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（1）

紅
語
幻
想
考

ピ
ー
タ
ー
・
バ
ナ
ー
ド

幻
想
文
学
の
謂
う
と
こ
ろ
の
﹁
幻
想
﹂
は
、
如
何
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
幻
想
文
学
に
属
す
る
と
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
幻
想
性
は
、

ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
読
者
に
伝
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
幻
想
文
学
の
幻
想
性
を
考
え
る
前
に
、
ま
ず
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
と

し
て
の
幻
想
文
学
の
定
義
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
定
義
す
る
方
法
が
様
々
に
あ
り
、
文
脈
に
よ
っ
て
幻
想
文

学
の
ど
の
要
素
が
強
調
さ
れ
る
か
は
変
わ
っ
て
く
る
。
須
永
朝
彦
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
幻
想
文
学
と
い
う
﹁
呼
称
が
た
だ
ち
に
ジ
ャ
ン
ル

の
内
容
を
喚
起
さ
せ
て
く
れ
ぬ
よ
う
﹂
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
﹁
幻
想
文
学
﹂
と
い
う
枠
組
み
は
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
役
割
を
全
う
す
る
か
は

い
さ
さ
か
あ
や
し
い︵
一
︶。
須
永
氏
は
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
幻
想
文
学
の
形
成
の
歴
史
的
な
経
緯
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
﹁
怪
談
﹂

の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
呼
称
と
違
っ
て
最
初
か
ら
西
洋
文
学
を
強
く
意
識
し
た
呼
称
で
あ
り
、
一
方
で
ホ
ラ
ー
小
説
︵horror fiction

︶
や
怪
奇

小
説
︵w

eird fiction

︶、
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
︵G

othic fiction
︶
よ
り
著
し
く
広
が
り
の
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
﹁
幻
想
﹂
文
学
は
ホ

ラ
ー
も
怪
奇
も
ゴ
シ
ッ
ク
も
︵
そ
し
て
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
等
も
︶
包
含
す
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
な
が
ら
、
ホ
ラ
ー
に
も
怪
奇
に
も
ゴ
シ
ッ
ク
に

も
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
も
当
て
嵌
ま
ら
な
い
、
ま
さ
に
﹁
幻
想
的
﹂
と
し
か
表
現
で
き
な
い
と
で
も
思
え
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
も
確
か
に
宿

し
て
い
る
の
で
あ
る︵

二
︶。

小
論
で
興
味
を
抱
い
て
い
る
の
は
そ
の
非
ホ
ラ
ー
／
怪
奇
／
ゴ
シ
ッ
ク
／
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
的
な
幻
想
性
の
あ
り
方
だ
が
、
ま
ず
プ
ロ
ッ
ト

的
な
観
点
か
ら
の
分
析
は
不
十
分
で
あ
る
と
提
案
し
た
い
。
ジ
ャ
ン
ル
論
の
場
合
は
最
も
容
易
な
の
は
物
語
の
筋
の
特
定
で
き
る
出
来
事
を
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重
視
し
な
が
ら
テ
ー
マ
的
解
釈
に
取
り
組
む
こ
と
だ
ろ
う
が
、
ホ
ラ
ー
的
等
で
は
な
い
幻
想
小
説
は
、
例
え
ば
現リ
ア
リ
ス
ト

実
的
な
プ
ロ
ッ
ト
を
幻
想
0

0

的0

に
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
幻
想
文
学
に
合
格
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
充
分
考
え
得
る
。
情
動
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
き
っ
と
有
意
義
だ

ろ
う
が
、
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の
様
相
と
い
う
よ
り
受
容
の
問
題
に
焦
点
を
移
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

そ
れ
で
小
論
で
は
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
、
誰
し
も
が
幻
想
文
学
と
し
て
認
め
る
、
泉
鏡
花
の
小
説
﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄
を
簡
便
な

一
例
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
中
で
そ
の
幻
想
性
は
ど
こ
に
宿
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
実
は
以
前
私
は
こ
の
問
題
に
若
干
触

れ
た
こ
と
が
あ
り
、
鏡
花
の
文
体
の
幻
想
性
の
大
き
な
一
原
因
は
﹁
幻
想
連
体
修
飾
語
﹂
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
、
修
飾
す
る
語
と
修
飾
さ

れ
る
語
と
の
関
係
の
曖
昧
性
に
あ
る
と
指
摘
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る︵
三
︶。
し
た
が
っ
て
小
論
は
そ
の
延
長
線
上
に
据
え
る
べ
く
、
今
回
は
修
飾

語
で
は
な
く
鏡
花
の
文
体
に
お
け
る
振
仮
名
の
用
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

幻
想
文
学
の
み
な
ら
ず
日
本
近
代
文
学
と
い
う
範
疇
に
お
い
て
も
鏡
花
は
稀
有
な
ス
タ
イ
リ
ス
ト
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文

体
は
癖
が
多
く
、
ル
ビ
の
使
い
方
も
そ
の
好
個
の
一
例
と
な
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
厳
密
に
言
え
ば
ル
ビ
の
使
い
方
が
問
題
と
い
う
よ
り
、

一
個
の
複
合
的
な
文
字
の
中
で
そ
の
表
語
文
字
と
な
る
書
記
素
と
音
節
文
字
と
な
る
書
記
素
と
の
関
係
性
が
問
題
で
あ
る
、
と
い
っ
た
方
が

正
確
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
あ
る
文
字
の
漢
字
の
部
分
と
仮
名
の
部
分
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
、
そ
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
齎
す

か
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
無
論
、
漢
字
と
そ
の
振
仮
名
を
創
造
的
に
利
用
す
る
伝
統
は
近
代
以
前
ま
で
遡
り
、
鏡
花
の
生
き
た

総
ル
ビ
の
時
代
に
は
決
し
て
珍
し
い
術
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
に
分
け
入
っ
て

み
る
と
、
鏡
花
の
漢
字
と
振
仮
名
の
使
い
方
は
特
殊
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
強
く
受
け
る
。
瑣
細
な
が
ら
、
鏡
花
に
お
け
る
ル
ビ
の
用
法
、

そ
し
て
そ
の
用
法
と
テ
ク
ス
ト
の
幻
想
性
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
一
歩
と
し
て
、
小
論
で
は
﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄
に
お
い
て

漢
字
と
振
仮
名
の
対
照
的
関
係
性
を
七
つ
ほ
ど
の
異
な
っ
た
種
類
が
識
別
で
き
る
こ
と
を
ま
ず
提
案
し
、
そ
の
種
類
を
一
つ
ず
つ
検
討
し
て
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い
き
た
い
。

一
　
慣
例
的
漢
字
と
非
慣
例
的
振
仮
名
の
場
合

は
じ
め
に
断
っ
て
お
く
が
、
こ
れ
よ
り
の
分
類
の
尺
度
は
大
分
主
観
的
な
も
の
で
、
主
観
的
が
故
に
学
術
的
な
価
値
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か

疑
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
鏡
花
の
語
彙
の
用
い
方
は
多
様
に
豊
富
で
あ
る
、
と
い
う
所
見
か
ら
出
発
し
、
そ
の
多
様
性
の
理
解
を
深
め

る
べ
く
一
個
の
文
字
に
お
け
る
漢
字
・
仮
名
の
相
互
作
用
の
、
主
観
的
で
あ
り
な
が
ら
七
つ
ほ
ど
の
定
義
付
け
を
試
み
た
く
思
う
次
第
で
あ

る
。最

初
に
応
用
的
に
慣
例
的
と
さ
れ
る
漢
字
と
、
応
用
的
に
慣
例
的
と
さ
れ
な
い
振
仮
名
と
の
組
み
合
わ
せ
を
検
討
し
た
い
。
先
ほ
ど
主
観

的
と
述
べ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
﹁
慣
例
的
﹂
の
定
義
の
辺
り
だ
が
、
表
記
の
歴
史
性
を
配
慮
し
つ
つ
、
近
代
日
本
語
の
標
準
か
ら
見
れ
ば

特
段
の
説
明
を
要
し
な
い
遣
い
方
を
﹁
慣
例
的
﹂
と
仮
に
し
た
い
。

鏡
花
の
作
品
に
お
い
て
﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
慣
例
的
な
漢
字
と
慣
例
的
で
は
な
い

振
仮
名
の
最
も
重
要
と
で
も
い
え
る
例
は
︿
美
女
・
た
を
や
め
﹀、
つ
ま
り
﹁
美た
を
や
め女
﹂
の
単
語
で
あ
ろ
う
。︵
説
明
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う

が
、
こ
こ
で
は
﹁
美
女
﹂
は
別
に
変
わ
っ
た
漢
字
語
で
は
な
い
が
そ
の
慣
例
的
な
振
仮
名
は
﹁
び
じ
ょ
﹂
と
な
っ
て
お
り
、
近
代
日
本
語
の
語

彙
に
お
い
て
﹁
た
を
や
め
﹂
は
慣
例
的
と
言
い
難
い
言
葉
で
あ
る
た
め
に
﹁
美
女
﹂
に
対
す
る
﹁
た
を
や
め
﹂
と
い
う
振
仮
名
の
使
用
は
非
慣

例
的
と
す
る
。︶小
論
で
は
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
を
論
じ
る
つ
も
り
は
な
い
の
で﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄の
あ
ら
す
じ
の
説
明
を
略
し
て
お
く
が
、

作
品
の
後
半
で
は
﹁
美た

を
や
め女
﹂
は
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
な
る
玉
脇
み
を
を
指
す
言
葉
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
﹁
美た
を
や
め女
﹂
の
使
用

は
地
の
文
に
限
ら
れ
て
お
り
、
主
人
公
で
あ
る
散
策
子
の
会
話
の
文
な
ど
に
は
現
れ
な
い
の
で
、︵
内
包
さ
れ
た
︶
作
者
が
選
ん
で
利
用
す
る
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言
葉
と
言
っ
て
も
よ
い
。
例
え
ば
、

美た
を
や
め女
は
其そ

の
顔か
ほ

を
差さ
し
の
ぞ覗
く
風ふ
ぜ
い情
し
て
、
瞳ひ
と
みを
斜な
ゝ

め
に
衝つ

と
流な
が

し
な
が
ら
、
華き
や
し
や奢
な
掌
た
な
ぞ
こを
軽か
ろ

く
頰ほ
ゝ

に
当あ

て
る
、
と
紅
く
ら
な
ゐが
ひ
ら
り
と
搦か
ら

む
、

腕か
ひ
なの
雪ゆ
き

を
払は
ら

ふ
音お
と

、
さ
ら
〳
〵
と
衣き
ぬ
ず摺
れ
し
て︵
四
︶、

と
い
う
よ
う
な
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、﹁
女
性
﹂
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
更
に
細
分
す
る
役
割
を
果
た
し
て

い
る
言
葉
と
捉
え
ら
れ
る
。︿
美
女
・
び
じ
ょ
﹀
と
︿
手
弱
女
・
た
を
や
め
﹀
の
二
つ
の
一
対
を
解
体
し
、﹁
美た
を
や
め女
﹂
と
い
う
新
た
な
一
対
を
造

る
こ
と
に
よ
っ
て
作
者
が
文
体
の
調
子
を
操
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

し
か
し
実
は
こ
の
﹁
美た
を
や
め女
﹂
の
一
例
は
見
た
目
よ
り
多
少
入
り
組
ん
で
お
り
、
振
仮
名
と
し
て
﹁
た
を
や
め
﹂
が
最
初
に
使
わ
れ
る
実
例

は
、
恰
も
前
兆
の
ご
と
く
﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄
の
前
半
︵
つ
ま
り
﹃
春
昼
﹄
の
部
分
︶
の
最
後
の
文
章
に
あ
る
。

美た
を
や
め人
の
霊れ
い

が
誘さ
そ

は
れ
た
ら
う
、
雲く
も

の
黒く
ろ
か
み髪
、
桃も
ゝ
い
ろ
ぎ
ぬ

色
衣
、
菜な

種た
ね

の
上う
へ

を
蝶て
ふ

を
連つ

れ
て
、
庭に
は

に
来き

て
、
陽か
げ
ら
ふ炎
と
並な
ら

ん
で
立た

つ
て
、
し
め
や
か

に
窓ま
ど

を
覗の
ぞ

い
た︵
五
︶。

振
仮
名
は
確
か
に
﹁
た
を
や
め
﹂
だ
が
、
相
応
す
る
漢
字
は
﹁
美
女
﹂
で
は
な
く
て
﹁
美
人
﹂
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
﹁
美た

を
や
め人
﹂
と
い
う
文
字
が

指
し
て
い
る
の
は
あ
る
意
味
玉
脇
み
を
だ
が
、﹁
美た
を
や
め女
﹂
の
場
合
と
違
っ
て
物
語
中
の
現
在
0

0

に
お
い
て
み
を
は
ま
だ
登
場
さ
れ
ず
、
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば
比
喩
的
な
使
い
方
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄
の
後
半
︵﹃
春
昼
後
刻
﹄
の
部
分
。﹃
春
昼
﹄
に
お
い
て
は
漢
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字
語
﹁
美
女
﹂
の
使
用
は
見
当
た
ら
ず
︶
で
は
﹁
美
女
﹂
と
い
う
漢
字
語
が
十
回
ほ
ど
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
十
回
中
九
回
は
﹁
美た
を
や
め女
﹂
と
記

さ
れ
て
お
り
、
最
後
の
場
合
の
み
は
違
っ
て
、
散
策
子
が
み
を
と
別
れ
た
す
ぐ
後
に
み
を
は
地
の
文
で
﹁
話は
な
し
あ
ひ
て

相
手
の
欲ほ

し
か
つ
た
ら
し
い
美び

女ぢ
よ

﹂
と
表
現
さ
れ
る︵
六
︶。
言
わ
ば
散
策
子
と
み
を
が
別
れ
る
際
に
慣
例
的
な
漢
字
︿
美
女
﹀
と
慣
例
的
な
振
仮
名
︿
び
ぢ
よ
﹀
が
テ
ク
ス
ト
の
中

で
初
め
て
再
会
す
る
の
だ
が
、
肝
心
な
の
は
﹁
美た
を
や
め人
﹂
が
用
い
ら
れ
る
際
も
﹁
美び

女ぢ
よ

﹂
が
用
い
ら
れ
る
際
も
み
を
が
物
語
の
舞
台
に
不
在
0

0

で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
﹁
美た
を
や
め女
﹂
は
﹁
美た
を
や
め人
﹂
と
﹁
美び

女ぢ
よ

﹂
と
違
っ
て
、
登
場
人
物
と
し
て
の
み
を
を
指
し
て
い
る
だ
け

で
は
な
く
、
み
を
の
物
語
に
お
け
る
実
在
性

0

0

0

を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
繊
細
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
漢
字
と
振
仮
名
の
微
妙
な
調
整
に
よ
っ
て
読

者
に
伝
わ
る
訳
で
あ
る︵
七
︶。

二
　
非
慣
例
的
漢
字
と
慣
例
的
振
仮
名
の
場
合

シ
ニ
カ
ル
な
立
場
を
取
れ
ば
こ
の
類
は
、
チ
エ
コ
・
ア
リ
ガ
氏
の
語
を
借
り
れ
ば
明
治
期
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
﹁
派
手
な
漢
字
語
に
対
す

る
熱
狂
﹂
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
鏡
花
の
場
合
は
慣
例
的
で
は
な
い
漢
字
の
使
用
は
単
な
る
見
せ
び
ら
か
し
と
し
て
は
扱
う
こ
と

が
難
し
い︵
八
︶。﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄
に
現
れ
る
こ
の
類
の
単
語
は
例
え
ば
、

﹁
鮮あ

ざ
や
か麗
﹂︵︿
鮮あ
ざ

や
か
﹀
と
い
う
一
対
の
慣
例
的
な
仮
名
に
︿
鮮せ
ん
れ
い麗
﹀
と
い
う
一
対
の
﹁
鮮
麗
﹂、
つ
ま
り
情
的
意
味
を
よ
り
示
唆
す
る
漢
字

を
当
て
た
語︵
九
︶︶

﹁
靉た
な
び靆
く
﹂︵︿
棚た
な
び引
く
﹀
の
慣
例
的
な
仮
名
に
︿
靉あ
い
た
い靆
﹀
の
よ
り
印
象
的
な
漢
字
を
当
て
た
語
︵
一
〇
︶︶
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﹁
壮わ
か
も
の佼
﹂︵︿
若わ
か
も
の者
﹀
の
慣
例
的
な
仮
名
に
︿
壮そ
う
こ
う佼
﹀
の
よ
り
特
殊
性
の
あ
る
漢
字
を
当
て
た
語
︵
一
一
︶︶

と
い
う
よ
う
な
例
が
目
に
付
く
。﹁
鮮あ
ざ
や
か麗
﹂
と
﹁
靉た
な
び靆
く
﹂
の
よ
う
な
単
語
の
場
合
は
、﹁
あ
ざ
や
か
﹂
を
﹁
鮮
麗
﹂
に
振
る
、
そ
し
て
﹁
靉
靆
﹂

を
動
詞
と
し
て
使
う
と
と
も
に
﹁
た
な
び
く
﹂
と
し
て
読
ま
せ
る
の
は
勿
論
慣
用
で
は
な
い
が
、
意
義
に
関
し
て
﹁
あ
ざ
や
か
﹂
と
﹁
鮮
麗
﹂

の
間
、
そ
し
て
﹁
た
な
び
く
﹂
と
﹁
靉
靆
﹂
の
間
に
は
さ
ほ
ど
の
距
離
を
感
ぜ
ず
、
換
言
す
れ
ば
二
つ
の
同
義
語
を
組
み
合
わ
せ
た
よ
う
な
語

に
な
る
訳
で
あ
る
。
が
、﹁
壮わ
か
も
の佼
﹂
は
前
者
の
二
語
よ
り
複
雑
な
意
義
的
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
﹁
壮
佼
﹂
は
か
な
り
特
定
性
を
持
つ
特

殊
な
漢
字
語
で
あ
り
、﹁
わ
か
も
の
﹂
と
い
う
語
に
な
い
、
所
記
の
年
齢
と
直
接
関
係
の
な
い
身
体
的
な
様
子
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
語
で
あ

る
た
め
、﹁
壮わ
か
も
の佼
﹂
だ
け
で
所
記
の
年
齢
や
体
の
大
き
さ
、
見
た
目
を
細
か
く
相
乗
的
に
描
写
が
で
き
て
い
る
。

三
　
非
慣
例
的
漢
字
と
非
慣
例
的
振
仮
名
の
場
合

実
を
言
え
ば
下
記
の
三
番
目
と
四
番
目
の
種
類
は
、
上
記
の
一
番
目
と
二
番
目
の
種
類
の
変
種
と
し
て
捉
え
る
余
地
が
あ
る
気
も
す
る

が
、
こ
こ
の
慣
例
的
で
な
い
漢
字
と
慣
例
的
で
な
い
振
仮
名
と
い
う
類
は
つ
ま
り
、
鏡
花
の
語
彙
は
一
般
読
者
に
と
っ
て
難
度
の
高
い
場
合

が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
言
い
換
え
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、

こ
れ
を
機し

ほ

に
、
分わ
か

れ
や
う
と
す
る
と
、
片か
た
て手
で
顱は
ち
ま
き巻
を
搔か
な
ぐ投
り
取と

つ
て
︵
一
二
︶、

の
﹁
搔か
な
ぐ投
り
﹂
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
﹁
か
な
ぐ
る
﹂
は
、
勿
論
単
語
と
し
て
存
在
は
す
る
が
、﹁
か
な
ぐ
り
取
る
﹂
に
し
て
も
単
な
る



（7）

﹁
か
な
ぐ
る
﹂
に
し
て
も
﹁
ひ
っ
た
く
る
﹂
に
類
似
し
た
よ
う
な
暴
力
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
普
段
帯
び
て
い
る
た
め
、
上
記
の
よ
う
な
文
脈
に

お
い
て
、
つ
ま
り
﹁
顱は
ち
ま
き巻
﹂
に
関
す
る
行
動
と
し
て
は
特
殊
な
語
法
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
﹁
か
な
ぐ
る
﹂
と
い
う
動
詞
は
、
代
表
的
な
辞
典

の
項
目
か
ら
す
れ
ば
慣
例
的
と
言
え
る
よ
う
な
該
当
漢
字
は
な
く
、
仮
名
の
ま
ま
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
慣
用
な
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
鏡

花
が
用
い
て
い
る
漢
字
﹁
搔
投
﹂
は
、﹁
搔
﹂
も
﹁
投
﹂
決
し
て
珍
し
い
字
で
は
な
い
の
だ
が
、
熟
語
と
し
て
の
﹁
搔
投
﹂
は
国
語
辞
典
な
ど
に

見
当
た
ら
ず
、
こ
こ
の
文
脈
に
合
わ
せ
た
鏡
花
の
造
語
と
い
う
可
能
性
が
高
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
鏡
花
は
、
仮

名
に
特
殊
な
意
味
合
い
を
持
た
せ
な
が
ら
特
殊
な
︵
新
︶
熟
語
を
当
て
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
彙
的
な
尋
常
に
反
し
て
強
烈
と
言
っ
て

よ
い
ほ
ど
印
象
を
与
え
る
語
を
配
備
し
て
い
る
。

︵
ち
な
み
に
﹃
鏡
花
全
集
﹄
に
お
い
て
は
こ
の
語
の
表
記
は
﹁
挘か
な
ぐり
﹂
と
な
っ
て
い
る
︵
一
三
︶。︿
挘
る
﹀
に
対
す
る
慣
例
的
な
仮
名
は
︿
む
し
る
﹀
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
例
え
﹁
挘か
な
ぐり
﹂
に
せ
よ
慣
例
的
で
な
い
漢
字
と
慣
例
的
で
な
い
振
仮
名
と
い
う
範
疇
に
入
る
と
考
え
ら
れ
る
。︶

四
　
慣
例
的
漢
字
と
慣
例
的
振
仮
名
を
非
慣
例
的
に
組
み
合
わ
せ
る
場
合

こ
れ
は
あ
る
意
味
最
も
幅
の
広
い
類
に
な
る
訳
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
一
例
を
引
っ
張
り
出
せ
ば
、

﹁
法こ

ろ
も衣
﹂︵︿
衣こ
ろ
も﹀
の
振
仮
名
と
︿
法ほ
う
え衣
﹀
ま
た
は
︿
法ほ
う
い衣
﹀
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
た
語
︵
一
四
︶︶

と
い
う
よ
う
な
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
ア
リ
ガ
氏
が
馬
琴
の
振
仮
名
を
例
に
し
て
述
べ
て
い
る
、﹁
見
慣
れ
た
ル
ビ
と
意
義
的
に
よ
り

特
性
を
持
っ
た
漢
字
と
の
配
合
﹂
と
全
く
同
じ
構
造
に
な
っ
て
い
る
︵
一
五
︶。
上
記
の
二
番
目
の
種
類
の
﹁
壮わ
か
も
の佼
﹂
な
ど
と
違
い
、
仮
名
の
部
分
の
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み
な
ら
ず
漢
字
の
部
分
も
決
し
て
風
変
わ
り
な
選
択
肢
と
い
う
印
象
は
与
え
な
い
の
だ
が
、
言
わ
ば
﹁
衣こ
ろ
も﹂
と
い
う
慣
例
的
な
言
葉
の
漢
字

の
部
分
に
﹁
法
﹂
と
い
う
一
文
字
を
付
け
加
え
、
そ
れ
で
﹁
こ
ろ
も
﹂
の
聴
覚
的
な
響
き
の
良
さ
を
保
ち
な
が
ら
、
登
場
人
物
と
な
っ
て
い
る

出
家
の
﹁
衣こ
ろ
も﹂
で
あ
る
こ
と
も
同
時
に
特
定
さ
せ
る
、
と
い
う
よ
う
な
手
っ
取
り
早
い
語
法
と
な
る
訳
で
あ
る
。

五
　
同
一
の
仮
名
に
複
数
の
漢
字
を
当
て
て
い
る
場
合

同
じ
振
仮
名
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
る
漢
字
に
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄
の
テ
ク
ス
ト
中
に
よ
く
あ
る
。
代
表

的
な
一
例
は
代
名
詞
﹁
あ
な
た
﹂
に
当
て
ら
れ
る
漢
字
だ
が
、
指
し
示
し
て
い
る
登
場
人
物
に
よ
っ
て
会
話
文
の
中
で
使
用
さ
れ
る
漢
字
が

変
わ
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
散
策
子
を
指
し
て
い
る
場
合
は
﹁
貴あ
な
た下
﹂︵
一
六
︶、玉
脇
み
を
を
指
し
て
い
る
場
合
は
﹁
貴あ
な
た女
﹂︵
一
七
︶と
い
う
風
に
作
者
が

使
い
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
漢
字
の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
、
元
々
性
別
的
な
意
味
を
持
た
な
い
二
人
称
代
名
詞
﹁
あ
な
た
﹂

に
性
別
的
な
意
味
合
い
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
、
と
り
わ
け
小
説
の
後
半
に
お
け
る
散
策
子
と
み
を
の
示
唆
に
富
ん
だ
会
話
文
に
二
人
の

対
比
を
浮
き
彫
り
に
し
な
が
ら
そ
の
遣
り
取
り
の
潜
在
的
な
ド
ラ
マ
性
を
引
き
立
て
る
こ
と
が
出
来
る
。︵﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄
で
は
な
い

の
で
小
論
に
お
い
て
本
当
は
境
界
線
外
だ
が
、
同
時
代
の
小
説
﹃
草
迷
宮
﹄
に
は
﹁
貴あ
な
た方
﹂︵
一
八
︶の
他
に
﹁
貴あ
な
た僧
﹂︵
一
九
︶と
い
う
一
対
も
あ
り
、
作
者
が

﹁
あ
な
た
﹂
の
使
い
分
け
を
よ
り
繊
細
に
操
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。︶

ま
た
︵
厳
密
に
言
え
ば
﹁
複
数
の
漢
字
﹂
で
は
な
い
の
だ
が
︶﹁
ひ
ら
り
﹂
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
も
、
仮
名
の
み
で
﹁
ひ
ら
り

︵
二
〇
︶﹂
と
作
者
が

記
す
時
も
あ
れ
ば
、﹁
飜ひ
ら
り然
﹂︵
二
一
︶と
記
す
時
も
あ
る
。︵︿
飜
然
﹀
は
通
常
︿
ほ
ん
ぜ
ん
﹀
と
仮
名
を
振
る
。︶
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、︿
飜
然
﹀
と
︿
ひ

ら
り
﹀
の
狭
間
に
生
じ
る
意
義
的
な
張
力
は
、
一
つ
の
表
記
行
為
の
中
、
つ
ま
り
﹁
飜ひ
ら
り然
﹂
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
表
記
行
為
と
表
記
行
為

の
間0

、
つ
ま
り
﹁
ひ
ら
り
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
と
﹁
飜ひ
ら
り然
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
の
間
に
も
生
成
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。
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六
　
同
一
の
漢
字
に
複
数
の
仮
名
を
当
て
て
い
る
場
合

五
番
目
の
種
類
の
反
対
に
な
る
訳
だ
が
、
例
え
ば
、

[
⋮
]
濃こ

い
睫ま
つ
げ毛
か
ら
瞳ひ
と
みを
涼す
ゞ

し
く
眸み
ひ
らい
た
の
が
、
雪せ
つ
し
う舟
の
筆ふ
で

を
紫む
ら
さ
き
し
き
ぶ

式
部
の
硯す
ゞ
りに
染そ

め
て
、
濃の
う
た
ん淡
の
ぼ
か
し
を
し
た
や
う
だ
つ
た
︵
二
二
︶。

﹁
へ
い
、﹂
と
、
綱つ
な

は
目め

を
眸み
は

つ
て
、
あ
ゝ
、
我わ
れ

な
が
ら
ま
づ
い
こ
と
を
言い

つ
た
顔
が
ん
し
よ
く色
。︵
二
三
︶

の
﹁
眸み
ひ
らい
た
﹂
と
﹁
眸み
は

つ
て
﹂
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。︿
み
ひ
ら
く
﹀
も
︿
み
は
る
﹀
も
文
法
的
に
言
え
ば
複
合
動
詞
で
あ
り
、
通
常
は
︿
見み
ひ
ら開

く
﹀、︿
見み

は張
る
﹀
と
書
か
れ
る
が
、﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄
の
テ
ク
ス
ト
で
は
慣
例
的
と
言
い
難
い
漢
字
︿
眸
﹀
が
両
方
に
当
て
ら
れ
て
い
る
場

合
が
あ
り
、
そ
の
た
め
意
義
を
若
干
異
に
す
る
こ
の
二
つ
の
動
詞
は
、
一
つ
の
漢
字
に
よ
っ
て
対
比
的
に
結
ば
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
︿
み
ひ

ら
く
﹀
と
︿
眸
く
﹀
の
対
照
、︿
み
は
る
﹀
と
︿
眸
る
﹀
の
対
照
の
み
な
ら
ず
、︿
眸
﹀
と
い
う
梯
に
よ
っ
て
︿
み
ひ
ら
く
﹀
と
︿
み
は
る
﹀
の
対
照

も
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
有
意
義
に
働
く
の
で
あ
る
。

七
　
擬
音
語
・
擬
態
語
に
漢
字
を
当
て
て
い
る
場
合

こ
の
類
は
鏡
花
の
文
章
に
頻
繁
に
現
れ
る
が
、
例
え
ば
﹁
哄ど

つ

と︵
二
四
︶﹂、﹁
整ち
や
ん然
と︵
二
五
︶﹂、﹁
整き
ち
ん然
と︵
二
六
︶﹂、﹁
莞に

こ爾
々〱
々
﹂︵
二
七
︶な
ど
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る

︵
実
は
上
記
の
﹁
飜ひ
ら
り然
﹂
も
こ
の
種
に
当
て
嵌
ま
る
︶。﹁
哄ど
つ

と
﹂
は
構
成
的
に
﹁
整ち
や
ん然
と
﹂﹁
整き
ち
ん然
と
﹂﹁
莞に

こ爾
々〱
々
﹂
と
少
し
異
に
し
て
お
り
、

︿
ど
つ
と
﹀
と
い
う
普
通
の
擬
声
語
に
︿
哄
﹀
と
い
う
、﹁
ど
っ
と
﹂
と
凡
そ
同
一
の
意
味
を
表
す
が
日
本
語
と
し
て
語
彙
的
に
独
立
し
た
言
葉
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に
は
な
ら
な
い
一
個
の
形
態
素
︵
書
記
素
︶
を
、
作
者
が
当
て
て
い
る
訳
で
あ
る
。
一
方
で
﹁
整ち
や
ん然
と
﹂﹁
整き
ち
ん然
と
﹂﹁
莞に

こ爾
々〱
々
﹂
は
、
先
に

触
れ
た
種
類
に
も
見
た
よ
う
な
過
程
を
経
て
作
者
が
二
つ
の
異
な
っ
た
言
葉
を
一
つ
の
新
た
な
混
成
語
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

﹁
整ち
や
ん然
と
﹂・﹁
整き
ち
ん然
と
﹂︵︿
整せ
い
ぜ
ん然
﹀
の
漢
字
に
擬
態
語
︿
ち
や
ん
と
﹀
ま
た
は
︿
き
ち
ん
と
﹀
を
合
わ
せ
た
語
︶

﹁
莞に

こ爾
々〱
々
﹂︵︿
莞か
ん
じ爾
﹀
の
漢
字
に
重
複
形
擬
態
語
︿
に
こ
〳
〵
﹀
を
合
わ
せ
た
語
︶

の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
と
り
わ
け
︿
整せ
い
ぜ
ん然
﹀
と
︿
ち
や
ん
と
﹀・︿
き
ち
ん
と
﹀、︿
莞か
ん
じ爾
﹀
と
︿
に
こ
〳
〵
﹀
の
如
き
は
意

義
的
な
距
離
を
あ
ま
り
感
ぜ
ず
、
極
め
て
意
味
的
相
性
の
良
い
配
合
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊

上
記
の
分
類
法
と
そ
れ
に
よ
る
様
々
な
例
を
改
め
て
見
渡
す
と
、
こ
こ
で
定
義
し
て
み
た
、
漢
字
と
振
仮
名
の
七
種
類
の
対
照
的
関
係
性

を
総
合
的
に
考
え
れ
ば
応
用
に
お
け
る
一
定
の
範
囲
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
範
囲
は
、
一
対
の
漢
字
と
仮
名
が
目
立
つ
ほ
ど
相
反
し
て
い
る

と
い
う
場
合
か
ら
、
一
対
の
漢
字
と
仮
名
が
全
く
相
反
し
な
い
と
い
う
場
合
ま
で
、
と
言
え
よ
う

︵
二
八
︶。
つ
ま
り
﹁
壮わ
か
も
の佼
﹂
の
よ
う
な
、
漢
字
と

仮
名
は
そ
れ
ぞ
れ
に
や
や
異
な
っ
た
意
味
的
ベ
ク
ト
ル
を
伸
ば
し
て
い
る
語
も
あ
れ
ば
、﹁
整き
ち
ん然
と
﹂
の
よ
う
な
、
漢
字
も
仮
名
も
基
本
的
に

同
一
の
ベ
ク
ト
ル
で
意
味
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
語
も
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
言
う
﹁
意
味
的
﹂
と
い
う
の
は
、
言
葉
の
セ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
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意
義
を
重
視
し
て
お
り
、
実
用
的
な
文
脈
か
ら
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
生
成
さ
れ
る
様
々
な
微
小
な
意
味
︱
︱
例
え
ば
言
葉
の
硬
軟
な
ど
の

選
択
で
、
文
章
の
雰
囲
気
や
潜
在
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
調
整
さ
れ
る
よ
う
な
部
分
が
、
ま
た
別
の
問
題
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
一
例
と
し
て

﹁
整き
ち
ん然
と
﹂
に
し
て
も
、︿
き
ち
ん
と
﹀
と
︿
整
然
と
﹀
は
純
粋
に
セ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
領
域
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
と
は
言
え
、

選
ん
で
﹁
整き
ち
ん然
と
﹂
と
記
す
行
為
と
、﹁
整
然
と
﹂
と
記
す
行
為
と
、
只
﹁
き
ち
ん
と
﹂
と
記
す
行
為
と
の
差
異
に
は
、
読
み
取
れ
る
意
味
が

整き
ち
ん然
と
あ
る
。

そ
れ
で
締
め
括
り
と
し
て
、
鏡
花
の
文
体
に
お
け
る
幻
想
性
の
問
題
に
戻
り
つ
つ
、
上
記
の
分
類
法
を
鑑
み
な
が
ら
も
う
一
つ
の
、
漢
字

と
振
仮
名
の
相
互
的
な
働
き
に
関
す
る
よ
り
観
念
的
な
分
類
法
を
提
案
し
た
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

一　

言
葉
と
し
て
の
意
味
を
明
確
に
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
用
法
。

二　

古
典
の
語
彙
な
ど
に
対
す
る
参
照
的
な
役
割
を
果
た
す
用
法
。

三　

言
葉
と
し
て
の
意
味
を
曖
昧
に
す
る
又
は
錯
綜
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
用
法
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
一
番
目
は
、
す
で
に
検
討
し
た
﹁
法こ
ろ
も衣
﹂
は
好
個
の
一
例
に
な
る
が
、︿
こ
ろ
も
﹀
と
︿
法
衣
﹀
は
ま
さ
に
仲
良
く
相
乗
的

に
状
況
を
説
明
し
合
い
読
者
の
更
な
る
理
解
に
貢
献
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
他
に
、
音
読
を
配
慮
し
て
漢
字
語
の
読
み
方
を
調
整

す
る
例
も
広
義
で
は
こ
の
類
に
属
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
二
番
目
は
、
漢
籍
な
ど
に
現
れ
る
特
殊
な
漢
字
語
な
ど
を
用
い
る
こ
と
の
引
用

的
、
引
喩
的
な
意
味
を
強
調
す
る
用
法
を
指
し
て
い
る
。

し
か
し
﹁
幻
想
文
学
﹂
の
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
こ
こ
の
三
番
目
は
最
も
興
味
深
く
、
例
え
ば
今
野
真
二
氏
が
述
べ
て
い
る
、﹁
読
み
と
し
て
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の
振
仮
名︵
二
九
︶﹂、﹁
表
現
と
し
て
の
振
仮
名︵
三
〇
︶﹂、﹁
注
釈
的
な
振
仮
名︵
三
一
︶﹂
な
ど
の
よ
う
な
促
し
方
は
多
様
で
あ
ろ
う
と
は
言
え
、
従
来
理
解
を
促
す

た
め
の
媒
体
だ
っ
た
は
ず
の
振
仮
名
は
、
逆
説
的
に
言
葉
を
錯
綜
さ
せ
て
そ
の
重
層
し
た
意
味
に
曖
昧
性
を
著
し
く
増
し
て
い
る
場
合
も
あ

る
。︵
ち
な
み
に
こ
こ
で
言
わ
ん
と
し
て
い
る
、
振
仮
名
の
用
法
的
不
明
瞭
性
の
場
合
も
勿
論
今
野
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
表
現
と
し
て
の
振

仮
名
﹂
に
該
当
す
る
が
、
作
者
の
表こ

え現
を
通
し
て
読
者
の
脳
裏
で
意
味
が
明
瞭
に
閃
く
場
合
と
、
逆
に
意
味
が
靉
靆
と
朧
め
く
場
合
を
区
別

し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。︶

そ
の
た
め
、
読
者
が
﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
読
む
時
は
、
漢
字
と
振
仮
名
の
距
離
と
相
性
、
そ
し
て
そ
の
距
離
と

相
性
の
加
減
か
ら
生
ま
れ
る
、
漢
字
の
セ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
で
も
な
く
仮
名
の
セ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
で
も
な
い
、
言
わ
ば
第
三
の

メ
タ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
を
測
る
必
要
が
あ
る
。
行
間
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
漢
字
と
ル
ビ
の
字
間
0

0

も
読
ま
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
測
る
必
要
性
は
鏡
花
の
場
合
は
間
断
な
く
理
解
せ
ん
と
す
る
読
者
に
衝
突
し
て
く
る
。
そ
の
た
め﹁
文
章
﹂

を
読
む
行
為
は
鏡
花
の
場
合
は
実
に
複
合
的
な
行
為
と
な
り
、
紙
上
の
文
字
の
視
覚
的
印
象
、
音
読
に
お
け
る
聴
覚
的
印
象
、
漢
字
部
分
の

意
味
、
仮
名
部
分
の
意
味
、
所
々
に
鏤
め
ら
れ
た
隠
喩
的
な
意
味
、
そ
し
て
語
の
一
対
の
単
位
で
漢
字
と
仮
名
の
相
互
間
の
対
照
的

0

0

0

印
象
が

齎
す
意
味
を
常
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
働
き
か
け
る
文
体
は
読
者
の
注
意
を
巨
視
的
な
と
こ
ろ
︵
プ
ロ
ッ
ト
の
輪
郭
な
ど
︶
か
ら
微
視

的
な
と
こ
ろ
︵
言
葉
の
中
の
一
対
な
ど
︶
へ
と
引
っ
張
る
引
力
が
確
か
に
あ
る
。

個
人
的
に
は
﹁
幻
想
文
学
﹂
は
根
本
的
に
、
比
喩
的
な
意
味
で
、
読
者
の
情
動
か
ら
す
れ
ば
﹁
見デ

ィ
ス
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

当
識
の
喪
失
﹂
の
文
学
で
あ
る
と
思
う
。

真
正
の
幻
想
文
学
は
、
読
者
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
当
た
り
前
と
思
え
な
く
し
、
理
解
が
で
き
な
い
も
の
を
不
理
解
の
ま
ま
感

ぜ
し
め
た
り
、
説
明
が
で
き
な
い
も
の
を
合
理
を
超
越
し
て
伝
え
た
り
し
な
が
ら
、
読
者
を
常
に
﹁
混
乱
﹂
と
い
う
認
識
的
弱
者
の
立
場
に

置
く
と
い
う
、
驚
異
と
、
非
常
に
洗
練
さ
れ
た
相
対
主
義
を
訴
え
て
く
る
文
芸
手
段
で
あ
る
。
従
っ
て
神
秘
主
義
と
の
関
係
が
深
く
、
鏡
花
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の
ル
ビ
の
延
長
線
上
に
例
え
ば
日
夏
耿
之
介
の
一
編
﹁
咒
文
乃
周
圍
﹂
の
一
節
、

 
夢
た
を
や
か
な
密み
つ
じ
ゆ咒
を
誦ず

す
て
ふ

蕃か

み神
の
や
う
な
黃お
き
な老
が
逝さ

つ
た

﹁
秋
さ
は
き
り﹂
の
こ
と
く
﹁
幸さ
い
は
ひ福
﹂
の
こ
と
く
﹁
來こ

し
方か
た

﹂
の
こ
と
く
︵
三
二
︶

の
﹁
蕃か

み神
﹂
や
﹁
黃お
き
な老
﹂、
と
り
わ
け
﹁
秋
さ
は
き
り﹂
の
よ
う
な
語
法
が
あ
る
。︿
秋
﹀
と
︿
さ
は
き
り
﹀
は
、
セ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
全

く
関
係
は
な
い
。
が
、
そ
の
関
係
性
が
曖
昧
な
ま
ま
、
日
夏
の
こ
の
詩
も
恰
も
咒
文
か
の
よ
う
に
も
な
り
、
文
字
は
﹁
秋
さ
は
き
り﹂
と
い
う
一
つ
の

言
葉
の
み
な
ら
ず
﹁
秋
さ
は
き
り﹂
と
い
う
一
つ
の
風
景
、﹁
秋
さ
は
き
り﹂
と
い
う
一
つ
の
感
覚
、﹁
秋
さ
は
き
り﹂
と
い
う
一
つ
の
、
口
に
は
謂
え
ぬ
情
動
に
な
る
。

鏡
花
や
日
夏
の
ル
ビ
は
、
言
葉
の
無
意
識
に
慣
例
的
な
意
味
に
対
す
る
確
信
を
疑
わ
せ
る
武
器
に
も
な
る
。
そ
の
知
識
の
喪
失
と
い
う
情

動
的
心
境
は
、
幻
想
文
学
の
神
髄
に
も
な
り
、
ル
ビ
の
配
置
に
よ
っ
て
時
に
は
急
激
に
、
時
に
は
緩
や
か
に
段
々
と
構
築
さ
れ
て
い
く
も
の

で
あ
る
。
が
、
そ
の
有
様
は
崩
壊
的
と
同
時
に
恢
復
的
で
も
あ
り
、﹁
見デ
ィ
ス
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

当
識
の
喪
失
﹂
の
一
見
消
極
的
な
心
境
は
、
ま
さ
に
玉
脇
み
を
の

ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
に
夥
し
く
潜
む
◯
□
△
と
、
黃お
き
な老
ら
が
残
し
て
逝
く
密み
つ
じ
ゆ咒
の
如
く
、
一
旦
固
定
さ
れ
な
く
な
っ
た
言
葉
の
意
味
の
向
こ
う
に

迸
る
、
無
数
の
新
し
い
意
味
的
可
能
性
の
存
在
と
、
言
語
の
儚
き
聯
想
的
暗
示
性
を
、
新
た
に
考
え
得
る
た
め
の
前
提
条
件
と
で
も
言
え
よ

う
。
見デ

ィ
ス
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

当
識
の
喪
失
が
な
け
れ
ば
、
か
つ
て
想
像
す
ら
出
来
な
か
っ
た
見リ
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

当
識
の
発
見
の
望
み
も
な
い
。
鏡
花
や
日
夏
の
幻
想
文
学
は
つ
い

に
、
未
だ
認
識
し
た
こ
と
の
な
い
意
味
を
作
り
上
げ
て
ゆ
き
、
読
者
に
感
思
せ
し
め
る
。

詩
翁
達
の
紅る

び語
の
一
閃
は
、
或
い
は
羞
明
の
到
来
を
怖
慄
か
せ
る
程
に
、
或
い
は
春
日
の
彼
方
に
隠
る
奥
義
に
瞳
を
す
え
さ
せ
る
程
に
、
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眩
い
。

註※
仮
名
遣
い
、
ル
ビ
な
ど
の
表
記
は
各
引
用
文
献
の
ま
ま
と
し
た
。

︵
一
︶
須
永
朝
彦
﹃
日
本
幻
想
文
学
史
﹄︵
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
︶
八
頁
。

︵
二
︶ 

各
ジ
ャ
ン
ル
の
詳
細
な
定
義
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
東
雅
夫
﹃
怪
談
文
芸
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄︵
メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
、
二
〇
〇
九
年
︶
を
参
照
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

︵
三
︶
詳
し
く
は
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ナ
ー
ド
﹁﹃
危
き
に
遊
ぶ
文
体
﹄
攷
︱
︱
世
界
の
中
の
日
本
文
学
か
ら
異
界
の
中
の
日
本
文
学
へ
︱
︱
﹂﹃
思
想
﹄
二
〇
一
九

年
第
一
一
号
︵
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
︶
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

︵
四
︶
泉
鏡
太
郎
﹃
新
編　

泉
鏡
花
集
﹄
第
五
巻
︵
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
︶
一
三
四
頁
。︵
小
論
で
は
﹃
新
編　

泉
鏡
花
集
﹄
に
収
め
て
い
る
テ
ク
ス
ト
を

定
本
と
す
る
。
テ
ク
ス
ト
の
諸
本
を
校
合
す
れ
ば
漢
字
や
ル
ビ
の
異
同
は
勿
論
多
く
発
掘
さ
れ
る
。
小
論
の
目
的
は
、
そ
う
い
っ
た
異
同
を
網
羅
的

に
収
集
す
る
の
で
は
な
く
、︿
漢
字
・
振
仮
名
﹀
の
構
造
を
全
体
的
鳥
瞰
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
こ
こ
で
記
し
て
お
き
た
い
。︶

︵
五
︶
同
書
一
二
二
頁
。

︵
六
︶
同
書
一
五
七
頁
。

︵
七
︶
一
々
列
挙
す
る
の
を
省
略
し
て
お
く
が
、
村
松
定
孝
氏
が
﹃
泉
鏡
花
事
典
﹄︵
有
精
堂
、
一
九
八
二
年
︶
の
﹁
鏡
花
作
品
中
の
特
殊
語
彙
﹂
の
中
で
小
論

で
検
討
し
て
い
る
﹁
た
を
や
め
﹂
の
よ
う
な
語
を
多
く
記
載
し
て
お
り
、﹃
春
昼
・
春
昼
後
刻
﹄
以
外
の
事
例
も
無
論
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
特
に
﹃
春

昼
・
春
昼
後
刻
﹄
以
外
の
事
例
に
つ
い
て
は
﹃
泉
鏡
花
事
典
﹄
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

︵
八
︶C
hieko A

riga, 

“The Playful G
loss: Rubi in Japanese Literature,

” Monum
enta N

ipponica 44.3 ︵1989

︶: 317.

︵
小
論
に
お
け
る
英
語
論
文
の
引

用
箇
所
の
日
本
語
訳
は
全
て
拙
訳
で
あ
る
。︶

︵
九
︶
前
掲
﹃
新
編　

泉
鏡
花
集
﹄
第
五
巻
、
七
〇
頁
。

︵
一
〇
︶
同
書
一
二
九
頁
。
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︵
一
一
︶
同
書
一
五
八
頁
。

︵
一
二
︶
同
書
六
六
頁
。

︵
一
三
︶
泉
鏡
花
﹃
鏡
花
全
集
﹄
第
十
巻
︵
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
年
︶
二
一
八
頁
。

︵
一
四
︶
前
掲
﹃
新
編　

泉
鏡
花
集
﹄
第
五
巻
、
七
五
頁
。

︵
一
五
︶Ariga, 

“The Playful G
loss,

” 328.

︵
一
六
︶
前
掲
﹃
新
編　

泉
鏡
花
集
﹄
第
五
巻
、
七
七
頁
。

︵
一
七
︶
同
書
一
三
三
頁
。

︵
一
八
︶
同
書
一
七
〇
頁
。

︵
一
九
︶
同
書
二
二
五
頁
。

︵
二
〇
︶
同
書
七
〇
頁
。

︵
二
一
︶
同
書
一
二
六
頁
。

︵
二
二
︶
同
書
九
六
頁
。

︵
二
三
︶
同
書
一
三
四
頁
。

︵
二
四
︶
同
書
一
二
一
頁
。

︵
二
五
︶
同
書
七
六
頁
。

︵
二
六
︶
同
書
九
六
頁
。

︵
二
七
︶
同
書
一
二
七
頁
。

︵
二
八
︶
渡
部
直
己
氏
が
﹃
泉
鏡
花
論　

幻
影
の
杼
機
﹄︵
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
六
年
︶
の
中
で
鏡
花
の
ル
ビ
に
つ
い
て
、
漢
字
と
振
仮
名
の
間
の
﹁
相

乗
的
な
衝
突
﹂︵
二
二
四
頁
︶
の
濃
淡
を
論
じ
て
い
る
が
、
二
〇
一
八
年
に
渡
部
氏
に
つ
い
て
報
ぜ
ら
れ
た
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
事
態

を
考
慮
し
て
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
氏
の
学
術
成
果
を
引
き
立
て
る
の
に
抵
抗
を
感
ず
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
論
考
を
詳
し
く
引

用
せ
ず
に
お
き
た
い
。

︵
二
九
︶
今
野
真
二
﹃
振
仮
名
の
歴
史
﹄︵
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
︶
二
一
頁
。

︵
三
〇
︶
同
書
二
五
頁
。
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︵
三
一
︶
同
書
三
九
頁
。

︵
三
二
︶
日
夏
耿
之
介
﹃
日
夏
耿
之
介
全
集
﹄
第
一
巻
︵
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
三
年
︶
三
七
九
頁
。

経
歴

ピ
ー
タ
ー
・
バ
ナ
ー
ド
︵Peter B

ernard

︶

ア
メ
リ
カ
・
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
生
ま
れ

2
0
1
1
年
5
月　

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
︵
東
ア
ジ
ア
研
究
専
攻
︶
卒
業

2
0
1
1
年
9
月　

慶
應
義
塾
大
学
日
本
語
・
日
本
文
化
教
育
セ
ン
タ
ー
別
科
・
日
本
語
研
修
課
程 

入
学

2
0
1
2
年
9
月　

慶
應
義
塾
大
学
日
本
語
・
日
本
文
化
教
育
セ
ン
タ
ー
別
科
・
日
本
語
研
修
課
程 

修
了

2
0
1
6
年
3
月　

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
大
学
院
東
ア
ジ
ア
言
語
文
明
学
科
博
士
課
程
前
期
修
了 

修
士
号
取
得

2
0
1
9
年
5
月　

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
大
学
院
東
ア
ジ
ア
言
語
文
明
学
科
博
士
課
程
修
了 

博
士
号
︵Ph.D

.

︶
取
得

博
士
学
位
論
文
題
目　

Rural Japanese G
othic: The Topography of H

orror in M
odern Japanese Literature

2
0
2
0
年
4
月　

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
英
米
文
学
専
攻
助
教
に
就
任

現
在
に
至
る


