
占
領
が
生
ん
だ
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
﹂

源
氏
鶏
太
の
初
期
作
品
に
つ
い
て

坂

堅

太

〇
キ
ー
ワ
ー
ド
＝
源
氏
鶏
太
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
占
領

戦
後
日
本
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
︿
膨
張
﹀

社
会
学
者
の
加
藤
秀
俊
は
﹁
中
間
文
化
論
﹂︵
﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
五
七
・
三
︶

に
お
い
て
︑
戦
後
日
本
の
文
化
が
﹁
中
間
文
化
中
心
の
段
階
﹂
に
あ
る
と

し
︑
高
級
・
低
級
と
い
う
二
極
に
分
か
れ
て
い
た
ひ
ょ
う
た
ん
型
文
化
か

ら
︑
中
間
的
水
準
に
収
斂
し
た
ち
ょ
う
ち
ん
型
文
化
へ
の
移
行
が
進
ん
で

い
る
と
唱
え
た
︒
半
年
後
に
発
表
さ
れ
た
﹁
戦
後
派
の
中
間
的
性
格
﹂︵﹃
中

央
公
論
﹄
一
九
五
七
・
九
︶
で
は
︑
こ
う
し
た
﹁
社
会
・
文
化
の
中
間
的
大

衆
化
﹂
が
戦
後
派
世
代
の
特
徴
で
あ
り
︑
社
会
階
層
の
均
質
化
が
進
行
し

て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
均
質
化
を
示
す
も
の
と
し
て
︑
加
藤

は
次
の
よ
う
な
体
験
を
記
し
て
い
る
︒

私
は
一
年
ほ
ど
ま
え
︑
若
い
大
工
さ
ん
が
ワ
イ
シ
ャ
ツ
を
着
て
ネ
ク

タ
イ
を
し
め
て
工
事
現
場
に
お
も
む
き
︑
そ
こ
で
よ
ご
れ
た
作
業
用

シ
ャ
ツ
に
着
か
え
て
い
る
の
を
観
察
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
大
工
さ
ん

と
い
え
ば
︑
ハ
ッ
ピ
を
着
て
ゴ
ム
裏
の
草
履
を
は
き
︑
鉢
巻
で
も
し

て
道
具
箱
を
か
つ
い
で
い
る
︑
そ
う
い
う
い
な
せ
な
風
俗
を
連
想
す

る
の
だ
が
︑
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
く
ず
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
︒
そ

の
う
え
︑
そ
の
大
工
さ
ん
は
建
築
会
社
の
下
請
け
だ
つ
た
も
の
だ
か

ら
︑
一
服
休
憩
し
た
と
き
﹁
わ
れ
わ
れ
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
︑
バ
ッ
ト

か
新
生
し
か
吸
え
ま
せ
ん
の
で
ね
え
﹂
と
私
に
語
つ
た
︒
こ
れ
は
ち

よ
つ
と
愕
然
と
し
た
の
を
今
で
も
お
ぼ
え
て
い
る

︵
1
︶

︒

﹁
建
築
会
社
の
下
請
け
﹂
で
あ
る
と
は
い
え
︑﹁
大
工
﹂
と
い
う
職
業
は

決
し
て
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
加
藤
は
考
え

て
い
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑﹁
若
い
大
工
﹂
が
﹁
ワ
イ
シ
ャ
ツ
を
着
て
ネ
ク

タ
イ
を
し
め
て
工
事
現
場
に
お
も
む
き
﹂︑
自
ら
を
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
﹂

と
呼
ぶ
こ
と
に
﹁
愕
然
﹂
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
加
藤
の
言
う
﹁
社

会
・
文
化
の
中
間
的
大
衆
化
﹂
と
は
︑
様
々
な
社
会
階
層
ご
と
に
分
か
れ

て
い
た
風
俗
や
習
慣
が
消
滅
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
︒

五
一



そ
れ
は
異
な
る
階
層
の
人
々
が﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
﹂と
い
う
単
一
の
イ
メ
ー

ジ
へ
と
収
斂
さ
れ
︑
画
一
化
し
て
い
く
事
態
と
し
て
発
見
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
加
藤
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
数
年
後
の
一
九
六
一
年
元

日
︑﹃
読
売
新
聞
﹄
紙
上
で
﹁
わ
れ
ら
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

日
本
の
社
会
﹂

と
い
う
特
集
連
載
が
始
ま
っ
て
い
る

︵
2
︶

︒﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
﹂
と
﹁
日
本
の

社
会
﹂
と
が
等
置
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
連
載
初
回

の
記
事
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
﹁
人
に
雇
わ
れ
事
務
員
や
セ
ー
ル

ス
マ
ン
を
し
て
い
る
も
の
﹂
だ
け
で
は
な
い
︒
医
師
や
教
員
︑
そ
し
て
自

営
業
者
︵
﹁
い
ま
は
森
永
さ
ん
︑
明
治
さ
ん
な
ど
の
物
を
売
る
だ
け
︒
い
わ
ば
セ
ー
ル

ス
マ
ン
で
す
よ
﹂
︶
︑
更
に
は
農
家
︵
﹁
実
際
に
販
米
代
金
を
農
協
に
あ
ず
け
月
々
の
い

り
よ
う
だ
け
を
も
ら
っ
て
生
活
し
て
い
る
か
ら
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
変
ら
ん
で
す
よ
﹂︶
ま

で
も
が
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
て

﹁
わ
れ
ら
﹂
と
し
て
の
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
﹂
が
成
立
し
つ
つ
あ
る
状
況
が

述
べ
ら
れ
た
後
︑
記
事
に
は
次
の
よ
う
な
ま
と
め
が
付
さ
れ
て
い
る
︒

そ
う
い
え
ば
昔
は
軍
服
姿
以
外
お
目
に
か
か
ら
な
か
っ
た
天
皇
陛
下

も
い
ま
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
ス
タ
イ
ル
だ
し
︑
か
わ
い
い
お
嬢
さ
ん

を
典
型
的
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
へ
嫁
に
お
や
り
に
な
っ
た
︒
み
ん
な
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
時
代
で
あ
る

︵
3
︶

︒

も
は
や
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
﹂
と
い
う
存
在
を
収
入
や
職
種
な
ど
で
実
体

的
に
定
義
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
︑
こ
の
語
は
あ
ら

ゆ
る
社
会
階
層
の
人
々
を
統
合
す
る
記
号
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な

る
︒﹁
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
﹂
で
あ
る
﹁
天
皇
﹂

ま
で
も
が
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
ス
タ
イ
ル
﹂
で
あ
る
と
い
う
記
述
は
︑
こ

う
し
た
事
情
を
如
実
に
示
し
て
い
よ
う
︒

も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
連
載
に
は
前
年
の
政
治
的
混
乱
︑
つ
ま
り
国
民
的
な

規
模
で
闘
わ
れ
た
安
保
闘
争
︑
そ
し
て
戦
後
最
大
の
労
使
対
決
と
な
っ
た

三
池
闘
争
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
天
皇
を
含
め
る
形
で
社
会

の
一
体
性
を
強
調
す
る
﹁
み
ん
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
こ

れ
ら
の
闘
争
が
可
視
化
し
た
日
本
社
会
の
亀
裂
を
覆
い
隠
す
も
の
と
し
て

機
能
し
た
と
言
え
る
︒
と
は
い
え
こ
の
連
載
と
同
年
に
は
︑
や
は
り
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
を
主
人
公
と
す
る
山
口
瞳
の
小
説
﹁
江
分
利
満
氏
の
優
雅
な
生

活
﹂
が
発
表
さ
れ
て
お
り
︵﹃
婦
人
画
報
﹄
一
九
六
一
・
一
〇
―
一
九
六
二
・
二
︶
︑

﹁
み
ん
な
﹂
＝
﹁
江
分
利
満
﹂
が
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
﹂
で
あ
る
︑
と
い
う

認
識
は
着
実
に
社
会
に
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
︒

た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
均
質
化
を
唱
え
る
言
説
は
︑
必
ず
し
も
実
社
会

の
様
相
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査

デ
ー
タ
を
用
い
て
戦
後
日
本
社
会
の
動
態
を
実
証
的
に
研
究
し
た
橋
本
健

二
に
よ
れ
ば
︑
む
し
ろ
一
九
五
〇
年
代
の
日
本
社
会
で
は
経
済
格
差
が
一

貫
し
て
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う

︵
4
︶

︒
戦
後
日
本
社
会
の
均
質
性
を

強
調
す
る
﹁
一
億
総
中
流
﹂
言
説
が
登
場
す
る
の
は
高
度
経
済
成
長
が
一

定
の
成
熟
を
迎
え
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
で
あ
り
︑
こ
の
時
期
に
は
そ
う

し
た
主
張
は
見
ら
れ
て
い
な
い
︒﹃
読
売
新
聞
﹄
の
連
載
が
始
ま
っ
た
前

後
に
は
政
府
与
党
を
中
心
に
﹁
中
流
階
級
育
成
論
﹂
が
唱
え
ら
れ
て
い
た

も
の
の
︑﹁
育
成
﹂
が
叫
ば
れ
る
こ
と
自
体
︑
日
本
は
い
ま
だ
中
産
階
級

五
二

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
三
〇
号
・
二
〇
一
九
年
六
月



の
国
家
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る

︵
5
︶

︒﹁
み
ん
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
時
代
﹂
と
は
︑
現
実
の
状
況
を

置
き
去
り
に
︑
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
先
行
す
る
形
で
叫
ば
れ
て
い
た
︒

で
は
︑
こ
の
乖
離
を
生
ん
だ
要
因
は
何
で
あ
っ
た
の
か
︒
加
藤
は
先
に

見
た
﹁
中
間
文
化
論
﹂
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
し
た
論
考
の
な
か
で
︑
映

画
や
小
説
︑
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
な
ど
の
大
衆
芸
術
に
お
い
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

生
活
を
主
題
と
す
る
作
品
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
れ
ら
の

イ
メ
ー
ジ
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
へ
の
﹁
あ
こ
が
れ
﹂
を
生
ん
で
い
る
と
し
て

い
る

︵
6
︶

︒
確
か
に
一
九
五
〇
年
代
に
は
そ
の
よ
う
な
作
品
が
様
々
な
メ
デ
ィ

ア
で
生
み
出
さ
れ
て
お
り
︑
特
に
映
画
に
お
い
て
そ
の
傾
向
は
顕
著
で

あ
っ
た
︒
一
九
五
〇
年
代
は
映
画
人
口
が
一
〇
億
人
を
突
破
す
る
な
ど
日

本
映
画
の
黄
金
期
で
あ
り
︑
旺
盛
な
観
客
の
欲
求
に
応
え
る
﹁
商
品
﹂
と

し
て
膨
大
な
数
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
が
制
作
さ
れ
て
い
た
︒
な

か
で
も
特
に
人
気
を
博
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
が
︑
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
喜
劇

映
画
で
あ
る
︒
そ
し
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
喜
劇
映
画
に
多
く
の
原
作
を
提
供

し
た
作
家
が
︑﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
﹂
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
し
た

と
評
さ
れ
る
源
氏
鶏
太
だ
っ
た
︒

一
九
五
一
年
に
第
二
五
回
直
木
賞
を
受
賞
し
︑
同
年
か
ら
連
載
が
始

ま
っ
た
﹃
三
等
重
役
﹄
︵
﹃
サ
ン
デ
ー
毎
日
﹄
一
九
五
一
・
八
・
一
二
～
一
九
五
二
・

四
・
一
三
︶
で
一
躍
人
気
作
家
と
な
っ
た
源
氏
鶏
太
は
︑
一
九
五
〇
年
代

か
ら
七
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
人
々
の
支
持
を
集
め
︑
毎
日
新
聞
社
が
行

う
読
書
世
論
調
査
の
﹁
好
き
な
著
者
﹂
の
項
目
で
も
常
に
二
〇
位
以
内
に

入
る
成
績
を
残
す
な
ど
︑
大
衆
小
説
作
家
と
し
て
安
定
し
た
人
気
を
獲
得

し
て
い
た

︵
7
︶

︒
ま
た
源
氏
の
作
品
は
映
像
メ
デ
ィ
ア
と
の
親
和
性
が
高
く
︑

映
画
化
は
戦
後
の
作
家
と
し
て
は
最
多
と
な
る
七
八
作
品

︵
8
︶

︑
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
化
も
一
五
一
作
品
と
な
っ
て
い
る

︵
9
︶

︒
高
度
経
済
成
長
前
期
に
お
け
る
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
・
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る
上
で
︑
源
氏
鶏
太
の
存
在
が
無
視
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

近
年
に
な
っ
て
源
氏
鶏
太
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
に
つ
い
て
は
研
究
が

進
展
し
て
お
り

︵
10
︶

︑
本
稿
も
そ
れ
ら
の
先
行
論
か
ら
多
大
な
示
唆
を
与
え
ら

れ
て
い
る
︒
た
だ
注
意
す
べ
き
な
の
は
︑源
氏
は
必
ず
し
も
最
初
か
ら﹁
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
﹂
の
書
き
手
で
は
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

源
氏
自
身
の
回
想
に
よ
れ
ば
︑
彼
が
最
初
に
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
﹂
を

意
識
し
て
書
い
た
の
は
一
九
四
九
年
に
発
表
さ
れ
た
﹁
浮
気
の
旅
﹂
︵﹃
ス

タ
イ
ル
読
物
版
﹄
一
九
四
九
・
一
二
︶
だ
が

︵
11
︶

︑
源
氏
は
こ
れ
以
前
に
も
既
に
六
〇

以
上
の
小
説
を
発
表
し
て
い
た
︒
こ
の
時
期
の
活
動
に
つ
い
て
︑
先
行
研

究
で
は
殆
ど
言
及
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
占
領
下
の
時
代
状

況
を
背
景
と
し
な
が
ら
︑
彼
が
専
業
作
家
で
は
な
く
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作

家
﹂
と
し
て
活
動
を
始
め
た
こ
と
は
︑
そ
の
小
説
が
﹁
毎
日
稼
ぐ
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
生
活
の
記
録
﹂
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
際
に
大
き
な
意
味
を

持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

︵
12
︶

︒

本
稿
で
は
源
氏
を
︿
占
領
が
生
ん
だ
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
﹀
と
捉
え
︑

そ
の
登
場
の
意
味
を
考
え
て
い
く
︒

五
三

占
領
が
生
ん
だ
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
﹂



﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
﹂
に
対
す
る
視
線

一
九
五
一
年
以
降
︑
直
木
賞
の
受
賞
︑
さ
ら
に
﹃
三
等
重
役
﹄
の
大
ヒ
ッ

ト
に
よ
り
︑
小
説
以
外
に
も
エ
ッ
セ
イ
の
執
筆
や
談
話
記
事
︑
対
談
・
座

談
会
へ
の
出
席
な
ど
︑
源
氏
の
メ
デ
ィ
ア
露
出
は
増
加
し
て
い
っ
た
︒
媒

体
は
文
芸
誌
だ
け
で
な
く
婦
人
雑
誌
や
経
済
雑
誌
な
ど
様
々
だ
が
︑
そ
れ

ら
の
記
事
の
殆
ど
は
︑
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
作
家
と
い
う
二
重
生
活
に
焦
点

を
当
て
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
は
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
﹂

︵﹃
図
書
新
聞
﹄
一
九
五
一
・
八
・
一
三
︶
︑﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
﹂
︵
﹃
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
﹄
一
九
五
二
・
一
︶
︑﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
十
戒
﹂
︵﹃
オ
ー
ル

読
物
﹄
一
九
五
二
・
三
︶
︑﹁
独
身
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
座
談
会

源
氏
鶏
太
先
生

を
囲
ん
で
﹂
︵
﹃
婦
人
生
活
﹄
一
九
五
二
・
七
︶
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
見
て
も
明

ら
か
だ
ろ
う
︒

こ
れ
ら
の
記
事
で
話
題
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
文
学
に
関
す
る
内

容
で
は
な
く
源
氏
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
に
つ
い
て
で
あ
り
︑
メ
デ
ィ
ア

が
求
め
て
い
た
の
は
︿
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
の
兼
業
作
家
﹀
で
あ
る
と
い
う

属
性
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
例
え
ば
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
十
戒
﹂
と
い
う

エ
ッ
セ
イ
は
﹁
新
入
社
員
た
る
者
は
︑
如
何
に
あ
る
べ
き
か
︑
そ
の
エ
チ

ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
︑
い
さ
さ
か
の
私
見
を
申
し
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
ま

す
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
自
身
の
経
験
を
も
と
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
指
南

を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑﹁
独
身
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
座
談
会
﹂
で
は
︑

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
先
輩
と
し
て
若
い
会
社
員
た
ち
の
意
見
を
引
き
出
す
と

い
う
司
会
役
を
務
め
て
い
る
︒

そ
し
て
こ
う
し
た
記
事
の
中
で
は
︑﹁
源
氏
鶏
太
﹂
と
い
う
筆
名
だ
け

で
は
な
く
﹁
田
中
富
雄
﹂
と
い
う
本
名
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
︒

例
え
ば
上
林
吾
郎
﹁
一
等
紳
士

源
氏
鶏
太
さ
ん
﹂︵﹃
人
物
往
来
﹄
一
九
五
二
・

九
︶
で
は
︑﹁
温
厚
篤
実
︑
総
務
部
次
長
と
云
ふ
︑
押
し
も
押
さ
れ
ぬ
中

堅
社
員
の
容
姿
を
持
つ
︑
源
氏
鶏
太
先
生
こ
と
田
中
富
雄
氏
﹂
と
い
う
よ

う
に
︑
筆
名
と
実
名
が
並
列
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
高
木
健
夫
﹁
会
う
・
聴

く
・
考
え
る
﹂︵﹃
月
刊
読
売
﹄
一
九
五
一
・
九
・
一
五
︶
と
い
う
談
話
記
事
は
﹁
千

代
田
区
丸
ノ
内
︑
住
友
ビ
ル
の
二
階
︑
泉
不
動
産
株
式
会
社
に
総
務
部
長

田
中
富
雄
氏
を
訪
ね
る
︒
中
肉
よ
り
少
し
小
肥
り
の
愛
想
の
い
い
血
色
の

い
い
顔
が
ニ
コ
ニ
コ
と
︑
会
社
の
説
明
を
す
る
﹂
と
い
う
記
述
か
ら
始
ま

り
︑
こ
の
﹁
田
中
富
雄
氏
﹂
の
談
話
が
綴
ら
れ
た
の
ち
︑
記
事
の
最
後
に

な
っ
て
﹁
こ
の
田
中
総
務
部
長
が
︑
さ
よ
う
︑
源
氏
鶏
太
な
の
で
あ
る
﹂

と
い
う
種
明
か
し
が
な
さ
れ
る
︑
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
上
に
お
い
て
︑
源
氏
は
泉
不
動
産
に
勤
め

る
﹁
田
中
富
雄
﹂
と
い
う
現
役
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
あ
る
と
い
う
点
が
強

調
さ
れ
︑
彼
の
言
葉
は
作
家
で
は
な
く
む
し
ろ
現
役
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
そ

れ
と
し
て
受
容
す
る
よ
う
に
方
向
付
け
ら
れ
て
い
た
︒
飯
澤
匡
・
玉
川
一

郎
と
の
鼎
談
﹁
不
可
為
者
宮
仕
﹂
︵﹃
文
藝
春
秋
﹄
一
九
五
一
・
一
一
︶
で
は
︑

源
氏
の
肩
書
き
は
﹁
泉
不
動
産
総
務
部
次
長
﹂
と
表
記
さ
れ
て
お
り
︑﹁
源

氏
鶏
太
﹂
と
﹁
田
中
富
雄
﹂
を
意
図
的
に
混
同
さ
せ
る
よ
う
な
か
た
ち
と

な
っ
て
い
る
︒

そ
し
て
源
氏
自
身
も
︑
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
視
線
を
意
識
し
て

五
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振
舞
っ
て
お
り
︑
先
に
挙
げ
た
﹁
不
可
為
者
宮
仕
﹂
で
は
﹁
会
社
の
仕
事

が
第
一
で
︑
文
学
は
第
二
で
す
ね
﹂︑﹁
私
は
原
稿
だ
け
で
何
ん
と
か
や
つ

て
ゆ
け
る
と
い
ふ
時
に
︑
会
社
を
辞
め
よ
う
と
思
つ
た
ん
で
す
ね
︒
と
こ

ろ
が
︑
最
近
に
な
つ
た
ら
辞
め
た
く
な
い
ん
で
す
よ
︒
今
ま
で
以
上
に
会

社
で
働
か
う
と
思
ふ
ん
で
す
よ
﹂
と
い
う
発
言
を
残
し
て
い
る
︒
あ
く
ま

で
一
人
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
姿
勢
は
﹁
日

曜
作
家
﹂
と
も
評
さ
れ
た
が
︑﹁
作
家
ぶ
ら
な
い
し
︑
小
説
家
み
た
い
な

深
刻
に
し
て
超
俗
的
な
身
の
こ
な
し
も
な
い
し
︑
要
す
る
に
な
ん
の
奇
も

な
き
文
学
好
き
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
﹂
で
あ
る
こ
と
は

︵
13
︶

︑
む
し
ろ
好
意
的
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒

一
九
三
〇
年
前
後
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
を
数
多
く
発
表
し
て
い
た
浅

原
六
朗
は
︑
そ
の
狙
い
に
つ
い
て
﹁
資
本
家
に
も
な
れ
ず
︑
労
働
者
に
も

な
れ
な
い
蒼
白
き
イ
ン
テ
リ
で
あ
る
サ
ラ
リ
イ
マ
ン
階
級
を
︑
文
学
的
に

み
て
︑
も
つ
と
も
大
き
な
時
代
の
煩
悶
で
あ
る
と
み
た
﹂
と
語
っ
て
い
る

︵
14
︶

︒

し
か
し
︑
こ
う
し
た
﹁
昔
の
小
説
﹂
は
﹁
何
を
し
て
稼
い
で
飯
を
食
つ
て

い
る
﹂
か
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
︑
源
氏
の
小
説
は
﹁
毎
日
稼
ぐ

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
の
記
録
﹂
と
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
﹁
職
業
小
説
と

し
て
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
文
学
﹂
た
り
え
た
の
だ
と
す
る
秦
豊
吉
の
評
価
が

示
し
て
い
る
よ
う
に

︵
15
︶

︑
源
氏
の
小
説
は
︿
リ
ア
リ
テ
ィ
﹀
を
持
っ
た
﹁
記

録
﹂
と
し
て
も
読
ま
れ
て
い
た
︒
こ
の
と
き
︑
作
者
が
職
業
作
家
で
は
な

く
現
役
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
こ
と
は
︑
作
品
の
﹁
記
録
﹂
的
性
格
を

担
保
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
︒
源
氏
自
身
︑
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て

作
品
を
発
表
し
て
い
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
︒

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
こ
と
な
ら
︑
何
ん
で
も
知
つ
て
ゐ
る
や
う
な
気

が
し
て
ゐ
る
︒
現
役
の
強
み
が
私
に
あ
つ
て
安
心
し
て
書
け
る
︒
私

が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
題
材
に
選
び
が
ち
な
の
は
︑そ
の
た
め
で
あ
る
︒

嘘
を
書
い
て
ゐ
て
も
︑
き
つ
と
︑
ど
こ
か
に
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
に

違
い
な
い
︑
と
確
信
を
持
つ
て
ゐ
ら
れ
る

︵
16
︶

︒

﹁
嘘
を
書
い
て
ゐ
て
も
︑
き
つ
と
︑
ど
こ
か
に
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
に

違
い
な
い
﹂
と
い
う
確
信
を
源
氏
が
抱
く
の
は
︑
彼
に
﹁
現
役
の
強
み
﹂

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
﹁
現
役
の
強
み
﹂
は
︑
読
者
に
対
し

て
も
同
様
の
確
信
を
抱
か
せ
る
︒
兼
業
作
家
で
あ
る
こ
と
の
強
調
は
︑
同

じ
く
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
作
家
と
し
て
人
気
を
博
し
た
中
村
武
志
に
も
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
中
村
も
ま
た
﹁
本
職
は
二
十
年
来
国
鉄
の
平
職
員
﹂

で
あ
る
こ
と
が
メ
デ
ィ
ア
上
で
喧
伝
さ
れ
た

︵
17
︶

︒

こ
の
よ
う
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
い
う
対
象
を
︿
外
側
﹀
か
ら
眺
め
る
職

業
作
家
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
︿
内
側
﹀
か
ら
そ
れ
を
生
き
ん
と
す
る
一

人
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
い
う
立
場
を
保
持
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
源
氏
の

小
説
に
登
場
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
姿
に
は
リ
ア
リ
テ
ィ
が
見
出
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
の
日
常
を
実
際
に
過
ご
し
て
い

る
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
言
葉
に
は
真
正
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
︒

そ
し
て
源
氏
の
よ
う
な
兼
業
作
家
の
登
場
は
︑
す
で
に
戦
時
期
か
ら
待

望
さ
れ
て
も
い
た
︒
自
身
も
現
役
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
俳
人
の
日

五
五

占
領
が
生
ん
だ
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
﹂



野
草
城
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
文
学
的
表
象
に
関
し
て
︑
次
の
よ
う
な
不
平

を
洩
ら
し
て
い
る
︒

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
と
て
辛
い
こ
と
苦
々
し
い
こ
と
ば
か
り
詰
つ

て
ゐ
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
今
更
こ
と
は
る
迄
も
な
い
︒
嬉
し
い
こ

と
娯
し
い
こ
と
生
甲
斐
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
に
違
ひ
な
い
︒
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
自
身
の
手
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
哀
歓
を
主
題
に
し
た
文
学

が
成
立
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
が
︑
僕
の
寡
聞
な
る
︑

之
を
知
ら
な
い
︒
玄
人
の
小
説
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
一
役
を
買
つ
て

ゐ
る
の
は
あ
つ
て
も
︑
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
本
質
を
衝
く
こ
と
を
目
ざ

し
た
小
説
は
な
い
や
う
だ
︒
︵
中
略
︶
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
の
素
人
作

家
が
輩
出
す
る
や
う
な
気
運
を
作
る
べ
き
で
あ
る
︒
こ
れ
は
僕
た
ち

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
︑
殊
に
も
文
学
に
関
心
を
も
つ
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

責
務
と
考
へ
る
︒
門
外
の
他
人
で
あ
る
職
業
作
家
に
︑
盲
の
垣
の
ぞ

き
よ
ろ
し
く
の
辿
々
し
い
記
述
を
し
て
貰
ふ
ま
で
の
こ
と
は
な
い
︒

僕
等
の
生
活
は
僕
等
の
筆
で
！
文
学
の
ホ
ー
ム
ス
パ
ン
で
あ
る

︵
18
︶

︒

職
業
作
家
が
書
く
﹁
玄
人
の
小
説
﹂
は
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
本
質
を
衝

く
﹂
も
の
で
は
な
い
︵
そ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
﹁
文
学
的
に
み
て
﹂
価
値
が
あ
る
と

さ
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
︶
と
批
判
さ
れ
︑﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
の
素
人
作

家
﹂
の
登
場
と
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
自
身
の
手
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
哀
歓
を

主
題
に
し
た
文
学
﹂
へ
の
期
待
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
源
氏
鶏
太
︵
＝
﹁
田

中
富
雄
﹂︶
と
い
う
作
家
は
︑
ま
さ
に
こ
う
し
た
期
待
に
沿
う
も
の
と
し
て

登
場
し
た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
源
氏
鶏
太
と
い
う
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
﹂
は
ど
の
よ
う
に
し

て
誕
生
し
た
の
か
︒
次
節
で
は
そ
の
過
程
を
見
て
い
く
が
︑
そ
こ
で
重
要

と
な
る
の
は
︑
占
領
と
い
う
政
治
状
況
で
あ
る
︒

占
領
が
生
ん
だ
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
﹂

源
氏
が
富
山
商
業
を
卒
業
し
て
住
友
合
資
会
社
に
入
社
し
﹁
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
﹂
と
な
っ
た
一
九
三
〇
年
は
︑
論
壇
に
お
い
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
論
が

流
行
し
た
時
期
と
も
重
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
サ
ラ
リ
ー
メ
ン
は
所

謂
中
間
階
級
と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
の
間
を
浮
遊
す
る

立
場
を
も
つ
て
ゐ
る
︒
過
去
に
於
い
て
ま
た
現
在
に
於
い
て
俸
給
生
活
者

の
大
多
数
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
意
識
的
乃
至
無
意
識
的
支
援
を
し
て
云
ふ
と

こ
ろ
の
プ
チ
ブ
ル
の
雰
囲
気
を
醸
成
し
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
新
居
格
の
指
摘

に
明
ら
か
な
よ
う
に

︵
19
︶

︑
そ
れ
ら
の
議
論
に
は
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
﹂
＝
︿
高

等
教
育
機
関
卒
業
者
の
イ
ン
テ
リ
﹀
と
い
う
前
提
が
存
在
し
て
い
た
︒
中

等
教
育
し
か
受
け
て
い
な
か
っ
た
源
氏
は
︑
そ
う
し
た
当
時
の
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
論
の
典
型
か
ら
は
外
れ
た
存
在
だ
っ
た
︒
当
時
の
住
友
の
初
任
給
は

そ
れ
ぞ
れ
国
立
大
学
卒
業
者
が
七
五
円
︑
私
立
大
学
卒
業
者
が
六
五
円
︑

高
等
商
業
学
校
卒
業
者
が
五
五
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
中
等
学
校
卒

だ
っ
た
源
氏
の
初
任
給
は
わ
ず
か
三
五
円
だ
っ
た
と
い
う

︵
20
︶

︒
他
に
も
宿
舎

の
割
り
当
て
な
ど
︑
様
々
な
場
面
で
の
差
別
的
な
待
遇
を
通
じ
﹁
会
社
と

は
︑
学
歴
に
よ
っ
て
如
何
に
差
が
つ
け
ら
れ
る
か
﹂
を
痛
感
し
た
源
氏
は
︑

五
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社
内
に
お
い
て
﹁
学
歴
か
ら
く
る
絶
え
間
の
無
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
﹂
を

抱
い
て
い
た
と
述
べ
て
い
る

︵
21
︶

︒
学
歴
を
有
す
る
モ
ダ
ン
な
イ
ン
テ
リ
︑
と

い
う
当
時
の
典
型
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
疎
外
さ
れ
た
人
間
に
よ
り
︑
戦
後

の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
表
象
は
牽
引
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

一
九
四
四
年
六
月
に
海
軍
へ
召
集
さ
れ
た
源
氏
は
︑
敗
戦
直
後
の

一
九
四
五
年
八
月
二
〇
日
頃
に
は
召
集
解
除
さ
れ
︑
同
月
末
に
は
職
場
に

復
帰
し
て
い
る
︒
復
帰
後
の
源
氏
が
担
当
し
た
仕
事
は
︑
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
財
閥

解
体
指
令
に
よ
り
解
散
が
決
ま
っ
た
住
友
本
社
の
残
務
整
理
で
あ
っ
た
︒

持
株
会
社
整
理
委
員
会
の
要
請
で
住
友
本
社
が
全
所
有
株
の
提
出
を
求
め

ら
れ
た
際
に
は
︑﹁
日
本
の
警
官
の
他
に
何
人
か
の
Ｍ
Ｐ
が
来
て
い
た
﹂

と
い
う
株
券
搬
出
の
現
場
に
も
立
ち
会
う
な
ど

︵
22
︶

︑
財
閥
解
体
に
関
す
る
仕

事
に
従
事
す
る
日
々
の
中
で
︑
源
氏
は
小
説
の
投
稿
を
続
け
て
い
た
︒
そ

う
し
た
中
で
投
稿
し
た
﹁
た
ば
こ
娘
﹂
が
当
時
の
編
集
者
で
あ
っ
た
車
谷

弘
の
目
に
留
ま
り
﹃
オ
ー
ル
読
物
﹄
一
九
四
七
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

こ
と
か
ら
︑
作
家
と
し
て
の
道
が
開
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
源
氏
は
一
九
四
七
年
に
は
七
作
︑
四
八
年
に
は
三
二
作
︑

四
九
年
に
は
二
八
作
の
小
説
を
発
表
し
︑
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
続
け
な
が
ら

小
説
家
と
し
て
の
地
歩
も
固
め
て
い
く
︒
た
だ
︑
こ
う
し
て
彼
が
兼
業
作

家
と
し
て
活
動
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
︑
財
閥
解
体
の
影

響
が
大
き
か
っ
た
︒
源
氏
に
よ
れ
ば
︑
住
友
の
よ
う
な
大
会
社
で
は
社
員

が
小
説
を
発
表
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
歓
迎
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑﹁
私

を
叱
る
べ
き
上
役
が
住
友
本
社
の
解
散
に
よ
っ
て
︑
す
で
に
他
に
転
じ
て

い
た
﹂
が
た
め
に
︑﹁
会
社
か
小
説
か
﹂
と
い
う
選
択
を
迫
ら
れ
ず
に
済

ん
だ
と
い
う

︵
23
︶

︒﹁
も
し
日
本
が
戦
争
に
負
け
て
い
な
か
っ
た
ら
財
閥
解
体

は
あ
り
得
な
か
っ
た
ろ
う
し
︑
し
た
が
っ
て
私
は
︑
職
業
作
家
に
も
な
っ

て
い
な
か
っ
た
ろ
う
﹂
と
い
う
源
氏
の
言
葉
ど
お
り

︵
24
︶

︑
敗
戦
︑
そ
し
て
占

領
軍
に
よ
る
強
制
的
な
民
主
化
改
革
が
な
け
れ
ば
︑
源
氏
が
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
作
家
と
し
て
活
躍
す
る
環
境
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
︒

さ
ら
に
︑﹁
同
人
雑
誌
の
経
験
も
な
く
︑
知
人
の
文
壇
人
も
︑
一
人
の

編
集
者
も
知
ら
ず
大
阪
で
コ
ツ
コ
ツ
書
い
て
い
た
﹂
と
い
う
よ
う
に

︵
25
︶

︑
文

壇
と
は
全
く
無
縁
で
あ
っ
た
源
氏
が
わ
ず
か
三
年
で
六
〇
作
以
上
の
作
品

を
発
表
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
も
︑
占
領
期
特
有
の
メ
デ
ィ
ア
環
境

な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒

敗
戦
に
よ
り
新
聞
紙
法
や
治
安
維
持
法
な
ど
の
法
令
が
撤
廃
さ
れ
る
な

ど
戦
時
期
ま
で
の
厳
し
い
言
論
統
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
で
︑
敗
戦
直

後
に
は
﹁
活
字
ブ
ー
ム
﹂
が
到
来
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
慢

性
的
な
紙
不
足
は
敗
戦
後
も
続
い
て
い
た
が
︑
そ
の
中
で
も
雨
後
の
筍
の

よ
う
に
数
多
く
の
雑
誌
が
復
刊
・
創
刊
さ
れ
て
い
た
︒
一
九
四
六
年
に
は

既
に
二
九
〇
四
誌
だ
っ
た
雑
誌
の
数
は
︑
四
七
年
に
は
七
二
四
九
︑
四
八

年
に
は
六
七
七
八
︑
四
九
年
は
五
二
四
三
と
な
っ
て
い
る

︵
26
︶

︒
一
九
五
〇
年

に
は
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
に
よ
る
不
況
の
あ
お
り
を
受
け
て
一
気
に
一
五
三
八

ま
で
減
少
し
た
も
の
の
︑
こ
う
し
た
雑
誌
数
の
激
増
は
︑
誌
面
を
埋
め
る

た
め
に
多
く
の
書
き
手
が
必
要
と
な
る
事
態
を
生
ん
だ
︒

源
氏
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
を
見
る
と
︑﹃
オ
ー
ル
読
物
﹄
や
﹃
週

刊
朝
日
﹄
な
ど
の
ほ
か
に
は
︑﹃
サ
ロ
ン
﹄
や
﹃
読
物
と
漫
画
﹄︑﹃
コ
メ
ッ

ト
﹄
な
ど
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
カ
ス
ト
リ
雑
誌
﹂
が
多
く
目
に
つ
き
︑
敗
戦
後

五
七

占
領
が
生
ん
だ
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
﹂



の
出
版
ブ
ー
ム
に
よ
り
生
じ
た
執
筆
者
不
足
の
恩
恵
を
受
け
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
︒
山
本
明
は
カ
ス
ト
リ
雑
誌
が
﹁
新
人
作
家
の
登
用
に
も

熱
心
で
あ
っ
た
﹂
こ
と
が
﹁
の
ち
の
中
間
雑
誌
時
代
を
準
備
す
る
土
壌
を

つ
く
り
だ
し
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
が

︵
27
︶

︑
源
氏
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
作
家

の
一
例
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
占
領
期
の
メ
デ
ィ
ア
統
制
も
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
た
︒
日

本
社
会
か
ら
国
家
主
義
的
軍
国
主
義
を
排
除
し
自
由
や
人
権
と
い
っ
た
価

値
観
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
︑
占
領
軍
は
積
極
的
に
メ
デ
ィ
ア
へ
の
介
入
を

行
っ
た
︒
例
え
ば
映
画
に
つ
い
て
は
民
間
情
報
教
育
局
︵
Ｃ
Ｉ
Ｅ
︶
と
民
間

検
閲
支
隊
︵
Ｃ
Ｃ
Ｄ
︶
に
よ
る
二
重
検
閲
の
体
制
が
と
ら
れ
た
︒
一
九
四
五

年
一
一
月
に
Ｃ
Ｉ
Ｅ
よ
り
出
さ
れ
た
十
三
項
目
の
禁
止
令
の
な
か
に
は
︑

﹁
軍
国
主
義
を
鼓
吹
す
る
も
の
﹂
や
﹁
国
家
主
義
的
な
も
の
﹂
の
ほ
か
に
﹁
仇

討
に
関
す
る
も
の
﹂︑﹁
封
建
的
忠
誠
心
ま
た
は
生
命
の
軽
視
を
好
ま
し
き

こ
と
︑
ま
た
は
名
誉
あ
る
こ
と
と
し
た
も
の
﹂
と
い
う
内
容
も
含
ま
れ
て

い
た
と
い
う

︵
28
︶

︒
こ
れ
に
よ
り
時
代
劇
に
は
著
し
い
制
約
が
か
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
︑
一
九
四
九
年
ま
で
は
か
な
り
厳
し
く
検
閲
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
︒
そ
し
て
時
代
劇
に
対
す
る
こ
う
し
た
制
約
は
︑
映
画
だ
け
で
は
な

く
小
説
に
お
い
て
も
影
響
を
与
え
た
と
い
う
︒﹃
文
藝
春
秋
七
十
年
史
﹄

で
は
占
領
期
の
﹃
オ
ー
ル
読
物
﹄
に
つ
い
て
︑﹁
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
命
令
に
よ
る
﹁
非

民
主
主
義
映
画
の
追
放
﹂
︵
俗
に
チ
ャ
ン
バ
ラ
禁
止
令
︶
の
あ
お
り
を
受
け
︑

時
代
小
説
が
厳
し
い
検
閲
を
う
け
﹂︑﹁
軍
国
主
義
の
鼓
吹
は
も
ち
ろ
ん
︑

仇
討
︑
封
建
的
な
忠
誠
︑
残
忍
非
道
︑
あ
る
い
は
自
死
の
讃
美
な
ど
す
べ

て
ま
か
り
な
ら
ん
︑
と
さ
れ
た
︒
そ
れ
が
大
衆
小
説
や
中
間
小
説
に
ま
と

も
に
影
響
し
て
い
た
﹂
と
書
か
れ
て
い
る

︵
29
︶

︒
源
氏
の
戦
後
第
二
作
と
な
っ

た
﹁
夫
の
洋
服
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
﹃
オ
ー
ル
読
物
﹄
一
九
四
七
年
七
月
号

の
編
集
後
記
に
は
︑
そ
う
し
た
事
情
を
う
か
が
わ
せ
る
一
文
が
記
さ
れ
て

い
る
︒オ

ー
ル
読
物
で
紹
介
し
た
新
人
源
氏
鶏
太
氏
の
﹁
た
ば
こ
娘
﹂
は
︑

案
外
な
く
ら
ゐ
各
方
面
の
話
題
と
な
り
ま
し
た
が
︑
こ
れ
は
い
か
に

新
人
の
出
現
が
要
望
さ
れ
て
ゐ
る
か
の
著
し
い
証
査
で
あ
り
ま
す
︒

本
号
に
は
更
に
氏
の
第
二
作
﹁
夫
の
洋
服
﹂
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
︒

文
壇
登
竜
門
の
オ
ー
ル
読
物
は
︑
今
後
も
ひ
き
つ
ゞ
い
て
新
人
紹
介

に
努
力
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
を
り
ま
す

︵
30
︶

︒

こ
の
よ
う
な
検
閲
の
影
響
も
あ
り
︑
戦
前
ま
で
は
大
衆
小
説
の
主
流
を

占
め
て
い
た
時
代
小
説
に
代
わ
り
︑﹁
風
俗
小
説
﹂
を
中
心
と
す
る
現
代

小
説
が
急
激
に
そ
の
シ
ェ
ア
を
伸
ば
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
時
期

の
大
衆
文
学
に
つ
い
て
尾
崎
秀
樹
は
︑﹁
時
代
小
説
は
︑
封
建
的
な
武
士

道
徳
を
謳
歌
し
︑
軍
国
主
義
的
傾
向
を
そ
そ
る
と
い
う
名
目
で
︑
チ
ャ
ン

バ
ラ
か
ら
義
理
人
情
の
世
界
ま
で
無
数
の
禁
忌
に
と
り
ま
か
れ
る
︒
そ
の

な
か
に
あ
つ
て
ひ
と
り
我
が
世
の
春
を
う
た
つ
た
の
は
︑
風
俗
小
説
だ
つ

た
﹂と
指
摘
し
て
い
る

︵
31
︶

︒
こ
う
し
て
現
代
小
説
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
り
︑

﹁
現
代
小
説
を
専
門
に
扱
う
大
衆
雑
誌
が
増
え
た
た
め
に
現
代
小
説
作
家

の
数
が
足
り
な
く
な
る
と
い
う
現
象
﹂
が
起
き
て
い
た
こ
と
も

︵
32
︶

︑
無
名
作

家
の
源
氏
に
執
筆
機
会
が
与
え
ら
れ
る
要
因
と
な
っ
て
い
た
︒

五
八

三
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大
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日
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二
〇
一
九
年
六
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以
上
の
よ
う
に
︑
源
氏
鶏
太
と
い
う
作
家
が
登
場
し
た
経
緯
に
は
戦
後

占
領
と
い
う
現
実
が
様
々
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
占
領

下
の
民
主
化
改
革
の
一
環
で
あ
っ
た
財
閥
解
体
︑
そ
し
て
占
領
軍
に
よ
る

メ
デ
ィ
ア
統
制
に
よ
り
生
ま
れ
た
状
況
こ
そ
が
︑﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
・

源
氏
鶏
太
﹂
の
生
成
の
基
盤
を
作
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

初
期
小
説
に
お
け
る
占
領
の
影

源
氏
が
文
壇
に
進
出
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
﹁
た
ば
こ
娘
﹂
は
若
い

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
闇
タ
バ
コ
を
売
る
少
女
と
の
淡
い
恋
愛
を
描
い
た
小
説

で
あ
る
が
︑
占
領
軍
に
関
す
る
記
述
が
編
集
部
判
断
に
よ
り
全
て
削
除
さ

れ
た
形
で
掲
載
さ
れ
て
い
る

︵
33
︶

︒
こ
れ
以
降
︑
源
氏
の
小
説
に
占
領
軍
の
姿

が
明
示
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
事
実
は
︑
占
領
期
に
発

表
さ
れ
た
源
氏
の
小
説
に
は
つ
ね
に
占
領
者
＝
︿
ア
メ
リ
カ
﹀
に
対
す
る

意
識
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
で
は
︑
占
領
と
い
う
現
実

に
向
き
合
い
な
が
ら
書
か
れ
た
初
期
小
説
は
︑
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し

て
い
た
の
か
︒

﹁
深
刻
ぶ
っ
た
恋
愛
小
説
ば
か
り
﹂
だ
っ
た
と
い
う
源
氏
の
自
己
評
価

の
通
り

︵
34
︶

︑
最
初
期
の
作
品
は
復
員
兵
や
闇
市
︑
農
村
へ
の
買
出
し
な
ど
敗

戦
後
の
世
相
を
背
景
と
し
な
が
ら
︑
男
女
間
の
関
係
を
描
い
た
も
の
が
殆

ど
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
の
男
女
の
人
物
造
形
︑
両
者
の
関
係
性
に
は
一
定

の
共
通
し
た
特
徴
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
︒
登
場
す
る
女
性
は
戦
争
未
亡

人
と
な
っ
た
事
務
員
︑
敗
戦
後
の
窮
乏
の
末
に
ダ
ン
サ
ー
や
街
娼
と
な
っ

た
元
中
流
階
級
の
婦
人
︑
夫
の
復
員
を
待
ち
き
れ
ず
に
他
の
男
性
と
の
新

生
活
を
始
め
た
妻
な
ど
︑
戦
争
被
害
を
抱
え
な
が
ら
戦
後
を
生
き
る
人
物

と
設
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
彼
女
た
ち
は
そ
の
性
欲
が
過
剰
に
強
調
さ
れ
て

い
る
︒
同
時
期
の
﹁
肉
体
文
学
﹂
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
女
性
の
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
注
目
は
戦
時
管
理
体
制
か
ら
の
解
放
と
い
う
意
味
合

い
も
あ
っ
た
が

︵
35
︶

︑
源
氏
の
作
品
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
積
極
性
は
見
ら
れ

な
い
︒
彼
女
ら
の
行
動
は
旧
来
の
性
道
徳
か
ら
の
﹁
解
放
﹂
で
は
な
く
︑

経
済
的
困
窮
に
起
因
す
る
逸
脱
行
動
︑
つ
ま
り
規
範
か
ら
の
﹁
堕
落
﹂
と

し
て
否
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
敗
戦
に
よ
る
中
産
階
級
女
性

の
﹁
転
落
﹂
は
カ
ス
ト
リ
小
説
に
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
で

あ
る
が

︵
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︑
源
氏
の
初
期
作
品
に
も
そ
う
し
た
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
︒

例
え
ば
先
に
挙
げ
た
﹁
夫
の
洋
服
﹂
の
主
人
公
は
晴
江
と
い
う
戦
争
未

亡
人
だ
が
︑
彼
女
が
敗
戦
後
経
験
す
る
﹁
奈
落
の
底
へ
転
落
し
て
ゆ
く
や

う
な
恐
ろ
し
い
日
々
﹂
は
︑﹁
生
活
の
為
に
崩
れ
堕
ち
て
ゆ
か
う
と
す
る

自
分
の
心
﹂︑﹁
ひ
と
り
だ
け
で
は
︑
い
ろ
い
ろ
の
誘
惑
に
い
つ
ま
で
堪
え

て
ゆ
け
る
か
︑
も
う
自
信
が
も
て
な
か
つ
た
﹂
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
説

明
さ
れ
て
い
る
︒
恩
給
打
ち
切
り
に
よ
る
貧
窮
を
し
の
ぐ
手
段
と
し
て
売

春
行
為
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
い
ろ
い
ろ
の
誘
惑
﹂

に
よ
り
﹁
崩
れ
堕
ち
て
﹂
い
く
過
程
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
ま
た
﹁
哀
愁
﹂

︵﹃
サ
ロ
ン
﹄
一
九
四
八
・
七
︶
で
は
﹁
女
専
を
中
退
し
た
コ
ン
ミ
ニ
ス
ト
の
妻

ら
し
い
悪
び
れ
ぬ
態
度
﹂
を
と
っ
て
い
た
会
社
事
務
員
の
﹁
み
ど
り
﹂
と

い
う
女
性
が
︑
困
窮
の
た
め
に
ダ
ン
サ
ー
︑
そ
し
て
街
娼
へ
と
﹁
堕
落
﹂

し
て
﹁
す
つ
か
り
違
つ
た
女
﹂
と
な
っ
て
し
ま
う
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
︒

五
九

占
領
が
生
ん
だ
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
﹂



こ
の
よ
う
に
︑
女
性
た
ち
は
敗
戦
後
の
道
義
的
退
廃
を
体
現
す
る
存
在

と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
︑
男
性
主
人
公
は
そ
う
し
た
世
相
と
は

少
し
距
離
を
置
い
た
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
︒
未
だ
敗
戦
後
の
社
会
に
適

応
で
き
て
い
な
い
復
員
兵
や
︑
戦
前
と
変
わ
ら
ぬ
職
場
に
復
帰
し
て
い
る

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
︑
女
性
た
ち
に
比
べ
変
化
は
抑
え
ら
れ
て
い
る
︒
ま

た
女
性
た
ち
と
は
対
照
的
に
︑経
済
的
困
窮
か
ら
も
比
較
的
自
由
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
源
氏
の
初
期
作
品
で
は
︑
敗
戦
の
衝
撃
で
﹁
堕
落
﹂
し
た
女

性
／
敗
戦
を
ま
た
い
で
も
変
ら
な
い
男
性
︑
と
い
う
対
比
的
な
構
図
が
多

く
な
っ
て
い
る
︒﹁
妾
宅
﹂
︵
﹃
太
陽
﹄
一
九
四
八
・
七
︶
の
主
人
公
で
あ
る
桐

山
と
い
う
男
の
次
の
よ
う
な
述
懐
は
︑
源
氏
の
初
期
作
品
の
基
調
音
と

い
っ
て
よ
い
︒

い
ま
い
ま
し
い
と
い
へ
ば
︑
女
房
の
勝
子
の
奴
だ
つ
た
︒
昨
夜
︑
や

つ
と
の
こ
と
で
所
在
を
つ
き
と
め
て
︑
会
ひ
に
い
つ
た
ら
︑
／
﹁
あ

ら
︑
あ
ん
た
︑
生
き
て
た
の
？
と
う
に
死
ん
だ
も
の
と
思
つ
て
ゐ
た

の
よ
︒
あ
た
し
︑
い
ま
さ
ら
困
る
わ
﹂
／
と
︑
た
い
し
て
困
つ
た
ら

し
い
顔
も
し
な
い
で
桐
山
の
哀
れ
な
服
装
を
ジ
ロ
ジ
ロ
見
て
ゐ
た
︒

／
桐
山
は
こ
ん
な
女
を
毎
日
夢
に
見
て
︑
帰
り
た
い
︑
帰
り
た
い
︑

で
長
の
年
月
を
苦
労
し
て
来
た
の
か
と
思
へ
ば
︑
情
な
い
や
ら
︑
腹

が
立
つ
や
ら
で
︑
口
が
き
け
な
か
つ
た
︒︵
中
略
︶
内
地
の
土
を
踏
ん
で

か
ら
の
こ
と
を
思
ふ
と
︑
ど
い
つ
も
こ
い
つ
も
︑
敗
け
て
か
ら
の
日

本
人
は
︑
悪
い
奴
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
︑
と
つ
く
づ
く
嫌
に
な
つ
た
︒

従
軍
中
か
ら
復
員
ま
で
変
ら
ず
妻
を
思
い
続
け
た
夫
と
︑
夫
を
﹁
と
う

に
死
ん
だ
も
の
と
思
つ
て
﹂
切
り
捨
て
戦
後
の
状
況
に
適
応
し
よ
う
と
す

る
妻
︒
彼
女
は
﹁
敗
け
て
か
ら
の
日
本
人
﹂︑
つ
ま
り
敗
戦
に
よ
っ
て
道

徳
的
に
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
国
民
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
︒
一
方
︑
男
た
ち
は
女
性
の
よ
う
に
﹁
オ
キ
ュ
パ
イ
ド
・
ジ
ャ
パ
ン
﹂

に
適
応
す
る
こ
と
が
出
来
ず
︑﹁
敗
け
て
か
ら
の
日
本
人
﹂
に
対
す
る
苦
々

し
い
思
い
を
抱
い
て
い
る
が
︑
そ
れ
ゆ
え
に
道
徳
的
な
優
位
性
を
確
保
す

る
︒
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
は
男
性
作
家
に
よ
る
占
領
文
学
の
特
徴
と
し

て
︑
占
領
と
い
う
状
況
に
対
す
る
喪
失
感
や
従
属
感
が
女
性
身
体
を
通
じ

て
追
及
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が

︵
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︑
源
氏
の
初
期
作

品
に
お
け
る
男
女
の
描
き
分
け
に
も
こ
う
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
が
影
響
し

て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
女
性
た
ち
の
﹁
堕
落
﹂
を
批
判
的
に
眼
差

す
男
性
た
ち
は
︑
占
領
と
い
う
屈
辱
的
な
現
実
に
対
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

前
節
で
見
た
よ
う
に
︑
占
領
下
の
民
主
化
改
革
︑
お
よ
び
メ
デ
ィ
ア
統

制
に
よ
り
生
ま
れ
た
文
壇
状
況
が
な
け
れ
ば
︑
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
・
源

氏
鶏
太
の
誕
生
は
な
か
っ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
の
初
期
恋
愛
小
説

は
占
領
と
い
う
現
実
に
対
す
る
強
い
拒
絶
感
に
貫
か
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に

は
︑
占
領
＝
︿
ア
メ
リ
カ
﹀
に
依
拠
し
つ
つ
︑
同
時
に
そ
れ
を
否
認
す
る

と
い
う
矛
盾
し
た
身
振
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
奇

し
く
も
そ
れ
は
︑
戦
後
の
日
米
関
係
を
な
ぞ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
︒

こ
う
し
て
作
家
と
し
て
の
出
発
を
果
た
し
た
源
氏
は
そ
の
後
︑
高
度
経

済
成
長
期
を
通
じ
て
愛
さ
れ
る
作
家
へ
と
成
長
し
︑
そ
の
作
品
が
作
り
出

六
〇

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
三
〇
号
・
二
〇
一
九
年
六
月



す
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
イ
メ
ー
ジ
は
日
本
社
会
の
自
画
像
と
も
な
っ
て
い
く
︒

も
ち
ろ
ん
︑
初
期
の
恋
愛
小
説
と
一
九
五
〇
年
代
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説

と
を
直
接
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
︑
連
続
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
映
画
の
金
字
塔
で

あ
る
﹁
社
長
﹂
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
作
と
な
っ
た
﹃
へ
そ
く
り
社
長
﹄
︵
千

葉
泰
樹
監
督
︑
一
九
五
六
︶
に
は
︑
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
な
初
期
作
品
の

痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
作
品
は
︑
森
繁
久
彌
演
じ
る
田
代
社

長
が
︑
西
洋
風
の
調
度
品
に
囲
ま
れ
た
部
屋
で
ど
こ
か
落
ち
着
か
な
い
様

子
で
テ
ー
ブ
ル
に
向
い
︑
健
康
の
た
め
と
夫
人
に
強
制
さ
れ
る
パ
ン
食
を

前
に
し
て
︑
た
ま
に
は
米
が
食
べ
た
い
と
こ
ぼ
す
場
面
か
ら
始
ま
っ
て
い

る
︒
こ
の
田
代
社
長
の
姿
に
は
︑︿
ア
メ
リ
カ
﹀
化
さ
れ
た
﹁
オ
キ
ュ
パ

イ
ド
・
ジ
ャ
パ
ン
﹂
へ
の
違
和
感
が
確
か
に
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

源
氏
鶏
太
と
い
う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
︑
そ
し
て
彼
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

小
説
の
軌
跡
を
辿
る
こ
と
は
︑
日
本
社
会
に
と
っ
て
の
﹁
戦
後
﹂
と
は
何

だ
っ
た
の
か
を
問
い
直
す
試
み
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
︒

︻
註
︼

︵
1

︶
加
藤
秀
俊
﹁
戦
後
派
の
中
間
的
性
格
﹂
︵
﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
五
七
・
九
︶︒

︵
2

︶
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
三
月
十
五
日
ま
で
全
四
一
回
連
載
さ
れ
︑
同
年
四
月
に
は
読
売

新
聞
出
版
局
よ
り
単
行
本
化
︑
さ
ら
に
一
九
六
三
年
一
一
月
に
は
東
宝
に
よ
り
映
画

化
も
な
さ
れ
て
い
る
︒

︵
3

︶﹁
わ
れ
ら
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

日
本
の
社
会
①
﹂︵
﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
六
一
・
一
・
一
︶︒

︵
4

︶
橋
本
健
二
﹃
﹁
格
差
﹂
の
戦
後
史
︱
階
級
社
会
日
本
の
履
歴
書
︻
増
補
新
版
︼﹄︵
河

出
書
房
新
社
︑
二
〇
一
三
・
一
二
︶
︒

︵
5

︶
神
林
博
史
﹁
﹁
総
中
流
﹂
と
不
平
等
を
め
ぐ
る
言
説
：
戦
後
日
本
に
お
け
る
階
層

帰
属
意
識
に
関
す
る
ノ
ー
ト
︵
三
︶﹂︵﹃
東
北
学
院
大
学
教
養
部
論
集
﹄
一
六
一
号
︑

二
〇
一
二
・
三
︶︒

︵
6

︶
加
藤
秀
俊
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も
の
ブ
ー
ム
﹂
︵﹃
放
送
朝
日
﹄
一
九
五
七
・
七
・

一
〇
︶︒

︵
7

︶
一
九
五
四
年
度
調
査
以
降
︑
一
九
五
六
年
度
調
査
で
ラ
ン
ク
外
と
な
っ
た
他
は
︑

一
九
六
〇
年
度
ま
で
常
に
二
〇
位
以
内
の
成
績
を
残
し
て
い
る
︒

︵
8

︶
司
馬
叡
三
﹁
文
芸
作
品
の
映
画
化
・
最
多
作
家
調
べ
﹂︵﹃
映
画
四
〇
年
全
記
録

キ
ネ
マ
旬
報
増
刊
﹄
一
九
八
六
・
二
・
一
三
︶︒

︵
9

︶
高
杉
方
宏
﹃
資
料
・
源
氏
鶏
太
﹄︵
フ
リ
ー
プ
レ
ス
︑
二
〇
〇
〇
︶︒

︵
10

︶
鈴
木
貴
宇
﹁﹁
明
朗
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
﹂
の
構
造
︱
源
氏
鶏
太
﹃
三
等
重
役
﹄
論
﹂

︵﹃
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
﹄
一
二
号
︑
二
〇
一
二
・
三
︶︑
服
部
こ
の
み
﹁
戦
後
改
革

と
性
意
識
︱
源
氏
鶏
太
﹃
三
等
重
役
﹄
に
お
け
る
戦
後
派
重
役
像
﹂︵﹃
金
城
日
本
語

日
本
文
化
﹄
八
九
号
︑
二
〇
一
三
・
三
︶︑
井
原
あ
や
﹁﹃
女
性
自
身
﹄
と
源
氏
鶏
太

︱
︿
ガ
ー
ル
﹀
は
い
か
に
し
て
働
く
か
︱
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
二
〇
一
七
・
五
︶
︑

金
岡
直
子
﹁
源
氏
鶏
太
﹃
青
空
娘
﹄
論
︱
ロ
マ
ン
ス
小
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ
︱
﹂
︵﹃
論

潮
﹄
一
一
号
︑
二
〇
一
八
・
七
︶
な
ど
︒

︵
11

︶
源
氏
鶏
太
﹃
夏
雲
冬
雲

私
の
履
歴
書
﹄︵
日
本
経
済
新
聞
社
︑
一
九
七
六
︶︒

︵
12

︶
秦
豊
吉
﹃
偉
人
粋
人
﹄︵
学
風
書
院
︑
一
九
五
六
︶︒

︵
13

︶
高
木
健
夫
﹁
会
う
・
聴
く
・
考
え
る
﹂︵﹃
月
刊
読
売
﹄
一
九
五
一
・
九
・
一
五
︶︒

︵
14

︶
浅
原
六
朗
﹁
文
学
的
自
叙
伝
﹂︵﹃
新
潮
﹄
一
九
三
五
・
一
〇
︶︒

︵
15

︶
前
掲
註
︵
12

︶︒

︵
16

︶
源
氏
鶏
太
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
﹂︵﹃
図
書
新
聞
﹄
一
九
五
一
・
八
・
一
九
︶︒

︵
17

︶﹁
す
ぽ
っ
と

第
二
の
源
氏
鶏
太
﹂︵﹃
図
書
新
聞
﹄
一
九
五
四
・
一
一
・
六
︶︒

︵
18

︶
日
野
草
城
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂︵﹃
文
藝
春
秋
﹄
一
九
三
九
・
六
︶
︒

︵
19

︶
新
居
格
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
論
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
二
八
・
一
二
︶︒

︵
20

︶
前
掲
註
︵
11

︶︒

︵
21

︶
前
掲
註
︵
11

︶︒

︵
22

︶
前
掲
註
︵
11

︶︒

︵
23

︶
源
氏
鶏
太
﹃
わ
が
文
壇
的
自
叙
伝
﹄︵
集
英
社
︑
一
九
七
五
︶︒

︵
24

︶
前
掲
註
︵
23

︶︒

六
一

占
領
が
生
ん
だ
﹁
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作
家
﹂



︵
25

︶
前
掲
註
︵
16

︶
︒

︵
26

︶
日
本
書
籍
出
版
協
会
編
﹃
日
本
出
版
百
年
史
年
表
﹄
︵
日
本
書
籍
出
版
協
会
︑

一
九
六
八
︶
︒

︵
27

︶
山
本
明
﹃
カ
ス
ト
リ
雑
誌
研
究
︱
シ
ン
ボ
ル
に
み
る
風
俗
史
﹄︵
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
︑

一
九
七
六
︶
︒

︵
28

︶
平
野
共
余
子
﹃
天
皇
と
接
吻

ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
日
本
映
画
﹄
︵
草
思
社
︑

一
九
九
八
︶
︒

︵
29

︶
文
藝
春
秋
﹃
文
藝
春
秋
七
十
年
史
﹄
︵
文
藝
春
秋
︑
一
九
九
一
︶
︒

︵
30

︶﹁
文
藝
春
秋
通
信
﹂
︵
﹃
オ
ー
ル
読
物
﹄
一
九
四
七
・
七
︶
︒

︵
31

︶
尾
崎
秀
樹
﹁
大
衆
文
学
の
変
遷
﹂
︵
﹃
解
釈
と
鑑
賞

臨
時
増
刊
﹄
一
九
六
六
・

一
一
︶
︒

︵
32

︶
セ
シ
ル
・
サ
カ
イ
﹃
日
本
の
大
衆
文
学
﹄︵
朝
比
奈
弘
浩
訳
︑
平
凡
社
︑
一
九
九
七
︶︒

︵
33

︶
前
掲
註
︵
23

︶
︒
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
資
料
で
当
該
号
を
閲

覧
し
た
が
︑
占
領
当
局
に
よ
る
検
閲
の
跡
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
︒

︵
34

︶
前
掲
註
︵
11

︶
︒

︵
35

︶
五
十
嵐
惠
邦
﹃
敗
戦
の
記
憶
︱
身
体
・
文
化
・
物
語
﹄
︵
中
央
公
論
新
社
︑

二
〇
〇
七
︶
︒

︵
36

︶
前
掲
註
︵
27

︶
︒

︵
37

︶
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
﹃
占
領
の
記
憶
／
記
憶
の
占
領

戦
後
沖
縄
・
日
本
と
ア

メ
リ
カ
﹄
︵
鈴
木
直
子
訳
︑
青
土
社
︑
二
〇
〇
六
︶
︒

﹇
さ
か

け
ん
た

本
学
教
員
﹈

六
二

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
三
〇
号
・
二
〇
一
九
年
六
月
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