
視
点

の
あ
り
方
と

テ
ン
ス
形
式

二
葉
亭

四
迷

「
あ

ひ

"
き
」

「
め
ぐ
り
あ

ひ
」

に
お
け

る
動
詞

「見
え

る
」
を

め
ぐ

っ
て

深
澤

愛

一

問
題

の
所
在

明
治

一
=

(
一
八
八
八
)
年
、
二
葉
亭
四
迷
は

ツ
ル
ゲ
ー
ネ

フ
の
翻

訳
作

品
で
あ
る

「
あ
ひ

"
き
」
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
を
、

『国
民
之
友
』

『都

の
花
』
誌
上
に
発
表
し
た
。
周
知

の
よ
う

に
、

こ
れ
ら
初
稿
の
発
表
か
ら
八
年
を
経
た
明
治

二
九
年
に
、
春
陽

堂
刊

『か
た
恋
』
所
収

の

一
編
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
改
稿
が
発

表
さ
れ

て
い
る

(「め
ぐ
り
あ
ひ
」
は

「
奇
遇
」
と
題
を
変
え
て

い
る
)。

「あ
ひ

f
き
」
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
と
も
に
、
作
中
人
物

「自
分
」

が
語
る
と

い
う
体
裁
を
と

っ
て
い
る
が
、
そ
の
文
章

(初
稿

の

文
章
)

に
つ
い
て
、
杉
山

(
一
九
七
九
)
は
次

の
よ
う

に
述
べ

て
い
る
。(成

島
柳
北

『航
薇
日
記
』
な
ど
、
「
二
葉
亭
の
翻
訳
以
前

の
自
然
描
写
」

で
は
…
引
用
者
注
)
讐
喩

に
よ

っ
て
表
現

さ
れ
る
山

々
は
た
ん
に
並
立
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

一
つ

の
視
点
か
ら
見
ら
れ
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と

い
う
も

の

が
な

い
。
視
点
と

い
う
も

の
が
問
題

に
な

っ
て
い
な

い
。

そ
れ
に
対
し
て

《
め
ぐ
り
あ
ひ
》
の
右

に
続
く
文
章
は
作

中
人
物
の
視
線
の
移
動
を
物
語

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
《
あ
ひ
.・
き
》
《
め
ぐ
り
あ
ひ
》

の

文
章
が
あ
た
え
た
シ
ョ
ッ
ク
と
い
う
も

の
は
、

つ
づ
め
て

い
え
ば
、
そ
こ
に
は
作
中
人
物

の
位
置
、
あ
る

い
は
描
写

[29]



の
位
置
、
と

い
う
も

の
が
意
識
さ
れ
、
問
題
に
さ
れ
て
い

る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
(
二
三
五
-
六
頁
)

「視
点
と

い
う
も

の
が
問
題
に
な

っ
て
い
な

い
」
そ
れ
ま

で
の
自

然
描
写

に
対
し
て
、
「作
中
人
物
の
視
線

の
移
動
を
物
語
」
る
よ

う
な

「
あ
ひ
f
き
」
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」

の
描
写
が
当
時

の
読
者
た

ち
に

「
シ
ョ
ッ
ク
」
を
与
え
た
と
評
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
初
稿
と
改
稿

の
表
現
を
見
比
べ
た
と
き
、
次

の
よ
う

に
、
同

じ
動
詞
で
あ

っ
て
も
語
形
が
変
更
さ
れ
な

い
場
合
と
変

更
さ
れ

る
場
合
と
が
あ

る
。
ω
ω
に
挙
げ
た

の
は
、
動
詞

「
見

え
る
」

の
例
で
あ
る

(以
下
、

a
に
は
初
稿
の
文
章
を
、
b
に

は
改
稿

の
文
章
を
挙
げ
る
。
傍
線
は
全

て
引
用
者
に
よ
る
)。

し
な

ω

a
.

品

よ

く

、

拍

子

を

取

て

、

鞍

の

上

に

踊

り

な

が

ら

行

く

の
が

見

え

た

(
め

ぐ

り

あ

ひ

)

し
な

b
.
品
よ
く
拍
子
を
取

つ
て
鞍

の
上
に
躍
り
な
が
ら
行

く
の
が
見
え
た

(奇
遇
)

ひ
ろ
が

そ
の
む
か
ふ

ω

a
.

目

前

に

は

灌

木

が

生

へ

弘

ツ

て

ゐ

て

、

其

向

に

は
く
や
う

は
白
楊
の
林
が
見
え
た

(め
ぐ
り
あ
ひ
)

b
.
目

の
前

に
は
灌
木

が
生
え
拡
が

つ
て
ゐ
て
、
其

む

か

ふ

は
こ
や
な
ぎ

彼
方
に
は
白

楊

の
森
が
見
え
る

(奇
遇
)

ω
の
よ
う
に
初
稿
で

「
見
え
た
」
だ

っ
た
部
分
が
改
稿
で
も

そ
の
ま
ま

の
場
合
も
あ
れ
ば
、

一
方
で
吻
の
よ
う
に
初
稿

「
見

え
た
」
か
ら
改
稿

「見
え
る
」

へ
変
更
さ
れ

て
い
る
場
合
も
あ

る
。杉

山

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「作
中
人
物
の
視
線

の
移
動
を
物

語
」
る
文
章
が
当
時
驚
き
を
以
て
迎
え
ら
れ
た

の
だ
と
す
れ
ば
、

作
中
人
物
が
自
ら
の
視
線

の
先
に
あ

る
も

の
を
知
覚
し
て
い
る

こ
と
を
表
す
動
詞

「
見
え
る
」
に
テ
ン
ス
形

式
の
変
更
が
加
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
変
更
は
、
四
迷
が
改
稿
を
成
す

に
あ
た

っ
て
ロ
シ

ア
語
原
文
を
見
直
し
た
結
果
、
初
稿
に
お
け
る
誤
訳
が
訂
正
さ

れ
た
だ
け
な

の
だ
ろ
う
か
。

ロ
シ
ア
語
原
文

と
四
迷
訳
と
を
対

比
さ
せ
た
先
行
論
文
を
見
る
限
り
、
初
稿
で

の

(多
数
の
)
間

違

い
を
正
し
た
の
が
改
稿
で
あ
る
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

例
え
ば
、
佐
藤

(
一
九
九
五
)
は
、
「
あ

ひ

"
き
」
初
稿
と

改
稿
の
訳
語
を
比
較
す
る
と
、
改
稿

の
方
が
原
文
に
忠
実
な
場

合
も
あ
れ
ば
、
初
稿
の
方
が
む
し
ろ
優
れ
て

い
る
場
合
も
あ
り
、

ま
た
、
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
に
お
い
て
も
初
稿
で

の
明
ら
か
な
誤
り

が
改
稿
で
正
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
も

の
の
、
改
稿

の
方
に
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む
し
ろ

「簡
単
な
誤
訳
が
散
見
さ
れ
る
」
と

い
う

(三
七
九
ー

三
八
四
、
三
九

一
-
四
頁
)
。
ま
た
、
コ
ッ
ク
リ
ル

(二
〇
〇
九
)

は
、
「
奇
遇
」
で
は

「
『
め
ぐ
り
あ
ひ
』
に
見
ら
れ
る
生
真
面
目

な

ほ
ど

の
原
文

へ
の
こ
だ
わ
り
が
殆
ど
見
ら
れ
ず
、
随
意
に
訳

し
て

い
る
」

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
改
稿
が
依
然
と
し
て

「
原
文

に
忠
実
な

「逐
語
訳
」
で
あ
り
続
け
た
と
、
研
究
者
の
多

く
が
証

言
し
て
い
る
」
こ
と
を
重
視
す
る

(
一
〇
頁
)
。
初
稿
と

改
稿
の
ど
ち
ら
が
よ
り
原
文

に
忠
実
な

の
か
は
、
必
ず
し
も
統

一
さ
れ

た
見
解
が
得
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
む
し

ろ
、

こ
う

し
た
研
究
を
見
る
限
り
、
初
稿
、
改
稿
そ
れ
ぞ
れ
に
原
文

へ
の
忠

実
さ
や
正
確
さ
を
持

っ
て
い
る
と
す
ら
考
え
ら
れ
る
。

と
す

る
な
ら
ば
、
改
稿

に
つ
い
て
、
佐
藤
が

「語
学
的
正
確

さ
よ
り
も
日
本
文

の
滑
ら
か
さ
に
重
点
を
お

い
た
」
(三
九

一

-

二
頁
)
、
コ
ッ
ク
リ
ル
が

コ

読
し
て

『奇
遇
』

の
文
章

の
方

が
日
本

語
と
し
て
こ
な
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
」
(
=

一

　

頁
)
と

述

べ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
初
稿
、

改
稿
と
も

に
そ
れ
ぞ
れ
原
文

へ
の
忠
実
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
の
な

ら
、
そ
れ
で
も
な
お
改
稿
が
日
本
語
と
し
て

「
滑
ら
か
」

で

「
こ
な
れ
て
い
る
」
と

い
う
こ
と
は
、

ロ
シ
ア
語

の
訳
文
と

し
て
だ
け
で
は
な
く

(あ
る
い
は
そ
れ
以
上

に
)
、
日
本
語
と
し

て
も
添
削
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
を
念
頭
に
お
き
、
本
稿

は
、

改
稿

の
文
章
は
、

あ
く
ま
で
日
本
語
の
文
章
と
し
て
変
更
さ
れ
た
も

の
と

い
う
立

場
を
取
る
。

　

本
稿
で
ま
ず
明
ら
か
に
し
た

い
の
は
、
文
末
に
お
け
る
動
詞

「
見
え
た
/
見
え
る
」
に

つ
い
て
、
改
稿
に
お

い
て
も
テ
ン
ス
形

式
が
変
更
さ
れ
な

い
場
合

(ω
の
パ
タ
ー
ン
)
と
改
稿
に
お

い

て
テ
ン
ス
形
式
が
変
更
さ
れ
た
場
合

(働
の
パ
タ
ー
ン
)
と

の

違

い
で
あ
る
。
主

に
二
節
、
三
節
で
分
析
す

る
。
加
え

て
、
四

節
に
お

い
て

「見
え
た
/
見
え
る
」
以
外

の
語
句

が

「
見
え
た

/
見
え
る
」

へ
改
変
さ
れ
た
例
の
分
析
を
行
う
。
そ

の
上
で
、

五
節
に
お
い
て
、
「見
え
た
/
見
え
る
」
に
関
す
る
テ
ン
ス
形
式

の
保
持

や
改
変
が
、
作
中
人
物

の
視
点
の
あ
り
方
と

い
か
な
る

関
係
に
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
。

「作
中
人
物
の
位
置
」
が

「意
識
さ
れ
、
問
題
に
さ
れ
」
た
両

作
品
に
お

い
て
、
初
稿
か
ら
改
稿

へ
の
テ
ン
ス
形
式

の
保
持
と

改
変
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
な

の
か
。
そ

の

一
端
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
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二

「見
え

た
」

か

「見
え
る
」

か

初
稿

か
ら
改
稿

へ
の
テ
ン
ス
形
式
の
保
持
あ
る
い
は
改
変
は
、

ど
の
よ
う
な
条
件
下
で
行
わ
れ
た

の
か
。
前
節

で
挙
げ
た
例
を

観
察
し

て
、
本
稿
で
の
見
通
し
を
得
た
い
。
個
㈲
は
、
前
節
に

挙
げ
た
ω
ω
を
前
文
と
併
せ
て
再
掲
し
た
も

の
で
あ
る
。
ど
ち

ら
も

「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
「奇
遇
」

の
例
で
あ
る
。

鋤
か
ら
見
て
み
よ
う
。
語
り
手

で
も
あ
る

「
自
分
」
が
、
馬

に
乗

っ
た

「
婦
人

(女
)」
と
そ
の
連
れ
の
男
に
道
端
で
出
会

っ

た
場
面

で
あ
る
。

偶

a
.
例

の
婦
人

は
身
震
を
し
た
、
(中
略
)
そ
し
て
駈

く
ろ
う
ま

ば

出
し
た
。
男
も
ま
た
直
ち
に
乗

ツ
て
ゐ
た
朧
馬
に
馬

し

り
ん

あ

は

刺
輪
を
加
て

・
駈
出
し
た
が
、
自
分
が
其
道
筋
を
林

つ
れ端

へ
と

出

た

こ

ろ

に

は

、

最

う

両

人

共

野

を

隔

て

・
、

き
い
ろ

し
な

黄

く
か
す
む
遠
方
で
、
品
よ
く
、
拍
子
を
取

て
、
鞍

の
上
に
踊
り
な
が
ら
行
く

の
が
見
え
た

(め
ぐ

り
あ
ひ
)ぎ

よ

つ

い
つ
さ
ん

b

.

女

は

愕

然

と

し

て
、

(
中

略

)

逸

散

に

駈

出

す

。

男

あ
を
う
ま

ば

し

り
ん

あ

も
直
ぐ
に
乗

つ
て
ゐ
た
朧
馬

に
馬
刺
輪
を
加

て

・
駈

た

出
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
少
し
経

つ
て
自
分
が
其
道
を

は
つ
れ

林
端

へ
出
た
時
に
は
、
二
人
は
既

に
野
を
乗
切

つ
て
、

し
な

黄
ろ
く
霞
む
遠
方
で
、
品
よ
く
拍

子
を
取

つ
て
鞍

の

上
に
躍
り
な
が
ら
行
く
の
が
見
え
た

(奇
遇
)

語
り
手
は

「
婦
人

(女
)」

の
姿
を
目
に
す
る
も

の
の
、
彼

女
が
す
ぐ
に
駆
け
去

っ
て
し
ま

っ
た
た
め
、

そ
の
姿
は
語
り
手

の
視
界
か
ら
消
え
失
せ
る
。
そ
し
て
語
り
手

が
道
を
歩

い
て
林

の
外
れ
に
出
た
と
き
、
再
び
彼
女

の
姿
が
遠
く

に

「見
え
た
」
。

「自
分
が
其
道
筋
を
林
端

へ
と
出
た
こ
ろ
に
は
」
と
あ
る
こ
と
か

　

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
婦
人
と
ひ
と
た
び
蓬
遁
し
て
再
び
そ

の

姿
を
目
に
す

る
ま

で
に
は
間
が
あ
る
。
描
か
れ
る
事
態
は
継
起

的
に
展
開
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴

い
語
り
手

の
視
界
に
入
る
も

の
も
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

㈲
は
、
「
露
西
亜
の
片
田
舎
」

の
屋
敷
で
見

か
け
た
女
性
と
、

か

つ
て
イ
タ
リ
ア
で
見
た
女
性
と
が
同

一
人
物
だ
と
気
付
い
た

語
り
手
が
、
真
相
を
確
か
め
た
く
て
屋
敷

の
周
辺
を
う
ろ

つ
く

場
面
で
あ
る
。

や

し

き

㈲

a
.

恐

ら

く

、

荘

館

で

は

ま

だ

寡

て

ゐ

る

で

有

ら

う

ま

は

り

…
そ
れ
に
今
頃
家
の
周
囲
を
俳

徊
し
て
は
、
た
f

い
た
づ
ら

ひ

徒

に
人
の
疑
ひ
を
惹
く
と

い
ふ
も

の
、
且
目
前

に
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ひ
ろ
が

そ
の
む
か
ふ

は
く

や
う

は
灌
木
が
生

へ
弘

ツ
て
ゐ
て
、
其

向

に
は
白
楊

の

林
が
見
え
た
…
…
我
な
が
ら
感
心
な
事
に
は
、
か
う

あ
る

心
頭
に
か

・
る
事

の
有

に
も
拘
ら
ず
、
尚
未
だ

に
遊

た
つ

猟
を
し
た

い
と

い
ふ
貴
と

い
念
は
全
く
消
ぎ
り
は
し

わ
か
ど
り

な
か
ツ
た
、
「事
に
寄
れ
ば

と
思
ツ
た

稚
鳥

て

あ
ふ

に
出
逢
か
も
知
れ
ん
、
ー

其
う
ち
に
は
時
刻
が
移

る

」
。

そ

こ

で

灌

木

の

問

へ
は

い

ツ

た

。

(
め

ぐ

り

あ

ひ

)

や
し
き

b

.

と

い

ふ

も

の

は

、

恐

ら

く

邸

で

は

未

だ

眠

て

ゐ

あ
た
り

る
で
あ
ら
う
し
…
…
そ
れ
に
今
頃
か
ら
そ

の

辺

を

う
ろ
つ
い

い
た
づ
ら

ひ

俳
徊

て
は
、

徒

に
人

の
疑
を
惹
く
と

い
ふ
も

の
で

う
へ

あ

る
、
そ

の
上
目
の
前

に
は
灌
木
が
生
え
拡
が

つ
て

む

か

ふ

は
こ
や
な
き

ゐ
て
、
其
彼
方

に
は
白

楊

の
森
が
見
え
る
…
…
我

な
が
ら
感
心
な
事

に
は
斯
う
心

に
懸

る
事

が
あ

つ
て

し

た
つ

き

も
、
猟
を
為
た

い
と

い
ふ
貴
と

い
気
は
未
だ
失
せ
了

わ
か
と
り

つ

て

は

ゐ

な

か

つ
た

、

「
ひ

よ

つ
と

す

る

と

、

稚

鳥

ぶ
つ
つ
か

に
出
会

る
か
も
知
れ
ん

そ
の
内

に
は
時
刻
も
移

ら
う
。」
そ
こ
で
灌
木
の
間

へ
入

つ
た
。
(奇
遇
)

初
稿

、
改
稿

い
ず

れ
も
描
か
れ

る
出
来
事
は
同
じ
で
あ
る
。

ま
ず
、
語
り
手
の
目
に
は
、
目
前
の

「灌
木
」
と
そ
の
向
こ
う

に
あ
る

「白
楊
の
林
」
が
映

っ
て
い
る
。
続

け
て
そ
の
林
で
猟

を
し
た

い
と
い
う
思
い
が
描
か
れ
、
「
そ
こ
で
灌
木
の
間

へ
は
い

ツ
た
」
と
続
く
。

つ
ま
り
、
語
り
手
は
ず

っ
と
灌
木

や
林

の
あ

る
方
向
を
見

つ
め
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
個
と

の
違

い
は
、
語

り
手
が
ひ
と
と
こ
ろ
を
見

つ
め
、
語
り
手
の
視
線
を
通
し
て
描

か
れ
る
も
の
が
大
き
く
転
換
し
な
い
と
い
う
点

に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
比
べ
る
と
、
初
稿

「
見
え

た
」

の
テ
ン
ス
形

式
が
改
稿

で
保
持
さ
れ
る
か
改
変
さ
れ
る
か

は
、
語
り
手

「自

分
」

の
視
界
の
転
換

の
有
無
が
条
件
と
な

っ
て
い
る
と

い
う
仮

説
が
成
り
立

つ
。

次
節

で
は
、
文
末

で
対
応
し

て
い
る

「
見
え
た
/
見
え
る
」

の
例
を
取
り
上
げ
、
仮
説

の
検
証
を
行
な
う
。
初
稿

・
改
稿
と

も
同
じ
く
動
詞

「
見
え
る
」
を
用

い
て
い
る
箇
所
の
数
は

(倒

㈲
も
含
め
て
)
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

初
稿

「
見
え
た
」

改
稿

「見
え
た
」

…
…
二
例

初
稿

「
見
え
た
」

改
稿

「見
え
る
」

…
…
三
例

初
稿

「
見
え
る
」

改
稿

「見
え
る
」

…
…

一
例

[33]



三

視
界

の
転

換
の
有
無
と

テ
ン
ス
形
式

初
稿

の

「
見
え
た
」
が
改
稿

で
も
そ

の
ま
ま

「見
え
た
」
と

な

っ
て

い
る
の
は
、
先
に
挙
げ
た
倒

の
他

に
、
次
の
㈲
の
例
が

あ
る
。
㈲
は
ゆ
に
続
く
部
分

で
、
「
婦
人
」

の
姿
が
見
え
な
く

な

っ
て
荘
然
と
し
て
い
た
語
り
手
が
、
少
し
経

っ
て

「
婦
人
」

の
顔
を
思
い
だ
そ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。

か
ほ
だ
ち

み

し

㈲

a
。

面
貌
を
見
識

ツ
て
ゐ
れ
ば

ゐ
る
ほ
ど
、
浮
び
に

あ
と
か
た

く

・
て
、
其
印
象
が
判
然
し
な

い
、
憶
出

せ
て
も
目

に
見
え
な

い
…
…
自
分

の
顔
な
ど
は
到
底
想
像
し
ら

さ

ま
つ

め
い
り
や
う

れ
な
い
も

の
で
…
…
預
末
な

一
局
部
は
明

亮

に
わ
か

る
が
、
全
体
が
成
立
た
な

い
。
そ
こ
で
自
分
は
坐

ツ

す
ぐ
さ
ま

て

、

目

を

閉

ぢ

た

…

…

ス

ル

ト

直

様

例

の

婦

人

も

、

つ

れ

を

と

こ

其
同
遊

の
男
子
も
、
人

々
の
乗

ツ
て
ゐ
た
馬
も
何
も

か角

も

悉

く

見

え

た

…

…

(め

ぐ

り

あ

ひ

)

か
ほ
だ
ち

み

し

こ
く

b
.
面
相
を
見
識

つ
て
ゐ
れ
ば
居
る
ほ
ど
、
浮
び
難
く

あ
と

か
た

は
つ
き
り

て
、
其
印
象
が
判
然
し
な
い
、
憶
出
せ
て
も
目
に
見

と

て

え
な
い
…
…
自
分
の
顔
な
ど
は
到
底
も
想
像
せ
ら
れ

こ
ま
か

は
つ
き
り

な
い
も

の
で
、

細

い
局
部
は
明
亮
す
る
が
、
全
体
が

ね
む

成
立
た
な

い
。
そ
こ
で
自
分
は
坐

つ
て
目
を
閉

つ
た

す
ぐ

つ

れ

す

る

と

直

と

例

の
女

も

、

同

伴

の
男

も

、

そ

の

か

す
つ
か
り

乗

つ
て

ゐ
た

馬

も

、

何

も

彼

も

全

然

見
え

た

…

…

(奇

遇

)

語

り

手

は

、

一
端

目

を

閉

じ

る

。

す

る

と

、

「
何

も

角

も

悉

く

ヘ

ヘ

へ

見
え
た
」
の
で
あ
る
。
初
稿

・
改
稿
と
も
接

続
詞

「
そ
こ
で
」

「
ス
ル
ト
」

に
よ

っ
て
文
が

つ
な
げ
ら
れ

て
お
り
、
「
見
え
た
」

に
至
る
ま
で
の
事
態
が
継
起
的
に
展
開
し
て

い
る
点
は
個
と
同

様
で
あ
る
。
そ

の
展
開
に
伴

っ
て
、
語
り
手

の
視
界

に
映
る
も

の
は
転
換
し
て
い
く
。
視
界
の
転
換
は
こ
こ
で
も
観
察
で
き
る

の
で
あ
る
。

一
方
、
㈲
と
同
じ
く
、
初
稿

の

「見
え
た

」
が
改
稿
で

「
見

え
る
」
と
改
変
さ
れ
て
い
る
の
が
㈲
ω
で
あ
る
。

㈲
は

「あ
ひ
f
き
」
の
例
で
あ
る
。
語
り
手
が
林

の
中
に
初

め
て
少
女

の
姿
を
認
め
た
場
面
で
、
語
り
手

の
目
に
映
る
娘

の

様
子
が
詳
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。

㈲

a
.
眼
ざ
し
は
分
ら
な
か
ツ
た
、

始
終
下
目
の
み

使

つ
て
ゐ
た
か
ら
で
、
シ
カ
シ
そ

の
代
り
秀
で
た
細

眉
と
長
ひ
睡
毛
と
は
明
か
に
見
ら
れ
た
。
腱
毛
は
う

る
ん
で
ゐ
て
、
労
々
の
頬

に
も
亦
蒼
ざ
め
た
唇

へ
か
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け
て
、
涙
の
伝

つ
た
痕
が
夕
日
に
は
え
て
、
ア
リ
ー

と

見

え

た

。

(
あ

ひ

f
き

)

b

.

伏

目

に

な

つ

て
居

た

か

ら

、

眼

は

見

え

な

か

つ
た

ま
つ

げ

は
つ
き
り

が

、

そ

の
代

り

秀

で

た

細

い
眉

と

長

い
睡

毛

は

判

然

ま
つ
げ

う
る

か
た
く

見

え

た

、

腱

毛

は

濡

ん

で

ゐ

て

、

片

々

の

頬

に

も

蒼

つ
た
は

あ
と

ざ
め
た
唇

へ
掛
け
て
涙
の
伝

つ
た
痕
が
夕
日
を
受
け

て
き

ら

く

と

見

え

る
。

(
あ

ひ

"
き

)

林

の
中

に
人
の
姿
を
認
め
、
「眸
子
を
定
め
て
能
く
見
れ
ば
、
そ

れ
は
農

夫

の
娘
ら
し

い
少
女

で
あ

ツ
た
」
と
気
付

い
て
か
ら
、

語
り
手

は
、
少
女

の

「物
思
は
し
気
に
頭
を
垂
れ
」
た
姿
、
「膝

に
落
」

さ
れ
た
手
、
そ
の
手
に
持

っ
た

「
草
花

の
束
ね
」
、
「
し

と
や
か

に
着
倣
」
さ
れ
た
服
、
「
美
し
い
鶉
色
」
の
頭
髪
、
と
、

少
女

の
姿
を
描

い
て
い
く
。
そ
し
て
、
㈲
以
降
で
顔
や
表
情
を

細
か
く

描

写
す

る
。

㈲
は
、

い
わ
ば
全
体
像
か
ら

ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
像
に
切
り
替
わ

っ
た
始
め
の
部
分
に
あ
た
る
。

ク

ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
し
て
始
め
の
う
ち
の
㈲
で
は
、
語
り
手
は

終
始
少

女

の
目

の
周
辺
に
注
目
し
て

い
る
。
「細
眉
」
「
腱
毛
」

「
(頬
か

ら
唇
に
か
け
て
)
涙
の
伝

つ
た
痕
」
と
焦
点
は
少
し
ず

つ
移
動

す
る
も
の
の
、
こ
の
部
分
で
語
り
手

の
視
界
が
切
り
替

わ

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。

ω
は

「
め
ぐ
り
あ
ひ
」

の
例
で
あ
る
。
ふ
と
耳
に
入

っ
て
き

た
婦
人

の
声
が
、
二
年
前

に
イ
タ
リ
ア
で
聞

い
た
婦
人

の
も

の
と
同
じ
だ
と
気
付

い
た
語
り
手
が
、
イ
タ
リ
ア
で
の
こ
と
を

語
り
始
め
た
部
分
で
あ
る
。
初
稿
の

「
見
え

た
」
が
改
稿
で
は

「
見
え
る
」
と
な

っ
て
い
る
。

ω

a
.
夜
に
は
も
う
先
刻
入
ツ
た

の
で
、

荘
麗
な
夜

ろ

し

や

に
、
南
国

の
露
西
亜
の
や
う
に
静
か
で
、
物
哀
れ
に

う
つ
た
う

し

轡

陶

敷

い

の

で

は

な

い
、

ど

う

し

て

(5
0
)

?

仕

よ

合
せ
な
妙
齢
の
婦
人
の
や
う
に
、
総

て
気
味

の
佳
い
、

あ
や
し

き

ら

び

や

か

な

、

う

つ
く

し

い

、

月

は

径

ま

れ

る

け
う
く

ほ

ど

に

咬

々
と

照

り

わ

た

ツ

て

ゐ

た

、

あ

ざ

や

か

な

大

粒

な

星

は

黒

ず

む

だ

蒼

空

に
き

ら

つ
き

切

ツ

て

ゐ

た

、

く

ろ

汐
＼
と

し

た
物

の
影

は

黄

ば

む

ま

で

に
照

ら

き
は

だ

さ
れ
た
地
面
に
劃
然
際
立
ツ
て
見
え

た
。
(め
ぐ
り
あ

ひ
)

も

た

b
.
其
時
は
日
が
暮
れ
て
か
ら
最
う
余

程
経

つ
て
ゐ
た

が
、
南
国

の
事

で
あ
る
か
ら
、
花

や
か
な
も

の
で
、

ろ

し

や

ひ
つ
そ
り

露
西
亜
の
夜

の
や
う
に
寂
然
と
し

て
悲
し
く
な
る
の
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と
は
訳
が
違
ふ
。
な
か
ー

そ
ん
な
も
の
で
な
い
1

人
で
云
つ
た
ら
、
先
づ
若

い
果
報
な
女
と

い
ふ
所
で
、

あ
ざ
や

き

ら

鮮

か

で
、

綺

羅

び

や

か

で

、
美

し

い
も

の
だ

。

月

は

さ
や

き
ら
く

お

そ

ろ

し

く

鮫

か

で
、

燈

々

す

る
大

粒

な

星

が

青

黒

こ
ほ

い
空

に
紛
々
と
覆
れ
て
、
黄
ば
む
程
月
に
照
さ
れ
た

き
は

だ

地
面
に
物

の
影
が
黒

々
と
際
立

つ
て
見
え

る
。
(奇

遇
)

語
り
手
は
ま
ず
、
イ
タ
リ
ア
の
夜
は

「荘
麗
」
で

「
気
味

の

佳

い
、

き
ら
び
や
か
な
、
う

つ
く
し

い
」
も

の
だ
と
全
体

の
印

象
を
述

べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
夜

の
光
景
を
織
り
な
す
も

の
と

し
て
、
「
照
り
わ
た
」
る

「
月
」、
「き
ら
つ
」
く

「
星
」
、
「
黄
ば

む
」
ほ
ど
月
に
照
ら
さ
れ
た

「
地
面
」
に
映
る

「
物

の
影
」
と

具
体
物

を
次

々
と
挙
げ
て
い
く
。
注
目
点
は
変
化
し
て
い
く
も

の
の
、

語
り
手

の
視
界

一
杯
に
夜
景
が
広
が

っ
て
い
る
状
態
だ

と
考
え

ら
れ
る
。
よ

っ
て
、
ω
も
㈲
㈲
と
同
様
に
捉
え
ら
れ
る
。

次
の
圖
は
否
定
形

で
は
あ
る
が
、
初
稿

・
改
稿
と
も

に
ス
ル

形
式

の
例
で
あ
る
。
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
「奇
遇
」

の
例

で
、
㈲
の

前
半
部
に
あ
た
る
。

か
ほ
だ
ち

み

し

圖

a
.

面

貌

を

見

識

ツ

て

ゐ

れ

ば

ゐ

る

ほ

ど

、

浮

び

に

あ
と
か
た

く

・
て
、

其

印

象

が

判

然

し

な

い
、

憶

出

せ

て
も

目

に
見

え

な

い
…

…

(め

ぐ

り

あ

ひ
)

か
ほ
た
ち

み

し

に
く

b
.
面
相
を
見
識

つ
て
ゐ
れ
ば
居
る
ほ
ど
、
浮
び
難
く

あと
か
た

は
つ
きり

　

て
、
其
印
象
が
判
然
し
な
い
、
憶
出
せ
て
も
目
に
見

え
な

い
…
…

(奇
遇
)

婦
人
の
顔
が

「見
え
な
い
」、
す
な
わ
ち

「印
象
が
判
然
し
な

い
」
の
は
、
「目
を
閉
ぢ
」
る
前
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は

ま
だ
婦
人
と
男
が
駈
け
去

っ
た
方
に
目
を
や

っ
た
ま
ま

の
状
態

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
視
界
の
転
換
は
生
じ

て
お
ら
ず
、
初
稿

の

ス
ル
形
式
が
改
稿
で
も
そ
の
ま
ま
保
た
れ
て
い
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
改
稿
で

「
見
え
た
/
見
え

る
」
ど
ち
ら
の

語
形
を
と
る
か
は
、
語
り
手

の
視
界

の
転
換

の
有
無
が
条
件

に

な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
視
界
が
転
換
し
て

い
る
場
合
は
初
稿

の

「
見
え
た
」
は
改
稿
で
も
保
持
さ
れ
る
。

一
方
、
語
り
手

の
視
界
が
ひ
と
と
こ
ろ
に
と

ど
ま

っ
て
い
る
場

合
は
、
改
稿
に
際
し
て

「
見
え
る
」
に
改
変

さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
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四

他

の
語
句

か
ら

の
変
更

太
田

(
二
〇
〇
〇
)
は
、
「あ
ひ
.・
き
」
初
稿

・
改
稿

の
語
彙

(自
立

語
)
を
計
量
的
に
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
構
成
す
る
語
彙

の
違

い
を
明
ら
か
に
し
た
。
太

田
は
動
詞
に
見
ら
れ
る
改
稿
の

特
徴

に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

動

詞
で
は
、
旧
稿

で
使

っ
て
い
た
動
詞
の
半
分
近
く
も
削

除

さ
れ
、
そ
の
削
除
し
た
語
の
約
半
分
し
か
添
加

し
て
い

な

い
。
具
体
的
に
は
旧
稿

の
語
を
添
削
し
て
別
語
に
す
る

の
だ
が
、
新
し

い
語
は
半
数

で
残
る
半
数
は
他
で
も
用

い

て

い
た
同
じ
語
を
新
稿
で
繰
り
返
し
て
用

い
て
い
る
と
い

う

こ
と
で
あ
る
。
(
一
二
八
頁
)

つ
ま
り

、
初
稿

に
比

べ
て
改
稿

で
は
同
じ
語
が
繰
り
返
し
用
い

ら
れ
る
傾
向

に
あ
る
と

い
う

の
で
あ
る
。

「見
え

た
/
見
え
る
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
観
察
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
初
稿
で
は
他

の
語
句

(「
見
る
」
を
含
む
複
合

語
や
、
「
た
」
以
外

の
助
動
詞
が
接
続
し
て
い
る
も

の
、
あ
る
い

は
全
く

の
別
語
)
だ

っ
た
部
分
が
、
改
稿
で

「見
え
た
/
見
え

る
」
に
な

っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

本
節

で
は
、

こ
う
し
た
例
に

つ
い
て
見
て
い
く
。
た
だ

し
、

前
節

の
よ
う
に
文
末
同
士
で
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
限
る
の

で
は
な
く
、
初
稿
ま
た
は
改
稿

の
ど
ち
ら
か

一
方
が
文
末
で
あ

れ
ば
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
他

の
語
句

か
ら

「見
え
た
/

見
え
る
」
に
変
更
さ
れ
た
の
は
、
次

の
五
箇
所

で
あ
る
。

初
稿

シ
タ
形
式

改
稿

見
え
る

…
…
四
箇
所

初
稿

シ
タ
形
式

改
稿

見
え
た

…
…

一
箇
所

改
稿
で

「見
え
た
/
見
え

る
」
に
変
更
さ
れ

た
部
分

で
、
初
稿

が
ス
ル
形
式
で
あ

っ
た
例
は
な
い
。

「見
え
る
」
に
な

っ
た
例
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。
働
～
働
が

そ
れ
に
あ
た
る
。
働
働
は

「あ
ひ
f
き
」
の
例
、
⑳
働
は

「
め

ぐ
り
あ
ひ
」
「奇
遇
」
の
例
で
あ
る
。

働
で
は
、
林

の
中
で
ひ
と
寝
入
り
し
て
い
た
語
り
手
が

「
目

を
覚
ま
し
て
見
」
た
と
き

の
、
林

の
中
の
様

子
が
描
か
れ
て
お

り
、
初
稿

の

「
見
渡
さ
れ
た
」
が
、
改
稿
で

は

「
見
え
る
」
と

な

っ
て
い
る
。

働

a
.
何

ン
時
ば
か
り
眠
ツ
て
ゐ
た
か
、

ハ
ツ
キ
リ
し
な

い
が
、
兎

に
角
暫
く
し
て
目
を
覚

ま
し
て
見

る
と
、

林
の
中
は
日
の
光
り
が
到
ら
ぬ
隅
も
な
く
、
う
れ
し

さ
う
に
騒
ぐ
木

の
葉
を
漏
れ
て
、

は
な
や
か
に
晴
れ
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あ
お
そ
ら

た
蒼
空
が
ま
る
で
火
花

で
も
散
ら
し
た
や
う
に
、
鮮

か
に
見
渡
さ
れ
た
。
(あ
ひ
ゴ
き
)

と
の
く
ら
ゐ

し
ば

b

。

何

位

眠

つ

て

ゐ

た

か

判

然

し

な

い
が

、

兎

に
角

久

レ
つ
ち

ら

く

し

て

眼

を

覚

し

て

見

る

と

、

林

の

中

に

は

一
杯

あ
た

と

ち

ら

日

が

照

つ

て

ゐ

て
、

何

方

を

向

い

て
も

、

嬉

し

さ

う

こ

は

す
か

に
騒
ぐ
木

の
葉
を
透
し
て
蒼
空
が
華

や
か
に
火
花
で

も
散
ら
し
た
や
う
に
な
つ
て
見
え
る
、

(あ
ひ
"
き
)

語
り
手

の
視
界

一
杯
に
、
木
の
葉

の
隙
間
か
ら
漏
れ
る
日
光

と
、
そ

の
隙
間
か
ら
覗
く

「
蒼
空
」
と
が
広
が

っ
て
い
る
。
こ

の
こ
と

は
、
改
稿

で

「
何
方
を
向

い
て
も
」
と

い
う
文
言
が
加

え
ら
れ

る
こ
と

で

一
層
鮮
明
に
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
偶
や

樹
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
視
界
の
転
換
が
生
じ
て
い
る
と
は
言
え

な
い
の
で
あ
る
。

圃
は

「あ
ひ

ぐ
き
」
の
冒
頭
に
近

い
部
分
で
、
初
稿

の

「見

ら
れ
た
」
が
改
稿
で

「
見
え
る
」
と
な

っ
て
い
る
。
働
と
同
じ

く

「林

の
中
」

の
描
写
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
雨
に
濡
れ
た
林

の
中
の
様
子
を
描
く
。

⑳

a
.
照
る
と
曇

る
と
で
、
雨
に
じ
め

つ
く
林

の
中

の
や

う
す
が
間
断
な
く
移
り
変

ツ
た
。
或
は
そ

こ
に
在
り

と
あ
る
物
総
て

一
時

に
微
笑
し
た

や
う

に
、
隈
な
く

あ
か
み
わ
た

ツ
て
、
さ
の
み
繁
く

も
な

い
樺
の
ほ
そ

汐
＼
と
し
た
幹
は
思
ひ
が
け
ず
も
白
絹
め
く
、
や
さ
し

つ

や

い

光

沢

を

帯

び

、

地

上

に

散

り

布

い
た

、

細

か

な

、
こ
ん

落
ち
葉
は
俄
か
に
日
に
映
じ

て
ま

ば
ゆ
き
ま
で
に
金

じ
き

か
し
ら

色
を
放
ち
、

頭

を
か
き
む
し
ツ
た

や
う
な

「
パ
ア
ポ

し

か

つ

ロ
ト

ニ
ク
」

(蕨
の
類
ゐ
)

の

み

ご

と

な

董

、

加

之

も

熟

え

過

ぎ

た

葡

萄

め

く

色

を

帯

び

た

の
が

、

再

現

も

な

く

も

つ

れ

つ

か

ら

み

つ
し

て

、

目

前

に

透

か

し

て

見

ら

れ

た

。

(あ

ひ

"
き

)

や

う

す

b
.
雨
に
濡
れ
た
林

の
中
の
光
景
が
照
る
と
曇
る
と
で

間
断
な
く
変

つ
て
ゐ
た
が
、
或
時

は
其
処
に
在

る
ほ

じ

き
ら
く

ど
の
物
が

一
時
に
微
笑
で
も
し
た

や
う
に
燦
燗
と
な

し
ら

き
ぬ

る
と
、
む
ら
く

と
立
た
樺
の
細
い
幹
が
ふ
と
白
絹

の

や
さ

つ

や

や
う
な
柔
し
い
光
沢
を
帯
び
て
、

其
処
ら
に
落
散

つ

ま
だ
ら

き
ん

い
う

た

葉

が

急

に

斑

に

金

色

に

光

る

、

そ

こ

で

頭

の

も
じ
や
く

ぢ
く

茸

々

し

た

パ

ア
ポ

ロ
ト

ニ
ク
灘
の
の
美

し

い
長

い
董

も

つ

ぶ

だ

う

ま

で
が
最
う
秋
だ
け
に
熟
え
過
ぎ

た
葡
萄

の
や
う

に

は

て

し

も
つ

か
ら

色

、、つ

い

て
、

際

限

も

な

く

纏

れ

つ
絡

み

つ
し

て

目

前
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す

に
透

い

て
見

え

る

、

(
あ

ひ

"
き

)

「
樺

の
ほ
そ
ぐ

と
し
た
幹
」
「
落
ち
葉
」
な
ど
語
り
手

の
目

に
入

っ
て
く
る
も
の
が
次

々
と
描
か
れ
、
最
後
に

「
パ
ア
ポ

ロ

ト

ニ
ク
」
の

「
み
ご
と
な
董
」
が

「
見
ら
れ
た
」
と

つ
な
が
る
。

語
り
手

が
目
を
留
め
る
も

の
は
次
々
と
変
わ

っ
て
い
く
が
、
は

じ
め
に

「林

の
中
の
や
う
す
が

(中
略
)
移
り
変

ツ
た
」
と
あ

る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
樺

の
幹
、
落
ち
葉
、
パ
ア
ポ

ロ
ト

ニ

ク
の
董

、

い
ず
れ
も

「林

の
中
」

の

一
部
で
あ
る
。
語
り
手
は

「
林
の
中

の
や
う
す
」
を
詳
し
く
描

い
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
視
界

が
切
り
替
わ

っ
て
い
る
と
は
言

い
難

い
。

「あ
ひ

、・
き
」

の
例
で
は
ど
ち
ら
も
、
語
り
手

の
視
界
は
転
換

し
た
と

は
言

い
難
く
、
む
し
ろ
ひ
と
と
こ
ろ
に
と
ど
ま

っ
た
状

態
で
あ

る
。
そ
し
て
、
初
稿
の
シ
タ
形
式
は
改
稿
で

「見
え
る
」

と

い
う

ス
ル
形
式
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
前
節

で
見
た
の
と
同

様
の
現
象
が
、
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
「
奇
遇
」
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
⑳
は
冒
頭

近
く
、
語
り
手
が
女
性
と

二
度
目

の
蓬
遁
を
経
験
す
る

コ

構

の
荘
館
」

に
つ
い
て
、
自
身

の
記
憶
を
辿
り
な
が
ら
語
り
始
め

た
部
分

で
あ
る
。
初
稿

の

「思
は
れ
た
」
が
、
改
稿

で

「見
え

る
」

に
変

更

さ

れ

て

い

る
。

い
た

も
き

ひ
と
か
ま

へ

や

し

き

⑳

a
.

此

丘

の

頂

に

一
溝

の
荘

館

、

と

云

ツ
た

所

が

住

お
も

や

ひ
と
む
ね

そ
の

み
棄
て
た
母
屋

一
棟
と
園

一
区

の
外
何
も
無
か
ツ
た

や

し

き

わ
き

が
、
そ
れ
が
有

ツ
た
。
自
分
が
此
荘
館

の
側
を
通
る

ま
つ
さ
か

は
大
抵
ゆ
ふ
や
け
の
真
熾
り
の
頃

で
有

ツ
た
が
、
今

こ
の
う
ち

で
も
憶

ひ
出
す
、
い
つ
も
此
家
の
窓
を
ぴ
ツ
た
り
釘

ひ

な

た

め

し

ひ

付
け
に
し
た
所
が
日
向
ぼ
こ
り
に
出
た
盲
目
の
老
人

の
や
う
に
思
は
れ
た
、
(め
ぐ
り
あ
ひ
)

ひ
と
か
ま
へ

や
し
き

b
.

此

丘

の

上

に

一

構

の

邸

、

と

い

つ
た

所

が

、

住

お
も

や

ひ
と
む
ね

そ
の

や
し
き

棄
て
た
母
屋

一
棟
と
園
の
外
何
も
な

い
が
、

邸

が
あ

そ
は

ゆ
ふ
は
え

さ
か
り

る
。
そ
の
側
を
通
る
の
は
大
抵
夕
栄

の
熾

の
頃
で
あ

つ
た
が
、
今

で
も
憶
出
す
、

い
つ
も
此
家

の
窓
を
ぴ

め

く

ら

ひ
な
た

つ
た
り
釘
附
に
し
た
所
は
盲
目
の
老
人
が
日
向
ぼ
こ

り
で
も
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。

(奇
遇
)

=

構
の
荘
館
」
は

「
そ
れ
」
「
此
荘
館
」
「此
家
」
と
い
う
よ
う

に
指
示
詞
を
用

い
て
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
語
り
手

の
脳
裏
に

は
ず

っ
と

「
荘
館
」
の
様
子
が
浮
か
ん
で
い
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。

こ
の
部
分
で
も
語
り
手

の
視
界
は
ひ
と
と

こ
ろ
に
と
ど

ま

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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働
は
、
語
り
手
が

「荘
館
」

の
方

へ
歩

い
て
行
く
場
面

で
あ

る
。
初

稿
の

「
見
え
だ
し
た
」
は
改
稿

で

「見
え
る
」

へ
と
変

え
ら
れ

て
い
る
。

や

し

き

働

a
.
荘
館

の
方

へ
と
歩
を
移
し
た
時
は
、
も
ウ
日
も
大

ゆる
く

分
た
け
て
ゐ
た

(時
計
を
見
れ
ば
十
二
時
)
。
緩
々
歩

い
へ

ゐ

い
て
往

ツ
た
。
ソ
レ
、
い
よ
ー

岡
の
上
に
低
い
家
居

が

見

え

だ

し

た

…

…
胸

が

ま

た

踊

り

だ

し

た

。

(
め

ぐ

り

あ

ひ
)

た

b
.
最
う
大
分

日
が
長
け

て
か
ら

(
時
計
を
視

れ
ば

や
し
き

十

二

時

で

あ

つ

た

が

)
、

邸

の

方

角

へ

向

い

て

、

ゆ
る
く

や
が

緩

々

行

く

と

、

臆

て

岡

の

上

に

低

い

家

が

見

え

る

…

…
胸

が

ま

た

踊

出

し

た

。

(奇

遇

)

初

稿

の

「
見

え

だ

し

た

」

を

含

む

文

が

「
ソ

レ

」

と

確

認

を

促

す

感

動

詞

で

始

ま

っ
て

い
る

こ

と

、

そ

し

て

、

「
見

え

だ

し

た

」
へ

(初
稿
)
あ
る
い
は

「
見
え

る
」
(改
稿
)
の
直
後
に

「胸
が
ま

へた
踊
り

だ
し
た
/
踊
出
し
た
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。

語
り
手

は
期
待
を
も

っ
て
、
「荘
館
/
邸
」

の
方
を
注
視
し
て
い

る
。
始

め
は
語
り
手

に
は
館
が
見
え
て
い
な

い
が
、
館
が
い
ず

れ
視
界

に
入
る
こ
と
は
予
期
さ
れ
て
い
る
。

そ

の
よ
う

に
考
え
る
と
、
働

の
例
は
、
偶

や
㈲
と
同
列
に
は

扱
え

な

い
。
㈹

で
は

「
道
筋
」
↓

「
林
端
」

↓

又
野
を
隔

て

た
)
遠
方
」
と

い
う
よ
う

に
視
界
に
入
る
光

景
は
継
起
的
に
次

の
も

の
へ
と
変
化
し
て
い
た
。
㈲
で
は
、
目
を
閉
じ

て
今
ま
で

見
え

て
い
な
か

っ
た
婦
人
の
顔
を
思

い
出
す
と

い
う
よ
う

に
、

視
界

の
転
換
が
如
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
働
の
場
合
は
視

界
に
入
る
も

の
が
予
期
さ
れ
て
い
て
、
視
界

が
継
起
的

に
展
開

し
て
い
く
と

い
う
よ
り
む
し
ろ
、
予
期
し
た
光
景
と
実
現
し
た

光
景
と
は
連
続
す
る
も
の
と
し
て
語
り
手

に
ひ
と
ま
と
め
に
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
視
界
が
ひ
と
と
こ
ろ
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
と

ま
で
断
ず
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
そ
れ
に
近

い
状
態
で
あ
る
と

考
え
る
。

「
め
ぐ
り
あ
ひ
」

の
例
で
も
、
「
あ
ひ
"
き
」
と
同
じ
く
、
語

り
手

の
視
界
は
転
換
と

い
う
よ
り
固
定
に
近

い
。
「
め
ぐ
り
あ

ひ
」
「奇
遇
」
に
見
ら
れ
る
現
象
も
、
前
節
と

同
様
だ
と
言
え
よ

・つ
。次

に
、
初
稿

の
シ
タ
形
式
が
改
稿
で

「見

え
た
」
に
変
え
ら

れ
た
て
い
る

一
例
、
す
な
わ
ち
シ
タ
形
式
が
保
持
さ
れ
た
場
合

を
見
て
み
よ
う
。
個
は

「あ
ひ
"
き
」

の
例

で
、
㈲
の

一
つ
前
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の
文
に
あ
た
る

(㈲
で
検
討
し
た
語
に
波
線
を
付
し
て
お
く
)
。

個

a
.
こ
の
少
女
な
か
/
＼

の
美
人

で
、
象
牙
を
も
欺
む

く
色
白

の
額
際
で
巾
の
狭
い
抹
額
を
締
め
て
ゐ
た
が
、

そ
の
下
か
ら
美
し

い
鶉
色
で
、
加
之
も
白
く
光
る
濃

と
か

い
頭
髪
を
町
嘩
に
硫
し
た
の
が
こ
ぼ
れ
出

て
、
ニ
ツ

の
半
円
を
描

い
て
、
左
右

に
別
れ
て
ゐ
た
。
顔
の
他

の
部
分
は

日
に
焼

け

て
は

ゐ
た

が
、
薄
皮

だ
け

に

却

て
見
所
が
有

つ
た
。
眼
ざ

し
は
分
ら
な
か

ツ
た
、

始
終
下
目

の
み
使

つ
て
ゐ
た
か
ら
で
、

シ
カ
シ

そ
の
代
り
秀
で
た
細
眉
と
長
ひ
腱
毛
と
は
明
か
に
見

ら
れ
た
。
腱
毛
は
う
る
ん
で
ゐ
て
、
妾

々
の
頬
に
も

亦
蒼
ざ

め
た
唇

へ
か
け

て
、
涙

の
伝

つ
た
痕
が
夕
日

に
は
え

て
、

ア
リ
/
＼
と
見
え
た
。
総
じ

て
首
付
が

愛
ら
し
く
、
鼻
が
す
こ
し
大
く
円
す
ぎ
た
が
、
そ
れ

す
ら
左
の
み
眼
障
り
に
は
な
ら
な
か
ツ
た
程

で
。
(あ

ひ
"
き
)

き

り
や
う
よ
し

b
.
な
か
ー

の
器

量

好

で
、
象
牙
の
や
う
な
色
白

の

ひ
た
へ
き
は

ひ

き

れ

額

際
で
幅
の
狭
い
緋

の
片
巾
を
巻

い
て
、
そ
の
下
か

ら
美
し

い
灰
色

の
白

つ
ぽ
い
濃

い
髪

の
毛
の
町
嘩
に

と
か

ゑ
が

杭
し
た
の
を
少

し
見
せ
て
、
ニ
ツ
の
半
円
を
描
か
せ

た

て
、
左
右
に
分
け
て
ゐ
る
、
顔
の
他
の
部
分
は
日
を

し
み

受
け

て
黄

ろ
い
点
を

ほ
ん

の
り
と

見
せ
て
ゐ
た
が
、

う
す
か
は

こ
ん
な
色
は
薄
皮
の
者
で
な
け
れ
ば
見
ら
れ
ぬ
も

の

で
。
伏
目
に
な

つ
て
居
た
か
ら
、

眼
は
見
え
な
か

つ

ま
つ

げ

は
つ

た

が

、

そ

の
代

り

秀

で

た

細

い
眉

と

長

い
腱

毛

は

判

き
り

ま
つ
げ

う
る

か
た
く

然

見

え

た

、

睡

毛

は

濡

ん

で

ゐ

て
、

片

々

の
頬

に
も

つ
た
は

あ
と

蒼
ざ
め
た
唇

へ
掛
け
て
涙
の

伝

つ
た
痕
が
夕
日
を
受

か

わ
い

け
て
き
ら
く

と
見
え
る
。
総
じ
て
首
付
が
可
愛
ら
しさ

い
。
鼻
が
少
し
大
き
く
円
す
ぎ
た

が
、
そ
れ
す
ら
左

め

ざ
は
り

ほ
ど
目

障

に
も
な
ら
ぬ
。
(あ
ひ
デ
き
)

改
稿
で
ス
ル
形
式

「見
え
る
」

へ
改
変
さ

れ
た
㈲
と

の
違

い

は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
該
当
部
分
で
語
り
手
が
目

に
し
て
い
る
も

の

と
、
そ
の
直
前
で
目
に
し
て
い
る
も
の
と

の
差
異
の
度
合

い
で

あ
る
。
㈲
で
述

べ
た
よ
う
に
、
語
り
手
は
ま
ず
少
女

の
姿
全
体

を
眺
め
て
か
ら
、
顔
や
表
情

に
注
目
す
る
。
「～
見
所

が
有

つ

た
」
ま
で
が
全
体
、
「
眼
ざ
し
は
～
」
以
降
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

に
あ
た
る

(改
稿
で
は

「
～
見
ら
れ
ぬ
も

の
で
」
ま
で
と

「伏

目
に
な
つ
て
～
」
以
降
)。
㈲
で
は
、
直
前
に
腿
毛
を
見
、
該
当
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部
分
で
は
暁
毛
か
ら
頬

に
か
け
て
の
涙

(
の
跡
)
を
見
て
お
り
、

見

て
い
る
も

の
に
連
続
性
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
⑯

で
は
、
直

前
に
少
女

の
顔
と
そ
の
肌
の
色
を
、
該
当
部
分
で
腱
毛
を
見

て

い
る
。
㈲
と
比
較
し
て
、
見

て
い
る
も

の
の
差
異
が
は

っ
き
り

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違

い
が
、
⑯

で
は
シ
タ
形

式

の
保
持
を
、
続
く
㈲
で
は
ス
ル
形
式

へ
の
改
変
を
促
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

以
上
見

て
き
た
よ
う
に
、
本
節

の
例
も
前
節
で
観
察
し
た
も

の
と
ほ

ぼ
同
様

の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
視
界
の
転
換

の
有
無

が

「
見
え
た
/
見
え
る
」

の
テ
ン
ス
形
式
の
保
持
ま
た
は
改
変

の
条
件

に
な
る
と
い
う
仮
説
は
こ
こ
で
も
支
持
さ
れ
る
。

五

「
見
え
る
」

に
関

す
る

テ
ン
ス
形
式
の
改
変
が
意

味
す

る
も

の

前
節
ま

で
、
語
り
手

の
視
界
が
転
換
す
る
か
否
か
が
、
初
稿

の

「見

え
た
」
が
保
持
さ
れ
る
か

「
見
え

る
」
に
改
変
さ
れ
る

か
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を
観
察
し
て
き
た
。

小
説

の
地

の
文

に
お
け
る

テ
ン
ス
形
式

の
対
立
に

つ
い
て

は
、
工
藤

(
一
九
九
五
)
の
研
究
が
あ
る
。
工
藤
は
三
人
称
小

説

の
地
の
文
を

又
か
た
り
〉
の
テ
ク
ス
ト
」

の
典
型
と
し
、
そ

こ
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
テ
ン
ス
形
式

の
交
替
現
象

を
考
え
る
に
は
、
次
の
三
点

へ
の
留
意
が
必
要
で
あ
る
と
す
る

(
一
六
九
-

一
七
三
頁
)
。

第

一
に
、
「
〈
か
た
り
〉

の
主
導
時
制
形
式

は
、
基
本
的
に
、

過
去
形
」
で
あ

っ
て
、
そ
の
意
味

・
機
能
は

「
〈叙
事
詩
的
時
間
〉

の
提
示
」
に
あ
る
と

い
う
こ
と
。
第
二
に
、
「
非
過
去
形
と
過
去

形
が
、
時
間
的
意
味
の
相
違

(相
対
的

テ
ン

ス
)
と
し
て
対
立

し
て
い
る
場
合
が
あ

っ
て
、
常

に
、
交
替
現
象
が
起
る
わ
け
で

は
な
い
」
こ
と
。

つ
ま
り
、
物
語
の
出
来
事

時
を
基
準
軸
と
す

る

〈相
対
的

テ
ン
ス
〉
と
し
て
テ
ン
ス
形
式

が
対
立
し
て
い
る

場
合
は
、
テ
ン
ス
形
式
を
入
れ
換
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
と

い

う
こ
と
。
第
三
に
、
〈か
た
り
〉
の
テ
ク
ス
ト

で
の
テ
ン
ス
形
式

は
、
「
基
本
的
に
、
テ
ク
ス
ト

〈内
部
〉
の
出

来
事
問
の
時
間
関

係
、

つ
ま
り
は
、
〈タ
ク
シ
ス
〉
関
係

の
提
示

の
機
能
を
も

つ
」

こ
と
。

そ
の
上
で
、
テ
ン
ス
形
式
の
交
替
現
象

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
以
上

の
三
点
を
認
め
た
上
で
、
な
お
、
タ
ク
シ
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ス
関
係
を
変
え
な

い
過
去
形
と
非
過
去
形

の
交
替
現
象
が

あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
基
本
的
に
、
《視
点
》
の
相
違

を
も
た
ら
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
(
一
七
三
頁
)

本
稿

で
注
目
し
た
、
「見
え
た
/
見
え
る
」
に
関
わ
る
テ
ン
ス

形
式
は
、
〈相
対
的
テ
ン
ス
〉
と
し
て
対
立
し
、
時
間
的
先
後
関

係
を
表
す
形
式
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
と

も
、
タ

ク
シ
ス
関
係
を
提
示
せ
ぬ
テ
ン
ス
形
式
と
し
て
、
「《
視

点
》
の
相
違
」
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

テ
ン
ス
形
式
が
保
持
さ
れ
た
も

の
か
ら
見

て
い
こ
う
。
シ
タ

形
式
が
保
持
さ
れ
た
の
は
個
㈲
⑯
で
あ
る
。

個
で
は
、
婦
人
と
男
と
が

「
駈
出
し
」
、
語
り
手
は
し
ば
ら
く

「道
筋
」
を
歩
き
、
そ
の
の
ち

「林
端

へ
と
出
た
こ
ろ
に
」

二
人

の
姿
を

遠
く
に
認
め
る
、
と

い
う
出
来
事
が
描
か
れ
る
。
こ
れ

ら

の
出

来
事
は
、
物
語
内

の
時
間
の
進
行
に
従

っ
て
生
じ
た
も

の
と
し

て
時
間
順

に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
見
え
た
」

を

「
見
え

る
」
と
し
た
場
合
、
時
間

の
進
行
は

「
駈
出
し
」
た

と
こ
ろ
で
止
ま
り
、
そ
の
時
点
で
予
測
さ
れ
る
未
来
の
出
来
事

と
し
て

〈「林
端

へ
と
出
た
こ
ろ
に
」
二
人
の
姿
が

「見
え
る
」

こ
と
〉

が
提
示
さ
れ
る
文

に
な

っ
て
し
ま
う
。
出
来
事
時
以
後

の
こ
と
を

(予
測
的
に
)
表
す
文
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
偶
の

「
見
え
た
」
は
タ
ク
シ
ス
関

係
を
示
す
テ
ン
ス

形
式
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

㈲
の
場
合
、
仮

に

「
見
え
る
」
と
し
て
も

タ
ク
シ
ス
関
係
が

変
わ
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
「見
え
る
」
に
す
る
と
、
文

の
始
め
の

「
ス
ル
ト
」
と
か
み
合
わ
ず
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
印
象
を

与
え
る
。
「す
る
と
」
は
、
前
後
の
出
来
事
が
継
起
的
に
生
じ
て

い
る
こ
と
を
示
す
接
続
詞
で
あ
る
。

一
方
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

タ
ク
シ
ス
関
係
を
表
さ
な

い
ス
ル
形
式
に
は
作
中
人
物

の
知
覚

性
を
前
面
化
す
る
働
き
が
あ
る
。
「見
え
る
」
と
ス
ル
形
式
に
し

た
場
合
、
文

の
始
め
と
終
わ
り
と
で
前
面
化
さ
れ
る
こ
と
が
ら

に
く

い
ち
が
い
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
試
し

に

「
ス
ル
ト
」
を

除

い
た
文
を
想
定
す
る
と
、
ス
ル
形
式
で
も

違
和
感
な
く
理
解

で
き
よ
う
。
シ
タ
形
式

「見
え
た
」
は
、
接

続
詞

「
ス
ル
ト
」

が
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑯

に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。
ま
た
、
ス
ル
形
式
が
保
持
さ

れ
た
圖
に
つ
い
て
も
、
個
と
合
わ
せ
て
後
述
す
る
。

テ
ン
ス
形
式
が
改
変
さ
れ
、
シ
タ
形
式
が

ス
ル
形
式

に
な

っ

た
の
は
、
㈲
㈲
ω
働
～
働
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
テ
ン
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ス
形
式

が
変
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
出
来
事
問
の
時
間
的

先
後
関
係
に
変
更
は
生
じ
て
い
な
い
。
例
え
ば
㈲
で
は
、
「見
え

た
」
で
あ
ろ
う
と

「見
え

る
」

で
あ

ろ
う
と
、
そ
の
後
に
続
く

<灌
木

の
問

へ
入
る
〉
と

い
う
出
来
事
と
の
時
問
的
先
後
関
係
は

変
化
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
初
稿
の

「見
え
た
」
と
改
稿

の

「
見

え
る
」

と
は
、
相
対
的
テ
ン
ス
と
し
て
対
立
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

以
上

見

て
き
た
よ
う
に

(圖
⑯

の
検
討
は
保
留
し

て
い
る

が
)
、
改
稿

で
シ
タ
形
式
が
保
持
さ
れ
た
部
分
に
は
、
「
変
え
ら

れ
な

い
理
由
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
ル
形
式
に
す
る
と
出
来

事
間
の
継
起
性
が
失
わ
れ
た
り
弱
ま

っ
た
り
す
る
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。
シ
タ
形
式

の
保
持
が
、
視
界

の
転
換
が
如
実
に
読
み

取
れ
る
箇
所

に
観
察
さ
れ
た

の
は
、
視
界
の
転
換
が
起

こ
る
部

分
は
総

じ
て
複
数

の
出
来
事
が
継
起
的
に
展
開
し
て
い
る
部
分

だ
か
ら

で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
視
界

の
転
換
が
認
め
ら
れ
な

い
所
は
、
継
起

性
や
時

間
的
前
進
性
に
乏
し
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

の
テ
ン
ス
形
式

の
対
立
は
、
相
対
的

テ
ン
ス
を
示
さ
な

い
。
そ

し
て
、
そ
う
し
た
部
分
が

「
見
え
る
」
に
改
変

さ
れ

て
い
る
。

と

い
う

こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
改
変
は

「
視
点

」
に
関
す
る
改
変

だ
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
工
藤
の
言
う

「《
視
点
》

の
相
違
」
と
は
何
だ
ろ

う
か
。
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
工
藤
は
三
人
称
小
説
を

〈
か
た

り
〉
の
典
型
と
し
て
い
る
が
、
そ

の
中
で
、
作
中
人
物
の
内
的

独
白

に
あ
た
る
部
分
に
過
去
形
が
用

い
ら
れ
、
三
人
称

の

〈か

た
り
〉
に
近
く
な

っ
て
い
る
話
法
を

「描
述
話
法

(墨
霞
讐
Φ
伽

ヨ
○ぎ
δ
讐
Φ
、
語
り
と
し
て
の
独
白
)」
と
呼
び
、
次

の
よ
う

に

述
べ
て
い
る
。

意
識
世
界

の
出
来
事
の
提
示
部
分
に
お

い
て
は
、
〈内
的
独

白
〉
と
し
て
の
本
来
的
現
在
形
を
、
過
去
形
に
変
え
る
と

い
う
文
体
的
技
巧
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
過
去
形

の
使

用

に
よ

る
内

的

意

識

の
提

示

を

〈
描

述

話

法

(p
輿
鑓
8
住
日
oぎ
δ
讐
Φ
)
〉
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
れ
ば
、
こ

こ
で
は
、
非
過
去
形
と
過
去
形
と
は
、

〈視
点
〉
の
相
違
と

し
て
対
立
す
る
と
言
え
よ
う
。
非
過
去
形
を
使
用
す
れ
ば
、

意
識

の
直
接
再
現
性

11
内
的
視
点
だ
が
、
過
去
形
を
使
用

す
れ
ば
、
作
中
人
物

の
意
識
の
対
象
化

が
起
こ

っ
て
、
内

的
視
点
そ
の
も
の
で
は
な
く
な
る
。
(二
〇
四
頁
)
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「
あ
ひ

"
き
」
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
は
ど
ち
ら
も
作
中
人
物

「自
分
」

が
語
る
形
式
を
と

っ
て
お
り
、
そ
の
文
体
は
典
型
的
な

「
か
た

り
」
と

い
う

よ
り
も
、
工
藤

の
言
う

「描
述
話
法
」

に
近

い
。

引
用
し
た
指
摘
に
沿
え
ば
、
「あ
ひ
ぐ
き
」
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
に

お
け
る

「見
え
た
」
か
ら

「見
え
る
」

へ
の
改
変

(他
語
句
か

ら

「
見
え
る
」

へ
の
改
変
も
含
む
)
は
、
次

の
よ
う
に
ま
と
め

る
こ
と

が
で
き
る
。

「見
え
た
」
…
語
り
手

の

〈見
え
る
〉
と

い
う
知
覚
が
対
象

化

さ
れ
、
語
り
手
自
身

の
意
識

(
や
言
葉
)

か
ら
は
距
離
を
置
い
て
表
さ
れ
る
。

↑

「
見
え
る
」
…
語
り
手
の

〈見
え
る
〉
と

い
う
知
覚
が
語
り

手
自
身
の
意
識
の
直
接
的
再
現
と
し
て
表
さ

れ
る
。

上
記

の
様
な
改
変
が
行
わ
れ
る
か
否
か
は
、
該
当
部
分

の
前

後

の
文

に
配
置
さ
れ
る
複
数

の
出
来
事
が
継
起
的
に
描
か
れ
て

い
る
か

否
か
に
よ
る
。
「
見
え

る
」
と

い
う
知
覚
動
詞
に
関
す

る
限
り

、
そ
れ
は
、
語
り
手

の
視
界
が
転
換
す

る

(継
起
性
を

持

っ
て

い
る
)
か
、
視
界
が
ひ
と
と
こ
ろ
に
と
ど
ま

っ
て
い
る

(継
起
性
を
持
た
な

い
)
か
、
と
い
う
違

い
と

し
て
表
面
化
し
て

い
る
。

以
上
を
踏
ま
え

て
、
改
め
て
検
討
し
た

い
用
例
が
あ
る
。
先

に
保
留
し
た
㈲
と
03
で
あ
る
。

㈲
の
場
合
、
初
稿
に
お
い
て
も

「印
象
が
判
然
し
な

い
」
「目

に
見
え
な

い
」
「全
体
が
成
立
た
な
い
」
と
ス
ル
形
式
が
連
続
し

て
い
る
こ
と
が
特
徴

で
あ
る
。
こ
こ
は
語
り
手
の
内
的
意
識
が

提
示
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
初
稿
の
段

階
で
す
で
に
ス
ル

形
式
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
改
稿
も

ス
ル
形

式
を
保
持
す
る
こ

と
で
、
語
り
手

の
意
識
を
そ
の
ま
ま
提
示
す

る
語
り
方
を
保
と

う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
「見
ら
れ
た
」
が

「見
え
た
」
と
な

っ
た
⑯

の
場

合
は
、
な
ぜ
シ
タ
形
式
が
保
持
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
は
、

仮

に
ス
ル
形
式
に
し
て
も
タ
ク
シ
ス
関
係

に
は
影
響
し
な

い
。

つ
ま
り
、
ス
ル
形
式

に
し
て
語
り
手
の
知
覚

が
前
面
化
さ
れ
て

も
よ

い
部
分
で
あ
る
。
改
稿
で
語
り
手

の
内
的
意
識
を
そ
の
ま

ま
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
㈲
の
後
文
の

「
見
え
る
」

以
降
、
改
稿
で
は

「
可
愛
ら
し
い
」
「目
障
に
も
な
ら
ぬ
」
と

ス

ル
形
式
が
連
続
す
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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個
で
シ
タ
形
式
が
保
持
さ
れ
た
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。

先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
⑯
は
、
姿
全
体
か
ら
顔
や
表

情

へ
と
描
写
対
象
が
ク

ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
た
、
そ
の
始
め
の

一
文

に
あ
た
る
。
も
し
こ
の

一
文
目
を

ス
ル
形
式

に
し
て
し
ま

う
と
、

ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
に
切
り
替
わ
る
と
同
時

に
語
り
手

の

知
覚
が
前
面
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
描
写
対
象

の

範
囲
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
語
り
手

の

「内

的
視
点
」

が
持
ち
出

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
始
め

の

一
文
は
シ
タ
形
式

で
あ

る
必
要

が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

出
来
事
が
継
起
的
に
展
開
し
、
語
り
手
の
視
界
が
転
換
し
て

い
る
と
き
は
、
そ
れ
を
示
す
た
め
に

「
見
え
た
」
を
改
稿
で
も

残
す
。

一
方
、
出
来
事
に
時
間
的
前
進
性
が
な
く
、
語
り
手

の

視
界
が
転
換
し
な

い
と
き
は
、
語
り
手

の

〈見
え
る
〉
と
い
う

知
覚
が
前
面
化
さ
れ
る
よ
う
な
語
り
方

へ
改
変
す
る
。
知
覚
動

詞

「見

え
る
」
に
関
す
る
限
り
、
四
迷
は
読
み
手
を
語
り
手

の

視
界

(
の
中
)
に
誘
導
す
る
、
あ
る

い
は

一
体
化
さ
せ
る
方
向

ら

に
改
変
を
行

っ
た
と
言
え
よ
う
。

六

お
わ
り

に

本
稿
は
動
詞

「見
え

る
」
に
注
目
し
、
そ

の
テ
ン
ス
形
式
が

改
稿

で
保
持
あ
る
い
は
改
変
さ
れ
る
と
き
の
条
件
と
し
て
、
語

り
手

の
視
界

の
転
換

の
有
無
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、

ス
ル
形
式

「見
え
る
」

へ
の
改
変
は
、
語
り

手
の
知
覚
を
前
面

化
し
、
読
者
を
語
り
手

の
内
的
視
点

に
誘
導

す
る
働
き
の
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。

最
後
に
、
本
稿

の
結
論
に
つ
い
て
数
値
の
補
足
を
行
な

い
た

い
。
次
は
、
初
稿
と
改
稿

の
文
末
同
士

で
対

応
す
る
語
が
同
語

の
場
合
に
つ
い
て
、
テ
ン
ス
形
式
の
対
応
を

ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。テ

ン
ス
形
式
を
保
持↓

シ
タ
形
式

六
六
箇
所

ス
ル
形
式

-
一
三
箇
所

シ
タ
形
式

ス
ル
形
式

↓

テ
ン
ス
形
式
を
改
変

シ
タ
形
式

↓

ス
ル
形
式

↓

ス
ル
形
式

シ
タ
形
式

-
四
二
箇
所

○
箇
所

初
稿
と
改
稿
で
文
末
に
同
語
を
用
い
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、

ス
ル
形
式
か
ら
シ
タ
形
式

へ
変
え
ら
れ
た
例

が
な

い
。
改
稿
で
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ス
ル
形

式
を
用

い
な
か

っ
た
理
由

に
つ
い
て
は
個
別
の
検
討
が

必
要
だ

が
、
そ
れ
で
も
シ
タ
形
式
か
ら
ス
ル
形
式
に
な

っ
た
も

の
が
四

二
箇
所
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
こ
れ
は
偶
然
の
結
果

と
は
考

え
に
く

い
。

文
脈

の
許
す
限
り

ス
ル
形
式
を
持
ち
込
む
こ
と
で
、
読
者
を

語
り
手

の
内
的
視
点
に
誘
導
す
る
。
そ
う
し
た
改
変
を
、
四
迷

は
か
な

り
自
覚
的
に
行
な

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
し

か
に
、
改
稿

の
文
体
は
初
稿

の
よ
う
な
反
響
を
も
た
ら

さ
な
か

っ
た
。
芸
術
性
の
高

さ
に
お

い
て
初
稿
に
価
値
を
認
め

る
論
に
も
首
肯

で
き
る
点
は
少
な
く
な

い
。
そ
れ

で
も
稿
者
が

改
稿
に

こ
だ
わ
る
の
は
、
文
学
史
的
影
響

の
少
な
さ
に
も
か
か

わ
ら
ず

、
多
く
の
研
究
者
が
改
稿
の
方
に

「
こ
な
れ
た
日
本
語
」

を
見

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て

「
こ

な
れ
た

日
本
語
」
の
文
章
は
生
み
出
さ
れ
た
の
か
。
四
迷

の
行

な

っ
た

改
変
は
、
近
代
日
本
語
に
お
け
る
文
体
形
成
史
の
過
程

を
写
し
取

っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

主
要
参
考
文
献

太

田
紘

子

(
二
〇
〇
〇
)
『
二
葉
亭

四
迷

『あ

ひ
"
き
』
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語
彙
研
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と
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ス
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現

代

日
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語
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時
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の
表

現

』

ひ

つ
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書
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コ
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リ
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浩
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(
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〇
九

)
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翻
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お
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「
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語

」
9
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Φ
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b
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Φ
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「
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」

形

」

第

五
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国

際

コ
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ァ
レ

ン

ス

「
多

文

化
主

義

と
社

会

的
正

義

」

(於

・
立
命

館

大
学

、

三
月

二
二

・
二

三
日

)

ペ
ー

パ

i

(以

下
よ

り
入
手

…

茸
8
　＼
＼
≦
≦
≦
比
畠
⊆
諺
Φ
同゚
p∩
甘
＼
o
a

＼
αq
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＼
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O
OO。＼

①
6
0
∩冨
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』

碧

Φ
「」
巷

磐

Φ
ω
Φも
象
)

佐

藤
清

郎

(
】
九
九

五

)

『
二
葉
亭

四
迷

研
究
』

有

精
堂

出
版

杉

山

康

彦

(
一
九

七

九

)

「長

谷

川

二
葉

亭

に
お
け

る
言
文

一
致

」

『坪

内

遭

遥

・
二
葉
亭

四
迷

(日
本

文
学

研
究

資
料

叢
書

)』

有
精

堂

深

澤

愛

(
二
〇

一

一
)

「
『あ

ひ

.・
き
』

『め

ぐ

り
あ

ひ

(奇

遇

)
』

に

お
け

る

ア

ス

ペ
ク

ト
形

式

の
改

変

初

訳
と

改
訳

と

の
比

較

に
よ

る
考

察

」

『東

ア
ジ

ア
日
本

語

教
育

・
日
本

文
化

研
究
』

第

一
四
輯

山
本

正

秀

(
一
九

六

五
)

『近
代

文

体
発
生

の
史

的

研
究
』

岩

波
書

店

付

記

本

稿

は

、
第

九

七

回

国

語

語
彙

史

研

究
会

(二

〇

一

一
年

四
月

二
三

日
、

於

・
近
畿

大

学

)

で
発

表

し

た
内

容

に
基

づ

く

。
会

場

で
多

く

の
方

か

ら
ご

教

示

い
た
だ

い
た
。

記

し

て
感
謝

し
ま

す
。
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1

以

下
、

「
あ

ひ

ず
き

」

「
め

ぐ

り

あ

ひ

(奇

遇

)
」

の
引

用
は

、

『
二
葉

亭

四
迷

全

集

』

第

二
巻

(
一
九

八

五

年

、
筑

摩

書

房

)

に

よ

る
。

な

お
、

漢

字

の
字
体

は

現
行

の
も

の
に

し
た

。

2

も

と

よ

り

、
改

稿

の
方

に
認

め

ら

れ

る

こ
う

し

た

特
徴

は
、

こ

こ

に
取

り
上

げ

た

二
人

以
前

か

ら
、
多

く

の
研

究

者

た

ち

が
指

摘

し

て
き

た

こ
と

で
あ

る
。

3

本

稿

で

は
、

地

の
文

に
お

け

る
、
句

点

、

リ

ー
ダ

(
…
…

)
、
ダ

ッ
シ

ユ

(

)
、

1
、

?

の
直

前

を

「
文
末

」

と

し

た
。

な

お
、

「
あ

ひ

f
き

」
改

稿

、

「
め

ぐ
り

あ

ひ

」、

「
奇

遇
」

に

は
白

ゴ

マ
点

が

用

い
ら
れ

て

い
る

。

こ

れ

に

つ

い
て
は

、
次

の
太

田

(二

〇

〇

〇
)

の
指

摘

に
鑑

み

て
、

文
末

と

は

み
な

さ
な

い
こ
と

に
し

た
。

『あ

ひ

f
き

』

新

稿

の
白

抜
き

ご

ま
点

は

旧

稿

の
句

点
九

・
読
点

=

・

句

読

点

無

し

一
と
対

応

し

て

い
る

。
新

稿

で
白

抜

き

ご
ま

点

に
な

っ
た

箇

所

は
、

ロ

シ

ア

語

の

原

典

は
ピ

リ

オ

ド

で
な

く

セ

ミ

コ

ロ
ン

「
;
」

又

は

コ

ロ
ン

「
:
」

で
あ

る
。

(中
略

)

こ

の
よ

う

に

『あ

ひ

"
き
』

新

稿

で
は

、
内

容

に

よ

る
切

れ

の
大

小

を

3
種

の
句

読
点

を

使

用

し

て
明

白

に
し

て

い
る
。

(
一
四
〇
ー

一
頁
)

4

以

下
、

文

脈

の
説

明

で
本

文

を

引

用

す

る
際

に
は

、
特

に
必

要

の
な

い

限

り

初
稿

で
代

表

さ

せ

る
。

言

及

の
な

い
限

り

改

稿

で
も

基

本

的

に

同
様

の
こ
と

が
観

察

さ

れ

て

い
る
。

5

コ

ッ
ク

リ

ル

(
二
〇

〇

九

)

は

、

「
め

ぐ

り

あ

ひ

」

の

「
て

ゐ

た
」

が

「
奇

遇
」

で

「
て

ゐ
る

」
と

な

っ
た
こ

と

に

つ
い
て
、

「
「
て

ゐ
た

」

の
中

の

過

去

時

制

の
意

味

を

犠

牲

に
し

て
」
、

ロ
シ

ア
語

の
完

了

相

と

対

に

な

る

「
不

完

了

相

(
ア

ス

ペ
ク

ト

)
を

強

調

し

た

こ
と

に
な

る

の

で
は

な

い
か
」

と

い
う
。

コ

ッ
ク
リ

ル
が

「
奇

遇

」

に
も

原

文

へ
の
忠

実

さ
を

認

め

る

ゆ

え

ん

で
あ

る
。

た

だ

し
、

そ

れ

は

「
語
り

手

が

体
験

す

る
庭

の
美

し

さ

を

「
い
ま
」

「
こ

こ

で
」
ま

ざ

ま

ざ
と

体

験

し

て

い
る
よ
う

に
感

じ

さ

せ
」

る

た

め
で

あ

っ
た
と

す

る
。
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