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日
比
谷
と
浅
草
か
ら
離
れ
る
人
々

―
川
端
康
成
『
東
京
の
人
』
を
中
心
に
―

総
合
研
究
大
学
院
大
学
　
文
化
科
学
研
究
科
　
国
際
日
本
研
究
専
攻
　
葉
　
　
暁
瑶

本
稿
で
は
、
川
端
作
品
に
お
け
る
東
京
が
集
中
的
に
表
出
さ
れ
た
最
後
の
作
品
で
あ
る
『
東
京
の
人
』
に
着
目
し
、
こ
と
に
日
比
谷
と
浅
草
の
二
箇
所
に
着
目
し
、
作
中
人

物
の
経
験
と
絡
ま
せ
な
が
ら
場
所
の
特
徴
を
検
討
し
、
作
者
が
力
を
注
い
で
描
こ
う
と
す
る
場
所
の
意
味
合
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
東
京
に

お
け
る
重
要
な
場
所
が
果
た
し
た
機
能
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
川
端
作
品
に
お
け
る
東
京
の
後
退
と
京
都
の
台
頭
の
経
緯
を
究
明
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

ま
ず
、弓
子
と
昭
男
が
別
れ
を
告
げ
た
場
所
と
し
て
の
日
比
谷
交
差
点
に
焦
点
を
据
え
、こ
の
二
人
が
関
係
を
放
棄
す
る
理
由
を
弓
子
と
敬
子
と
の
関
係
に
求
め
る
。
つ
ま
り
、

敬
子
に
愛
さ
れ
育
て
ら
れ
て
き
た
弓
子
は
、
敬
子
と
の
関
係
を
何
よ
り
も
重
視
し
、
か
つ
継
続
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
弓
子
が
敬
子
の
「
し
ら
じ
ら
し
く
、
底
冷
た
い
目
」

を
怖
が
る
よ
う
に
、
昭
男
に
自
ら
の
感
情
を
吐
露
し
つ
つ
も
、
結
局
自
ら
そ
の
関
係
を
切
る
。
日
比
谷
と
い
う
場
所
に
象
徴
さ
れ
た
「
監
視
の
な
か
で
の
自
由
」
は
、
弓
子
の

決
意
を
促
し
た
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

続
け
て
、『
東
京
の
人
』
よ
り
も
四
年
前
の
『
舞
姫
』、
そ
し
て
二
年
前
に
発
表
さ
れ
た
『
日
も
月
も
』
に
も
描
か
れ
て
い
た
日
比
谷
の
街
頭
を
補
助
線
と
し
て
、
日
比
谷
周

辺
の
地
域
に
対
す
る
検
討
を
行
っ
た
。
日
比
谷
と
い
う
場
所
に
象
徴
さ
れ
た
「
監
視
の
な
か
で
の
自
由
」
が
こ
の
三
作
に
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、

占
領
軍
主
導
の
東
京
都
心
に
お
け
る
権
力
関
係
が
占
領
統
治
の
終
焉
に
ま
た
が
っ
て
も
な
お
温
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
、「
新
し
い

日
本
」
と
「
古
い
日
本
」
の
両
極
を
象
徴
し
た
司
令
部
と
皇
居
と
の
対
立
の
権
力
関
係
は
、
人
々
が
東
京
を
離
れ
よ
う
と
す
る
契
機
に
な
っ
た
こ
と
が
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
作
品
に
描
か
れ
た
も
う
一
つ
重
要
な
場
所
と
し
て
の
浅
草
に
注
目
し
た
。
従
来
の
浅
草
が
も
っ
て
い
た
特
性
は
大
震
災
や
戦
争
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
復
興
事
業
を

経
て
徐
々
に
色
褪
せ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
浅
草
は
、
も
は
や
自
由
を
求
め
る
居
場
所
で
は
な
く
な
り
、
東
京
都
心
と
同
じ
よ
う
に
そ
こ
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
場
所
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
物
語
の
結
末
の
「
空
と
海
へ
」
と
い
う
章
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、
東
京
を
離
れ
る
傾
向
が
著
し
く
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

東
京
を
離
れ
る
傾
向
が
著
し
く
な
っ
て
い
く
な
か
、
占
領
政
策
が
解
か
れ
川
端
作
品
に
お
け
る
舞
台
の
東
京
が
浮
上
す
る
（
一
九
五
二
〜
一
九
五
五
）
時
期
に
引
き
続
き
、

東
京
の
後
退
お
よ
び
京
都
の
台
頭
が
現
れ
て
く
る
新
し
い
時
期
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

キ
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要
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Summary

This paper focuses on Tokyo no Hito (People of Tokyo), the last work by Yasunari Kawabata which features 

Tokyo in a focused way, in particular two places, Hibiya and Asakusa. This paper also discusses the 

characteristics of these places in combination with the experiences of the personae and the signifi cance of 

these two places. By exploring the signifi cance of these important places in Tokyo, we can understand the 

reasons for the decline of Tokyo and the rise of Kyoto in Kawabata’s works. 

Firstly, focusing on the Hibiya intersection, the place where Yumiko and   Akio parted, suggests reasons why 

the two abandoned their romantic relationship. The reasons can be sought from the relationship between 

Yumiko and Keiko, Akio’s ex-girlfriend. Yumiko was raised by Keiko with great affection, so she values her 

relationship with Keiko more than anything else. Yumiko eventually cuts herself off from their relationship, 

since Yumiko fears Keiko’s “cold eyes” on her. It can be said that Hibiya, which symbolizes “freedom in 

surveillance”, urges Yumiko to make a decision.

Secondly, I focused on the streets of Hibiya depicted in Maihime (The dancer), which was published four 

years earlier and in Hi mo Tsuki mo (Days and months), which was published two years earlier than Tokyo no 

Hito. It seems that “freedom in surveillance” symbolized by Hibiya is the common basis of these three works. 

We also understood that the infl uence of the Occupation Forces had still been lingering in the center of Tokyo 

even after the end of the Occupation period. Consequently, it can be said that the power relationship between 

the General Headquarters of the Allied Powers and the Imperial Household, which symbolized the two 

extremes of “new Japan” and “old Japan”, prompted people to leave Tokyo. 

Finally, I focused on Asakusa as another important place depicted in the work. The characteristics of 

conventional Asakusa were gradually fading after the Great Kanto Earthquake, World War II, and the 

subsequent reconstruction projects. It was revealed that the new Asakusa was no longer a place to seek 

freedom but a place to leave. As we can see in the chapter title, To the Sky and the Sea, at the end of the story, 

it can be said that leaving Tokyo has become a marked trend.

Key words: Tokyo, Hibiya, Asakusa, Occupation period, Yasunari Kawabata
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一
．
東
京
と
い
う
舞
台
の
ゆ
く
え

川
端
康
成
の
作
品
で
最
長
編
の
小
説
は
、
一
九
五
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
翌

一
九
五
五
年
十
月
十
日
ま
で
、『
北
海
道
新
聞
』『
中
部
日
本
新
聞
』『
西
日
本
新
聞
』

の
朝
刊
紙
上
に
五
〇
五
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
『
東
京
の
人
』
で
あ
る
（
１
）。

川
端
作
品
に
お
け
る
東
京
の
題
材
化
を
め
ぐ
っ
て
は
、
高
橋
真
理
と
吉
田
秀
樹
が

そ
れ
ぞ
れ
戦
前
と
戦
後
の
作
品
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
高
橋
は
川
端
が
戦
前
に
発

表
し
た
小
説
を
中
心
に
、
東
京
が
主
要
舞
台
に
な
っ
て
い
る
作
品
の
み
な
ら
ず
、『
伊

豆
の
踊
子
』（
一
九
二
六
）
と
『
雪
国
』（
一
九
三
五
〜
一
九
四
七
）
の
い
ず
れ
に
お

い
て
も
、
故
郷
や
ほ
か
の
地
方
が
意
識
さ
れ
た
う
え
で
の
東
京
が
登
場
し
、
そ
こ
に

東
京
の
都
会
性
・
中
央
性
と
い
う
側
面
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
働
い
て
い
る
と

強
調
す
る
。
一
方
、
東
京
内
部
で
の
個
別
の
位
置
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
２
）。
ま
た
吉
田
は
、
戦
後
の
川
端
作
品
を
概

観
し
た
う
え
で
、
占
領
政
策
が
解
か
れ
東
京
が
浮
上
す
る
（
一
九
五
二
〜

一
九
五
五
）
時
期
、
そ
し
て
舞
台
と
さ
れ
る
東
京
の
後
退
お
よ
び
京
都
の
台
頭
の
時

期
（
一
九
五
九
年
以
降
）
を
提
示
す
る
（
３
）。
吉
田
の
ま
と
め
に
し
た
が
え
ば
、『
東

京
の
人
』
は
東
京
が
浮
上
す
る
時
期
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は

東
京
を
主
要
な
舞
台
に
し
た
最
後
の
川
端
作
品
で
も
あ
る
。

『
東
京
の
人
』
に
つ
い
て
の
先
行
論
で
は
、
現
実
性
の
有
無
に
焦
点
を
あ
て
た
藤

森
重
紀
は
、
掲
載
紙
『
中
部
日
本
新
聞
』
の
紙
面
記
事
と
照
ら
し
合
わ
せ
、『
東
京

の
人
』
で
触
れ
た
社
会
事
件
が
「
何
と
も
後
味
わ
る
い
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、「
社

会
性
の
欠
如
と
断
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
」（
４
）
と
酷
評
す
る
。

現
実
性
の
欠
如
を
批
判
す
る
藤
森
と
異
な
り
、
武
田
勝
彦
は
「
川
端
作
品
は
現
実

そ
の
も
の
を
移
し
な
が
ら
、
現
実
を
越
え
た
非
現
実
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ

と
が
多
い
」
と
作
品
に
み
ら
れ
る
現
実
と
違
う
要
素
を
肯
定
的
に
と
ら
え
、ま
た
「
非

現
実
の
裏
付
け
と
し
て
の
現
実
が
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
」（
５
）
と
注

意
を
呼
び
か
け
る
。
さ
ら
に
、
片
岡
豊
は
「〈
家
〉
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
徹
底
し
て
排

除
す
る
な
か
で
行
わ
れ
た
新
た
な
〈
家
族
〉
の
試
み
」（
６
）
と
作
品
の
先
見
性
を
評

価
す
る
。

な
お
、「『
東
京
の
人
』
全
篇
は
、（
中
略
）
人
生
を
旅
と
な
が
め
る
漂
泊
者
の
眼

の
き
び
し
さ
が
あ
る
と
同
時
に
、
人
生
を
力
い
っ
ぱ
い
生
き
よ
う
と
す
る
生
命
力
の

強
さ
が
あ
る
」（
７
）
と
い
う
よ
う
な
物
語
の
内
容
面
に
重
点
を
お
い
た
十
返
肇
の
解

説
も
み
ら
れ
る
。

『
東
京
の
人
』
に
お
い
て
は
、
俊
三
と
娘
の
弓
子
、
そ
し
て
内
縁
の
妻
に
あ
た
る

敬
子
、
そ
の
息
子
の
清
と
娘
の
朝
子
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
家
族
と
、
一
緒
に
生
活

を
送
っ
て
い
る
田
部
夫
婦
と
息
子
、
そ
し
て
田
部
の
異
母
弟
の
昭
男
の
四
人
か
ら

な
っ
て
い
る
家
族
、
こ
の
二
つ
の
家
族
が
軸
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
家
族
は

作
品
の
最
後
で
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
羽
田
か
ら
ド
イ
ツ
に
旅
立
つ
昭
男
と
竹
芝
橋
か

ら
伊
豆
大
島
へ
出
航
す
る
俊
三
ら
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
俊
三
の
経
験

に
関
し
て
は
浅
草
と
い
う
場
所
が
絡
ん
で
く
る
一
方
で
、
昭
男
が
旅
立
つ
前
に
弓
子

と
別
れ
を
告
げ
た
場
所
と
し
て
の
日
比
谷
周
辺
も
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
上
記
の
先
行
論
を
踏
ま
え
、
東
京
と
い
う
舞
台
に
重
点
を
お
き
、
こ
と

に
日
比
谷
と
浅
草
の
二
箇
所
に
着
目
し
、
作
中
人
物
の
経
験
と
絡
ま
せ
な
が
ら
場
所

の
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
現
実
性
の
有
無
よ
り
も
作
者
が
力
を
注
い
で
描
こ
う

と
す
る
場
所
の
意
味
合
い
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
東
京
に
お
け
る
重
要

な
場
所
が
果
た
し
た
機
能
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
川
端
作
品
に
お
け
る
東
京
の
後

一
．
東
京
と
い
う
舞
台
の
ゆ
く
え

二
．
別
れ
を
告
げ
る
場
所
と
し
て
の
日
比
谷

三
．
誰
か
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
「
監
視
」

四
．
東
京
都
心
の
権
力
関
係

五
．
浅
草
の
変
遷
と
不
自
由

六
．
対
立
と
均
質
性
に
よ
る
東
京
の
息
苦
し
さ
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退
と
京
都
の
台
頭
の
経
緯
を
究
明
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

二
．
別
れ
を
告
げ
る
場
所
と
し
て
の
日
比
谷

先
行
論
で
は
、
作
中
人
物
の
造
型
と
東
京
の
個
別
の
地
域
と
の
対
応
関
係
に
つ
い

て
の
言
及
は
す
で
に
あ
る
。
例
え
ば
、
て
き
ぱ
き
働
い
て
い
る
敬
子
の
行
動
範
囲
を

下
町
、
銀
座
、
新
橋
界
隈
と
し
、
最
終
的
に
は
六
本
木
に
店
を
持
た
せ
る
一
方
、
戦

争
成
金
の
田
部
を
麴
町
二
番
町
に
住
ま
わ
せ
、
俊
三
や
敬
子
を
目
白
の
、
焼
け
残
っ

た
雑
司
ヶ
谷
付
近
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
住
ま
わ
せ
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し

た （
８
）
武
田
勝
彦
の
論
考
は
興
味
深
い
。
ま
た
、
羽
鳥
徹
哉
は
武
田
論
を
引
き
継
ぐ

形
で
、
東
京
の
各
場
所
が
各
人
物
の
性
格
お
よ
び
職
業
と
対
応
す
る
こ
と
を
説
明
し
、

宝
石
や
高
級
時
計
が
扱
わ
れ
る
高
級
地
域
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
駆
け
出
し
の
俳
優
、

都
庁
勤
め
の
公
務
員
が
住
ま
う
中
間
地
域
、
浮
浪
者
や
バ
タ
屋
が
あ
る
下
層
地
域
と

い
う
東
京
の
三
つ
の
空
間
を
見
据
え
、
作
中
人
物
が
こ
れ
ら
の
あ
い
だ
を
流
動
的
に

移
動
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
９
）。
く
わ
え
て
、
吉
田
秀
樹
は
作
中
の
隅

田
川
を
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
と
ら
え
、
民
衆
の
開
放
的
な
生
命
力
を
育
む
源
泉
と
し
て

の
性
格
を
見
出
し
た
う
え
で
、隅
田
川
を
と
り
ま
く
東
京
の
裏
と
表
と
の
対
比
が
「
戦

後
の
日
本
が
抱
え
る
空
虚
や
虚
偽
性
を
照
ら
し
出
す
構
造
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と

結
論
づ
け
る
（
10
）。

本
節
で
は
以
上
の
よ
う
な
個
別
の
地
域
を
精
査
す
る
分
析
方
法
を
受
け
継
ぎ
、『
東

京
の
人
』
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
日
比
谷
周
辺
を
そ
の
地
域
と
か
か
わ
り
の

あ
る
人
間
関
係
か
ら
検
討
を
行
う
。
そ
し
て
、
同
時
代
の
川
端
の
他
作
品
も
視
野
に

入
れ
つ
つ
、
日
比
谷
が
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
川
端
文
学
の
な
か
で
有
す
る
位
置
を

解
明
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

人
間
関
係
を
め
ぐ
る
検
討
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
作
中
人
物
の
弓
子
が
昭
男
と
別
れ

て
い
く
場
面
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

 
 

日
比
谷
の
交
叉
点
に
近
づ
い
て
ゐ
た
。
ゴ
オ
・
ス
ト
ッ
プ
の
色
が
変
つ
た
が
、

二
人
の
目
の
向
う
を
、
車
の
群
が
流
れ
た
。

 

「
あ
た
し
、
帰
り
ま
す
。」
弓
子
が
不
意
に
言
つ
た
。

 

「
お
う
ち
の
近
く
ま
で
、
送
り
ま
せ
う
。」

 
 「
い
い
え
、
い
い
え
、
こ
こ
で
い
い
の
。
時
計
の
お
月
さ
ま
の
道
で
、
お
別
れ

し
た
方
が
い
い
の
。
振
り
か
へ
ら
な
い
で
、
真
直
ぐ
向
う
に
、
歩
い
て
い
ら
し

て
よ
。」（
②
「
銀
座
で
」
四
九
二
頁
）（
11
）

弓
子
は
断
固
と
し
て
昭
男
に
、
日
比
谷
の
交
差
点
で
別
れ
を
告
げ
、
さ
ら
に
昭
男

に
ふ
り
か
え
ら
な
い
で
真
っ
直
ぐ
歩
い
て
と
呼
び
か
け
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
自
分

に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
弓
子
が
タ
ク
シ
ー
を
止
め
て
車
の
中
に

「
逃
げ
こ
む
や
う
な
う
し
ろ
姿
」
が
昭
男
の
目
に
残
っ
た
。
弓
子
は
昭
男
と
離
れ
が

た
い
恐
れ
の
あ
る
自
分
を
説
得
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
矛
盾
す
る
気
持
ち
の
背

後
に
は
、
弓
子
の
育
て
の
親
で
あ
る
敬
子
の
存
在
が
大
き
い
。

実
の
母
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
七
年
前
か
ら
敬
子
は
自
分
の
子
供
よ
り

弓
子
を
か
わ
い
が
っ
て
育
て
て
き
た
。
当
時
、
弓
子
の
父
で
あ
る
俊
三
は
、
戦
地
か

ら
戻
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
母
の
京
子
が
肺
病
の
た
め
に
熱
海
の
療
養
所
に
お
り
、

一
人
で
子
供
の
面
倒
を
見
ら
れ
ず
、
敬
子
に
頼
ん
で
弓
子
を
預
か
っ
て
も
ら
っ
て
い

た
。
弓
子
と
敬
子
の
関
係
は
、
作
中
で
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

 
 

父
が
敬
子
と
暮
す
こ
と
に
な
つ
て
、
ま
あ
家
庭
の
形
の
な
か
に
落
ち
つ
い
た
。

む
し
ろ
弓
子
は
初
め
て
安
心
し
、
幸
福
さ
へ
感
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
敬
子

も
弓
子
に
情
が
移
つ
た
。
弓
子
は
敬
子
に
頼
り
き
つ
て
ゐ
た
。

 
 

敬
子
の
実
子
二
人
は
、
あ
ま
り
の
美
少
女
で
あ
る
弓
子
に
、
最
初
か
ら
、
ま
ぶ

し
い
や
う
な
驚
き
と
敬
ひ
の
目
を
向
け
て
ゐ
た
や
う
だ
。
母
と
弓
子
と
の
愛
情

は
、
ね
た
む
よ
り
も
、
不
思
議
ら
し
い
。（
①
「
し
や
う
ぶ
湯
」
一
五
頁
）
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ま
た
、
実
の
母
で
あ
る
京
子
が
弓
子
の
も
と
へ
訪
れ
た
際
、
弓
子
は
彼
女
に
対
し

て
冷
た
い
態
度
を
示
し
て
い
る
（
12
）。
敬
子
と
生
活
す
る
な
か
で
、
は
じ
め
こ
そ
は

印
象
が
薄
れ
て
ゆ
く
母
の
面
影
を
美
化
し
て
い
た
も
の
の
、
実
際
の
彼
女
の
姿
を
目

に
し
た
と
た
ん
に
、
そ
う
し
た
弓
子
の
想
像
す
ら
も
崩
壊
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、
実

の
母
へ
の
拒
絶
と
は
対
照
的
に
、
弓
子
は
敬
子
に
す
が
る
よ
う
に
な
る
。

 
 「

弓
子
ち
や
ん
の
こ
と
は
、
い
つ
で
も
、
お
母
さ
ま
の
自
由
で
す
つ
て
、
私
言

つ
た
の
よ
。」

 
 「

い
や
よ
。
お
母
さ
ま
の
、
自
由
ぢ
や
な
い
わ
。」

 
 「

え
え
、
ま
あ
、
私
が
さ
う
言
つ
た
こ
と
は
、
弓
子
ち
や
ん
も
、
知
つ
て
お
い

て
ち
や
う
だ
い
」

 
 「

知
ら
な
い
、
知
ら
な
い
。
自
由
だ
な
ん
て
、
マ
マ
、
う
そ
だ
わ
。
自
由
な
ん

て
な
い
わ
。
あ
た
し
自
由
に
な
ら
な
い
わ
。」
と
、
弓
子
は
訴
へ
な
が
ら
、
わ

つ
と
泣
き
出
し
た
。（
①
「
熱
帯
魚
」
二
六
七
頁
）

こ
れ
は
京
子
が
再
び
訪
ね
て
き
た
あ
と
、
敬
子
が
当
時
の
様
子
を
留
守
だ
っ
た
弓

子
に
伝
え
た
場
面
で
あ
る
。
弓
子
の
反
応
は
彼
女
の
胸
中
を
顕
著
に
反
映
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
弓
子
は
京
子
と
の
関
係
を
認
め
な
い
と
同
時
に
、
敬
子
に
自
分
の
こ
と
を

他
所
に
押
し
出
さ
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
敬
子
と
の

関
係
を
よ
り
一
層
緊
密
に
築
き
上
げ
た
い
意
欲
も
こ
こ
に
は
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た

弓
子
は
、
昭
男
に
対
す
る
感
情
を
隠
そ
う
と
す
る
（
13
）。
弓
子
と
敬
子
と
朝
子
の
三

人
で
い
る
と
き
に
、
朝
子
は
「
田
部
先
生
は
弓
子
ち
や
ん
が
好
き
よ
」
と
話
を
投
げ

か
け
る
一
方
で
、
敬
子
は
昭
男
の
こ
と
と
な
る
と
、
人
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
「
弓
子

に
た
い
し
て
し
ら
じ
ら
し
く
、
底
冷
た
い
目
を
向
け
る
」（
上
記
三
箇
所
、
い
ず
れ

も
②
「
枕
の
唇
」
三
五
九
頁
）
の
で
あ
る
。
弓
子
は
そ
の
場
で
敬
子
の
気
持
ち
を
汲

み
取
り
、「
も
う
こ
れ
か
ら
は
、
ど
ん
な
時
で
も
、
田
部
先
生
を
逃
げ
て
ゐ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
わ
」
と
自
ら
決
断
す
る
の
で
あ
る
。

実
は
敬
子
は
家
を
出
た
俊
三
が
す
で
に
死
ん
で
い
る
と
思
い
込
ん
で
お
り
、
俊
三

の
葬
儀
を
済
ま
せ
た
あ
と
に
は
、
昭
男
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
昭
男
は

若
い
医
師
で
、
弓
子
の
盲
腸
の
手
術
で
敬
子
と
は
じ
め
て
会
い
、
そ
し
て
敬
子
が
田

部
家
に
宝
石
と
時
計
を
も
っ
て
い
く
際
に
再
会
す
る
人
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
中

年
の
女
と
、
若
い
男
性
の
愛
」
に
つ
い
て
、
羽
鳥
は
「
最
初
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
プ
ラ

ス
に
働
く
」
が
、
弓
子
と
昭
男
と
の
結
婚
が
自
然
だ
と
敬
子
自
身
も
わ
か
っ
て
い
る

た
め
に
、「
逆
に
昭
男
へ
の
執
着
が
つ
の
り
、
弓
子
へ
の
嫉
妬
め
い
た
思
い
も
生
じ

て
く
る
」（
14
）
と
述
べ
て
い
る
。
敬
子
が
弓
子
へ
の
嫉
妬
を
抱
い
て
い
る
こ
と
は
、

以
下
の
語
り
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
敬
子
の
心
理
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

 
 「

マ
マ
は
ね
、
あ
な
た
が
い
つ
か
、
誰
か
を
好
き
に
な
つ
て
、
よ
そ
の
家
の
人

に
な
つ
た
つ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
か
ま
は
な
い
こ
と
な
の
よ
。
私
が
か
ま
ふ

か
ま
は
な
い
ぢ
や
な
く
、
弓
子
ち
や
ん
の
自
由
が
あ
る
ん
で
す
も
の
ね
。」

 
  

敬
子
は
言
つ
て
、
心
に
も
な
い
こ
と
を
言
つ
て
ゐ
る
、
自
分
が
い
や
に
な
つ

た
。（
②
「
枕
の
唇
」
三
五
六
頁
）

敬
子
は
弓
子
が
誰
を
好
き
に
な
っ
て
も
弓
子
の
自
由
で
あ
る
と
主
張
し
な
が
ら
、

自
分
が
嘘
を
つ
い
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
敬
子
は
明
ら
か
に
弓
子
と
昭
男
と
の
関

係
を
拒
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
に
触
れ
た
と
お
り
、
敬
子
は
弓
子
の
実
の
母
に

対
し
て
も
「
弓
子
ち
や
ん
の
こ
と
は
、い
つ
で
も
、お
母
さ
ま
の
自
由
で
す
」
と
語
り
、

「
自
由
」
と
い
う
言
葉
を
強
調
し
て
い
た
。
こ
こ
に
も
、「
自
由
」
を
し
ば
し
ば
口
に

し
つ
つ
も
本
当
の
気
持
ち
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
敬
子
の
矛
盾
が
窺
え
る
だ
ろ

う
。
こ
う
し
た
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
三
人
の
関
係
に
は
、
敬
子
に
対
す
る
弓
子
の
愛

情
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。「
父
が

 
応
召
し
、
祖
母
が
な
く
な
る
と
」「
あ
ち
ら
こ

ち
ら
に
転
々
さ
せ
ら
れ
て
、
少
女
期
を
迎
へ
た
」（
①
「
し
や
う
ぶ
湯
」
一
五
頁
）

弓
子
に
と
っ
て
、
敬
子
か
ら
は
じ
め
て
母
の
愛
を
味
わ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

昭
男
と
の
関
係
が
敬
子
と
の
関
係
に
ひ
び
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
弓
子



163

葉暁瑶　　日比谷と浅草から離れる人々―川端康成『東京の人』を中心に―

20総研大文化科学研究 第18号（2022）（ ）

は
昭
男
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
を
選
ぶ
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
「
田
部
先
生
を
逃
げ
て
ゐ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
決
め
た
弓
子
は
、

知
ら
な
い
う
ち
に
朝
子
に
連
れ
ら
れ
て
昭
男
と
会
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

二
人
は
以
下
の
よ
う
に
肩
を
並
べ
て
散
歩
し
た
あ
と
、
本
節
冒
頭
で
引
用
し
た
別
れ

の
場
面
を
迎
え
て
く
る
。

 

広
い
車
道
を
、
日
比
谷
公
園
の
方
へ
渡
つ
た
。

 

「
公
園
の
匂
ひ
が
し
ま
す
わ
。」

 

「
さ
う
、
若
葉
の
匂
ひ
で
す
ね
。」

 

「
花
も
あ
り
ま
す
で
せ
う
。」

 
 「

花
の
匂
ひ
も
あ
り
ま
す
か
。」
と
、
昭
男
は
間
の
拔
け
た
、
聞
き
返
し
や
う
を

し
た
。

 

（
中
略
）

 

二
人
は
皇
居
の
堀
の
方
に
向
つ
て
、
歩
い
て
ゐ
た
。

 
 

二
人
を
追
ひ
越
し
て
は
、
弓
子
の
き
も
の
姿
の
愛
ら
し
さ
を
、
振
り
か
へ
つ
て

ゆ
く
人
も
あ
つ
た
。

 
 

幾
組
か
の
あ
ひ
び
き
と
、
す
れ
ち
が
つ
た
。
女
が
男
の
腕
に
す
が
つ
て
、
し
つ

と
り
歩
い
て
来
る
。
昭
男
と
弓
子
も
、
あ
ひ
び
き
の
形
で
歩
い
て
ゐ
る
わ
け
だ

が
、
昭
男
は
弓
子
の
手
を
取
る
こ
と
も
、
肩
を
抱
き
よ
せ
る
こ
と
も
、
愛
の
言

葉
を
さ
さ
や
く
こ
と
も
、
出
来
な
い
の
だ
つ
た
。（
②
「
銀
座
で
」
四
八
九
〜

四
九
〇
頁
）

日
比
谷
周
辺
を
歩
く
上
記
の
シ
ー
ン
は
、
作
品
全
体
に
お
い
て
弓
子
と
昭
男
と
二

人
き
り
で
い
る
唯
一
の
場
面
で
あ
り
、
言
葉
が
少
な
い
に
せ
よ
二
人
の
心
が
通
じ
合

う
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
場
面
で
も
あ
る
。
だ
が
ま
わ
り
の
親
し
い
男
女
と
は
違
い
、

弓
子
は
た
だ
昭
男
に
「
つ
い
て
来
て
く
れ
る
」（
②
「
銀
座
で
」
四
九
〇
頁
）
だ
け

な
の
で
あ
る
。
ま
る
で
人
目
を
は
ば
か
る
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
日
比
谷
を
背
景
に
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
人
物
関
係
は
、
ま
た
『
東
京
の

人
』
よ
り
四
年
前
、
な
お
か
つ
二
年
前
に
連
載
さ
れ
た
『
舞
姫
』（『
朝
日
新
聞
』

一
九
五
〇
・
一
二
〜
一
九
五
一
・
三
）
と
『
日
も
月
も
』（『
婦
人
公
論
』
一
九
五
二
・
一

〜
一
九
五
三
・
五
）
に
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
次
節
で
は
日
比
谷
周
辺
に
設
定
さ

れ
た
『
舞
姫
』
と
『
日
も
月
も
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
確
認
し
、
占
領
下
、
あ
る

い
は
占
領
が
解
除
さ
れ
て
ま
も
な
い
時
期
に
連
載
し
て
い
た
作
品
に
お
け
る
人
物
関

係
が
東
京
都
心
の
イ
メ
ー
ジ
と
ど
の
よ
う
に
連
動
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た

い
。

三
．
誰
か
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
「
監
視
」

ま
ず
川
端
の
戦
後
最
初
の
長
編
と
さ
れ
た
『
舞
姫
』
の
第
一
章
「
皇
居
の
堀
」
を

ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。『
舞
姫
』
は
バ
レ
リ
イ
ナ
の
波
子
と
品
子
と
い
う
母
子
と

波
子
の
夫
で
あ
る
矢
木
、
彼
女
の
昔
の
恋
人
竹
原
が
登
場
す
る
家
庭
劇
で
あ
る
が
、

作
品
の
冒
頭
で
波
子
と
竹
原
の
対
面
す
る
場
面
が
日
比
谷
街
頭
に
設
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
会
話
が
み
ら
れ
る
。

 
 「

こ
は
い
。
こ
は
い
わ
。」

 
 

と
波
子
は
肩
を
す
く
め
る
と
、
竹
原
に
寄
り
添
つ
た
。

 
 

そ
し
て
、
顔
を
か
く
さ
う
と
す
る
か
の
や
う
に
、
手
を
胸
ま
で
あ
げ
た
。

 
 

竹
原
は
そ
の
波
子
の
指
先
が
ふ
る
へ
て
ゐ
る
の
に
お
ど
ろ
い
た
。

 
 「

な
に
が
…
…
？
な
に
が
こ
は
い
で
す
。」

 
 「

見
つ
か
る
わ
。
見
つ
か
り
さ
う
で
す
わ
。」

 
 「

あ
あ
…
…
。」

 
 

さ
う
か
と
思
つ
て
、
竹
原
は
波
子
を
見
た
。（「
皇
居
の
堀
」
二
五
九
頁
）（
15
）

こ
う
し
て
、
波
子
と
竹
原
に
簡
単
な
会
話
を
交
わ
さ
せ
た
あ
と
、
彼
ら
の
い
る
場

所
を
明
確
に
示
す
一
文
が
綴
ら
れ
る
。「
日
比
谷
公
園
の
裏
か
ら
皇
居
前
の
広
場
に
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は
い
る
、
交
叉
点
の
ま
ん
な
か
で
、
車
の
ゆ
き
き
の
多
い
道
だ
し
、
ゆ
き
き
の
多
い

引
け
時
だ
か
ら
、
二
人
の
車
の
う
し
ろ
に
二
三
台
と
ま
り
、
左
右
を
流
れ
る
車
が
つ

づ
い
た
」（「
皇
居
の
堀
」
二
六
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、『
東
京
の
人
』
で
確
認
で

き
た
弓
子
と
昭
男
が
別
れ
よ
う
と
す
る
日
比
谷
交
差
点
が
、『
舞
姫
』
の
冒
頭
で
も

再
び
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
二
人
の
会
話
が
次
の
よ
う
に
続
く
。

 
 「

見
つ
か
る
つ
て
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
だ
れ
に
見
つ
か
る
ん
で
す
。」

 
 「

矢
木
だ
つ
て
…
…
。
そ
れ
か
ら
、
高
男
だ
つ
て
…
…
。
高
男
は
お
父
さ
ん
子

で
す
か
ら
、
私
を
見
張
つ
て
ま
す
よ
。」（「
皇
居
の
堀
」
二
六
〇
頁
）

波
子
は
、
日
比
谷
交
差
点
を
通
過
し
て
い
る
車
の
な
か
で
、
絶
え
間
も
な
く
自
分

が
誰
か
に
見
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
夫
の
矢
木
か
息
子
の

高
男
が
い
つ
も
波
子
を
見
張
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
息
子
の
高

男
と
娘
の
品
子
に
つ
い
て
、
波
子
は
ま
た
品
子
が
自
分
の
帰
り
が
遅
く
な
る
と
き
に

心
配
す
る
の
に
対
し
て
、
高
男
が
自
分
を
「
見
張
つ
て
る
わ
け
」（「
皇
居
の
堀
」

二
六
三
頁
）
で
あ
る
と
二
人
の
違
い
を
強
調
す
る
。
続
け
て
「
皇
居
の
前
の
広
場
へ

渡
る
、
堀
の
上
」（「
皇
居
の
堀
」
二
六
二
頁
）
で
二
人
が
車
か
ら
降
り
た
あ
と
、
波

子
は
竹
原
に
次
の
よ
う
に
話
を
か
け
る
。

 
 「

日
本
が
負
け
て
、
矢
木
の
心
の
美
が
ほ
ろ
ん
で
、
い
ふ
ん
で
す
の
。
自
分
は

古
い
日
本
の
亡
霊
だ
…
…
。」

 
 「

ふ
う
ん
。
そ
の
亡
霊
の
世
迷
ひ
言
で
、
波
子
さ
ん
の
所
帯
の
苦
労
を
、
見
て

見
ぬ
振
り
し
よ
う
と
い
ふ
…
…
？
」

 
 「

見
ぬ
振
り
ど
こ
ろ
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
の
。
物
の
減
つ
て
ゆ
く
の
が
、
矢
木
は

不
安
で
し
か
た
が
な
い
の
。
で
す
か
ら
、私
の
や
り
方
を
監
視
し
て
ゐ
る
の
よ
。」

（「
皇
居
の
堀
」
二
六
二
頁
）

矢
木
が
「
古
い
日
本
の
亡
霊
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
矢
木
が
自
分
を
「
監
視
」

し
て
い
る
、
と
波
子
は
は
っ
き
り
と
言
っ
た
。
こ
こ
で
、「
日
本
の
亡
霊
」
と
合
わ

せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
矢
木
と
い
う
作
中
人
物
の
設
定
で
あ
る
。

矢
木
は
戦
争
中
に
、「
吉
野
朝
の
文
学
」
と
い
う
本
を
書
い
て
、
学
位
論
文
と
し

て
提
出
し
た
。
そ
の
論
文
は
、「
南
朝
の
人
々
が
戦
ひ
や
ぶ
れ
て
、
吉
野
の
山
な
ど

に
さ
す
ら
ひ
な
が
ら
、
王
朝
の
伝
統
を
守
り
、
つ
た
へ
、
ま
た
あ
こ
が
れ
た
、
文
学

と
史
実
と
を
調
べ
た
も
の
」（「
母
の
子
父
の
子
」
二
八
八
頁
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

「
南
朝
の
天
皇
が
た
の
源
氏
物
語
研
究
に
、
矢
木
の
筆
は
涙
を
そ
そ
い
だ
」
と
い
う

一
文
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
矢
木
は
「
古
い
日
本
」
に
自
分
を
捧
げ
た
人
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
た
だ
そ
の
反
面
、
矢
木
は
日
本
が
朝
鮮
戦
争
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
る

の
を
恐
れ
て
ア
メ
リ
カ
へ
の
逃
亡
を
企
て
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
人
物
像
に
注

目
し
て
、
笹
淵
友
一
は
「
矢
木
の
吉
野
朝
の
文
学
や
源
氏
物
語
研
究
へ
の
関
心
は
川

端
の
中
世
へ
の
関
心
と
没
交
渉
で
は
あ
る
ま
い
」
と
認
め
つ
つ
も
、「
作
者
が
矢
木

の
人
格
を
信
用
し
て
い
な
い
し
る
し
」（
16
）
も
作
中
に
書
き
込
ん
だ
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
矢
木
の
よ
う
な
両
義
的
な
人
物
と
対
に
な
る
の
は
、
や
は
り
バ
レ
リ
イ
ナ

の
波
子
や
品
子
で
あ
る
。
作
品
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
舞
踊
が
、
な
ぜ
日
本
舞
踊
で
は

な
く
西
洋
の
舞
踊
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
、
川
端
が
「
次
の
連
載

小
説　

舞
姫　

作
者
の
言
葉
」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
〇
・
一
二
・
九
）
に
お
い
て
語
っ

た
次
の
言
葉
が
そ
の
答
え
と
な
る
だ
ろ
う
。

 
 

日
本
の
今
の
こ
と
、
ま
た
私
の
今
の
あ
り
さ
ま
で
は
、
花
や
か
な
も
の
が
出
来

そ
う
に
な
い
の
で
、
花
や
か
な
バ
レ
リ
イ
ナ
を
主
人
公
に
え
ら
び
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
バ
レ
イ
こ
そ
が
そ
の
花
や
か
さ
で
も
っ
て
戦
後
日
本
の
生
命
力
を

引
き
出
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
バ
レ
リ
イ
ナ
を
主
人
公
に

設
定
し
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
バ
レ
リ
イ
ナ
が
西
洋
的
な
舞
踊
を
と

お
し
て
戦
後
の
日
本
に
生
命
力
を
与
え
る
の
に
対
し
、
そ
の
一
方
で
は
「
古
い
日
本
」
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に
自
己
を
捧
げ
る
矢
木
が
日
本
に
未
練
な
く
ア
メ
リ
カ
へ
の
逃
亡
計
画
を
図
っ
て
い

る
と
い
う
対
照
的
な
構
図
が
、
こ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、「
古
い
日
本
の
亡
霊
」
と
さ
れ
て
い
る
矢
木
は
西
洋
舞
踊
の
バ
レ
イ
を
踊
る
波

子
や
品
子
と
対
照
を
な
す
存
在
で
あ
り
、
戦
後
日
本
が
生
命
力
を
得
る
も
の
と
し
て

描
か
れ
つ
つ
も
、
そ
こ
に
は
常
に
「
監
視
」
の
目
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な

構
図
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
先
述
し
た
弓
子
が
昭
男
と
の
か
か
わ
り

の
な
か
で
敬
子
の
「
目
」
を
意
識
す
る
場
面
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
こ
に
類
似
し
た
ま

な
ざ
し
が
内
面
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
波
子
も
弓
子
も
日
比
谷
の

街
頭
で
、「
監
視
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
感
じ
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、『
日
も
月
も
』
に
お
け
る
日
比
谷
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
人
物
関
係
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
と
、
幸
二
は
松
子
の
元
恋
人
宗
広
の
弟

で
あ
り
、
巻
子
は
宗
広
と
結
婚
し
た
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
松
子
と
幸
二
と
は

互
い
に
好
感
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
と
も
そ
の
関
係
を
深
め
る
こ

と
を
た
め
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
彼
ら
が
日
比
谷
公
園
を
歩
く
場
面
が
『
東
京

の
人
』
に
お
け
る
弓
子
と
昭
男
の
歩
く
場
面
と
類
似
す
る
構
図
を
と
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
両
作
品
と
も
「
幾
組
か
の
あ
ひ
び
き
」
と
す
れ
違
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
も
、

そ
の
よ
う
な
類
似
性
を
よ
り
強
固
に
示
す
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
同
時

に
注
意
す
べ
き
は
二
人
の
次
の
よ
う
な
対
話
で
あ
る
。

 
 

堀
を
渡
つ
て
、
日
比
谷
公
園
の
花
園
の
裏
に
出
る
と
、
二
人
は
公
園
に
は
い
つ

た
。

 
 

花
園
の
と
こ
ろ
へ
来
た
が
、
園
の
ま
は
り
の
い
く
つ
か
の
ベ
ン
チ
は
、
や
は
り

二
人
づ
れ
に
占
め
ら
れ
て
ゐ
た
。

 
 「

巻
子
さ
ん
が
…
…
。」

 
 

松
子
は
た
め
ら
つ
た
。
幸
二
が
問
う
や
う
に
振
り
向
い
た
。
松
子
は
頰
が
赤
ら

む
気
持
で
、

 
 「

巻
子
さ
ん
は
、
私
が
幸
二
さ
ん
と
日
比
谷
公
園
を
歩
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
見

た
と
、
お
兄
さ
ま
に
お
つ
し
や
つ
た
さ
う
よ
。」

 
 「

え
つ
？
」
と
、
幸
二
は
思
は
ず
あ
た
り
を
見
ま
は
し
て
、

 
 「

そ
れ
は
姉
も
、
相
当
の
預
言
者
だ
な
。
お
ど
ろ
い
た
な
。」

 
 「

で
す
か
ら
私
、
日
比
谷
公
園
は
い
や
で
す
わ
。」

 
 「
姉
の
預
言
が
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
す
か
。」

 
 「

そ
ん
な
の
、
預
言
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
わ
。」

 
 

松
子
は
は
っ
き
り
言
っ
た
。

 
 「

で
も
、
日
比
谷
は
い
や
よ
。
出
ま
せ
う
。」

 
 

今
、
皇
居
前
か
ら
日
比
谷
へ
来
る
時
、
松
子
は
父
が
こ
の
近
く
で
倒
れ
た
こ
と

を
忘
れ
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
が
、幸
二
に
は
だ
ま
つ
て
ゐ
た
。」（「
真
実
、

鈴
振
り
」
三
九
一
頁
）（
17
）

松
子
が
幸
二
と
一
緒
に
日
比
谷
を
歩
く
上
記
の
場
面
に
先
立
ち
、
松
子
が
七
里
ヶ

浜
に
近
い
療
養
所
に
宗
広
を
訪
ね
た
際
に
、
巻
子
と
幸
二
が
海
岸
を
歩
い
て
い
る
松

子
と
宗
広
の
後
ろ
姿
を
長
く
見
送
っ
て
い
る
こ
と
を
幸
二
か
ら
知
ら
さ
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
こ
こ
で
触
れ
ら
れ
た
「
姉
の
預
言
」
は
七
里
ヶ
浜
の
海
岸
で
巻
子
と
幸
二

が
投
げ
か
け
た
視
線
を
反
復
さ
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
松
子
と
幸
二
が
ま
だ
一
緒

に
日
比
谷
公
園
を
歩
い
て
い
な
い
う
ち
か
ら
、
巻
子
は
す
で
に
自
分
の
そ
う
し
た
場

面
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
よ
り
も
「
監
視
」
の
予
告
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
．
東
京
都
心
の
権
力
関
係

こ
こ
で
、
日
比
谷
周
辺
の
空
間
配
置
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
磯
田
光
一
は
二
十
世

紀
初
頭
に
ま
で
遡
り
、
日
比
谷
公
園
の
前
身
で
あ
る
練
兵
場
が
移
さ
れ
た
あ
と
の
日

比
谷
の
変
化
に
着
目
し
、
練
兵
場
の
「
広
大
な
跡
地
の
西
半
部
に
、
司
法
省
、
大
審

院
（
最
高
裁
）、
東
京
控
訴
院
（
東
京
高
裁
）、
東
京
地
裁
、
そ
れ
に
外
務
省
が
ず
ら

り
と
並
ん
で
」
建
つ
と
と
も
に
、
日
比
谷
の
公
園
化
も
進
ん
で
い
る
と
指
摘
し
、
ま

た
そ
う
し
た
立
地
に
お
け
る
日
比
谷
公
園
が
集
会
の
広
場
と
し
て
使
う
自
由
を
持
ち



16023 総研大文化科学研究 第18号（2022）（ ）

合
わ
せ
る
一
方
で
、
そ
の
自
由
が
司
法
官
庁
群
と
警
視
庁
庁
舎
と
の
監
視
の
下
に
あ

る
と
論
じ
る
。

昭
男
と
日
比
谷
の
街
頭
を
歩
く
弓
子
が
日
比
谷
交
差
点
を
別
れ
の
場
所
に
選
ん
だ

こ
と
や
、
竹
原
と
一
緒
に
い
な
が
ら
も
矢
木
や
高
男
に
見
張
ら
れ
て
い
る
と
波
子
が

感
じ
る
の
は
、
ま
さ
に
磯
田
が
提
起
し
た
「
監
視
の
な
か
で
の
自
由
」
の
形
象
化
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
敬
子
と
の
関
係
に
気
を
配
っ
て
い
る
弓
子
は
敬
子
の

「
し
ら
じ
ら
し
く
、
底
冷
た
い
目
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
し
て
昭
男
と
の
さ
ら
な
る

接
近
を
控
え
、
夫
と
息
子
の
目
線
を
内
面
化
す
る
波
子
は
彼
ら
に
見
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
磯
田
が
「
監
視
の
な
か
で
の
自
由
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
は

一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
日
比
谷
の
分
析
に
お
い
て
で

あ
り
、
戦
後
な
い
し
占
領
期
の
日
比
谷
と
は
様
相
が
異
な
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

こ
こ
か
ら
は
、『
舞
姫
』
に
お
け
る
人
物
像
を
確
認
し
た
う
え
で
、
も
う
一
度
先

述
し
た
「
監
視
」
と
い
う
言
葉
に
明
言
さ
れ
た
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
矢

木
や
高
男
に
よ
る
「
監
視
」
は
、
ま
さ
に
当
時
の
権
力
関
係
を
逆
説
的
に
語
っ
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
二
人
の
視
線
は
ア
メ
リ
カ
の
軍
用
バ
ス
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
の
男
女
を
経
て
、
ア
メ
リ
カ
の
新
型
の
車
に
移
送
し
、
最
終
的
に
魚
に
戻

る
と
い
う
流
れ
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
波
子
と
竹
原
の
目
の
前
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら

れ
た
景
色
（
18
）
か
ら
、「
実
際
に
権
力
を
握
っ
て
い
る
「
マ
ツ
カ
ア
サ
ア
司
令
部
」

に
対
し
、
皇
居
が
た
だ
権
威
の
象
徴
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
状
況
が
読
み
取
れ

る
」 （
19
）
と
い
う
指
摘
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
占
領
軍
の
力
が
頻
り
に
強
調
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
波
子
と
矢
木
と
の
関
係
を
と
お
し
て
垣
間
見
ら
れ
る
の
は
、「
古
い
日

本
の
亡
霊
」
が
戦
後
日
本
の
新
し
い
生
命
力
を
「
監
視
」
す
る
と
い
う
権
力
関
係
で

あ
る
。
矢
木
は
波
子
に「
こ
ん
ど
戦
争
に
な
つ
た
ら
、ぼ
く
に
は
青
酸
カ
リ
を（
中
略
）

く
れ
る
ん
だ
な
」（「
母
の
子
父
の
子
」
三
六
〇
頁
）
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た

矢
木
の
学
位
論
文
と
し
て
書
か
れ
た
本
に
つ
い
て
、「「
吉
野
朝
の
文
学
」
は
、
今
と

な
つ
て
は
、
敗
戦
の
後
を
か
な
し
む
や
う
な
本
に
も
な
つ
た
が
、
無
諭
、
皇
室
を
日

本
の
美
の
伝
統
に
、
神
と
見
た
も
の
で
あ
つ
た
」（「
母
の
子
父
の
子
」
二
八
九
頁
）

と
い
う
説
明
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
皇
室
の
正
統
や
日
本
の
美
の
伝
統

を
心
が
け
て
い
る
矢
木
は
、
日
本
が
再
び
戦
争
に
な
る
と
き
の
存
亡
を
心
配
し
て
い

る
。
そ
し
て
矢
木
が
青
酸
カ
リ
を
飲
む
こ
と
は
「
古
い
日
本
」
の
徹
底
的
滅
亡
を
ほ

の
め
か
し
て
お
り
、
ま
さ
に
矢
木
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
「
古
い
日
本
の
亡
霊
」
の
な

か
に
あ
る
再
軍
備
と
接
続
す
る
部
分
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
窺
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
作
品
中
に
お
い
て
「
コ
カ
コ
ラ
の
車
」
の
音
を
耳
に
し
た
波
子
が
、「
警

察
予
備
隊
の
募
集
広
告
」
に
目
を
留
め
る
場
面
（「
寝
ざ
め
目
ざ
め
」
三
二
八
頁
）

が
描
か
れ
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
六
月
に
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
の
影
響
を
受
け
、
同

年
八
月
十
三
日
に
警
察
予
備
隊
の
人
員
募
集
が
は
じ
ま
っ
た
。
李
聖
傑
に
よ
れ
ば
、

そ
の
く
だ
り
か
ら
反
映
さ
れ
た
の
は
、「
ア
メ
リ
カ
に
左
右
さ
れ
る
日
本
の
現
実
に

対
す
る
か
な
し
み
、
そ
し
て
社
会
情
勢
に
対
す
る
不
安
」（
20
）
で
あ
る
と
い
う
。「
ア

メ
リ
カ
に
左
右
さ
れ
る
」
こ
と
に
対
す
る
「
か
な
し
み
」
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
言
い

な
り
に
な
っ
た
日
本
の
再
軍
備
へ
の
邁
進
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
い
る
川
端
が
、
こ

こ
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
は
「
古
い
日
本
」
に
根
づ
い
た
軍
国
主
義
の
再
台
頭
に

対
す
る
憂
慮
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、「
古
い
日
本
」
が
ど
こ
か
に
隠

れ
な
が
ら
「
新
し
い
日
本
」
を
「
監
視
」
し
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
て
取
っ
て
代
わ
る

と
い
う
よ
う
な
構
図
が
、『
舞
姫
』
か
ら
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
と
め
て
み
れ
ば
、『
東
京
の
人
』
よ
り
四
年
も
前
に
、
つ
ま
り
日
本
が
ま
だ
占

領
下
に
あ
っ
た
と
き
に
描
か
れ
た
『
舞
姫
』
に
お
け
る
日
比
谷
周
辺
の
位
置
関
係
と

人
物
関
係
に
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
と
占
領
下
の
日
本
と
の
単
な

る
上
下
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
占
領
軍
の
一
部
分
を
受

け
入
れ
つ
つ
も
、
再
軍
備
と
接
続
す
る
部
分
に
対
し
て
警
戒
心
を
抱
か
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
と
い
う
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

も
う
一
度
『
日
も
月
も
』
に
立
ち
戻
れ
ば
、
弓
子
と
昭
男
が
歩
い
て
い
る
場
面
と

同
じ
く
、
松
子
と
幸
二
も
ア
ベ
ッ
ク
た
ち
を
目
に
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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そ
う
し
た
現
象
に
つ
い
て
は
、
米
兵
に
よ
る
日
本
の
女
た
ち
を
相
手
に
し
た
性
行
為

が
日
本
人
の
男
女
に
模
倣
さ
れ
再
演
さ
れ
、
皇
居
前
広
場
の
「
聖
な
る
空
間
」
か

ら
「
愛
の
空
間
」
へ
の
移
行
（
21
）
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、『
東
京
の
人
』
の
連
載
が
は
じ
ま
る
一
九
五
四
年
に
は
、
正
月
早
々
の
二
日
か

ら
皇
居
参
賀
者
三
十
八
万
人
が
二
重
橋
上
に
殺
到
し
、
人
波
に
押
さ
れ
て
折
り
重

な
っ
て
倒
れ
、
死
者
十
六
人
を
出
す
二
重
橋
事
件
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し

た
な
か
、
遷
都
論
や
皇
居
移
転
論
が
浮
上
し
て
い
た
敗
戦
直
後
と
異
な
り
、

「
一
九
五
〇
年
代
初
頭
に
は
明
治
以
来
皇
居
が
存
在
し
て
い
た
そ
の
空
間
に
再
び
意

味
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
河
西
秀
哉
の
論
述
（
22
）
は
首
肯
で
き
る
だ

ろ
う
。
一
方
、
皇
居
周
辺
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
言
う
ほ
ど
の
「
空
虚
の
中
心
」（
23
）

で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
も
付
言
し
て
お
こ
う
。『
日
も
月
も
』
が
発
表
さ
れ
た

一
九
五
一
年
の
京
大
天
皇
事
件
、
さ
ら
に
『
舞
姫
』
に
描
か
れ
た
「
古
い
日
本
」
が

「
新
し
い
日
本
」
を
「
監
視
」
す
る
構
図
を
想
起
し
て
み
れ
ば
、
川
端
が
こ
れ
ら
の

 

作
品
の
あ
い
だ
を
往
還
し
つ
つ
、
占
領
統
治
の
終
焉
を
ま
た
が
っ
て
天
皇
や
占
領
軍

に
お
け
る
権
力
関
係
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
様
子
が
一
層
確
認
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

五
．
浅
草
の
変
遷
と
不
自
由

実
は
占
領
軍
の
権
力
は
ま
た
、
空
襲
被
害
を
と
お
し
て
戦
後
東
京
の
各
地
に
も
影

響
を
与
え
て
い
る
。
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
は
『
敗
北
を
抱
き
し
め
て
』
に
お
い
て
、
東

京
に
お
け
る
対
照
的
な
様
子
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
 

首
都
の
な
か
で
も
貧
民
層
の
住
居
や
小
規
模
な
商
店
街
や
町
工
場
は
徹
底
的
に

破
壊
さ
れ
て
い
た
の
に
、
高
級
住
宅
街
の
金
持
ち
た
ち
の
家
は
多
く
が
焼
け
ず

に
残
っ
て
お
り
、
占
領
軍
将
校
た
ち
を
収
容
す
る
の
に
お
あ
つ
ら
え
む
き
に

な
っ
て
い
た
。
東
京
の
金
融
街
は
ほ
と
ん
ど
被
害
を
受
け
て
お
ら
ず
、
ほ
ど
な

く
そ
こ
が
「
リ
ト
ル
・
ア
メ
リ
カ
」
つ
ま
り
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
司
令
部
の
本
拠

地
と
な
っ
た
（
24
）。

『
東
京
の
人
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
隅
田
川
沿
い
の
労
働
者
や
職
人
が
居
住
す
る

浅
草
や
本
所
、
深
川
周
辺
は
、
ま
さ
に
上
で
言
及
さ
れ
た
「
徹
底
的
に
破
壊
」
さ
れ

た
場
所
に
あ
た
る
。
隅
田
川
の
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
性
格
を
掘
り
出
し
た
吉
田
の
論

考
で
は
、
東
京
の
繁
栄
の
裏
に
あ
る
隅
田
川
沿
い
の
よ
う
な
世
界
に
注
意
す
べ
き
で

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
25
）。
ひ
と
つ
の
作
品
に
お
い
て
、
顕
著
な
対
比
を
見
せ

る
ふ
た
つ
の
場
所
を
重
要
な
位
置
に
お
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
さ
ら
な
る

検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
、
俊
三
が
出
奔
し
た
浅
草
に
目
を

配
り
、
浅
草
の
イ
メ
ー
ジ
を
東
京
都
心
と
の
比
較
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

戦
争
に
お
け
る
空
襲
被
害
と
絡
ま
せ
て
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、「
ほ
ぼ

完
全
に
焼
失
し
、
文
字
ど
お
り
の
焼
け
野
原
に
な
っ
た
」（
26
）
浅
草
は
、
前
節
で
取

り
上
げ
た
「
ほ
と
ん
ど
被
害
を
受
け
て
」
い
な
い
日
比
谷
周
辺
と
鮮
明
な
対
照
を
成

し
て
い
る
。
武
田
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
俊
三
が
身
を
隠
す
た
め
に
放
浪
し
た
の
が

浅
草
で
あ
っ
て
こ
そ
緊
迫
感
が
盛
り
上
が
る
（
27
）
が
、
川
端
が
一
九
三
〇
年
前
後
に

取
り
組
ん
で
い
た
浅
草
も
の
と
比
較
す
れ
ば
、『
東
京
の
人
』
に
お
け
る
浅
草
の
機

能
を
よ
り
一
層
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

戦
後
作
品
と
し
て
の
『
東
京
の
人
』
で
表
現
さ
れ
る
浅
草
は
、「
一
九
三
〇
年
型

の
浅
草
」
と
関
東
大
震
災
前
の
「
古
い
浅
草
」
に
よ
っ
て
重
層
化
さ
れ
た
浅
草
（
28
）
に
、

さ
ら
な
る
空
襲
被
害
と
い
う
第
三
層
ま
で
重
ね
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な

い （
29
）。
な
お
か
つ
空
襲
か
ら
復
興
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
光
景
も
み
ら
れ
る
（
30
）。

そ
う
し
た
浅
草
に
出
向
い
た
俊
三
は
、
い
か
な
る
思
い
で
目
的
地
を
浅
草
に
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
会
社
の
事
務
員
で
あ
る
み
ね
子
と
の
会
話
を
と
お
し
て
確
認
し
て
み
よ

う
。
タ
ク
シ
ー
が
動
き
出
す
と
こ
ろ
、
み
ね
子
は
突
然
あ
ら
わ
れ
一
緒
に
タ
ク
シ
ー

に
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
。
浅
草
に
着
い
て
か
ら
二
人
は
次
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
す
。

 
 「

今
日
は
、
ど
う
な
さ
る
お
つ
も
り
で
し
た
の
？
お
一
人
な
ら
…
…
？
」
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 「

人
に
会
い
た
く
な
い
か
ら
ね
。
浅
草
に
来
て
…
…
。」（
①
「
人
間
は
一
度
」

二
二
七
頁
）

ま
た
、
俊
三
が
「
浅
草
の
人
ご
み
に
、
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
ゐ
る
と
、
昔
か
ら
、
気
楽

だ
つ
た
も
ん
だ
」（
①
「
人
間
は
一
度
」
二
三
三
頁
）
と
つ
け
く
わ
え
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
俊
三
は
「
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
」、
誰
と
も
会
わ
な
い
場
所
を

求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
浅
草
は
そ
う
い
う
意
味
で
、
都
合
の
よ
い
と
こ
ろ
に
な
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
浅
草
は
磯
村
英
一
が
提
示
す
る
「
第
三
空
間
」
の
よ
う
に
見
え
る

場
所
で
あ
る
。
磯
村
に
よ
る
と
、
第
一
の
空
間
で
あ
る
住
居
と
第
二
の
空
間
で
あ
る

職
場
に
対
し
て
、
第
三
空
間
の
特
性
は
人
間
が
そ
の
生
活
環
境
に
お
い
て
、
も
っ
と

も
自
由
に
「
主
体
性
」
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
以

下
の
よ
う
な
展
開
が
み
ら
れ
る
。

 
 

例
を
盛
り
場
に
と
っ
て
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
人
間
関
係
は
い
わ

ば
〝
匿
名
〞
で
あ
る
。
家
庭
や
職
場
の
よ
う
に
お
互
い
の
身
分
が
わ
か
ら
な
い
。

し
か
も
盛
り
場
の
よ
う
に
多
数
の
人
間
が
集
ま
れ
ば
集
ま
る
ほ
ど
、
そ
の
匿
名

性
は
増
大
し
て
ゆ
く
（
31
）。

実
は
、
経
営
し
て
い
る
出
版
社
の
資
金
問
題
で
悩
ん
で
い
た
俊
三
は
、
こ
う
し
た

匿
名
性
を
欲
し
て
い
た
。
彼
は
馬
の
首
を
被
り
仮
装
す
る
仕
事
に
従
事
す
る
の
で
あ

る
。
み
ね
子
に
自
分
が
浅
草
に
行
く
こ
と
を
説
明
す
る
に
は
、
俊
三
は
ま
た
「
浅
草

の
商
店
街
が
ね
、
中
元
大
売
り
出
し
の
宣
伝
に
、
ビ
ツ
ク
リ
・
カ
ア
ニ
バ
ル
と
い
ふ
、

仮
装
行
列
を
や
つ
て
、
ス
ト
リ
ツ
パ
ア
出
る
つ
て
…
…
」（
①
「
人
間
は
一
度
」

二
二
七
頁
）
と
い
う
情
報
を
載
せ
た
新
聞
記
事
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
の
記
事
に
よ
っ
て

浅
草
を
思
い
出
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
「
仮
装
行
列
」
は
後
ほ
ど
登
場

す
る
仮
装
の
俊
三
の
伏
線
に
も
な
る
（
32
）。
長
ら
く
失
踪
し
て
お
り
、
す
で
に
死
亡

し
た
と
思
わ
れ
て
い
た
俊
三
は
弓
子
の
伯
父
の
目
に
と
ま
っ
て
い
た
。

 
 「

東
武
電
車
の
入
口
で
、
馬
の
首
を
、
か
む
つ
た
男
を
見
た
ん
だ
。
正
月
競
馬

の
宣
伝
な
ん
だ
ね
。
そ
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
マ
ン
が
た
だ
ふ
ら
り
ふ
ら
り
、
人
ご

み
を
歩
い
て
ゐ
る
の
が
、
い
か
に
も
、
世
捨
て
人
の
や
う
な
、
う
し
ろ
姿
で
、

ぎ
よ
つ
と
す
る
ほ
ど
、
島
木
君
に
似
て
ゐ
た
。」（
②
「
新
し
い
年
」
六
八
頁
）

ま
た
、
み
ね
子
も
俊
三
の
そ
う
し
た
格
好
を
弓
子
に
伝
え
、
俊
三
の
行
動
に
つ
い

て
「
人
目
を
さ
け
る
と
い
ふ
よ
り
、
人
な
か
に
自
分
を
ま
ぎ
れ
こ
ま
せ
た
く
て
、
あ

の
あ
た
り
に
い
ら
つ
し
や
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
わ
」（
②
「
新
し
い
年
」
八
九
頁
）

と
説
明
を
加
え
る
。
た
だ
し
、
俊
三
が
ま
ぎ
れ
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
な
匿
名
の

自
由
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ

た
。
俊
三
は
前
に
も
、
み
ね
子
が
自
分
の
こ
と
を
探
す
た
め
に
隅
田
川
を
行
き
来
し

て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
浅
草
か
ら
築
地
へ
逃
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
み
ね

子
に
見
つ
か
っ
た
あ
と
も
、
娘
の
弓
子
に
自
分
の
行
方
が
知
ら
れ
て
し
ま
う
か
ど
う

か
を
心
配
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
末
尾
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
倒
れ
た
俊
三
が
清
に
助

け
ら
れ
病
院
に
運
ば
れ
て
い
て
も
、
清
の
救
助
に
対
し
て
あ
ま
り
喜
ん
で
い
な
い
様

子
が
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

 
 

俊
三
が
弓
子
に
会
ひ
た
い
と
、
清
に
言
つ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。

 
 

昔
の
こ
と
を
思
ひ
出
さ
せ
ら
れ
る
と
、
俊
三
は
に
が
い
顔
に
な
る
。

 
 

清
が
敬
子
や
弓
子
の
消
息
を
伝
へ
る
た
び
に
、
芝
居
気
た
つ
ぷ
り
と
疑
は
れ
る

ほ
ど
、
俊
三
は
肉
体
的
に
も
苦
痛
の
表
情
で
、
目
を
つ
む
つ
て
し
ま
ふ
。

 
 「

清
さ
ん
の
縁
者
と
い
ふ
こ
と
で
、
僕
は
こ
こ
に
入
れ
て
も
ら
つ
て
ゐ
る
ん
だ

つ
て
ね
。
あ
り
が
た
う
。」
と
、
俊
三
は
言
つ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
堪
へ
ら
れ

な
い
と
も
見
え
た
。（
②
「
行
路
病
者
」
五
〇
七
頁
）

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
俊
三
は
弓
子
と
の
面
会
を
拒
む
一
方
で
、
清
が
縁
者

と
い
う
名
義
で
自
分
を
入
院
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
も
堪
え
ら
れ
な
い
様
子
を
み
せ
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て
い
る
。

俊
三
が
浅
草
に
出
奔
し
、
人
の
群
れ
に
ま
ぎ
れ
、
馬
の
首
を
被
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
関
係
の
網
の
目
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
に
は

知
り
合
い
や
親
戚
の
目
に
と
ま
っ
て
し
ま
う
。『
浅
草
紅
団
』（
一
九
二
九
・
一
二
〜

一
九
三
〇
・
二
）
が
発
表
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
代
の
初
頭
と
比
較
す
れ
ば
、
戦
後
に

な
る
と
、
大
震
災
以
前
の
盛
り
場
と
し
て
浅
草
も
、
震
災
後
の
「
犯
罪
者
や
敗
残

者
の
、
古
巣
か
港
の
や
う
な
」
浅
草
の
面
影
を
消
し
、
幾
た
び
も
層
を
重
ね
て
き
た

浅
草
は
「
新
宿
、
渋
谷
な
ん
か
と
、
似
た
町
に
な
つ
た
」（
①
「
人
間
一
度
は
」

二
二
八
頁
）
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
雑
然
た
る
場
所
の
匿
名
機
能
を
求
め
て
い
た

俊
三
が
、
結
局
「
規
律
・
訓
練
に
よ
っ
て
《
秩
序
化
さ
れ
る
》」（
33
）
病
院
に
入
れ
ら

れ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な

お
、
病
院
が
あ
る
種
の
「
監
視
さ
れ
管
理
さ
れ
る
仕
掛
」（
34
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
俊
三
が
最
終
的
に
船
で
伊
豆
大
島
へ
向
か
う
の
も
当
然
の
選
択
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
島
と
い
う
目
的
地
は
ま
た
『
浅
草
紅
団
』
を
想
起
さ
せ
る
も

の
で
も
あ
る
。『
浅
草
紅
団
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

 
 

大
島
の
油
売
り
の
娘
が
、
瞳
を
上
瞼
へ
つ
り
上
げ
て
、
じ
い
つ
と
私
を
睨
む
の

だ
。

 
 

あ
ら
い
紺
が
す
り
の
腰
ま
で
の
筒
袖
、
紫
の
前
掛
け
、
紺
の
脚
絆
、
ゴ
ム
足
袋
、

膝
に
大
き
い
黒
木
綿
の
風
呂
敷
包
の
荷
物
、
そ
れ
に
油
紙
、
横
に
竹
の
皮
張
り

の
ま
ん
ぢ
ゆ
う
笠
―
―
髪
は
ひ
つ
つ
め
だ
が
、
頰
に
切
つ
た
毛
を
垂
れ
、
日
焼

け
し
た
顔
に
薄
化
粧
し
て
、
ま
こ
と
に
都
会
じ
み
た
田
舎
の
花
だ
（
35
）。

こ
れ
は
『
浅
草
紅
団
』
の
最
後
に
書
か
れ
て
い
る
弓
子
の
大
島
の
油
売
り
の
娘
姿

で
あ
る
。
結
末
で
、
弓
子
は
「
い
よ
い
よ
私
だ
つ
て
こ
と
が
分
か
ら
な
い
で
せ
う
」

と
言
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
変
身
性
（
匿
名
性
）
こ
そ
が
、
弓
子
に
象
徴
さ
れ
る
震

災
前
の
「
古
い
浅
草
」
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
浅
草
が

も
っ
て
い
た
特
性
が
大
震
災
や
戦
争
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
復
興
事
業
を
経
て
次
第
に

色
褪
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
浅
草
は
、
も
は
や
匿
名
性
を
提
供
で
き
る

居
場
所
で
は
な
く
な
り
、
権
力
関
係
の
交
差
に
お
か
れ
た
東
京
都
心
と
同
じ
く
離
れ

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
な
場
所
と
な
っ
た
の
だ
。

六
．
対
立
と
均
質
性
に
よ
る
東
京
の
息
苦
し
さ

本
稿
で
は
、
川
端
作
品
に
お
け
る
東
京
が
集
中
的
に
表
出
さ
れ
た
最
後
の
作
品
で

あ
る
『
東
京
の
人
』
に
着
目
し
、
こ
と
に
日
比
谷
と
浅
草
と
い
う
二
つ
の
場
所
を
検

討
し
た
。
ま
ず
、
弓
子
と
昭
男
が
別
れ
を
告
げ
た
場
所
と
し
て
の
日
比
谷
交
差
点
に

焦
点
を
据
え
、
こ
の
二
人
が
関
係
を
放
棄
す
る
理
由
が
弓
子
と
敬
子
と
の
関
係
に
求

め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
戦
時
中
に
お
い
て
家
族
の
暖
か
さ
を

あ
ま
り
味
わ
っ
て
い
な
い
弓
子
は
、
敬
子
に
愛
さ
れ
育
て
ら
れ
て
き
た
た
め
、
敬
子

と
の
関
係
を
何
よ
り
も
重
視
し
、
か
つ
継
続
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
敬
子
が

弓
子
の
自
由
を
主
張
し
続
け
て
い
て
も
、
そ
う
し
た
弓
子
に
と
っ
て
自
由
よ
り
大
切

な
の
は
敬
子
が
与
え
て
い
る
母
の
愛
情
で
あ
ろ
う
。
弓
子
が
敬
子
の
「
し
ら
じ
ら
し

く
、
底
冷
た
い
目
」
を
怖
が
る
よ
う
に
、
昭
男
に
自
ら
の
感
情
を
吐
露
し
つ
つ
も
、

最
後
に
は
日
比
谷
の
街
頭
で
自
ら
そ
の
関
係
を
断
っ
た
。

続
け
て
、『
東
京
の
人
』
よ
り
も
四
年
前
の
『
舞
姫
』、
そ
し
て
二
年
前
に
発
表
さ

れ
た
『
日
も
月
も
』
に
も
描
か
れ
て
い
た
日
比
谷
の
街
頭
を
補
助
線
と
し
て
、
日
比

谷
周
辺
の
地
域
に
対
す
る
検
討
を
行
っ
た
。『
舞
姫
』
に
お
い
て
は
、「
古
い
日
本
の

亡
霊
」
と
さ
れ
た
矢
木
が
新
し
い
日
本
に
生
命
力
を
与
え
る
波
子
を
「
監
視
」
す
る

よ
う
な
力
関
係
が
そ
の
地
域
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
波
子
と
竹
原
と
の
会
話
に
よ
っ

て
明
か
さ
れ
、
軍
国
主
義
の
再
台
頭
へ
の
懸
念
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
一
方
、
占
領
終
結
を
描
い
た
『
日
も
月
も
』
に
お
い
て
は
、
松
子
と
幸
二
が
曖

昧
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
他
の
男
女
の
よ
う
に
親
し
い
行
為
に
至
ら
な

か
っ
た
。
磯
田
光
一
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
日
比
谷
と
い
う
場
所
に
象
徴
さ
れ
た

「
監
視
の
な
か
で
の
自
由
」
が
こ
の
三
作
に
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
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の
一
方
で
、
占
領
軍
主
導
の
東
京
都
心
に
お
け
る
権
力
関
係
が
占
領
統
治
の
終
焉
に

ま
た
が
っ
て
も
な
お
温
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
背
景
の

も
と
で
、「
新
し
い
日
本
」
と
「
古
い
日
本
」
の
両
極
を
象
徴
し
た
司
令
部
と
皇
居

と
の
対
立
の
権
力
関
係
は
、
人
々
が
東
京
を
離
れ
よ
う
と
す
る
契
機
に
な
っ
た
こ
と

が
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
作
品
に
描
か
れ
た
も
う
一
つ
重
要
な
場
所
と
し
て
の
浅
草
に
注
目
し
た
。

俊
三
が
家
を
出
て
か
ら
浅
草
に
た
ど
り
着
い
た
の
は
、
雑
然
と
し
た
浅
草
の
匿
名
機

能
に
よ
る
自
由
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
浅
草
が
も
っ
て
い
た

特
性
は
大
震
災
や
戦
争
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
復
興
事
業
を
経
て
徐
々
に
色
褪
せ
て

い
っ
た
。
そ
う
し
た
浅
草
は
、
も
は
や
自
由
を
求
め
る
居
場
所
で
は
な
く
な
り
、
東

京
都
心
と
同
じ
よ
う
に
そ
こ
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
場
所
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
物
語
の
結
末
の
「
空
と
海
へ
」
と
い
う
章
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、
東

京
を
離
れ
る
傾
向
が
著
し
く
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
傾
向
が
、
川
端
作

品
に
お
け
る
東
京
の
後
退
や
京
都
の
台
頭
と
い
う
も
の
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

（
本
研
究
は
J
S
P
S
科
研
費
J
P
2
0
J
1
4
2
8
7
の
助
成
を
受
け
た
も
の

で
す
。）

注（
１
） 『
西
日
本
新
聞
』
に
お
け
る
連
載
は
一
日
遅
れ
一
九
五
四
年
五
月
二
十
一
日
か

ら
は
じ
ま
り
、
一
九
五
五
年
十
月
十
一
日
に
完
結
し
た
。

（
２
） 

高
橋
真
理
「
東
京
と
川
端
文
学
―
「
或
る
詩
風
と
画
風
」「
死
体
紹
介
人
」」（『
国

文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
別
冊
「
川
端
康
成　

旅
と
ふ
る
さ
と
」、
一
九
九
九
・

一
一
）
に
お
い
て
、
東
京
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
東
京
が
登
場
す

る
と
文
字
の
う
え
で
確
認
で
き
る
も
の
が
約
三
分
の
一
を
占
め
、
さ
ら
に
そ
の

四
分
の
一
ほ
ど
は
浅
草
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（
３
） 

吉
田
秀
樹「
東
京
と
川
端
文
学
・
戦
後
―
戦
後
の
区
分
と「
川
の
あ
る
下
町
の
話
」

を
中
心
に
」、『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
別
冊
「
川
端
康
成　

旅
と
ふ
る
さ
と
」、

一
九
九
九
・
一
一
。

（
４
） 

藤
森
重
紀
「「
東
京
の
人
」
論
―
川
端
康
成
に
お
け
る
戦
後
と
は
何
か
」
川
端

康
成
研
究
会
編
『
川
端
康
成
研
究
叢
書
３　

実
存
の
仮
像
』、
教
育
出
版
セ
ン

タ
ー
、
一
九
七
七
・
一
二
。
藤
森
は
ま
た
『
東
京
の
人
』
が
同
時
掲
載
さ
れ
た

地
方
新
聞
三
紙
に
注
目
し
、「
新
聞
掲
載
時
に
お
い
て
の
読
者
は
東
京
の
人

0

0

0

0

で

は
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
高
度
経
済
成
長
時
代
の
足
音
が
聞
こ

え
は
じ
め
た
昭
和
三
十
年
代
初
頭
、
地
方
在
住
の
愛
読
者
は
わ
れ
し
ら
ず
都
会

志
向
型
の
心
情
を
育
て
て
い
っ
た
」
可
能
性
を
提
示
し
た
。

（
５
） 

武
田
勝
彦
「
川
端
文
学
の
社
会
的
側
面
」『
教
養
諸
学
研
究
』
五
一
号
、

一
九
七
六
、六
七
頁
。

（
６
） 

片
岡
豊
「『
東
京
の
人
』
の
先
見
性
―
戦
後
家
族
史
の
な
か
で
」
田
村
充
正
、
馬

場
重
行
、
原
善
編
『
川
端
文
学
の
世
界
３　

そ
の
深
化
』、
勉
誠
出
版
、

一
九
九
九
・
四
、五
八
頁
。

（
７
） 

十
返
肇
「
解
説
」『
東
京
の
人
（
三
）』、
一
九
五
九
・
八
、三
八
六
頁
。

（
８
） 

武
田
勝
彦
「
川
端
康
成
の
「
東
京
の
人
」
に
お
け
るTennessee W

illiam
s

のA
 

Streetcar N
am

ed D
esire

及
びJean A

nouilh

のL
a Sauvage

」、『
教
養
諸
学

研
究
』
五
八
〜
六
〇
号
、
一
九
七
九
。

（
９
） 

羽
鳥
徹
哉
「
川
端
康
成
の
「
東
京
の
人
」」『
成
蹊
国
文
』
三
六
号
、

二
〇
〇
三
・
三
。
詳
し
い
状
況
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
ら
三
地
域
、そ
れ
に
見
合
っ

た
高
級
、
中
流
、
下
層
の
生
活
は
、
固
定
し
た
も
の
で
な
く
、
循
環
し
て
い
る
。

敬
子
は
元
本
所
深
川
の
、
宝
石
時
計
店
と
は
い
っ
て
も
ご
く
小
さ
い
店
を
父
が

や
っ
て
い
た
。
そ
し
て
戦
後
す
ぐ
に
は
、
敬
子
も
、
田
部
も
、
島
木
も
、
み
な

浮
浪
者
、
バ
タ
屋
に
近
い
闇
屋
だ
っ
た
。
そ
れ
が
そ
の
後
、
山
の
手
の
高
級
地

の
住
民
に
な
る
が
、
そ
の
中
で
、
島
木
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
最
下
層
に
落
ち

て
い
く
」
と
具
体
的
に
語
っ
て
い
る
。

（
10
） 

吉
田
秀
樹
「
ア
ジ
ー
ル
へ
の
彷
徨
―
『
東
京
の
人
』
論
」『
川
端
文
学
へ
の
視
界
』

四
号
、
一
九
八
八
。

（
11
） 『
東
京
の
人
』
の
引
用
は
新
潮
社
版
『
川
端
康
成
全
集　

第
十
四
巻
』

（
一
九
八
一
・
五
）
と
『
川
端
康
成
全
集　

第
十
五
巻
』（
一
九
八
一
・
六
）
に
拠
る
。

括
弧
内
で
は
前
者
を
①
、
後
者
を
②
で
表
し
、
な
お
章
題
と
頁
数
を
記
し
て
お

く
。

（
12
） 「
京
子
が
早
く
出
て
い
く
こ
と
を
望
む
一
方
で
、
次
の
よ
う
に
京
子
を
敬
子
と

比
較
し
て
い
る
。
／
京
子
は
首
も
肩
も
丸
く
、
十
五
六
年
も
病
ん
で
ゐ
た
と
は
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見
え
な
か
つ
た
。
こ
れ
に
も
弓
子
は
幻
滅
し
た
。
産
み
の
母
を
も
つ
と
ほ
つ
そ

り
美
し
い
人
と
思
つ
て
ゐ
た
。
弓
子
は
敬
子
に
な
つ
き
な
が
ら
も
、
や
は
り
心

の
う
ち
で
、
産
み
の
母
の
面
影
を
美
化
し
て
ゐ
た
の
だ
ら
う
か
。
／
し
か
し
、

ひ
と
昔
前
の
母
は
、
こ
ん
な
は
ず
で
な
か
つ
た
や
う
な
気
が
す
る
。
美
し
い
マ

マ
の
そ
ば
に
暮
し
て
ゐ
る
の
で

 
、
離
れ
て
ゐ
る
母
も
、
美
し
く
思
ひ
た
か
つ
た

の
だ
ら
う
か
。
マ
マ
が
母
に
会
は
な
く
て
よ
か
つ
た
」（
①
「
宝
石
と
母
」
四
八

頁
）。
上
記
の
「
母
」
は
京
子
に
あ
た
り
、「
マ
マ
」
は
敬
子
の
こ
と
を
さ
す
。

（
13
） 

弓
子
が
学
校
の
募
金
活
動
に
参
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
銀
座
の
街
頭
で
昭
男
と

と
も
に
歩
い
て
い
る
敬
子
と
出
会
う
場
面
は
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

「
新
橋
駅
の
方
へ
歩
き
出
し
て
、
間
も
な
く
、
弓
子
は
真
正
面
か
ら
近
づ
い
て

来
る
、敬
子
と
昭
男
を
見
る
と
、と
つ
さ
に
、身
を
か
く
し
た
い
衝
動
を
感
じ
た
。

／
な
ぜ
、
か
く
れ
た
い
の
か
。
な
ぜ
、
見
つ
け
ら
れ
た
く
な
い
の
か
。
自
分
で
も

わ
か
ら
な
い
。
な
つ
か
し
い
や
う
な
は
に
か
み
と
、
い
ま
は
し
い
や
う
な
い
き
ど

ほ
り
と
が
あ
つ
た
」（
①
「
ピ
ン
ク
の
真
珠
」
四
六
八
頁
）。
そ
の
二
人
が
一
緒
に

歩
く
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
弓
子
は
自
分
の
揺
れ
る
感
情
を
把
握
し
き
れ
て
お

ら
ず
、
た
だ
隠
し
た
い
気
持
ち
だ
け
が
強
か
っ
た
こ
と
が
確
か
で
あ
る
。

（
14
） 

前
掲
羽
鳥
「
川
端
康
成
の
「
東
京
の
人
」」。

（
15
） 『
舞
姫
』
の
引
用
は
新
潮
社
版
『
川
端
康
成
全
集　

第
十
巻
』（
一
九
八
〇
・
四
）

に
拠
っ
た
。
括
弧
内
に
章
題
と
頁
数
を
記
す
。

（
16
） 

笹
淵
友
一
「「
舞
姫
」
論
」
川
端
文
学
研
究
会
編
『
川
端
康
成
研
究
叢
書
８　

哀
艶
の
雅
歌
』、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
〇
・
一
一
、七
五
〜
九
六
頁
。

（
17
） 『
日
も
月
も
』
の
引
用
は
新
潮
社
版
『
川
端
康
成
全
集　

第
十
一
巻
』

（
一
九
八
〇
・
一
二
）
に
拠
っ
た
。
括
弧
内
に
章
題
と
頁
数
を
記
す
。

（
18
） 

な
お
、
以
上
見
て
き
た
『
舞
姫
』
の
冒
頭
近
く
に
続
い
て
、「
マ
ツ
カ
ア
サ
ア

司
令
部
の
屋
上
に
あ
っ
た
」
と
思
う
ア
メ
リ
カ
の
国
旗
や
国
際
連
合
の
旗
が
し

ま
わ
れ
た
（「
皇
居
の
堀
」
二
六
七
頁
）
こ
と
、
そ
し
て
、
国
会
議
事
堂
の
「
上

に
赤
い
灯
が
点
滅
し
て
ゐ
た
」（「
皇
居
の
堀
」
二
七
〇
頁
）
こ
と
が
描
か
れ
て

い
る
。
こ
う
し
て
、
川
端
が
当
時
に
国
連
軍
の
占
領
下
に
あ
っ
た
日
本
の
首
都

で
あ
る
東
京
の
都
心
に
呈
さ
れ
て
い
る
異
様
な
景
色
に
は
き
わ
め
て
敏
感
で
あ

る
。

（
19
） 

李
聖
傑
「『
舞
姫
』
に
お
け
る
「
魔
」
の
様
相
に
つ
い
て
―
占
領
、
舞
踊
、
そ

し
て「
魔
界
」」『
川
端
康
成
の「
魔
界
」に
関
す
る
研
究
―
そ
の
生
成
を
中
心
に
』、

早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
四
・
三
、一
八
七
〜
二
一
四
頁
。

（
20
） 

前
掲
李
「『
舞
姫
』
に
お
け
る
「
魔
」
の
様
相
に
つ
い
て
」。

（
21
） 

井
上
章
一
『
愛
の
空
間
』
角
川
学
芸
出
版
、
一
九
九
九
・
八
、一
五
〜
一
六
頁
。

（
22
） 

河
西
秀
哉
「
敗
戦
後
の
皇
居
―
そ
の
空
間
的
意
味
と
象
徴
天
皇
像
」『
年
報
・
日

本
現
代
史
』
一
二
号
、
二
〇
〇
七
。

（
23
） 「
わ
た
し
の
語
ろ
う
と
し
て
い
る
都
市
（
東
京
）
は
、次
の
よ
う
な
貴
重
な
逆
説
、

《
い
か
に
も
こ
の
都
市
は
中
心
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
中
心
は
空
虚
で
あ

る
》
と
い
う
逆
説
を
示
し
て
く
れ
る
。
禁
域
で
あ
っ
て
、
し
か
も
同
時
に
ど
う

で
も
い
い
場
所
、
緑
に
蔽
わ
れ
、
お
濠
に
よ
っ
て
防
禦
だ
れ
て
い
て
、
文
字
通

り
誰
か
ら
も
見
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
皇
帝
の
住
む
御
所
、
そ
の
ま
わ
り
を
こ
の

都
市
の
全
体
が
め
ぐ
っ
て
い
る
。
毎
日
毎
日
、
鉄
砲
玉
の
よ
う
に
急
速
に
精
力

的
で
す
ば
や
い
運
動
で
、
タ
ク
シ
ー
は
こ
の
円
環
を
迂
回
し
て
い
る
。
こ
の
円

の
低
い
頂
点
、
不
可
視
性
の
可
視
的
な
形
、
こ
れ
は
神
聖
な
る
《
無
》
を
隠
し

て
い
る
」（
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
表
徴
の
帝
国
』
宗
左
近
訳
、
筑
摩
書
房
、

一
九
九
六
・
一
一
、五
四
頁
）。

（
24
） 

ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
、
三
浦
洋
一
・
高
杉
忠
明
訳
『
敗
北
を
抱
き
し
め
て
―
第
二

次
大
戦
後
の
日
本
人　

増
補
版
上
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
・
一
、三
七
〜
三
八

頁
。

（
25
） 

前
掲
吉
田
「
ア
ジ
ー
ル
へ
の
彷
徨
」。

（
26
） 

逆
井
聡
人
「〈
焼
跡
〉・〈
闇
市
〉
を
問
い
直
す
」『〈
焼
跡
〉
の
戦
後
空
間
論
』、

青
弓
社
、
二
〇
一
八
・
七
、一
八
頁
。

（
27
） 

前
掲
武
田
「
川
端
康
成
の
「
東
京
の
人
」
に
お
け
るTennessee W

illiam
s

のA
 

Streetcar N
am

ed D
esire

及
びJean A

nouilh

のL
a Sauvage

」。

（
28
） 

坪
井
秀
人
「
十
二
階
の
風
景
」（『
感
覚
の
近
代
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
六
・
二
、八
五
〜
八
六
頁
）
で
は
、
女
性
性
を
受
け
入
れ
て
現
実
を
開
き

直
っ
て
生
き
て
い
く
春
子
は
震
災
後
の
「
一
九
三
〇
年
型
の
浅
草
」
の
風
景
と

照
応
す
る
一
方
、
女
性
性
を
拒
否
し
つ
つ
内
な
る
〈
女
〉
に
か
ら
め
取
ら
れ
る

〈
悲
劇
〉
を
背
負
っ
て
い
る
弓
子
は
震
災
前
の
「
古
い
浅
草
」
の
象
徴
で
あ
る
と
、

『
浅
草
紅
団
』（
一
九
二
九
・
一
二
〜
一
九
三
〇
・
二
）
に
お
け
る
浅
草
の
各
時
代

と
作
中
人
物
と
の
対
応
関
係
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。

（
29
） 「
大
地
震
の
前
、
十
二
階
の
塔
が
、
へ
う
た
ん
池
に
写
つ
て
ゐ
た
、
古
い
浅
草

を
思
ひ
出
さ
れ
る
。
十
二
階
の
あ
つ
た
こ
ろ
、
み
ね
子
は
ま
だ
生
れ
て
ゐ
な
い
」

（
①
「
人
間
一
度
は
」
二
三
二
〜
二
三
三
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
俊
三
が
家
を

出
て
か
ら
浅
草
に
着
い
て
ま
も
な
く
大
震
災
の
前
の
浅
草
を
思
い
出
す
一
方



15429 総研大文化科学研究 第18号（2022）（ ）

で
、
水
上
バ
ス
で
吾
妻
橋
か
ら
東
京
湾
に
向
か
う
途
中
で
は
、
本
所
の
震
災
記

念
堂
が
次
の
よ
う
に
目
に
映
る
。「
た
ち
ま
ち
、
駒
形
橋
、
厩
橋
、
藏
前
橋
を

過
ぎ
た
。
本
所
の
震
災
記
念
堂
が
、
ほ
の
白
く
浮
ん
で
ゐ
た
」（
①
「
熱
帯
魚
」

二
七
二
頁
）。
震
災
と
空
襲
で
の
死
亡
者
を
合
祀
し
た
本
所
の
震
災
記
念
堂
と

は
、
浅
草
の
時
空
間
の
複
層
性
が
象
徴
的
に
描
き
こ
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
。

（
30
） 「
仲
見
世
の
繁
昌
は
、
新
仲
見
世
に
、
お
株
を
奪
は
れ
る
だ
ら
う
と
い
ふ
が
、
こ

れ
は
仲
見
世
と
は
ち
が
ふ
浅
草
で
目
拔
き
の
、
商
店
街
で
あ
る
。
国
際
劇
場
の

あ
る
通
り
か
ら
、
松
屋
百
貨
店
の
あ
る
通
り
へ
真
直
ぐ
横
に
貫
い
て
ゐ
る
。
雨

の
日
も
傘
の
い
ら
な
い
、
シ
ル
バ
ア
・
ア
ア
ケ
エ
ド
だ
」（
①
「
人
間
は
一
度
」

二
二
九
頁
）。

（
31
） 

磯
村
英
一
「
都
市
学
」『
磯
村
英
一
都
市
論
集
Ⅱ
』
有
斐
閣
、
一
九
八
九
・

三
、七
一
三
頁
。

（
32
） 「
仮
装
行
列
」
は
ま
た
『
浅
草
紅
団
』
の
時
代
を
想
起
さ
せ
る
。
川
端
の
二
作

目
の
長
編
連
載
小
説
と
し
て
の
『
浅
草
紅
団
』
を
は
じ
め
、川
端
の
「
浅
草
も
の
」

に
よ
り
浅
草
ブ
ー
ム
ま
で
起
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
変
装
は
や
は
り
浅
草

の
も
の
ら
し
い
。
さ
ま
で
鵜
の
眼
鷹
の
眼
で
探
し
廻
ら
な
く
と
も
、
変
装
の
人

間
は
こ
こ
で
み
つ
か
る
」（『
川
端
全
集
第
四
巻
』
新
潮
社
、
一
九
八
一
・
九
、

九
四
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、『
浅
草
紅
団
』
に
お
い
て
も
変
装
の
流
行
が
示
さ

れ
て
い
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
仮
装
や
変
装
こ
そ
は
層
を
重
ね
て
き
た
現
在
の

浅
草
と
昔
の
浅
草
と
の
連
続
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
33
） 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
著
、
田
村
俶
訳
『
監
獄
の
誕
生
―
監
視
と
処
罰
』、
新

潮
社
、
一
九
七
七
・
九
、二
二
四
頁
。

（
34
） 

前
掲
フ
ー
コ
ー
『
監
獄
の
誕
生
』、
三
一
五
頁
。

（
35
） 『
川
端
康
成
全
集　

第
四
巻
』
新
潮
社
、
一
九
八
一
・
九
、二
一
〇
頁
。

二
〇
二
一
年
九
月
二
九
日　

受
付

二
〇
二
一
年
一
二
月
二
日　

採
択
決
定




