
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の
紹
介

︱
谷
崎
潤
一
郎
の
英
訳
と
﹁
日
本
文
学
﹂
の
評
価
基
準

︱
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ケ
ズ
ナ
ジ
ャ
ッ
ト

は
じ
め
に

ア
ド
リ
ア
ー
ナ
・
ボ
ス
カ
ロ
の
調
査①

に
よ
る
と
︑
谷
崎
潤
一
郎
の
作
品
が
初

め
て
英
語
に
翻
訳
さ
れ
た
の
は
一
九
一
七
年
で
あ
っ
た
︒﹃
刺
青
﹄︵
一
九
一
〇

年
一
一
月
︶
な
ど
の
短
編
を
中
心
に
︑
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
五
一
年
に
か
け

て
一
一
回
も
英
訳
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
翻
訳
は
全
て
日
本
国
内
で
出
版
さ
れ
︑

英
語
学
習
者
や
︑
日
本
に
滞
在
し
て
い
る
英
語
話
者
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
︒
一
方
︑
谷
崎
の
作
品
が
初
め
て
英
語
圏
の
読
者
に
広
く
読
ま
れ
た
の
は
︑

﹃
陰
翳
禮
讃
﹄︵
一
九
三
三
年
一
二
月
～
一
九
三
四
年
一
月
︶
の
抄
訳②

が
ア
メ
リ

カ
の
総
合
雑
誌
﹃
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
マ
ン
ス
リ
ー
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
一
九

五
五
年
一
月
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
同
年
五
月
に
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄︵
一
九
二
八
年

一
二
月
～
一
九
二
九
年
六
月
︶
の
英
訳③

も
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
︒
結
果

と
し
て
︑
英
語
圏
で
事
実
上
無
名
で
あ
っ
た
谷
崎
は
︑
一
夜
に
し
て
戦
後
日
本

文
学
を
国
際
的
に
代
表
す
る
作
家
の
一
人
と
な
っ
た
︒
世
界
文
学
と
し
て
の
日

本
文
学
の
普
及
を
推
進
し
︑
な
お
か
つ
日
本
文
学
史
に
も
間
接
的
に
影
響
を
及

ぼ
し
た
出
来
事
と
言
え
よ
う
が
︑
管
見
の
限
り
︑
初
期
英
訳
と
そ
の
選
択
・
翻

訳
過
程
に
ま
つ
わ
る
歴
史
的
文
脈
に
関
す
る
研
究
は
極
め
て
少
な
い
︒

﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
九
〇
年
八
月
号
で
︑
日
本
文
学
研
究
者
エ
ド
ワ
ー
ド
・

フ
ァ
ウ
ラ
ー
は
戦
後
の
初
期
英
訳
の
影
響
力
に
つ
い
て
言
及
す
る④

︒
当
時
︑
経

済
大
国
と
し
て
頂
点
に
向
か
っ
て
い
た
日
本
が
様
々
な
製
品
を
海
外
に
輸
出
し

て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
日
本
文
学
が
世
界
で
売
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う

問
い
に
対
し
て
︑
フ
ァ
ウ
ラ
ー
は
戦
後
の
初
期
英
訳
を
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し

て
挙
げ
る
︒﹁
川
端
︑
谷
崎
︑
三
島
と
い
う
︑
だ
い
た
い
同
じ
頃
に
英
訳
さ
れ

た
︑
い
わ
ば
翻
訳
文
学
に
お
け
る
日
本
近
代
小
説
の
﹁
御
三
家
﹂
は
︑
ア
メ
リ

カ
の
イ
ン
テ
リ
の
間
で
狭
い
読
者
層
を
獲
得
し
た
も
の
の
︑
い
わ
ゆ
る
市
井
の

人
に
と
っ
て
は
ま
だ
ま
だ
馴
染
み
の
薄
い
作
家
群
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
﹂
と

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の
紹
介

一
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指
摘
す
る
︒
ま
た
︑
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
が
﹃
雪
国
﹄
の
英
訳
を
読
む
こ
と
で
始

ま
っ
た
と
述
べ
︑﹁
も
し
︑

︱
こ
れ
は
勿
論
た
だ
の
想
像
に
す
ぎ
な
い
の
だ

が
︑
日
本
文
学
の
英
訳
に
つ
い
て
は
第
一
人
者
で
あ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
デ

ン
ス
テ
ッ
カ
ー
教
授
が
︑
仮
に
川
端
の
小
説
に
振
り
向
き
も
せ
ず
︑
た
と
え
ば

石
川
淳
の
ほ
う
に
魅
せ
ら
れ
た
と
し
た
な
ら
︑
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
歴
史
︑
ま
た
︑

わ
た
し
個
人
と
し
て
の
読
者
遍
歴
は
い
っ
た
い
ど
う
変
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
と
︑
ふ
と
思
う
こ
と
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
改
め
て
人
生
の
偶
然
性
に
対
し
︑

少
な
か
ら
ぬ
驚
異
の
念
を
い
だ
か
ざ
る
を
得
な
い
﹂
と
言
う
︒

こ
の
説
に
は
一
理
あ
る
︒
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
を
始
め
と
す
る
戦
後
の
和

英
翻
訳
者
の
意
図
を
除
い
て
川
端
と
谷
崎
の
英
訳
を
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

ろ
う
︒
し
か
し
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
が
谷
崎
潤
一
郎
の
作
品
を
採
用
し
た
の

は
決
し
て
﹁
偶
然
﹂
で
は
な
い
︒
当
時
の
ア
メ
リ
カ
人
読
者
が
求
め
た
日
本
像

と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

本
稿
は
︑
谷
崎
潤
一
郎
作
品
の
英
訳
に
い
た
る
過
程
を
検
討
す
る
︒
具
体
的

に
︑﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
に
潜
在
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
要

素
が
当
時
の
ア
メ
リ
カ
で
流
通
し
た
日
本
像
と
反
響
し
た
こ
と
を
示
し
︑
そ
の

上
で
そ
の
作
品
の
英
訳
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
か
を
考
察
す
る
︒

一
︑
戦
後
に
お
け
る
日
本
文
学
の
英
訳
と
﹁
日
米
関
係
﹂

戦
後
の
本
格
的
な
英
訳
が
始
ま
る
一
年
前
︑
一
九
五
四
年
の
ア
メ
リ
カ
の
新

聞
を
見
る
と
︑
一
九
五
二
年
に
占
領
か
ら
解
放
さ
れ
た
日
本
が
ソ
ビ
エ
ト
連
邦

と
よ
り
友
好
的
な
関
係
を
結
ぶ
可
能
性
に
対
す
る
危
機
感
が
著
し
い⑤

︒
一
九
五

五
年
に
出
版
さ
れ
始
め
た
日
本
文
学
の
英
訳
を
︑
単
な
る
政
治
的
な
行
為
に
還

元
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
が
︑
翻
訳
過
程
を
理
解
す
る
た
め
に
ま
ず
そ
の
背
景
を

抑
え
る
必
要
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
の
英
訳
の
掲
載
さ
れ
た
﹃
ア

ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
マ
ン
ス
リ
ー
﹄
の
日
本
特
集⑥

も
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の
翻
訳⑦

も

ど
ち
ら
も
︑﹁
自
由
と
民
主
主
義
と
い
う
基
本
理
念
へ
の
忠
実
を
確
保
す
る
活

動⑧

﹂
と
い
う
目
標
を
公
的
に
宣
伝
し
た
フ
ォ
ー
ド
・
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
の

支
援
金
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
︒
谷
崎
の
英
訳
は
︑
い
わ
ゆ
る
冷
戦
時
代
の
自
由

主
義
の
金
銭
的
な
支
援
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
ま
た
そ
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が
も
た
ら
し
た
文
化
的
状
況
の
中
で
発
表
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
念

頭
に
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

戦
時
中
に
日
本
文
学
の
英
訳
が
停
滞
し
た
た
め
︑
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
読
者

は
日
本
文
学
に
触
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
日
本
を
舞
台

に
す
る
物
語⑨

や
︑
日
本
の
文
化
や
習
慣
を
解
説
す
る
本⑩

な
ど
が
終
戦
直
後
に
盛

ん
に
出
版
さ
れ
︑
読
者
は
日
本
を
描
写
す
る
数
多
く
の
作
品
に
囲
ま
れ
て
い
た
︒

ナ
オ
コ
・
シ
ブ
サ
ワ⑪

が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
戦
後
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
は
日
本

へ
の
興
味
が
劇
的
に
高
ま
り
︑
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
か
ら
日
用
品
の
広
告
に
い
た

る
ま
で
︑
日
本
が
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
し
て
い
た
︒

﹃
A
m
erica’s
G
eisha
A
lly
:
R
eim
agining
the
Japanese
E
nem
y
﹄

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の
紹
介
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に
お
い
て
︑
シ
ブ
サ
ワ
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
の
表
象
に
含
ま
れ

た
政
治
的
な
次
元
を
指
摘
す
る
︒
シ
ブ
サ
ワ
の
主
張
を
要
約
す
る
と
︑
か
つ
て

の
敵
国
で
︑
冷
戦
の
た
め
に
米
国
政
府
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た

新
同
盟
国
日
本
は
︑
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
表
象
を
再
編
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
戦
争
中
の
映
画
や
映
像
に
お
い
て
常
に
﹁
男
性
的
﹂

﹁
暴
力
的
﹂﹁
野
蛮
﹂
に
描
写
さ
れ
た
日
本
が
︑
戦
後
に
な
っ
て
﹁
女
性
的
﹂

﹁
従
順
﹂﹁
繊
細
﹂
と
い
っ
た
類
型
の
表
象
に
が
ら
り
と
変
え
ら
れ
︑
こ
れ
に
よ

っ
て
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
は
よ
り
馴
染
み
や
す
い
存
在
に
な
っ
た
と
い
う⑫

︒

一
見
し
た
と
こ
ろ
︑
劇
的
な
変
更
に
み
え
る
の
だ
が
︑
こ
の
よ
う
な
日
本
像
を

創
造
ま
た
は
理
解
す
る
下
地
と
し
て
の
言
説
は
︑
既
に
用
意
さ
れ
て
い
た
︒
日

本
を
描
く
際
に
︑
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
作
家
や
学
者
は
一
九
世
紀
末
か
ら
戦
争

ま
で
の
間
流
通
し
て
い
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
を
蘇
ら
せ
た
の
で
あ
る
︒
戦
時
中
に

非
人
間
的
な
敵
と
さ
れ
た
日
本
は
︑
終
戦
間
も
な
く
︑
再
び
﹁
人
形
の
よ
う

な
﹂
女
性
︑
真
面
目
な
生
徒
︑
あ
る
い
は
珍
し
く
て
神
秘
的
な
骨
董
品
︑
な
ど

の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
表
象
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

こ
の
風
潮
は
︑
様
々
な
作
家
や
画
家
な
ど
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
も
の
で
︑
政
府
が
直
接
に
操
作
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
そ

れ
で
も
﹁
独
立
し
て
︑
時
に
は
知
ら
ず
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
人
は
政
治
の
目
的
を

支
持
し
た
見
解
を
広
め
る
傾
向
が
あ
っ
た
﹂︒
シ
ブ
サ
ワ
は
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
︒

ア
メ
リ
カ
の
政
府
関
係
者
と
と
も
に
︑
ア
メ
リ
カ
の
作
家
や
映
画
製
作
者

が
︑
日
本
人
と
ア
メ
リ
カ
と
の
適
切
な
関
係
に
つ
い
て
非
常
に
統
一
的
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
出
し
た
︒
こ
の
者
達
の
多
く
は
︑
自
分
が
ア
メ
リ
カ
人
と

日
本
人
の
関
係
を
よ
り
友
好
的
に
す
る
過
程
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
自

覚
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
︑
こ
の
目
的
を
ど
の
よ
う
に
果
た
し

て
い
た
か
を
必
ず
し
も
意
識
し
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
︒
こ
の
冷
戦
時
代

の
自
由
主
義
者
達
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
偉
大
さ
︑
人
種
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
成

熟
な
ど
に
関
し
て
︑
一
般
的
に
是
認
さ
れ
た
考
え
方
が
共
通
し
て
い
た
の

で
︑
日
本
の
﹁
子
供
っ
ぽ
さ
﹂
や
﹁
素
朴
さ
﹂
に
つ
い
て
の
発
言
が
彼
ら

に
と
っ
て
は
当
然
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
成
熟
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
意
識
的
に
用
い
た
の
で
は
な
い
︒

エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
も
︑
シ
ブ
サ
ワ
の
い
う
﹁
冷
戦
時
代

の
自
由
主
義
者
達
﹂
に
所
属
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
︒
五
〇
年
代
に
日
本
の
左

翼
知
識
人
と
頻
繁
に
起
こ
し
た
論
争⑬

で
一
貫
し
て
ア
メ
リ
カ
の
覇
権
を
弁
護
し

た
ほ
か
︑
日
本
を
﹁
幼
稚
﹂
と
す
る
言
説
が
彼
の
文
章
に
窺
え
る
︒
一
九
五
四

年
に
﹃
読
売
新
聞
﹄
に
寄
稿
し
た
コ
ラ
ム
が
︑
そ
の
傾
向
を
顕
著
に
表
す
︒
皮

肉
を
込
め
た
文
章
で
︑
中
野
好
夫
の
雑
誌
﹃
平
和
﹄
を
次
の
よ
う
に
揶
揄
す
る⑭

︒

﹁
平
和
﹂
を
み
せ
び
ら
か
し
て
交
番
の
前
を
ゆ
っ
く
り
通
っ
た
︒
お
巡
り

さ
ん
は
別
段
関
心
が
あ
り
そ
う
で
も
な
か
っ
た
︒
私
は
ひ
き
か
え
し
て
一

層
ゆ
っ
く
り
通
り
過
ぎ
て
み
た
が
︑
一
向
何
も
起
ら
な
い
︵
略
︶
ど
う
に

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の
紹
介
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も
腹
が
お
さ
ま
ら
な
く
て
﹁
平
和
﹂
へ
手
紙
を
書
い
て
み
た
︒

中
野
先
生

私
は
今
日
﹁
平
和
﹂
を
一
冊
買
い
ま
し
た
︒
そ
れ
を
も
っ
て
お
巡
り
さ

ん
の
前
を
通
り
ま
し
た
︒
だ
が
彼
は
﹁
平
和
﹂
に
注
意
さ
え
し
た
ふ
う
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
中
野
先
生
︱
こ
れ
は
つ
ま
り
こ
う
な
の
で
す
︒
フ

ァ
シ
ス
ト
吉
田
政
府
は
︑
ウ
ォ
ー
ル
街
の
ボ
ス
の
御
命
令
に
よ
っ
て
︑
今

や
字
さ
え
読
め
な
い
お
巡
り
さ
ん
を
︑
わ
れ
わ
れ
の
警
察
隊
員
と
し
ま
し

た
︒
わ
れ
わ
れ
平
和
勢
力
は
︑
こ
ん
な
こ
と
が
我
慢
で
き
る
で
し
ょ
う
か
︒

ま
た
︑
数
ヶ
月
後
に
同
じ
コ
ラ
ム
で
︑﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
の
感
想
文
の
形
で
揶

揄
を
さ
ら
に
重
ね
る⑮

︒

一
つ
の
こ
と
が
わ
か
る
と
︑
そ
の
他
の
こ
と
ま
で
そ
れ
で
わ
り
切
っ
て
み

た
く
な
る
の
が
︑
私
の
く
せ
だ
が
︑
日
本
人
の
考
え
方
に
も
︑
こ
の
﹁
陰

翳
礼
讃
﹂
で
説
明
の
つ
く
と
こ
ろ
が
大
い
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

私
は
今
ま
で
日
本
人
は
﹁
平
和
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
い
﹁
水
爆
禁
止
﹂
を

叫
ぶ
人
々
が
最
も
平
和
を
欲
し
て
い
る
人
だ
と
思
っ
て
い
た
︒
こ
れ
は
日

本
人
が
外
ぼ
う
と
真
実
の
区
別
が
つ
か
な
い
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
っ
た
現
象

で
︑
暗
い
部
屋
に
住
み
な
れ
眼
を
悪
く
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
︒

ど
う
も
少
し
推
論
し
過
ぎ
た
よ
う
な
気
も
す
る
が
︑
と
に
か
く
私
と
し

て
は
こ
の
本
の
よ
う
に
本
当
に
日
本
文
化
の
説
明
に
役
立
つ
よ
う
な
本
が
︑

も
っ
と
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
と
思
う
︒
そ
れ
に
つ
け
て
も
︑
日
本
を
最

も
端
的
に
説
明
し
て
く
れ
る
小
説
や
随
筆
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
日

本
文
学
の
恥
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二
つ
の
文
章
に
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
辛
辣
な
ユ
ー
モ
ア
が
利
い
て
い
る

が
︑
こ
れ
で
彼
は
︑
米
国
政
府
が
提
唱
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て

い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
︒
彼
に
と
っ
て
は
︑
日
本
人
が
異
議
を
唱
え
る
の
は

﹁
外
ぼ
う
と
真
実
の
区
別
が
つ
か
な
い
﹂
か
ら
で
あ
り
︑
区
別
が
つ
く
ま
で
学

ぶ
べ
き
だ
と
い
う
︒
し
か
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
発
言
が
揶
揄
さ
れ
る
の

に
対
し
︑
日
本
文
化
に
対
し
て
は
そ
の
説
明
が
求
め
ら
れ
る
︒
西
洋
人
に
日
本

文
化
を
説
明
す
る
場
合
に
の
み
︑
日
本
人
は
発
言
権
を
与
え
ら
れ
る
︒

二
︑
ク
ノ
ッ
プ
フ
社
の
日
本
文
学
企
画

｢世
界
文
学
﹂
の
概
念
を
問
い
直
す
著
作
﹃
T
he
Scandals
of
T
ransla-

tion
﹄
に
お
い
て
︑
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ニ
ュ
テ
ィ
は
五
〇
年
代
の
日
本
文
学

の
英
訳
を
取
り
上
げ
る⑯

︒
ヴ
ェ
ニ
ュ
テ
ィ
は
当
時
の
英
訳
の
範
囲
が
限
定
さ
れ

た
点
を
正
し
く
指
摘
す
る
︒﹁
例
え
ば
喜
劇
小
説
や
︑
現
代
的
︑
西
洋
化
し
た

日
本
を
描
い
た
小
説
な
ど
︑
戦
後
の
学
問
的
な
正
典
に
合
わ
な
か
っ
た
日
本
小

説
は
ほ
と
ん
ど
英
語
に
翻
訳
さ
れ
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
︒

し
か
し
︑
日
本
文
学
の
英
訳
の
旗
手
で
あ
っ
た
ク
ノ
ッ
プ
フ
社
の
ラ
イ
ン
ナ

ッ
プ
を
見
る
と
︑
決
し
て
英
語
圏
に
お
け
る
日
本
文
学
の
﹁
正
典
﹂
と
は
言
え

な
い
翻
訳
も
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
ク
ノ
ッ
プ
フ
が
一
九
五
七
年
に
作
っ
た
宣
伝

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の
紹
介
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小
冊
子⑰

に
︑
谷
崎
︑
川
端
︑
三
島
の
ほ
か
に
︑
大
仏
次
郎
の
﹃
帰
郷
﹄
や
︑
大

岡
昇
平
の
﹃
野
火
﹄
な
ど
の
作
品
も
見
ら
れ
る
︒
同
じ
小
冊
子
で
︑
ク
ノ
ッ
プ

フ
社
の
日
本
文
学
企
画
の
編
集
者
ハ
ロ
ル
ド
・
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
︑
日
本
文
学
の

多
様
性
を
強
調
す
る
︒
一
般
読
者
の
質
問
を
想
定
す
る
形
で
書
か
れ
た
エ
ッ
セ

イ
で
︑
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

こ
れ
ら
の
小
説
は
本
当
に
代
表
的
な
も
の
で
す
か
？

他
の
ジ
ャ
ン
ル
は
な
い
の
で
す
か
？

﹃
帰
郷
﹄︑﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄︑﹃
潮
騒
﹄
は
一
般
的
に
日
本
文
学
の
特
徴
を
示

し
て
い
ま
す
︒
し
か
し
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
主
な
文
学
と
同
様
に
︑
ス
リ
ラ

ー
小
説
︑
問
題
小
説
︑
社
会
学
的
小
説
︑
実
存
主
義
小
説
︑
戦
争
小
説
︑

軽
い
恋
愛
小
説
︑
時
代
小
説
︑
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
小
説
も
あ
り
ま
す
︒

谷
崎
や
川
端
な
ど
の
︑
い
わ
ゆ
る
純
文
学
の
作
家
が
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
初
期
英

訳
の
過
半
数
を
占
め
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
︑
ス
ト
ラ
ウ
ス
が
幅
広
い
日
本
文

学
像
を
読
者
に
与
え
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
︒
彼
は
繰
り
返
し
日
本
文
学
の
普

遍
的
な
価
値
を
主
張
す
る
︒
当
時
ス
ト
ラ
ウ
ス
が
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
に
寄
稿
し

た
文
章
に
も
彼
の
文
学
観
が
見
え
る
︒
翻
訳
企
画
を
開
始
す
る
直
前
に
︑
ス
ト

ラ
ウ
ス
は
﹃
朝
日
新
聞
﹄
で
︑﹃
帰
郷
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
が
選
ば
れ
た
理
由

を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る⑱

︒

現
代
日
本
の
文
学
を
紹
介
す
る
と
い
う
こ
の
貴
重
な
試
み
に
︑
な
ぜ
こ

の
二
作
品
を
選
ん
だ
の
か
と
︒

ア
メ
リ
カ
の
出
版
社
は
︑
外
国
文
学
の
紹
介
に
あ
た
っ
て
は
確
固
と
し

た
規
定
を
も
っ
て
い
ま
す
︒
一
番
大
事
な
こ
と
は
︑
芸
術
的
に
高
い
質
の

作
品
︑
母
国
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
と
言
い
う
る
作
家
の
作
品
を
選

ぶ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
多
く
の
日
本
人
は
︑
ア
メ
リ
カ
人
に
は
高
級
な
日

本
文
学
な
ど
分
る
ま
い
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
︑

も
し
そ
の
作
品
が
い
い
も
の
で
あ
れ
ば
︑
ア
メ
リ
カ
人
は
理
解
で
き
る
よ

う
に
な
る
ま
で
研
究
し
ま
す
︒

も
う
一
つ
の
規
定
と
い
う
の
は
︑
翻
訳
さ
れ
る
小
説
は
︑
そ
の
国
の

人
々
の
内
面
生
活
や
感
情
の
特
性
が
に
じ
み
出
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
戦
争
文
学
の
よ
う
な
も
の
は
除
外
さ
れ
ま

す
︒｢蓼

喰
ふ
虫
﹂
を
選
ん
だ
最
大
の
理
由
は
︑
日
本
人
の
多
く
が
谷
崎
氏

を
現
在
生
き
て
い
る
最
大
の
作
家
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
す
︒
私
の
社

で
は
す
で
に
八
人
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
の
作
品
を
出
し
ま
し
た
︒
そ
し
て

谷
崎
氏
が
そ
の
九
人
目
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒

ス
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
︑
英
訳
に
採
用
さ
れ
る
作
品
は
日
本
の
﹁
人
々
の
内

面
生
活
や
感
情
の
特
性
が
に
じ
み
出
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
の

で
あ
る
︒
そ
の
上
に
﹁
芸
術
的
に
高
い
質
の
作
品
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

こ
こ
で
い
う
﹁
質
﹂
に
は
︑
少
な
く
と
も
二
つ
の
基
準
が
あ
る
︒
一
つ
は
︑
そ

の
作
品
が
数
多
く
の
日
本
人
読
者
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
尺
度
で
あ
る
︒

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
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紹
介
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も
う
一
つ
は
︑
作
品
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う

判
断
基
準
で
あ
る
︒
彼
が
一
九
五
七
年
に
﹃
中
央
公
論
﹄
に
寄
稿
し
た
文
章
も
︑

こ
の
基
準
に
つ
い
て
言
及
す
る⑲

︒﹁
日
本
の
文
学
に
対
し
て
︑
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ

ク
な
好
奇
心
か
ら
で
は
な
く
︑
本
当
の
芸
術
作
品
と
し
て
真
心
か
ら
の
賞
賛
の

声
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
﹂
と
述
べ
る
︒
か
つ
て
日
本
の
絵
画
や
詩
歌
が
西
洋
の

芸
術
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
同
様
に
︑
い
つ
か
は
﹁
す
ぐ
れ
た
日
本
文
学
の
作

風
や
雰
囲
気
が
︑
西
欧
の
散
文
文
学
に
直
接
の
影
響
を
与
え
る
可
能
性
さ
え
見

え
る
﹂
と
い
う
︒
英
訳
過
程
は
西
洋
文
学
と
日
本
文
学
の
対
話
を
約
束
す
る
︒

し
か
し
そ
の
対
話
に
参
加
で
き
る
の
は
︑
こ
の
基
準
で
﹁
す
ぐ
れ
た
﹂
と
評
価

さ
れ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
文
章
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
ス
ト
ラ
ウ
ス
が
想
定
す
る
読
者
の
要

求
が
明
ら
か
に
な
る
︒
彼
ら
は
日
本
の
﹁
異
国
情
緒
﹂
や
﹁
内
面
生
活
﹂
を
知

る
た
め
に
日
本
文
学
を
手
に
取
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
満
足

し
な
い
︒
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
表
象
さ
れ
る
﹁
芸
術
的
に
高
い
質
﹂
の
作
品
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
評
価
基
準
が
普
遍
的
な
﹁
芸
術
的
に
高
い

質
﹂
に
す
り
替
え
ら
れ
︑
西
洋
的
な
基
盤
を
前
提
と
し
て
日
本
を
語
る
文
学
が

求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

三
︑
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
評
価
基
準

エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
自
伝
に
よ
る
と
︑
翻
訳
さ
れ
る
小

説
の
選
択
権
は
ス
ト
ラ
ウ
ス
と
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
が
共
有
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る⑳

︒
二
人
の
選
択
基
準
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
︒
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー

は
︑﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
を
選
ん
だ
理
由
を
説
明
す
る
︒

最
初
の
英
訳
と
し
て
出
す
の
な
ら
︑
も
う
少
し
小
説
ら
し
い
小
説
︑
西
欧

の
﹁
ノ
ヴ
ェ
ル
﹂
に
近
い
作
品
が
い
い
と
思
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
︑
私
も

ス
ト
ロ
ー
ス
の
意
見
に
賛
成
だ
っ
た
し
︑
シ
リ
ー
ズ
中
の
第
一
作
と
し
て

出
す
に
は
︑
も
う
少
し
一
般
読
者
に
人
気
の
出
そ
う
な
作
品
が
い
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
提
案
も
︑
確
か
に
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
︒
い

ず
れ
に
し
て
も
︑
一
般
読
者
に
馴
染
み
の
な
い
形
式
を
︑
い
き
な
り
教
え

込
も
う
な
ど
と
い
う
気
は
な
か
っ
た
︒

こ
の
記
述
の
意
味
を
把
握
す
る
に
は
︑
ま
ず
は
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
い

う
﹁
小
説
ら
し
い
小
説
﹂
を
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
一
九
六
五
年
に
行

わ
れ
た
座
談
会㉑
で
は
︑
永
井
荷
風
と
谷
崎
潤
一
郎
と
で
ど
ち
ら
が
上
か
と
い
う

質
問
に
対
し
て
︑
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
︒

あ
︑
む
ず
か
し
い
で
す
ね
⁝
⁝
︒
小
説
家
と
し
て
は
谷
崎
の
方
が
上
だ
と

思
い
ま
す
︒

︱
西
洋
人
の
眼
か
ら
み
た
小
説
で
す
よ

︱
︒
荷
風
は
ほ

ん
と
う
の
小
説
は
ほ
と
ん
ど
書
か
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒

あ
る
と
す
れ
ば
﹁
す
み
だ
川
﹂
だ
け
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
し
か
し
二

人
と
も
日
本
文
学
の
本
流
の
随
筆
風
の
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
︒
そ
う
い

う
も
の
を
書
き
ま
す
と
や
は
り
荷
風
が
上
と
思
い
ま
す
︒

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の
紹
介
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こ
こ
で
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
は
小
説
を
﹁
随
筆
風
﹂
の
作
品
と
﹁
西
洋
人

の
眼
か
ら
み
た
小
説
﹂
に
分
類
し
て
お
り
︑
谷
崎
が
そ
の
後
者
の
作
家
と
し
て

優
れ
て
い
る
と
答
え
る
︒
続
い
て
彼
は
そ
の
﹁
小
説
﹂
の
中
心
を
﹁
人
間
描

写
﹂
と
し
︑
ま
た
具
体
例
と
し
て
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
を
挙
げ
る
︒

こ
の
文
学
観
は
︑
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
五
〇
年
代
の
発
言
で
も
一
貫
し

て
い
る
︒
一
九
五
四
年
の
コ
ラ
ム
で
︑
日
本
文
学
の
翻
訳
を
取
り
上
げ
た㉒
︒

日
本
語
独
特
の
風
俗
や
こ
と
わ
ざ
を
と
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
本

の
興
味
が
な
く
な
る
と
い
う
の
な
ら
︑
そ
の
本
は
翻
訳
す
べ
き
で
は
な
い
︒

久
保
田
万
太
郎
の
作
品
や
永
井
荷
風
の
多
く
の
作
品
は
こ
の
例
だ
と
思
う
︒

作
家
が
好
ん
で
使
う
風
俗
や
こ
と
わ
ざ
な
ど
を
は
ぶ
け
ば
︑
作
品
の
興
味

が
多
少
薄
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
︑
そ
の
作
品
全
体
の
価
値
が
変
ら

な
い
な
ら
︑
も
ち
ろ
ん
︑
翻
訳
す
る
価
値
が
あ
る
わ
け
だ
︒

翻
訳
さ
れ
て
︑﹁
日
本
語
独
特
﹂
の
要
素
が
取
り
除
か
れ
て
も
お
も
し
ろ
く

読
め
る
小
説
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
い
う
ま
で
も

な
く
ス
ト
ラ
ウ
ス
の
考
え
方
に
一
致
し
︑﹁
馴
染
み
の
な
い
形
式
を
︑
い
き
な

り
教
え
込
も
う
な
ど
と
い
う
気
は
な
か
っ
た
﹂
こ
と
と
も
呼
応
す
る
︒

ス
ト
ラ
ウ
ス
と
同
様
に
︑
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
は
︑
ア
メ
リ
カ
人
読
者
が

既
に
理
解
で
き
る
枠
組
み
で
﹁
日
本
﹂
を
語
る
作
品
を
翻
訳
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
と
す
る
︒
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
に
と
っ
て
は
︑
こ
の
﹁
日
本
﹂
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
の
英
訳
は
示

唆
的
で
あ
る
︒

一
九
五
四
年
一
〇
月
に
︑
朝
日
新
聞
社
は
英
字
雑
誌
﹃
ジ
ャ
パ
ン
・
ク
オ
ー

タ
リ
ー
﹄
を
発
刊
し
た
︒
日
本
内
外
の
︑
英
語
圏
の
読
者
向
け
の
雑
誌
と
し
て
︑

﹁
日
本
﹂
の
様
々
な
側
面
を
紹
介
し
た
︒
特
に
︑
冷
戦
下
の
日
米
同
盟
関
係
の

重
要
さ
を
強
調
し
︑
そ
の
関
係
を
さ
ら
に
強
化
す
る
方
法
と
し
て
文
化
の
相
互

理
解
を
提
唱
し
た
︒
創
刊
号
の
記
事
の
一
つ
と
し
て
︑
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー

訳
の
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
は
掲
載
さ
れ
た
︒
翌
年
一
月
に
︑
大
方
同
じ
訳
文
が
﹃
ア

ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
マ
ン
ス
リ
ー
﹄
の
日
本
特
集
に
再
掲
さ
れ
た
︒

こ
の
翻
訳
は
全
訳
で
は
な
く
︑
抄
訳
で
あ
る
︒
谷
崎
の
翻
訳
さ
れ
た
原
文
に
︑

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
は
自
分
の
注
釈
や
解
説
を
加
え
て
い
る
︒
サ
イ
デ
ン
ス

テ
ッ
カ
ー
が
翻
訳
し
た
箇
所
と
削
除
し
た
箇
所
は
︑
左
の
表
で
示
さ
れ
る
︒

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
編
集
や
削
除
に
は
パ
タ
ー
ン
が
い
く
つ
か
見
え
る
︒

一
つ
は
︑
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
が
﹁
汚
い
﹂
と
判
断
し
た
と
思
わ
れ
る
文
章

は
徹
底
的
に
削
除
さ
れ
た
︒
一
九
六
五
年
︑
谷
崎
の
追
悼
文㉓
で
︑
サ
イ
デ
ン
ス

テ
ッ
カ
ー
が
谷
崎
の
﹁
排
泄
へ
の
関
心
﹂
を
指
摘
し
︑
﹁
翻
訳
者
や
︑
大
学
の

講
義
で
谷
崎
を
取
り
上
げ
た
い
教
授
に
と
っ
て
は
︑
常
に
扱
い
づ
ら
い
問
題
﹂

と
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
削
除
の
意
図
が
わ
か
る
︒
し
か
し
そ

れ
に
加
え
て
︑
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
の
語
り
手
が
﹁
西
洋
﹂
ま
た
は
﹁
西
洋
人
﹂
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
箇
所
も
完
全
に
排
除
さ
れ
た
︒
こ
う
し
て
﹁
夾
雑
物
﹂

が
取
り
除
か
れ
た
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
の
英
訳
は
︑
結
局
﹁
日
本
﹂
を
語
る
こ
と
し

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の
紹
介

一
一
〇



表

﹃
陰
翳
禮
讚
﹄
原
文
と
英
訳
と
の
比
較
︵
節
別
︶

節
の
主
な
内
容

翻
訳
状
況

◯
日
本
美
と
西
洋
技
術
の
調
和
の
難
し
さ

序
説
と
し
て
短
く
要
約

◯
厠
に
窺
え
る
東
洋
独
自
の
美
学

省
略

◯
東
洋
的
な
技
術
︑
科
学
の
想
像

一
部
省
略

◯
優
秀
な
文
明
に
逢
着
︑
科
学
の
続
き
︑
映
画
の
技
術

一
部
省
略

◯
輝
く
も
の
に
対
す
る
違
和
感
︑
垢
︑
歯
医
者

一
部
省
略

◯
わ
ら
ん
じ
や
︑
イ
ン
ド
人
︑
漆
器
︑
陶
器

一
部
英
訳

◯
汁
︑
茶
碗
︑
和
食
︑
羊
羹
︑
食
事
と
陰
影

省
略

◯
建
築
の
比
較
︑
床
の
間
︑
軸
物

訳
者
の
要
約
と
合
わ
せ
て

一
部
翻
訳

◯
間
︑
東
洋
の
神
秘
︑
永
遠
︑
リ
ッ
プ
ヴ
ァ
ン
ウ
ィ
ン
ク
ル

省
略

◯
金
︑
能
︑
歌
舞
伎
︑
女
形
の
美

省
略

◯
能
衣
裳
︑
女
形
の
美
の
続
き
︑
舞
台
の
照
明

短
く
要
約
さ
れ
︑
一
文
以

外
は
省
略

◯
文
楽
︑
女
性
の
美
︑
母
親
の
話
︑
鉄
漿
︑
東
西
の
女
性

一
部
省
略

◯
西
洋
の
発
達
︑
現
状
に
見
出
さ
れ
る
東
洋
美
学
︑
肌
の

比
較
︑
人
種
差
別
︑
南
北
戦
争
の
ア
メ
リ
カ
社
会

省
略

◯
美
白
︑
京
都
の
芸
者
︑
茶
屋
︑
闇
と
女

一
部
省
略

◯
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
会
︑
日
米
の
電
気
の
無
駄
遣
い
︑
ア

イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
︑
月
見
の
遠
足
︑
電
気
の
熱

一
部
省
略
さ
れ
一
部
要
約

◯
世
代
ギ
ャ
ッ
プ
︑
老
人
の
不
満
︑
近
代
文
化
と
若
者
︑

都
市
と
地
方
︑
寿
司
︑
終
わ
り

最
後
の
段
落
以
外
省
略

か
で
き
な
い
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
英
語
圏
の
読
者
に
呈
示
さ
れ
る

こ
の
﹁
日
本
﹂
は
︑
﹁
美
学
﹂
︑﹁
女
﹂
︑﹁
骨
董
品
﹂
に
し
か
興
味
を
示
さ
な
い
︑

抽
象
化
さ
れ
た
日
本
で
あ
る
︒
あ
る
意
味
で
は
︑
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
の
翻
訳
過
程

は
︑
当
時
英
訳
さ
れ
た
日
本
文
学
の
縮
図
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
翻
訳

者
の
選
択
と
編
集
に
よ
っ
て
難
解
な
箇
所
︑
あ
る
い
は
従
来
の
日
本
像
と
相
容

れ
な
い
箇
所
が
排
除
さ
れ
︑
読
者
の
先
入
観
を
正
当
化
す
る
も
の
に
変
容
さ
れ

る
︒

四
︑
谷
崎
の
英
訳
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

ス
ト
ラ
ウ
ス
と
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
発
言
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
︑
二

人
が
目
指
し
た
﹁
日
本
文
学
﹂
の
概
念
が
見
え
る
︒
彼
ら
に
と
っ
て
は
︑
翻
訳

さ
れ
る
べ
き
日
本
文
学
は
日
本
の
﹁
本
質
﹂
を
ア
メ
リ
カ
の
読
者
に
理
解
で
き

る
形
で
呈
示
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
文
学
観
は
偶
発
的
な
も
の
で
は

な
く
︑
当
時
ア
メ
リ
カ
で
流
行
し
た
日
本
に
関
す
る
諸
言
説
を
明
確
に
反
映
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

戦
後
ア
メ
リ
カ
の
日
本
像
が
一
九
世
紀
末
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
言
説
の
再
現
を

特
徴
と
し
た
こ
と
に
配
慮
す
れ
ば
︑﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
が
い
か

に
そ
の
環
境
に
適
し
た
翻
訳
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
︒

例
え
ば
︑
先
行
研
究
で
既
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
︑﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の

要
の
目
に
写
る
日
本
人
女
性
は
︑
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
の
﹃
お
菊
さ
ん
﹄
を
彷

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の
紹
介

一
一
一



彿
と
さ
せ
る
表
現
で
描
か
れ
る
︒
西
原
大
輔
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹃
蓼
喰
ふ

蟲
﹄
に
お
い
て
﹁
人
形
の
よ
う
な
女
﹂
と
い
う
描
写
は
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
︑

﹁
日
本
人
を
人
形
人
形
と
繰
り
返
し
た
の
は
︑﹃
お
菊
さ
ん
﹄
の
ピ
エ
ー
ル
・
ロ

テ
ィ
で
あ
っ
た
︒
谷
崎
も
ま
た
そ
の
同
じ
轍
を
踏
ん
で
︑﹁
人
形
﹂
と
い
う
語

彙
を
使
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る㉔
︒

確
か
に
︑
ロ
テ
ィ
と
谷
崎
は
こ
の
点
で
共
通
し
て
い
る
︒
要
が
お
久
︑
あ
る

い
は
お
久
の
よ
う
な
女
性
に
満
足
で
き
る
か
を
考
え
て
い
る
箇
所
で
︑
彼
は
次

の
よ
う
に
い
う
︒

多
分
お
久
と
云
ふ
も
の
が
或
る
特
定
な
一
人
の
女
で
な
く
︑
む
し
ろ
一
つ

の
タ
イ
プ
で
あ
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
事
実
要
は

老
人
に
仕
へ
て
ゐ
る
お
久
で
な
く
と
も
﹁
お
久
﹂
で
さ
へ
あ
れ
ば
い
ゝ
で

あ
ら
う
︒
彼
の
私
か
に
思
ひ
を
よ
せ
て
ゐ
る
﹁
お
久
﹂
は
︑
或
は
こ
ゝ
に

ゐ
る
お
久
よ
り
も
一
層
お
久
ら
し
い
﹁
お
久
﹂
で
も
あ
ら
う
︒
事
に
依
つ

た
ら
さ
う
云
ふ
﹁
お
久
﹂
は
人
形
よ
り
外
に
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
︒
彼

女
は
文
楽
座
の
二
重
舞
台
の
︑
瓦
燈
口
の
奥
の
暗
い
納
戸
に
ゐ
る
の
か
も

知
れ
な
い
︒
も
し
さ
う
な
ら
ば
彼
は
人
形
で
も
満
足
で
あ
ら
う
︒︵
そ
の

十
四
︶

ロ
テ
ィ
の
主
人
公
は
︑
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
考
え
を
示
す㉕
︒

も
う
探
す
こ
と
を
や
め
て
︑
あ
の
子
と
私
が
結
婚
し
た
ら
ど
う
だ
ら
う
？

私
は
彼
女
を
預
か
り
子
の
や
う
に
大
事
に
し
て
や
ら
う
︒
私
は
彼
女
を
今

の
ま
ま
に
し
て
置
か
う
︒
す
な
わ
ち
︑
風
変
り
な
可
愛
ら
し
い
お
も
ち
ゃ

と
し
て
︒
ど
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
小
さ
な
家
庭
が
出
来
る
こ
と
だ
ら
う
！

実
際
︑
飾
物
と
結
婚
す
る
か
ら
に
は
︑
そ
れ
以
上
の
も
の
を
発
見
す
る
に

は
困
難
だ
ら
う
︒
︵
三
章
)

ま
た
︑﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
に
お
い
て
も
﹃
お
菊
さ
ん
﹄
と
類
似
し
た
レ
ト
リ
ッ

ク
が
窺
え
る
︒
例
え
ば
日
本
の
女
性
の
身
体
に
つ
い
て
︑
ロ
テ
ィ
は
次
の
よ
う

に
書
く㉖
︒

彼
女
等
の
人
形
じ
み
た
様
子
が
︑
今
は
私
を
喜
ば
せ
る
の
で
あ
る
︒
さ
う

し
て
私
は
︑
こ
の
様
子
を
彼
女
等
に
与
へ
る
処
の
も
の
を
発
見
す
る
や
う

な
気
が
す
る
︒
︵
略
︶
殊
に
彼
女
等
の
着
物
の
極
端
に
寛
濶
な
こ
と
か
ら

で
あ
る
︒
彼
女
た
ち
は
非
常
に
大
き
な
袂
を
し
て
ゐ
る
の
で
︑
背
中
も
な

け
れ
ば
︑
肩
も
な
い
と
云
ひ
た
い
程
で
あ
る
︒
彼
女
等
の
華
奢
な
身
体
は

此
の
大
き
な
着
物
は
も
し
人
な
み
の
女
の
半
分
ぐ
ら
ゐ
な
高
さ
の
処
で
︑

こ
れ
等
の
絹
の
広
い
帯
で
留
め
ら
れ
て
な
か
つ
た
ら
地
面
に
裾
を
ひ
き
ず

つ
た
か
も
知
れ
な
い
位
で
あ
る
︒︵
四
十
九
章
︶

こ
れ
を
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
比
較
し
て
み
よ
う
︒

芸
者
な
ど
の
中
に
時
々
ゐ
る
︒
そ
し
て
私
は
あ
れ
を
見
る
と
︑
人
形
の
心

棒
を
思
ひ
出
す
の
で
あ
る
︒
事
実
︑
あ
の
胴
体
は
衣
裳
を
着
け
る
た
め
の

棒
で
あ
つ
て
︑
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
︒
胴
体
の
ス
タ
ツ
フ
を
成
し

て
ゐ
る
も
の
は
︑
幾
襲
ね
と
な
く
巻
き
附
い
て
ゐ
る
衣
と
綿
と
で
あ
つ
て
︑

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の
紹
介

一
一
二



衣
裳
を
剥
け
ば
人
形
と
同
じ
や
う
に
不
恰
好
な
心
棒
が
残
る
︒

こ
の
四
つ
の
引
用
文
に
お
い
て
︑
二
種
の
類
似
性
が
見
え
る
︒
一
つ
は
︑
谷

崎
も
ロ
テ
ィ
も
︑
日
本
人
女
性
を
描
く
た
め
に
人
形
の
描
写
を
動
員
す
る
︒
同

時
に
︑
本
来
人
間
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
者
が
︑
完
全
に
美
学
の
対
象
に
還

元
さ
れ
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
︒

ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
に
描
か
れ
た
日
本
像
は
一
九
世
紀
末
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム

の
主
流
を
な
し
て
お
り㉗
︑
一
九
五
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
再
現
し
た
日
本
に
対

す
る
言
説
も
ロ
テ
ィ
か
ら
大
い
に
影
響
を
受
け
た
︒
谷
崎
が
ロ
テ
ィ
か
ら
直
接

に
影
響
を
受
け
た
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
︑
二
人
が
同
じ
く
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス

ト
言
説
の
中
で
書
い
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
︒
こ
の
事
実
は
ア
メ
リ
カ
人
読

者
に
馴
染
み
の
あ
る
読
み
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
い
う
馴

染
み
の
あ
る
読
み
と
は
︑
人
形
な
ど
を
用
い
る
紋
切
り
型
の
描
写
だ
け
で
は
な

い
︒
こ
れ
ら
の
三
作
は
﹁
女
﹂
に
表
象
さ
れ
る
﹁
日
本
﹂
を
ま
ず
美
学
の
対
象

と
し
て
捉
え
る
眼
差
し
を
駆
使
す
る
点
が
共
通
し
て
お
り
︑
こ
の
類
似
性
こ
そ

が
西
洋
の
読
者
に
理
解
し
や
す
い
日
本
像
を
与
え
た
の
で
あ
る㉘
︒

﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の
書
評
に
お
い
て
こ
の
読
み
方
が
明
確
に
表
れ
る
︒﹃
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
﹄
に
書
評
を
寄
稿
し
た
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る㉙
︒

彼
︵
引
用
者
注
：
要
︶
が
最
終
的
に
︑
古
い
日
本
を
表
象
す
る
︑
人
形
の

よ
う
な
妾
・
お
久
に
惹
か
れ
る
場
面
に
︑
彼
の
葛
藤
が
解
消
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
我
々
は
感
じ
る
︵
略
︶

テ
ー
マ
の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
ー
に
も
関
わ
ら
ず
︑
構
造
に
お
い
て
谷
崎
の
小
説

が
彷
彿
と
さ
せ
る
の
は
︑
様
々
な
鮮
や
か
な
シ
ー
ン
と
︑
深
み
を
示
唆
す

る
空
白
が
合
わ
さ
っ
た
︑
日
本
の
絵
巻
物
で
あ
る
︒

多
く
の
批
評
家
と
同
様
に
︑
キ
ー
ン
は
﹁
人
形
の
よ
う
な
妾
・
お
久
﹂
に
注

目
し
︑
彼
女
を
﹁
古
い
日
本
﹂
の
表
象
と
し
て
捉
え
る
︒
ま
た
︑
キ
ー
ン
は

﹁
絵
巻
物
﹂
を
比
喩
と
し
て
作
品
の
構
造
を
説
明
す
る
︒
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ

ー
と
匹
敵
す
る
日
本
文
学
研
究
者
と
し
て
︑
キ
ー
ン
は
確
実
に
一
般
読
者
と
は

別
の
レ
ベ
ル
で
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
を
読
ん
で
い
た
は
ず
だ
が
︑
こ
こ
で
は
読
者
に

伝
わ
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
選
ん
で
作
品
を
賞
賛
し
た
︒
三
年

後
︑﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄
の
付
録
で
︑
キ
ー
ン
は
英
訳
の
評
判
に
つ
い
て
当

時
覚
え
た
不
安
を
語
る㉚
︒﹁
外
人
の
読
者
が
小
説
の
人
物
に
象
徴
さ
れ
て
ゐ
る

日
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
相
を
味
へ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
つ
た
﹂
と
言
い
︑

﹁
も
し
﹁
蓼
喰
ふ
蟲
﹂
の
英
訳
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
に
︑
出
版
社
が
私
の
意
見

を
聞
い
た
の
な
ら
︑
や
ら
な
い
方
が
好
い
と
答
へ
た
ら
う
﹂
と
述
べ
る
︒
し
か

し
﹁
書
評
家
た
ち
は
私
の
予
想
し
た
や
う
に
︑
小
説
の
不
可
解
さ
を
揚
言
す
る

ど
こ
ろ
か
︑﹁
蓼
喰
ふ
蟲
﹂
の
美
し
さ
や
感
情
の
細
か
さ
を
争
っ
て
禮
讃
﹂
し

﹁
ド
イ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ス
等
か
ら
重
訳
の
申
込
が
あ
つ
て
︑
西
洋
全
体
で
谷
崎
文

学
の
偉
大
さ
が
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
﹂
と
い
う
︒

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
と
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
の
紹
介

一
一
三



お
わ
り
に

谷
崎
の
作
品
が
翻
訳
対
象
の
作
品
と
し
て
採
用
さ
れ
た
時
点
か
ら
︑
ア
メ
リ

カ
の
読
者
に
届
い
た
時
点
ま
で
の
各
段
階
に
お
い
て
︑
作
中
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
言
説
が
有
効
に
働
い
た
︒﹃
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
マ
ン
ス
リ
ー
﹄
と
ク

ノ
ッ
プ
フ
社
が
最
初
に
日
本
文
学
の
英
訳
を
ア
メ
リ
カ
人
読
者
に
紹
介
し
た
こ

と
は
︑
戦
後
に
お
い
て
日
米
同
盟
関
係
を
文
化
の
相
互
理
解
を
通
し
て
強
め
る

と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
環
で
あ
っ
た
︒
ス
ト
ラ
ウ
ス
と
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ

カ
ー
は
︑
日
本
の
﹁
女
性
﹂
や
﹁
骨
董
品
﹂
を
日
本
文
化
の
主
柱
と
し
て
位
置

づ
け
た
戦
後
の
美
学
を
反
映
し
て
︑
そ
れ
ら
の
発
想
を
﹁
日
本
﹂
の
表
象
と
す

る
﹃
蓼
喰
ふ
蟲
﹄
と
︑
ま
た
は
美
学
を
通
し
て
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
整
理

す
る
﹃
陰
翳
禮
讃
﹄
を
翻
訳
対
象
と
し
て
選
択
し
た
︒
い
っ
た
ん
英
語
で
紹
介

さ
れ
た
こ
の
作
品
は
︑
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
の
﹃
お
菊
さ
ん
﹄
や
︑
ジ
ェ
ー
ム

ズ
・
ミ
ッ
チ
ェ
ナ
ー
の
﹃
サ
ヨ
ナ
ラ
﹄
な
ど
の
︑
既
成
の
流
行
作
品
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
文
脈
に
お
い
て
読
ま
れ
た
︒
歌
舞
伎
や
関
西
の
地
方
色
な
ど
の
知

識
に
乏
し
い
ア
メ
リ
カ
の
読
者
は
︑
そ
の
詳
細
を
読
み
落
と
し
て
も
︑
作
中
に

描
か
れ
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
︑
馴
染
み
の
あ
る
描
写
を
見
出
し
︑

特
定
の
読
み
方
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

﹃
お
菊
さ
ん
﹄
や
﹃
蝶
々
夫
人
﹄
な
ど
の
作
品
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
感
覚

を
持
っ
た
読
者
に
と
っ
て
は
︑
同
じ
よ
う
に
外
部
の
者
が
日
本
に
入
り
︑
外
部

︵
西
洋
︶
の
論
理
に
よ
っ
て
日
本
を
美
学
の
対
象
と
し
て
語
る
︑
す
な
わ
ち
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
た
構
造
を
持
つ
物
語
が
当
時
の
要
求
に
最
も
ふ
さ

わ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
英
語
圏
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
︑
こ
の
構
造

は
谷
崎
の
作
品
が
日
本
の
﹁
本
質
﹂
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
︒

読
者
が
既
に
消
費
し
て
い
た
日
本
像
が
翻
訳
を
通
し
て
再
輸
入
さ
れ
︑﹁
日
本

人
作
家
﹂
や
﹁
日
本
文
学
﹂
と
い
う
︑
そ
の
真
正
を
保
証
す
る
表
記
を
刻
印
さ

れ
た
の
で
あ
る
︒
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A
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