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一
、
は
じ
め
に

　
「
舞
踏
会
」
は
、「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
の
思
ひ
出
」
を
描
い
た
短
編

小
説
で
あ
る
。
小
説
の
構
成
は
二
部
に
分
け
ら
れ
る
。「
一
」で
は「
明

治
十
九
年
」の
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
が
描
か
れ
る
。
主
人
公
の
明
子
が
、

正
式
な
舞
踏
会
に
臨
む
の
は
、
こ
の
日
が
初
め
て
だ
っ
た
。
鹿
鳴
館

の
舞
踏
会
で
、
明
子
は
「
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
」
と
一
夜
の
交
流
を

持
つ
。「
二
」
に
な
る
と
、
当
年
の
明
子
（
Ｈ
老
夫
人
）
は
鎌
倉
の

別
荘
へ
向
か
う
汽
車
の
中
に
い
る
。
時
は
「
大
正
七
年
」
で
あ
る
。

偶
然
一
緒
に
な
っ
た
「
青
年
の
小
説
家
」
に
、
彼
女
は
「
鹿
鳴
館
の

舞
踏
会
の
思
ひ
出
」
を
語
る
。
そ
の
話
を
聞
い
て
、
青
年
の
小
説
家

は
「
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
」
が
「
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
」
だ
っ
た
こ
と

に
気
付
く
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
彼
女
に
告
げ
た
。
し
か
し
、
Ｈ

老
夫
人
は
「
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
」
で
は
な
く
、「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ヴ
ィ

オ
」
だ
っ
た
と
、
青
年
の
言
葉
を
否
定
す
る
。「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ヴ
ィ

オ
」
は
、
作
家
「
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
」
の
本
名
で
あ
っ
た
。

実
際
の
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
に
つ
い
て
、
三
好
行
雄
氏
１
は
「
鹿
鳴

館
に
出
席
し
た
日
本
人
た
ち
の
社
交
的
教
養
が
に
わ
か
じ
こ
み
に
す

ぎ
な
か
っ
た
」
こ
と
、「
鹿
鳴
館
の
狂
態
が
、
不
平
等
条
約
の
改
正

を
い
そ
ぐ
維
新
政
府
の
、
あ
ま
り
に
も
性
急
な
欧
米
追
随
政
策
の
端

的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
、「
龍
之
介
の
拒
否
し

た
の
は
、
そ
う
し
た
歴
史
的
真
実
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
「
歴
史
的
真
実
」
を
拒
否
し
て
「
舞
踏
会
の
華
麗
な
幻

像
」
は
描
か
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
こ
で
は
、
作
品
外
部
に
あ

る
歴
史
的
な
「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
」
が
〈
現
実
〉
と
さ
れ
て
い
る
。

　

作
品
内
部
に
〈
現
実
〉
を
見
る
先
行
研
究
も
あ
る
。
神
田
由
美
子

氏
２
は
、
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
の
脳
裏
に
浮
か
ぶ
「
紙
と
竹
と
の
家

の
中
に
、
人
形
の
如
く
住
」
み
、「
細
い
金
属
の
箸
で
、
青
い
花
の

沖

崎　

み

つ

ほ

芥
川
龍
之
介
研
究

︱
︱
「
舞
踏
会
」
の
幻
を
描
く
た
め
に
︱
︱
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描
い
て
あ
る
手
の
ひ
ら
程
の
茶
碗
か
ら
、
米
粒
を
挟
ん
で
食
べ
て
ゐ

る
」
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
、「〈
現
実
〉
の
み
じ
め
な
後
進
性
」
と

捉
え
る
。
そ
し
て
、
明
子
を
「〈
現
実
〉
を
忘
却
し
た
彼
方
で
瞬
間

的
な
快
楽
に
〈
生
〉
を
燃
焼
さ
せ
る
『
ワ
ッ
ト
オ
の
画
の
中
の
お
姫

様
』」
と
し
て
、「〈
ワ
ト
オ
の
絵
〉
と
い
う
〈
人
工
〉
世
界
を
冷
静

に
眺
め
る
一
人
の
傍
観
者
、
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
」
だ
け
が
、「
醒

め
た
〈
現
実
〉
認
識
」
を
持
つ
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

高
橋
龍
夫
氏
３
は
、「
二
」
に
お
け
る
青
年
の
小
説
家
の
認
識
を
、

「
夢
を
醒
ま
す
現
実
」
と
し
て
捉
え
、「
青
年
の
い
うJulien V
iaud

の
ほ
う
が
往
年
の
明
子
よ
り
正
し
い
。」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
神

田
由
美
子
氏
４
は「〈
大
正
〉の
わ
び
し
い〈
現
実
〉の
中
で
、な
お
ジ
ュ

リ
ア
ン
・
ヴ
ィ
オ
は
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
だ
と
い
う
〈
事
実
〉
に
汚
さ

れ
る
こ
と
も
な
く
、
あ
の
一
夜
の
〈
追
憶
〉
を
胸
底
に
秘
め
続
け
る

Ｈ
老
夫
人
の
純
粋
な
姿
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ｈ
老
夫

人
が
青
年
の
言
葉
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
小
説
世
界
を
完

成
さ
せ
、「
ワ
ト
オ
の
匀に
ほ
ひ

の
あ
る
」「
不
可
思
議
」
な
〈
開
化
〉
の
絵
を
、

Ｈ
老
夫
人
の
〈
内
的
現
実
〉
と
い
う
額
縁
に
完
璧
に
収
め
た
」
の
だ

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
明
子
が
見
た
「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
」

を
〈
内
的
現
実
〉
と
し
て
い
る
。〈
内
的
現
実
〉
と
い
う
言
葉
に
は
、

青
年
の
小
説
家
の
認
識
が
客
観
的
な〈
現
実
〉だ
と
い
う
前
提
が
あ
っ

た
。

　

し
か
し
、
明
子
と
一
緒
に
ワ
ル
ツ
を
踊
っ
た
海
軍
将
校
は
、
本
当

に
「
傍
観
者
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
の
見

た
「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
」
や
青
年
の
小
説
家
の
認
識
は
、
客
観
的
に

正
し
い
〈
現
実
〉
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
論
文
で
は
、
明
子
と
海
軍
将
校
の
関
係
か
ら
明
子
の
〈
現
実
〉

認
識
を
明
ら
か
に
し
、
明
子
に
と
っ
て
の
「
舞
踏
会
」
を
捉
え
た
い

と
思
う
。

二
、
明
子
と
「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
」

　

明
子
は
夙
に
仏
蘭
西
語
と
舞
踏
と
の
教
育
を
受
け
て
ゐ
た
。

が
、
正
式
の
舞
踏
会
に
臨
む
の
は
、
今
夜
が
ま
だ
生
ま
れ
て
始

め
て
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
彼
女
は
馬
車
の
中
で
も
、
折
々
話
し

か
け
る
父
親
に
、
上
の
空
の
返
事
ば
か
り
与
へ
て
ゐ
た
。
そ
れ

程
彼
女
の
胸
の
中
に
は
、
愉
快
な
る
不
安
と
で
も
形
容
す
べ

き
、
一
種
の
落
着
か
な
い
心
も
ち
が
根
を
張
つ
て
ゐ
た
の
で
あ

つ
た
。
彼
女
は
馬
車
が
鹿
鳴
館
の
前
に
止
る
ま
で
、
何
度
い
ら

立
た
し
い
眼
を
挙
げ
て
、
窓
の
外
に
流
れ
て
行
く
東
京
の
町
の

乏
し
い
燈
火
を
、
見
つ
め
た
事
だ
か
知
れ
な
か
つ
た
。

　

が
、
鹿
鳴
館
の
中
へ
は
ひ
る
と
、
間
も
な
く
彼
女
は
そ
の
不

安
を
忘
れ
る
や
う
な
事
件
に
遭
遇
し
た
。
と
云
ふ
の
は
階
段
の

丁
度
中
程
ま
で
来
か
か
つ
た
時
、
二
人
は
一
足
先
に
上
つ
て
行

く
支
那
の
大
官
に
追
ひ
つ
い
た
。
す
る
と
大
官
は
肥
満
し
た
体

を
開
い
て
、
二
人
を
先
へ
通
ら
せ
な
が
ら
、
呆
れ
た
や
う
な
視

線
を
明
子
へ
投
げ
た
。
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鹿
鳴
館
へ
向
か
う
馬
車
の
中
、
窓
の
外
を
苛
立
た
し
い
気
持
ち
で

見
つ
め
る
明
子
は
、
不
確
か
な
未
来
に
対
し
て
「
愉
快
な
る
不
安
」

を
抱
い
て
い
る
。「
愉
快
」
な
気
持
ち
の
内
に
は
、
き
っ
と
、
自
分

が
今
ま
で
受
け
て
き
た
「
仏
蘭
西
語
と
舞
踏
と
の
教
育
」
を
、
現
実

に
応
用
す
る
こ
と
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
鹿

鳴
館
の
舞
踏
会
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
愉
快
な
る
不
安
」
を
忘
れ
る

よ
う
な
世
界
だ
っ
た
。
こ
こ
で
、
不
安
は
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
忘

れ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
予
想
し
て
い
た
「
不
安
」
と
は
全
く
違

う
も
の
に
明
子
は
出
会
う
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
お
世
辞
を
言
う
こ

と
や
上
手
に
舞
踏
す
る
こ
と
は
、さ
し
て
重
要
で
は
な
か
っ
た
。「
明

子
の
姿
」
に
現
れ
て
い
る
「
初
々
し
さ
」
や
「
品
の
好
」
さ
が
、「
支

那
の
大
官
」
や
「
若
い
燕
尾
服
の
日
本
人
」「
主
人
役
の
伯
爵
」
の

眼
を
驚
か
せ
る
。「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
」
は
、「
呆
れ
」
や
「
無
邪
気

な
驚
嘆
」
に
彩
ら
れ
た
世
界
だ
っ
た
。

　

生
ま
れ
て
初
め
て
の
舞
踏
会
で
、
明
子
は
思
い
が
け
な
い
こ
と
に

遭
遇
す
る
。
そ
の
よ
う
な
明
子
の
視
点
と
重
な
る
よ
う
に
、
語
り
手

は
「
意
外
に
も
」「
思
ひ
の
外
」
と
地
の
文
で
語
る
。

　

が
、
彼
女
が
そ
の
仲
間
へ
は
ひ
る
や
否
や
、
見
知
ら
な
い
仏

蘭
西
の
海
軍
将
校
が
、
何
処
か
ら
か
静
に
歩
み
寄
つ
た
。
さ
う

し
て
両
腕
を
垂
れ
た
儘
、
叮
嚀
に
日
本
風
の
会
釈
を
し
た
。
明

子
は
か
す
か
な
が
ら
血
の
色
が
、
頬
に
上
つ
て
来
る
の
を
意
識

し
た
。
し
か
し
そ
の
会
釈
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
問
ふ
ま
で

も
な
く
明
か
だ
つ
た
。
だ
か
ら
彼
女
は
手
に
し
て
ゐ
た
扇
を
預

つ
て
貰
ふ
べ
く
、
隣
に
立
つ
て
ゐ
る
水
色
の
舞
踏
服
の
令
嬢
を

ふ
り
返
つ
た
。
と
同
時
に
意
外
に
も
、
そ
の
仏
蘭
西
の
海
軍
将

校
は
、
ち
ら
り
と
頬
に
微
笑
の
影
を
浮
べ
な
が
ら
、
異
様
な
ア

ク
サ
ン
を
帯
び
た
日
本
語
で
、
は
つ
き
り
と
彼
女
に
か
う
云
つ

た
。

「
一
し
よ
に
踊
つ
て
は
下
さ
い
ま
せ
ん
か
。」

　

こ
れ
は
、明
子
と
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
の
出
会
い
の
場
面
で
あ
る
。

見
知
ら
ぬ
仏
蘭
西
の
将
校
で
あ
っ
た
が
、「
日
本
風
の
会
釈
」
に
よ
っ

て
明
子
は
何
か
を
察
し
、
微
か
に
頬
を
赤
く
す
る
。
普
通
、
ま
っ
た

く
見
知
ら
ぬ
仏
蘭
西
人
に
「
叮
嚀
に
日
本
風
の
会
釈
」
を
さ
れ
た
ら
、

「
何
故
だ
ろ
う
」
と
思
う
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、こ
こ
で
は
「
何
故
」

と
い
う
疑
問
は
、
語
り
手
の
「
し
か
し
」
と
い
う
言
葉
に
打
ち
消
さ

れ
、現
れ
る
前
に
消
え
て
い
る
。
そ
し
て
、明
子
は
海
軍
将
校
の
「
一

し
よ
に
踊
つ
て
は
下
さ
い
ま
せ
ん
か
。」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
前
に
、

「
隣
に
立
つ
て
ゐ
る
水
色
の
舞
踏
服
の
令
嬢
」
に
「
手
に
し
て
ゐ
た

扇
を
預
つ
て
貰
」
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
明
子
は
「
日
本
風
の
会

釈
」
か
ら
、
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
の
次
の
行
動
を
察
知
す
る
。

　

け
れ
ど
も
、
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
の
行
動
は
、
明
子
の
予
想
を
裏

切
る
も
の
だ
っ
た
。
将
校
は
、「
仏
蘭
西
語
と
舞
踏
」
と
の
世
界
で

あ
る
は
ず
の
舞
踏
会
に
お
い
て
、「
日
本
風
の
会
釈
」
を
し
、「
異
様

な
ア
ク
サ
ン
を
帯
び
た
日
本
語
」
で
、「
問
ふ
ま
で
も
な
く
明
か
」
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な
こ
と
を
「
は
つ
き
り
と
彼
女
に
」
言
う
。
彼
女
の
思
い
描
く
「
鹿

鳴
館
の
舞
踏
会
」
と
、
海
軍
将
校
の
在
り
方
は
異
な
っ
て
い
た
。

　

明
子
の
予
想
が
は
ず
れ
る
場
面
は
、
も
う
一
つ
あ
る
。

　

仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
は
、
明
子
と
食
卓
の
一
つ
へ
行
つ
て
、

一
し
よ
に
ア
イ
ス
ク
リ
イ
ム
の
匙
を
取
つ
た
。
彼
女
は
そ
の
間

も
相
手
の
眼
が
、
折
々
彼
女
の
手
や
髪
や
水
色
の
リ
ボ
ン
を
掛

け
た
頸
へ
注
が
れ
て
ゐ
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
は
勿
論
彼

女
に
と
つ
て
、
不
快
な
事
で
も
何
で
も
な
か
つ
た
。
が
、
或
刹

那
に
は
女
ら
し
い
疑
ひ
も
閃
め
か
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。

そ
こ
で
黒
い
天
鵞
絨
の
胸
に
赤
い
椿
の
花
を
つ
け
た
、
独
逸
人

ら
し
い
若
い
女
が
二
人
の
傍
を
通
つ
た
時
、
彼
女
は
こ
の
疑
ひ

を
仄
め
か
せ
る
為
に
、
か
う
云
ふ
感
歎
の
言
葉
を
発
明
し
た
。

　
「
西
洋
の
女
の
方
は
ほ
ん
た
う
に
御
美
し
う
ご
ざ
い
ま
す
こ

と
。」

　

海
軍
将
校
は
こ
の
言
葉
を
聞
く
と
、
思
ひ
の
外
真
面
目
に
首

を
振
つ
た
。

　
「
日
本
の
女
の
方
も
美
し
い
で
す
。
殊
に
あ
な
た
な
ぞ

は
︱
︱
」

　

先
の
場
面
で
は
、
疑
問
は
浮
か
ぶ
前
に
、
語
り
手
に
よ
っ
て
否
定

さ
れ
、
意
識
に
上
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
で

は
、海
軍
将
校
の
「
意
外
」
な
行
動
を
受
け
て
、明
子
は
自
分
の
「
女

ら
し
い
疑
ひ
」
を
言
葉
に
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
将
校
に
よ
る

否
定
を
想
定
し
て
、
発
明
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
明
子
の
予
想
通

り
、
将
校
は
「
日
本
の
女
の
方
も
美
し
い
で
す
。
殊
に
あ
な
た
な
ぞ

は
︱
︱
」と
言
う
。
し
か
し
、そ
の
様
子
は「
思
ひ
の
外
真
面
目
」だ
っ

た
。
こ
の
様
子
か
ら
、
海
軍
将
校
の
言
葉
が
単
な
る
社
交
辞
令
で
は

な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

明
子
の
〈
現
実
〉
認
識
は
他
者
の
言
動
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。

「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
」
に
足
を
踏
み
入
れ
た
明
子
は
、「
支
那
の
大
官
」

や
「
燕
尾
服
の
日
本
人
」
の
呆
れ
た
よ
う
な
一
瞥
、「
主
人
役
の
伯
爵
」

の
無
邪
気
な
驚
嘆
に
よ
っ
て
、「
愉
快
な
る
不
安
」
と
共
に
思
い
描

い
て
い
た
未
来
を
忘
れ
る
。仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
の
言
動
は
、「
意
外
」

な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
否
定
を
受
け
て
、
明
子
は
自
分
の

〈
現
実
〉
認
識
と
他
者
の
言
動
の
差
異
を
確
か
め
る
よ
う
に
、
仏
蘭

西
の
海
軍
将
校
に
話
し
か
け
る
。

三
、「
ワ
ツ
ト
オ
の
絵
」
の
よ
う
な
「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
」

　
「
西
洋
の
女
の
方
は
ほ
ん
た
う
に
御
美
し
う
ご
ざ
い
ま
す
こ

と
。」

　

海
軍
将
校
は
こ
の
言
葉
を
聞
く
と
、
思
ひ
の
外
真
面
目
に
首

を
振
つ
た
。

　
「
日
本
の
女
の
方
も
美
し
い
で
す
。
殊
に
あ
な
た
な
ぞ

は
︱
︱
」
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「
そ
ん
な
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
わ
。」

　
「
い
え
、
御
世
辞
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
儘
す
ぐ
に
巴
里

の
舞
踏
会
へ
も
出
ら
れ
ま
す
。さ
う
し
た
ら
皆
が
驚
く
で
せ
う
。

ワ
ツ
ト
オ
の
画
の
中
の
御
姫
様
の
や
う
で
す
か
ら
。」

明
子
は
ワ
ツ
ト
オ
を
知
ら
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
海
軍
将
校
の

言
葉
が
呼
び
起
し
た
、
美
し
い
過
去
の
幻
も
︱
︱
仄
暗
い
森
の

噴
水
と
凋
れ
て
行
く
薔
薇
と
の
幻
も
、
一
瞬
の
後
に
は
名
残
り

な
く
消
え
失
せ
て
し
ま
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

　
「
舞
踏
会
」
は
幻
想
的
な
作
品
だ
が
、「
幻
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ

る
の
は
、こ
の
場
面
の
み
で
あ
る
。「
ワ
ツ
ト
オ
」と
い
う
言
葉
に
よ
っ

て
、「
美
し
い
過
去
の
幻
」
は
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。「
ワ
ツ
ト
オ
」
と

は
、
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
、
ヴ
ァ
ト
ー
、
ジ
ャ
ン
＝
ア
ン

ト
ワ
ー
ヌ
（Jean A

ntoine V
atteau

）
の
こ
と
で
あ
る
。
ロ
コ
コ

美
術
の
先
駆
者
で
あ
り
、「
シ
テ
ー
ル
島
へ
の
船
出
」
は
フ
ラ
ン
ス

の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
高
く
評
価
さ
れ
た
。
中
山
公
男
氏
５
は
、ヴ
ァ
ト
ー

の
作
品
を
「
野
外
の
風
景
の
中
に
男
女
た
ち
の
語
ら
い
、
音
楽
、
愛

を
描
き
、
舞
台
的
・
夢
幻
的
な
情
景
を
描
い
た
と
い
う
点
で
も
、
人

体
と
自
然
を
一
つ
の
夢
想
的
な
調
和
に
よ
っ
て
描
い
た
点
で
も
、
真

に
ロ
コ
コ
的
な
も
の
に
先
駆
す
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

　

な
ぜ
、
海
軍
将
校
は
明
子
を
「
ワ
ツ
ト
オ
の
画
」
に
例
え
た
の

だ
ろ
う
か
。
小
嶋
千
明
氏
６
は
、「
芥
川
が
絵
画
に
注
目
し
た
の
は
、

表
現
が
そ
の
内
容
と
な
る
こ
と
が
可
能
な
分
野
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
」
と
、
絵
画
に
お
い
て
は
内
容
と
表
現
が
近
い
関
係
に
あ
る
と

い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
言
葉
の
表
現
技
法
と
そ
の
内

容
に
つ
い
て
、「
舞
踏
会
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
眼
に
見
る
や

う
な
文
章
︱
如
何
な
る
文
章
を
模
範
と
す
べ
き
乎
」
７
の
中
で
、
芥

川
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

景
色
がvisualize

（
眼
に
見
る
や
う
に
）
さ
れ
て
来
る
文

章
が
好
き
だ
。（
略
）
僕
に
云
は
せ
る
と
、「
空
が
青
い
」
と
書

く
人
と
、「
空
が
鋼
鉄
の
や
う
に
青
い
」
と
書
く
人
と
は
、
初

め
か
ら
感
じ
方
が
違
ふ
の
だ
。
前
者
は
只
「
青
い
」
と
感
じ
、

後
者
は
「
鋼
鉄
の
や
う
に
青
い
」
と
感
ず
る
。
こ
の
場
合
「
鋼

鉄
の
や
う
に
」
と
い
ふ
こ
と
を
附
け
加
へ
る
の
は
、
単
な
る
技

巧
で
は
な
い
、
そ
れ
丈だ

け
適
確
に
情
景
を
摑つ
か

ま
へ
て
ゐ
る
の
だ

と
思
ふ
。

　
「
空
が
青
い
」
で
は
な
く
「
空
が
鋼
鉄
の
や
う
に
青
い
」
と
直
喩

を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
書
く
人
の
「
感
じ
方
」
や
「
眼
に
見

る
や
う
な
」「
適
確
な
情
景
」
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
芥
川

が
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。よ
っ
て
、海
軍
将
校
が
明
子
の「
美
」

を
「
ワ
ツ
ト
オ
の
画
の
中
の
御
姫
様
」
に
例
え
た
の
は
、
明
子
に
自

分
の
「
感
じ
方
」
を
伝
え
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
海
軍
将

校
は
視
覚
的
な
「
美
」
の
「
幻
」
を
、「
ワ
ツ
ト
オ
」
と
い
う
言
葉

に
よ
っ
て
立
ち
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
、「
明
子
は
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ワ
ツ
ト
オ
を
知
ら
な
か
つ
た
」
た
め
、
海
軍
将
校
の
言
葉
は
明
子
に

届
か
な
い
。
海
軍
将
校
は
明
子
と
「
美
」
の
「
幻
」
を
共
有
す
る
こ

と
に
失
敗
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
子
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
「
幻
」
は
「
名
残
り
な
く
」
消
失
し
て
し
ま
う
。

　

語
り
手
は
「
美
し
い
過
去
の
幻
」
の
よ
う
に
「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
」

を
描
写
す
る
。「
仄
暗
い
森
」
は
、
露
台
の
向
こ
う
の
庭
園
の
情
景

と
重
な
る
。
庭
園
で
は
、「
針
葉
樹
が
、
ひ
つ
そ
り
と
枝
を
交
し
合

つ
て
」「
苔
の
匂
や
落
葉
の
匂
が
、
か
す
か
に
寂
し
い
秋
の
呼
吸
を

漂
は
せ
て
」
い
た
。
格
清
久
美
子
氏
８
は
「
庭
園
に
漂
う
「
ひ
っ
そ

り
と
し
た
」
情
感
は
、ま
さ
に
ヴ
ァ
ト
ー
の
絵
が
持
つ
と
さ
れ
る
「
寂

寥
」
と
「
孤
独
」
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
面
に
は
舞
踏

会
の
喧
騒
と
は
裏
腹
に
不
思
議
な
哀
愁
が
感
じ
ら
れ
る
。」
と
、
庭

園
の
風
景
と
「
ヴ
ァ
ト
ー
の
絵
」
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
薔
薇
」
は
明
子
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
。
明
子
は
、「
薔
薇
色
の
舞

踏
服
」
を
着
て
、「
一
輪
の
薔
薇
の
花
」
を
髪
に
飾
り
、「
薔
薇
色
の

踊
り
靴
」
で
踊
っ
て
い
た
。
加
え
て
、「
薔
薇
」
は
明
子
だ
け
で
な

く
、
明
子
と
「
同
年
輩
ら
し
い
少
女
た
ち
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な

る
。
明
子
と
「
同
年
輩
ら
し
い
少
女
た
ち
」
は
、「
皆
同
じ
よ
う
な

水
色
や
薔
薇
色
の
舞
踏
服
」
を
着
て
「
小
鳥
の
や
う
に
さ
ざ
め
き
立

つ
」。
こ
の
よ
う
に
、「
ワ
ツ
ト
オ
の
絵
」
の
風
景
を
借
り
な
が
ら
、

語
り
手
は
「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
」
を
描
き
出
し
て
い
た
。

　
「
美
し
い
過
去
の
幻
」
は
、「
ワ
ツ
ト
オ
の
画
」
に
描
か
れ
て
い
た

十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
と
、「
明
治
十
九
年
十
一
月
三
日
」
の
「
鹿

鳴
館
の
舞
踏
会
」
の
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
語
り
手
は
、
一

貫
し
て
過
去
の
事
と
し
て
、「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
」
を
語
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、「
美
し
い
過
去
の
幻
」
の
消
失
は
、語
り
手
の
語
る
「
鹿

鳴
館
の
舞
踏
会
」
も
ま
た
、
共
有
さ
れ
ず
、
不
確
か
な
幻
と
し
て
消

え
失
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
。

四
、「
生
の
や
う
な
花
火
」

　

そ
の
時
露
台
に
集
つ
て
ゐ
た
人
々
の
間
に
は
、
又
一
し
き
り

風
の
や
う
な
ざ
わ
め
く
音
が
起
り
出
し
た
。
明
子
と
海
軍
将
校

と
は
云
ひ
合
せ
た
や
う
に
話
を
や
め
て
、
庭
園
の
針
葉
樹
を
圧

し
て
ゐ
る
夜
空
の
方
へ
眼
を
や
つ
た
。
其
処
に
は
丁
度
赤
と
青

と
の
花
火
が
、
蜘
蛛
手
に
闇
を
弾
き
な
が
ら
、
将
に
消
え
よ
う

と
す
る
所
で
あ
つ
た
。
明
子
に
は
何
故
か
そ
の
花
火
が
、
殆
悲

し
い
気
を
起
さ
せ
る
程
そ
れ
程
美
し
く
思
は
れ
た
。

　
「
私
は
花
火
の
事
を
考
へ
て
ゐ
た
の
で
す
。
我
々
の
生
の
や

う
な
花
火
の
事
を
。」

　

暫
く
し
て
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
は
、
優
し
く
明
子
の
顔
を
見

下
し
な
が
ら
、
教
へ
る
や
う
な
調
子
で
か
う
云
つ
た
。

　
「
生
の
や
う
な
花
火
」
と
い
う
言
葉
は
、「
蜘
蛛
手
に
闇
を
弾
き
な

が
ら
、
将
に
消
え
よ
う
と
す
る
」「
赤
と
青
の
花
火
」
の
イ
メ
ー
ジ

と
呼
応
し
な
が
ら
、「
一
」
の
終
わ
り
に
鮮
や
か
な
印
象
を
残
し
て
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い
る
。
こ
の
言
葉
を
、
海
軍
将
校
は
「
見
下
し
な
が
ら
」「
教
へ
る

や
う
な
調
子
で
」
言
う
。
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
と
明
子
の
目
線
の
高

さ
に
は
、
差
異
が
あ
る
。
同
じ
「
花
火
」
を
見
て
い
て
も
、
見
え
方

が
違
う
。

　

明
子
と
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
の
関
係
に
つ
い
て
、
三
好
行
雄
氏
９

は
、「
徹
底
し
た
美
化
と
単
純
化
が
、
ロ
チ
の
眼
を
借
り
て
鹿
鳴
館

に
発
見
し
た
ワ
ッ
ト
オ
的
世
界
の
く
ま
ど
り
を
強
調
し
、
そ
の
は
な

や
か
な
環
境
の
な
か
で
、士
官
の
と
ざ
さ
れ
る
孤
独
な
想
念
が
、い
っ

そ
う
鮮
や
か
に
描
き
だ
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。」
と
、
仏
蘭
西
の

海
軍
将
校
が
孤
独
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
仏
蘭

西
の
海
軍
将
校
が
「
舞
踏
会
は
何
処
で
も
同
じ
事
で
す
。」
と
話
す

場
面
を
転
機
と
し
て
、「
士
官
の
瞳
の
底
に
動
く
〈
皮
肉
な
微
笑
〉

と
と
も
に
、
士
官
と
明
子
の
世
界
は
急
速
に
乖
離
し
、
小
説
の
ヒ
ロ

イ
ン
は
、
士
官
の
孤
独
な
ド
ラ
マ
の
目
撃
者
に
ま
で
後
退
す
る
の
で

あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
海
軍
将
校
の
「
ワ
ツ
ト
オ
」
と
い
う
言

葉
を
、
明
子
は
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

明
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
海
軍
将
校
の
瞳
の
底
を
動
く
「
皮
肉
な
微
笑

の
波
」
に
も
気
付
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
場
面
で
、
将
校
の

想
念
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
将
校
の
言
葉
を
明
子
が
受

け
止
め
き
れ
て
い
な
い
た
め
に
、「
独
り
語
の
や
う
」
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
だ
。

　

明
子
を
「
士
官
の
孤
独
な
ド
ラ
マ
の
目
撃
者
」
と
す
る
三
好
論
に

対
し
、
平
岡
敏
夫
氏
10

は
「
明
子
は
目
撃
者
で
は
あ
る
が
、
後
退
は

し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ワ
ッ
ト
ー
を
受
け
止
め
得
な
か
っ
た

明
子
も
た
し
か
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
快
楽
の
な
か
に
ひ
と
り
覚
め

た
海
軍
将
校
に
、
あ
く
ま
で
明
子
は
寄
り
添
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

や
が
て
そ
の
「
孤
独
な
想
念
」
を
共
有
す
る
は
ず
で
あ
る
。」
と
述

べ
て
い
る
。
し
か
し
、
海
軍
将
校
の
方
か
ら
も
、「
や
う
な
」
と
い

う
言
葉
を
用
い
て
「
感
じ
方
」
を
伝
え
よ
う
と
す
る
、
歩
み
寄
り
が

あ
っ
た
。

　

仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
は「
生
の
花
火
」と
は
言
わ
な
か
っ
た
。「
我
々

の
生
の
や
う
な
」
と
「
や
う
な
」
を
用
い
て
言
い
表
す
こ
と
で
、「
生

の
花
火
」と
言
っ
た
時
よ
り
も
、「
花
火
」の
像
は
曖
昧
な
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
曖
昧
さ
に
よ
っ
て
、
明
子
は
仏
蘭
西

の
海
軍
将
校
と
同
じ
花
火
を
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。「
や
う
な
」
と
い
う
曖
昧
な
言
葉
が
、「
花
火
」
の
受
け
取
り
方

に
多
様
性
を
与
え
て
い
る
。「
我
々
の
生
の
花
火
」
と
言
い
切
ら
な

い
の
は
、
自
分
が
見
た
「
花
火
」
を
明
子
に
も
届
く
言
葉
で
伝
え
よ

う
と
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
は
「
花
火
の
や
う
な
生
」
と
は
言
わ

な
か
っ
た
。
安
藤
公
美
氏
11

は
「
私
た
ち
は
最
早
純
粋
に
「
生
の
や

う
な
花
火
」
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち

が
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、「
花
火
の
や
う
な
生
」
で
し
か
な

い
の
だ
。」
と
述
べ
て
い
る
。「
生
の
や
う
な
花
火
」
は
「
花
火
」
と

い
う
視
覚
的
な
現
象
で
あ
る
が
、「
花
火
の
や
う
な
生
」
は
抽
象
的

な
概
念
で
あ
り
、
眼
に
見
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
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こ
と
は
で
き
な
い
。

　
「
御
国
の
事
を
思
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
の
で
せ
う
」
と
い
う
明
子

の
問
い
か
け
は
、
海
軍
将
校
の
「
子
供
の
や
う
に
首
を
振
」
る
動
作

に
よ
っ
て
、
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
子
は
「
で
も
」
と
食

い
下
が
る
。
明
子
の
言
葉
を
受
け
て
、
将
校
は
「
何
だ
か
当
て
て
御

覧
な
さ
い
」
と
言
う
。
そ
の
「
何
」
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、明
子
は
、

夜
空
に
上
が
る
花
火
を
「
何
故
か
」「
殆
悲
し
い
気
を
起
さ
せ
る
程

そ
れ
程
美
し
く
」
思
う
。
明
子
は
、
は
っ
き
り
と
言
語
化
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
花
火
に
対
す
る
感
情
に
理
由
が
あ
る
と
感
じ
て
い

る
。
今
ま
で
は
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
対
し
「
何
故
」
と
思
う
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、こ
こ
で
は
「
何
故
か
」
と
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、そ
の
「
何
故
」
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、「
生
の
や
う
な
花
火
」

と
海
軍
将
校
は
言
う
。
こ
こ
に
は
、
明
子
と
海
軍
将
校
の
共
鳴
が
あ

る
。

　

一
瞬
し
か
現
れ
な
い
「
呆
れ
」
や
「
驚
嘆
」
の
よ
う
に
、こ
の
「
殆

悲
し
い
気
を
起
さ
せ
る
程
そ
れ
程
美
し
」
い
花
火
は
、「
美
し
い
過

去
の
幻
」
と
な
り
、消
え
去
っ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
の「
や
う
な
」と
い
う
言
葉
と
明
子
の「
何
故
か
」

と
い
う
気
付
き
に
よ
っ
て
、「
生
の
や
う
な
花
火
」
が
、
眼
に
見
る

よ
う
な
幻
と
し
て
描
き
出
さ
れ
、
共
有
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

五
、
Ｈ
老
夫
人
と
「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
の
思
ひ
出
」

　

そ
の
話
が
終
つ
た
時
、
青
年
は
Ｈ
老
夫
人
に
何
気
な
く
か
う

云
ふ
質
問
を
し
た
。

　
「
奥
様
は
そ
の
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
の
名
を
御
存
知
で
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
か
。」

　

す
る
と
Ｈ
老
夫
人
は
思
ひ
が
け
な
い
返
事
を
し
た
。

　
「
存
じ
て
居
り
ま
す
と
も
。Julien V

iaud 

と
仰
有
る
方
で

ご
ざ
い
ま
し
た
。」

　
「
で
は Loti 

だ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
あ
の
『
お
菊
夫

人
』を
書
い
た
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
だ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。」

　

青
年
は
愉
快
な
興
奮
を
感
じ
た
。
が
、
Ｈ
老
夫
人
は
不
思
議

さ
う
に
青
年
の
顔
を
見
な
が
ら
何
度
も
か
う
呟
く
ば
か
り
で
あ

つ
た
。

　
「
い
え
、ロ
テ
ィ
と
仰
有
る
方
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
よ
。
ジ
ュ

リ
ア
ン
・
ヴ
イ
オ
と
仰
有
る
方
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。」

　

こ
れ
は
、「
二
」の
最
後
の
場
面
で
あ
る
。
Ｈ
老
夫
人
に
と
っ
て「
仏

蘭
西
の
海
軍
将
校
」の
名
は「Julien V

iaud

」で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

青
年
の
小
説
家
は
、「Julien V

iaud

」
が
「Loti

」
の
本
名
だ
と
い

う
知
識
か
ら
、
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
は
「Loti

」
だ
っ
た
と
考
え
る
。

「Loti

」
と
は
、『
お
菊
夫
人
』
を
書
い
た
「
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
」
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
彼
は
「
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
」
は
「
ピ
エ
ル
・
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ロ
テ
ィ
」だ
っ
た
と
受
け
止
め
る
。し
か
し
、Ｈ
老
夫
人
に
と
っ
て「
仏

蘭
西
の
海
軍
将
校
」
は
、
作
家
の
「
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
」
で
は
な
く
、

海
軍
将
校
の
「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ヴ
ィ
オ
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
吉
田
精
一
氏
12

は
「
年
若
く
し
て
、
い
ち

早
く
西
欧
文
明
の
洗
礼
を
受
け
た
深
窓
の
麗
人
も
、
つ
い
に
西
欧
の

文
学
と
は
無
縁
の
ま
ま
齢
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
、
明
治
の

「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
」
の
明
子
と
比
較
し
て
、無
知
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
Ｈ
老
夫
人
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
佐
藤
泰
正
氏
13

は
「
夫
人
は
そ

れ
が
ロ
テ
ィ
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
無
知
で

あ
り
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
落
差
は
埋
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

無
垢
な
る
感
動
へ
の
哀
惜
を
持
続
す
る
」
と
述
べ
、「
無
知
」
を
「
無

垢
」
と
評
価
す
る
。
ま
た
、
三
好
行
雄
氏
14
は
、「Julien V

iaud

が

Pierre  Loti

の
本
名
だ
と
い
う
知
識
を
、
老
夫
人
は
も
ち
あ
わ
せ

て
い
な
か
っ
た
」
が
、「〈
不
思
議
さ
う
に
青
年
の
顔
を
見
な
が
ら
何

度
も
〉
つ
ぶ
や
く
老
夫
人
の
眼
は
、
い
わ
ば
〈
知
恵
の
む
な
し
さ
〉

を
ま
っ
す
ぐ
見
抜
い
て
い
る
。」と
述
べ
て
い
る
。
高
橋
龍
夫
氏
15
は
、

「
作
品
の
中
で
、
金
花
の
夢
よ
り
も
日
本
人
の
明
か
す
現
実
の
ほ
う

が
客
観
的
に
は
真
実
性
が
高
く
、
青
年
の
い
うJulien V

iaud

の

ほ
う
が
往
年
の
明
子
よ
り
正
し
い
。」
と
主
張
す
る
。
こ
れ
ら
の
論

に
お
い
て
は
、「
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
」
が
「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ヴ
ィ
オ
」

で
あ
る
こ
と
が
、
知
識
で
あ
っ
た
り
正
し
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
り

す
る
。
し
か
し
、
作
家
「
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
」
と
海
軍
将
校
「
ジ
ュ

リ
ア
ン
・
ヴ
ィ
オ
」
は
、
ほ
と
ん
ど
同
一
で
は
あ
っ
て
も
、
完
全
に

同
一
だ
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
微
妙
な
関
係
を
芥
川
が
意
識
し
て
い

た
こ
と
は
、
初
出
と
単
行
本
収
録
時
後
の
文
章
を
見
比
べ
る
こ
と
で

分
か
る
。
初
出
で
、
Ｈ
老
夫
人
は
「Julien V

iaud

」
と
「
ピ
エ
ル
・

ロ
テ
ィ
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
話
が
終
つ
た
時
、
青
年
は
Ｈ
老
夫
人
に
何
気
な
く
か
う

云
ふ
質
問
を
し
た
。

　
「
奥
様
は
そ
の
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
の
名
を
御
存
知
で
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
か
。」

　

す
る
と
Ｈ
老
夫
人
は
思
ひ
が
け
な
い
返
事
を
し
た
。

　
「
存
じ
て
居
り
ま
す
と
も
。Julien V

iaud 

と
仰
有
る
方
で

ご
ざ
い
ま
し
た
。あ
な
た
も
御
承
知
で
い
ら
つ
し
や
い
ま
せ
う
。

こ
れ
は
あ
の
「
御
菊
夫
人
」
を
御
書
き
に
な
つ
た
、
ピ
エ
ル
・

ロ
テ
イ
と
仰
有
る
方
の
御
本
名
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
。」

　
（「
舞
踏
会
」
初
出
「
新
潮
」
大
正
九
年
一
月
）16

　

初
出
で
は
、「Julien V

iaud

」
が
「
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
」
の
本
名

で
あ
る
こ
と
が
、
Ｈ
老
夫
人
の
口
か
ら
伝
え
ら
れ
る
。
対
し
て
、
改

稿
で
は
「Julien V

iaud

」
と
い
う
名
を
聞
い
た
青
年
の
小
説
家
は

「
で
は Loti 

だ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
あ
の
『
お
菊
夫
人
』
を

書
い
た
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
だ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。」
と
言
う
。

こ
こ
で
は
、「
本
名
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。「Julien 

V
iaud

」が「Loti
」の
本
名
で
は
あ
る
こ
と
は
、確
か
に
事
実
で
あ
る
。
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し
か
し
、「
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
」
で
あ
る
「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ヴ
ィ
オ
」

は
、
作
家
の
「
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
」
と
同
一
人
物
で
は
な
い
。

　

そ
の
た
め
、「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ヴ
ィ
オ
」の
ペ
ン
ネ
ー
ム
が「
ピ
エ
ル
・

ロ
テ
ィ
」
だ
と
知
っ
て
い
よ
う
が
知
っ
て
い
ま
い
が
、
Ｈ
老
夫
人
の

反
応
は
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
彼
女
が
出
会
っ
た
の
は
「
仏
蘭
西
の

海
軍
将
校
」
で
あ
る
「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ヴ
ィ
オ
」
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、

「
い
え
、
ロ
テ
ィ
と
仰
有
る
方
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
よ
。」
と
言
う
の

は
当
然
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｈ
老
夫
人
を
「
無

知
」
だ
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
青
年
の
小
説
家
の

認
識
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
青
年
の
「
で
は Loti 

だ
つ

た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
あ
の
『
お
菊
夫
人
』
を
書
い
た
ピ
エ
ル
・

ロ
テ
ィ
だ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。」
と
い
う
言
葉
は
、「Julien 

V
iaud

」が「Loti

」の
本
名
だ
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、

Ｈ
老
夫
人
の
視
点
に
立
っ
た
な
ら
、「
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
」
は
「
ピ

エ
ル
・
ロ
テ
ィ
」
だ
っ
た
の
だ
と
聞
こ
え
る
。
こ
こ
に
は
認
識
の
ず

れ
が
あ
り
、
言
葉
の
不
確
か
さ
が
あ
る
。

　

青
年
の
顔
を
見
な
が
ら
、
Ｈ
老
夫
人
は
青
年
の
言
葉
を
何
度
も
否

定
す
る
。
こ
の
時
、
青
年
の
小
説
家
は
自
分
の
言
葉
が
否
定
さ
れ
る

と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
い
る
。
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
で
の
明
子
と
、

同
じ
状
況
で
あ
る
。
明
子
の
「
女
ら
し
い
疑
ひ
」
の
言
葉
は
、
海
軍

将
校
の
「
思
ひ
の
外
真
面
目
」
な
言
動
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。「
御

国
の
事
を
思
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
の
で
せ
う
。」
と
投
げ
か
け
た
言

葉
は
、「
子
供
の
や
う
に
首
を
振
」
る
と
い
う
行
動
で
否
定
さ
れ
て

い
た
。

　

Ｈ
老
夫
人
の
否
定
の
言
葉
に
つ
い
て
、
宮
坂
覺
氏
17

は
「
青
年
小

説
家
の
歴
史
的
事
実
へ
の
好
事
家
的
知
的
好
奇
心
の
コ
ー
ド
に
取
り

込
ま
れ
て
仕
舞
う
」
こ
と
を
「
回
避
す
る
た
め
」
の
も
の
だ
と
解
釈

す
る
。
確
か
に
、否
定
の
言
葉
を
繰
り
返
し
呟
く
Ｈ
老
夫
人
の
姿
は
、

他
者
に
対
し
て
閉
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｈ
老
夫
人
は
自
分

の
〈
現
実
〉
認
識
を
変
え
よ
う
と
は
し
な
い
。

　
「
呟
く
ば
か
り
」
の
Ｈ
老
夫
人
の
姿
は
、「
半
ば
独
り
語
の
や
う
に
」

「
巴
里
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
舞
踏
会
は
何
処
で
も
同
じ
事
で

す
。」
と
言
う
仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
の
姿
と
重
な
る
。
た
だ
、
将
校

の
言
葉
は
「
独
り
言
の
や
う
」
で
あ
っ
た
が
、
Ｈ
老
夫
人
は
「
呟
く

ば
か
り
」
で
あ
っ
た
。「
一
」
に
お
い
て
、
語
り
手
は
、
海
軍
将
校

の
言
葉
か
ら
「
美
し
い
過
去
の
幻
」
を
描
き
、彼
と
共
鳴
し
て
い
た
。

だ
か
ら
、
明
子
に
は
届
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
「
舞
踏
会
は
何
処
で

も
同
じ
事
で
す
」
と
い
う
言
葉
を
拾
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

「
二
」
に
お
け
る
語
り
手
は
、Ｈ
老
夫
人
の
言
動
を
「
思
ひ
が
け
な
い
」

と
す
る
よ
う
に
、
彼
女
と
共
鳴
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
Ｈ
老

夫
人
の
言
葉
は
呟
き
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。

　

け
れ
ど
も
、「
不
思
議
さ
う
に
」「
何
度
も
」
呟
く
様
子
か
ら
は
、

青
年
の
小
説
家
と
自
分
の
認
識
の
ず
れ
を
感
覚
的
に
把
握
し
、
そ
の

ず
れ
を
言
葉
に
よ
っ
て
埋
め
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ

る
。
改
稿
に
よ
っ
て
「
呟
く
ば
か
り
」
と
な
っ
た
彼
女
は
、
青
年
の

小
説
家
と
「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
の
思
ひ
出
」
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
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き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
彼
女
は
「
青
年
の

顔
を
見
な
が
ら
何
度
も
」
呟
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
Ｈ
老
夫
人
の
姿
は
、
次
の
文
章
に
書
か
れ
て
い
る
芥

川
の
作
品
を
書
く
動
機
や
、
芸
術
観
と
重
な
る
。

　

私
の
頭
の
中
に
何
か
混
沌
た
る
も
の
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
は

つ
き
り
し
た
形
を
と
り
た
が
る
の
で
す
。

（
略
）

　

あ
な
た
が
も
う
一
歩
進
め
て
、
そ
の
渾
沌
た
る
も
の
と
は
何

だ
と
質
問
す
る
な
ら
、
又
私
は
窮
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

思
想
と
も
情
緒
と
も
つ
か
な
い
。
︱
︱
や
つ
ぱ
り
ま
あ
渾
沌
た

る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
唯
そ
の
特
色
は
、
そ
れ
が
は
つ
き
り
し

た
形
を
と
る
迄
は
、
そ
れ
自
身
に
な
り
切
ら
な
い
と
云
ふ
点
で

せ
う
。
で
せ
う
で
は
な
い
。
正
に
さ
う
で
す
。
こ
の
点
だ
け
は
、

外
の
精
神
活
動
に
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
（
少
し
横
道
に
は

い
れ
ば
）
私
は
、
芸
術
が
表
現
だ
と
云
ふ
事
は
ほ
ん
と
う
だ
と

思
つ
て
ゐ
ま
す
。18

　

不
確
か
な
「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
の
思
ひ
出
」
を
確
か
な
も
の
に
す

る
た
め
に
、
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
す
Ｈ
老
夫
人
の
姿
は
、「
何
か
混

沌
た
る
も
の
」
を
「
は
つ
き
り
し
た
形
」
に
す
る
た
め
に
作
品
を
書

く
芥
川
の
姿
と
重
な
る
。

　

明
子
が
「
ワ
ツ
ト
オ
」
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、「
美
し
い
過

去
の
幻
」
は
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
青
年
の
小

説
家
は
「
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
」
は
知
っ
て
い
て
も
「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・

ヴ
ィ
オ
」
を
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
の
思
ひ
出
」

も
消
え
失
せ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。
Ｈ
老
夫
人
の
言
葉
は
、
青
年
の

小
説
家
に
は
届
か
な
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
女
は
同
じ
言
葉
を
何
度
も

繰
り
返
し
、「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
の
思
ひ
出
」
を
青
年
の
小
説
家
と

共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
確
か
な
幻
か
ら
確
か
な
幻
へ
と
変
え

よ
う
と
し
て
い
る
。

六
、
お
わ
り
に

　
「
明
治
十
九
年
」
の
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
で
、
明
子
は
「
意
外
」
な

こ
と
に
遭
遇
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
彼
女
は
自
ら
の
〈
現
実
〉
認

識
と
の
差
異
を
確
か
め
る
よ
う
に
、海
軍
将
校
に
話
し
か
け
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
明
子
に
対
し
、
海
軍
将
校
は
「
や
う
な
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
て
、自
ら
の〈
現
実
〉認
識
を
彼
女
に
伝
え
よ
う
と
す
る
。「
一
」

の
最
後
に
登
場
す
る
「
生
の
や
う
な
花
火
」
は
、
こ
の
よ
う
な
二
人

の
交
流
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
だ
っ
た
。
海
軍
将
校
の
言
葉
と
明
子
の

「
何
故
か
」
と
い
う
気
付
き
が
、露
台
か
ら
見
た
花
火
の
像
と
重
な
っ

た
と
き
、「
生
の
や
う
な
花
火
」
は
確
か
な
幻
と
し
て
現
れ
る
。

　
「
大
正
七
年
」
に
な
る
と
、「
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
の
思
ひ
出
」
は
不

確
か
な
も
の
に
な
る
。
Ｈ
老
夫
人
は
、
青
年
の
小
説
家
と
「
鹿
鳴
館

の
舞
踏
会
の
思
ひ
出
」を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
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Ｈ
老
夫
人
は
「
思
ひ
出
」
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
何
度
も

同
じ
言
葉
を
呟
い
て
い
る
。

付
記

　

芥
川
龍
之
介
「
舞
踏
会
」
の
引
用
文
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
五

巻
』（
岩
波
書
店
、
平
成
八
年
三
月
）
に
拠
る
。

〈
注
〉

１　

三
好
行
雄「
青
春
の〈
虚
無
〉︱
「
舞
踏
会
」の
世
界
︱
」（『
芥
川
龍
之
介
論
』

筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
一
年
九
月
）

　
　

初
出
：「『
舞
踏
会
』に
つ
い
て
︱
︱
芥
川
龍
之
介
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
１
」（「
立

教
大
学
日
本
文
学
」（
八
）
昭
和
三
十
七
年
六
月
）

２　

神
田
由
美
子
「
舞
踏
会
」（
関
口
安
義
編
『
ア
プ
ロ
ー
チ
芥
川
龍
之
介
』
明

治
書
院
、
平
成
四
年
五
月
）

３　

高
橋
龍
夫
「
中
国
旅
行
前
の
芥
川
：
大
正
九
・
十
年
の
作
品
か
ら
」（「
稿
本

近
代
文
学
」（
十
三
）
平
成
元
年
一
月
）

４　

前
掲
（
２
）

５　
『
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）』

　
　

ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
（japanknow

ledge.com

）
令
和
三
年
十
月
十
一
日

閲
覧

６　

小
嶋
千
明
「
芥
川
龍
之
介
と
西
洋
絵
画
：
内
容
と
形
式
を
巡
る
葛
藤
」（「
比

較
文
学
・
文
化
論
集
」（
十
六
）　

平
成
十
一
年
二
月
）

７　
「
眼
に
見
る
や
う
な
文
章
︱
如
何
な
る
文
章
を
模
範
と
す
べ
き
乎
︱
」（「
文

章
倶
楽
部
」
第
三
年
第
五
号
、
大
正
七
年
五
月
）

　
　
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
三
巻
』（
岩
波
書
店
、
平
成
八
年
一
月
）
よ
り
引
用

８　

格
清
久
美
子
「
芥
川
龍
之
介
「
舞
踏
会
」
の
〈
夢
〉
と
〈
現
実
〉
︱
︱
ヴ
ァ

ト
ー
の「
雅
宴
画
」と
描
か
れ
な
か
っ
た
民
衆
」（「
近
代
文
学
研
究
」（
二
十
四
）

平
成
十
九
年
一
月
）

９　

前
掲
（
１
）

10　

平
岡
敏
夫
『
芥
川
龍
之
介
抒
情
の
美
学
』（
大
修
館
書
店
、
昭
和
五
十
七

年
十
一
月
）

　

初
出
：「
舞
踏
会
」（「
国
語
教
室
」
昭
和
五
十
五
年
九
月
）

11　

安
藤
公
美
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
︱
「
舞
踏
会
」」（『
芥

川
龍
之
介
絵
画
・
開
化
・
都
市
・
映
画
』
翰
林
書
房
、
平
成
十
八
年
三
月
）

12　

吉
田
精
一
「
舞
踏
会
」（
解
説
）（
吉
田
精
一
編
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
第

十
一
巻
芥
川
龍
之
介
』
角
川
書
店
、
昭
和
三
十
三
年
六
月
）

13　

佐
藤
泰
正
「「
舞
踏
会
」」（『
文
学
そ
の
内
な
る
神
︱
日
本
近
代
文
学
一
面
』

桜
楓
社
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
）

14　

前
掲
（
１
）

15　

前
掲
（
３
）

16　
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
五
巻
』（
岩
波
書
店
、
平
成
八
年
三
月
）
よ
り
引
用

17　

宮
坂
覺「
芥
川
龍
之
介「
舞
踏
会
」再
編
︱
︱〈
Ｈ
老
夫
人
〉の〈
ふ
る
ま
い
〉

を
め
ぐ
っ
て
」（「
玉
藻
」（
三
十
六
）　

平
成
十
二
年
五
月
）

18　
「
は
つ
き
り
し
た
形
を
と
る
為
め
に
」（「
新
潮
」
第
二
十
七
巻
第
五
号
、
大

正
六
年
十
一
月
）

　
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
三
巻
』（
岩
波
書
店
、
平
成
八
年
一
月
）
よ
り
引
用

（
お
き
ざ
き　

み
つ
ほ
）




