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中
　
　
　
野

恵

海

は
　
し
　
が
　
き

　
芥
川
竜
之
介
が
そ
の
小
説
「
河
童
」
（
昭
和
二
・
二
・
十
一
）
の
中
で
、
河
童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ん

の
国
の
長
老
が
主
人
公
の
青
年
と
ラ
ッ
プ
と
い
う
河
童
の
学
生
に
、
奮
の
中
に
あ

る
大
理
石
の
半
身
像
を
次
々
に
見
せ
て
、
簡
単
な
説
明
を
加
え
る
場
面
が
あ
る
。

第
一
番
目
が
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
（
ス
エ
ー
デ
ン
の
作
家
）
で
次
は
ニ
イ
チ
ェ

（
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
）
、
そ
し
て
ト
ル
ス
ト
イ
（
ロ
シ
ア
の
作
家
）
と
続
い
て
、
四

番
目
が
国
木
田
独
歩
、
五
番
目
が
ワ
グ
ネ
ル
「
（
ド
イ
ツ
の
歌
劇
作
曲
家
）
、
そ
し

て
六
番
目
が
ゴ
オ
ガ
ン
（
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
）
、
で
説
明
が
終
っ
て
い
る
。
独
歩

に
つ
い
て
長
老
は
こ
う
述
べ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
き
し
　
　
　
　
　
に
ん
そ
く

　
一
こ
れ
は
国
木
田
独
歩
で
す
。
櫟
死
す
る
人
足
の
心
も
ち
を
は
っ
き
り
知
つ

　
　
　
て
る
た
詩
人
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
芥
川
好
み
の
六
人
の
人
物
の
中
に
独
歩
を
加
え
、
そ
し
て
晩
年
の
短
篇

「
窮
死
」
（
明
治
・
四
〇
）
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
「
蝶
死
す
る
人
足
の
心
も
ち
を

　
　
　
　
　
　
国
木
田
独
歩
「
春
の
鳥
」
鑑
賞

は
つ
き
り
知
っ
て
み
た
詩
人
」
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
に
独
歩
へ
の
愛
情
と
理
解
と
そ

の
評
価
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
芥
川
に
は
更
に
最
晩
年
の
評
論
集

「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
（
昭
二
・
二
～
七
）
が
あ
り
、
そ
の
二
十
八

章
は
「
国
木
田
独
歩
」
と
題
さ
れ
、
次
の
様
な
文
章
が
あ
る
。

　
1
独
歩
は
鋭
い
頭
脳
を
持
っ
て
る
た
。
同
時
に
又
柔
か
い
心
臓
を
持
っ
て
る

　
　
た
。
し
か
も
そ
れ
等
は
独
歩
の
中
に
不
幸
に
も
調
和
を
失
っ
て
み
た
。
（
略
）

　
一
し
か
し
更
に
独
歩
を
見
れ
ば
、
彼
は
鋭
い
頭
脳
の
為
に
地
上
を
見
ず
に
は

　
　
ゐ
ら
れ
な
い
な
が
ら
、
や
は
り
柔
か
い
心
臓
の
為
に
天
上
を
見
ず
に
も
み
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち

　
　
れ
な
か
っ
た
。
前
者
は
彼
の
作
品
の
中
に
「
正
直
者
」
、
「
竹
の
木
戸
」
等
の

　
　
短
篇
を
生
じ
、
後
者
は
「
非
凡
な
る
凡
人
」
、
「
少
年
の
悲
哀
」
、
「
画
の
悲
し

　
　
み
」
等
の
短
篇
を
生
じ
た
。
自
然
主
義
も
人
道
主
義
者
も
独
歩
を
愛
し
た
の

　
　
は
偶
然
で
は
な
い
。
（
略
）

　
1
独
歩
は
地
上
に
足
を
お
ろ
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
や
う

　
　
に
野
蛮
な
人
生
と
向
ひ
合
っ
た
。
し
か
し
彼
の
中
の
詩
人
は
い
つ
ま
で
た
つ

　
　
て
も
詩
人
だ
つ
た
。
（
略
）
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国
木
田
独
歩
「
春
の
鳥
」
鑑
賞

　
i
自
然
主
義
の
作
家
た
ち
は
皆
精
進
し
て
歩
い
て
行
っ
た
。
が
唯
一
人
独
歩

　
　
だ
け
は
時
々
空
中
へ
舞
ひ
上
っ
て
み
る
。
…
…

　
引
用
が
少
し
多
く
な
っ
た
が
、
そ
し
て
芥
川
の
文
章
は
例
に
よ
っ
て
ひ
ど
く
文

学
的
で
は
あ
る
が
、
独
歩
と
い
う
作
家
の
本
質
に
は
二
面
が
あ
り
、
彼
の
表
現
に

よ
れ
ば
、
鋭
い
頭
脳
と
柔
か
い
心
臓
、
つ
ま
り
自
然
主
義
的
な
面
と
、
詩
人
的
な

　
　
　
へ
い
ぞ
ん

面
と
が
併
存
し
て
い
る
事
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
た
小
説
「
春
の
鳥
」
（
明
治
・
三
十
七
・
三
）
は
普
通
の
分

け
方
に
し
た
が
え
ば
、
製
作
は
彼
の
中
期
に
当
り
、
理
想
と
現
実
、
運
命
と
個
性

を
対
照
的
に
え
が
こ
う
と
し
た
時
期
だ
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
芥
川
に
よ
れ

ば
、
彼
の
「
柔
か
い
心
臓
」
の
所
産
た
る
「
少
年
の
悲
哀
」
な
ど
の
系
列
に
害
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
私
は
、
「
春
の
鳥
」
を
鑑
賞
し
つ
つ
、
独
歩
が
文

学
史
的
に
、
単
に
自
然
主
義
文
学
者
、
或
は
自
然
主
義
文
学
の
先
駆
者
な
り
と
、

簡
単
に
片
付
け
ら
れ
る
事
に
抗
議
し
よ
う
と
い
う
気
持
を
持
ち
つ
づ
け
た
。
そ
し

て
彼
が
如
何
に
本
質
的
に
は
知
的
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
で
あ
っ
た
か
と
い
う
事
を
、
平

凡
に
主
張
し
よ
う
と
し
た
。

第
；
早

　
一
捻
よ
り
六
七
年
前
、
私
は
或
地
方
に
英
語
と
数
学
の
教
師
を
為
て
居
た
こ

　
　
と
が
御
座
い
ま
す
。

　
こ
れ
が
こ
の
小
説
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
或
地
方
と
は
勿
論
、
大
分
県
の
豊
後

佐
伯
町
の
こ
と
で
、
彼
が
そ
こ
の
鶴
谷
学
館
で
開
講
し
た
の
は
、
明
治
二
十
六
年

（一

ｪ
九
三
）
十
月
四
日
独
歩
二
十
三
才
の
時
で
あ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
六
七
年
後

の
執
筆
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
は
明
治
三
十
二
、
三
年
頃
に
書
か
れ
た
事
に

な
る
が
、
実
際
「
女
学
世
界
」
に
発
表
さ
れ
た
の
は
明
治
三
十
七
年
三
月
で
あ
っ

た
。
「
予
が
作
品
と
事
実
」
（
明
治
四
〇
・
文
章
世
界
）
に
も
、
こ
の
モ
デ
ル
と
な

っ
た
少
年
と
の
事
が
あ
っ
て
か
ら
「
此
一
篇
が
、
七
・
八
年
の
後
に
出
来
た
の
で

あ
る
」
と
述
べ
、
執
筆
時
に
対
す
る
作
者
独
歩
の
記
憶
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

　
こ
の
あ
と
、
独
歩
を
思
わ
せ
る
「
先
生
」
な
る
人
物
が
、
或
日
曜
の
午
後
、

し
ろ
や
ぼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ

城
山
と
呼
ば
れ
て
い
る
古
い
城
趾
の
あ
る
山
に
登
る
。
そ
し
て
「
持
っ
て
来
た
書

も
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
あ

籍
を
読
ん
で
居
る
」
と
あ
る
、
こ
の
書
籍
と
は
、
何
か
ワ
ア
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
集

を
思
わ
せ
る
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
　
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
の
明
治
二
十
六
年
十
月
五

日
置
記
に
、

　
1
雨
降
る
こ
と
瀟
々
た
り
昨
日
よ
り
始
め
て
授
業
す
、
三
時
半
（
午
後
）
よ

　
　
り
下
級
生
の
工
め
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
読
本
二
の
巻
を
授
く
四
時
半
よ
り
リ
ー
デ

　
　
ン
グ
を
授
く
、
午
後
八
時
半
よ
り
代
数
学
を
授
く
、
九
時
半
よ
り
上
級
生
の

　
　
望
め
に
ス
ヰ
ン
ト
ン
萬
国
史
を
講
ず
、
以
て
日
課
を
了
は
る
。

　
と
あ
る
。
授
業
は
午
後
三
時
半
か
ら
五
時
半
、
午
後
八
時
半
か
ら
十
時
半
の
二

　
部
教
授
で
、
一
週
二
十
三
、
四
時
の
担
当
、
代
数
学
は
チ
ャ
ー
レ
ー
・
ス
ミ
ス

の
訳
書
を
用
い
た
と
い
う
。
ほ
か
に
万
国
史
を
原
書
で
や
っ
た
と
い
う
か
ら
、
授

業
は
英
語
と
数
学
だ
け
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ど
も

こ
こ
で
「
先
生
」
は
十
一
、
二
才
か
と
思
わ
れ
る
一
人
の
白
痴
の
児
童
に
会
い
、

　
　
　
　
　
　
し

「
先
生
。
何
を
為
て
居
る
の
？
」
と
声
を
か
け
ら
れ
る
。
そ
の
児
の
名
前
を
聞
く

　
　
ろ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
す
く

と
「
六
」
と
答
え
る
。
そ
し
て
「
鳥
々
」
と
叫
び
な
が
ら
天
主
台
を
駈
け
下
り
て

往
っ
て
し
ま
う
。

　
第
一
章
は
、
主
人
公
の
紹
介
で
あ
る
。
如
何
に
も
短
篇
小
説
ら
し
く
、
簡
潔
に
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主
人
公
を
紹
介
し
、
い
き
な
り
物
語
の
中
に
読
者
を
連
れ
込
む
手
法
で
あ
る
。

第
二
章

　
　
　
　
　
や
ど
や
ず
ま
ひ

一
私
は
其
頃
下
宿
で
し
た
が
何
分
不
自
由
で
困
り
ま
す
か
ら
色
々
人
に
頼

　
ん
で
、
遂
に
田
口
と
い
ふ
人
の
二
階
二
間
を
借
り
、
衣
食
一
切
の
こ
と
を
任

　
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
　
　
ぼ
う
と
う

　
第
二
章
冒
頭
の
文
章
で
あ
る
が
、
下
宿
住
し
な
が
ら
「
何
分
不
自
由
で
困
」
る

と
い
う
の
は
何
に
一
番
困
る
の
で
あ
る
か
、
な
ど
今
日
の
若
い
人
達
に
は
理
解
し

難
い
よ
う
で
あ
る
。
明
治
二
十
六
年
と
い
う
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
こ
ろ
　
　
　
な
お

男
性
に
と
っ
て
、
着
物
や
足
袋
と
い
う
露
な
も
の
の
綻
び
を
直
す
と
か
、
こ
れ
を

洗
濯
す
る
と
い
う
様
な
事
は
大
変
に
困
る
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
田
口
の
家
に
移
っ
た
日
の
翌
朝
、
散
歩
に
出
よ
う
と
し
た
先
生
が
城
山
で

逢
っ
た
児
童
が
庭
を
掃
い
て
い
る
の
を
見
る
。

　
1
「
六
さ
ん
、
お
早
う
」
と
声
を
か
け
ま
し
た
が
、
児
童
は
私
の
顔
を
見
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
ぼ
う
き

　
　
ニ
ヤ
リ
笑
っ
た
ま
＼
草
箒
で
落
葉
を
掃
き
、
言
葉
を
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
城
山
で
は
児
童
の
方
か
ら
「
先
生
、
何
を
為
て
居
る
の
」
、
と
声
を
か
け
た
の

に
、
面
識
が
出
来
た
今
、
六
さ
ん
と
名
前
ま
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
に
ニ
ヤ
リ
笑
う

だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
事
か
。

　
こ
れ
は
、
こ
の
白
痴
の
少
年
は
、
城
山
と
い
う
自
然
の
懐
に
い
る
時
は
そ
れ
こ

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
自
然
の
児
と
し
て
生
々
と
し
、
の
び
の
び
と
積
極
的
に
動
く
の
で
あ
る
が
、
ひ

と
た
び
人
間
社
会
に
置
か
れ
た
時
は
、
知
能
の
低
劣
な
欠
陥
人
間
と
し
て
、
常
に

　
　
　
　
　
　
国
木
田
独
歩
「
春
の
鳥
」
鑑
賞

　
　
　
　
　
さ
げ
す
　
　
　
　
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
び

卑
し
ま
れ
、
臨
ま
れ
、
痛
め
つ
け
ら
れ
る
事
か
ら
、
怯
え
、
恐
れ
、
消
極
的
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
、
そ
の
姿
を
描
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
じ

　
「
先
生
」
は
田
口
の
主
人
か
ら
こ
の
白
痴
の
児
童
に
幾
分
の
教
育
を
加
え
る
事

は
出
来
な
い
も
の
か
と
相
談
を
受
け
る
が
、
容
易
に
受
け
合
う
事
が
出
来
な
い
。

然
し
其
の
後
だ
ん
だ
ん
そ
の
様
子
を
見
る
と
気
の
毒
で
な
ら
な
く
な
る
。

　
1
不
具
の
中
に
も
こ
れ
ほ
ど
哀
れ
な
も
の
は
な
い
と
思
ひ
ま
し
た
。
唖
、

　
　
つ
ん
ぼ
　
め
し
ひ

　
　
聾
、
肖
な
ど
は
不
幸
に
は
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
言
ふ
能
は
ざ
る
も
の
、
聞
く

　
　
能
は
ざ
る
者
、
見
る
能
は
ざ
る
者
も
、
尚
ほ
思
ふ
こ
と
は
出
来
ま
す
。
思
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
く
ら

　
　
て
感
ず
る
こ
と
は
出
来
ま
す
。
白
痴
と
な
る
と
、
心
の
唖
、
聾
、
盲
で
す
か

　
　
ら
殆
ん
ど
禽
獣
に
類
し
て
居
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
ば
し

　
「
殆
ん
ど
禽
獣
に
類
し
て
居
る
の
で
す
」
と
い
う
こ
の
透
る
よ
う
な
歎
き
の

　
　
　
　
　
　
　
　
モ
チ
ユ
フ

声
は
、
こ
の
作
品
の
動
機
（
8
0
慈
）
　
た
る
も
の
で
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
は
普
通
、

　
　
　
　
　
　
　
む
き
だ

そ
の
作
品
の
表
面
に
剥
出
し
に
出
て
来
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
様
な
例
は
珍
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ど
も

し
い
。
「
先
生
」
は
更
に
、
そ
の
後
の
夜
、
児
童
の
母
親
か
ら
、
そ
の
教
育
の
依

頼
を
受
け
る
。

　
こ
こ
で
第
二
章
は
終
る
が
、
第
一
章
に
顔
を
出
し
た
本
篇
主
人
公
、
白
痴
の
少

年
の
そ
の
周
辺
と
、
こ
の
少
年
の
痛
ま
し
さ
に
論
う
た
れ
て
ゆ
く
過
程
が
描
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
わ

れ
、
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
露
に
な
る
。

第
三
章

　
こ
の
母
親
と
て
も
白
痴
に
近
い
の
に
、
我
子
の
白
痴
を
心
配
す
る
こ
と
が
普
通

の
親
と
少
し
も
変
ら
な
い
事
に
心
動
か
さ
れ
た
「
先
生
」
は
散
歩
ご
と
に
六
蔵
を
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国
木
田
独
歩
「
春
の
鳥
」
鑑
賞

　
　
　
　
　
　
　
か
ず

伴
う
こ
と
に
し
て
、
数
の
観
念
を
植
え
付
け
よ
う
と
努
力
す
る
が
全
く
効
果
が
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

が
ら
な
い
。
こ
の
六
蔵
は
な
か
な
か
の
腕
白
者
で
あ
る
が
、
出
直
き
に
泣
く
。
泣

　
　
　
　
　
す

き
は
す
る
が
又
直
ぐ
と
忘
れ
て
い
る
。
こ
ん
な
有
様
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
六
蔵
が

歌
な
ど
知
っ
て
い
る
筈
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
知
っ
て
い
る
。
木
拾
い
の
歌
う

　
　
　
　
　
お
ぽ

よ
う
な
俗
歌
を
覚
え
て
い
て
、
お
り
お
り
独
り
で
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
将
日
私
は
一
人
で
城
山
に
登
り
ま
し
た
。
六
蔵
を
伴
れ
て
と
思
ひ
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
ん
ご
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
　
が
姿
が
見
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
冬
な
が
ら
九
州
は
暖
国
ゆ
ゑ
天
気
さ
へ
佳

　
　
け
れ
ば
若
く
暖
か
で
、
空
気
は
澄
ん
で
居
る
し
、
山
の
ぼ
り
に
は
却
て
冬
が

　
　
酸
い
の
で
す
。

　
あ
ら
た

　
改
ま
っ
た
よ
う
な
情
景
描
写
で
あ
る
が
、
こ
の
九
州
暖
国
の
冬
の
城
山
を
背
景

と
し
て
本
篇
主
人
公
の
白
痴
の
少
年
が
描
か
れ
る
。
文
章
は
つ
づ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
だ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
く

　
1
落
葉
を
踏
ん
で
頂
に
達
し
例
の
天
主
台
の
下
ま
で
ゆ
く
と
、
寂
々
と
し

　
　
　
ま
ん
ざ
ん
　
　
　
　
　
　
う
ち

　
　
て
満
山
声
な
き
中
に
、
何
者
か
優
し
い
声
で
歌
ふ
の
が
聞
え
ま
す
、
見
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た

　
　
天
主
台
の
石
垣
の
角
に
六
蔵
が
馬
乗
り
に
跨
が
っ
て
、
両
足
を
ふ
ら
ふ
ら
動

　
　
か
し
な
が
ら
、
眼
を
遠
く
放
っ
て
俗
歌
を
歌
っ
て
居
る
の
で
し
た
。

　
こ
こ
に
描
か
れ
た
少
年
の
姿
は
殆
ん
ど
完
壁
で
、
独
歩
文
学
の
精
髄
を
示
す
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
で
あ
る
。
言
う
迄
も
な
く
芸
術
は
、
真
理
を
ば
感
動
的
に
伝
え
る
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
文
学
書
は
思
想
の
書
で
は
な
い
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
六
蔵
少
年

の
姿
は
感
動
的
に
わ
れ
わ
れ
に
迫
る
。
そ
れ
は
天
使
の
姿
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ
あ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

　
一
空
の
色
、
日
の
光
、
古
い
城
跡
、
そ
し
て
少
年
、
ま
る
で
画
で
す
。
少
年

は
天
使
で
す
。
此
時
私
の
眼
に
は
六
蔵
が
白
痴
と
は
如
何
し
て
も
見
え
ま
せ
ん
で

し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ロ
マ
ロ

　
「
少
年
は
天
使
な
り
」
こ
れ
が
こ
の
作
品
の
主
題
で
あ
る
。
「
欺
か
ざ
る
の
記
」

に
描
か
れ
た
豊
後
佐
伯
町
で
出
会
っ
た
白
痴
の
少
年
を
見
た
独
歩
が
激
し
く
心
を

　
　
　
　
　
　
モ
チ
じ
フ

動
か
し
た
事
が
動
機
と
な
り
「
此
少
年
の
事
を
思
う
て
、
入
間
と
鳥
獣
の
差
別
、

生
物
と
宇
宙
の
関
係
な
ど
、
随
分
城
山
の
上
で
空
想
に
耽
っ
た
り
」
（
予
が
作
品

と
事
実
）
と
云
っ
た
風
な
と
こ
ろ
を
経
て
、
七
、
八
年
も
後
に
見
出
さ
れ
た
も
の

が
こ
の
テ
ー
マ
ー
で
あ
る
。
「
少
年
は
天
使
な
り
」
　
の
テ
ー
マ
ー
こ
そ
六
蔵
少
年

の
生
涯
を
有
意
義
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の
救
い
で
あ
り
、
作
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
も

独
歩
に
こ
の
「
春
の
鳥
」
を
薄
め
上
げ
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
1
白
痴
と
天
使
、
何
と
い
ふ
哀
れ
な
対
照
で
し
や
う
。
し
か
し
私
は
此
時
、

　
　
白
痴
な
が
ら
も
少
年
は
や
は
り
自
然
の
児
で
あ
る
か
と
、
つ
く
み
＼
感
じ
ま

　
　
し
た
。

　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
「
自
然
の
児
」
と
い
う
の
は
勿
論
「
神
の
児
」
の
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
引
用

文
中
「
何
者
か
優
し
い
声
で
歌
ふ
」
と
あ
る
こ
の
「
優
し
い
声
」
と
は
「
イ
エ
ス

の
声
」
神
の
声
と
い
う
意
味
の
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
独
歩
は
豊
後
の
自
然

を
、
ワ
ー
ズ
・
ワ
ー
ス
の
眼
で
見
、
あ
じ
わ
っ
た
と
い
う
。
神
の
造
り
給
い
し
自

然
の
中
に
、
そ
し
て
そ
の
自
然
に
溶
け
込
ん
で
い
る
少
年
の
中
に
「
神
」
を
見
る

事
は
容
易
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
か
ら
、
独
歩
の
素
養
は
「
漢
文
」
に
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
章

に
熱
が
這
入
っ
て
来
れ
ば
漢
文
調
に
な
り
勝
ち
で
あ
る
。
　
「
寂
々
と
し
て
満
山
声

な
し
」
な
ど
は
ま
る
で
漢
詩
の
一
節
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
独
歩
は
自
然
を
こ
よ

な
く
愛
し
、
自
然
を
描
写
す
る
こ
と
は
人
物
描
写
以
上
に
心
を
つ
か
っ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
え
ん

う
。
彼
に
作
品
「
武
蔵
野
」
の
あ
る
所
以
で
あ
る
が
、
「
空
の
色
、
日
の
光
」
と

は
又
、
単
語
、
名
詞
の
羅
列
で
あ
っ
て
驚
か
さ
れ
る
。
簡
潔
の
極
と
い
う
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

か
。
「
古
い
城
跡
、
そ
し
て
少
年
」
と
つ
づ
け
て
　
「
ま
る
で
画
で
す
」
と
い
う
の
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は
、
こ
の
暖
国
九
州
の
抜
け
る
よ
う
な
紺
碧
の
空
、
輝
や
く
太
陽
の
光
、
古
色
蒼

然
た
る
城
跡
、
そ
し
て
少
年
、
こ
れ
ら
は
相
寄
っ
て
一
つ
の
見
事
な
美
の
世
界
を

構
成
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
美
の
国
は
即
ち
「
神
の
国
」
で
あ
る
。

神
の
国
の
少
年
、
「
そ
れ
は
天
使
で
す
」
と
文
章
は
素
直
に
つ
づ
く
の
で
あ
る
。

白
痴
の
少
年
六
蔵
の
こ
こ
の
姿
を
、
天
使
の
姿
と
し
て
読
者
に
印
象
づ
け
、
生
々

と
訴
え
て
来
さ
せ
る
も
の
が
作
者
独
歩
の
文
学
者
と
し
て
の
技
量
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
せ

　
こ
の
章
の
終
り
の
と
こ
ろ
で
、
六
蔵
の
妙
な
癖
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え

は
、
六
蔵
は
大
変
な
鳥
好
き
で
鳥
さ
え
見
れ
ば
眼
の
色
を
変
で
騒
ぐ
の
で
あ
る
が

　
　
　
　
　
か
ら
す

何
を
見
て
も
烏
と
云
い
、
い
く
ら
教
え
て
も
憶
え
な
い
と
い
う
。
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と

　
一
難
の
飛
立
っ
て
ゆ
く
後
を
　
然
と
見
送
る
様
は
、
頗
る
妙
で
、
こ
の
児
童

　
　
に
は
空
を
自
由
に
飛
ぶ
小
鳥
が
余
程
不
思
議
ら
し
く
思
は
れ
ま
し
た
。

　
で
、
こ
の
章
は
終
る
。
身
の
不
自
由
な
る
者
ほ
ど
自
由
に
憧
れ
る
も
の
は
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
す

ま
い
。
不
具
者
六
蔵
が
自
由
そ
の
も
の
の
姿
「
烏
」
を
見
て
口
を
あ
ん
ぐ
り
と
開

　
　
　
　
さ
ま

け
て
い
る
様
は
ま
こ
と
に
意
味
深
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

「
予
が
作
品
と
事
実
」
の
最
初
に
こ
う
あ
る
。

一
読
一
篇
の
主
人
公
、
白
痴
の
少
年
は
余
が
豊
後
佐
伯
町
に
在
り
し
時
親
し

　
く
接
近
し
た
実
在
人
物
で
此
少
年
の
身
の
口
話
は
皆
事
実
で
あ
る
。
し
か
し

　
て
此
少
年
が
城
山
で
悲
惨
な
最
後
を
遂
げ
た
事
は
余
の
想
で
あ
る
。

国
木
田
独
歩
「
春
の
鳥
」
鑑
賞

　
結
末
の
少
年
の
死
だ
け
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
訳
で
、
一
、
二
、
三

章
が
事
実
に
基
い
て
書
か
れ
た
の
に
対
し
、
こ
の
四
章
が
空
想
で
書
か
れ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
章
の
読
者
に
訴
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
稀
薄
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ア
リ
テ
ィ
　

る
か
ど
う
か
。
そ
の
真
実
性
は
ど
う
な
の
か
。

　
1
彼
是
す
る
う
ち
翌
年
の
春
に
な
り
、
六
蔵
の
身
の
上
に
不
慮
の
災
難
が
起

　
　
り
ま
し
た
。

　
朝
か
ら
姿
の
見
え
な
い
六
蔵
を
心
配
し
て
田
口
の
家
の
者
が
探
し
ま
わ
る
。
そ

し
て
「
先
生
」
は
城
山
を
探
す
が
よ
か
ろ
う
と
、
自
身
で
田
口
の
下
男
一
人
連
れ

て
、
提
灯
の
用
意
を
し
て
出
か
け
る
。
　
　
・

　
一
怪
談
で
も
話
す
や
う
で
す
が
実
際
私
は
六
蔵
の
帰
り
の
余
り
遅
い
と
知
つ

　
　
て
か
ら
は
、
ど
う
も
此
高
い
石
垣
の
上
か
ら
六
蔵
の
墜
落
し
て
死
だ
や
う
に

　
　
感
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
る
。

　
一
余
り
空
想
だ
と
笑
は
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
白
状
し
ま
す
と
、
六
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ど

　
　
は
鳥
の
や
う
に
空
を
翔
け
廻
る
積
り
で
石
垣
の
角
か
ら
身
を
躍
ら
し
た
も
の

　
　
と
、
私
に
は
思
は
れ
る
の
で
す
。
木
の
枝
に
来
て
、
六
蔵
の
眼
の
前
で
、
枝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
っ
と

　
　
か
ら
枝
へ
と
自
在
に
飛
で
見
せ
た
ら
、
六
蔵
は
必
定
、
自
分
も
其
枝
に
飛
び

　
　
つ
か
う
と
し
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
つ

　
誰
が
笑
え
る
か
。
こ
の
「
先
生
」
の
空
想
は
ま
さ
に
万
人
の
胸
を
撲
つ
。
翼
も

持
た
ず
に
、
う
っ
か
り
と
目
の
前
の
鳥
に
さ
そ
わ
れ
て
枝
に
と
び
つ
い
た
白
痴
の

　
　
　
　
　
う
か
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
す

少
年
六
蔵
は
迂
廻
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
何
を
見
て
も
烏
と
い
っ
て
さ
わ
ぐ
六
蔵

が
、
そ
し
て
「
烏
」
を
見
て
口
を
あ
ん
ぐ
り
と
開
け
て
い
た
六
蔵
が
、
思
わ
ず
枝

に
と
び
つ
い
て
生
命
を
お
と
し
た
と
い
う
此
の
空
想
の
美
し
さ
は
無
類
だ
。
そ
し

て
、
白
痴
者
に
寄
せ
た
激
し
い
同
情
の
念
が
モ
チ
ー
フ
と
な
り
「
少
年
は
天
使
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国
木
田
独
歩
「
春
の
鳥
」
鑑
賞

な
り
」
と
の
テ
ー
マ
ー
が
こ
の
作
品
を
纒
め
あ
げ
、
今
こ
の
美
し
い
空
想
が
そ
れ

を
さ
さ
え
て
い
る
、
と
私
は
思
う
。

　
　
　
イ
ギ
リ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ら
べ

　
一
英
国
の
有
な
詩
人
の
詩
に
「
童
な
り
け
り
」
と
い
ふ
が
あ
り
ま
す
。

　
と
い
う
の
は
勿
論
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
↓
げ
Φ
お
≦
o
ω
9
げ
。
楓
を
指
す
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
と
こ
ろ

し
て
こ
の
少
年
が
遂
に
死
ん
で
静
か
な
墓
に
葬
ら
れ
、
葉
面
は
自
然
の
懐
に
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
と
こ
ろ

つ
た
と
い
う
の
は
、
神
の
嘉
し
給
う
と
こ
ろ
な
り
、
神
の
懐
、
神
の
国
に
生
れ
た

と
い
う
意
味
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
何
故
神
の
御
気
に
召
し
た
の
か
と
云
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
ろ

ば
、
こ
の
少
年
が
鳥
獣
を
差
別
せ
ず
、
心
の
寂
し
さ
を
集
た
ち
に
訴
え
、
こ
の
鳥

た
ち
と
魂
の
交
流
を
し
た
と
い
う
事
だ
ろ
う
。
人
間
も
鳥
獣
も
そ
し
て
自
然
も
こ

れ
す
べ
て
神
の
創
り
給
い
し
も
の
で
あ
る
。
神
の
創
り
給
い
し
も
の
は
、
神
の
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
む
ね

り
給
い
し
ま
ま
に
生
き
て
、
お
互
に
愛
し
合
い
、
救
け
合
う
こ
と
こ
そ
神
の
御
旨

　
そに

副
う
事
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
に
こ
の
詩
の
主
旨
が
存
す
る
。
意
味
が
籠
め

ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
つ
ね

　
一
私
は
こ
の
詩
が
嗜
き
で
常
に
読
ん
で
居
ま
し
た
が
、
六
蔵
の
死
を
見
て
、

　
　
其
生
涯
を
思
ふ
て
、
其
白
痴
を
思
ふ
時
は
、
こ
の
詩
よ
り
も
六
蔵
の
こ
と
は

　
　
更
に
意
味
の
あ
る
や
う
に
私
は
感
じ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
こ
の
詩
を
嗜
い
て
常
に
愛
読
し
て
い
た
先
生
が
今
、
六
蔵
の

死
や
生
涯
、
そ
の
白
痴
の
こ
と
を
思
う
時
、
こ
の
詩
よ
り
も
意
味
あ
る
よ
う
に
感

じ
る
と
は
ど
う
い
う
事
か
。
答
え
は
簡
単
で
あ
る
。
す
べ
て
は
神
の
み
心
に
よ
る

の
で
あ
る
。
知
能
の
働
き
に
お
い
て
は
ま
こ
と
に
哀
れ
な
る
白
痴
の
少
年
で
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ば

る
が
、
神
の
み
心
に
於
て
、
そ
の
罪
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
裁
か
れ
る
時
、
こ
の

　
　
　
あ
ざ
け
　
　
　
さ
げ
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

少
年
を
嘲
り
、
蔑
ん
だ
世
の
大
人
達
を
神
は
善
し
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
六
蔵

こ
そ
は
神
の
創
り
給
い
し
ま
ま
に
生
き
、
白
痴
の
生
涯
を
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。

神
の
創
り
給
い
し
鳥
た
ち
と
自
分
と
差
別
せ
ず
、
愛
し
、
憧
れ
、
共
に
生
き
た
少

年
で
あ
る
。
ま
さ
に
天
使
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
更
に
そ
の
生
涯
は
、
知
能
に

た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ご

長
け
た
他
の
人
た
ち
、
神
を
信
ぜ
ず
、
神
の
み
心
に
そ
わ
ず
、
驕
り
た
か
ぶ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
つ
り
く
　
　
ほ
し
い
ま
ま

他
の
弱
き
鳥
獣
達
に
対
し
て
殺
裁
を
恣
に
し
て
い
る
世
の
大
人
達
に
大
な
る
反

　
　
う
な
が

省
を
促
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
に
六
蔵
の
も
つ
意
味
の
重
大
さ
が
あ

る
。
そ
し
て
、
単
に
集
の
少
年
が
鳥
と
仲
良
く
し
た
と
い
う
存
在
で
あ
る
に
対
し

て
意
味
深
き
こ
と
幾
重
で
あ
る
か
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
独
歩
は
作
中
に
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
「
童
な
り
け
り
」
を
引
い
て
、
そ
の
ワ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く

ズ
ワ
ー
ス
よ
り
の
影
響
を
隠
さ
な
か
っ
た
。
然
も
堂
々
と
、
そ
の
彙
少
年
よ
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う

わ
が
作
る
「
⊥
平
蔵
」
の
方
が
人
生
的
意
味
が
深
い
と
揚
言
す
る
。
意
気
ま
さ
に
高

し
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
1
石
垣
の
上
に
立
っ
て
見
て
居
る
と
、
春
の
鳥
は
自
在
に
飛
ん
で
居
ま
す
。

　
　
そ
の
ひ
と
つ

　
　
其
一
は
六
蔵
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
よ
し
六
蔵
で
な
い
に
せ
よ
。
六
蔵
は

　
　
　
　
　
　
　
　
ち
が

　
　
其
鳥
と
ど
れ
だ
け
異
っ
て
居
ま
し
た
ら
う
。

　
「
先
生
」
の
六
蔵
に
対
す
る
挽
歌
、
鎮
魂
の
心
緒
で
あ
る
。
　
「
も
ず
」
を
見
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
す

も
「
ひ
よ
ど
り
」
を
見
て
も
、
単
に
烏
と
云
っ
た
六
蔵
の
目
か
ら
見
て
、
こ
こ
に

飛
ぶ
鳥
は
単
に
「
春
の
鳥
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
題
名
は
こ
こ
に
由
来
す
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
六
蔵
の
新
し
い
墓
地
で
母
親
と
「
先
生
」
が
出
会
う
。
そ
の
目
の
前
を
、
城
山

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
す
　
は
ね

の
森
か
ら
出
た
一
羽
の
烏
が
翼
を
ゆ
る
や
か
に
鳴
き
な
が
ら
飛
ぶ
。
母
親
は
急
に

　
　
や

話
を
止
め
て
、
蓬
然
と
我
を
忘
れ
て
見
送
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
か
ら
す

　
一
こ
の
一
羽
の
烏
を
六
蔵
の
母
親
が
何
と
見
た
で
し
ょ
う
。

　
の
一
文
で
こ
の
物
語
は
終
る
。
何
と
見
た
の
か
。
勿
論
、
亡
き
六
蔵
の
魂
が
往
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く
、
と
見
た
の
で
あ
る
。
或
は
も
っ
と
直
接
的
に
、
あ
あ
六
蔵
が
飛
ん
で
行
く
と

見
た
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
如
く
作
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
白
痴
の
少
年
は
実
在
人
物
で
あ
り
、
た
だ

結
末
の
城
山
で
の
悲
惨
な
最
後
だ
け
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
。
な
ら
ば
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

作
品
の
一
章
二
章
三
章
は
事
実
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
部
分
で
あ
り
、
最
後
の
四

章
が
空
想
で
書
か
れ
た
部
分
、
と
い
う
事
に
な
る
。
で
は
文
学
作
品
に
お
け
る

リ
ア
リ
テ
ィ

「
真
実
」
と
い
う
点
に
穿
て
、
こ
の
第
四
章
が
前
三
章
に
比
し
て
感
銘
が
薄
い
の

　
　
　
　
　
い
な
　
　
　
　
　
　
　
　
む
し

で
あ
る
か
。
否
で
あ
る
。
寧
ろ
こ
の
四
章
こ
そ
が
本
作
品
の
眼
目
で
あ
り
訴
求
力

の
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
章
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
作
者
独
歩
は
青
年
教
師
と
し
て
豊
後
佐
伯
町
の
地
に
赴
き
、
白
痴
の
少
年
六
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

に
出
会
い
、
激
し
い
同
情
の
念
に
駆
ら
れ
、
そ
れ
が
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
遂
に

「
少
年
は
天
使
な
り
」
と
の
テ
ー
マ
を
見
出
す
に
及
ん
で
こ
の
作
品
は
纒
め
ら
れ

た
。
そ
し
て
こ
の
テ
ー
マ
を
強
調
し
、
根
本
の
と
こ
ろ
で
成
り
立
た
せ
て
い
る
と

こ
ろ
の
も
の
が
六
蔵
の
死
で
あ
り
、
そ
の
死
に
ざ
ま
に
対
す
る
「
先
生
」
の
空
想

で
あ
る
。
愛
に
発
す
る
こ
の
空
想
の
美
し
さ
と
そ
の
力
強
さ
！
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ

ム
の
強
力
さ
が
遺
憾
な
く
こ
の
作
品
に
濃
り
渡
っ
て
い
る
。

事
、
そ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
精
神
に
徹
し
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
よ

っ
て
纒
あ
ら
れ
た
作
品
で
は
、
こ
れ
は
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
見
た
ま
ま
、
あ

り
の
ま
ま
に
描
か
れ
た
「
二
少
女
」
（
明
治
・
三
一
・
七
・
国
民
之
友
）
や
「
巡

査
」
　
（
明
治
三
五
・
二
・
小
柴
舟
）
　
の
よ
う
な
作
品
で
な
い
事
は
勿
論
で
あ
る

が
、
又
こ
れ
は
白
痴
の
少
年
に
対
す
る
溢
れ
る
同
情
の
心
か
ら
の
モ
チ
ー
フ
に
立

ち
つ
つ
そ
の
現
実
を
直
写
す
る
だ
け
に
満
足
せ
ず
、
「
少
年
は
天
使
な
り
」
と
の

テ
ー
マ
を
掲
げ
て
こ
の
作
品
を
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
又
晩
年
の
作
品
「
窮

死
」
（
明
治
・
四
〇
・
六
・
文
芸
倶
楽
部
）
「
竹
の
木
戸
」
（
明
治
四
一
・
一
・
中

央
公
論
）
な
ど
と
も
異
質
の
も
の
と
い
う
べ
き
で
、
実
は
こ
こ
に
見
ら
れ
る
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
こ
そ
は
独
歩
文
学
の
本
質
で
あ
る
。
文
学
史
上
の
彼
の
存
在
は
、
藤

村
、
花
袋
に
先
立
っ
て
、
所
謂
「
日
本
自
然
主
義
文
学
」
の
先
駆
者
的
役
割
を
演

じ
た
事
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
彼
の
小
説
作
法
は
、
遂
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の

日
げ
Φ
ω
艶
一
》
銘
α
ヨ
q
。
・
8
0
h
ゴ
坦
ヨ
9
巳
蔓
（
明
治
・
二
十
六
年
二
月
二
十
三
日

「
欺
か
ざ
る
の
記
」
独
歩
臼
ら
訳
し
て
、
「
人
生
の
幽
韻
悲
調
」
と
い
う
）
を
文

学
作
品
に
結
晶
さ
せ
る
事
に
終
始
し
た
作
家
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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む
　
す
　
び

　
前
述
の
如
く
独
歩
は
そ
の
「
予
が
作
品
と
事
実
」
に
於
て
、
白
痴
の
少
年
の
事

を
思
っ
て
詩
人
的
な
、
そ
し
て
人
生
的
感
慨
に
耽
り
、
七
、
八
年
の
後
に
此
の
一

編
が
出
来
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
此
の
出
来
か
た
に
私
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の

小
説
作
法
を
感
じ
る
。
現
実
を
見
た
ま
ま
、
あ
り
の
ま
ま
に
適
確
に
描
く
と
い
う

　
　
　
　
　
　
国
木
旧
独
歩
「
春
の
鳥
」
鑑
賞


