
花
園
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
　
第
五
二
号
　
二
〇
二
〇
年
三
月
　
抜
刷

「
張
子
の
虎
」
と
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
に
つ
い
て

浅
　
子
　
逸
　
男



六
七

「
張
子
の
虎
」
と
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
に
つ
い
て

　
　

Ⅰ

　
「
張
子
の
虎
」（
大
正
９
・
４
）
は
「
半
七
聞
書
帳
」
の
後
篇
第
一

話
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
舞
台
は
品
川
遊
廓
。
初
出
で
は
天
保
五
年

（
一
八
三
四
年
）
の
事
件
で
、
高
輪
界
隈
を
縄
張
り
と
す
る
伊
豆
屋
の

弥
平
が
岡
っ
引
と
し
て
活
躍
す
る
。
弥
平
の
名
は
「
熊
の
死
骸
」（
大

正
９
・
８
）、「
潮
干
狩
」（
大
正
（（
・
１
～
２
、「
海
坊
主
」
と
改
題
）

に
あ
ら
わ
れ
、「
三
つ
の
声
」（
大
正
（（
・
１
）
で
は
弥
平
の
息
子
の
代

に
な
っ
て
い
る
。
品
川
の
遊
廓
伊
勢
屋
の
板い

た
が
し
ら頭

（
初
出
時
は
「
御お

し
よ
く職

」

と
記
載
）
を
張
る
お
駒
が
殺
さ
れ
た
こ
と
が
発
端
と
な
る
。
二
年
前
、

廓
内
に
逃
げ
込
ん
だ
家
尻
切
り
の
松
蔵
が
同
心
に
切
り
つ
け
た
と
こ
ろ

に
、
二
階
か
ら
お
駒
が
草
履
を
投
げ
つ
け
た
た
め
、
松
蔵
は
捕
ま
っ
た

と
い
う
因
縁
が
あ
っ
た
。
殺
さ
れ
た
お
駒
を
見
つ
け
た
の
は
馴
染
み
の

吉
助
で
、
お
駒
の
枕
元
に
は
小
さ
な
張
子
の
虎
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ

の
下
手
人
を
つ
き
と
め
捕
ま
え
る
こ
と
が
主
眼
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
を
芝
居
に
し
た
の
が
「
お
さ
だ
の
仇
討
」（
昭
和
３
・
１
）
で
あ

る
。
ま
ず
、「
張
子
の
虎
」
の
も
と
に
な
っ
た
話
を
綺
堂
が
語
っ
て
い

る
の
で
紹
介
す
る
。

　
　

�　

…
…
江
戸
時
代
に
こ
ん
な
話
が
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
曾
て
故

老
か
ら
聴
い
た
こ
と
が
あ
る
。
捕
方
が
あ
る
犯
人
を
追
ひ
か
け
て

品
川
の
宿
ま
で
行
く
と
、
相
手
も
も
う
逃
げ
る
余
裕
が
な
か
つ
た

と
み
え
て
、
何
か
兇
器
を
取
り
出
し
て
捕
方
に
抵
抗
し
た
。
狭
い

往
来
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、両
側
の
人
家
で
は
大
騒
ぎ
に
な
つ
た
。

そ
の
時
、
あ
る
旅
籠
屋
―
即
ち
女
郎
屋
―
の
二
階
に
幾
人
の
女
郎

が
出
て
見
物
し
て
ゐ
た
が
、
そ
の
一
人
の
女
が
穿
い
て
ゐ
る
草
履

を
把
つ
て
、
上
か
ら
彼
の
犯
人
に
叩
き
つ
け
る
と
、
恰
も
そ
の
顔

に
中
つ
た
。
普
通
の
草
履
と
は
違
ふ
か
ら
、
目
鼻
の
あ
ひ
だ
に
叩

き
付
け
ら
れ
て
は
堪
ら
な
い
。こ
の
不
意
の
眼
つ
ぶ
し
を
食
つ
て
、

「
張
子
の
虎
」
と
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
に
つ
い
て

浅　

子　

逸　

男



六
八

犯
人
も
思
は
ず
怯
ん
だ
と
こ
ろ
へ
、
捕
方
は
踏
み
込
ん
で
取
押
へ

た
。

　
　

�　

話
は
こ
れ
だ
け
で
、
そ
の
年
月
も
わ
か
ら
な
い
。
旅
籠
屋
の
名

も
又
そ
の
女
の
名
も
伝
は
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
そ
れ
が
嘘
か

本
当
か
も
確
に
は
判
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
兎
に
か
く
鳥
渡
面
白

い
と
思
つ
た
の
で
、
わ
た
し
は
自
分
の
ノ
ー
ト
に
書
き
と
め
て
置

い
た
。�

（「
お
さ
だ
の
仇
討
」

（
１
（）

　

こ
の
よ
う
に
綺
堂
は
記
し
て
い
る
。「
張
子
の
虎
」
の
発
端
と
な
る

場
面
だ
け
で
あ
る
。お
駒
を
仇
と
す
る
こ
と
で
殺
人
が
起
こ
る
こ
と
や
、

も
ち
ろ
ん
そ
の
犯
人
の
お
さ
だ
の
こ
と
な
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

が
同
心
の
手
助
け
を
し
た
お
駒
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
捕
物
話
の
「
張
子

の
虎
」
に
な
り
、さ
ら
に
劇
化
さ
れ
て
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
と
な
っ
た
。

　

で
は
「
張
子
の
虎
」
と
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
と
を
対
比
し
て
み
よ
う
。

　
「
張
子
の
虎
」
の
書
き
出
し
は
半
七
老
人
と
わ
た
し
と
の
会
話
で
は

じ
ま
り
、
事
件
が
起
き
た
品
川
遊
廓
で
の
殺
人
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
原

因
と
な
る
二
年
前
の
捕
物
に
話
が
移
り
、
事
件
の
因
縁
が
ほ
の
め
か
さ

れ
る
。

　
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
は
半
七
老
人
が
登
場
す
る
「
半
七
捕
物
帳
」
で

は
な
い
の
で
、
事
件
の
因
縁
と
な
る
捕
物
の
場
面
か
ら
は
じ
め
ら
れ

る
。
同
心
が
、お
駒
の
助
け
に
よ
っ
て
家
尻
切
り
の
寅
蔵（「
張
子
の
虎
」

で
は
松
蔵
）
を
捕
え
る
と
こ
ろ
ま
で
が
第
一
幕
の
（
一
）
で
あ
る
。
こ

の
あ
と
「
張
子
の
虎
」
に
は
無
い
場
面
が
第
一
幕
の
（
二
）
と
し
て
書

き
加
え
ら
れ
た
。
寅
蔵
は
捕
ま
っ
た
翌
年
に
仕
置
き
さ
れ
、
葬
ら
れ
た

寺
の
門
前
の
場
に
移
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
お
駒
が
殺
さ
れ
る
前
の
時
点

で
あ
る
。
下
手
人
と
な
る
お
さ
だ
が
登
場
し
、
亭
主
の
寅
蔵
へ
の
思
い

と
お
駒
へ
の
怨
み
を
吐
露
す
る
。
そ
れ
も
怨
み
を
は
ら
す
た
め
に
お
駒

を
殺
す
覚
悟
ま
で
口
に
す
る
。「
張
子
の
虎
」
の
よ
う
に
捕
物
の
話
で

は
な
く
、
お
さ
だ
の
心
情
が
前
面
に
浮
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
聞
き

役
と
し
て
「
張
子
の
虎
」
に
は
登
場
し
な
い
寅
蔵
の
叔
父
与
右
衛
門
が

設
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
与
右
衛
門
の
役
割
は
大
き
い
。
寅
蔵
が
犯
罪

者
で
あ
る
た
め
、
遺
骸
の
引
き
取
り
や
埋
葬
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
こ

ろ
を
、
寺
の
門
前
の
花
売
り
と
い
う
こ
と
で
仕
置
場
の
番
人
に
渡
り
を

つ
け
、
墓
場
の
空
き
地
に
埋
め
る
こ
と
ま
で
手
は
ず
を
整
え
た
。
お
さ

だ
は
与
右
衛
門
と
の
や
り
と
り
の
な
か
で
死
ん
だ
寅
蔵
へ
の
思
い
を
吐

露
す
る
。

　

捕
物
話
「
張
子
の
虎
」
で
は
、
下
手
人
の
お
さ
だ
の
心
情
は
結
末
間

近
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
お
さ
だ
が
松
蔵
の
女
房
だ
っ
た
こ
と
は
伏

せ
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
松
蔵
を
慕
う
気
持
ち
は
お
駒
殺
し
を
白

状
し
た
あ
と
口
に
す
る
。



六
九

「
張
子
の
虎
」
と
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
に
つ
い
て

　
　
　
『
亭
主
の
仇
を
取
つ
た
ら
何
故
神
妙
に
名
乗
つ
て
出
な
い
。』

　
　

�　

奉
行
所
で
斯
う
訊
問
さ
れ
た
時
に
、
彼か

れ女
は
涙
を
流
し
て
答
へ

た
。

　
　

�　
『
わ
た
く
し
が
此
世
に
居
り
ま
せ
ん
と
、
も
う
誰
も
松
蔵
の
墓

参
り
を
し
て
く
れ
る
者
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
。』��（「

張
子
の
虎
」）

と
答
え
る
。
お
駒
の
客
だ
っ
た
吉
助
を
そ
そ
の
か
し
江
戸
を
出
奔
し
よ

う
と
企
て
、
そ
の
吉
助
ま
で
殺
し
て
捕
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に

白
状
す
る
の
だ
が
、
こ
の
ひ
と
こ
と
は
ま
こ
と
に
哀
切
で
あ
る
。

　

芝
居
の
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
で
は
こ
の
科
白
が
消
え
る
。
か
わ
り
に

第
一
幕
の
（
二
）
に
お
さ
だ
の
心
情
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
与

右
衛
門
に
こ
の
よ
う
に
言
う
。�

��（「
お
さ
だ
の
仇
討
）

　
　

�　

…
…
お
ま
へ
さ
ん
が
こ
ゝ
の
花
屋
を
し
て
ゐ
る
の
で
、
お
寺
の

和
尚
さ
ん
に
お
ね
が
ひ
申
し
て
、
墓
場
の
あ
き
地
へ
内
証
で
埋
め

て
貰
つ
た
の
で
す
が
、
叔
父
さ
ん
が
傍
に
附
い
て
ゐ
て
お
く
ん
な

さ
れ
ば
、
お
線
香
や
お
花
の
絶
え
る
心
配
も
無
し
、
寅
さ
ん
も
ど

ん
な
に
喜
ん
で
ゐ
る
か
知
れ
ま
せ
ん
。

と
、「
張
子
の
虎
」
で
、
自
分
が
い
な
く
な
っ
た
ら
墓
参
り
を
す
る
人

が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
言
っ
て
い
た
が
、
こ
の
場
面
に
換
え
ら
れ

た
こ
と
で
、
お
さ
だ
は
憂
う
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

あ
と
、
お
さ
だ
と
湯
灌
場
買
い
と
の
や
り
と
り
が
あ
っ
て
、
お
さ
だ
の

気
っ
風
の
よ
さ
が
際
立
つ
場
面
と
な
る
。

　

こ
の
場
に
つ
い
て
岡
本
経
一
が
、

　
　

�　

序
幕
の
二
、
本
所
中
の
郷
の
法
常
寺
へ
、
お
さ
だ
が
仕
置
に
な

つ
た
寅
蔵
の
遺
骸
を
葬
り
に
来
る
。
寅
蔵
の
叔
父
の
与
右
衛
門
が

こ
の
寺
門
前
で
花
売
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
梅
幸
と
松
助
、
二

人
の
真
世
話
の
味
と
情
景
が
最
も
好
評
で
あ
つ
た
。
俳
優
も
一
生

懸
命
で
、
梅
幸
は
作
者
に
向
つ
て
「
憎
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
い
ふ
言
葉
を
以
て
、相
手
の
松
助
の
芸
を
褒
め
た
さ
う
で
あ
る
。

と
『
綺
堂
年
代
記
』（
平
成
（（
・
７
、
青
蛙
房
）
に
記
し
た
よ
う
に
、

第
一
幕
な
が
ら
こ
の
場
が
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
の
見
ど
こ
ろ
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

　
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
は
「
張
子
の
虎
」
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
捕
物

の
要
素
を
取
り
去
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
考
察
す
る
の
に
、
最
初
の
半
七



七
〇

劇
で
あ
る
「
勘
平
の
死
」

（
２
（（

大
正
（（
・
２
、
小
説
は
大
正
６
・
３
）
に

つ
い
て
江
戸
川
乱
歩
が
述
べ
た
批
評
が
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
　

�　

角
太
郎
の
勘
平
が
切
腹
し
て
か
ら
の
段
取
り
に
、
一
寸
不
審
が

打
ち
度
い
。
素
人
芝
居
の
こ
と
故
役
者
は
さ
ぞ
夢
中
に
な
つ
て
ゐ

た
も
の
と
想
像
す
る
が
そ
れ
に
し
て
も
、
あ
ん
な
に
無
造
作
に
腹

が
切
れ
る
と
い
ふ
の
も
を
か
し
け
れ
ば
、
暫
く
せ
り
ふ
を
い
つ
て

ゐ
る
間
、
傷
の
痛
み
に
気
が
つ
か
な
い
の
も
変
だ
。
本
身
で
な
く

て
金
貝
張
り
の
場
合
で
も
、
本
気
に
つ
け
ば
痛
い
の
だ
か
ら
、
仮

令
素
人
に
し
て
も
、
役
者
た
る
も
の
手
心
を
し
て
切
腹
を
す
る
筈

だ
。
そ
の
為
に
命
を
落
す
程
の
深
手
を
負
ふ
と
は
、
何
と
し
て
も

変
だ
。（
略
）

　
　

�　

要
す
る
に
、
こ
の
芝
居
は
失
敗
で
は
な
い
ま
で
も
、
大
成
功
と

は
い
へ
な
い
も
の
で
あ
る
。
あ
れ
か
ら
六
段
目
と
菊
五
郎
を
引
去

つ
て
了
ふ
と
、
あ
と
に
残
る
正
味
の
探
偵
劇
の
興
味
と
い
ふ
も
の

は
、
甚
だ
貧
弱
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。�

（「
半
七
劇
素
人
評
」（

３
（）

　

小
説
と
し
て
書
か
れ
た
「
勘
平
の
死
」
で
は
、
角
太
郎
が
死
ん
で
し

ま
っ
た
あ
と
、
事
件
と
し
て
扱
う
と
こ
ろ
か
ら
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ

を
戯
曲
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
素
人
芝
居
が
中
断
さ
れ
角
太
郎
が
仰
臥
し

て
い
る
場
面
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
じ
っ
さ
い
の
芝
居
で
は
、
角
太
郎
が

勘
平
を
演
じ
て
い
る
場
面
か
ら
の
幕
開
き
と
な
っ
た
。
切
腹
の
場
面
で

腹
を
突
い
て
し
ま
っ
た
角
太
郎
が
、「
暫
く
せ
り
ふ
を
い
つ
て
ゐ
る
間
、

傷
の
痛
み
に
気
が
つ
か
な
い
の
も
変
だ
」と
乱
歩
は
述
べ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
「
正
味
の
探
偵
劇
の
興
味
」
と
い
う
言
い
方
が
核
心
を
突
い
て
い

る
と
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
「
正
味
の
探
偵
劇
の
興
味
」
と
い
う
言
い
方

に
綺
堂
の
考
え
方
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

綺
堂
は
菊
五
郎
が
つ
づ
け
て
半
七
を
演
ず
る
「
湯
屋
の
二
階
」
を
書

い
て
い
る
と
き
、
次
の
よ
う
に
日
記
に
書
き
記
す
。

　
　

�　

午
後
も
脚
本
を
か
き
つ
ゞ
け
て
、
四
時
ご
ろ
ま
で
に
第
二
幕
脱

稿
。
な
ん
だ
か
ザ
ワ

く
し
て
面
白
く
な
さ
さ
う
な
幕
で
あ
る
。

普
通
の
劇
と
は
違
つ
て
、
探
偵
劇
は
ど
う
も
む
づ
か
し
い
。
こ

ん
な
も
の
に
苦
労
す
る
の
は
馬
鹿
ら
し
い
や
う
に
も
思
は
れ
る
。

呵
々
。�

（
大
正
十
五
年
五
月
十
二
日
）

　

大
正
十
五
年
二
月
の
「
勘
平
の
死
」
に
始
ま
り
、「
お
化
師
匠
」、「
湯

屋
の
二
階
」
と
つ
づ
く
半
七
劇
は
人
気
を
呼
ぶ
の
だ
が
、
そ
の
三
作
目

を
執
筆
し
て
い
る
段
階
で
限
界
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ど
の
よ



七
一

「
張
子
の
虎
」
と
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
に
つ
い
て

う
に
探
偵
劇
に
対
し
て
不
満
を
抱
い
た
の
か
は
、
昭
和
四
年
の
『
演
芸

画
報
』
七
月
号
に
「
芝
居
の
探
偵
趣
味
研
究
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ

た
と
こ
ろ
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。
綺
堂
は
の
っ
け
か
ら
、

　
　

�　

…
…
私
は
芝
居
と
し
て
の
探
偵
物
は
仇
討
物
や
怪
談
物
と
違
つ

て
、
詰
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
。

　
　

�　

先
づ
そ
の
詰
ら
な
い
理
由
と
し
て
は
、最
初
に
事
件
の
真
相
を
、

詰
り
一
番
面
白
い
場
面
を
観
客
に
見
せ
て
了
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
、
観
客
の
方
が
一
足
づ
ゝ
お
先
き
に
劇
の
進
行
を
感
付
い

て
ゐ
る
か
ら
、
結
局
『
な
あ
ん
だ
』
と
云
ふ
事
に
な
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
も
と
も
と
芝
居
の
な
か
に
は
探
偵
趣
味
的
な
要
素
が

あ
っ
た
の
だ
が
、
半
七
劇
が
脚
光
を
浴
び
た
た
め
、
こ
の
特
集
が
組
ま

れ
、
筆
頭
に
綺
堂
の
一
文
が
置
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
特
集
の
二

番
目
に
置
か
れ
た
長
谷
川
伸
の
文
章
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
推
測
で
き

る
。

　
　

�　

探
偵
小
説
も
到
頭
一
般
的
大
衆
的
に
歓
迎
さ
れ
る
時
代
が
来

た
。
演
劇
に
も
映
画
に
も
、
そ
の
趣
味
を
取
入
れ
た
戯
曲
が
流
行

す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

（
４
（

と
述
べ
た
あ
と
、「
毛
抜
」
が
好
き
だ
と
言
う
乱
歩
の
言
を
引
き
「
斯

う
し
た
古
典
的
な
劇
の
中
に
は
、
随
所
に
探
偵
趣
味
」
が
横
溢
し
て
い

る
と
言
っ
て
い
た
例
を
挙
げ
る
。

　
　

�　

而
も
、
何
等
探
偵
趣
味
劇
な
る
こ
と
を
標
榜
も
自
覚
も
せ
ぬ
そ

ん
な
古
典
も
の
の
中
に
、
そ
れ
が
豊
富
に
現
は
れ
て
ゐ
る
に
拘
は

ら
ず
、
却
つ
て
専
問
的
の
も
の
は
、
形
式
が
新
ら
し
く
な
つ
た
と

い
ふ
の
み
で
内
容
自
身
は
今
ま
で
無
か
つ
た
趣
向
が
急
に
出
て
来

た
と
い
ふ
程
の
も
の
と
認
め
ら
れ
ず
、
概
し
て
こ
れ
迄
出
た
探
偵

小
説
的
の
戯
曲
に
は
、
ま
だ
本
格
の
物
は
無
い
と
い
つ
て
よ
い
。

と
、
当
時
の
探
偵
劇
に
つ
い
て
断
定
し
て
い
る
。
三
番
目
の
濱
村
米
蔵

は
、

　
　

�　

羽
左
衛
門
が
欧
米
漫
遊
の
お
土
産
脚
本
は
、
所
謂
探
偵
劇
だ
つ

た
。
と
こ
ろ
で
、
其
の
時
の
筋
書
を
手
に
取
つ
て
見
る
と
、
そ
の

狂
言
に
限
つ
て
、
挿
絵
だ
け
で
筋
ら
し
い
も
の
は
書
い
て
な
か
つ

た
。
さ
う
し
て
何
分
探
偵
劇
の
こ
と
だ
か
ら
、
筋
は
一
切
書
か
な

い
と
い
ふ
や
う
な
断
り
が
添
へ
て
あ
つ
た
。
こ
の
事
が
探
偵
劇
と
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い
ふ
も
の
を
能
く
説
明
し
て
ゐ
る
。

（
５
（

と
、
探
偵
劇
自
体
の
は
ら
む
矛
盾
を
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
筋
を
知
っ

て
し
ま
っ
た
ら
観
劇
の
楽
し
み
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
れ
ば

誰
も
小
屋
に
足
を
運
ば
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

捕
物
劇
の
人
気
が
出
た
と
こ
ろ
で
企
画
さ
れ
た
『
演
芸
画
報
』
の
特

集
の
は
ず
が
、
執
筆
陣
は
綺
堂
を
は
じ
め
と
し
て
早
々
に
探
偵
劇
に
否

定
的
な
意
見
を
な
ら
べ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

探
偵
劇
と
は
、
肝
腎
な
と
こ
ろ
を
伏
せ
て
芝
居
を
進
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
犯
人
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
と
興
味
が
そ
が
れ
繰

り
返
し
観
劇
す
る
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
欠
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

岡
本
綺
堂
は
、
探
偵
小
説
の
魅
力
が
謎
解
き
に
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、

犯
人
を
わ
か
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
て
脚
本
を
書
い
て
い
た
。
だ
が
、
そ

う
す
る
と
心
理
描
写
が
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
配
役
に

し
て
も
名
優
に
端
役
を
あ
て
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
観
客
は
役
者
の
名

を
見
た
だ
け
で
、
犯
人
を
推
し
は
か
れ
て
し
ま
う
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
　

Ⅱ

　

芝
居
を
つ
く
る
側
か
ら
の
考
え
方
が
「
半
七
捕
物
帳
」
に
も
語
ら
れ

て
い
る
の
で
そ
ち
ら
に
話
を
転
換
し
た
い
。

　

岡
本
綺
堂
は
、「
女
行
者
」
を
新
作
社
版
に
収
録
し
た
さ
い
に
書
き

加
え
た
箇
所
で
、
天
一
坊
の
芝
居
に
つ
い
て
、「
今
日
ま
で
た
び

く

舞
台
に
乗
つ
て
ゐ
る
わ
け
で
す
が
、
や
つ
ぱ
り
書
き
お
ろ
し
が
一
番
よ

か
つ
た
や
う
で
す
な
」
と
半
七
老
人
に
言
わ
せ
て
い
る
。

　

こ
の
発
言
を
引
き
出
す
ま
で
に
、
半
七
老
人
と
出
会
っ
た
明
治
座
の

「
天
一
坊
」
は
明
治
三
十
二
年
の
上
演
で
、「
先
代
左
團
次
の
大
岡
越
前

守
、
権
十
郎
の
山
内
伊
賀
之
助
、
小
團
次
の
天
一
坊
と
い
ふ
役
割
で
あ

つ
た
」
こ
と
を
語
っ
た
あ
と
、
明
治
八
年
の
初
演
で
は
、「
彦
三
郎
の

越え
ち
ぜ
ん
の
か
み

前
守
、
左
團
次
の
伊
賀
之
助
、
菊
五
郎
の
天
一
坊
、
い
づ
れ
も
役
者

ぞ
ろ
ひ
の
大
出
来
で
あ
つ
た
」
と
話
し
、
明
治
八
年
の
芝
居
を
賞
賛
し

て
い
る
。
し
か
し
、
綺
堂
自
身
は
こ
の
と
き
連
れ
て
い
か
れ
て
は
い
る

が
、記
憶
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
あ
り
な
が
ら
、半
七
老
人
は
「
書

き
お
ろ
し
が
一
番
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
半
七
老
人
は
綺

堂
そ
の
人
で
は
な
い
か
ら
だ
と
も
言
え
る
。

　

で
は
あ
る
が
、
戸
板
康
二（

６
（が

「
福
島
天
神
森
返
り
討
（
三
幕
目
―
原

作
の
五
ツ
目
）」
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
読
む
と
、
半
七
老
人
の
言

に
納
得
が
い
く
の
で
あ
る
。

　
　

�　

…
…
こ
れ
は
「
天
下
茶
屋
」
の
や
う
な
芝
居
全
体
を
通
じ
、
否

歌
舞
伎
全
体
を
通
じ
て
い
へ
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
登
場
人
物
の
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「
張
子
の
虎
」
と
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
に
つ
い
て

「
柄が

ら

」
が
、
実
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
即
ち
立
敵
の
東
間
、
辛
抱

立
役
の
伊
織
、
若
衆
の
源
次
郎
、
端
敵
の
元
右
衛
門
、
安
敵
の
腕

助
、
そ
の
ど
の
役
も
、
そ
の
役
柄
に
ぴ
つ
た
り
し
た
俳
優
に
よ
つ

て
、
吾
々
は
見
た
い
の
だ
。

と
、
役
者
の
柄が

ら

と
役
柄
が
あ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
だ
と
言
う
の

で
あ
る
。
じ
つ
は
永
井
荷
風
が
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。

（
７
（

そ
れ
も
綺
堂
の
芝
居
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　

�　

…
…
私
は
岡
本
氏
が
従
来
出
し
た
脚
本
を
ス
ツ
カ
リ
見
て
居
な

い
か
ら
、
全
体
に
渉
つ
て
今
度
の
足
羽
合
戦
が
、
同
氏
の
作
品
中

の
一
番
の
傑
作
で
あ
る
か
何
う
か
は
断
言
し
に
く
い
が
、
私
の
初

日
に
見
た
時
の
感
想
か
ら
云
へ
ば
、
今
の
劇
界
に
於
て
実
際
に
演

じ
ら
れ
る
脚
本
と
し
て
は
一
寸
他
の
人
の
企
て
及
ぶ
事
の
出
来
な

い
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
、
あ
の
脚
本
を
見
て
居
る
と
、
ツ
マ
リ

役
者
の
役
々
が
よ
く
適あ

て
は
め当

て
書
い
て
あ
る
、
そ
れ
か
ら
見
物
の
方

に
も
十
分
今
の
見
物
の
智
識
の
程
度
を
考
へ
て
あ
る
し
、
凡
て
役

者
に
適あ

て
は
め当

て
書
く
と
云
ふ
従
来
の
作
例
の
条
件
を
ス
ツ
カ
リ
呑
み

込
ん
で
居
て
、
其
窮
屈
な
条
件
に
従
ひ
な
が
ら
、
併
も
一
面
に
於

て
は
自
分
の
云
は
ふ
と
思
ふ
處
は
十
分
に
云
つ
て
あ
る
し
、
筋
の

運
び
も
極
く
鮮
明
に
な
つ
て
居
る
、

（「
劇
評　

明
治
座
の
九
月
狂
言
」）

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
戸
板
康
二
は
役
者
の
「
柄が

ら

」
と
い
う

言
い
方
を
し
て
お
り
、
荷
風
は
そ
の
柄
を
会
得
し
た
う
え
で
綺
堂
は

「
適あ

て
は
め当

て
書
い
て
」
い
る
と
言
う
。

　

作
者
と
し
て
は
、
役
者
に
よ
っ
て
役
柄
を
考
え
、
役
柄
に
よ
っ
て
役

者
を
思
い
う
か
べ
る
の
で
あ
る
。
綺
堂
に
し
て
も
、
荷
風
に
し
て
も
当

然
の
こ
と
と
し
て
い
る
し
、
戸
板
康
二
は
観
客
の
立
場
か
ら
同
様
に
受

け
と
め
て
い
た
。「
女
行
者
」
で
、半
七
老
人
が
語
る
明
治
八
年
の
「
天

一
坊
」
と
は
黙
阿
弥
作
の
「
扇
音
々
大
岡
政
談
」
で
あ
る
。
黙
阿
弥
は

そ
の
時
代
の
役
者
に
あ
わ
せ
て
こ
の
狂
言
を
仕
立
て
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
半
七
老
人
に
言
わ
せ
た
含
意
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
黙
阿

弥
は
明
治
二
十
六
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
綺
堂
は
「
過
ぎ
に
し
物
語

―
其
二
十
」（『
新
演
芸
』
大
正
（（
・
４
）
に
、

　
　

�　

…
…
河
竹
黙
阿
弥
翁
が
本
所
南
二
葉
町
の
自
宅
で
、
七
十
八
歳

の
生
涯
を
終
つ
た
。（
略
）
私
は
や
ま
と
新
聞
社
に
電
話
を
か
け

て
大
略
の
材
料
を
聴
き
取
つ
た
。
翁
の
瞑
目
し
た
の
は
午
後
四
時

十
五
分
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
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と
記
す
。
半
七
老
人
と
わ
た
し
と
が
出
会
っ
た
明
治
座
の
「
天
一
坊
」

は
そ
の
六
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
綺
堂
は
記
憶
に
残
っ
て
い
な
い
初
演

を
、
黙
阿
弥
没
後
に
半
七
老
人
に
語
ら
せ
た
の
は
、
黙
阿
弥
を
悼
ん
で

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
初
演
で
名
が
挙
が
っ
て
い
る
三
人
の
役

者
の
う
ち
、
菊
五
郎
と
左
團
次
は
明
治
三
十
二
年
で
は
健
在
で
あ
る
。

大
正
十
三
年
に
「
女
行
者
」
で
加
筆
し
た
箇
所
に
は
、
こ
の
よ
う
な
思

い
が
籠
め
ら
れ
て
い
た
。

　
　

Ⅲ

　

繰
り
返
す
が
、
半
七
捕
物
帳
の
な
か
の
「
張
子
の
虎
」
を
も
と
に
、

芝
居
に
し
た
の
が
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
で
あ
る
。
岡
本
経
一（

８
（は

次
の
よ

う
に
解
説
す
る
。

　
　

�　

自
作
の
半
七
捕
物
帳
の
張
子
の
虎
を
脚
色
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
第
七
巻
の
解
説
で
触
れ
た
よ
う
に
探
偵
劇
に
興
味
を
失
っ
て

来
た
の
で
、
普
通
の
二
番
目
狂
言
の
よ
う
に
脚
色
し
て
あ
る
。
最

初
か
ら
そ
の
犯
人
は
お
さ
だ
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
逆
恨
み
な

が
ら
夫
の
仇
を
討
つ
と
い
う
、
罪
人
の
妻
の
哀
愁
が
主
題
に
な
っ

て
い
る
。
帝
劇
か
ら
頼
ま
れ
て
、
梅
幸
の
た
め
に
書
き
お
ろ
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
…
…

と
、
も
と
の
話
が
探
偵
劇
だ
っ
た
の
を
下
手
人
で
あ
る
お
さ
だ
の
心
理

と
行
動
を
描
く
芝
居
に
書
き
か
え
た
。
そ
れ
も
梅
幸
が
お
さ
だ
を
演
ず

る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
Ⅰ
で
記
し
た
よ
う
に
、
そ

れ
が
「
張
子
の
虎
」
に
は
無
い
場
面
で
、「
お
さ
だ
の
仇
討
」
で
書
き

加
え
ら
れ
た
第
一
幕
の
（
二
）
で
あ
っ
た
。

　

梅
幸
は
半
七
劇
で
は
「
お
化
師
匠
」
で
、
養
女
を
い
び
り
殺
し
た
と

噂
さ
れ
る
踊
り
の
師
匠
役
を
演
じ
て
い
た
。
小
説
で
は
噂
の
み
で
語
ら

れ
る
養
女
を
、
芝
居
で
は
死
ん
だ
あ
と
の
幽
霊
と
し
て
登
場
さ
せ
、
そ

の
幽
霊
に
も
邪
険
に
あ
た
る
と
い
う
中
年
増
の
役
で
あ
る
。
渥
美
清
太

郎（
９
（に

よ
る
と
、

　
　

�　

三
十
八
九
と
い
ふ
大
年
増
、
柄
に
は
ま
つ
た
役
と
は
い
ひ
な
が

ら
、
ま
た
滅
法
こ
れ
が
巧
い
ん
で
す
。
実
に
軽
く
や
つ
て
ゐ
な
が

ら
、
そ
の
人
に
成
り
切
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
。

�

（「「
お
化
師
匠
」
見
物
記
」）

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
梅
幸
が
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
で
お
駒
を

殺
し
て
そ
の
罪
を
別
の
男
に
な
す
り
つ
け
よ
う
と
す
る
し
た
た
か
さ
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「
張
子
の
虎
」
と
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
に
つ
い
て

と
、
寅
蔵
の
仇
を
討
と
う
と
い
う
一
途
な
面
と
を
併
せ
も
つ
女
性
を
演

じ
た
。
謎
解
き
を
中
心
と
す
る
探
偵
劇
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
お
さ

だ
の
心
情
の
哀
切
さ
を
打
ち
出
し
た
芝
居
で
あ
っ
た
。
岡
本
経
一
が
、

「
梅
幸
と
松
助
、
二
人
の
真
世
話
の
味
と
情
景
が
最
も
好
評
で
あ
つ
た
」

と
言
っ
た
の
は
、
お
さ
だ
を
演
ず
る
梅
幸
の
名
演
技
ば
か
り
で
な
く
、

そ
れ
を
受
け
と
め
た
松
助
の
芸
の
確
か
さ
に
つ
い
て
も
述
べ
た
の
で
あ

る
。
名
脇
役
松
助
が
演
じ
た
た
め
、
松
助
以
後
「
お
さ
だ
の
仇
討
」
で

与
右
衛
門
の
役
を
引
き
う
け
る
役
者
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

　
　

Ⅳ

　

綺
堂
は
「
湯
屋
の
二
階
」
で
捕
物
劇
に
飽
き
た
と
日
記
に
書
い
て
い

た
が
、半
七
劇
は
そ
の
次
の
「
三
河
萬
歳
」
を
最
後
に
書
い
て
い
な
い
。

ま
た
「
半
七
捕
物
帳
」
自
体
も
、
大
正
十
五
年
の
「
三
つ
の
声
」
の
あ

と
、
昭
和
七
年
の
「
白
蝶
怪
」
ま
で
執
筆
し
て
い
な
い
。
昭
和
九
年
に

な
っ
て
『
講
談
倶
楽
部
』
に
い
わ
ゆ
る
後
期
「
半
七
捕
物
帳
」
が
連
載

さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
野
間
清
治
の
慫
慂
に
よ
る
。

　

皮
肉
な
こ
と
に
、半
七
芝
居
に
乗
り
気
で
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で『
演

芸
画
報
』
の
特
集
が
組
ま
れ
、「
半
七
捕
物
帳
」
に
も
意
欲
が
湧
か
な

く
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
人
気
が
高
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
綺
堂

の
刊
本
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
昭
和
四
年
に
春
陽
堂
か
ら
『
半
七
捕
物

帳
（
上
・
下
）』、
平
凡
社
か
ら
十
八
話
を
収
録
し
た
『
現
代
大
衆
文
学

全
集�

第
十
一
巻�

岡
本
綺
堂
集
』、
改
造
社
か
ら
八
話
を
収
録
し
た
『
日

本
探
偵
小
説
全
集�

第
六
篇�

岡
本
綺
堂
集
』、「
半
七
捕
物
帳
」
か
ら

十
五
話
の
み
で
編
成
し
た
春
陽
堂
の
『
探
偵
小
説
全
集�

第
六
巻�

岡
本

綺
堂
集
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
七
年
に
な
る
と
改
造
社
か
ら
戯

曲
三
十
一
篇
と
そ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
た
「
半
七
捕
物
帳
」
の
全
四
十
五

話
を
収
録
し
た
『
岡
本
綺
堂
全
集�

第
一
巻
』
が
出
版
さ
れ
た
。

　

春
陽
堂
版
の
二
冊
本
『
半
七
捕
物
帳
』
の
あ
と
、
な
ん
ら
か
の
か
た

ち
で
『
岡
本
綺
堂
集
』
と
銘
打
っ
た
著
作
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
半

七
捕
物
帳
」
が
多
く
採
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
代
表
作
と
見
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
半
七
捕
物
帳
」
が
綺
堂

の
代
表
作
で
は
な
い
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も

綺
堂
が
戯
曲
で
あ
ら
わ
し
た
か
っ
た
心
理
劇
を
と
ら
え
る
の
に
「
お
さ

だ
の
仇
討
」
は
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）�岡
本
綺
堂
「
お
さ
だ
の
仇
討
」（『
帝
劇
』昭
和
３
・
１
）�

こ
の
随
筆
の
題
名
は
戯
曲
「
お
さ
だ
の
仇
討
」と
同
題
で
あ
る
が
、

『
改
造
』に
発
表
さ
れ
た
戯
曲
と
は
異
な
る
。



七
六

（
２
）�「
半
七
捕
物
帳
」で
の
題
名
は
「
勘
平
の
死
」で
あ
る
が
、大
正
十
五

年
に
発
表
さ
れ
た
戯
曲
は
「
尾
上
菊
五
郎
上
演
用
脚
本�

半
七
捕

物
帳
」（『
苦
楽
』大
正
（（
・
２
）と
題
さ
れ
て
い
た
。

（
３
）�江
戸
川
乱
歩
「
半
七
劇
素
人
評
」（『
演
劇
・
映
画
』大
正
（（
・
３
）

（
４
）�『
演
芸
画
報
』（
昭
和
４
・７
）

（
５
）�４
に
同
じ
。

（
６
）『
役
者
』第
十
二
号
（
昭
和
（（
・
９
）

（
７
）�永
井
荷
風
「
劇
評　

明
治
座
の
九
月
狂
言
」（『
演
芸
画
報
』明
治

（（
・
（0
）

（
８
）�岡
本
経
一
「
解
説
」（『
岡
本
綺
堂
戯
曲
選
集
８
』昭
和
（（
・
９
、青

蛙
房
）

（
９
）�渥
美
清
太
郎
「「
お
化
師
匠
」見
物
記
」（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』大
正

（（
・５
・
（0
）




