し
て
短
絡

的
に
否
定
す
る
見
方
を
ど
の
く
ら
い
続
け
る
の
か
、

も
う
少
し
現
代
の
文
学
を
言
う
人
間
は
考
え
て
ほ
し

い
で
す
ね
。
言
葉
の
強
さ
を
あ
れ
だ
け
認
め
た
人
で

す
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
小
説
を
認
め
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
小
説
も
あ
の
「
理
念
」
の
よ
う
な
力
を
持
っ

て
い
る
と
し
た
ら
？　

と
い
う
こ
と
は
ま
ず
は
考
え

ら
れ
て
い
い
。

●
田
中　
そ
う
。
ル
カ
ー
チ
へ
の
素
朴
な
疑
問
と
し

て
、
小
説
の
も
つ
ユ
ー
モ
ア
を
無
視
し
て
、
た
ん
に

イ
ロ
ニ
ー
に
区
分
し
て
し
ま
う
の
は
、
ど
う
な
ん
だ

ろ
う
と
。

●
小
林　
笑
い
と
い
う
の
も
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い

人
間
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
形
で
選
ん
だ
も
の
だ

と
イ
ロ
ニ
ー
の
主
張
の
中
で
は
言
わ
れ
ま
す
け
れ

ど
、
私
は
と
て
も
で
は
な
い
け
れ
ど
、
同
意
で
き
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
シ
ン
プ
ル
な

悲
劇
の
ほ
う
が
ま
だ
い
い
と
思
い
ま
す
。

●
田
中　
な
る
ほ
ど
。

●
小
林　
読
ん
で
い
く
と
、
や
は
り
叙
事
詩
と
悲
劇

と
い
う
の
を
同
じ
水
脈
で
捉
え
て
い
る
部
分
が
す
べ

て
の
哲
学
者
に
共
通
し
て
あ
る
と
感
じ
る
の
で
す

が
、
日
本
の
場
合
、
悲
劇
と
い
う
の
を
演
劇
の
問
題

と
い
う
風
に
括
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
劇
詩

の
理
論
は
い
つ
も
演
劇
論
と
し
て
読
ま
れ
て
し
ま
う

き
ら
い
が
あ
っ
て
、
小
説
と
別
な
話
に
な
っ
て
い
ま

す
。
む
し
ろ
小
説
家
は
悲
劇
か
ら
い
か
に
汲
み
取
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と

を
私
は
ち
ゃ
ん
と
主
張
し
た
い
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
哲
学
者
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
う
の
で

す
け
れ
ど
も
…
…
。
日
本
の
場
合
、
あ
く
ま
で
悲
劇

は
演
劇
だ
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
問
題
が

あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
運
命
と
い
う
も
の
の
解
釈
に
つ

い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
悲
劇
を
軸
に
力
を
こ
め
て
語
る

わ
け
で
す
。
ま
さ
し
く
自
ら
発
話
し
、
行
為
す
る
人

間
た
ち
が
運
命
を
な
し
て
い
く
と
い
う
、
こ
の
不
思

議
な
状
況
が
実
現
し
て
い
る
の
が
悲
劇
で
あ
っ
て

…
…
。
そ
の
意
味
で
私
は
小
説
の
直
系
と
し
て
は
つ

な
が
る
の
は
悲
劇
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
演
劇
と
い

う
意
味
だ
と
、
散
文
的
要
素
と
し
て
、
喜
劇
性
、
コ

メ
デ
ィ
ー
的
な
も
の
を
取
り
込
ん
だ
、
と
い
う
評
価

の
方
が
小
説
で
は
な
さ
れ
ま
す
ね
。
そ
れ
は
否
定
し
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ま
せ
ん
が
、
本
質
の
系
譜
は
悲
劇
だ
と
私
は
思
う
の

で
す
。

●
田
中　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
悲
劇
を
重
視
し
て
い

ま
す
が
、
一
貫
し
て
言
語
芸
術
と
し
て
評
価
し
て
い

ま
す
ね
。
テ
ク
ス
ト
の
残
存
状
況
も
あ
り
ま
す
が
、

演
劇
論
は
わ
ず
か
で
、
む
し
ろ
役
者
の
演
技
を
論
じ

る
こ
と
は
悲
劇
を
論
じ
る
こ
と
と
は
別
だ
と
さ
え

い
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
彼
の
議
論
も
、
よ
く
い
わ

れ
て
い
る
と
お
り
、
詩
論
で
す
ね
。
言
語
が
も
つ
内

在
的
な
形
式
と
し
て
の
悲
劇
で
す
。

そ
の
意
味
で
は
、
歴
史
も
ま
た
そ
う
い
う
言
語
の

内
在
的
形
式
の
一
種
と
し
て
捉
え
な
お
し
て
み
て
も

い
い
。
歴
史
学
者
は
、
ど
う
し
て
も
演
者
の
側
に
気

を
取
ら
れ
が
ち
で
、
し
か
も
観
客
と
し
て
そ
う
し
て

い
る
。
そ
れ
は
近
代
歴
史
学
の
根
源
的
な
病
で
す
ね
。

つ
ま
り
登
場
人
物
の
踊
り
を
た
だ
眺
め
て
い
る
こ
と

が
歴
史
学
だ
と
思
っ
て
い
て
、
自
分
の
言
語
は
磨
こ

う
と
し
な
い
。
そ
れ
が
大
方
の
歴
史
学
者
の
傾
向
で

す
ね
。
そ
れ
は
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
す
。
自
分
で
語

ろ
う
と
し
な
い
で
、
ど
う
し
て
登
場
人
物
の
語
り
の

意
図
を
理
解
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
。

●
小
林　
抒
情
詩
か
ら
劇
詩
へ
と
い
う
の
は
そ
の
成

立
を
考
え
る
と
か
な
り
面
白
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

あ
る
意
味
、
劇
詩
の
成
立
は
即
興
か
ら
生
ま
れ
た
と

い
う
言
い
方
も
で
き
ま
す
。
当
然
で
す
け
れ
ど
、
誰

か
が
誰
か
の
役
を
や
っ
て
み
る
と
い
う
の
で
お
そ
ら

く
生
ま
れ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
に
抒
情
詩

の
形
で
、
自
分
の
気
持
ち
を
今
、
歌
う
、
と
い
う
形

で
、
自
分
が
彼
に
な
る
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
が
入
っ

て
く
る
。
そ
れ
が
お
そ
ら
く
劇
詩
の
成
立
に
関
わ
っ

て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
は
考
え
て
み
る
と
、
出
来
事
と
は
そ
も
そ
も

そ
う
い
う
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
言
葉
の

な
か
で
あ
る
種
の
出
来
事
が
進
行
し
て
い
く
わ
け
で

す
ね
。
ま
さ
し
く
歴
史
で
す
。
そ
れ
こ
そ
史
料
と
い

う
は
当
時
の
人
た
ち
の
言
葉
が
発
さ
れ
た
形
で
残
っ

て
い
る
も
の
で
す
ね
。
ま
さ
し
く
息
の
通
っ
て
い
る

も
の
だ
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
歴
史
家
自
身
が

そ
の
人
物
に
な
っ
て
み
る
、
と
い
う
の
は
、
す
ご
く

い
い
の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

●
田
中　
そ
う
。

●
小
林　
折
口
と
い
う
人
は
私
に
と
っ
て
は
直
近
に

お
い
て
、
あ
る
種
の
ホ
メ
ロ
ス
性
を
発
揮
し
て
い
る

人
で
あ
っ
て
、
彼
は
実
際
、
歴
史
も
文
学
論
も
小
説

も
差
が
な
か
っ
た
人
な
の
で
す
が
、
ま
さ
し
く
彼
の

語
り
の
な
か
に
、
古
代
日
本
人
が
も
っ
て
い
た
全
体

像
が
出
て
く
る
。
そ
の
仕
事
自
体
が
叙
事
的
な
の
で

す
が
、
で
も
同
時
に
彼
は
ず
っ
と
非
常
に
エ
モ
ー

シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
か
、
長
い
長
い
自
分
自
身
の
抒
情

性
を
も
求
め
て
い
ま
す
。
折
口
自
身
は
自
分
が
近
代

の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
理
解
し
、
近
代
詩
の

営
為
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
上
で
先
に

行
こ
う
と
し
た
。
叙
事
に
し
て
抒
情
、
そ
う
い
う
形

で
抒
情
性
を
開
い
た
と
い
う
の
は
ま
さ
に
勇
気
あ
る

先
輩
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

●
田
中　
そ
う
、
必
要
な
の
は
勇
気
で
す
。
死
者
の

言
葉
を
た
だ
聞
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
口

で
語
ろ
う
と
す
る
勇
気
。
そ
れ
は
詩
の
謂
い
で
も
あ

る
で
し
ょ
う
。
現
世
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
死
者
の
鎮

魂
、
「
終
わ
り
＝
中
断
」
を
つ
け
る
こ
と
は
、
詩
人

と
歴
史
家
の
仕
事
で
あ
る
べ
き
で
す
。

●
小
林　
え
え
。
そ
の
と
お
り
で
す
。
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