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震
災
後
文
学
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー

横
光
利
一
の
戯
曲
「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
を
読
む

野

中

潤

一
、
は
じ
め
に

第
一
創
作
集
『
御
身
』
（
一
九
二
二
年
五
月
、
金
星
堂
）
に
三
編
の

戯
曲
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
横
光
利
一
の
研
究
者
に
と
っ
て
は

常
識
に
属
す
る
事
柄
だ
が
、
一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ま

た
『
新
選
横
光
利
一
集
』
（
一
九
二
八
年
十
月
、
改
造
社
）
が
小
説
と

戯
曲
の
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
ほ
ぼ
同
時
に
春
陽
堂
か
ら

刊
行
さ
れ
た
『
日
本
戯
曲
全
集
』
第
四
十
七
巻
「
現
代
篇
」
に
横
光
利

一
の
戯
曲
六
編
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
事
実
だ
ろ
う
。
戯
曲
だ
け
で
編
集
さ
れ
た
『
定
本
横
光
利
一
全
集
』

第
十
二
巻
（
一
九
八
二
年
六
月
、
河
出
書
房
新
社
）
に
は
全
部
で
十
一

編
の
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
本
文
だ
け
で
四
百
ペ
ー
ジ
近
い
ボ
リ

ュ
ー
ム
が
あ
る
。
し
か
も
菊
池
寛
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
新
劇
協
会
の

演
出
家
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
横
光
利
一
（
１
）
に
と
っ
て
の
戯
曲
は
、

考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
映
画
以
上
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
ジ
ャ
ン
ル
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
横
光
利
一
の
戯
曲
は
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
同
時
代
評
を
見
て
も

そ
う
い
う
空
気
を
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
と
え
ば
、
定
本
全
集

の
「
月
報

」
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
「
「
九
月
の
戯
曲
」
合
評
」（
一

12

九
二
六
年
十
月
『
演
劇
新
潮
』
）
の
「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
評
で
は
、

北
村
小
松
が
開
口
一
番
「
私
は
よ
ん
で
分
ら
な
か
つ
た
」
と
も
ら
し
て

お
り
、
關
口
次
郎
も
「
脚
本
と
し
て
の
ね
ら
ひ
所
に
弱
さ
が
あ
る
と
思

ふ
」
と
疑
問
の
声
を
あ
げ
て
い
る
。
北
村
小
松
の
戸
惑
い
に
対
し
て
宇

野
浩
二
が
「
岸
田
氏
の
も
の
と
よ
く
似
て
い
ま
す
」
と
応
じ
て
い
る
の

だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
合
評
会
は
岸
田
國
士
の
「
恋
愛
病
患
者
」
に
つ
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い
て
の
「
こ
の
作
品
は
諸
君
の
お
説
通
り
、
こ
の
人
の
も
の
と
し
て
最

も
悪
い
も
の
ら
し
い
」
と
い
う
評
価
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
し
た

が
っ
て
、
「
対
話
み
た
い
な
も
の
で
す
ね
」
と
い
う
宇
野
浩
二
に
対
し

て
、
三
宅
周
太
郎
が
「
さ
う
で
す
。
が
、
そ
れ
で
も
い
い
と
思
ひ
ま
す
。

出
来
さ
へ
よ
け
れ
ば
」
と
応
じ
て
い
る
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
讃
辞
と
し

て
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
肯
定
的
な
同
時
代
評
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
戯
曲
集
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
「
愛
の
挨
拶
」
評

（
一
九
二
七
年
四
月
『
新
潮
』
）
で
は
、
林
房
雄
が
「
芝
居
上
手
だ
。

作
者
の
狙
ひ
ど
こ
ろ
如
何
に
拘
ら
ず
華
か
だ
」
と
述
べ
、
片
岡
鉄
平
も

「
近
代
の
恋
愛
を
や
つ
て
る
人
た
ち
に
は
、
非
常
に
お
も
し
ろ
く
読
ま

れ
る
と
思
ふ
」
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
横
光
利
一
戯
曲
の

上
演
が
今
日
に
い
た
る
ま
で
き
わ
め
て
少
な
い
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え

れ
ば
、
肯
定
的
な
評
価
が
持
つ
意
味
も
か
な
り
割
り
引
い
て
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
研
究
者

も
横
光
利
一
の
戯
曲
に
そ
れ
ほ
ど
注
目
し
て
来
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば

保
昌
正
夫
の
「
戯
曲
作
者
と
し
て
の
横
光
利
一
」（
『
国
文
学
』
一
九
六

六
年
八
月
）
は
、
数
少
な
い
本
格
的
な
論
考
な
の
だ
が
、
結
び
の
部
分

に
あ
る
の
は
「
横
光
利
一
の
戯
曲
は
さ
ほ
ど
上
演
さ
れ
て
は
い
な
い
。

戯
曲
作
家
と
は
言
え
て
も
、
劇
作
家
と
は
言
え
ぬ
か
も
し
れ
な
い
。
観

る
劇
と
は
別
に
読
む
戯
曲
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
横
光
の
戯
曲

は
、
読
ま
せ
る
要
素
、
条
件
を
多
分
に
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い

う
遠
慮
が
ち
な
評
価
で
あ
る
。

十
重
田
裕
一
は
、『
横
光
利
一
事
典
』
（
二
〇
〇
二
年
十
月
、
お
う
ふ

う
）
に
収
録
さ
れ
た
「
横
光
利
一
と
演
劇
・
映
画
」
の
中
で
、
「
モ
ダ

ン
で
都
会
的
な
男
女
」
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
対
話
劇
」
に
特

色
が
あ
る
と
述
べ
、
「
こ
う
し
た
会
話
の
セ
ン
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
本

格
的
な
演
劇
に
つ
い
て
学
ん
で
帰
国
し
、
台
詞
の
重
要
性
を
主
張
し
た

岸
田
國
士
の
感
化
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
も
、
事
典
と
い
う
媒
体
な
ら
で
は
の
抑
制
さ
れ
た
筆
致
に

な
っ
て
い
る
し
、
後
半
の
映
画
に
関
す
る
叙
述
に
よ
り
多
く
の
紙
幅
が

割
か
れ
て
い
る
。

近
年
の
本
格
的
な
研
究
論
文
で
は
、
林
廣
親
が
「
愛
の
挨
拶
」
に
つ

い
て
の
分
析
を
以
下
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。（
２
）

読
後
に
残
る
の
は
何
か
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
よ
う
な
思
い
で
あ
る
。

「
愛
」
の
実
感
の
不
在
と
い
う
テ
ー
マ
に
は
逆
説
的
な
発
想
の
魅
力

が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
が
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
よ
る
概
念
的
な

理
解
は
も
た
ら
さ
れ
て
も
ド
ラ
マ
に
通
じ
た
手
応
え
が
な
い
。
も
し

そ
れ
も
横
光
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
戯
曲
は
ま
さ
に

彼
の
劇
作
家
と
し
て
の
評
価
の
分
か
れ
目
に
な
る
も
の
だ
ろ
う
。
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こ
の
評
価
に
先
立
っ
て
林
廣
親
は
、
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
戯
曲
の

面
白
さ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
」
と
問
い
か
け
、
「
必
要
で
も
無
い
効
果

音
や
ナ
ン
セ
ン
ス
に
近
い
や
り
と
り
も
含
め
、
偶
発
的
な
小
プ
ロ
ッ
ト

を
取
り
込
み
つ
つ
進
行
す
る
奇
妙
に
落
ち
着
か
ぬ
実
験
的
な
舞
台
の
創

出
そ
れ
自
体
に
あ
る
と
言
え
そ
う
だ
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
保
昌
正
夫

が
「
作
者
の
新
時
代
把
握
が
こ
の
劇
で
は
相
当
密
度
あ
る
形
式
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
印
象
」
が
あ
り
、
「
最
も
内
容
的
に
優
れ
た
戯
曲
」
で

あ
る
と
賞
揚
し
て
い
る
「
愛
の
挨
拶
」
で
あ
る
が
、
前
出
の
同
時
代
評

を
含
め
、
横
光
利
一
の
最
高
傑
作
と
し
て
は
か
な
り
物
足
り
な
い
評
価

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
評
価
の
是
非
、
す
な
わ
ち
戯
曲
と
し
て
の
完
成
度
の
善
し

悪
し
を
判
断
す
る
こ
と
は
わ
た
し
の
手
に
余
る
が
、
戯
曲
と
し
て
の
読

み
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

肯
定
的
に
評
価
す
る
に
せ
よ
、
否
定
的
に
評
価
す
る
に
せ
よ
、
戯
曲
に

書
き
込
ま
れ
た
台
詞
が
肉
体
を
持
っ
た
役
者
に
よ
っ
て
音
声
と
し
て
現

象
す
る
際
に
立
ち
現
れ
て
く
る
意
味
が
、
ま
だ
十
分
に
言
語
化
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
劇
団
櫂
人
に
よ
る
公
演
（
３
）

を
観
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
に
つ
い
て
、
新
た
な

読
み
の
可
能
性
を
提
示
し
て
み
た
い
。

二
、「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
の
世
界

一
九
二
六
年
九
月
の
『
演
劇
新
潮
』
（
特
別
戯
曲
号
）
に
「
喜
劇
」

と
し
て
発
表
さ
れ
た
「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
っ

て
い
る
。夜ス

タ
ン
ド

食
後

良
人
。

（
椅
子
に
寄
り
、
爪
を
剪
つ
て
ゐ
る
。）

細
君
。

（
し
き
り
に
窓
の
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。

カ
ー
テ
ン
は
何
か
に
引
つ
か
か
つ
て
、
半
分
締
ま
つ
た
ま
ま
引
き

切
れ
な
い
。
）

「
夜
」
も
「
ス
タ
ン
ド
」
も
「
食
後
」
も
、
さ
り
げ
な
い
ト
書
き
だ

が
、
細
君
が
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
よ
う
と
し
て
い
る
理
由
や
、
爪
を
剪
る

と
い
う
良
人
の
行
動
の
意
味
を
、
実
は
き
わ
め
て
巧
み
に
照
射
し
て
い

る
。
こ
の
後
の
二
人
の
や
り
と
り
を
通
じ
、
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
る
こ
と

が
「
接
吻
」
と
い
う
台
詞
で
暗
示
さ
れ
る
夫
婦
の
営
み
を
始
め
る
た
め

の
暗
合
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

良
人
。
し
か
し
、
何
ん
だ
ぜ
、
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
た
つ
て
、
今
頃
、
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俺
は
接
吻
す
る
の
は
御
免
だ
ぜ
。

細
君
。

い
い
わ
。

良
人
。

良
け
り
や
、
無
難
だ
。

細
君
。

（
ぷ
ん
ぷ
ん
し
て
椅
子
に
坐
す
。）

良
人
。

（
自
分
の
指
を
眺
め
な
が
ら
、
）
俺
の
、
此
の
中
高
指
の
格

好
は
、
い
つ
見
て
も
素
敵
な
も
ん
だ
。

夜
に
爪
を
切
る
と
親
の
死
に
目
に
会
え
な
い
と
い
う
迷
信
が
あ
る
。

夜
は
手
元
が
見
え
に
く
く
て
深
爪
を
し
や
す
い
か
ら
だ
と
か
、「
世
を
詰

よ

つ

め
る
（
＝
寿
命
が
縮
む
）
」
こ
と
を
忌
避
し
て
い
る
か
ら
だ
と
か
、
い

ろ
い
ろ
な
理
由
づ
け
と
と
も
に
比
較
的
広
く
流
布
し
て
き
た
。
た
と
え

ば
、
奥
村
繁
次
郎
『
家
庭
に
於
け
る
吉
凶
百
談
』
（
一
九
〇
八
年
十
一

月
、
博
文
館
）
に
は
「
夜
爪
を
切
る
と
狐
に
入
ら
れ
る
」
と
か
「
夜
中

爪
を
切
る
と
親
の
死
に
目
に
逢
は
れ
ぬ
」
な
ど
の
俚
言
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
し
、
共
楽
道
人
編
『
情
理
和
合
法
』
（
一
九
一
六
年
十
一
月
、
盛

文
社
書
房
）
に
は
「
夜
爪
を
切
る
と
親
の
目
に
入
る
」
な
ど
と
あ
る
。

太
宰
治
の
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
（
一
九
三
四
年
十
月
『
世
紀
』
）
に

も
、
「
夜
爪
を
切
る
と
死
人
が
出
る
そ
う
で
す
ね
」
と
い
う
台
詞
が
出

て
く
る
。
「
夜
爪
を
切
る
」
と
い
う
禁
忌
が
一
九
二
〇
年
代
に
も
一
般

に
流
布
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
幕
開
け
と
と

も
に
舞
台
の
上
で
そ
う
い
う
禁
忌
を
犯
し
て
い
る
良
人
の
ふ
る
ま
い

は
、
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
に
観
客
の
関
心
を
集
め
た
に
違
い
な
い
。
言

い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
良
人
は
、
何
か
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
ふ

つ
う
な
ら
あ
ま
り
し
な
い
行
動
を
と
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
良

人
が
ス
タ
ン
ド
で
手
元
を
照
ら
し
て
丹
念
に
爪
の
手
入
れ
を
し
て
い
る

特
別
な
事
情
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
る
と
い
う
動

作
の
後
に
に
な
さ
れ
る
は
ず
の
行
為
に
向
け
た
準
備
を
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
言
語
化
す
る
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
る
が
、
要

す
る
に
細
君
を
愛
撫
す
る
た
め
の
準
備
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く

と
も
そ
の
よ
う
な
意
味
を
担
っ
て
し
ま
う
所
作
と
し
て
、
戯
曲
の
中
に

書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
う
が
ち
過
ぎ
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
ず
に
言

え
ば
、「
中
高
指
」
の
格
好
を
眺
め
な
が
ら
悦
に
入
る
良
人
の
姿
に
も
、

性
的
な
意
味
の
暗
示
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
良
人
は
決
し
て
、
自
ら
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
あ
か
ら
さ

ま
に
細
君
を
行
為
へ
と
誘
お
う
と
は
し
な
い
。
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
よ
う

と
す
る
細
君
に
対
し
て
、
冷
淡
な
対
応
を
と
り
続
け
る
の
だ
。
し
か
し

爪
を
切
る
と
い
う
所
作
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
良
人
は
細
君
と
行
為

に
及
ぶ
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
期
待
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
期
待
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
欲
望
の
結
果
と
し
て
細
君
と
行
為
に

及
ぶ
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
自
ら
が
細

君
に
よ
っ
て
欲
望
さ
れ
る
こ
と
を
欲
望
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。

細
君
も
良
人
と
同
様
に
、
自
ら
の
一
方
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
行
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為
に
及
ぶ
こ
と
を
望
ん
で
は
い
な
い
。
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
る
と
い
う
行

動
を
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
介
在
さ
せ
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
心
理
の
反

映
だ
ろ
う
。
相
手
に
欲
望
さ
れ
る
と
い
う
形
式
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
尊
心
を
保
と
う
と
す
る
二
人
の
心
理
的
な
か
け
ひ
き
が
、
対
話
劇
と

し
て
展
開
さ
れ
る
「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
の
最
大
の
特
色
で
あ
り
、
こ

れ
は
確
か
に
「
喜
劇
」
で
あ
る
。
カ
ー
テ
ン
を
「
閉
め
る
」
「
閉
め
な

い
」
の
応
酬
が
偏
執
的
に
反
復
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
適
切
な
リ
ズ

ム
や
間
の
取
り
方
、
表
情
や
視
線
の
交
わ
し
方
な
ど
に
よ
っ
て
演
じ
ら

れ
れ
ば
、
連
鎖
的
に
笑
い
を
生
み
出
す
契
機
と
な
り
得
る
。

良
人
。

カ
ー
テ
ン
を
閉
め
て
く
れ
。

細
君
。

知
ら
な
い
。

良
人
。

（
立
ち
上
つ
て
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
に
行
か
う
と
す
る
。
）

細
君
。

（
良
人
の
腕
を
持
っ
た
ま
ま
。
）
閉
め
ち
ゃ
い
や
。

良
人
。

開
け
て
お
く
の
か
。

細
君
。

え
え
。

良
人
。

閉
め
な
け
り
や
、
向
ひ
の
男
が
不
眠
症
に
な
る
ぢ
や
な
い

か
。

細
君
。

い
や
い
や
、
閉
め
ち
ゃ
。

良
人
。
さ
て
は
、
見
ら
れ
た
つ
て
、
か
ま
は
な
い
と
云
ふ
意
気
込
み

だ
な
。

細
君
。

馬
鹿
ら
し
い
。

良
人
。

（
細
君
の
額
に
接
吻
し
や
う
と
す
る
。）

細
君
。

い
や
よ
。
（
と
良
人
の
胸
を
突
き
飛
ば
す
。
）

良
人
。

実
は
、
白
状
す
る
が
、
俺
も
い
や
な
ん
だ
。
（
坐
る
。）

良
人
。

（
夕
刊
を
見
始
め
る
。）

こ
う
し
た
や
り
と
り
は
、
台
詞
ま
わ
し
の
ち
ょ
っ
と
し
た
緩
急
や
間

の
取
り
方
、
所
作
と
台
詞
の
関
係
、
視
線
の
振
り
向
け
方
や
表
情
の
作

り
方
に
よ
っ
て
全
く
異
な
る
様
相
を
示
す
。
良
人
の
腕
を
持
っ
た
ま
ま

「
閉
め
ち
ゃ
い
や
」
と
い
う
台
詞
を
口
に
す
る
時
の
女
優
の
演
技
に
は
、

腕
を
取
る
ま
で
の
間
合
い
や
歩
き
方
、
「
閉
め
ち
ゃ
い
や
」
と
言
う
時

の
声
色
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
し
な
の
作
り
方
や
表
情
な
ど
を
考
え

る
と
、
数
限
り
な
い
ほ
ど
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
細
君
に

接
吻
し
よ
う
と
す
る
時
の
良
人
の
演
技
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
手
練
れ
の

コ
メ
デ
ィ
ア
ン
な
ら
脣
を
突
き
出
す
表
情
だ
け
で
笑
い
を
取
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
演
出
の
仕
方
ひ
と
つ
で
、
そ
う
し
た
演
技
の
背

後
に
、
二
人
の
屈
折
し
た
心
理
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
人
が
こ
の
よ
う
な
形
で
、
ド
タ
バ
タ
風
と
も
言

え
る
心
理
劇
を
演
じ
て
い
く
背
景
に
は
、
舞
台
に
は
登
場
し
な
い
「
前

の
良
人
」
と
「
前
の
奥
様
」
の
存
在
が
影
を
落
と
し
て
い
る
。
二
人
は

い
ず
れ
も
連
れ
合
い
と
離
別
し
て
再
婚
し
て
い
る
の
だ
。
い
っ
た
い
ど
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の
よ
う
な
形
で
二
人
が
連
れ
合
い
と
離
別
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に

つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
の

は
、
顔
の
類
似
に
つ
い
て
で
あ
る
。

細
君
。

さ
う
云
へ
ば
、
あ
な
た
の
お
顔
は
、
何
ん
だ
か
だ
ん
だ
ん

前
の
奥
様
に
似
て
来
て
よ
。

良
人
。

俺
の
顔
か
、
俺
の
顔
は
、
だ
ん
だ
ん
お
前
の
前
の
男
に
似

て
行
く
ん
だ
。

細
君
。

ま
ア
。
い
や
だ
わ
、
ほ
ん
と
に
あ
な
た
、
前
の
奥
様
に
似

て
ゐ
る
わ
。
ま
ア
、（
と
良
人
の
顔
を
見
詰
め
出
す
。）

良
人
。

も
う
か
う
な
れ
ば
、
誰
に
似
て
い
た
つ
て
か
ま
ふ
も
ん
か
、

俺
は
何
も
か
も
忘
れ
て
了
ふ
だ
け
な
ん
だ
。
俺
の
憶
え
て
お
け
ば

い
い
も
の
は
、
鰻
と
お
萩
と
オ
ム
レ
ツ
と
、
そ
れ
か
ら
、
お
い
、

（
と
細
君
の
方
を
振
り
返
る
。
）
俺
の
顔
は
、
鰻
に
似
て
ゐ
や
し

な
い
か
ね
。

細
君
。

あ
あ
、
あ
あ
、
私
何
も
か
も
忘
れ
て
了
ひ
た
い
。
あ
な
た

の
お
顔
は
、
前
の
あ
な
た
の
奥
様
そ
つ
く
り
よ
。
い
ま
ま
で
気
が

つ
か
な
い
な
ん
て
、
私
も
よ
つ
ぽ
ど
お
人
好
し
だ
わ
。

こ
の
や
り
と
り
に
先
だ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
良
人
の
口

か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
日
本
人
の
女
性
が
西
洋
人
の
夫

と
死
別
し
て
日
本
人
の
男
性
と
再
婚
し
、
三
年
後
に
西
洋
人
そ
っ
く
り

の
子
供
を
産
ん
だ
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
前
の
良
人
」
と

の
顔
の
類
似
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
反
復
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

は
、
「
前
の
良
人
」
や
「
前
の
奥
様
」
が
肉
体
を
持
っ
た
現
実
的
な
存

在
で
は
な
く
、
舞
台
上
の
良
人
や
細
君
に
よ
っ
て
内
面
化
さ
れ
た
存
在

な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
り
て
い
に
言
っ
て
、
死
別
し
た

良
人
と
死
別
し
た
細
君
の
面
影
が
二
人
を
お
び
や
か
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
の
だ
。

二
人
は
偏
執
的
に
相
手
の
前
の
連
れ
合
い
に
こ
だ
わ
り
、
そ
れ
が
笑

い
を
惹
起
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
れ
は

「
狂
気
」
に
近
接
し
始
め
る
。
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
る
か
否
か
の
言
い
争

い
の
後
、
夕
刊
を
読
み
始
め
た
良
人
が
、
「
俺
の
腹
の
中
に
は
、
オ
ム

レ
ツ
と
、
鰻
と
、
お
萩
と
キ
ヤ
ベ
ツ
が
這
入
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
話
題

を
持
ち
出
す
と
、
細
君
は
「
あ
な
た
は
、
気
が
違
っ
て
ゐ
る
ん
だ
わ
」

と
な
じ
る
。

良
人
。

さ
う
か
ね
、
俺
は
気
が
違
つ
て
ゐ
る
ん
か
な
。
待
て
よ
。

俺
の
今
晩
食
つ
た
も
の
は
、
と
、
オ
ム
レ
ツ
と
、
鰻
と
、
そ
れ
か

ら
お
萩
と
、
…
…
。

細
君
。

キ
ヤ
ベ
ツ
よ
。

良
人
。

さ
う
だ
。
キ
ヤ
ベ
ツ
だ
。
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細
君
。

（
一
寸
恐
は
さ
う
な
顔
を
し
て
、
）
あ
な
た
、
、
ほ
ん
た
う

に
気
が
違
つ
た
の
？

良
人
は
、「
そ
れ
が
分
ら
な
い
ん
だ
よ
。
気
が
違
つ
た
と
云
ふ
の
は
、

一
体
ど
う
云
ふ
こ
と
を
云
ふ
ん
だ
ら
う
。
」
と
答
え
る
の
だ
が
、
喜
劇

と
し
て
展
開
し
て
き
た
対
話
の
背
後
に
、
何
か
シ
リ
ア
ス
な
も
の
が
顔

を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
場
面
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
は
、
一
九
八
九
年
五
月
に
演
劇
集
団

円
（
中

村
伸
郎
代
表
）
に
よ
る
「
三
つ
の
ダ
イ
ヤ
ロ
ー
グ
」
（
山
下
悟
演
出
）

の
一
部
と
し
て
上
演
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
レ
ビ
ュ
ー
の
中
で
吉

田
司
雄
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。（
４
）

「
機
械
」
と
も
重
な
る
不
幸
を
救
う
も
の
と
し
て
の
忘
却
の
主
題

が
組
み
込
ま
れ
た
こ
の
作
品
で
、
良
人
が
今
夜
食
べ
た
も
の
を
く
り

か
え
し
数
え
挙
げ
る
が
、
だ
ん
だ
ん
忘
れ
て
来
て
、
「
待
て
よ
。
俺

の
今
晩
食
つ
た
も
の
は
、
と
、
オ
ム
レ
ツ
と
、
鰻
と
、
そ
れ
か
ら
、

お
萩
と
、
…
…
。」
と
行
き
詰
ま
る
や
細
君
が
「
キ
ヤ
ベ
ツ
よ
。
」
と

答
え
る
場
面
な
ど
、
会
場
か
ら
笑
い
が
洩
れ
た
。
そ
の
あ
と
細
君
は

「
あ
な
た
、
ほ
ん
た
う
に
気
が
違
つ
た
の
？
」
と
言
っ
て
、
良
人
の

顔
を
ま
じ
に
み
つ
め
る
。
良
人
が
だ
ん
だ
ん
狂
人
の
よ
う
に
見
え
て

き
て
、
観
客
は
徐
々
に
非
日
常
の
空
間
に
迷
い
込
ま
せ
て
ゆ
く
こ
と

に
、
こ
の
舞
台
は
あ
る
程
度
成
功
し
て
い
た
と
思
え
る
。

演
劇
集
団

円
の
「
三
つ
の
ダ
イ
ヤ
ロ
ー
グ
」
は
、
横
光
利
一
の
「
幸

福
を
計
る
機
械
」
「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
と
山
本
有
三
の
「
父
親
」
を

一
つ
の
芝
居
で
あ
る
か
の
よ
う
に
連
続
的
に
上
演
し
た
も
の
だ
っ
た
ら

し
い
の
だ
が
、
吉
田
司
雄
に
よ
れ
ば
、
「
幸
福
を
計
る
機
械
」
に
お
け

る
男
女
の
言
葉
の
絡
ま
り
か
ら
生
ま
れ
る
は
ず
の
ユ
ー
モ
ア
が
ま
っ
た

く
効
果
を
発
揮
せ
ず
、
「
実
際
の
上
演
で
は
少
し
も
笑
い
が
起
ら
ず
、

と
め
ど
な
い
言
葉
の
や
り
と
り
に
と
ま
ど
い
を
感
じ
て
い
た
の
か
、
観

客
の
反
応
は
、
あ
ま
り
か
ん
ば
し
い
も
の
に
思
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
の
一
場
面
で
「
会
場
か
ら
笑

い
が
洩
れ
た
」
（
傍
点
・
野
中
）
と
い
う
報
告
の
含
意
も
、
喜
劇
と
し

、
、
、

て
の
演
出
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
と
い
う
戯

曲
が
、喜
劇
と
し
て
不
首
尾
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、

一
九
八
九
年
の
劇
団
芸
協
公
演
（
第
一
生
命
ホ
ー
ル
）
を
観
た
と
い
う

井
上
謙
に
よ
れ
ば
、
「
舞
台
で
は
結
構
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
風
刺
の
き

い
た
滑
稽
劇
」
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
前
出
の
劇
団
櫂
人
に

よ
る
上
演
は
、
「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
に
良
質
な
大
人
の
喜
劇
と
し
て

の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
た
。
演
劇
集
団

円
が
喜
劇
を

喜
劇
と
し
て
演
じ
切
れ
な
か
っ
た
の
は
、
「
象
徴
主
義
風
の
作
風
」（
宇
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野
浩
二
）
、
「
男
女
の
対
話
劇
」
（
保
昌
正
夫
）
、
「
男
と
女
の
〈
幸
福
〉

〈
愛
〉
を
め
ぐ
る
観
念
の
や
り
と
り
」
（
今
村
忠
純
）（
５
）

な
ど
と
い

う
文
言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
純
文
学
的
な
読
解
の
枠
組
み
が
強
く
作

用
し
て
い
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
〈
私
〉
の
解
体
と
か
自
意
識
の

構
造
と
か
自
己
言
及
な
ど
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た

「
機
械
」
（
一
九
三
〇
年
九
月
『
改
造
』
）
が
、
筒
井
康
隆
に
よ
っ
て
ス

ラ
ッ
プ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
喝
破
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
魅
力

を
再
発
見
さ
れ
た
よ
う
に
、
横
光
利
一
の
戯
曲
に
お
け
る
笑
い
の
意
味

も
再
評
価
さ
れ
る
余
地
が
十
分
に
あ
る
。

三
、
震
災
後
文
学
と
し
て
の
「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」

全
集
に
収
録
さ
れ
た
横
光
利
一
の
戯
曲
は
、
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）

年
二
月
の
『
演
劇
新
潮
』
に
発
表
さ
れ
た
「
食
は
さ
れ
た
も
の
」
か
ら

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
六
月
の
『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
「
日

曜
日
」
ま
で
、
足
か
け
九
年
に
わ
た
っ
て
書
き
継
が
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
基
本
的
に
す
べ
て
の
戯
曲
は
関
東
大
震
災
後
の
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
横
光
利
一
は
習
作
期
に
戯
曲
に
手
を
染
め
て
い
た
と
言
わ
れ

て
お
り
、
初
期
の
小
説
と
同
じ
よ
う
に
旧
稿
に
手
を
入
れ
て
発
表
し
た

戯
曲
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
発
表
年
月
と
執
筆
年
月
を
安
易
に
同

一
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
初
出
誌
が
未
詳
で
一
九
二
四
（
大

正
十
三
）
年
五
月
に
金
星
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
御
身
』
所
収
の
「
淫

月
」
な
ど
は
、
「
蠅
」
や
「
日
輪
」
で
デ
ビ
ュ
ー
す
る
一
九
二
三
（
大

正
十
二
）
年
五
月
以
前
の
習
作
期
に
書
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
は

言
え
、
保
昌
正
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
田
園
的
作
風
か
ら
都
会
的
な

る
も
の
へ
」
と
い
う
作
風
の
転
換
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
閉
ら
ぬ
カ

ー
テ
ン
」
の
よ
う
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
風
の
戯
曲
が
震
災
後
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
が
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
推
測
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
モ
ダ
ン
で
都
会
的
な
男
女
の

対
話
」
（
十
重
田
裕
一
）
と
い
う
戯
曲
群
の
中
に
お
け
る
「
閉
ら
ぬ
カ

ー
テ
ン
」
の
特
質
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
男
女
の
心
理
的
な
葛
藤
を
生
み

出
し
て
い
る
の
が
、
舞
台
上
に
は
決
し
て
登
場
し
な
い
不
在
の
男
女
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
前
の
良
人
」
や
「
前

の
奥
様
」
と
い
う
台
詞
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
、
生
身
の
役
者
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
人
物
が
、
男
女

の
対
話
の
帰
趨
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
だ
。「
男
と
女
と
男
」
や
「
帆

の
見
え
る
部
屋
」
、
「
恐
ろ
し
き
花
」
な
ど
に
お
い
て
、
愛
憎
劇
を
繰
り

広
げ
る
当
事
者
が
舞
台
に
登
場
す
る
の
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
し
か
も
、

舞
台
上
の
良
人
や
細
君
は
、
「
前
の
良
人
」
や
「
前
の
奥
様
」
の
も
と

に
戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
互
い
に
ま
っ
た
く
想
定
し
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
二
人
が
離
婚
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
実
は
死
別
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
を
許
容
す
る
。
仲
違
い
を
し
て
離
婚
し

た
の
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
か
に
い
る
は
ず
の
「
前
の
良
人
」
や
「
前
の
奥
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様
」
に
拘
泥
す
る
の
が
自
然
だ
が
、
彼
ら
が
偏
執
的
に
こ
だ
わ
る
の
は

「
前
の
良
人
」
や
「
前
の
奥
様
」
と
の
〝
顔
の
類
似
〟
な
の
で
あ
る
。

死
別
に
よ
る
心
の
傷
を
抱
え
つ
つ
、
死
別
で
あ
る
が
ゆ
え
に
消
え
な
い

前
夫
や
前
妻
へ
の
愛
を
、
互
い
の
内
面
に
い
つ
で
も
感
じ
取
っ
て
し
ま

う
か
ら
こ
そ
、
〝
顔
の
類
似
〟
と
い
う
現
象
に
こ
だ
わ
る
の
だ
。
ま
た
、

互
い
の
愛
に
確
信
が
持
て
ず
、
相
手
か
ら
欲
望
さ
れ
る
こ
と
を
欲
望
す

る
と
い
う
心
理
的
な
争
闘
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
し
て
、
死

別
だ
か
ら
こ
そ
、
相
手
が
前
の
連
れ
合
い
と
復
縁
す
る
こ
と
に
対
す
る

恐
れ
を
口
に
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
設
定
に
は
も
ち
ろ
ん
、
横
光
利
一
の
妻
キ
ミ
と
の
死
別
（
一

九
二
四
年
）
と
い
う
伝
記
的
な
事
実
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま

た
、
同
時
代
の
観
客
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
別
の
文
脈
で
受

容
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
た
と
え
ば
、
横
光
利
一
と
同
様
の
結
核

な
ど
に
よ
る
死
別
や
、
日
清
や
日
露
な
ど
の
戦
争
に
よ
る
死
別
な
ど
、

自
身
の
周
囲
で
起
き
た
出
来
事
と
重
ね
つ
つ
受
容
す
る
と
い
う
こ
と
が

あ
り
得
る
。
ま
た
、
男
女
と
も
に
死
別
し
て
い
る
と
い
う
状
況
か
ら
は
、

直
近
の
大
き
な
災
害
で
あ
る
関
東
大
震
災
に
よ
る
死
別
を
想
起
す
る
可

能
性
も
指
摘
で
き
る
。
「
高
架
線
」
の
中
に
登
場
し
て
く
る
奇
妙
な
人

び
と
が
震
災
で
家
族
を
失
っ
た
人
び
と
を
想
起
さ
せ
た
よ
う
に
（
６
）
、

亡
夫
や
亡
妻
の
記
憶
に
お
び
え
、
狂
気
に
呑
み
こ
ま
れ
そ
う
な
危
う
さ

を
は
ら
み
な
が
ら
、
新
し
い
家
族
関
係
を
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
都
会

の
男
女
の
姿
に
、
震
災
の
影
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
閉
じ
な
い
カ
ー
テ
ン
」
の
二
人
は
、
台
詞
の
上
で
は
向
か
い
の
男
の

視
線
を
気
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
も
し
か
す
る
と
二
人

が
ほ
ん
と
う
に
恐
れ
て
い
た
の
は
、
暗
い
ガ
ラ
ス
窓
の
向
こ
う
か
ら
の

亡
夫
や
亡
妻
の
ま
な
ざ
し
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
ま
り
に
も

牽
強
付
会
の
言
で
あ
る
と
い
う
誹
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
戯

曲
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
よ
う
に
演
出
さ
れ
、
上
演
さ
れ
る
可
能
性
を
排

除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
読
み
」

も
許
容
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
、
結
語
―
震
災
後
の
言
説
空
間

横
光
利
一
が
「
新
感
覚
派
の
驍
将
」
と
し
て
活
躍
し
た
の
は
、
関
東

大
震
災
後
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
も
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
、
震

災
後
に
出
現
し
た
新
し
い
風
俗
や
文
物
、
都
市
化
や
近
代
化
の
問
題
と

結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
捉
え
方
は
も
ち
ろ
ん
間
違
い
で
は

な
い
の
だ
が
、
震
災
後
の
言
説
空
間
を
肯
定
的
に
に
捉
え
す
ぎ
て
い
る

憾
み
が
あ
っ
た
。
一
九
九
五
年
、
二
〇
一
一
年
、
二
〇
一
六
年
と
繰
り

返
さ
れ
て
き
た
大
き
な
震
災
と
、
震
災
後
の
出
来
事
の
数
々
を
体
験
し

て
み
る
と
、
新
感
覚
派
と
か
新
心
理
主
義
、
あ
る
い
は
「
〈
私
〉
の
解

体
」
や
「
人
と
物
の
相
対
化
」
と
い
っ
た
言
葉
で
は
捉
え
き
れ
な
い
屈

折
や
陰
翳
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
思
い
を
禁
じ
得
な
い
の
だ
。
も
ち
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ろ
ん
震
災
後
に
書
か
れ
た
横
光
利
一
の
戯
曲
の
す
べ
て
が
「
震
災
後
文

学
」
で
あ
る
な
ど
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
ま
っ
た
く
何
の
影

響
も
見
出
せ
な
い
と
考
え
る
の
も
あ
ま
り
に
不
自
然
で
あ
る
。

震
災
後
の
言
説
空
間
に
お
い
て
、
一
見
し
て
関
係
が
な
い
と
思
え
る

も
の
で
あ
っ
て
も
、
否
応
な
く
震
災
後
文
学
と
し
て
の
意
味
を
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
得
る
と
い
う
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
て

お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
東
日
本
大
震
災
後
に
お
い
て
、
「
故

郷
」
（
高
野
辰
之
作
詞
）
や
「
夢
で
逢
え
た
ら
」（
大
滝
詠
一
作
詞
）
の

よ
う
な
歌
が
、
震
災
前
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で

受
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
作
者
の
意
図
」
を
越

え
た
と
こ
ろ
に
震
災
後
文
学
は
生
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。

「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
が
、
偏
執
的
な
や
り
と
り
の
反
復
に
よ
っ
て

狂
気
へ
と
達
し
か
ね
な
い
男
女
の
対
話
劇
を
、
ユ
ー
モ
ア
に
よ
っ
て
縁

取
っ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
読
み
解
く
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、
男
女
関
係
の
心
理
的
な
暗
闘
に
苦
悩
し
た
作
家
が
、

そ
の
よ
う
な
暗
闘
を
文
学
に
消
化
さ
せ
て
距
離
を
確
保
す
る
た
め
に
ユ

ー
モ
ア
を
招
き
寄
せ
た
よ
う
に
、
震
災
に
よ
る
心
の
傷
を
抱
え
な
が
ら

新
し
い
男
女
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
も
、
悲
劇
的
な

地
平
か
ら
の
離
脱
を
図
る
た
め
の
ユ
ー
モ
ア
が
必
要
な
の
だ
。
「
閉
ら

ぬ
カ
ー
テ
ン
」
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
が
、
良
人
と
細
君
を
め
ぐ
る
笑
い

と
狂
気
と
を
獲
得
で
き
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
そ

の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
け
る
ユ
ー
モ
ア
な
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
獅
子
文
六
は
「
演
出
者
横
光
利
一
」
（
一
九
五
一
年
一
月
『
文

学
界
』）
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

横
光
君
は
、
新
劇
協
会
に
於
て
、
私
の
同
僚
だ
っ
た
。
座
付

き
の
演
出
者
と
し
て
、
岸
田
國
士
、
關
口
次
郎
、
横
光
利
一
、

そ
し
て
私
が
ゐ
た
の
で
あ
る
。
今
か
ら
二
十
余
年
前
の
話
で
、

新
劇
協
会
と
い
う
名
も
、
こ
の
頃
は
、
劇
団
関
係
者
以
外
に
、

知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
況
し
て
、
小
説
の
神
様
が
、
演
出
な
ど

に
携
つ
た
こ
と
を
、
ウ
ソ
か
と
思
ふ
人
も
多
い
で
あ
ら
う
。

（
２
）
林
廣
親
「
横
光
利
一
「
愛
の
挨
拶
」
」（
二
〇
一
六
年
三
月
、
笠

間
書
院
刊
『
戯
曲
を
読
む
術
―
戯
曲
・
演
劇
史
論
』
所
収
）
。
初

出
は
、
日
本
近
代
演
劇
史
研
究
会
編
『

世
紀
の
戯
曲

日
本
近

20

代
の
戯
曲
の
世
界
』（
一
九
九
八
年
二
月
、
社
会
評
論
社
）
だ
が
、

か
な
り
の
改
稿
が
あ
る
。
引
用
は
前
者
に
拠
っ
た
。

（
３
）
二
〇
一
五
年
五
月
十
一
日
～
七
月
二
十
七
日
（
各
月
二
回
ず
つ
）
。

劇
団
櫂
人
ア
ト
リ
エ
公
演
（
ア
ト
リ
エ
そ
ら
）
。
演
目
は
、
Ａ
プ

ロ
グ
ラ
ム
「
日
曜
日
」
。
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
閉
ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」「
男

と
女
と
男
（
朗
読
劇
）
」
。
ま
た
、
二
〇
一
六
年
三
月
五
日
の
横
光

利
一
文
学
会
第
十
五
回
大
会
に
お
い
て
、
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
演
目
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を
い
ず
れ
も
朗
読
劇
と
し
て
上
演
し
た
。
演
出
は
い
ず
れ
も
篠
本

賢
一
（
「
遊
戯
空
間
」
主
宰
）。

（
４
）
吉
田
司
雄
「
横
光
戯
曲
の
上
演
―
「
幸
福
を
計
る
機
械
」
「
閉

ら
ぬ
カ
ー
テ
ン
」
を
観
て
」（
一
九
八
九
年
九
月
『
文
芸
と
批
評
』
）
。

（
５
）
今
村
忠
純
「
横
光
利
一
の
戯
曲
」
（
一
九
八
三
年
十
月
『
解
釈

と
鑑
賞
』
）。

（
６
）
拙
稿
「
震
災
復
興
期
と
新
心
理
主
義
文
学
―
横
光
利
一
「
高
架

線
」
再
読
」
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
『
現
代
文
学
史
研
究
』
）。

（
の
な
か
・
じ
ゅ
ん
）

「
現
代
文
学
史
研
究
会
」
入
会
案
内

１

現
代
文
学
史
研
究
会
は
、
主
に
一
九
二
○
年
代
以
降
の
日
本

文
学
に
関
す
る
研
究
及
び
そ
の
普
及
を
図
り
、
我
が
国
の
文
学

研
究
の
改
善
・
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
現
代
文

学
史
研
究
所
（
大
久
保
典
夫
所
長
）
が
設
立
し
た
団
体
で
す
。
こ

の
会
の
主
な
活
動
は
、
機
関
誌
『
現
代
文
学
史
研
究
』
の
発
行
と
、

研
究
集
会
お
よ
び
合
評
会
の
開
催
な
ど
で
す
。

２

機
関
誌
『
現
代
文
学
史
研
究
』
は
、
年
二
回
刊
（
六
月
・
十
二

月
）
で
、
研
究
論
文
・文
芸
批
評
・エ
ッ
セ
イ
等
を
掲
載
し
ま
す
。

３

入
会
申
込
に
際
し
て
は
、
所
定
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
郵
送
す
る
か
、
電
子
メ
ー
ル
で
ご
連
絡
下
さ
い
。
申
込
書
が
必

要
な
方
は
、
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。
振
替
用
紙
な
ど
の
書

類
一
式
を
お
送
り
致
し
ま
す
。
（
年
会
費
六
千
円
）

４

電
子
メ
ー
ル
で
申
込
む
場
合
は
、
入
会
の
意
志
を
明
記
し
、
住

所
・氏
名
・電
話
番
号
・所
属
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
入
し
て
送
信

し
て
下
さ
い
。

５

入
会
に
は
、
事
務
局
（
事
務
局
長
・
野
中
）
で
申
込
が
受
理
さ

れ
、
所
長
（大
久
保
典
夫
）の
承
認
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

現

代

文

学

史

研

究

所

事

務

局

〒

川
崎
市
麻
生
区
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一
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五
―
四
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