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顧
問
を
し
て
い
る
近
代
文
学
研
究
会
の
学
生
た
ち
が
、
岡
本
か
の
子
を
今
年
度
春
学
期
の
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
。
参
考
文
献
の
一
つ
と

し
て
、
手
元
に
あ
っ
た
岡
本
太
郎
の
『
一
平　

か
の
子
―
心
に
生
き
る
凄
い
父
母
』（
チ
ク
マ
秀
版
社　

平
成
７
年
12
月
）
を
翻
い
て

い
て
出
会
っ
た
の
が
以
下
の
一
節
で
あ
る
。

　
（
慶
應
幼
稚
舎
・
酒
井
注
）
二
年
生
の
頃
、
ど
う
し
た
こ
と
か
教
室
で
先
生
が
塚
原
卜
伝
の
お
話
を
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
ま
で

聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
お
も
し
ろ
い
お
も
む
き
な
の
で
、
さ
っ
そ
く
本
を
買
っ
た
。
私
の
母
親
は
た
い
へ
ん
な
芸
術
至
上
主
義

者
だ
か
ら
、
講
談
本
な
ん
か
読
み
は
じ
め
た
の
を
知
っ
て
び
っ
く
り
。「
こ
ん
な
下
等
な
も
の
は
や
め
て
、『
赤
い
鳥
』（
そ
の
頃
、

鈴
木
三
重
吉
、
北
原
白
秋
ら
が
出
し
て
い
た
子
供
の
文
学
雑
誌
。）
を
読
み
な
さ
い
。」
と
買
い
に
い
か
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
本
屋
の
小
僧
に
は
『
赤
い
鳥
』
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
子
ど
も
の
本
だ
と
説
明
す
る
と
、
そ
れ
な
ら
こ
れ
が
一
番
、

と
一
冊
の
お
伽
噺
の
本
を
買
わ
さ
れ
て
帰
っ
た
が
、
と
た
ん
に
母
親
が
「
な
ん
だ
小
波
（
巌
谷
小
波
）
か
。」
と
二
度
が
っ
か
り

し
た
の
を
思
い
出
す
。

　

ま
も
な
く
『
赤
い
鳥
』
を
取
り
寄
せ
て
く
れ
て
、
そ
の
後
ず
っ
と
読
み
つ
づ
け
た
。
私
も
い
っ
ぱ
し
の
投
稿
者
に
な
っ
て
、〝
キ
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岡
本
太
郎
・
大
岡
昇
平
・『
赤
い
鳥
』

　
　
　

本
と
／
で
遊
ぶ
（
１
）　　

 

酒　

井　
　
　

敏　
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リ
ン
の
首
〞
な
ど
と
い
う
童
謡
を
応
募
し
て
賞
を
も
ら
っ
た
り
し
た
。
白
秋
の
短
評
が
そ
え
ら
れ
て
い
た
。
母
親
は
得
意
に
な
っ

て
、「
こ
の
子
は
詩
人
な
ん
で
す
よ
。」
と
吹
聴
し
た
。

 

（「
母
に
は
じ
ま
る
私
の
読
書（

1
）」）

　

岡
本
太
郎
は
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
二
月
の
生
ま
れ
。
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
四
月
に
東
京
・
青
山
の
青
南
小
学
校
に
入
学

す
る
が
、
公
立
学
校
に
な
じ
め
ず
二
回
の
転
校
を
経
て
、
翌
年
恵
比
寿
の
慶
應
幼
稚
舎
一
年
に
入
学
し
た
。
後
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）

年
に
慶
應
義
塾
普
通
部
を
卒
業
し
て
東
京
美
術
学
校
（
現
在
の
東
京
藝
術
大
学
）
に
入
学
、
半
年
で
退
学
し
て
両
親
と
共
に
渡
欧
し
、

昭
和
一
五
年
に
陥
落
直
前
の
パ
リ
か
ら
帰
国
す
る
ま
で
彼
の
地
に
あ
っ
て
、
画
業
に
勤
し
む
だ
け
で
な
く
、
哲
学
・
心
理
学
・
民
族
学

な
ど
を
貪
欲
に
学
び
吸
収
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
児
童
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
の
創
刊
は
大
正
七
年
六
月
。
童
話
・
童
謡
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
て
広
く
読
ま
れ
た
と
さ
れ
る
一
方
、
芸

術
性
を
追
求
す
る
あ
ま
り
、
一
般
読
者
に
は
少
々
高
尚
に
過
ぎ
、
し
か
も
『
少
年
倶
楽
部
』
を
始
め
と
す
る
他
の
児
童
雑
誌
に
比
べ
て

割
高
と
映
っ
て
、
売
れ
行
き
は
必
ず
し
も
良
く
な
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。「
本
屋
の
小
僧
」
が
知
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
せ
い
か

も
知
れ
な
い
。

　

さ
て
、
太
郎
の
「〝
キ
リ
ン
の
首
〞」
は
、
以
下
の
よ
う
に
『
赤
い
鳥
』
大
正
九
年
一
二
月
号
（
50
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

き
り
ん
の
く
び
（
推
奨
）　　

東
京
芝
区
慶
應
／
幼
稚
舎
三
年
生　

岡
本
太
郎

き
り
ん
の
く
ゥ
び

天て
ん

ま
で
と
ゞ
く
、

お
月つ

き

様さ
ま

の
顔か

ほ

を

四し

角か
く

ィ
し
ィ
ろ
。（「
四
角

」
が
自
然
と
思
わ
れ
る
が
原
文
マ
マ
と
し
た
・
酒
井
注
）
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な
お
、「
そ
え
ら
れ
て
い
た
」「
白
秋
の
短
評
」
と
は
、「
募
集
童
謡
に
つ
い
て
」
に
「
今
度
の
推
奨
は
先
月
の
よ
り
劣
つ
て
ゐ
ま
す
。」

に
続
け
て
「
然
し
岡
本
君
の
「
き
り
ん
の
く
び
」
は
子
供
ら
し
い
突
飛
さ
が
な
か
〳
〵
大
人
に
は
歌
は
れ
ま
せ
ん
。」
と
記
さ
れ
て
い

る
の
を
指
す
。
褒
め
ら
れ
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、「
得
意
に
な
っ
て
、「
こ
の
子
は
詩
人
な
ん
で
す
よ
。」
と
吹
聴
」
す
る
に
は
、
い

さ
さ
か
「
短
評
」
に
過
ぎ
る
よ
う
に
も
思
う
。
既
に
『
か
ろ
き
ね
た
み
』（
青
鞜
社　

大
正
元
年
12
月
）
や
『
愛
の
な
や
み
』（
東
雲
堂

　

大
正
７
年
２
月
）
な
ど
の
歌
集
で
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
母
・
岡
本
か
の
子
（
仏
教
研
究
者
、
さ
ら
に
小
説
家
と
し
て
旺
盛
な

筆
力
を
見
せ
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
間
が
あ
る
）
の
、
い
か
に
も
彼
女
ら
し
い
天
真
爛
漫
ぶ
り
が
窺
え
て
微
笑
ま
し
い
。

　

一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
国
博
の
記
憶
と
共
に
今
も
聳
え
る
太
陽
の
塔
（
二
〇
一
八
年
よ
り
内
部
も
公
開
）
や
「
芸
術
は
爆
発
だ
！
」

の
Ｃ
Ｍ
な
ど
で
知
ら
れ
る
前
衛
芸
術
家
・
岡
本
太
郎
が
『
赤
い
鳥
』
の
投
稿
者
の
一
人
だ
っ
た
と
は
、意
外
で
興
味
深
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

興
味
を
惹
か
れ
た
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
ら
し
く
、
検
索
し
て
み
た
と
こ
ろ
「『
赤
い
鳥
』
で
再
会
〜
岡
本
太
郎
〜
」（『
雑
司
が
谷
旧

宣
教
師
館
だ
よ
り
』
第
48
号　

二
〇
一
一
年
一
二
月
二
五
日
）
と
い
う
記
事
が
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
の
が
目
に
留
ま
っ
た
。

　

筆
者
（
無
署
名
）
は
「
き
り
ん
の
く
び
」
を
誌
面
か
ら
図
版
と
し
て
起
こ
し
、「
子
供
ら
し
い
瑞
々
し
さ
に
、
選
者
・
北
原
白
秋
が

選
評
の
冒
頭
で
高
評
し
て
い
る
」
と
紹
介
し
た
上
で
、
当
時
、
生
き
て
い
る
キ
リ
ン
を
実
際
に
見
る
チ
ャ
ン
ス
が
な
か
っ
た
に
も
関
わ

ら
ず
、こ
の
よ
う
な
「
生
き
生
き
と
し
た
詩
を
書
い
た
個
性
の
強
」
さ
に
「
我
が
道
を
追
求
し
た
成
長
後
の
岡
本
太
郎
の
萌
芽
を
感
じ
」

取
っ
て
い
る
。
太
郎
が
実
際
に
キ
リ
ン
を
見
て
い
た
か
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
指
摘
に
教
え
ら
れ
た
。「
日
本
に
初
め
て

キ
リ
ン
が
２
頭
輸
入
さ
れ
上
野
動
物
園
に
入
っ
た
の
は
、
明
治
40
年
」
で
、「
飼
育
の
環
境
整
備
の
拙
さ
も
あ
り
、
翌
年
に
は
２
頭
と

も
死
亡
し
て
」
し
ま
い
、「
次
に
キ
リ
ン
が
輸
入
さ
れ
、
上
野
に
来
た
の
は
昭
和
８
年
」
な
の
だ
そ
う
だ
。

　

解
釈
に
つ
い
て
一
つ
付
け
加
え
る
な
ら
、
こ
の
童
謡
の
発
想
が
そ
も
そ
も
視
覚
的
・
絵
画
的
で
あ
る
点
を
、
後
年
の
「
岡
本
太
郎
の

萌
芽
」
と
し
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
読
ん
だ
後
で
は
「
確
か
に
ど
ち
ら
も
黄
色
の
地
に
模
様
が
あ
る
」
な
ど
と
気
付
く
が
、
そ
も
そ
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も
キ
リ
ン
か
ら
月
を
連
想
で
き
る
だ
け
で
、
既
に
非
凡
な
セ
ン
ス
が
窺
わ
れ
よ
う
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
両
者
が
単
な
る
並
列
や
対
比

で
は
な
く
、
キ
リ
ン
の
首
が
「
天
ま
で
と
ゞ
く
」
と
い
う
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
や
、
丸
い
「
お
月
様
の
顔
を
」「
四
角
」
に
変
形
さ
せ
る
メ

タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。
変
身
や
運
動
、
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
や
速
度
の
表
現
は
、
太
郎
も
そ
の
重
要
な

一
人
と
な
る
前
衛
芸
術
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
り
、
意
表
を
突
く
出
会
い
や
意
外
な
組
み
合
わ
せ
こ
そ
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス

ム
に
お
け
る
表
現
の
起
爆
剤（

2
）で

あ
っ
た
。
こ
う
読
み
解
い
て
み
る
と
、
白
秋
の
言
う
「
子
供
ら
し
い
突
飛
さ
」
に
は
、
前
衛
的
な
画
面

構
成
に
向
か
う
絵
画
的
感
性
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

深
読
み
が
過
ぎ
る
と
言
わ
れ
そ
う
だ
が
、
後
に
名
を
成
す
人
の
幼
時
の
作
品
を
読
み
解
い
て
、
妄
想
を
紡
ぐ
の
は
楽
し
い
。「
栴
檀

は
双
葉
よ
り
芳
し
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、そ
こ
に
見
ら
れ
る
表
現
に
は
将
来
開
花
す
る
可
能
性
が
潜
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
実
は
、

「
き
り
ん
の
く
び
」
を
探
し
て
『
赤
い
鳥
』
を
繰
っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
ん
な
例
を
も
う
一
つ
見
つ
け
た
。『
俘
虜
記
』
や
『
レ
イ
テ
戦

記
』
な
ど
の
作
品
で
知
ら
れ
る
大
岡
昇
平
（
明
治
四
二
年
生
ま
れ
）
も
、
同
じ
頃
に
童
謡
を
投
稿
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
事
実
を
、私
は
大
岡
の
自
伝
的
連
作
『
幼
年
』（

3
）『

少
年
―
あ
る
自
伝
の
試
み
―
』

（
4
）で

既
に
読
ん
で
い
た
は
ず
だ
が
、今
回
『
赤
い
鳥
』

の
投
稿
童
謡
を
調
べ
て
い
る
最
中
に
誌
面
で
偶
然
め
ぐ
り
会
い
、
感
慨
を
新
た
に
し
た
。
復
刻
版
と
は
言
え
、
や
は
り
現
場
の
臨
場
感

は
大
き
い
。
以
下
、『
少
年
』
の
「
第
二
章　

童
謡
」
か
ら
大
岡
の
自
作
解
説
を
適
宜
引
用（

5
）し

な
が
ら
作
品
を
紹
介
し
、
さ
さ
や
か
な

私
見
を
記
し
て
ゆ
く
。

　

太
郎
と
違
い
、大
岡
は
「
兄
の
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
た
」「
七
歳
年
上
の
」
従
兄
・
洋
吉
さ
ん
に
促
さ
れ
て
の
投
稿
だ
っ
た
ら
し
い
。

最
初
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
次
に
引
く
「
赤
リ
ボ
ン
」
で
、
同
じ
号
に
「
雨
」（
推
薦（

6
））

と
「
木
蓮
」（
入
選
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
洋
吉

さ
ん
が
、
大
岡
「
に
も
書
か
せ
て
、
多
分
同
じ
封
筒
へ
入
れ
て
投
書
し
て
く
れ
た
」
も
の
だ
と
言
う
。
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赤
リ
ボ
ン　
　

東
京
市
外
渋
谷
／
小
学
校
五
年
生　

大
岡
昇
平

リ
ン
〳
〵
リ
ボ
ン
、

赤
リ
ボ
ン
。

む
か
う
の
お
山
に
雨
が
降
る
。

木
に
な
つ
た
銀
の
鈴
が
、

リ
ン
〳
〵
〳
〵
。

リ
ン
〳
〵
リ
ボ
ン
、

赤
リ
ボ
ン
、

姉
さ
ま
の
か
け
た
、

赤
リ
ボ
ン
。

 

（『
赤
い
鳥
』
大
正
８
年
７
月　

64
〜
65
頁
）

　

大
岡
は
、
こ
の
全
文
を
引
用
し
た
上
で
、
以
下
の
様
な
コ
メ
ン
ト
を
付
す
。

　

こ
の
私
の
生
れ
て
は
じ
め
て
活
字
に
な
っ
た
作
品
を
読
ん
で
、
悲
し
く
思
う
の
は
、
着
想
が
洋
吉
さ
ん
の
「
雨
」
の
模
倣
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
リ
ボ
ン
へ
の
転
換
が
あ
ま
り
に
も
平
凡
で
紋
切
型
な
こ
と
で
あ
る
。
白
秋
の
評
に
は
「
音
楽
的
、
姉
さ
ん
の
リ

ボ
ン
を
か
ら
か
つ
て
、笑
つ
て
ゐ
る
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
あ
っ
た
が
、姉
は
ず
っ
と
和
歌
山
の
大
叔
母
の
家
に
い
て
、め
っ

た
に
東
京
へ
出
て
来
な
か
っ
た
。
リ
ボ
ン
は
む
し
ろ
少
年
少
女
小
説
の
挿
画
か
な
に
か
か
ら
得
た
着
想
で
、
な
に
か
き
れ
い
で
女

性
的
な
も
の
へ
の
憧
れ
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。 

（
79
頁
）

　

ひ
ど
く
辛
い
評
価
だ
が
、「
洋
吉
さ
ん
の
手
は
入
っ
て
い
な
い
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
傾
向
と
対
策
を
意
識
し
な
が
ら
も（

7
）、
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大
岡
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
想
像
力
が
働
い
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
言
わ
ば
、
不
在
の
姉
を
召
喚
し
て
お
話
＝
物
語
を
作
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。「
リ
ボ
ン
は
む
し
ろ
少
年
少
女
小
説
の
挿
画
か
な
に
か
か
ら
得
た
着
想
」
だ
っ
た
と
い
う
指
摘
に
も
注
意
し
て
お
こ
う
。
キ

リ
ン
と
月
で
構
成
さ
れ
た
太
郎
の
情
景
も
、
何
か
で
目
に
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
図
像
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
た
画
面
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

次
に
掲
載
さ
れ
た
「
あ
ぢ
さ
ゐ
」
に
つ
い
て
は
、「
再
び
「
木
蓮
」
の
模
倣
で
あ
る
」
と
し
て
全
文
を
引
用
し
、「
結
局
、
私
の
作
品

は
、
い
つ
も
女
の
子
の
も
の
を
歌
っ
て
い
る
と
い
う
ほ
か
に
特
徴
は
な
い
。
こ
の
方
に
は
白
秋
の
評
言
は
な
か
っ
た
。」（
81
頁
）
と
コ

メ
ン
ト
し
て
い
る
。
大
岡
の
引
用
で
は
ル
ビ
や
仮
名
遣
い
、
表
記
な
ど
が
変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
初
出
形
を
示
し
て
お
く
。

　
　
　
　

あ
ぢ
さ
ゐ　
　

東
京
府
下
大
向
／
小
学
校
五
年
生　

大
岡
昇
平

あ
ァ
ぢ
さ
ゐ
の
花は

な

は
、

手て

ま
り
の
や
う
な
花は

ァ
な

。

一ひ
と

つ
ポ
ン
と
突
け
ば

一ひ
と

つ
ポ
ン
と
は
づ
む
。

手て

ま
り
の
や
う
な
花は

ァ
な

、

あ
ァ
じマ

マ

さ
ゐ
の
花は

ァ
な

。

 

（『
赤
い
鳥
』
大
正
８
年
11
月　

68
頁
）

　
『
幼
年
』
で
も
繰
り
返
し
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、子
ど
も
の
頃
の
大
岡
は
、む
し
ろ
女
の
子
と
遊
ぶ
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。

一
行
目
の
「
花
」
は
「
は
な
」
と
読
ま
せ
、
二
・
五
・
六
行
目
の
「
花
」
を
「
は
ァ
な
」
と
読
ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
言
葉
の
響
き
や

語
調
に
意
を
用
い
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
が
、「
あ
ァ
ぢ
さ
ゐ
」と
同
じ
く『
赤
い
鳥
』調
で
、傾
向
と
対
策
を
学
ん
だ
成
果
と
も
見
え
る
。

　

私
に
は
、「
赤
リ
ボ
ン
」
と
の
関
わ
り
も
含
め
、
大
岡
が
「「
あ
じ
さ
ゐ
」
と
い
っ
し
ょ
に
投
書
し
た
も
の
で
、
ず
っ
と
お
蔵
に
な
っ
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て
い
て
、
た
ま
た
ま
埋
草
と
し
て
使
わ
れ
た
」「
つ
ま
ら
な
い
童
謡
」（
81
頁
）
と
し
か
コ
メ
ン
ト
し
な
い
最
後
の
掲
載
作
「
お
菓
子
」

が
一
番
面
白
か
っ
た
。
大
岡
は
引
用
し
て
い
な
い
が
、
こ
ん
な
童
謡
で
あ
る
。

　
　
　
　

お
菓く

わ

子し　
　

東
京
市
外
尋マ

渋マ

町
大
向
小
学
校
尋
五　

大
岡
昇
平

　
　

昨ゆ
ふ
べ夜

も
ら
つ
た
赤あ

か

い
お
菓く

わ

子し

、

　
　

今け

朝さ

は
食た

べ
よ
と
見み

て
み
た
ら
、

　
　

赤あ
か

い
お
菓く

わ

子し

の
影か

げ

も
な
く
、

　
　

空か
ら

の
白し

ろ

い
皿さ

ら

ば
か
り
。

　
　

い
た
づ
ら
小こ

猫ね
こ

が
食た

べ
た
の
か
、

　
　

そ
れ
と
も
鼠ね

ず
み

が
ひ
い
た
の
か
。

　
　

障し
や
う

子じ

に
う
つ
る
黒く

ろ

い
影か

げ

。

　
　

ち
よ
い
と
す
き
か
ら
の
ぞ
い
た
ら
、

　
　

に
こ
〳
〵
顔が

ほ

の
兄に

い

さ
ん
が
、

　
　

ひ
と
り
お
菓く

わ

子し

を
食た

べ
て
ゐ
た
。

 

（『
赤
い
鳥
』
大
正
９
年
３
月　

85
頁
）

　
「
赤
い
お
菓
子
」「
白
い
皿
」
そ
し
て
「
黒
い
影
」
と
い
う
色
彩
の
対
比
、「
小
猫
」「
鼠
」
を
経
て
「
兄
さ
ん
」
に
落
ち
着
く
犯
人
捜

し
。
こ
れ
だ
け
見
て
も
、
大
き
な
二
つ
の
主
題
が
並
立
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
欲
張
り
過
ぎ
で
、
印
象
が
散
漫
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
つ

ま
ら
な
い
童
謡
」
で
片
付
け
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、全
体
が
整
っ
た
構
成
の
お
話
＝
物
語
に
な
っ
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。「
今
朝
は
食
べ
よ
」
と
楽
し
み
に
し
て
い
た
「
お
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菓
子
」
が
消
え
て
し
ま
い
（
＝
起
）、「
小
猫
」
の
「
い
た
づ
ら
」
か
「
鼠
」
が
盗
ん
だ
か
と
考
え
て
い
た
ら
（
＝
承
）、「
障
子
」
に
影

が
映
り
（
＝
転
）、「
兄
さ
ん
」
が
犯
人
だ
と
判
明
す
る
（
＝
結
）。
淡
い
期
待
か
ら
始
ま
っ
た
主
人
公
の
気
持
ち
は
、
驚
き
か
ら
失
望

へ
と
変
わ
り
、
さ
ら
に
意
外
な
犯
人
を
知
っ
て
、
よ
り
深
い
驚
き
と
失
望
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
。
犯
人
と
し
て
「
兄
さ
ん
」
を
思
い
浮

か
べ
る
場
面
が
な
い
の
で
、
結
末
の
驚
き
と
失
望
に
は
、
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
思
い
も
加
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
な
か
な
か
ド
ラ

マ
テ
ィ
ッ
ク
な
展
開
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
結
末
に
は
、「
お
菓
子
」
を
食
べ
る
楽
し
み
を
奪
わ
れ
た
主
人
公
の
悲
し
み
や
失
望
が
、
そ
れ
を
一
人
占
め
に
し
て
「
に
こ

〳
〵
顔
の
兄
さ
ん
」
の
喜
び
や
幸
福
に
化
け
る
と
い
う
皮
肉
も
効
い
て
い
る
。
も
し
か
す
る
と
、
そ
も
そ
も
一
つ
し
か
な
く
て
「
お
兄

ち
ゃ
ん
な
ん
だ
か
ら
」
と
譲
ら
さ
れ
た
「
お
菓
子
」
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
少
々
現
代
的
に
過
ぎ
る
が
、「
に
こ
〳
〵
顔
」
か
ら
は
、

そ
ん
な
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。
た
だ
一
人
の
姉
は
遠
く
和
歌
山
に
い
て
、
実
質
的
に
は
一
人
っ
子
だ
っ
た
（
後

に
弟
が
生
ま
れ
る
）
に
も
関
わ
ら
ず
、
大
岡
少
年
は
兄
弟
間
の
心
理
を
な
か
な
か
深
く
洞
察
し
、
巧
み
に
劇
化
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

ま
さ
に
小
説
家
的
な
セ
ン
ス
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
現
実
の
物
語
化
（
ロ
マ
ン
化
）
こ
そ
、
そ
も
そ
も
大
岡
が
有
し
て
い
た
創
作
家

と
し
て
の
資
質
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
日
大
岡
の
作
風
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
作
者
の
一
義

的
な
特
権
化
を
警
戒
し
、
不
安
定
な
作
者
の
位
置
に
対
し
て
明
晰
た
ら
ん
と
し
、
こ
の
近
代
が
生
ん
だ
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
を
耐
え
ず

相
対
化
す
る（

8
）」

姿
勢
で
あ
る
。
小
説
と
い
う
表
現
形
式
の
可
能
性
や
限
界
、
自
身
の
作
品
世
界
と
の
距
離
や
関
係
性
を
強
く
意
識
し
て

い
る
点
に
、
現
代
作
家
と
し
て
の
大
岡
の
特
質
が
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　

大
岡
に
と
っ
て
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
っ
た
「
俘
虜
記
」（『
文
学
界
』
昭
和
23
年
２
月
）
で
の
執
拗
な
自
己
省
察
を
思
い
浮
か
べ
る
と

理
解
し
や
す
い
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
作
風
は
、
実
は
本
来
の
資
質
と
コ
イ
ン
の
表
と
裏
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
思
う
。「
ロ
マ
ネ

ス
ク
作
者
」
に
な
り
が
ち
な
資
質
を
自
覚
し
、
と
も
す
れ
ば
放
恣
に
物
語
っ
て
し
ま
う
自
身
の
筆
を
抑
制
し
よ
う
と
努
め
る
と
き
、
自
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ら
を
見
返
す
も
う
一
人
の
自
分
が
生
ま
れ
る
。
投
稿
童
謡
か
ら
「
俘
虜
記
」
ま
で
の
間
、
大
岡
は
専
ら
翻
訳
家
・
評
論
家
と
し
て
活
動

し
て
い
た
。
距
離
を
保
っ
て
対
象
を
観
察
す
る
能
力
に
は
長
け
て
い
た
ろ
う
か
ら
、
こ
ん
な
風
に
自
身
の
創
作
行
為
と
向
き
合
っ
た
の

も
不
思
議
で
は
な
い
。
大
岡
の
小
説
は
、
物
語
ろ
う
と
す
る
自
分
と
物
語
る
欲
求
を
押
さ
え
込
も
う
と
す
る
自
分
と
が
葛
藤
や
相
克
を

繰
り
返
す
中
で
生
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
点
に
あ
る
自
身
の
資
質
を
見
極
め
て
、
そ
れ
と
意
識
的
に
向
き
合
う
と
こ
ろ
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
作
風
な
の
だ
。

　

こ
う
考
え
る
と
、
最
初
の
作
品
で
あ
る
三
つ
の
童
謡
と
透
徹
し
た
自
意
識
に
支
え
ら
れ
た
大
岡
の
知
的
な
作
風
と
の
関
連
が
見
え
て

く
る（

9
）。

大
岡
が
評
論
家
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
も
旺
盛
な
活
動
を
示
し
た
理
由
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

　

大
岡
は
『
赤
い
鳥
』
の
印
象
を
、
表
紙
絵
・
挿
絵
か
ら
童
話
・
童
謡
な
ど
掲
載
作
品
ま
で
含
め
て
「「
小
波
お
伽
噺
」
と
は
ま
っ
た

く
違
い
、
な
ん
と
も
い
え
ず
上
品
で
き
れ
い
だ
っ
た
」（
77
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
太
郎
が
記
憶
し
て
い
た
か
の
子
の
言
葉
と
も
通
い

合
う
証
言
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
志
あ
る
多
く
の
投
稿
者
を
吸
引
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
新
美
南
吉
を
始
め
と
す
る
童
話
作
家
た
ち
の
投

稿
者
時
代
に
つ
い
て
は
、
児
童
文
学
の
分
野
で
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
別
の
一
面
を
取
り
上
げ
て
み
た
。
本

稿
で
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
太
郎
に
つ
い
て
も
大
岡
に
つ
い
て
も
既
に
言
及
が
あ
る
が
、
両
者
を
並
べ
た
上
で
そ
れ
ぞ
れ
の
投
稿
作
品

に
潜
在
す
る
可
能
性
を
考
察
し
た
論
は
本
稿
が
初
め
て
と
思
う
。
い
さ
さ
か
妄
想
め
い
た
叙
述
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
認
め
つ
つ
、「
現

場
」
に
寄
り
添
う
楽
し
さ
、
興
味
の
赴
く
ま
ま
に
「
本
で
」「
本
と
」
遊
ぶ
面
白
さ
を
伝
え
ら
れ
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注（
１
）
引
用
は
同
書
188
頁
に
拠
る
。
な
お
、
初
出
は
『
読
書
新
聞
』
昭
和
二
七
年
七
月
二
日
号
で
、
そ
の
際
の
表
題
は
「
母
親
か
の
子
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の
読
書
と
共
に
」。

（
２
）
デ
ペ
イ
ズ
マ
ン
を
指
す
。
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
技
法
の
一
つ
で
、
そ
の
説
明
に
は
「
解
剖
台
の
上
で
の
ミ
シ
ン
と
こ
う
も

り
が
さ
の
不
意
の
出
会
い
の
よ
う
に
美
し
い
」
と
い
う
、
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
伯
爵
の
「
マ
ル
ド
ロ
ー
ル
の
歌
」
の
一
節
が
し
ば
し

ば
用
い
ら
れ
る
。

（
３
）
初
出
は
『
別
冊
潮
』
20
・
後
継
誌
『
季
刊
日
本
の
将
来
』
１
〜
５
（
一
九
七
一
年
一
月
〜
七
二
年
一
〇
月
）
で
、
そ
の
際
の
表

題
は
「
わ
が
生
涯
を
紀
行
す
る
」。
初
刊
は
潮
出
版
社
、
一
九
七
三
年
五
月
。

（
４
）
初
出
は
『
季
刊
文
芸
展
望
』
一
九
七
三
年
春
号
〜
一
九
七
五
年
夏
号
。
初
刊
は
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
〇
年
一
一
月
。

（
５
）
引
用
に
は
昭
和
五
五
年
一
月
刊
の
新
潮
文
庫
版
を
用
い
、
頁
数
の
み
を
適
宜
付
記
し
た
。

（
６
）「「
推
薦
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
月
の
大
人
の
作
品
（
と
い
う
よ
り
は
児
童
で
な
い
者
の
作
品
、
洋
吉
さ
ん
は
中
学
四
年
生
だ
っ

た
）
最
優
秀
作
二
篇
が
、
カ
ッ
ト
付
で
見
開
き
に
組
ま
れ
る
。」（
78
頁
）。

（
７
）「
私
の
「
赤
リ
ボ
ン
」
は
洋
吉
さ
ん
に
「
雨
」
の
原
稿
を
見
せ
て
貰
い
、
説
明
を
聞
き
、「
赤
い
鳥
」
の
バ
ッ
ク
・
ナ
ン
バ
ー
を

二
、三
冊
借
り
、
参
考
に
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。」（
79
頁
）
と
あ
り
、「
雨
」
に
つ
い
て
も
「
当
時
の
白
秋
童
謡
の
傾
向
に
優

等
生
的
答
案
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。」
と
記
し
て
い
る
（
80
頁
）。

（
８
）『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
67　

大
岡
昇
平
』（
新
潮
社　

一
九
九
五
年
一
一
月
）
９
頁
。
筆
者
は
樋
口
覚
。
な
お
、
同
書
に
は

本
稿
で
扱
っ
た
三
編
の
童
謡
が
初
出
誌
の
誌
面
を
撮
影
し
た
写
真
版
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
６
頁
）。

（
９
）
あ
る
い
は
、自
身
の
資
質
が
露
わ
に
見
え
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、大
岡
は
「
お
菓
子
」
を
「
お
蔵
に
な
っ
て
い
」
た
「
つ

ま
ら
な
い
童
謡
」
と
言
い
捨
て
て
、
引
用
を
避
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
。


