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『
掌
の
小
説
』
の
中
で
も
評
価
の
高
い
一
編
で
あ
る
「
有
難
う
」
①

。
こ
の
作
品
に

お
け
る
最
大
の
問
題
は
、
全
五
節
か
ら
な
る
作
品
の
三
節
と
四
節
の
間
、
通
常
の
小
説

で
あ
れ
ば
最
大
の
山
場
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
場
面
が
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
あ
る
。
売
ら
れ
よ
う
と
す
る
娘
と
そ
の
母
親
を
乗
せ
た
定
期
乗
合
自
動
車
が
、

目
的
地
の
停
車
場
に
到
着
す
る
。
そ
こ
か
ら
次
の
日
の
朝
ま
で
に
、
ど
の
よ
う
な
出
来

事
が
あ
っ
た
の
か
。
読
者
は
、
前
後
の
文
章
か
ら
、
想
像
力
で
こ
の
空
白
を
埋
め
る
べ

く
要
請
さ
れ
る
の
だ
。 

 

こ
れ
ま
で
、こ
の
空
白
が
ど
の
よ
う
に
埋
め
ら
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

早
く
に
は
、
三
島
由
紀
夫
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。 

 
 

「
有
難
う
」
と
い
ふ
作
品
は
掌
小
説
の
な
か
で
す
ぐ
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

母
に
連
れ
ら
れ
て
売
ら
れ
に
ゆ
く
少
女
が
、
そ
の
途
中
で
、
自
分
た
ち
が
乗
つ
て

行
つ
た
バ
ス
の
運
転
手
と
図
ら
ず
も
結
ば
れ
る
と
い
ふ
話
。
こ
の
思
ひ
が
け
な
い

結
末
を
作
中
の
人
物
も
作
者
も
皆
の
目
が
や
さ
し
く
ゆ
る
し
て
ゐ
る
。
娘
を
売
り

に
ゆ
く
母
親
も
、
売
ら
れ
に
ゆ
く
娘
も
、
や
が
て
そ
の
夫
と
な
る
運
転
手
も
、
運

命
に
対
し
て
極
度
に
純
潔
な
人
々
で
あ
る
。
到
底
、
運
命
に
抗
争
す
る
と
い
ふ
や

う
な
人
柄
で
は
な
い
②

。 

 

三
島
は
、
こ
の
夜
に
運
転
手
と
娘
が
母
親
の
願
い
通
り
に
結
ば
れ
、
後
に
は
夫
婦
と

な
る
と
読
ん
だ
の
だ
。
『
有
難
う
』
を
評
価
す
る
作
家
は
多
い
が
、
三
島
の
ほ
か
に
は
、

こ
の
空
白
を
ど
の
よ
う
に
埋
め
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
は
い
な
い
。 

 

長
い
年
月
を
隔
て
た
後
、
今
度
は
文
学
研
究
の
領
域
で
こ
の
空
白
が
問
題
と
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。 

 

ま
ず
、
石
川
則
夫
「
読
者
を
収
奪
す
る
言
語
装
置―

―

川
端
康
成
「
有
難
う
」
の
〈
省

略
〉―

―

」
③

が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
通
り
、
こ
の
作
品
の
空
白
（
〈
省
略
〉
）
に
焦
点

を
当
て
る
。
た
だ
し
、
石
川
は
、｢

読
者
を
一
晩
の
空
白
の
中
に
閉
じ
込
め
た
ま
ま
、「
有

難
う
」
本
文
は
、
再
び
「
半
島
の
南
の
端
の
港
に
帰
」
っ
て
し
ま
う
。
空
白
か
ら
出
よ

う
と
す
る
な
ら
、
運
転
台
に
思
い
切
っ
て
座
っ
て
し
ま
う
以
外
に
な
い
。
ど
ち
ら
か
を

選
べ
、
と
「
有
難
う
」
の
〈
省
略
〉
は
読、
み、
を
唆
す
。
あ
る
い
は
読
者
は
、
「
有
難
う
」

の
〈
省
略
〉
に
よ
っ
て
逆
に
読
ま
れ
る
対
象
と
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
、
空
白
の
効
果
に

は
言
及
す
る
も
の
の
、
当
の
「
読
み
」
を
明
ら
か
に
は
し
て
は
い
な
い
。 

 

続
い
て
、
野
末
明
「
『
有
難
う
』
論―

―

「
乗
合
自
動
車
」
の
表
す
意
味―

―
｣

④

が
、

｢

翌
朝
「
娘
」
は
「
運
転
手
」
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
母
親
」
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
「
運
転
手
」
へ
の
過
度
の
信
頼
が
裏
目
に
出
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
」
と
、
三
島
と

同
じ
く
、
娘
と
運
転
手
が
結
ば
れ
た
と
す
る
読
み
を
提
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
野
末

の
場
合
は
、
二
人
の
未
来
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
野
末
は
こ
こ

で
、
川
端
の
『
松
葉
杖
』
⑤

を
参
照
し
な
が
ら
、
「
い
わ
ば
、
田
舎
の
乗
合
自
動
車
の

運
転
手
は
、
都
会
か
ら
の
物
資
や
情
報
を
伝
え
る
都
会
と
田
舎
を
つ
な
ぐ
媒
介
者
で
あ

り
か
つ
、
「
兵
士
の
や
う
」
な
服
装
の
権
威
的
存
在
で
、
若
い
女
性
の
憧
れ
の
対
象
で

あ
っ
た
が
、
反
面
そ
の
権
威
を
利
用
し
て
女
性
を
誘
惑
す
る
危
険
な
存
在
で
あ
っ
た
。
」

「
権
威
的
存
在
と
し
て
の
「
運
転
手
」
の
二
面
性
が
こ
の
作
品
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、｢

運
転
手
」
個
人
の
「
や
さ
し
い
心
情
」
に
還
元
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
す
る

の
だ
か
ら
、
二
人
の
結
婚
な
ど
は
考
え
難
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

鄭
香
在
「
掌
の
小
説
「
有
難
う
」
と
映
画
「
有
り
が
た
う
さ
ん
」―

―

暗
示
性
と
明

示
性
に
つ
い
て―

―

」
⑥

は
、
「
娘
の
思
い
を
感
づ
い
た
母
親
が
運
転
手
に
娘
と
一
晩

と
も
に
す
る
こ
と
を
仄
め
か
し
た
の
を
見
る
と
、
お
そ
ら
く
二
人
は
夜
を
と
も
に
し
た

と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
も
の
の
、
「
一
番
大
き
な
謎
で
あ
る
夜
の
こ
と
も
推
測
は
出

来
て
も
、
そ
れ
は
推
測
に
過
ぎ
な
い
。
空
白
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
空
白

を
埋
め
る
こ
と
、
謎
に
対
す
る
解
釈
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
に
と
ど

め
て
い
る
。 

 
張
月
環
「
川
端
康
成
の
『
有
難
う
』
の
遠
近
」
⑦

は
、
「
た
だ
娘
に
運
転
手
と
一
夜

を
過
ご
さ
せ
た
だ
け
で
、
娘
の
運
命
が
変
る
。
母
は
素
直
に
二
人
の
感
情
を
受
け
取
り
、

娘
を
家
に
置
く
こ
と
に
し
て
春
ま
で
待
つ
と
運
転
手
に
約
束
し
た
。
」｢

『
有
難
う
』
は

た
だ
有
難
う
さ
ん
の
口
か
ら
言
っ
た
「
あ
り
が
と
う
」
だ
け
で
は
な
く
、
娘
を
助
け
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
上
、
恋
の
芽
が
出
来
、
お
互
い
に
愛
情
を
新
た
に
発
見
す
る
こ
と

が
で
き
、
こ
れ
は
本
当
に
有
難
い
こ
と
だ
と
い
う
の
が
作
品
の
真
意
で
は
な
い
か
」
と

梅花児童文学, 29:13-18
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す
る
。
こ
れ
は
、
三
島
の
読
み
を
踏
襲
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 
森
晴
雄
「
「
有
難
う
」―

―

乗
合
自
動
車
の
日
常
」
⑧

は
、｢

夜
を
共
に
し
て
、
運
転

手
へ
の
思
い
は
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
く
」
娘
に
対
し
て
、
運
転
手
は
「
い
く
ら
生
真

面
目
だ
と
い
っ
て
も
、
娘
を
救
う
た
め
に
結
婚
す
る
こ
と
な
ど
思
い
も
寄
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
母
親
を
叱
っ
て
も
、
自
分
が
責
任
を
持
っ
て
娘
や
娘
の
家
族
の
生
活
の
面
倒
を

見
る
こ
と
な
ど
考
え
も
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
す
る
。
娘
と
運
転
手
は
結
ば
れ
た
が
、
二

人
の
結
婚
な
ど
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
も
の
で
、
野
末
の
論
に
近
い
。
も
っ
と
も
、

森
は
野
末
同
様
に
『
松
葉
杖
』
を
参
照
す
る
も
の
の
、
運
転
手
を
「
危
険
な
存
在
」
と

ま
で
は
せ
ず
、
彼
は
「
前
夜
、
親
子
の
望
み
を
受
け
入
れ
て
、
一
時
的
な
善
行
を
施
し

た
の
で
あ
る
」
と
読
ん
で
い
る
。
ま
た
、｢

母
親
や
娘
も
ま
た
、
彼
と
の
結
婚
を
望
む
こ

と
な
ど
考
え
も
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
し
、｢

こ
ん
ど
い
い
時
候
に
な
つ
た
ら
こ
の
子
は
家

に
お
け
ん
の
ぢ
や
よ
。
」
と
い
う
母
親
の
言
葉
を
も
根
拠
と
し
て
、
三
島
の
二
人
が
結

婚
す
る
と
し
た
読
み
を
否
定
、
そ
れ
は
後
の
映
画
『
有
り
が
た
う
さ
ん
』
⑨

の
影
響
で

あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。 

 

高
比
良
直
美
「
「
有
難
う
」―

―

野
山
に
満
た
さ
れ
る
感
謝―
―

」
⑩

は
、
こ
れ
ま

で
と
は
全
く
異
な
っ
た
空
白
の
埋
め
方
を
す
る
。
高
比
良
は
、
「
母
親
の
お
ろ
か
な
願

い
」
は
「
拒
否
さ
れ
た
」
と
読
む
の
だ
。
「
運
転
手
が
娘
の
母
親
を
叱
る
こ
と
が
出
来

た
の
は
、
一
夜
の
申
し
出
を
断
り
、
娘
と
何
事
も
な
か
っ
た
か
ら
だ
」
と
い
う
の
が
、

そ
の
最
大
の
理
由
で
あ
る
。 

 

こ
の
空
白
に
言
及
し
た
も
っ
と
も
新
し
い
論
で
あ
る
山
崎
甲
一
「
川
端
康
成
の、
「
有

難
う
」―

―

「
三
人
」
の
巡
り
合
わ
せ
、
い
い
運
」
⑪

で
も
、｢

こ
の
運
転
手
は
ド
ン
フ

ァ
ン
で
も
女
遊
び
を
す
る
様
な
男
で
も
な
い
。
そ
の
種
の
人
間
と
は
お
よ
そ
無
縁
な
人

物
・
人
柄
と
し
て
描
か
れ
て
」
お
り
、
「
こ
の
よ
う
な
運
転
手
の
描
か
れ
方
か
ら
し
て
、

母
親
が
「
願
ひ
」
望
ん
だ
よ
う
な
、
娘
と
共
に
す
る
一
夜
な
ど
、
到
底
在
り
得
な
い
」

と
す
る
。
「
仮
に
母
親
の
望
む
と
こ
ろ
を
聞
き
入
れ
て
娘
と
一
夜
を
共
に
し
た
と
す
れ

ば
、
翌
朝
手
の
平
を
返
す
よ
う
に
態
度
を
変
え
て
、
母
親
に
「
叱
」
責
す
る
様
な
矛
盾

し
た
こ
と
は
有
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
、
運
転
手
か
ら
母
親
へ
の
叱
責
を
根
拠
と

す
る
の
も
、
高
比
良
と
同
様
で
あ
る
。 

 

な
お
、
二
人
の
未
来
に
つ
い
て
は
、
高
比
良
も
山
崎
も
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
二
人

の
間
に
「
何
事
も
な
か
っ
た
」
の
な
ら
当
然
と
言
え
よ
う
か
。
山
崎
は
、｢

後
日
談
は
、

こ
の
作
品
で
作
者
が
問
お
う
と
し
た
事
柄
の
領
分
外
の
こ
と
、
後
日
談
を
詮
索
好
き
な

読
者
が
、
作
者
の
領
分
外
の
こ
と
ま
で
求
め
よ
う
と
す
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
。 

  
 

 
 

 

二 

  

以
上
が
、
作
品
の
三
節
と
四
節
の
間
に
あ
る
空
白
の
埋
め
方
、
す
な
わ
ち
、
定
期

乗
合
自
動
車
が
停
車
場
に
つ
い
て
か
ら
次
の
日
の
朝
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
出
来
事
が

あ
っ
た
と
読
む
か
、
と
い
う
一
点
に
絞
っ
た
研
究
史
で
あ
る
。
大
き
な
流
れ
と
し
て

は
、
娘
と
運
転
手
が
結
ば
れ
、
い
ず
れ
は
結
婚
に
至
る
関
係
を
構
築
し
た
、
と
す
る

読
み
か
ら
、
そ
も
そ
も
こ
の
夜
に
二
人
が
結
ば
れ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と

す
る
読
み
へ
と
移
行
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

三
島
由
紀
夫
ら
の
、
当
の
夜
、
停
車
場
近
く
の
木
賃
宿
で
二
人
が
結
ば
れ
た
と
い

う
読
み
に
は
、
や
は
り
無
理
が
あ
ろ
う
。
理
由
は
、
高
比
良
・
山
崎
両
氏
が
指
摘
す

る
通
り
、
「
今
朝
に
な
つ
て
こ
の
子
に
は
泣
か
れ
る
し
、
お
前
さ
ん
に
は
叱
ら
れ
る

し
。
」
と
い
う
母
親
の
言
葉
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
母
親
の
頼
み
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
本
人
が
望
む
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
娘
と
関
係
を
持
っ
た
後
で
あ
る
な

ら
ば
、
最
初
の
客
と
な
っ
た
に
等
し
い
男
に
、
娘
を
売
る
母
親
を
叱
る
資
格
は
あ
る

ま
い
。
こ
こ
で
母
親
を
叱
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
よ
ほ
ど
面
の
皮
の
厚
い
男

だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
「
有
難
う
さ
ん
」
と
い
う
愛
称
を
持
つ
こ
の
運
転
手

の
言
動
の
ど
こ
を
取
っ
て
み
て
も
、
そ
の
よ
う
な
悪
し
き
側
面
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な

も
の
は
見
つ
か
ら
な
い
。 

 

『
松
葉
杖
』
を
参
照
し
て
「
有
難
う
さ
ん
」
の
二
面
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
妥
当

で
は
な
い
。
「
山
の
人
達
に
と
つ
て
は
、
乗
合
自
動
車
が
遠
い
花
や
か
な
都
会
の
象

徴
の
や
う
に
思
は
れ
る
」
た
め
に
「
乗
合
の
運
転
手
が
、
ま
る
で
都
会
の
飛
行
家
や

ス
ポ
オ
ツ
マ
ン
の
や
う
に
人
気
が
あ
」
り
、
「
そ
ん
な
風
だ
か
ら
、
運
転
手
に
は
自

然
と
に
や
け
た
女
た
ら
し
の
や
う
な
男
が
多
く
な
る
。
彼
等
は
途
中
の
村
々
で
乗
客

を
拾
ふ
や
う
に
、
娘
を
拾
ふ
こ
と
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
る
。
停
車
場
の
町
の
居
酒
屋
の

女
か
ら
覚
え
た
手
管
を
、
村
の
娘
に
も
用
ゐ
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
の
が
一
般
的
な

運
転
手
像
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
有
難
う
さ
ん
」
は
そ
の
よ
う
な
運
転
手
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
話
で
あ
る
。
『
松
葉
杖
』
を
参
照
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

よ
う
な
運
転
手
で
は
な
い
希
有
な
存
在
だ
か
ら
こ
そ
、
母
親
は
「
有
難
う
さ
ん
に
連

れ
て
行
つ
て
も
ら
ふ
ん
な
ら
、
こ
の
子
も
い
い
運
に
め
ぐ
り
合
え
る
ぢ
や
ろ
。
」
と

言
う
の
だ
、
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
「
十
分
間
に
三
十
台
の
車
を
追
ひ
越
し
て
も
、

空白の埋め方
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礼
儀
を
欠
か
さ
な
い
。
百
里
を
疾
走
し
て
も
端
正
な
姿
を
崩
さ
な
い
。
そ
れ
が
真
直

ぐ
な
杉
の
木
の
よ
う
に
素
朴
で
自
然
で
あ
る
」
の
が
「
有
難
う
さ
ん
」
な
の
だ
か
ら
。

そ
も
そ
も
『
松
葉
杖
』
に
し
て
も
、
そ
こ
に
登
場
す
る
清
二
は
、
「
さ
う
い
ふ
男
た

ち
の
な
か
で
」
「
特
別
に
品
行
が
よ
く
、
道
々
の
村
人
達
に
も
一
番
信
用
さ
れ
て
ゐ

た
」
運
転
手
で
あ
っ
た
。
清
二
こ
そ
が
「
有
難
う
さ
ん
」
の
後
継
者
な
の
だ
。 

 

娘
と
運
転
手
は
結
ば
れ
て
な
ど
い
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
高
比
良
・
山
崎
両
氏
の

空
白
の
埋
め
方
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
高
比
良
は
、
二
人
が
結
ば

れ
た
と
い
う
読
み
を
正
し
く
否
定
す
る
が
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。 

 
 
 

母
親
の
「
思
い
や
り
」
か
ら
運
転
手
に
声
を
掛
け
て
、
申
し
出
を
断
ら
れ
る
。

運
転
手
は
事
情
を
は
っ
き
り
と
知
っ
た
が
、
口
出
し
を
す
る
立
場
に
は
な
い
。

運
転
手
も
い
つ
も
の
よ
う
に
木
賃
宿
に
泊
ま
り
翌
日
は
下
田
に
引
き
返
す
予
定

だ
。
し
か
し
、
朝
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
出
立
す
る
時
刻
が
迫
る
と
、
娘
は
泣

き
出
す
。
運
転
手
は
、
そ
こ
で
初
め
て
母
親
に
意
見
し
た
の
だ
ろ
う
。
「
い
い

か
い
、
春
ま
で
ぢ
や
よ
」
と
娘
に
釘
を
刺
し
て
い
る
が
、
娘
に
と
っ
て
家
に
帰

れ
る
嬉
し
さ
に
変
り
は
な
い
。
そ
の
あ
と
の
こ
と
は
そ
の
時
の
こ
と
だ
。
母
親

も
、
ぶ
つ
ぶ
つ
言
い
な
が
ら
さ
ほ
ど
深
刻
な
様
子
は
な
い
。 

 

高
比
良
の
読
み
で
は
、
母
親
の
申
し
出
は
そ
の
場
で
断
ら
れ
、
運
転
手
は
「
い
つ

も
の
よ
う
に
木
賃
宿
に
泊
ま
り
」
翌
日
を
迎
え
て
い
る
。
そ
し
て
朝
、
昨
夜
す
で
に
、

「
ど
う
せ
明
日
か
ら
見
も
知
ら
な
い
人
様
の
慰
み
物
に
な
る
ん
ぢ
や
も
の
。
」
と
い

う
母
親
の
言
葉
で
「
事
情
を
は
っ
き
り
と
知
っ
」
て
い
た
運
転
手
は
、
「
泣
き
出
す
」

娘
を
目
の
前
に
し
て
、
母
親
に
意
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
日
は
「
口
出
し
を
す
る

立
場
に
は
な
い
」
と
考
え
、
母
の
願
い
も
断
っ
て
い
た
運
転
手
が
、
翌
日
は
態
度
を

大
き
く
変
え
る
の
だ
。
娘
の
涙
に
そ
こ
ま
で
の
力
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
崎
が
、
「
当
初
こ
の
運
転
手
が
「
傍
の
娘
を
見
て
」
あ

え
て
「
黙
つ
て
ゐ
」
た
の
も
、
そ
し
て
母
親
の
コ
ト
バ
に
「
黙
つ
て
う
な
づ
」
い
て

い
た
の
も
、
偏
に
、
肝
心
な
娘
本
人
の
気
持
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
た
め
」
で
あ

り
、
娘
が
「
翌
朝
に
な
っ
て
、
「
有
難
う
さ
ん
」
に
出
会
う
迄
そ
れ
ま
で
押
し
殺
し

て
い
た
自
身
の
正
直
な
本
当
の
思
い
を
、
初
め
て
「
泣
」
き
出
す
こ
と
で
意
志
を
明

確
に
現
わ
し
た
」
こ
と
で
、
「
娘
の
そ
の
本
心
を
し
っ
か
り
と
確
認
し
た
」
運
転
手

は
、
「
今
度
は
母
親
を
「
叱
」
っ
て
い
く
」
と
い
う
「
判
断
・
行
動
」
に
出
た
の
だ
、

と
の
読
み
を
提
示
し
て
い
る
。
涙
に
よ
っ
て
娘
の
真
意
を
知
っ
た
こ
と
が
運
転
手
を

動
か
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

 

確
か
に
、
山
崎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢

作
中
に
娘
の
コ
ト
バ
は
一
切
無
」
く
、｢

娘

の
動
作
・
行
動
の
み
で
娘
の
気
持
、
心
が
代
弁
さ
れ
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、
涙
以
上

に
雄
弁
な
も
の
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
運
転
手
は
、
ど
の
よ
う

な
経
緯
で
こ
の
涙
を
眼
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

泊
ま
っ
た
の
が
木
賃
宿
で
あ
る
か
ら
に
は
、
大
人
数
用
の
部
屋
で
三
人
一
緒
に
他

の
泊
り
客
と
と
も
に
、
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
は
す
る
の
だ
が
、
「
も
う
そ
ろ
そ
ろ

冬
」
と
い
う
時
期
の
話
で
あ
り
、
多
く
の
泊
り
客
が
い
た
と
は
思
え
な
い
。
乗
合
自

動
車
の
運
転
手
は
、
そ
れ
が
誰
で
あ
れ
、
折
り
返
し
地
点
に
あ
る
こ
の
木
賃
宿
に
泊

ま
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
ま
た
、
娘
の
一
夜
の
相

手
を
し
て
ほ
し
い
と
運
転
手
に
頼
む
母
親
が
、
こ
の
二
人
と
同
室
で
寝
る
と
は
考
え

難
い
。
以
上
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
日
、
運
転
手
は
一
人
で
一
室
を
使
用
し
、
母
娘

は
別
の
一
室
（
こ
こ
に
は
別
の
客
が
い
る
可
能
性
は
あ
る
）
を
使
用
す
る
は
ず
で
あ

っ
た
が
、
母
親
は
娘
の
こ
と
を
「
思
い
や
り
」
、
運
転
手
に
「
手
を
合
は
せ
て
拝
み
」
、

彼
女
を
運
転
手
の
部
屋
に
行
か
せ
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
運
転
手
が
母
親
の
願
い
を
断
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
初
の
予
定
通
り
、
運
転

手
と
母
娘
は
別
々
の
部
屋
で
一
夜
を
過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
。
高
比
良
が
言
う
「
運

転
手
も
い
つ
も
の
よ
う
に
木
賃
宿
に
泊
ま
り
」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
高
比
良
自
身
「
そ
れ
ぞ
れ
に
出
立
す
る
時
刻

が
迫
る
と
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
起
床
時
に
は
、
両
者
の
目
的
地

は
別
だ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
運
転
手
は
当
然
再
び
「
半
島
の
南
の
端
の
港
」
（
下
田

で
は
な
い
）
⑫

へ
、
母
娘
は
こ
の
「
汽
車
の
あ
る
町
」
の
ど
こ
か
へ
、
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
、
「
出
立
す
る
時
刻
」
も
別
で
あ
り
、
三
人
が
一
緒
に
木
賃
宿
か
ら
出

て
く
る
た
め
に
は
、
誰
か
が
積
極
的
に
、
あ
え
て
一
緒
に
な
る
よ
う
に
動
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
だ
。
こ
の
状
況
で
、
誰
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
だ
ろ
う

か
。 

 
運
転
手
と
母
娘
が
別
々
の
部
屋
に
い
た
と
見
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
運
転
手
は

娘
と
同
室
だ
っ
た
の
だ
。
心
優
し
い
「
有
難
う
さ
ん
」
は
母
親
の
願
い
を
断
り
切
れ

な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
。 

 
 

た
だ
し
、
高
比
良
と
同
様
に
、
二
人
が
結
ば
れ
た
と
い
う
読
み
を
否
定
す
る
山
崎

は
、
こ
の
宿
泊
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
高
比
良
と
は
異
な
る
読
み
を
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
「
よ
う
で
あ
る
」
と
歯
切
れ
の
悪
い
文
章
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
山
崎

梅花児童文学, 29
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論
文
で
は
、
そ
こ
が
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た

よ
う
に
、
「
翌
朝
に
な
っ
て
」
、
「
初
め
て
「
泣
」
き
出
す
こ
と
で
意
志
を
明
確
に

現
わ
し
た
娘
」
、
「
娘
の
そ
の
本
心
を
し
っ
か
り
と
確
認
し
た
」
運
転
手
、
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
「
一
」
で
確
認
し
た
、
二
人
が
結
ば
れ
た
と
す
る
読
み

を
否
定
す
る
文
章
か
ら
し
て
も
、
山
崎
の
論
で
は
、
運
転
手
と
母
娘
は
別
々
の
部
屋

で
一
夜
を
過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
一
方
で
山
崎
は
、

「
当
夜
に
何
事
も
な
く
、
「
手
を
合
は
せ
て
拝
み
」
倒
そ
う
と
し
た
母
親
の
「
願
ひ
」

が
そ
の
、
、
様、
に
は
な
ら
ず
に

、
、
、
、
、
、
終、
っ
た
、
、
「
次
の
日
の
明
け
方
」
に
な
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の

「
願
ひ
」
が
一
方
的
、
独
断
的
で
、
肝
心
な
「
こ
の
子
」
の
気
持
と
運
転
手
の
思
い
、

双
方
の
心
と
い
う
も
の
を
無
視
し
た
図
ら
い
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
白
と

な
る
。
「
こ
の
子
」
の
母
親
と
し
て
の
浅
慮
、
不
覚
、
恥
ず
べ
き
誘
い
方
で
あ
っ
た

こ
と
を
痛
感
、
、
す
る
、
、
こ
と
に
な
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
の
だ
。
「
母
親
と
し
て
の
浅
慮
、

不
覚
、
そ
し
て
恥
ず
べ
き
誘
い
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
何
事
、
、
も
な
か
っ
た

、
、
、
、
、
当
夜
が
「
明

け
」
る
こ
と
で

、
、
、
明
白
、
、
と
な
っ
た
」
と
の
文
章
も
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
山
崎
が
「
在

り
得
な
い
」
と
す
る
「
共
の
一
夜
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
二
人
が
身
体
の
関
係
を
持

っ
た
「
一
夜
」
で
あ
っ
て
、
私
の
読
み
と
同
様
に
、
運
転
手
と
娘
は
同
室
で
一
夜
を

明
か
し
た
と
読
ん
で
い
る
の
で
は
、
と
も
思
わ
れ
る
の
だ
。 

 

だ
が
、
も
し
山
崎
が
、
二
人
は
同
室
で
こ
の
一
夜
を
明
か
し
た
と
読
ん
で
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
先
の
、
娘
が
「
翌
朝
に
な
っ
て
」
「
初
め
て
「
泣
」
き
出
す
こ
と
で
意

志
を
明
確
に
現
わ
し
」
、
運
転
手
は
そ
の
涙
で
「
娘
の
そ
の
本
心
を
し
っ
か
り
と
確

認
し
た
」
と
い
う
読
み
は
、
あ
ま
り
に
も
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
作
中
に

娘
の
コ
ト
バ
は
一
切
無
」
く
、
「
娘
の
動
作
・
行
動
の
み
で
娘
の
気
持
、
心
が
代
弁

さ
れ
て
い
る
」
の
は
確
か
だ
が
、
こ
れ
は
、
娘
の
言
葉
が
書
き
記
さ
れ
て
い
な
い
（
省

略
さ
れ
て
い
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
二
人
が
一
緒
に
い
た
な
ら
、
当
然
会
話

を
交
わ
し
て
い
た
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
山
崎
の
場
合
は
、
往
路
の
乗
合

自
動
車
の
中
の
娘
に
つ
い
て
、
「
明
日
の
身
売
り
を
目
前
に
控
え
た
娘
が
夕
刻
に
、

一
縷
の
望
み
を
託
し
得
る
の
は
、
も
は
や
、
目
の
前
の
「
有
難
う
さ
ん
」
以
外
に
は

無
い
。
（
略
）
「
有
難
う
さ
ん
」
に
寄
り
す
が
っ
て
み
た
ら
、
或
は
、
家
か
ら
「
遠

く
へ
や
」
ら
れ
ず
に
済
む
か
も
し
れ
な
い
、
母
親
に
「
ま
た
連
れ
て
帰
」
ら
せ
て
も

ら
え
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
期
待
と
希
望
が
膨
ら
ん
で
来
る
の
は
当
然
の
こ
と
」

な
ど
と
も
読
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
「
有
難
う
さ
ん
」
の
側
か

ら
し
て
も
、
娘
に
話
し
か
け
ず
に
朝
を
迎
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
。
さ

ら
に
言
え
ば
、
も
し
二
人
が
何
も
突
っ
込
ん
だ
会
話
を
し
な
い
ま
ま
翌
日
を
迎
え
た

の
で
あ
っ
た
な
ら
、
運
転
手
が
翌
朝
の
娘
の
涙
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
二
人

が
別
々
の
部
屋
で
夜
を
過
ご
し
た
と
き
以
上
に
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
。
母
親
を
叱
る

こ
と
も
、
娘
を
売
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
で
は
な
く
、
二
人
を
同
室
に
し

た
こ
と
に
対
す
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

「
次
の
日
の
明
け
方
、
運
転
手
は
木
賃
宿
を
出
て
兵
士
の
や
う
に
広
場
を
横
切
つ

て
ゆ
く
。
そ
の
後
か
ら
母
親
と
娘
が
ち
よ
こ
ち
よ
こ
走
り
に
つ
い
て
行
く
。
」
と
い

う
状
況
が
成
立
す
る
ま
で
の
経
緯
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
母
親
に
頼

ま
れ
、
や
む
を
得
ず
娘
と
同
室
に
な
っ
た
「
有
難
う
さ
ん
」
は
、
そ
の
夜
、
娘
の
気

持
ち
を
聞
く
こ
と
に
な
る
。
娘
に
同
情
し
、
母
親
に
意
見
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
彼

は
、
翌
朝
、
娘
と
と
も
に
母
親
の
部
屋
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
、
母
親
か
ら
す

れ
ば
、「
今
朝
に
な
っ
て
こ
の
子
に
は
泣
か
れ
る
し
、
お
前
さ
ん
に
は
叱
ら
れ
る
し
。
」

と
い
う
事
態
が
到
来
し
た
の
だ
。
「
私
の
思
ひ
や
り
が
し
く
じ
り
さ
。
」
と
い
う
言

葉
通
り
、
「
思
ひ
や
り
」
で
娘
を
「
有
難
う
さ
ん
」
と
同
室
に
し
た
こ
と
が
、
「
し

く
じ
り
」
を
生
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
娘
と
「
有
難
う
さ
ん
」

が
結
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
二
人
が
じ
っ
く
り
と
言
葉
を

交
わ
し
、
「
有
難
う
さ
ん
」
が
娘
の
気
持
ち
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
、
娘
の
た
め
に

母
親
に
意
見
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
時
間
、
す
な
わ
ち
二
人
が
同
室
で
過
ご
す
時
間

が
な
け
れ
ば
、
母
親
は
、
「
私
の
思
ひ
や
り
が
し
く
じ
り
さ
。
」
と
い
う
言
葉
を
発

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
や
が
て
乗
合
自
動
車
の
出
発
の
時
間
が
近
づ
き
、

「
有
難
う
さ
ん
」
は
木
賃
宿
を
後
に
す
る
。
母
娘
も
そ
れ
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
木

賃
宿
を
出
る
。
こ
の
時
、
三
人
の
目
的
地
は
す
で
に
同
じ
で
あ
る
。 

  
 

 
 

 

三 

  
木
賃
宿
で
の
一
夜
で
、
「
有
難
う
さ
ん
」
と
娘
が
結
ば
れ
た
な
ど
と
い
う
事
実
は

な
い
。
そ
の
よ
う
な
出
来
事
が
あ
れ
ば
、
「
有
難
う
さ
ん
」
は
母
親
を
叱
責
な
ど
で

き
は
し
な
い
。
叱
責
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
。
だ
が
、
二
人
は
同
じ
部
屋
で
過
ご
し
、
会
話
を
交
わ
し
た
。
自
分
の

境
遇
を
受
け
入
れ
、
未
来
を
諦
め
よ
う
と
し
て
い
た
娘
に
は
未
練
が
生
じ
、
運
転
手

は
娘
を
救
お
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
未
来
は
変
わ
っ
た
の
だ
。 

 
 

「
ど
り
や
ど
り
や
、
ま
た
こ
の
子
を
連
れ
て
お
帰
り
か
。
今
朝
に
な
つ
て
こ
の
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子
に
は
泣
か
れ
る
し
、
お
前
さ
ん
に
は
叱
ら
れ
る
し
。
私
の
思
ひ
や
り
が
し
く

じ
り
さ
。
連
れ
て
帰
る
に
は
帰
る
が
、
い
い
か
い
、
春
ま
で
ぢ
や
よ
。
こ
れ
か

ら
寒
い
時
分
に
出
す
の
は
可
哀
想
ぢ
や
か
ら
辛
抱
す
る
け
れ
ど
、
こ
ん
ど
い
い

時
候
に
な
つ
た
ら
こ
の
子
は
家
に
置
け
ん
の
ぢ
や
よ
。
」 

 

「
有
難
う
さ
ん
」
の
運
転
で
、
母
は
娘
を
連
れ
て
家
に
帰
る
。
三
島
由
紀
夫
の
、

こ
の
後
二
人
が
結
婚
す
る
と
い
う
読
み
は
、
否
定
さ
れ
て
久
し
い
。
二
人
は
木
賃
宿

の
一
夜
に
結
ば
れ
て
な
ど
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
未
来
を
予
想
す
る
必
要

も
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
三
島
が
そ
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由

が
あ
る
。
「
連
れ
て
帰
る
に
は
帰
る
が
、
い
い
か
い
、
春
ま
で
ぢ
や
よ
。
」
と
い
う

言
葉
が
、
他
の
誰
で
も
な
い
「
有
難
う
さ
ん
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
高
比

良
は
、
こ
の
言
葉
を
「
娘
に
釘
を
刺
し
て
い
る
」
と
読
む
が
、
前
後
の
言
葉
が
明
ら

か
に
「
有
難
う
さ
ん
」
に
向
け
て
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
言
葉
だ
け
を
娘
に
向

け
た
も
の
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
時
、
娘
は
乗
合
自
動
車
に
「
先

に
乗
つ
て
唇
を
擦
り
合
は
せ
な
が
ら
運
転
手
台
の
黒
い
革
を
撫
で
て
ゐ
る
」
が
、
母

親
は
外
で
「
朝
寒
に
袂
を
合
は
せ
て
ゐ
」
て
、
運
転
手
も
ま
だ
外
に
い
る
。
「
一
番

の
汽
車
が
三
人
の
客
を
自
動
車
に
落
し
て
行
」
っ
た
後
、
「
運
転
台
の
座
布
団
を
正

し
く
直
」
し
て
、
彼
は
自
動
車
に
乗
り
込
む
の
だ
。
母
親
の
言
葉
は
、
「
有
難
う
さ

ん
」
だ
け
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
人
が
結
ば
れ
た
と
読
ん
だ
三
島
は
、
春

ま
で
に
は
き
ち
ん
と
し
た
形
を
取
る
よ
う
、
母
親
は
彼
に
釘
を
刺
し
た
と
読
ん
だ
の

だ
ろ
う
。 

 

で
は
、
二
人
が
結
ば
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
有
難
う
さ
ん
」
に
向
け

た
「
い
い
か
い
、
春
ま
で
ぢ
や
よ
。
」
と
い
う
言
葉
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
な
の
か
。

さ
す
が
に
こ
の
先
に
結
婚
を
想
定
す
る
の
は
飛
躍
が
あ
り
す
ぎ
る
。
『
松
葉
杖
』
に

は
、
乗
合
自
動
車
の
運
転
手
に
つ
い
て
、
「
運
転
手
は
山
の
新
聞
と
も
云
へ
た
。
途

中
の
村
々
や
、
出
発
地
の
小
さ
い
停
車
場
町
で
、
い
ろ
い
ろ
の
噂
話
を
拾
つ
て
来
て

は
、
村
に
伝
へ
る
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
運
転
手
は
情
報
通
で
あ
っ
た
の
だ
。
と

す
れ
ば
、
「
有
難
う
さ
ん
」
は
、
春
ま
で
に
娘
の
別
の
働
き
口
を
探
し
て
や
る
こ
と

を
約
束
し
た
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。 

 

前
日
、
乗
合
自
動
車
に
乗
り
込
む
前
の
母
親
は
、
「
今
日
は
お
前
さ
ん
の
番
だ
ね
。

さ
う
か
い
。
有
難
う
さ
ん
に
連
れ
て
行
つ
て
も
ら
ふ
ん
な
ら
、
こ
の
子
も
い
い
運
に

め
ぐ
り
合
へ
る
ぢ
や
ろ
。
い
い
こ
と
の
あ
る
し
る
し
ぢ
や
ろ
。
」
と
声
を
か
け
て
い

た
。
こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
母
親
が
こ
れ
ま
で
に
も
こ
の
待
合
所
を
利
用
し
て
お
り
、

こ
の
待
合
所
か
ら
出
発
す
る
複
数
の
運
転
手
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ

れ
る
が
、
そ
の
中
で
「
十
五
里
の
街
道
の
馬
車
や
荷
車
や
馬
に
一
番
評
判
の
い
い
運

転
手
」
に
当
た
っ
た
こ
と
を
喜
ん
だ
母
親
の
思
い
通
り
に
、
確
か
に
娘
は
「
い
い
運

に
め
ぐ
り
合
へ
」
た
の
だ
。 

 

「
今
年
は
柿
の
豊
作
で
山
の
秋
が
美
し
い
。
／
半
島
の
南
の
端
の
港
で
あ
る
。
」

と
始
ま
っ
た
こ
の
物
語
は
、
「
彼
は
十
五
里
の
野
山
に
感
謝
を
一
ぱ
い
に
し
て
、
半

島
の
南
の
端
の
港
に
帰
る
。
／
今
年
は
柿
の
豊
作
で
山
の
秋
が
美
し
い
。
」
と
結
ば

れ
る
。
美
し
く
、
そ
し
て
暖
か
な
空
気
を
漂
わ
せ
て
始
ま
っ
た
物
語
は
、
そ
こ
に
「
あ

り
が
と
う
」
の
声
の
重
な
り
と
母
娘
の
感
謝
を
も
加
え
て
、
や
は
り
美
し
く
、
そ
し

て
温
か
く
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
さ
に
「
牧
歌
的
」
⑬

な
作
品
と
し
て
、
『
有
難
う
』
は
あ
る
。 

   

注 ① 

『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
五
年
一
二
月
号
に
「
第
三
短
篇
集
」
の
一
編
と
し
て
発

表
。
そ
の
後
、
『
感
情
装
飾
』
（
金
星
堂
、
一
九
二
六
年
六
月
）
『
僕
の
標
本
室
』

（
新
潮
社
、
一
九
三
〇
年
四
月
）
以
下
、
す
べ
て
の
自
選
作
品
集
に
収
録
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
作
者
自
身
も
お
気
に
入
り
の
一
編
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
他
作
家

か
ら
の
評
判
も
高
く
、
森
晴
雄
「
「
有
難
う
」―

―

乗
合
自
動
車
の
日
常
」
（
『
星

の
広
場
』
二
号
、
室
生
犀
星
学
会
、
平
成
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
『
川
端
康
成
『
掌

の
小
説
』
論―

―

「
有
難
う
」
そ
の
他
』
龍
書
房
、
二
〇
一
二
年
三
月
、
所
収
）

に
は
、
『
有
難
う
』
を
高
く
評
価
し
た
作
家
と
し
て
、
上
林
暁
・
三
島
由
紀
夫
・

野
口
冨
士
男
・
宮
本
輝
・
石
田
衣
良
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

② 

「
川
端
康
成
論
の
一
方
法―

―

「
作
品
」
に
つ
い
て
」
（
『
近
代
文
学
』
一
九
四

九
年
一
月
号
）
。
引
用
は
『
決
定
版 

三
島
由
紀
夫
全
集
27
』
（
新
潮
社
、
二
〇
〇

三
年
二
月
）
に
拠
る
。 

③ 
『
鷗
外
・
康
成
・
鱒
二 

長
谷
川
泉
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
論
文
集
』
（
國
學
院
大
學
大
学

院
長
谷
川
泉
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
編
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
）
。
「
「
有
難
う
」
の
省
略
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
『
文
学
言
語
の
探
求―

―

記
述
行
為
論
序
説―

―

』
（
笠
間
書

院
、
二
〇
一
〇
年
二
月
）
に
収
録
。 

梅花児童文学, 29
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④ 

『
解
釈
』
一
九
九
九
年
七
・
八
月
号
。 

⑤ 
『
朝
日
』
一
九
三
一
年
一
二
月
号
。 

⑥ 

『
川
端
文
学
へ
の
視
界 

川
端
文
学
研
究2

0
0
3

』
（
二
〇
〇
三
年
六
月
）
。 

⑦ 

『
東
ア
ジ
ア
日
本
語
教
育
・
日
本
文
化
研
究
』
七
号
（
二
〇
〇
四
年
三
月
）
。 

⑧ 

注
①
前
掲
。 

⑨ 

一
九
三
六
年
公
開
、
松
竹
キ
ネ
マ
制
作
・
配
給
、
原
作
：
川
端
康
成
、
監
督
：
清

水
宏
、
主
演
：
上
原
謙
。
た
だ
し
、
こ
の
映
画
で
も
、
空
白
の
一
夜
は
描
か
れ
て
い

な
い
。 

⑩ 

『
芸
術
至
上
主
義
文
芸
』
三
五
号
（
二
〇
〇
九
年
一
一
月
）
。 

⑪ 

『
芸
術
至
上
主
義
文
芸
』
四
三
号
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
）
。 

⑫ 

「
独
影
自
命 

十
一
」
（
十
六
巻
本
『
川
端
康
成
全
集 

第
十
一
巻
』
一
九
五
〇

年
八
月
「
あ
と
が
き
」
）
に
お
い
て
川
端
は
、
「
「
有
難
う
」
は
下
田
・
大
仁
間
の

下
田
街
道
、
ま
た
は
天
城
街
道
で
あ
る
が
、
そ
の
道
は
湯
ヶ
島
を
通
つ
て
ゐ
る
」
と

言
い
な
が
ら
も
、
「
し
か
し
こ
れ
ら
の
土
地
は
い
づ
れ
も
私
の
感
傷
の
背
景
に
過
ぎ

な
く
て
、
確
実
に
書
か
れ
た
土
地
は
一
つ
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。 

⑬ 

「
独
影
自
命 

十
一
」
（
注
⑫
前
掲
）
に
お
い
て
川
端
は
、
『
有
難
う
』
を
『
胡

頽
子
盗
人
』
『
万
歳
』
と
と
も
に
「
い
く
ら
か
牧
歌
的
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。

少
な
く
と
も
『
有
難
う
』
に
関
し
て
は
、
「
い
く
ら
か
」
と
い
う
譲
歩
は
必
要
な
い

だ
ろ
う
。 

  

☆
川
端
康
成
の
小
説
な
ら
び
に
エ
ッ
セ
イ
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
三
十
七
巻
本
『
川

端
康
成
全
集
』
（
新
潮
社
、
一
九
八
〇
年
二
月
～
一
九
八
四
年
五
月
）
に
拠
り
、
旧

字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。 
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