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1
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
を
中
心
と
し
て
レ

鶴

谷

憲

三

は
じ
め
に

 
太
宰
治
「
如
是
我
聞
」
（
『
新
潮
』
昭
2
3
・
3
・
5
～
7
）
に
、
志
賀
直
哉
の

 
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
に
言
及
し
た
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

 
 
 
「
こ
し
ら
へ
物
」
「
こ
し
ら
へ
物
」
と
さ
か
ん
に
言
っ
て
み
る
や
う
だ
が
、

 
 
そ
れ
こ
そ
二
十
年
一
日
の
如
く
、
カ
ビ
の
生
え
て
み
る
文
学
論
で
あ
る
。

 
 
こ
し
与
へ
物
の
は
う
が
、
日
常
生
活
の
日
記
み
た
い
な
小
説
よ
り
も
、
ど

 
 
れ
く
ら
み
骨
が
折
れ
る
も
の
か
、
さ
う
し
て
そ
の
割
に
所
謂
批
評
家
た
ち

 
 
の
気
に
い
ら
れ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
、
君
も
「
ク
ロ
ー
デ
イ
ア
ス
の
日
記
」

 
 
な
ど
で
思
ひ
知
っ
て
い
る
筈
だ
。
（
太
宰
治
の
引
用
は
、
『
太
宰
治
全
集
』

 
 
筑
摩
書
房
、
昭
5
0
・
6
～
昭
5
2
・
1
1
を
用
い
た
。
ま
た
、
傍
点
は
こ
と

 
 
わ
り
な
い
限
り
、
鶴
谷
と
す
る
。
）

 
周
知
の
よ
う
に
太
宰
治
に
も
又
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
を

枠
組
と
し
た
「
い
国
。
。
国
O
幻
》
ζ
〉
ふ
う
の
、
小
説
」
と
い
う
『
新
ハ
ム
ウ
ツ
ト
』

（
文
芸
春
秋
社
、
昭
1
6
・
7
）
が
あ
る
。
か
つ
て
拙
稿
で
、
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』

を
論
ず
る
場
合
、
そ
の
切
り
口
に
あ
る
種
の
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

，
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
、
先
行
作
品
の
〈
受
容
〉
の
問
題
が
あ
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
は
そ
の
骨
格
の
太
さ
に
よ
っ
て
、
今
日

な
お
魅
力
に
富
み
、
多
く
の
作
家
に
と
っ
て
食
指
を
そ
そ
る
〈
素
材
〉
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
先
行
者
の
中
で
太
宰
治
が
意
識
し
た
作
家
と
云
え
ば
、
小
林

秀
雄
と
志
賀
直
哉
の
二
人
が
す
ぐ
に
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
お

ふ
え
り
や
遺
文
」
と
「
ク
ロ
～
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
と
を
そ
れ
ぞ
れ
書
い
て
い
 
切

る
た
め
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自
3

 
管
見
で
は
、
小
林
秀
雄
に
太
宰
が
直
接
言
及
し
た
の
は
一
回
し
か
な
い
。
す

な
わ
ち
、
「
僕
は
昨
夜
小
林
の
悪
口
を
さ
ん
ざ
ん
言
つ
ち
ゃ
っ
て
、
今
日
は
言

ふ
気
が
し
な
い
な
」
と
語
る
座
談
会
で
の
発
言
（
「
現
代
小
説
を
語
る
」
『
文
学

季
刊
』
昭
2
2
・
4
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
十
五
年
六
月
二

日
附
の
小
川
正
夫
宛
の
書
簡
に
う
か
が
わ
れ
る
『
女
の
決
闘
』
（
河
出
書
房
、

昭
1
5
・
6
）
の
四
十
名
中
の
寄
贈
者
の
一
人
と
し
て
小
林
の
名
が
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
、
実
朝
と
い
う
共
通
項
が
二
人
の
間
に
存
在
す
る
こ
と
、
・
昭
和
期
に

お
け
る
批
評
家
と
し
て
の
小
林
の
位
置
等
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
太
宰
が
小
林

秀
雄
と
い
う
存
在
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
。

 
小
林
同
様
、
直
哉
の
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
仁
言
及
し
た
箇
所
も
先

の
「
如
是
我
聞
」
以
外
に
は
み
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
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一
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
を
中
心
と
し
て
ー



発
表
直
後
に
「
志
賀
直
哉
の
『
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
』
を
思
ひ
出
し
ま
し

た
よ
。
」
と
す
る
佐
々
木
基
一
の
評
言
（
「
昭
和
1
6
年
の
文
学
を
語
る
」
『
現
代

文
学
』
昭
1
6
・
1
2
）
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
当
時
の
文
壇
で
は
両
作
品
の
類
縁

性
は
暗
黙
の
内
に
と
り
ざ
た
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
『
平
衡
感
覚
の

文
学
』
と
『
崩
壊
感
覚
の
文
学
』
の
対
立
」
と
み
る
成
田
竜
雄
氏
を
は
じ
め
と

 
 
 
 

し
て
、
両
者
の
作
品
を
比
較
・
考
察
し
た
評
家
は
少
く
は
な
い
。
そ
の
中
で

最
も
示
唆
に
富
む
問
題
提
起
を
な
げ
か
け
て
い
る
の
は
、
日
本
近
代
文
学
の
パ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ブ
ま
で
視
野
に
入
れ
た
佐
藤
泰
正
氏
の
評
言
で
あ
ろ
う
。

 
 
〈
日
記
〉
的
発
想
な
ら
ぬ
虚
構
を
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
な
ら
ぬ
戯
曲
的
方
法
を

 
 
と
言
い
つ
つ
、
『
新
し
い
小
説
』
を
目
指
し
た
は
ず
の
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』

 
 
も
ま
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
形
相
に
終
わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
志
賀
と
太
宰
を
め

 
 
ぐ
る
対
峙
相
反
の
構
図
も
ま
た
、
ひ
と
皮
む
け
ば
こ
の
風
土
の
特
性
を
つ

 
 
い
に
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

 
さ
て
本
稿
で
は
、
と
り
わ
け
太
宰
が
強
く
意
識
し
て
い
た
直
哉
の
「
ク
ロ
ー

デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
と
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
と
を
対
比
さ
せ
つ
つ
、
作
家
と
し

て
の
両
者
の
質
を
考
察
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
。
両
作
品
と
も
〈
モ
ノ
ロ
ー

グ
性
〉
、
自
意
識
・
告
白
と
い
う
点
が
軸
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
異
論
が
な
い

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
実
質
は
と
も
あ
れ
、
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
で
太
宰
が
目
論

ん
だ
の
は
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
的
手
法
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
登
場
人
物

の
一
人
で
あ
る
ク
ロ
ー
デ
イ
ア
ス
だ
け
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
の
は
、
難
点
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
物
一
人
に
絞
っ
た
場
合
、
表
層
的

な
共
通
項
は
や
は
り
ク
ロ
ー
デ
イ
ア
ス
の
形
象
化
に
あ
る
。
い
や
、
よ
り
厳
密

に
言
え
ば
、
ク
ロ
ー
デ
イ
ア
ス
と
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
の
関
係
性
を
い
か
に
描
い
て

い
る
か
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
小
稿
で
は
、
ま
ず
直
哉
の
「
ク
ロ
ー

デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
の
構
造
を
確
認
し
、
そ
の
本
質
、
直
哉
の
作
家
と
し
て
の

立
脚
点
を
明
ら
め
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
い
。
つ
い
で
次
稿
で
、
太
宰
の
「
新

ハ
ム
レ
ッ
ト
」
の
世
界
を
考
察
す
る
。
同
じ
材
料
を
用
い
た
料
理
を
対
比
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
直
哉
、
太
宰
と
い
う
二
人
の
作
家
の
、
も
の
を
と
ら
え
る
角

度
・
切
り
口
を
一
瞥
で
も
し
得
た
ら
望
外
の
倖
せ
で
あ
る
。

一．

u
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
の
構
造

 
直
哉
の
「
ク
ロ
ー
デ
Z
ア
ス
の
日
記
」
（
『
白
樺
』
大
元
・
九
）
に
は
二
つ
の

自
注
が
あ
る
。
昭
和
三
年
七
月
号
の
『
改
造
』
に
発
表
さ
れ
た
「
創
作
絵
談
」

と
、
発
禁
と
な
っ
た
大
正
二
年
四
月
号
の
『
奇
蹟
』
へ
の
「
『
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア

ス
の
日
記
』
に
就
い
て
1
舟
木
重
雄
君
に
i
」
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
今
日
で
も

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
の
は
前
者
で
あ
る
が
、
時
を
分
か
た
ず
書
か
れ
た
後
者

の
方
が
よ
り
正
確
度
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
執
筆
の
目
的
を
直
哉
は
、
「
あ
の

小
説
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は
心
理
か
ら
い
へ
ば
全
く
自
分
自
身
」
「
即
ち
自
分

を
云
ひ
表
さ
う
と
い
ふ
の
と
、
あ
の
狂
言
の
攻
撃
」
と
述
べ
て
い
る
。
直
哉
の

言
を
更
に
か
り
て
言
え
ば
、
当
時
こ
の
作
は
「
沙
翁
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
裏

を
心
理
的
に
描
い
た
も
の
と
か
、
単
に
悪
玉
と
の
み
さ
れ
て
る
た
ク
旦
ー
デ
ィ

ア
ス
に
近
代
的
性
格
を
与
へ
た
も
の
」
と
評
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
も
っ
と
も
、

最
初
の
動
機
が
帝
国
座
で
上
演
さ
れ
た
「
文
芸
協
会
」
の
芝
居
に
あ
っ
た
こ
と

は
事
実
で
、
〈
見
る
〉
こ
と
か
ら
そ
の
世
界
が
開
始
さ
れ
、
質
的
に
拡
大
し
て

行
く
作
家
直
哉
の
特
質
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
。
「
才
能
あ
る

リ
ア
リ
ス
ト
は
む
し
ろ
イ
リ
ー
ジ
ュ
ニ
ス
ト
」
と
は
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
言
で
あ

 
 
 
 

る
が
、
日
本
の
作
家
で
言
え
ば
、
直
哉
は
こ
の
条
件
に
当
て
嵌
ま
る
代
表
的

な
二
人
と
し
て
も
決
し
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

（134）



 
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
で
三
十
五
枚
弱
の
こ
の
短
篇
小
説
は
不
特
定
の
、
十
六

日
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
よ
り
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
内
面
を
表
自
す

る
に
は
相
応
し
い
が
、
眼
な
ざ
し
が
一
方
に
偏
し
勝
ち
に
な
る
こ
と
は
避
け
難

い
。
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
の
場
合
で
も
、
す
べ
て
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス

の
色
に
染
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
他
の
登
場
人
物
の
形
象
化
は
単
調
で
あ
り
、

立
体
感
は
欠
け
る
。
し
か
し
、
「
ク
ロ
ー
デ
イ
ア
ス
は
」
「
自
分
自
身
」
と
直
哉

が
断
言
す
る
如
く
、
内
面
の
重
層
化
と
い
う
点
に
お
い
て
は
む
し
ろ
陰
言
に
富

ん
で
い
る
。
「
『
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
』
は
原
作
と
の
辻
褄
を
合
わ
せ
る
た

め
、
完
成
す
る
ま
で
苦
労
し
た
」
と
後
に
「
創
作
余
談
」
で
直
哉
は
述
懐
し
て

い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
直
哉
の
「
日
記
」
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
ハ
ム
レ
ッ

ト
の
舞
台
を
観
た
の
が
明
治
四
十
五
年
の
二
月
十
九
日
で
あ
り
、
三
月
四
日
に

執
筆
の
意
欲
が
湧
き
、
本
気
に
取
り
組
も
う
と
し
た
の
が
三
月
十
日
、
以
降
八

月
二
十
三
日
に
完
成
を
み
る
ま
で
、
ほ
ぼ
六
カ
月
余
り
費
や
し
て
い
る
。
こ
の

間
、
「
大
津
順
吉
」
や
「
正
義
派
」
も
同
時
に
書
き
上
げ
て
い
る
か
ら
、
多
作

と
は
言
え
な
い
直
哉
に
と
っ
て
創
作
欲
旺
盛
な
時
期
で
あ
っ
た
。
直
哉
の
「
日

記
」
は
そ
の
間
の
機
微
を
裸
形
の
ま
ま
で
語
っ
て
い
る
点
に
魅
力
が
あ
る
が
、

と
り
わ
け
、
断
片
的
に
語
ら
れ
て
い
る
「
所
感
」
が
最
も
興
味
を
そ
そ
る
。
例

え
ば
、
次
の
一
節
は
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
に
全
力
を
注
ご
う
と
い
う
意
欲
が
語
ら

れ
た
直
後
に
書
か
れ
て
い
る
一
，
二
月
四
日
の
感
想
で
あ
る
。

 
 
 
○
か
う
も
考
へ
ら
れ
る
 
相
離
れ
た
二
つ
の
物
を
自
分
の
内
に
自
分
は

 
 
存
在
さ
せ
る
事
の
出
来
る
性
格
で
あ
る
、
（
矛
盾
を
苦
し
む
事
は
あ
っ
て

 
 
も
）
安
っ
ぽ
い
自
分
-
高
尚
な
自
分
。
無
反
省
な
自
分
-
反
省
的
な

 
 
自
分
Φ
9
こ
れ
は
然
し
い
つ
れ
も
真
実
な
の
で
あ
る
。
此
二
つ
を
調
和
さ

 
 
せ
る
と
い
ふ
事
は
或
時
は
二
つ
の
真
実
を
多
少
づ
・
偽
は
つ
て
一
致
さ
す

 
 
と
い
ふ
下
等
な
事
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
れ
は
恐
ろ
し
い
事
で
あ
る
。

 
 
（
志
賀
直
哉
の
引
用
は
、
『
志
賀
直
哉
全
集
』
岩
波
書
店
、
昭
4
8
・
5
～

 
 
昭
4
9
・
2
を
用
い
た
。
）

 
と
こ
ろ
．
で
、
こ
の
作
品
を
現
時
点
で
の
評
価
と
い
う
面
か
ら
照
射
す
る
と
注

目
す
べ
き
事
実
に
遭
遇
す
る
こ
セ
に
な
る
。
志
賀
直
哉
に
永
く
関
心
を
抱
き
、

最
も
そ
の
人
柄
や
文
学
に
理
解
を
示
す
一
人
に
本
多
秋
五
氏
が
い
る
。
氏
は
最

近
自
ら
の
直
哉
観
を
上
下
二
冊
か
ら
な
る
『
志
賀
直
哉
』
（
岩
波
新
書
）
、
 
9
0
・

1
、
2
）
で
世
に
問
う
た
が
、
氏
に
言
わ
せ
れ
ば
「
ク
ロ
ー
デ
イ
ア
ス
の
日
記
」

は
、
モ
チ
ー
フ
も
テ
ー
マ
も
究
極
の
と
こ
ろ
分
明
で
な
く
「
私
に
は
、
何
が
書

き
た
く
て
こ
れ
を
書
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
」
の
で
あ
り
、
更
に
言
葉
を
継
ぎ
、

そ
の
理
由
と
し
て

 
 
 
制
作
期
間
が
長
期
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
間
に
初
め
に
は
予
期
し
な
か
っ

 
 
た
方
へ
作
品
が
ふ
く
ら
ん
で
い
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
。
他
に
ハ
タ
と
横

 
 
手
を
打
つ
よ
う
な
見
方
が
あ
っ
た
ら
、
教
え
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
予
期
し
な
か
っ
た
方
へ
」
と
い
う

場
合
の
推
定
す
ら
な
く
、
単
に
氏
の
一
方
的
な
感
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
成
稿
と
し
て
は
「
大
津

順
吉
」
や
「
正
義
派
」
、
未
定
稿
と
し
て
は
「
興
奮
」
、
「
線
路
工
夫
」
、
「
錦
魚
」
、

「
廿
四
才
」
を
同
時
並
行
し
て
書
い
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
ら
と
の
関
連
、
あ
る
い
は
転
移
と
い
う
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
て
然
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
一
貫
し
て
直
哉
に
〈
関
心
〉
を
持
ち
、
対
象
に
真
摯
に
取
り
組
む
氏

だ
け
に
不
思
議
で
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
最
後
の
一
文
に
い
た
っ
て
は
く
投

げ
て
い
る
〉
と
し
か
思
わ
．
れ
な
い
の
で
あ
る
。

 
管
見
に
入
っ
た
こ
こ
十
数
年
の
直
哉
へ
の
言
及
に
限
っ
て
も
 
 
佐
伯
彰
一

ク
ロ
ー
デ
イ
ァ
ス
の
形
象
化
の
 
一
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
を
中
心
と
し
て
一
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氏
に
始
ま
り
、
饗
庭
孝
男
氏
、
さ
ら
に
は
高
橋
英
夫
氏
へ
と
貫
っ
て
い
る
直
哉

へ
の
評
言
を
一
顧
だ
に
し
な
い
の
は
何
か
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

直
哉
自
身
、
相
反
す
る
も
の
の
同
時
存
在
を
自
覚
し
、
無
理
に
「
調
和
さ
せ
る
」

こ
と
は
「
恐
ろ
し
い
事
」
と
自
戒
し
つ
つ
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は
「
自
分
自
身
」

と
ま
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
饗
庭
氏
、
高
橋
氏
が
主
張
す
る
の
は
「
の
り
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

な
想
像
力
の
お
そ
る
べ
き
深
淵
」
（
饗
庭
孝
男
『
近
代
の
解
体
-
知
識
人
の
文
学
』

河
出
書
房
新
社
、
昭
5
1
・
4
）
、
「
想
像
す
る
自
由
と
想
像
す
る
不
自
由
が
ほ
と

ん
ど
同
じ
も
の
だ
と
い
う
両
義
性
」
（
高
橋
英
夫
『
志
賀
直
哉
一
近
代
と
神
話
』

文
芸
春
秋
、
昭
5
6
・
7
）
と
い
う
く
想
像
力
の
問
題
〉
で
あ
り
、
こ
れ
が
た
め

に
直
哉
を
苦
し
ま
せ
、
あ
る
場
合
に
は
「
神
経
衰
弱
に
か
・
つ
て
み
る
ら
し
い
」

（
明
4
5
・
5
・
9
「
日
記
」
）
と
ま
で
思
わ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

鋭
敏
な
表
現
者
ほ
ど
こ
の
問
題
に
は
苦
し
む
の
で
あ
り
、
直
哉
ま
た
そ
の
例
外

で
は
決
し
て
な
い
。
「
剃
刀
」
で
の
殺
人
、
「
濁
っ
た
頭
」
で
の
肉
欲
・
発
狂
、

「
児
を
盗
む
話
」
で
の
子
供
の
誘
拐
、
「
邦
子
」
に
お
け
る
妻
の
自
殺
、
い
わ

ゆ
る
初
期
の
作
品
に
〈
背
徳
〉
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
も
の
が
い
か
に
多
い

か
を
見
る
時
、
逆
に
作
家
直
哉
の
重
層
性
多
層
性
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
義
母

浩
に
対
し
て
恋
め
い
た
も
の
を
抱
き
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
を
直
哉
、
兄
王
を
父

直
温
、
王
妃
を
義
母
浩
に
置
き
換
え
、
直
哉
に
は
父
親
殺
し
の
想
念
が
微
妙
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら

形
で
嵩
め
い
て
い
た
と
読
み
解
く
宮
越
勉
氏
の
所
説
を
引
い
て
、
「
全
的
に
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
な
ど
ど
本
多
氏
が
言
う
時
、
作
品
世
界
を
日
常
的

現
実
ま
で
還
元
し
な
け
れ
ば
、
表
現
は
読
め
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
あ
ら
た
め

て
疑
問
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

 
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
は
「
彼
は
珍
し
い
い
い
頭
を
し
た
男
で
あ
」

り
、
 
「
理
解
力
」
あ
る
「
詩
人
だ
」
と
す
る
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
対
す
る
ク
ロ
ー

デ
イ
ア
ス
の
独
白
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
内
言
は
努
め
て
精
神
の

余
裕
を
保
と
う
と
し
、
外
界
と
の
異
和
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
自
意
識
が
作
用

し
て
い
る
段
階
で
の
眼
な
ざ
し
で
あ
り
、
「
柔
か
い
心
持
ち
」
で
ハ
ム
レ
ッ
ト

を
見
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
の
心
情
で
あ
る
。

 
「
-
日
」
と
い
う
十
六
の
不
特
定
の
日
記
と
い
う
こ
の
小
説
の
構
造
は
序
、

破
、
急
と
言
い
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ま
便
宜
的
に
数
字
を
付
す
る
と
、

序
に
あ
た
る
箇
所
は
一
か
ら
七
ま
で
で
あ
り
、
こ
の
部
分
で
は
内
面
の
落
差
を

あ
え
て
抑
え
こ
み
、
「
平
和
」
・
「
自
然
」
の
状
態
に
な
り
た
い
と
す
る
ク
三
二

デ
イ
ア
ス
の
願
望
が
表
面
に
で
て
い
る
。
そ
れ
は
、
予
定
調
和
と
も
言
う
べ
き

も
の
で
、
自
分
が
か
く
思
え
ば
、
向
き
合
う
他
者
も
当
然
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
感
情
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
ク
車
馬
デ
ィ
ア
ス
に
と
っ
て
最
も

気
に
な
る
存
在
で
あ
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
の
関
係
は
、
「
愛
よ
り
も
今
は
理
解
」

で
あ
り
、
「
理
解
し
合
へ
ば
其
処
に
ま
た
愛
が
湧
く
」
の
で
あ
る
。
ハ
ム
レ
ッ

ト
と
オ
フ
イ
リ
ア
と
の
恋
で
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
恋
を
真
に
味
わ
っ
て
欲
し
い
と

願
う
の
も
、

 
 
 
さ
う
す
れ
ば
彼
の
母
に
対
す
る
自
分
の
恋
に
も
其
処
か
ら
多
少
の
理
解

 
 
が
沸
い
て
来
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。

と
す
る
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
志
向
性
が
働
い
て
い
る
こ
と
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

 
内
面
の
小
波
に
耐
え
つ
つ
、
こ
う
し
た
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
見
果
て
ぬ
夢
が

一
挙
に
崩
壊
す
る
の
は
、
自
分
が
兄
王
の
毒
殺
の
張
本
人
と
み
ら
れ
て
い
る
こ
'

と
を
意
識
す
る
箇
所
か
ら
で
あ
る
。
八
か
ら
十
三
ま
で
が
そ
れ
で
あ
り
、
い
わ

ゆ
る
破
の
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
理
解
し
、
愛
し
た
い
と
の
願
い
は
、

「
腹
の
底
か
ら
」
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
憎
悪
へ
と
転
化
す
る
。
「
詩
人
」
の
内
実
も
「
安
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直
な
ド
ラ
マ
テ
ィ
ス
ト
」
で
あ
り
、
「
安
価
な
文
学
と
い
ふ
悪
魔
の
」
魂
の
所

有
者
へ
と
質
が
転
換
さ
れ
、
周
囲
の
人
間
を
悲
劇
へ
と
陥
し
入
れ
ず
に
は
お
か

ぬ
許
す
べ
か
ら
ざ
る
敵
と
映
じ
て
い
る
。
そ
し
て
憎
悪
は
さ
ら
に
呪
誼
へ
と
ま

で
高
揚
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

 
 
 
一
人
の
心
に
不
図
湧
い
た
或
「
考
」
が
こ
れ
ほ
ど
に
多
く
の
人
間
を
不

 
 
幸
に
し
ょ
う
と
は
考
へ
な
か
っ
た
。
も
う
自
分
は
心
か
ら
彼
を
呪
ふ
。

 
以
後
の
「
急
」
に
あ
た
る
件
は
内
面
の
揺
れ
を
省
察
し
内
奥
を
ど
こ
ま
で
も

回
り
下
げ
よ
う
と
す
る
場
面
で
あ
り
、
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
に
言
及

さ
れ
る
場
合
に
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
引
用
さ
れ
る
「
自
分
に
着
て
は
『
想

ふ
』
と
い
ふ
事
と
『
為
す
』
と
い
ふ
事
に
は
、
殆
ど
境
は
な
い
」
と
い
う
く
志

賀
直
哉
〉
を
象
徴
す
ろ
章
句
と
し
て
夙
に
提
唱
さ
れ
る
「
一
日
」
の
部
分
が

中
心
を
占
め
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
至
っ
て
も
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
内
面
に

は
「
弱
々
し
い
心
」
・
「
弱
い
心
を
圧
へ
て
年
半
つ
と
」
「
ね
む
っ
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
…
…
」
と
い
う
情
念
が
わ
い
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
。

 
極
力
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
内
面
に
立
ち
入
る
こ
と
を
差
し
控
え
、
関
係
性
、

と
り
わ
け
ハ
ム
レ
ッ
ト
へ
の
視
線
の
変
化
と
い
う
点
か
ら
こ
こ
ま
で
考
察
し
て

き
た
。
理
解
・
愛
へ
の
希
求
に
は
じ
ま
り
、
憎
悪
、
呪
言
を
頂
点
と
し
、
最
後

に
ま
た
弱
い
心
を
抱
い
た
ま
ま
停
立
し
て
い
る
の
が
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
姿
で

あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
性
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
自
分
と
の
人
称
の
面
か
ら
も
指
摘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 
れ

で
き
る
。
二
人
の
人
称
は
、
序
で
は
彼
と
自
分
、
破
で
は
貴
様
と
乃
公
、
急
で

は
ま
た
彼
と
自
分
へ
と
立
ち
戻
っ
て
き
て
い
る
の
が
こ
の
小
説
の
基
本
的
な
構

図
な
の
で
あ
る
。

二
、
そ
の
中
心
的
世
界

 
前
章
で
は
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
関
係
意
識
、
と
り
わ
け
対
ハ
ム
レ
ッ
ト
へ

の
観
点
の
移
動
を
確
認
し
て
き
た
が
、
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は
」
「
自
分
自
身
」

と
直
哉
が
言
い
切
る
時
、
中
心
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
か
く
考
え
る
ク
ロ
ー
デ

ィ
ア
ス
の
心
的
状
況
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
点
を
解
き
明
す
こ
と
に
よ
っ
て
当

時
の
直
哉
、
あ
る
い
は
そ
の
文
学
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
特
性
が
顕
在
化
す
る

に
違
い
な
い
。

 
ま
ず
、
直
哉
の
ク
二
三
デ
ィ
ア
ス
の
特
色
の
一
つ
は
、
彼
が
〈
眼
の
人
〉
で

あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
対
象
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
観
察
す
る
透
徹
さ
に
は
じ

ま
り
、
聡
明
さ
・
理
智
、
「
自
意
識
の
身
体
的
部
位
」
（
亀
井
秀
雄
）
、
は
て
は

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
幻
視
を
見
す
か
す
力
ま
で
、
眼
の
持
つ
意
味
は
多
様
で
あ
る
。

次
に
引
用
す
る
二
つ
の
詩
は
大
正
期
の
詩
人
福
士
幸
次
郎
と
、
昭
和
十
年
代
を

代
表
す
る
詩
人
伊
東
静
雄
の
代
表
作
の
一
節
で
あ
る
。
両
者
の
〈
眼
〉
の
意
味

が
必
ず
し
も
同
一
で
な
い
こ
と
が
、
端
的
に
窺
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

 
 
A
あ
あ
ひ
か
り
あ
る
人
間
よ

 
 
 
総
身
眼
の
ご
と
き
人
よ

 
 
 
総
身
象
牙
彫
の
ご
と
き
人
よ
 
 
 
-

 
 
 
怜
倒
で
健
康
で
力
あ
ふ
る
る
人
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
幸
次
郎
「
自
分
は
太
陽
の
子
で
あ
る
」
）

B
あ
・
 
わ
が
ひ
と

 
輝
く
こ
の
日
光
の
中
に
忍
び
こ
ん
で
み
る

 
音
な
き
空
虚
を

幽、

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
形
象
化
の
 
一
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
を
中
心
と
し
て
一
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歴
然
と
見
わ
く
る
目
の
発
明
の

 
 
 
何
に
な
ら
う

 
 
 
如
か
な
い
 
人
気
な
い
山
に
上
り

 
 
 
切
に
希
は
れ
た
太
陽
を
し
て

 
 
 
殆
ど
死
し
た
湖
の
一
面
に
遍
照
さ
す
る
の
に
 
 
 
 
 
 
 
 
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
静
雄
「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
）

 
ク
ロ
ー
デ
ィ
ァ
ス
は
一
寸
し
た
感
情
か
ら
自
分
自
身
が
惹
き
こ
ま
れ
、
心
の

均
衡
を
失
ふ
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
弱
点
だ
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。

一
寸
し
た
感
情
と
は
あ
る
場
合
は
天
候
で
あ
り
、
生
理
状
態
で
あ
り
、
夢
で
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
総
体
的
に
言
え
ば
「
外
界
の
事
情
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。

た
び
た
び
心
の
均
衡
を
失
い
勝
ち
に
な
る
自
分
を
自
覚
し
て
い
る
ク
ロ
ー
デ
ィ

ア
ス
は
し
た
が
っ
て
容
易
に
回
復
出
来
る
方
法
を
日
常
性
の
中
で
絶
え
ず
準
備

し
て
あ
る
。
具
体
的
に
は
明
る
い
灯
・
愉
快
な
色
を
し
た
風
景
画
と
い
う
視
覚

の
特
性
へ
の
依
存
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ク
望
見
デ
ィ
ア
ス
は
「
い
や
な
夢
か

ら
覚
め
た
時
で
も
、
い
や
な
想
像
の
凝
っ
て
来
る
時
で
も
、
視
覚
か
ら
な
ら
容

易
に
そ
れ
を
散
ら
す
事
が
出
来
る
」
こ
と
に
確
信
を
抱
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
二
つ
目
の
特
色
、
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
こ
の
作
品
の
最
大
の
焦
点
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
「
お
そ
る
べ
き
」
「
深
淵
」
（
饗
庭
孝
男
）
と
云
い
、
「
自
由
と
」
「
不
自

由
」
・
と
の
「
両
義
牲
」
（
高
橋
英
夫
）
と
云
う
想
像
力
の
不
可
思
議
さ
の
問
題

で
あ
る
。
外
界
の
事
情
に
釣
り
込
ま
れ
易
い
癖
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ

が
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
自
分
の
中
に
い
る
も
う
一
人
掛
自
分
、
〈
他
者
〉

が
ク
ロ
ー
デ
ィ
ァ
ス
の
最
大
の
敵
な
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は
「
自
分

に
於
い
て
は
『
想
ふ
』
と
い
ふ
事
と
『
為
す
』
と
い
ふ
事
に
は
、
殆
ど
境
は
な

い
。
」
と
言
う
。
し
か
し
、
こ
の
一
文
は
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
か
く
あ
り
た
い

「
と
す
る
希
求
の
強
さ
を
表
し
て
い
る
件
な
の
で
あ
っ
て
、
実
際
は
想
念
と
行
為

と
が
一
致
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
い
か
ほ
ど
人
間
は
気
楽
に
な
れ
る
こ
と
だ
ろ

う
か
と
い
う
く
夢
〉
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
言
う
の
も
す
ぐ
直
前
に

前
提
条
件
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
が
ら
で
あ
る
。
兄
王
の
死
を
悲
し
い
と
感

じ
つ
つ
、
同
時
に
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
喜
び
を
も
正
直
に
告
白
し
て
い
る
箇

所
が
そ
れ
で
あ
る
。

 
 
 
心
は
自
由
で
あ
る
。
想
ふ
と
い
ふ
事
に
束
縛
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
愉

 
 
快
な
事
で
は
確
か
に
な
か
っ
た
。
然
し
そ
れ
を
ど
う
す
る
事
も
出
来
な
い

 
 
で
は
な
い
か
。
自
分
は
自
分
の
心
の
自
由
を
独
り
楽
し
む
事
が
よ
く
あ
る
。

 
 
又
同
時
に
そ
れ
が
為
に
苦
し
め
ら
れ
る
事
も
あ
る
の
だ
。
其
意
味
で
は
自

 
 
分
に
と
っ
て
自
分
の
心
底
に
不
自
由
な
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
今

 
 
の
自
分
に
は
、
自
分
を
殺
さ
う
と
考
へ
て
る
る
彼
よ
り
も
、
ど
う
に
も
な

 
 
ら
な
い
自
身
の
自
由
な
心
の
方
が
恐
ろ
し
い
。

 
も
は
や
あ
え
て
説
明
す
る
必
要
も
な
か
ろ
う
。
想
念
は
想
像
力
の
作
用
に
よ

っ
て
無
限
に
飛
翔
し
得
る
。
他
者
に
感
情
移
入
し
て
、
く
ま
な
く
理
解
し
尽
し

た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
〈
世
界
〉
と
い
う

束
縛
は
必
ず
つ
い
て
ま
わ
る
。
自
ら
の
心
で
す
ら
自
由
へ
の
憧
れ
が
あ
る
と
同

時
に
、
決
し
て
そ
の
自
由
を
野
放
し
に
は
し
な
い
別
の
力
が
あ
る
こ
・
と
も
自
覚

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
義
性
は
単
に
想
像
力
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
語
る
こ

と
は
隠
す
こ
と
で
あ
り
、
視
る
こ
と
は
視
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
優
し

さ
は
押
し
つ
け
に
も
な
り
か
ね
ず
、
善
意
は
無
神
経
さ
と
裏
表
で
あ
り
、
何
か

裁
断
し
た
瞬
間
に
手
中
か
ら
と
め
ど
も
な
く
な
に
か
が
抜
け
お
ち
な
い
で
は
お

か
な
い
。
沈
黙
す
ら
言
葉
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

 
ク
ロ
コ
デ
ィ
ア
ス
は
、
い
わ
ば
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
芯
の
み
え
な
い
玉
ね
ぎ
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の
皮
を
む
く
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
地
獄
に
落
と
さ
れ
、
永
却
の
時
を
谷
底
か

ら
山
上
ま
で
巨
石
を
押
し
上
げ
て
は
又
突
き
落
と
さ
れ
る
動
作
を
続
け
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
ギ
リ
シ
ア
神
話
中
の
人
物
シ
ジ
フ
オ
ス
同
様
に
、
自
ら
の
心
の
奥
を

凝
視
す
る
し
か
術
は
な
い
。
し
か
も
こ
の
旅
は
永
遠
に
目
的
地
が
見
出
せ
な
い

旅
で
も
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
日
常
性
の
世
界
で
は
想
念
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
停
繁
し
て

い
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
も
と
も
と
艮
常
性
す
ら
人
間
存
在
の
本
質
と
乖
離

す
る
は
ず
で
あ
る
。
思
う
に
日
常
性
と
は
今
日
と
同
じ
よ
う
に
明
日
も
ま
た
必

ず
や
っ
て
く
る
と
い
う
前
提
、
約
束
な
し
に
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

に
対
し
、
人
間
存
在
に
は
本
質
的
に
そ
ん
な
保
証
は
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
。

い
つ
ど
こ
で
何
が
起
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
直
哉
が
作
品
の
上

で
こ
の
こ
と
を
明
確
に
打
ち
出
す
の
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
ま
だ
先
の
こ
と
で
あ

る
。
馳
す
な
わ
ち
、
大
正
二
年
か
ら
五
年
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
休
止
期
を
経
て
、
大

正
六
年
五
月
の
『
白
樺
』
に
発
表
さ
れ
た
「
城
の
崎
に
て
」
を
書
く
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
輪
郭
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
そ
の
世
界
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拙
稿
で
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
「
城
の
崎
に
て
」
で
「
自
分
」
が
到
達
し

た
心
境
は
、
生
命
あ
る
も
の
が
如
何
に
曖
昧
模
糊
と
し
た
基
盤
に
立
脚
し
て
い

る
か
と
い
う
存
在
の
不
確
か
さ
、
い
わ
ば
日
常
性
の
本
質
的
な
脆
弱
さ
の
発
見

に
中
心
が
あ
る
。
こ
う
し
た
心
境
と
比
較
す
れ
ば
、
若
き
日
の
直
哉
で
は
、
ま

だ
観
念
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
底
ま
で
測
鉛
は
お
り
て
い
な
い
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
考
察
し
て
き
た
如
く
、
「
ク
，
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
に
は
、
眼
の
特

性
と
想
像
力
が
う
み
だ
す
矛
盾
の
同
時
存
在
と
い
う
問
題
が
描
か
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
後
者
を
で
き
る
だ
け
許
容
し
た
い
と
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。

 
三
月
四
日
の
「
日
記
」
に
み
ら
れ
る
如
く
、
当
時
の
直
哉
に
と
っ
て
無
理
に

い
ず
れ
か
に
比
重
を
か
け
る
こ
と
は
「
か
え
っ
て
内
面
の
〈
自
然
〉
・
真
実
を

そ
こ
な
う
こ
と
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
想
念
の
世
界
で
は

そ
れ
を
許
容
出
来
て
も
、
日
常
的
現
実
で
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
ば
か
り
い
ら
れ

な
い
。
行
為
に
は
選
択
が
と
も
な
う
。
そ
の
場
合
の
自
ら
の
位
置
を
明
確
に
測

定
し
た
の
が
三
月
十
三
日
の
「
日
記
」
に
み
ら
れ
る
次
の
感
想
で
あ
る
。

 
 
 
自
分
は
全
然
自
由
で
欲
し
い
。
自
分
は
自
由
で
自
分
を
出
来
る
だ
け
深

 
 
く
掘
ら
う
と
思
ふ
。
自
分
の
自
由
を
得
る
為
に
は
他
人
を
か
へ
り
み
ま
い
。

 
 
而
し
て
自
分
の
自
由
を
得
ん
が
為
に
他
人
の
自
由
を
尊
重
し
や
う
。
他
人

 
・
の
自
由
を
尊
重
し
な
い
と
自
分
の
自
由
を
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
。
二
つ
が
矛

 
 
逸
す
れ
ば
、
他
人
の
自
由
を
圧
し
や
う
と
し
や
う
。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
感
想
を
し
た
た
め
る
奥
に
「
人
間
は
 
 
少
な
く
と
も
自

分
は
自
分
に
あ
る
も
の
を
生
涯
か
・
つ
て
掘
り
出
せ
ば
い
・
の
だ
。
自
分
に
あ

る
も
の
を
巨
呈
す
る
。
こ
れ
で
あ
る
。
」
（
「
日
記
」
明
4
5
・
3
・
7
）
と
い
う

自
己
へ
の
無
限
の
信
頼
、
可
能
性
を
疑
わ
な
い
直
哉
が
存
在
す
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

 
十
三
日
置
直
哉
の
感
想
は
、
「
筋
だ
け
書
き
上
げ
た
」
と
い
う
前
日
の
日
記

中
に
み
ら
れ
、
内
容
的
に
も
作
品
世
界
と
符
号
し
合
っ
て
い
る
。
ク
ロ
ー
デ
ィ

ア
ス
は
「
全
く
自
分
自
身
」
と
語
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
直
哉
が
形
象
化
し
た
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は
、
「
自
己
相
剋
の
激
し
さ
に
お
い
て
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
悲
劇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
主
人
公
の
気
品
と
高
遭
と
を
獲
得
す
る
」
と
い
う
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
と
酷
似

し
て
い
る
。
相
違
点
は
、
内
心
の
た
め
ら
い
を
示
し
つ
つ
も
、
自
ら
の
為
に
は

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
形
象
化
日
 
一
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
を
中
心
と
し
て
一
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他
者
を
切
断
し
て
も
立
派
に
正
当
化
さ
れ
う
る
と
い
う
勤
さ
を
よ
り
多
く
み
せ

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
直
哉
描
く
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス

は
、
通
説
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
以
上
に
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
的
」
要
素
が
濃
厚
と
し
て
も

過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
太
宰
治
が
直
哉
に
対
し
て
愛
憎
ビ
バ
レ
ン
ツ
を

示
す
の
も
、
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
自
己
へ
の
無
限
な
る
信
頼
、
そ
れ

が
た
め
の
見
切
り
の
は
や
さ
は
太
宰
治
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、

自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
を
直
接
明
示
し
得
る
直
哉
に
対
し
て
、
太
宰
の
場
合
、

何
も
無
い
と
い
う
欠
如
態
で
し
か
己
れ
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
又
白
樺
派
の
人
々
と
昭
和
十
年
代
の
作
家
と
の
違
い
と
も
敷
街
す

る
こ
と
も
で
き
よ
う
し
、
こ
の
間
に
芥
川
龍
之
介
を
お
け
ば
、
一
層
き
わ
立
つ

・
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。

注
1

注
2

注
3

注
4

注
5

注
6

拙
稿
「
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
論
序
説
-
浦
口
文
治
へ
の
関
わ
り
を
中
心

に
一
」
（
『
日
本
文
学
研
究
2
6
』
梅
光
女
学
院
大
学
日
本
文
学
会
、
平
成

2
・
1
1
）

成
田
竜
雄
「
志
賀
直
哉
の
『
平
衡
感
覚
の
文
学
』
と
太
宰
治
の
『
崩
壊

感
覚
の
文
学
』
の
対
立
」
（
『
大
谷
女
子
短
期
大
学
紀
要
7
』
昭
3
9
・
3
）

佐
藤
泰
正
「
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
小
論
一
『
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
』

と
対
比
し
つ
つ
一
」
（
『
日
本
文
芸
学
の
大
系
』
 
8
8
・
1
1
）

野
中
涼
『
小
説
の
方
法
と
認
識
の
方
法
』
（
松
柏
社
、
昭
4
5
・
8
）
中

よ
り
引
用
“
出
典
不
詳
”

宮
越
勉
「
志
賀
直
哉
-
尾
道
行
前
後
の
生
活
と
文
学
1
」
（
『
文
芸

研
究
 
第
四
十
三
号
』
明
治
大
学
文
芸
研
究
会
、
昭
5
5
・
3
）

拙
稿
「
『
城
の
崎
に
て
』
の
構
造
」
（
『
蟹
行
第
三
号
』
昭
6
3
・
3
）

注
7
 
福
田
恒
存
「
解
題
」
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
（
新
潮
文
庫
、
昭
4
2
・
9
）
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