
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
怪
異
小
説
「
雨
月
物
語
」
は
単
な
る
怪
談
小
説
で

は
な
く
、
封
建
時
代
に
生
を
つ
け
、
時
代
環
境
に
と
け
と
み
き
れ
な
か
っ
た
一

人
の
人
物
の
、
孤
高
に
し
て
み
い
出
し
た
理
想
の
境
地
の
、
や
が
て
は
そ
の
涜

に
到
達
せ
ん
と
し
て
、
あ
え
い
で
い
る
あ
る
過
程
の
な
か
の
一
過
程
の
現
わ
れ

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

詑
一
、
山
口
剛
著
「
江
戸
文
学
の
研
究
」

土

文

の

持

屋

明

(;i: 

め

じ

土
屋
文
明
は
周
知
の
如
く
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌
人
で
あ
り
、
そ
の
主
張
す
る
と

こ
ろ
は
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
調
的
な
写
実
主
義
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
乙
の
写
実

主
義
は
時
に
、
行
情
と
相
反
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
り
す
る
。
が
、
そ
れ
は

ま
ち
が
っ
た
認
識
で
あ
る
。
塩
川
情
と
は
狭
義
の
成
j

情
、
即
ち
情
緒
だ
け
を
行
べ

る
こ
と
で
は
な
く
、
広
義
の
感
情
の
感
じ
、
即
ち
直
感
、
体
感
、
経
験
、
意
識

な
ど
を
符
べ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
情
、
そ
れ
は
情
緒
の
感

慨J

的
な
静
な
る
趣
き
の
表
出
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
感
情
」
を
行
べ
る
こ
と

な
の
だ
。

従
っ
て
、
文
明
氏
の
作
品
が
一
短
歌
で
あ
る
限
り
、
た
と
ヌ
そ
れ
が
写
実
主
義

註
二
、
霊
友
毅
著
「
雨
月
物
語
の
研
究
」

註
コ
一
、
前
に
向
。

註
問
、
山
口
剛
著
「
江
戸
文
学
研
究
」

註
五
、
重
友
毅
著
「
雨
月
物
語
の
研
究
」

註
六
、
堺
光
一
著
「
上
回
秋
成
」

註
七
、
解
釈
と
鑑
賞

註
八
、
森
山
重
雄
著
「
封
建
庶
民
文
学

ω研
究
」

’情

）｜｜ 

江
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子

と
い
わ
れ
で
も
、
そ
こ
に
行
情
と
い
惨
つ
こ
と
を
安
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

そ
ζ

で
こ
乙
で
は
、
と
の
文
明
氏
の
短
歌
の
汗
情
の
特
色
を
み
て
ゆ
き
た

J
V
 （

I
）
慣
れ
情
の
方
法
高
に
お
り
る
特
色

ア
ラ
ラ
ギ
派
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
と
同
時
に
、
文
明
氏
自
身
の
歌
風
の
特

色
に
な
っ
て
い
る
と
と
に
「
写
実
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

ζ

の
「
写
実
L

と

は
文
字
ど
お
り
「
実
を
写
す
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
何
も
ア
ラ
ラ
ギ
派
に
限

っ
た
と
と
で
は
な
く
、
浪
漫
派
、
更
に
文
学
全
体
に
つ
い
て
い
え
る
と
と
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
主
義
主
張
に
よ
っ
て
「
実
」
な
る
も
の
が
変
っ

て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
い
う
「
実
」
と
は
「
対
象
」
、



即
ち
歌
人
の
眼
前
に
あ
る
「
対
象
」
で
あ
り
、
浪
漫
派
の
「
実
」
と
は
歌
人
の

「
心
情
」
で
あ
る
。

。

。

。

。

。

。

「
写
実
」
、
そ
れ
は
ま
こ
と
の
も
の
を
ま
こ
と
に
写
す
と
と
な
の
だ
。
そ
し

て
、
短
歌
で
求
め
ら
れ
る
ま
こ
と
と
は
「
情
」
つ
ま
り
「
感
動
」
で
あ
り
、
と

の
感
動
こ
そ
は
、
ま
と
と
の
純
粋
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

浪
漫
派
が
と
の
「
情
」
と
い
う
も
の
を
直
接
的
に
表
現
し
て
ゆ
く
の
に
対

し
、
ア
ラ
ラ
ギ
派
は
そ
れ
を
い
わ
ば
、
間
接
的
に
表
わ
し
、
直
接
に
写
す
こ
と

を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
明
氏
の
作
口
聞
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

こ
の
三
朝
あ
き
な
あ
さ
な
を
よ
そ
ほ
ひ
し

陪
蓮
の
花
今
朝
は
ひ
ら
か
ず

住
l

（
ふ
ゆ
く
さ
）

こ
の
作
品
の
主
題
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
花
の
命
の
は
か
な
さ
に
対
す
る
感

悩
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
、
浪
漫
派
の
歌
人
が
こ
れ
を
詠
ん
だ
場
合
、
そ

れ
は
感
情
の
直
俊
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
号
。
し
か
し
、
文
明
氏
の
作
品

に
は
、
対
象
の
隈
蓮
の
様
子
が
う
た
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
う
し
た
「
情
」
と
い

う
も
の
は
毛
市
に
は
吐
露
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
対
象
写
生
の
態
度
が
う
か
が

え
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
と
で
我
々
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
対
象
の
写
生
に
の
み
終
っ
た
か
に
見
え
る
こ
の
歌
が
、
そ
の
感
情
を
も
決
し

て
忘
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
の
一
首
を
読
ん
だ
人
に
は
花
の
は

か
な
さ
を
哀
れ
む
作
者
の
感
傷
が
よ
み
と
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
り
実
派
は
「
情
」
そ
商
接
表
現
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
写
実
し
だ

結
菜
、
そ
と
に
涼
ょ
う
よ
う
な
附
そ
も
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

浪
漫
派
の
歌
の
中
心
に
な
る
の
は
作
者
の
主
観
的
な
感
情
で
あ
る
。
従
っ

て
、
そ
の
行
情
が
よ
り
効
果
的
に
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
題
材
と
い
う
も
の
を

的
確
に
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
行
即
ち
「
情
」
の
表
山
川
の
煤
材
と
し

て
「
物
」
が
使
わ
れ
る
。

と
と
ろ
が
、
写
実
派
に
お
い
て
は
、
自
己
の
主
観
や
情
と
い
う
も
の
を
「
物
」

に
反
映
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
、
「
物
」
や
「
場
面
」
に
触
発
さ
れ
た

感
情
を
写
実
を
通
し
て
表
現
し
て
ゆ
く
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
浪
混
派
も
結
局
は

仙
刊
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
情
が
喚
起
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
そ
の
感
情
を
喚

起
し
た
「
物
」
と
表
出
時
の
「
物
」
が
応
々
に
し
て
奥
る
と
と
が
あ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
こ
に
「
物
」
の
選
択
と
い
う
行
為
が
介
入
す
る
か
ら

で
あ
る
。

と
の
点
、

γ
J
実
派
で
は
作
者
に
「
情
」
を
晩
起
さ
せ
た
「
物
」
は
そ
の
ま
ま

た
現
上
の
「
物
」
と
な
り
、
作
者
の
感
情
を
時
起
し
た
「
物
」
は
再
び
作
者
の

夫
現
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
る
。
即
ち
、
あ
る
「
物
」
か
ら
呼
び
必
こ
さ
れ
た

感
情
は
再
び
そ
の
「
物
」
を
一
泊
し
て
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

え

ぴ

山
の
上
は
秋
と
な
り
ぬ
れ
野
倒
荷
の
実
の

が
y酸

き
に
も
人
を
恋
ひ
も
こ
そ
す
れ

（
ふ
ゆ
く
さ
）

文
明
氏
の
栢
間
歌
で
あ
る
が
、
氏
は
野
筒
菊
と
い
う
「
物
」
に
銭
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
心
の
中
に
喚
起
さ
れ
た
恋
人
へ
の
忠
い
を
、
そ
の
ま
ま
野
笥
萄
を
通

し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

君
に
似
る
白
と
真
紅
と
重
な
り
て

牡
丹
散
り
た
る
悲
し
き
か
た
ち

作

2

（

れ

川

川

？

）

乙
れ
は
与
謝
野
晶
子
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
み
る
と
恋
人
と
い
う
一
一
棋
の

「
も
の
」
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
た
感
情
を
、
今
度
は
牡
丹
と
い
う
自
分
の
主
観

に
そ
っ
た
「
物
」
に
向
き
代
・
ス
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
明
氏
は
晶
子
の
ζ
ろ
し
た
長
畑
町
能
川
度
そ
比
喰
と
い
い
、
そ
れ
は
一
一
制
の
鴻
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避
手
段
で
あ
り
、
そ
の
作
品
を
益
々
、
行
情
詩
か
ら
速
い
も
の
に
一
し
、
感
銘
う

す
き
も
の
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
。

写
実
主
義
の
「
物
」
・
そ
れ
は
浪
漫
派
の
比
喰
の
よ
う
に
作
者
の
志
士
山
に
よ

っ
て
制
限
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
客
観
的
な
写
実
の
場
合
、
読
者
は

作
者
が
何
ら
か
の
感
情
を
喚
起
さ
れ
た
「
場
面
」
や
「
物
」
に
按
し
、
そ
ζ

で

も
は
や
一
人
の
作
者
と
な
り
、
自
分
自
身
の
感
覚
で
そ
の
場
面
な
り
、
物
な
り

に
近
づ
く
ζ

と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
客
体
描
写
の
作
口
聞
に
は
、

「
情
」
を
喚
起
す
る
条
件
は
、
提
供
さ
れ
て
い
て
も
、
「
情
」
そ
の
も
の
は
必

ず
し
も
強
要
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
こ
と
は
、
文
明
氏
を
含
め
て
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
特
色
で
あ
る
が
、
次
に

文
明
氏
に
つ
い
て
・
「
客
観
性
」
と
い
う
と
と
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

文
明
氏
の
歌
は
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
主
観
を
経
た

注
S

の
ち
の
客
観
性
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
「
燃
え
る
主
観
」
一
そ
う
い
う
も
の
を
内

に
秘
め
・
そ
の
後
に
出
て
く
る
客
観
性
な
の
で
あ
る
a

主
観
と
客
観
は
相
反
す

る
こ
と
ぼ
で
あ
り
矛
腐
を
感
じ
る
よ
う
な
気
も
す
る
が
、
短
歌
か
ら
は
結
局
、

主
観
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
い
か
に
そ
の
主

観
を
主
観
と
し
て
、
表
面
に
表
わ
さ
な
い
で
お
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
文
明
氏

の
表
現
の
特
色
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
主
観
の
沈
潜
と
い
う
と
と
で
あ
り
、
乙
の
沈
潜
が
氏
の
作

口
聞
の
客
観
性
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
純
粋
な
客
観
放
の
客
観
性
を
も

っ
た
歌
は
、
事
物
の
羅
列
に
終
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
は
感
動
の
深
さ
な
ど
な

い
。
し
か
し
、
文
明
氏
の
客
観
性
に
は
そ
の
底
に
主
観
の
燃
焼
が
、
即
ち
感
動

が
あ
り
、
写
生
は
単
な
る
事
物
の
羅
列
で
は
な
い
の
だ
。

こ
う
し
た
没
感
傷
的
、
没
主
観
的
な
態
度
を
氏
は
即
物
主
義
と
い
う
手
段
を

と
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
し
た
。
感
情
表
出
の
と
と
ば
の
か
わ
り
に
「
物
体
」

宇
佐
置
い
た
。
時
に
冷
酷
、
非
情
と
思
え
る
と
の
態
度
は
文
明
氏
の
行
情
法
の
効

果
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

病
む
父
が
さ
し
の
べ
し
手
は
よ
ど
れ
た
り

め
っ
き

鍍
金
指
輪
ぞ
吾
が
自
に
は
つ
く

b
’

仲

町

4

t

（
往
還
集
）

あ
る
が
ま
ま
の
蚊
取
線
香
を
上
げ
た
れ
ば

落
ち
て
た
ま
れ
る
最
の
か
な
し
さ

（
ふ
ゆ
く
さ
）

カ
ら

仏
ぜ
つ
く
り
か
が
ま
る
骸
を
を
さ
め
つ
つ

棺
に
虫
く
ひ
の
孔
を
さ
び
し
む

（
往
還
集
）

後
の
二
首
に
は
「
か
な
し
さ
」
、
「
さ
び
し
む
」
と
作
者
の
感
情
を
直
接
表

現
す
る
乙
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
そ
の
感
情
に
溺
れ
き
っ
た
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
冷
た
く
っ
き
放
し
た
結
果
の
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
は
上

の
句
の
人
の
死
と
は
あ
ま
り
に
無
関
係
な
こ
と
ば
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
理
解
で

き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

注
5

と
こ
ろ
で
氏
は
、
著
書
『
短
歌
入
門
』
の
中
で
、
新
古
今
の
行
情
と
い
う
も

の
を
存
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
新
古
今
の
和
歌
を
云
々
す
る

設
6
あ
け
み

場
合
、
乙
の
客
観
性
が
よ
く
い
わ
れ
、
正
問
子
規
も
『
曙
覧
の
歌
』
の
中
で
、

「
新
古
今
は
客
観
的
叙
述
に
於
い
て
著
く
進
歩
し
、
此
集
の
特
色
を
成
し
・
：

：
」
と
述
べ
、
そ
の
絵
画
的
客
観
性
に
ひ
か
れ
て
い
る
白

乙
の
子
規
の
ひ
か
れ
た
客
観
性
は
そ
の
ま
ま
ア
ラ
ラ
ギ
の
歌
風
の
中
に
、
そ

し
て
又
、
文
明
氏
の
歌
風
の
中
に
受
け
継
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

新
古
今
の
感
情
抑
制
か
ら
く
る
客
観
性
は
、
文
明
氏
の
没
主
観
か
ら
生
ま
れ

る
客
観
性
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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し
か
し
、
今
一
歩
、
新
古
今
の
客
観
性
を
考
え
忍
時
、
そ
と
に
素
材
の
人
工

構
成
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
作
者
の
心
象
に
適
合
す
る
場
面
の
構
成
が
行

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
空
想
的
な
構
成
の
美
、
そ
と
に
文
明
氏
の
態
度
と
は
根
本

的
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
と
れ
が
氏
の
否
定
の
原
因
で
あ
ろ

う
。
氏
は
素
材
を
構
成
す
る
乙
と
は
し
な
い
。
前
述
の
如
く
、
眼
前
の
物
に
触

発
さ
れ
る
感
情
そ
即
物
的
に
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
素
材
を
構
成
す
る

必
要
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
新
古
今
の
人
工
的
構
成
は
肝
心
の
感
動
を
稀
薄
に

す
る
。
け
れ
ど
も
、
感
情
の
抑
制
と
い
う
と
と
で
そ
の
客
観
性
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

結
局
、
文
明
氏
の
行
情
法
の
特
色
は
、
正
問
子
矧
の
、

「
（
略
）
後
世
の
文
学
も
客
観
に
動
か
さ
れ
た
る
自
己
の
感
情
を
写
す
処
に

－p
r
J
 

於
い
て
一
軍
も
土
ほ
に
異
な
ら
ず
と
雄
も
、
結
果
た
る
感
情
を
悶
叙
せ
ず
し
て

み

と

れ

原
因
た
る
客
観
の
事
物
を
の
み
描
写
し
、
相
似
る
が
引
を
し
て
之
に
よ
り
て
感
情

を
動
か
さ
し
む
る
こ
と
、
恰
も
実
際
の
客
観
が
人
そ
品
川
か
す
が
如
く
な
ら
し

む
。
（
略
）
要
す
る
に
主
観
的
美
は
答
観
宇
佐
川
さ
は
さ
ず
し
て
観
る
者
の
想

像
に
任
す
に
あ
り
」

と
い
う
文
章
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
「
存
倒
的
な
美
」
と
い
v

つ
こ
と
を
根
本
に
し

て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
日
）
界
情
の
内
容
面
に
お
け
る
特
色

（
a
）
題
材
・
場
面
な
ど
の
特
色

新
古
今
を
は
じ
め
、
従
来
の
歌
は
一
般
に
、
花
鳥
風
月
的
な
題
材
や
場
面
が

多
く
歌
わ
れ
、
そ
れ
が
歌
の
題
材
と
し
て
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

明
治
三
十
年
代
、
正
問
子
規
が
万
葉
復
古
を
唱
え
、
歌
の
変
不
を
は
か
っ
た

か
に
見
え
た
が
、
そ
れ
と
て
も
表
現
法
ゃ
、
う
だ
よ
み
の
態
度
と
い
う
も
の
に

と
ど
ま
り
、
題
材
の
変
革
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
感
が
あ
る
。

と
と
ろ
が
、
明
治
三
十
年
代
の
終
り
に
外
国
か
ら
は
い
っ
て
来
た
自
然
主
義

の
影
響
は
短
歌
の
世
界
に
も
及
び
、
や
が
て
、
土
岐
哀
果
や
石
川
啄
木
な
ど
の

生
活
派
の
歌
人
を
生
む
。
こ
う
し
た
生
活
派
の
誕
生
を
契
機
と
し
て
、
短
歌
の

題
材
や
場
面
が
変
化
し
始
め
、
以
前
は
歌
う
と
と
を
避
け
ら
れ
て
い
た
事
柄
が

堂
々
と
う
た
い
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
そ
し
て
、
規
歌
が
上
流
社

会
の
手
な
ぐ
さ
み
で
は
な
く
、
庶
民
の
生
活
感
情
を
吐
露
す
る
も
の
に
変
っ
て

来
た
の
で
あ
る
。

こ
の
哀
果
や
配
地
木
に
始
っ
た
生
活
詠
を
一
大
歌
風
に
し
て
ゆ
る
が
ぬ
も
の
に

し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
と
の
土
屋
文
明
な
の
で
あ
る
。
文
明
氏
の
生
活
的
リ

ア
リ
ズ
ム
は
、
哀
果
や
啄
木
の
時
代
に
十
周
芽
し
始
め
た
短
歌
の
行
情
的
内
容
の

革
新
を
な
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

文
明
氏
は
い
ま
ま
で
の
狭
い
題
材
の
短
歌
を
否
定
し
、
「
醜
い
も
の
」
「
き

た
な
い
も
の
」
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
「
情
緒
的
な
趣
き
を
も
た
な
い
題
材
」
、

更
に
、
「
思
想
的
な
も
の
」
「
観
念
的
な
も
の
」
、
そ
し
て
「
庶
民
の
生
活
を

赤
裸
々
に
告
げ
る
題
材
」
な
と
を
も
歌
，
つ
よ
う
に
な
「
た
。
（
例
歌
省
略
）

こ
の
よ
う
な
題
材
の
新
し
さ
は
短
歌
の
花
鳥
風
月
的
な
観
念
を
打
破
し
た
上

に
で
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
文
明
氏
は
実
際
、
そ
う
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
短
歌

の
世
界
を
拡
げ
、
新
し
い
面
安
開
拓
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
叉
、
氏
は
、
今
ま
で
既
に
歌
い
つ
く
さ
れ
て
き
た
も
の
に

対
し
て
も
新
し
い
見
方
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

ア
ラ
ラ
ギ
派
の
よ
う
な
即
物
主
義
に
あ
っ
て
は
、
歌
は
物
に
よ
っ
て
触
発
さ

れ
た
感
情
の
間
接
的
表
現
で
あ
る
が
、
と
の
場
合
、
作
者
は
そ
の
「
物
」
に
対

す
る
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
。
先
入
観
に
左
右
さ
れ
て
物
を
把
握

す
る
の
は
結
局
、
浪
滋
派
の
作
歌
態
度
に
通
じ
て
し
ま
う
。
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌
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人
は
純
粋
に
自
分
な
り
の
事
物
の
把
握
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

ζ

と
に
新
し
い
見
方
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
の
新
し
い
見
方

は
、
国
帯
寛
、
新
し
い
感
動
を
生
む
カ
と
な
り
、
そ
と
に
新
し
い
感
覚
の
作
品
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

文
明
氏
の
第
一
歌
集
『
ふ
ゆ
く
さ
』
に
は
比
較
的
自
然
、
詠
が
多
く
‘

ζ

れ
は

い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
歌
の
対
象
と
な
る
「
物
」
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
ま

た
陳
腐
に
な
り
や
す
い
題
材
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
文
明
氏

は
そ
れ
を
新
鮮
な
感
覚
で
歌
い
あ
げ
て
お
り
、
そ
と
に
氏
の
特
色
を
み
る
ζ

と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

氏
の
内
容
的
な
特
色
は
結
局
、
そ
の
題
材
の
新
し
さ
、
見
る
日
の
新
し
さ
に

あ
る
の
で
あ
っ
て
、

注
8「

生
活
あ
り
、

ζ

と
ば
あ
り
、
短
歌
あ
り
L

と
い
う
乙
と
ば
が
表
わ
す
ご
と

く
歌
は
生
活
に
前
総
し
た
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
生
活
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く

る
全
て
の
も
の
が
歌
の
題
材
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
花
鳥
風
間
川
的
な
も
の
と

い
う
枠
や
考
え
方
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
b
）
行
情
の
質
的
な
而
か
ら
の
特
色

感
情
も
又
、
そ
の
題
材
同
級
に
、
歌
に
な
る
も
の
と
な
ら
な
い
も
の
の
区
別

は
な
い
は
ず
で
あ
る
J

し
か
し
、
新
古
今
、
或
は
新
古
今
的
な
認
識
の
歌
に
あ

っ
て
は
、
題
材
の
場
合
と
同
様
に
、
貴
族
的
な
上
品
さ
を
も
っ
感
情
の
み
が
、

即
ち
優
雅
な
「
情
’
」
の
み
が
好
ま
れ
て
歌
わ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
が
、
文

明
氏
は
こ
れ
を
も
石
定
し
た
。

一
般
に
感
情
を
狭
義
の
意
味
で
と
ら
え
た
場
合
、
快
の
感
情
と
不
快
の
感
情

の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
新
古
今
な
ど
で
は
、

ζ

の
快
の
感
情
が
大
切
に
扱
わ

れ
、
不
快
の
感
情
は
避
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
明
氏
は
そ
の

作
歌
態
度
か
ら
し
て
、
d

当
然
と
の
不
快
な
感
情
も
歌
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
し
、
又
実
際
、
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
怒
り
・
怖
れ
・
憎
し
み
、
そ
の

他
の
人
間
の
心
の
醜
く
さ
が
赤
裸
々
に
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

歌
が
人
の
心
の
枇
露
の
場
で
あ
る
限
り
、
た
と
え
そ
れ
が
醜
い
心
情
で
あ
っ

て
も
歌
う
の
が
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か

q

と
こ
ろ
で
文
明
氏
の
歌
集
『
ふ
ゆ
く
さ
』
か
ら
吋
同
流
泉
』
ま
で
そ
見
渡
し

た
時
、
作
歌
態
度
に
は
一
貫
し
た
も
の
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
の
内
容
は
時
代

や
年
令
の
た
め
か
少
し
づ
っ
変
化
を
み
せ
て
い
る
。

『
ふ
ゆ
く
さ
』
は
前
述
の
よ
う
に
自
然
詠
が
多
い
が
、
一
般
に
自
然
詠
で
は

「
美
意
識
」
と
い
う
と
と
が
歌
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
然
に
対
す
る

美
、
そ
れ
も
視
覚
的
な
美
へ
の
感
動
、
そ
れ
が
自
然
詠
の
ね
ら
い
で
あ
ろ
う
。

文
明
氏
の
作
品
に
も
、

ほ
お
づ
き

く
さ
む
ら
の
葉
が
く
れ
な
り
し
酸
撲

秋
づ
く
色
に
と
と
の
ひ
に
け
り

（
ふ
ゆ
く
さ
）

な
ど
視
覚
的
な
美
し
さ
を
歌
っ
た
作
品
も
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
そ
う
し
た

「
美
し
い
」
と
か
「
‘
き
れ
い
」
と
か
い
う
は
っ
き
り
し
た
単
一
の
感
情
を
う
た

う
と
い
う
よ
り
、
一
首
全
体
か
ら
感
じ
と
ら
れ
る
「
気
分
」
戒
は
「
余
情
」
を

ね
ら
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

灰
か
ぷ
り
林
い
づ
れ
ば
う
す
ら
日
に

桃
あ
か
あ
か
と
咲
け
る
原
あ
り

（
ふ
ゆ
く
さ
）

人
聞
の
生
活
と
い
う
よ
り
も
鳥
や
木
、
花
や
土
な
ど
自
然
の
に
お
い
の
す
る

「
気
分
」
が
そ
と
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
な
『
ふ
ゆ
く
さ
』
の
自
然
詠
に
対
し
、
第
二
歌
集
以
後
は
時
代
や

境
遇
を
反
映
し
て
か
、
人
間
の
生
活
に
密
着
し
た
、
生
々
し
い
歌
が
多
く
な
っ
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て
く
る
。
不
満
や
憤
り
、
怖
れ
、
憎
し
み
な
と
の
感
情
を
歌
っ
た
作
品
が
多
く

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

全
歌
集
を
み
た
時
、
や
は
り
自
然
詠
の
占
め
る
数
は
大
き
い
。

『
往
還
集
』
後
の
自
然
詠
が
生
活
の
に
お
い
が
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
根
底
を

変
る
乙
と
な
く
流
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
『
ふ
ゆ
く
さ
』

の
清
純
さ
や
み
ず

み
ず
し
さ
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
文
明
氏
の
自
然
へ
の
親
し

み
、
自
然
に
対
す
る
素
直
な
感
動
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『往

注
9

還
集
』
や
『
山
谷
集
』
の
冷
酷
、
非
情
と
思
え
る
ほ
ど
の
リ
ア
ル
な
題
材
、
感

情
の
作
品
は
時
代
が
、

文
明
氏
に
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の

虚
勢
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
明
氏
の
本
賀
的
な
も
の
は
、
『
ふ
ゆ
く

さ
』
の
山
川
純
き
で
あ
り
、
そ
う
い
う
気
分
を
表
山
す
る
と
こ
ろ
に
文
明
氏
の
行

情
の
質
の
特
色
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
わ
が
ひ
と
に
与

.,$:,. 

る

」乙
」

の

序

詩
人
、
伊
東
静
雄
｜
彼
の
詩
に
お
け
る
悲
劇
性
は
、
彼
向
身
の
心
の
悲
劇
俳

と
同
時
に
時
代
の
制
約
か
ら
く
る
悲
劇
性
も
あ
わ
せ
て
も
っ
て
い
る
。
伊
山
の

詩
は
、
彼
の
ζ

と
ば
を
借
り
れ
ば
「
い
ろ
ん
な
事
実
を
か
く
し
て
」
バ
い
で
あ

る
の
で
「
悲
惨
な
で
き
ご
と
」
と
い
う
程
度
に
し
か
い
え
な
い
。
し
か
し
引
引
に

（
国
）
文
明
と
リ
ア
リ
ズ
ム

（
紙
面
の
都
合
上
省
略
）

（注）
ー、

文
明
歌
集
。
古
今
書
院
o
大
正
川
出
版

2
、
晶
子
歌
集

。
岩
波
文
庫
o
明
治
幻
出
版

3
、
岡
山
巌
著
『
現
代
歌
人
論
』
よ
り
引
用

4
、
文
明
歌
集

。
角
川
書
店
。
昭
和
初
出
版

5
、
文
明
歌
論
o
角
川
書
店
。
昭
和
れ
出
版

6
、
正
岡
子
規
歌
論

。
改
造
社
。

昭
和
3
出
版

7
、
子
規
著
「
俳
人
蕪
村
」

o
改
造
社
o
昭
和
3
出
版
の
中
よ
り
引
用

8
、

『
現
代
短
歌
全
集
』

例
元
社
。
昭
和
お
出
版
の
中
よ
り
引
用

？
、
文
明
歌
集
。
角
川
書
店
。
昭
和
初
出
版

及

論

歌

悲

劇

性

求

の

森

子

間

は
隠
さ
れ
て
い
て
も
伊
東
に
お
い
て
は
「
つ
い
で
が
あ
っ
た
ら
君
は
新
聞
に
か

う
書
い
て
く
れ
給
ヘ
／
あ
の
男
は
円
記
と
替
信
の
外
は
ヴ
エ
ル
ケ
を
信
じ
て
な

い
っ
て
」
日
記
と
書
信
の
外
は
信
じ
な
い
と
す
る
態
度
、
つ
ま
り
あ
っ
た
乙

と
、
出
実
し
か
作
品
と
み
な
い
態
皮
、
「
客
観
的
な
手
法
的
な
そ
の
作
曲
態
度

は
私
に
は
縁
が
速
い
の
で
す
。
」
作
曲
者
シ
ヤ
ル
パ
ン
テ
ィ
エ
を
評
す
る
ζ

と

ば
に
み
ら
れ
る
挑
物
的
な
態
度
で
は
な
く
、
主
観
を
器
と
し
た
も
の
で
な
け
れ


