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喫
茶
店
カ
フ
カ
の
建
物
は
か
な
り
古
い
建
物
で
レ
ン
ガ
の
壁
は
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
で
穴
が
開
い
て
い
る
。
そ
れ
は
僕
に
似
て
い
る
。
僕
の
記
憶
に
も
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
に
穴
が
開
い
て
い
て
暗
黒
を
覗
き
込
む
こ
と
が
で
き
る
。も
し

か
し
た
ら
自
殺
し
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、も
し
か
し
た
ら
誰
か

を
殺
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。そ
う
い
う
時
に
は
人
間
は
記
憶
喪
失
に
な

る
も
の
だ
。罪
を
犯
し
て
い
る
の
に
そ
の
罪
を
覚
え
て
い
な
い
か
ら
永
遠
に

罪
を
償
え
な
い
。償
い
た
い
か
ら
わ
た
し
の
罪
を
教
え
て
く
だ
さ
い
と
城
の

あ
る
村
を
彷
徨
う
愚
か
な
父
親
の
話
は
ど
こ
か
僕
に
重
な
っ
て
見
え
る
。完

全
な
記
憶
が
な
い
限
り
人
間
は
多
か
れ
少
な
か
れ
救
わ
れ
よ
う
と
し
て
忘

れ
た
罪
を
探
し
て
い
る
の
だ
。な
ぜ
な
ら
人
間
は
怖
い
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま

う
。
抜
け
落
ち
た
記
憶
は
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
。
喫
茶
店
カ
フ
カ
の
横
の
レ

ン
ガ
の
壁
は
大
き
く
ぶ
ち
抜
か
れ
て
入
り
口
に
な
っ
て
い
る
。

「
あ
れ
は
阪
神
淡
路
大
震
災
の
時
に
崩
れ
落
ち
た
穴
よ
。
だ
け
ど
あ
の
時
の

こ
と
は
何
も
覚
え
て
い
な
い
の
よ
。
思
い
出
し
た
く
な
い
か
ら
じ
ゃ
な
く

て
、
本
当
に
覚
え
て
な
い
の
。
気
が
つ
い
た
ら
生
き
て
い
た
わ
」
喫
茶
店
の

マ
マ
は
そ
う
言
っ
て
少
し
笑
っ
た
。「
同
類
で
す
。僕
も
生
き
て
い
る
だ
け
で

記
憶
が
な
く
て
地
震
で
誰
か
を
殺
し
た
被
告
人
で
す
よ
。被
告
人
は
罪
を
思

い
出
す
た
め
に
永
遠
に
誰
か
に
尋
ね
よ
う
と
す
る
。し
か
し
何
も
悪
く
な
い

人
は
話
さ
な
い
」「
あ
ら
、
二
階
の
住
人
さ
ん
だ
わ
。
ご
挨
拶
し
た
ら
」
　
二

階
の
住
民
は
僕
よ
り
一
足
先
に
入
居
し
た
女
性
で
、外
出
す
る
時
に
は
い
つ

も
サ
ン
グ
ラ
ス
を
か
け
て
い
る
。そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
余
計
に
彼
女
は
目
立

つ
の
だ
が
、
素
顔
を
隠
す
点
で
は
成
功
し
て
い
る
。
彼
女
は
完
全
に
隠
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。
隠
れ
る
理
由
は
美
し
す
ぎ
る
か
ら
だ
。
彼
女
が
透
明
人
間

か
闇
人
間
に
な
り
た
い
気
持
ち
は
少
し
わ
か
る
。美
し
す
ぎ
る
と
人
に
見
ら

れ
て
何
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。彼
女
は
ど
こ
に
も
隙
が
な
い
よ
う
に
思

え
る
。し
か
し
よ
く
見
る
と
中
途
半
端
な
微
笑
み
や
歩
き
方
に
も
空
き
が
あ

る
。
そ
の
隙
間
に
う
ま
く
絡
め
ば
物
語
が
始
ま
る
は
ず
だ
。
こ
れ
は
商
売
の

交
渉
ご
と
と
同
じ
こ
と
だ
。ど
ん
な
建
物
に
も
隙
間
が
あ
る
よ
う
に
人
間
に

隙
間
が
あ
れ
ば
ど
ん
な
小
説
で
も
書
け
る
。

喫
茶
店
か
ら
二
階
に
登
る
に
は
地
震
で
壊
れ
た
壁
の
隙
間
を
そ
の
ま
ま

改
築
し
た
入
り
口
の
ド
ア
を
押
し
広
げ
て
階
段
を
登
れ
ば
よ
い
。僕
も
毎
日

使
う
こ
と
に
な
っ
た
入
り
口
だ
が
大
き
な
木
の
ド
ア
を
開
け
る
と
上
り
と

下
り
の
階
段
が
続
い
て
い
る
。左
の
階
段
を
登
れ
ば
彼
女
の
部
屋
に
右
の
階

段
を
降
り
て
行
け
ば
カ
フ
カ
研
究
所
の
看
板
が
ぶ
ら
下
が
る
僕
の
部
屋
に

入
り
こ
と
が
で
き
る
。

い
つ
も
の
よ
う
に
彼
女
は
何
も
言
わ
ず
に
階
段
を
登
っ
て
自
分
の
部
屋

に
入
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
僕
に
は
黙
っ
て
誘
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
仕

方
が
な
い
。こ
の
建
物
の
二
階
に
住
ん
で
い
る
こ
と
自
体
一
緒
に
住
ん
で
い

る
相
手
に
し
か
見
え
な
い
。同
じ
ド
ア
か
ら
出
た
り
入
っ
た
り
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、一
緒
に
住
ん
で
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
。そ
う
見
え
る
以
上
、

僕
に
は
彼
女
と
一
緒
に
生
活
で
き
る
の
は
時
間
の
問
題
だ
と
し
か
思
え
な

い
。

「
彼
女
は
し
ば
ら
く
休
職
中
ら
し
い
わ
よ
。
商
社
に
お
勤
め
ら
し
い
け
ど
職

場
で
も
め
ご
と
が
あ
っ
て
、
被
告
席
に
立
た
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
の
よ
。
な

ん
で
も
職
場
の
上
司
の
身
代
わ
り
に
さ
せ
ら
れ
て
貿
易
相
手
か
ら
訴
え
ら

れ
て
い
る
ら
し
い
わ
」

「
へ
え
ー
気
の
毒
だ
な
あ
」

「
そ
う
思
っ
た
ら
、
な
ん
で
も
相
談
に
乗
っ
て
あ
げ
な
さ
い
よ
」

カフカ教団 ③　高木敏克
連載小説

編集部だより★71／終息の見えない新型コロナウィルスがひとびとに蔓延するなか、3 月 23 日（月）、阪急神戸
百貨店（旧そごう神戸店）で開催されていた「英国展」に出向く。大変失礼だが、こうしたデパートの各国展に
英国が入ると、展示内容にありがちな当該国の料理の出し物が出典されるのが恒例となるなか、さて英国となる
と、「イギリス料理」なるものは聞いたことはないし、「世界で一番薄い書物が三冊あってその一冊が〈イギリス
料理〉の本だった」という皮肉を当のイギリス人が語り継いでいるほどだから、「フィッシュ&チップス」以外な
にがあるのかと訝しく思いながら会場に足を運んだのである。特設会場に入る場所にスタッフが待ち構えてい
て、アルコール消毒を促している。まさにこのご時世の象徴的な光景である。会場内で興味をひいたのは、イギ
リスの陶器類である。かの国はバーナード・リーチなど、日本の民藝運動に比肩すべき作陶文化が根付いている。
会場を一巡したあと、私は会場奥に設えてあったスコッチウイスキーの立呑コーナーを見つけ、カウンターに仕
切り板が設置されていてこれも当世風といえよう。コロナウィルス禍で、英国のパブも閉鎖されるほどなので、見
知らぬ他者と接することを忌避する装置なのである。さてスコッチといえば、スペインのシエリー酒の産地・ヘ
レスと大いに関係がある。「シェリー樽に寝かせた濃い味のもの」を係員に所望する。そこは 100 種類のスコッチ
を用意している。わたしのスコッチに関する知識はしれていて、その知っている限りの情報を係員にぶつけてみ
ると、丁寧に答えてくれる。スコッチ文化はまことに奥深いものだと感受したのである。／今月の「Mélange」例
会第一部「読書会」の話者は高木敏克氏のカフカ語り「城」を予定していましたが、高木氏が体調不良であるの
と、出席者が少ないと予想されましたので、残念ながら中止いることにしました。（大橋愛由等記）
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帽
子
屋
は
ギ
リ
シ
ャ
上
空
ま
で
飛
ん
だ

ど
こ
と
な
く
、

旅
客
機
閉
す
秋
風
の
ア
ラ
ブ
服
が
最
後
（
飯
島
晴
子
）

を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
を
感
じ
る
が
、
多
分
評
者
の
気
の
迷
い
だ
ろ
う
。
ま
し
て
、「
不
思
議
の
国
の
ア
リ

ス
」
の
帽
子
屋
と
見
る
の
は
さ
ら
に
場
違
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
帽
子
屋
の
お
っ
さ
ん
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行

に
出
か
け
た
。
そ
う
見
て
お
い
た
方
が
良
い
。
下
五
の
言
い
切
り
が
そ
れ
を
後
押
し
し
て
く
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帽
子
屋
に
作
者
の
仮
託
し
た
も
の
を
見
て
し
ま
う
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
帽

子
屋
も
イ
カ
ロ
ス
に
な
る
の
か
な
。

大
き
な
こ
と
を
小
さ
な
文
字
で
書
く
人
だ

確
か
に
こ
ん
な
人
は
い
そ
う
だ
。
句
は
揶
揄
で
は
な
く
、
少
々
あ
き
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
の
調
子
で
書
か

れ
て
い
る
。
対
象
の
人
を
優
し
く
包
み
こ
む
話
者
の
包
容
力
を
見
せ
て
い
る
。

む
べ
な
る
か
モ
ミ
ジ
も
カ
ネ
も
風
に
散
る

一
読
、
百
人
一
首
の
「
む
べ
山
風
を
…
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
そ
れ
が
狙
い
と
い
う
よ
り
、
思
わ
ず
口

を
突
い
て
出
た
と
い
う
気
分
で
、「
モ
ミ
ジ
も
カ
ネ
も
風
に
散
る
」
と
続
く
。
カ
タ
カ
ナ
の
モ
ミ
ジ
・
カ
ネ

が
索
漠
と
し
た
気
分
を
良
く
伝
え
る
。

散
る
カ
ネ
が
あ
っ
た
だ
け
ま
し
や
で
、
と
言
っ
て
お
こ
う
。

土
壇
場
で
左
う
ち
わ
を
取
り
落
と
す

筒
井
祥
文
は
、
誰
も
が
分
か
る
句
を
毛
嫌
い
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
ら
な
い
。
た
っ
た
一
人
し
か

分
か
ら
な
い
句
を
取
り
出
す
こ
と
も
や
る
が
、
そ
の
逆
も
や
る
。
穿
っ
て
言
え
ば
、
誰
も
が
分
か
る
句
の

中
に
あ
る
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
部
分
を
探
ろ
う
と
す
る
。

こ
の
句
を
普
通
に
読
め
ば
、
ド
ラ
マ
の
悪
役
が
し
ば
し
ば
演
じ
る
シ
ー
ン
を
思
わ
せ
る
。
通
俗
ド
ラ
マ

の
悪
役
の
役
割
は
、
い
か
に
左
う
ち
わ
を
取
り
落
と
す
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。正
義
の
味
方
を
さ
ん
ざ
ん
コ
ケ
に
し
た
挙
句
に
、ほ
ん
の
些
細
な
き
っ
か
け
で
見
事
に
転
落
す
れ
ば
、

見
て
い
る
ほ
う
は
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
る
。
そ
の
と
き
に
悪
役
の
内
面
は
な
い
よ
う
な
も
の
だ
。
句
か
ら
そ

ん
な
痛
快
感
を
得
て
も
さ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
。

五
七
五
で
は
、
し
ば
し
ば
句
の
主
人
公
は
作
者
自
身
と
み
な
さ
れ
る
。
常
に
、「
I
see」
あ
る
い
は
「
I

say」、
ま
た
は
「
I do」
と
な
る
が
、
川
柳
の
場
合
、
そ
の
原
則
は
若
干
揺
ら
ぐ
。「
They
say」
や
「
H
e

do」
な
ど
が
と
き
お
り
混
じ
る
。

上
掲
句
の
場
合
、
Iと
H
e
が
微
妙
に
混
交
し
て
、
普
通
で
は
取
り
違
え
る
こ
と
の
な
い
、
誰
か
に
起
こ

っ
た
喜
劇
を
私
に
起
こ
っ
た
喜
劇
へ
と
通
す
回
路
が
用
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
句
は
痛
快
で
あ

る
と
同
時
に
滑
稽
、
さ
ら
に
そ
れ
が
自
嘲
に
繋
が
る
。

オ
ペ
ラ
で
は
、同
じ
曲
を
別
の
歌
詞
で
登
場
人
物
が
同
時
に
歌
い
だ
す
こ
と
が
あ
る
。そ
れ
に
倣
っ
て
、

こ
の
川
柳
を
、
同
じ
歌
詞
を
全
く
違
う
心
情
で
同
時
に
歌
い
だ
し
た
も
の
と
見
る
と
、
読
後
は
な
は
だ
複

雑
な
気
分
に
な
る
こ
と
間
違
い
な
い
。

饅
頭
も
飴
も
初
め
は
甘
か
っ
た

初
め
を
括
弧
で
括
る
と
意
味
深
。
ジ
ョ
ニ
ー
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
「
Both Sides, N
ow
」（
日
本
題
「
青

春
の
光
と
影
」）
の
世
界
が
立
ち
現
れ
る
。

「
…
も
…
も
…
は
」
と
、
テ
ー
マ
を
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
追
い
込
む
語
法
が
印
象
的
。

そ
れ
が
ど
う
し
た
と
ト
ン
ビ
は
風
に
乗
る

祥
文
句
が
と
き
ど
き
見
せ
る
見
事
な
句
跨
が
り
。

そ
う
と
決
ま
っ
て
ヒ
コ
ー
キ
を
遺
書
で
折
る

こ
ろ
ん
と
転
が
る
一
瓶
の
夜
景

ラ
・
ク
ン
パ
ル
シ
ー
タ
で
蜘
蛛
が
登
場

い
つ
も
硝
子
は
割
れ
よ
う
と
思
っ
て
い
る

何
を
お
っ
し
ゃ
る
別
腹
が
ご
ざ
い
ま
す

遺
書
の
例
文
お
も
む
ろ
に
笑
い
出
す

せ
っ
ぱ
詰
ま
れ
ば
コ
ウ
モ
リ
に
な
っ
て
で
も

こ
れ
ま
で
の
ペ
ー
ジ
か
ら
、
七
七
五
と
な
ら
ず
、
上
五
に
文
節
が
来
ず
上
五
中
七
が
繋
が
っ
て
行
く
句

（
多
く
の
場
合
七
五
五
と
な
る
）
を
拾
い
出
す
と
、
こ
れ
だ
け
拾
え
る
。
こ
の
あ
と
の
ペ
ー
ジ
に
も

京
都
を
燃
や
す
努
々
を
夢
に
せ
ず

賽
を
投
げ
る
と
イ
ン
チ
キ
と
音
が
し
た

つ
べ
こ
べ
つ
べ
こ
べ
つ
べ
こ
べ
と
刻
む

焼
け
て
み
た
ろ
か
と
思
う
の
も
金
閣
寺

ど
こ
へ
行
く
の
か
ラ
イ
オ
ン
が
歩
い
て
い
る

駅
の
ロ
ッ
カ
ー
を
笑
わ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
続
く
。
ま
だ
ま
だ
評
を
書
き
た
く
な
る
よ
う
な
句
が
目
白
押
し
と
な
っ
て
い
る
。

リ
ズ
ム
の
変
則
が
読
み
に
伴
う
無
意
識
の
流
れ
を
断
ち
切
っ
て
考
察
を
強
い
る
の
か
、
と
も
愚
考
。

い
ず
れ
に
し
ろ
上
掲
句
、
鳶
の
鮮
や
か
な
飛
翔
に
目
を
向
け
る
ま
で
の
屈
折
と
、
句
の
リ
ズ
ム
の
変
則

が
際
立
っ
た
照
応
を
な
す
。

京
都
を
燃
や
す
努
々
を
夢
に
せ
ず

「
ゆ
め
ゆ
め
疑
う
こ
と
な
か
れ
」
の
「
ゆ
め
ゆ
め
」
が
、
漢
字
で
は
「
努
々
」
と
書
く
と
知
っ
た
。
そ

こ
か
ら
「
努
々
を
夢
に
せ
ず
」
と
句
想
が
浮
か
ん
だ
。
句
の
裏
側
が
仮
に
こ
の
よ
う
な
発
想
だ
っ
た
と
し

て
、
常
人
に
「
京
都
を
燃
や
す
」
と
思
い
つ
け
る
か
ど
う
か
。
応
仁
の
乱
の
再
来
を
願
う
と
は
、
橋
本
治

の
「
江
戸
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
」
も
驚
嘆
す
る
よ
う
な
話
で
は
あ
る
。

お
そ
ら
く
、「
努
々
を
夢
に
せ
ず
」
は
懐
に
暖
め
て
い
た
状
態
、
意
識
的
か
無
意
識
的
か
は
分
か
ら
な
い

が
作
家
内
部
に
「
努
々
を
夢
に
せ
ず
」
が
あ
っ
て
、
何
か
の
触
発
で
「
京
都
を
燃
や
す
」
と
出
て
き
た
と

す
る
方
が
自
然
で
は
あ
る
。「
京
都
を
燃
や
す
」
は
い
さ
さ
か
突
飛
に
も
聞
こ
え
る
。
し
か
し
、
作
家
内
部

に
そ
の
衝
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
七
五
五
の
変
則
形
式
も
あ
っ
て
納
得
出
来
る
。

作
者
が
高
卒
直
後
に
映
画
エ
キ
ス
ト
ラ
の
差
配
を
や
っ
て
い
た
（
こ
れ
と
て
も
、
伝
聞
推
定
事
項
な
の

で
以
下
に
記
す
の
は
あ
く
ま
で
こ
ち
ら
の
妄
想
で
あ
る
）
こ
と
を
知
る
と
、
京
都
炎
上
シ
ー
ン
で
逃
げ
惑

う
エ
キ
ス
ト
ラ
の
人
数
を
確
保
す
べ
く
、
悪
戦
苦
闘
す
る
若
き
日
の
祥
文
を
想
像
し
た
り
も
す
る
が
、
こ

れ
は
あ
ま
り
に
句
か
ら
離
れ
た
感
想
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
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筒
井
祥
文
川
柳
句
集

『
座
る
祥
文
・
立
つ
祥
文
』
を
読
む
②

野
口
 裕

あ
り
余
る
時
間
が
亀
を
亀
に
し
た

句
集
の
前
半
「
座
る
祥
文
」
は
、
生
前
発
行
の
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
柳
人
か
ら
の
抜
粋
。
後
半
「
立
つ
祥
文
」

は
、
そ
れ
以
後
の
未
発
表
作
に
な
る
。
上
揚
の
句
か
ら
後
半
に
入
る
。

以
前
出
て
き
た
自
転
車
の
句
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
句
中
に
同
じ
単
語
が
二
回
続
く
場
合
、
二
度
目
の

単
語
を
括
弧
で
括
る
と
、
句
の
意
味
を
は
っ
き
り
と
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

あ
り
余
る
時
間
が
亀
を
「
亀
」
に
し
た

と
や
れ
ば
、
作
者
の
狙
い
所
は
見
え
て
く
る
。

括
弧
で
括
っ
た
亀
は
、
亀
で
あ
り
な
が
ら
亀
を
越
え
た
存
在
に
な
る
。
そ
う
な
る
た
め
の
処
方
箋
が
、

「
あ
り
余
る
時
間
」で
は
あ
る
が
、人
の
身
で
は
そ
れ
を
う
か
が
い
知
れ
な
い
と
い
う
畏
怖
の
念
も
込
め
ら

れ
て
い
る
か
。

な
ら
ひ
ょ
い
と
栞
が
て
ら
の
旅
に
で
も

上
五
の
「
な
ら
」
は
、
助
動
詞
「
だ
」
の
仮
定
形
、
と
検
索
結
果
を
そ
の
ま
ま
写
す
。
数
学
の
命
題
で

は
、「
A
＝
B
」
な
ら
「
B
=C
」
が
成
立
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
形
で
よ
く
使
う
。

と
も
あ
れ
、
句
の
前
段
に
何
か
が
あ
り
、
何
か
を
受
け
て
旅
に
で
も
出
た
ら
ど
う
か
と
気
分
転
換
を
勧

め
る
図
。
前
段
の
事
情
の
軽
重
が
不
分
明
な
が
ら
、「
ひ
ょ
い
と
」
で
あ
り
、
栞
が
わ
り
で
は
な
く
栞
が
て

ら
と
あ
る
の
で
、
そ
う
深
刻
な
話
で
も
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

句
の
前
段
に
何
か
が
あ
り
、
そ
れ
を
消
去
し
た
形
の
句
の
先
蹤
に
は
、

と
言
ひ
て
鼻
か
む
僧
の
夜
寒
か
な
（
高
濱
虚
子
）

が
あ
る
。
上
五
が
四
音
で
あ
る
た
め
、
上
五
の
リ
ズ
ム
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
と
、
句
の
先
頭
に
一
拍
の

休
符
が
入
る
。
上
揚
句
の
上
五
は
、「
な
ら
／
ひ
ょ
い
と
」
で
文
節
の
切
れ
目
が
そ
の
ま
ま
リ
ズ
ム
の
切
れ

目
を
う
な
が
す
。
前
段
の
消
去
が
、
句
の
リ
ズ
ム
に
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
を
持
ち
込
む
と
見
る
こ
と
が
で

き
そ
う
だ
。

何
を
お
っ
し
ゃ
る
別
腹
が
ご
ざ
い
ま
す

落
語
の
一
節
か
ら
抜
け
出
た
よ
う
な
句
。元
に
な
っ
た
話
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、「
ま
ん
じ

ゅ
う
こ
わ
い
」
の
後
日
譚
に
も
な
り
そ
う
だ
。

尊
敬
語
と
か
丁
寧
語
と
か
、
日
本
語
の
ジ
ャ
ン
ル
に
確
固
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
と
も
す
れ
ば
長
く
な

り
が
ち
の
た
め
、定
型
短
詩
に
利
用
し
に
く
い
語
法
を
見
事
に
生
か
し
た
句
。飲
む
の
は
抹
茶
か
煎
茶
か
、

は
た
ま
た
珈
琲
か
。

遺
書
の
例
文
お
も
む
ろ
に
笑
い
出
す

途
中
、

無
い
袖
を
入
れ
た
金
庫
が
こ
こ
に
あ
る

を
挟
む
。
最
初
、
二
三
句
の
鑑
賞
で
済
ま
せ
る
つ
も
り
で
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
た
め
、
す
で
に
鑑
賞
済
み
。

そ
の
時
に
こ
ち
ら
を
取
り
上
げ
て
も
良
か
っ
た
が
、
彼
の
思
い
出
を
語
る
文
を
書
い
た
際
に
文
章
の
締
め

と
し
て
利
用
し
た
。
そ
こ
で
、
遠
慮
が
働
い
た
。
多
分
、
こ
ち
ら
を
取
り
上
げ
て
い
れ
ば
、
本
当
に
二
三

句
で
終
わ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

遺
書
に
し
て
艶
文
、
王
位
継
承
そ
の
他
無
し
（
加
藤
郁
也
）

鉛
筆
の
遺
書
な
ら
ば
忘
れ
易
か
ら
む
（
林
田
紀
音
夫
）

遺
書
未
だ
寸
伸
ば
し
き
て
花
八
つ
手
（
石
田
波
郷
）

た
め
し
に
遺
書
の
句
を
並
べ
て
み
る
と
、
遺
書
の
句
に
は
、
ど
う
も
作
者
の
人
と
な
り
が
反
映
さ
れ
る

よ
う
だ
。
郁
也
の
大
見
得
、
紀
音
夫
の
つ
ぶ
や
き
、
波
郷
の
感
慨
、
探
せ
ば
ま
だ
あ
る
だ
ろ
う
。

国
語
力
の
落
ち
た
現
代
人
は
遺
書
も
自
在
に
は
書
け
な
い
。
例
文
に
頼
れ
ば
、
例
文
が
笑
い
出
す
。
祥

文
は
遺
書
に
笑
い
を
見
つ
け
た
。
　

広
辞
苑
よ
り
も
分
厚
い
野
次
が
飛
ぶ

野
次
を
飛
ば
さ
れ
た
方
は
全
く
登
場
し
な
い
。
野
次
と
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
だ
。
そ
ん
な
に
教
養
の

あ
る
野
次
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
気
も
す
る
が
、
知
識
の
集
成
と
し
て
の
広
辞
苑
で
は
な
く
、
単

に
分
厚
さ
の
比
較
と
し
て
登
場
し
て
き
た
こ
と
の
無
意
味
さ
を
味
わ
う
べ
き
だ
ろ
う
。

教
養
か
ら
無
教
養
へ
の
落
差
、
し
か
し
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
野
次
の
底
に
広
辞
苑
な
み
の
知
が
潜
ん
で
い

ま
い
か
と
、
一
瞬
考
え
込
み
そ
う
に
な
る
が
、
ま
あ
そ
れ
は
な
い
。
軽
々
と
野
次
は
飛
び
去
っ
て
ゆ
く
。

沖
に
舟
あ
れ
ど
ラ
ッ
キ
ョ
に
義
理
は
な
い

舟
が
な
く
て
も
、
ラ
ッ
キ
ョ
に
義
理
は
生
じ
な
い
は
ず
だ
。
辣
韮
で
は
な
く
、
ラ
ッ
キ
ョ
で
あ
る
と

こ
ろ
に
も
言
い
切
り
の
爽
快
さ
が
あ
る
。

「
沖
に
舟
」
は
数
々
の
物
語
に
彩
ら
れ
て
き
た
。「
安
寿
と
厨
子
王
」
あ
る
い
は
、

人
買
ひ
舟
は
沖
を
漕
ぐ
　
と
て
も
売
ら
る
る
身
を
　
た
だ
静
か
に
漕
げ
よ
　
船
頭
殿

の
「
閑
吟
集
」。

沖
の
暗
い
の
に
　
白
帆
が
見
え
る
　
あ
れ
は
紀
の
国
　
み
か
ん
船

と
カ
ッ
ポ
レ
。
時
代
を
下
る
と
、
阿
久
悠
の
「
舟
唄
」。

哀
惜
に
せ
よ
、
希
望
に
せ
よ
、
舟
は
作
中
主
人
公
の
心
中
と
繋
が
る
こ
と
で
、
世
界
と
主
人
公
の
有
り

様
を
映
し
て
き
た
。
そ
こ
に
「
ラ
ッ
キ
ョ
に
義
理
は
な
い
」
と
や
れ
ば
、
し
が
ら
み
を
断
ち
切
っ
て
新
し

い
世
界
の
門
出
に
向
か
う
人
の
姿
が
浮
か
ぶ
。
幸
あ
れ
。

面
積
は
お
か
し
い✕

お
も
し
ろ
い

✕

を
「
か
け
る
」
と
読
ん
で
、
き
ち
ん
と
五
七
五
に
お
さ
ま
る
と
こ
ろ
、「
お
…
し
…
い
」
の
韻
。
そ
し

て
数
学
公
式
の
茶
化
し
と
、
手
が
込
ん
で
い
る
。
手
が
込
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
即
席
で
出
来
た

か
の
よ
う
な
印
象
を
持
た
せ
る
。

読
者
と
し
て
は
、
お
か
し
い
と
お
も
し
ろ
い
の
違
い
な
ど
と
い
う
考
究
に
踏
み
込
ま
な
い
よ
う
に
し
よ

う
。



7／「月刊めらんじゅ」 Vol.1512020.03.29

秋
の
夜
を
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
は
軽
く
振
る

こ
の
句
を
仕
込
む
の
に
、ど
れ
だ
け
の
カ
ネ
を
バ
ー
に
つ
ぎ
込
ん
だ
こ
と
か
。年
期
が
入
っ
て
い
る
。

ち
ょ
く
ち
ょ
く
論
じ
ら
れ
る
「
軽
み
」
を
説
明
す
る
た
め
、
俳
人
向
け
に
例
句
と
し
て
取
り
上
げ
る
と
、

ど
ん
な
顔
を
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
う
ち
、
試
し
て
み
よ
う
。

テ
ー
ブ
ル
の
脚
だ
け
四
本
立
っ
て
い
る

「
だ
け
」
が
曲
者
。

ど
こ
へ
行
く
の
か
ラ
イ
オ
ン
が
歩
い
て
い
る

上
掲
句
が
句
会
に
提
出
さ
れ
た
際
、「
ラ
イ
オ
ン
」
が
如
何
に
も
陳
腐
と
見
て
選
ば
な
か
っ
た
。
た
だ
、

多
数
の
共
感
を
得
た
よ
う
で
点
数
は
多
か
っ
た
と
記
憶
す
る
。

こ
れ
も
七
五
五
調
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
冒
頭
の
「
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
が
、
最
後
の
晩
餐
で
キ
リ

ス
ト
に
呼
び
か
け
た
言
葉
、「
ク
ォ
・
ヴ
ァ
デ
ィ
ス
」を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
読
者
に
は
響
く
こ
と
だ
ろ

う
。
仮
に
、
聖
書
を
思
い
起
こ
す
こ
と
が
な
く
と
も
、
無
意
識
に
反
応
は
す
る
は
ず
。
句
会
で
の
賛
同
者

も
、「
ク
ォ
・
ヴ
ァ
デ
ィ
ス
」
を
引
用
す
る
人
、
意
識
し
な
か
っ
た
人
と
様
々
だ
っ
た
が
、
上
七
を
気
に
入

っ
た
様
子
が
軌
を
一
に
し
て
い
た
。

「
ク
ォ
・
ヴ
ァ
デ
ィ
ス
」
の
訳
語
は
、
普
通
「
ど
こ
に
行
く
の
か
」
と
な
る
が
、「
ど
こ
へ
」
と
書
き
換

え
た
と
こ
ろ
、「
ど
こ
」
が
確
固
と
し
た
場
所
で
は
な
く
、
追
い
求
め
る
対
象
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

蜃
気
楼
め
い
た
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
。
結
句
で
の
歩
く
こ
と
の
能
動
性
を
強
調
し
て
有
効
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
の
言
葉
、「
ラ
イ
オ
ン
」
が
、
キ
リ
ス
ト
を
象
徴
さ
せ
つ
つ
別
の
文
脈
に
置
き
換
え
る
働
き
を

示
す
の
だ
が
、
私
に
は
陳
腐
に
聞
こ
え
た
。
当
時
、「
ナ
ル
ニ
ア
国
物
語
」
を
読
ん
で
お
り
、
ナ
ル
ニ
ア
の

万
能
の
王
ア
ス
ラ
ン
が
ラ
イ
オ
ン
だ
っ
た
の
が
災
い
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
で
な
く
と
も
、
ラ
イ
オ
ン
キ

ン
グ
と
の
対
比
は
簡
単
に
で
き
て
し
ま
う
。

今
回
、
遺
句
集
の
中
に
こ
の
句
を
見
つ
け
た
時
、
見
直
す
気
持
ち
と
、
句
会
で
の
判
断
は
間
違
っ
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
気
持
ち
が
綯
い
交
ぜ
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
書
き
な
が
ら
で
も
、
軍
配
を
ど
ち
ら
に
上
げ

れ
ば
良
い
か
、
未
だ
に
決
め
か
ね
て
い
る
。

駅
の
ロ
ッ
カ
ー
を
笑
わ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

筒
井
祥
文
流
の
「
首
が
飛
ん
で
も
動
い
て
み
せ
る
わ
」。
こ
れ
を
言
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
ロ
ッ
カ
ー
が

笑
う
わ
け
も
な
い
。
そ
れ
が
分
か
っ
て
い
て
の
、
ロ
ッ
カ
ー
の
前
で
の
独
り
言
。

死
を
意
識
し
始
め
て
か
ら
と
思
わ
れ
る
時
期
、
句
会
を
共
に
す
る
た
び
に
何
か
に
取
り
憑
か
れ
た
よ
う

な
発
言
を
聞
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
駅
の
ロ
ッ
カ
ー
を
笑
わ
せ
ら
れ
な
い
苛
立
ち
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
素
通
り
し
よ
う
か
と
思
う
句
だ
っ
た
が
、
書
い
て
み
る
と
感
慨
深
い
。

死
ぬ
ま
で
の
そ
の
夜
そ
の
夜
に
通
す
腕

明
ら
か
に
死
期
を
意
識
し
て
の
句
と
読
め
る
。
遺
句
集
の
中
に
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
そ
う
な
る
。
腕
を

通
す
の
は
夜
着
。
死
の
予
行
演
習
の
よ
う
な
つ
も
り
か
。
　

ハ
ン
カ
チ
を
三
度
振
っ
た
ら
思
い
出
せ

句
集
最
後
の
一
句
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
絶
句
と
見
な
せ
る
。

一
度
や
二
度
振
っ
た
と
こ
ろ
で
は
思
い
出
せ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
、
読
者
に
対
す
る
優
し
さ
と
も
諦
念

と
も
取
れ
る
措
辞
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
。
あ
と
が
き
に
、
祥
文
の
言
葉
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
、「
好
き
な

こ
と
を
し
て
、
人
に
も
恵
ま
れ
て
、
い
い
一
生
だ
っ
た
。
し
か
し
一
つ
だ
け
悔
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
句
集

を
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
だ
。」、
と
い
う
言
葉
と
照
応
さ
せ
る
と
、
自
己
の
句
業
を
上
掲
句
の
よ
う
に
見
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
ハ
ン
カ
チ
な
ん
ぞ
振
ら
ん
で
も
思
い
出
す
が
な
、
と
関
西
訛
り
で
呟
い
て
お
く
。。
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筒
井
祥
文
の
遺
句
集
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
一
句
一
句
に
、そ
れ
こ
そ
一
喜
一
憂
す
る
形
で
句
評
を
綴
っ

て
き
た
が
、
さ
て
彼
の
句
業
全
体
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
れ
ば
良
い
の
か
、
た
だ
呆
然
と
す
る
ば
か
り
で

あ
る
。
し
か
し
、
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
目
に
付
く
傾
向
か
ら
分
類

を
始
め
て
み
よ
う
。

ま
ず
目
に
付
く
の
は
発
想
の
源
と
し
て
も
落
語
の
素
養
。
落
語
研
究
会
の
部
長
を
務
め
、
高
校
卒
業
時

に
大
ネ
タ
「
ら
く
だ
」
を
演
じ
た
逸
話
の
持
ち
主
で
あ
り
な
が
ら
、
落
語
の
道
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
精
進
は
川
柳
の
中
に
生
き
て
い
た
。
た
だ
、
直
接
引
用
を
す
る
よ
う
な
野
暮
な
真
似
は
し
な

い
の
で
、
論
ず
る
こ
と
は
厄
介
で
は
あ
る
。

め
っ
そ
う
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
咲
い
て
い
る

何
を
お
っ
し
ゃ
る
別
腹
が
ご
ざ
い
ま
す

沖
に
舟
あ
れ
ど
ラ
ッ
キ
ョ
に
義
理
は
な
い

ど
れ
も
落
語
の
演
目
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
繋
が
る
訳
で
は
な
い
。三
句
目
な
ど
、「
品
川
心
中
」や「
芝
浜
」

を
遠
く
反
映
さ
せ
て
い
る
雰
囲
気
は
あ
る
が
、
具
体
的
な
手
が
か
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

他
方
、
落
語
を
養
分
と
し
て
培
っ
た
語
彙
の
蓄
積
は
、
慣
用
語
句
の
転
用
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
生
み

出
し
、ふ

く
ろ
う
の
視
野
に
あ
い
つ
の
案
の
定

さ
て
そ
こ
の
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
化
石
た
ち

ご
破
算
で
願
い
ま
し
て
が
ご
わ
ご
わ
と

さ
ら
に
は
古
典
の
引
用

男
あ
り
け
り
真
下
か
ら
樹
を
見
上
げ

む
べ
な
る
か
モ
ミ
ジ
も
カ
ネ
も
風
に
散
る

と
、
彼
の
川
柳
世
界
を
広
げ
て
ゆ
く
。

彼
の
本
性
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
ば
、す
で
に
本
体
が
脱
走
ず
み
。ル
パ
ン
三
世
を
捕
ま
え
た
け
れ
ど
、

ぬ
か
喜
び
に
終
わ
る
銭
形
警
部
を
、
論
ず
る
側
は
演
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
最
も
目
に
付
く
落
語
の
影
響
に

し
て
か
ら
が
、
補
足
し
に
く
い
と
あ
っ
て
は
他
の
論
点
は
な
お
さ
ら
論
じ
に
く
い
。

し
か
し
、
次
に
行
こ
う
。
多
様
な
韻
律
を
駆
使
せ
ん
と
す
る
志
向
も
彼
の
特
徴
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
だ

ろ
う
。水

垢
を
水
で
洗
え
ば
佐
渡
お
け
さ

カ
ッ
ポ
レ
を
ち
ょ
い
と
地
雷
を
よ
け
な
が
ら

空
瓶
に
す
っ
と
淡
海
節
の
風

な
ど
、
七
五
調
を
基
礎
と
す
る
民
謡
、
俗
謡
に
対
す
る
関
心
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
関
心
の
行
き
所
が
五

七
五
の
拡
張
を
目
指
す
。

五
七
五
を
拡
張
す
る
場
合
、
上
五
を
肥
大
さ
せ
る
七
七
五
の
形
、

な
ん
だ
な
ん
だ
と
大
き
な
月
が
昇
り
く
る
（
時
実
新
子
）

下
五
を
肥
大
さ
せ
る
五
七
七
の
形
式

く
ち
び
る
は
む
か
し
平
安
神
宮
で
し
た
（
石
田
柊
馬
）

等
、
種
々
の
詠
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
祥
文
多
用
の
形
式
は
七
五
五
の
リ
ズ
ム
で
、

無
い
筈
は
な
い
ひ
き
だ
し
を
持
っ
て
来
い

よ
そ
ご
と
に
し
て
縁
談
を
占
わ
せ
（
西
田
當
百
）

な
ど
の
先
行
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
川
柳
で
は
昔
か
ら
あ
る
リ
ズ
ム
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
先
行
句
が
無
理
す
れ
ば
五
七
五
と
分
類
出
来
な
く
も
な
い
の
に
比
較
し
て
、

何
を
お
っ
し
ゃ
る
別
腹
が
ご
ざ
い
ま
す

遺
書
の
例
文
お
も
む
ろ
に
笑
い
出
す

せ
っ
ぱ
詰
ま
れ
ば
コ
ウ
モ
リ
に
な
っ
て
で
も

ど
こ
へ
行
く
の
か
ラ
イ
オ
ン
が
歩
い
て
い
る

上
５
の
切
れ
目
に
文
節
が
来
ず
、七
七
五
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
読
み
手
が
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
を

獲
得
し
て
い
る
。
　
　

（
以
下
、
次
回
）

6

さ
て
ゴ
リ
ラ
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
と
言
い
た
ま
え

少
々
滑
舌
の
怪
し
い
酔
漢
が
自
分
自
身
に
向
か
っ
て
命
令
し
て
い
る
よ
う
な
気
も
す
る
が
、
実
物
の
ゴ

リ
ラ
に
向
か
っ
て
命
令
し
て
い
る
と
取
る
図
も
楽
し
い
。
一
般
に
、
テ
キ
ス
ト
は
字
義
通
り
に
読
む
の
が

本
流
で
想
像
を
羽
ば
た
か
せ
て
読
む
の
を
傍
流
と
す
る
が
、
こ
の
句
の
場
合
、
字
義
通
り
に
読
む
後
者
を

本
流
、
想
像
を
利
か
せ
る
前
者
を
傍
流
と
出
来
る
だ
ろ
う
か
？
　
川
柳
の
読
み
は
、

カ
ッ
ポ
レ
を
ち
ょ
い
と
地
雷
を
よ
け
な
が
ら

と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
な
あ
と
、
奇
妙
な
感
慨
に
耽
る
。

こ
け
し
で
す
ち
ょ
っ
と
訛
り
が
ご
ざ
い
ま
す

時
折
、
見
受
け
ら
れ
る
丁
寧
語
、
広
い
意
味
で
の
敬
語
を
使
用
し
た
作
品
群
の
ひ
と
つ
。
冗
長
に
な
り

が
ち
の
敬
語
を
う
ま
く
五
七
五
に
入
れ
る
に
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
つ
が
あ
る
よ
う
だ
。

め
っ
そ
う
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
咲
い
て
い
る

真
夜
中
に
こ
ん
な
お
菓
子
が
出
来
ま
し
た

ヤ
ァ
ー
仏
こ
こ
で
笑
っ
て
お
ら
れ
た
か

昼
の
月
犬
が
く
わ
え
て
行
き
ま
し
た

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
は
捨
て
科
白

何
を
お
っ
し
ゃ
る
別
腹
が
ご
ざ
い
ま
す

ご
破
算
で
願
い
ま
し
て
が
ご
わ
ご
わ
と

君
が
代
を
塀
に
書
い
て
は
い
け
ま
せ
ん

常
套
句
を
は
め
込
む
の
が
ひ
と
つ
の
手
段
で
は
あ
る
よ
う
だ
が
、
六
句
目
の
七
五
五
の
よ
う
に
、
そ
う

簡
単
に
で
き
る
芸
当
で
は
な
い
。

上
述
句
の
場
合
、
舞
子
さ
ん
の
セ
リ
フ
に
見
た
て
る
と
、
芥
川
龍
之
介
の

あ
て
か
い
な
　
あ
て
宇
治
の
生
ま
れ
ど
す

の
前
書
き
を
も
つ
、

茶
畠
に
入
日
し
づ
も
る
在
所
か
な

と
面
白
い
対
照
を
見
せ
る
が
、
作
者
本
人
に
そ
の
意
識
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

吉
野
家
が
あ
っ
た
気
も
す
る
交
差
点

現
代
文
明
の
担
い
手
と
し
て
の
都
会
は
変
貌
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
区
切
ら
れ

て
い
る
区
画
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
建
物
の
外
観
が
変
わ
る
。
交
差
点
上
の
人
も
進
行
が
義
務
化
し
て
、
さ

て
ど
ち
ら
に
向
か
お
う
か
。

ド
ラ
ゴ
ン
と
ゴ
ン
ド
ラ
に
目
が
二
つ
ず
つ

ド
ラ
ゴ
ン
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
言
葉
遊
び
に
目
が
行
き
そ
う
に
な
る
が
、
後
半
の
「
目
が
二
つ
ず
つ
」
が
句

を
引
き
立
た
せ
て
秀
逸
の
措
辞
。
も
っ
と
も
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
ど
こ
に
目
を
つ
け
た
か
は
不
明
。
ひ
ょ
っ
と

す
る
と
乗
り
人
の
目
か
。

地
獄
で
す
お
詰
め
合
わ
せ
を
願
い
ま
す

中
七
下
五
が
電
車
や
バ
ス
で
よ
く
聞
く
常
套
句
。
上
五
が
シ
ュ
ー
ル
な
味
わ
い
を
持
ち
な
が
ら
、
比

喩
と
し
て
も
効
く
。
全
体
と
し
て
丁
寧
語
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
句
の
指
し
示
す
意
味
と
は
裏

腹
な
や
ん
わ
り
と
し
た
印
象
を
残
す
。

無
理
し
た
解
釈
で
は
、「
地
獄
」
と
い
う
名
の
弁
当
屋
で
、
お
か
ず
の
詰
め
合
わ
せ
を
注
文
し
た
場
面
と

も
と
れ
る
が
、
そ
れ
で
新
た
な
読
後
感
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
素
直
に
取
っ
て
お
こ
う
。

人
間
を
三
人
埋
め
て
余
る
土

お
そ
ら
く
の
話
だ
が
、
加
藤
楸
邨
の

死
や
霜
の
六
尺
の
土
あ
れ
ば
足
る

を
示
せ
ば
、
そ
ん
な
句
が
あ
り
ま
し
た
か
と
笑
い
な
が
ら
、
は
ぐ
ら
か
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
知
っ
て
書
い
て
い
る
は
ず
だ
。

と
あ
る
時
代
の
俳
句
は
、
悲
劇
性
を
好
ん
だ
。
悲
劇
は
喜
劇
の
格
好
の
餌
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
喜

劇
性
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
と
悲
劇
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
逆
説
が
生
じ
る
。

喜
劇
に
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か
る
に
は
そ
れ
を
包
み
隠
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。と
、本
人
が
考
え
た
か
ど
う
か
。

そ
ん
な
ん
ど
う
で
も
え
え
わ
と
、
読
者
の
側
も
居
直
る
べ
き
か
。

焼
け
て
み
た
ろ
か
と
思
う
の
も
金
閣
寺

金
閣
寺
に
自
己
投
影
。「
や
け
て
み
た
ろ
か
」
が
一
気
の
言
い
切
り
。
そ
れ
に
対
し
て
「
と
思
う
の
も
」

が
、
間
に
休
符
を
挟
ん
で
少
し
冷
静
に
な
っ
た
と
こ
ろ
。
破
壊
衝
動
を
柔
ら
か
く
表
出
す
れ
ば
、
い
ら
だ

ち
も
収
ま
る
は
ず
だ
が
、
さ
て
ど
う
な
る
か
。

空
瓶
に
す
っ
と
淡
海
節
の
風

淡
海
節
で
耳
に
こ
び
り
つ
く
の
は
「
後
に
残
る
の
は
…
」
の
く
だ
り
。
句
に
あ
か
ら
さ
ま
に
書
い
て
あ

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
空
瓶
に
風
が
当
た
れ
ば
瓶
は
鳴
り
出
す
だ
ろ
う
。
瓶
の
鳴
き
声
が
淡
海
節
の
名
残

り
。何

と
な
く
疲
れ
て
海
に
腰
か
け
る

下
五
で
情
景
を
ひ
っ
く
り
返
す
典
型
的
な
技
法
。
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
気
分
に
海
は
似
合
う
が
、
海
に

腰
か
け
た
り
は
し
な
い
。
濡
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
全
身
で
泣
き
た
い
の
か
？

ジ
ャ
ム
パ
ン
の
上
に
二
重
に
架
か
る
虹

な
ん
と
な
く
ア
ン
パ
ン
マ
ン
を
思
わ
せ
る
風
景
。
発
想
の
根
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
虹
を
二
重
に
架
か
ら
せ
る
と
こ
ろ
が
発
想
だ
け
で
勝
負
し
な
い
技
法
の
冴
え
。
嘘

を
増
幅
さ
せ
て
笑
い
に
持
っ
て
ゆ
く
。
食
べ
て
み
る
と
、
ジ
ャ
ム
よ
り
も
虹
の
方
が
う
ま
い
。

寝
転
ん
で
一
人
で
笑
う
の
が
仕
上
げ

思
い
つ
く
ま
ま
並
べ
る
と
、

ご
公
儀
へ
一
万
匹
の
鱏
連
れ
て

ど
う
し
て
も
椅
子
が
足
り
な
い
の
だ
諸
君

さ
て
ゴ
リ
ラ
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
と
言
い
た
ま
え

等
々
、「
内
面
」
を
掘
り
下
げ
る
の
で
な
く
、「
外
面
」
を
徹
底
的
に
追
求
し
た
果
て
の
自
画
像
が
上
掲
句
。

い
か
に
も
不
敵
で
あ
り
、
な
ん
と
な
く
淋
し
げ
。
す
で
に
、
体
調
の
不
備
を
悟
っ
て
い
た
時
期
の
句
だ
ろ

う
か
。

立ち読み人の斜め読み



9／「月刊めらんじゅ」 Vol.1512020.03.29

◆

桜
の
木
の
下
に
は
　
　
　
　

前
田
雅
正

南
河
内
の
弘
川
寺
の
桜
の
木
の
下
に
は
　

望
み
ど
お
り
に
如
月
の
望
月
の
頃
遷
化
し
た

西
行
の
死
体
が
埋
ま
っ
て
い
る

山
科
の
随
心
院
の
桜
の
木
の
下
に
は

ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
間
に
老
婆
と
な
っ
た

小
町
の
死
体
が
埋
ま
っ
て
い
る

左
京
一
条
四
坊
の
桜
の
木
の
下
に
は

人
よ
り
も
花
の
香
に
故
郷
の
昔
を
偲
ぶ

貫
之
の
死
体
が
埋
ま
っ
て
い
る

西
京
の
十
輪
寺
の
桜
の
木
の
下
に
は

世
の
中
に
散
り
急
ぐ
桜
に
心
を
乱
さ
れ
た

業
平
の
死
体
が
埋
ま
っ
て
い
る

信
州
明
科
の
田
ん
ぼ
の
畔
に
築
か
れ
た
塚

キ
ン
と
透
き
通
っ
た
風
の
吹
き
抜
け
る

花
の
背
景
に
真
白
き
槍
と
真
青
き
空
が
映
え
る

そ
ん
な
シ
ン
と
静
か
な
桜
の
木
の
下
に
は

名
も
知
れ
ぬ
村
夫
子
の
死
体
が
埋
ま
っ
て
い
る

望
む
ら
く
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
埋
ま
り
た
い
　

8

◆

手
紙

田
村
周
平

ご
手
紙
と
汽
車
が
な
く
な
っ
て

歌
謡
曲
の
世
界
も
寂
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

遺
伝
子
工
学
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

ぼ
く
ら
の
暮
ら
し
も
味
気
な
い

シ
ュ
ー
と
出
て
ゴ
ト
ン
と
止
ま
る

汽
車
の
響
き
は
遠
い
け
れ
ど

手
紙
は
残
っ
て
い
る

ぼ
く
の
机
の
中
に
　
　

車
窓
か
ら
見
え
る
木
々
に

紅
い
葉
が
目
立
ち
は
じ
め
ま
し
た

君
の
話
す
言
葉
が
文
字
に
な
っ
て

ぼ
く
に
届
け
ら
れ
る

文
字
を
読
ん
で

君
の
声
を
思
い
浮
か
べ
る

五
十
年
が
過
ぎ
て
読
み
返
し
て
も

君
の
声
は
昔
の
ま
ま
だ

海
を
渡
っ
て
届
け
ら
れ

空
を
飛
ん
で
帰
っ
て
き
た

日
付
変
更
線
を
二
度
越
え
た

手
紙
を
読
ん
で
い
る

古
い
紙
の
匂
い
と
古
い
時
の
香
り

千
の
物
語
よ
り
心
踊
る
物
語

も
う
異
国
の
生
活
に
慣
れ
ま
し
た
か

異
国
の
生
活
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
今
な
ら

ど
ん
な
返
事
を
書
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
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還
ら
ぬ
者

の
声
と
気
配

を
待
つ
の
は

な
み
な
み
と

茂
っ
た

常
緑
樹
の
老
木
の

う
ろ
に

ひ
そ
や
か
に
隠
れ

詩
人
た
ち
に
も

風
た
ち
に
も

見
つ
か
ら
ず

煩
悶

は
に
か
み

跛
行

し
な
が
ら

く
ぐ
も
り
つ
づ
け
れ
ば

い
い
の
か

い
や

そ
れ
と
も

積
み
重
な
っ
た

赤
レ
ン
ガ
の

隙
に

い
つ
の
ま
に

挟
み
込
ま
れ
た

烏
羽
で
刻
ん
だ

詩
片
の

母
語
の

か
な
し
み
が

分
泌
さ
れ

月
の
影
が

遺
し
た

黒
々
の

息
吹
き
を

わ
た
し
と

あ
な
た
と

わ
た
し
た
ち
が

記
述

で
き
る
ま
で

待
て

と
い
う
の
か

そ
れ
と
も

里
風
を
運
ぶ

な
み
だ
河
の

河
川
敷
の

あ
ち
こ
ち
の

線
刻
石
を

震
え
な
が
ら

数
え

ふ
る
さ
と
の

少
女
た
ち
の

耳
た
ぶ
を

赤
く
そ
め
た

冬
の
精
気
を

小
函
に

い
く
つ
も
い
く
つ
も

封
じ
込
め

宙
の
蓋
を

捜
し
求
め
る

あ
な
た
の

遠
く
を
み
つ
め
る

ま
な
ざ
し
を

う
け
と
め
る
ま
で

こ
こ
を

動
く
な

わ
た
し
に

樹
木
に
な
れ

と
い
う
の
か

あ
る
い
は

い
ま
の
わ
た
し
に

ま
と
わ
り
つ
く

日
々
の

灰
青
そ
し
て
利
休
鼠
の

パ
ト
ス
ど
も
に

顔
を
背
け
な
が
ら
も

是
認
し
て
し
ま
う

日
常
の
さ
な
か
に

ぽ
ち
ぽ
ち

生
起
し
て

理
に
あ
ら
が
う

な
に
か

そ
う
　
な
に
か
を

外
套
の

ポ
ケ
ッ
ト
に

入
れ
る
と
し
て
も

根
治
し
な
い

叙
情
を

手
持
ち
無
沙
汰
に

ぶ
ん
ぶ
ん

振
り
回
し

星
と
星
と
の

い
さ
か
い
を

沈
思
す
る
こ
と
な
く

れ
ん
こ
ん
畑
を

鳴
ら
な
い

口
笛
を
吹
き
な
が
ら

歩
き
つ
づ
け
て

到
達
し
た
果
て
は

昼
ざ
れ
の

鍵
を
も
と
な
い

少
年
の

玄
関
前
の
絶
望

で
あ
っ
た
こ
と
を

語
り
か
け
る

他
者
が

み
つ
か
る
ま
で

あ
な
た
は

現
れ
よ
う
と

し
な
い
の
か

◆

黙
雷
の
ま
に
ま
に
　

大
橋
愛
由
等

10

◆
  石
灯
籠

中
嶋
康
雄

石
灯
籠
を
久
し
ぶ
り
に
撫
で
て
み
る

苔
が
座
っ
て
読
経
し
て
い
る

つ
ま
ら
な
い
嘘
を
い
っ
ぱ
い
つ
か
れ
る
の
で

だ
ま
さ
れ
や
す
い
ふ
り
を
し
て

振
込
手
数
料
も
じ
ぶ
ん
も
ち
の
ふ
り
を
し
て

地
面
に
見
境
が
落
ち
て
ゆ
く

蝉
の
穴
が
あ
る

若
い
蝉
が
出
て
く
る
の
で

ダ
ン
ス
を
申
し
込
む
と

い
や
い
や
と
尻
を
ふ
ら
れ
る

羅
列
を
払
う
と

こ
れ
じ
ゃ
あ
少
な
い
と
見
下
さ
れ

や
っ
ぱ
り
い
や
い
や
と
尻
を
ふ
ら
れ
る

む
り
や
り
強
く
ぶ
よ
ぶ
よ
の
蝉
の
前
足
を
握
る
瞬
間

体
の
中
の
余
分
な
水
分
で
攻
撃
さ
れ
る

余
分
が
臭
う

余
談
ま
み
れ
の
び
し
ょ
濡
れ
を
石
灯
籠
に
わ
ら
わ
れ
る

石
灯
籠
の
屋
根
の
部
分
も
ひ
び
割
れ
て
い
る

ひ
び
の
中
に

蛾
が
棲
ん
で
い
る

蛾
の
体
は
銀
白
の
和
毛
で
び
っ
し
り
覆
わ
れ
て
い
る

中
で
死
ん
だ
テ
レ
ビ
画
面
が
発
光
し
て
い
る

電
子
乳
牛
を
飼
い
な
が
ら
発
光
し
て
い
る

ふ
さ
ふ
さ
の
蛾
の
頭
を
撫
で
な
が
ら

石
灯
籠
と
冷
め
た
お
茶
を
飲
ん
で
い
る

縁
側
の
板
も
腐
っ
て
か
び
が
は
え
て
い
る

か
び
が
胞
子
を
発
行
し
て
い
る

胞
子
が
お
も
ち
ゃ
を
欲
し
が
っ
て
い
る

お
店
は
と
っ
く
の
昔
に
閉
ま
っ
て
い
る

商
店
街
は
と
っ
く
の
昔
に
廃
れ
て
い
る

商
店
街
の
入
り
口
の
百
円
シ
ョ
ッ
プ
も
閉
ま
っ
た
ま
ま
で

シ
ャ
ッ
タ
ー
に
新
規
再
オ
ー
プ
ン
の
告
知
の
紙
が

破
れ
て
黄
ば
み
か
け
て
い
る

石
灯
籠
と
冷
め
た
お
茶
を
ま
だ
飲
ん
で
い
る

湯
呑
み
に
は
漢
字
で
魚
の
名
前
が
並
ん
で
い
る

す
こ
し
だ
け
上
の
部
分
が
欠
け
て
い
る

大
阪
の
鮨
屋
か
ら
黙
っ
て
持
っ
て
帰
っ
た

鮨
屋
の
お
や
じ
を
思
い
出
す

「
お
互
い
に
も
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
し
な
あ
」

暇
な
の
で
そ
こ
に
い
る
蛾
に
も
話
し
か
け
る

「
お
ま
え
は
み
た
こ
と
も
な
い
珍
し
い
蛾
だ
が

嫁
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
み
つ
け
る
の
か
」

蛾
は
な
に
も
答
え
な
い

「
こ
ん
ど
人
に
戻
っ
た
ら
踏
ん
づ
け
て
や
る
」

蛾
が
ま
だ
黙
っ
て
じ
っ
と
し
て
い
る

「
お
ま
え
み
た
い
な
や
つ
が

い
つ
で
も
い
ち
ば
ん
損
を
す
る
の
だ
」

唾
を
吐
き
捨
て
る
が
唾
が
な
い

石
灯
籠
の
脚
の
さ
き
の
む
ず
が
ゆ
い
部
分
も

土
に
溶
け
て
し
ま
っ
た
の
か

み
み
ず
が
食
べ
て
し
ま
っ
た
の
か

石
灯
籠
も
傾
い
て
い
る

屋
敷
も
も
っ
と
傾
い
て
い
る

加
賀
の
匠
に
わ
ざ
わ
ざ
頼
ん
で

入
念
に
手
を
入
れ
た
の
だ
が

朽
ち
る
の
だ
け
は
は
や
い
ら
し
い

屋
根
裏
の
白
蛇
も

抜
け
殻
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
し

壁
の
土
も
落
ち
て
い
る

落
ち
た
へ
こ
み
の
隅
っ
こ
に

不
吉
な
蛹
が
く
っ
つ
い
て
い
る

随
分
固
い
蛹
で

い
つ
ま
で
経
っ
て
も
か
え
ら
な
い
ま
ま
く
っ
つ
い
て
い
る

ほ
こ
り
で
白
く
な
っ
て
い
る

「
お
ま
え
み
た
い
な
や
つ
が
い
る
か
ら

よ
け
い
み
す
ぼ
ら
し
い
ん
だ
」

じ
っ
と
し
た
ま
ま
蛹
が
こ
た
え
る

「
お
ま
え
の
墓
に
く
っ
つ
い
て
や
る
か
ら

場
所
を
教
え
ろ
」

下
を
向
い
て
黙
っ
て
い
る
と

蛾
が
石
灯
籠
に
墓
の
場
所
を
き
い
て
い
る

少
し
う
し
な
っ
て

ま
た
少
し
う
し
な
っ
て

ま
た
少
し
う
し
な
っ
て

ま
た
少
し
う
し
な
っ
て

そ
う
い
う
ふ
う
に
う
し
な
い
つ
づ
け

も
う
ず
い
ぶ
ん
う
し
な
っ
て
い
る
か
ら

今
だ
け
は

石
灯
籠
も

忘
れ
た
ふ
り
を
し
て
く
れ
る
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益
田
っ
こ
通
信

元�
�
�

正
章

▼
38
号
／
「
い
ひ
お
ほ
せ
て
何
か
あ
る
」
〈
2020.03〉

先
般
、
高
校
同
期
会
開
催
の
案
内
（
２
年
に
一
度
）
が
届
い
た
折
、
物
故
者
が
57

名（
４
０
０
名
中
）と
い
う
数
字
が
目
に
入
り
ま
し
た
。73
歳
を
迎
え
よ
う
と
し
て
、

す
で
に
約
15
％
も
の
同
期
生
が
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
に
、
少
な
か
ら
ず
唖

然
と
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
当
然
よ
く
知
っ
た
者
も
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
な

ぜ
鬼
籍
に
入
っ
た
も
の
か
そ
の
理
由
は
分
か
ら
ず
と
も
、
他
人
事
に
は
思
え
ま
せ

ん
で
し
た
。い
ず
れ
は
、私
も
そ
の
中
の
一
員
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う

が
、
な
ぜ
、
そ
れ
が
彼
・
彼
女
で
あ
っ
て
、
私
で
は
な
い
の
か
、
答
え
は
出
そ
う
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
問
い
は
、か
つ
て
妻
の
公
子
が
突
然
死
し
た
時
の
素
朴

な
疑
問
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
〝
神
の
計
ら
い
〟
と
言
う
に
は
、
か
え
っ
て
神
を
冒
涜

し
て
い
る
こ
と
に
も
な
り
、
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
と
め
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。振
り
返
り
み
れ
ば
、交
通
事
故
な
ど
、い
く
た
び
危
険
な
目
に
遭
っ
た
こ
と
か
。

な
の
に
、
今
も
こ
う
し
て
生
か
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

「
い
ひ
お
ほ
せ
て
何
か
あ
る
」（
芭
蕉
）。「
言
い
尽
く
し
た
か
ら
と
て
、
そ
れ
が
い

っ
た
い
何
に
な
ろ
う
か
」。
さ
り
と
て
「
秘
す
れ
ば
花
」
と
い
う
の
で
も
な
く
、「
何

も
言
わ
ぬ
こ
そ
、
あ
わ
れ
な
り
」
と
、
ふ
と
思
わ
な
い
で
も
な
い
の
だ
が
、
や
た
ら

に
饒
舌
ぶ
っ
て
い
る
昨
今
の
自
分
で
も
あ
り
ま
す
。

「
死
ぬ
こ
と
は
、誰
か
の
心
の
中
で
生
き
続
け
る
こ
と
」（
朝
日
新
聞
２
０
１
８
年

11
月
29
日
号
）。
こ
れ
は
、「
樹
木
希
林
さ
ん
が
、
友
と
交
わ
し
た
こ
と
ば
」
の
表
題

で
す
。
文
中
、「
役
立
つ
人
だ
け
が
い
い
の
で
は
な
い
。
困
ら
せ
る
人
は
己
を
磨
く

上
で
必
要
だ
」
と
あ
り
、
そ
れ
は
、
釈
迦
に
と
っ
て
は
提
婆
達
多
、
イ
エ
ス
に
と
っ

て
は
ユ
ダ
に
当
た
ろ
う
。
で
は
、
皆
様
方
に
と
っ
て
は
…
…
…
。

（
編
集
部
註
／
こ
の
「
益
田
っ
こ
通
信
」
は
、
島
根
県
益
田
市
に
あ
る
日
本
基
督
教
団
益
田
教
会
の
牧

師
で
あ
る
元
正
章
氏
が
月
間
で
発
信
し
て
い
る
ハ
ガ
キ
通
信
を
転
載
し
た
も
の
で
す
〉

12

◆

動
か
な
い
浄
化

高
谷
和
幸

太
陽
の
フ
レ
ア
光
線
が
降
り
注
ぐ
裾
の
部
分
。
車
窓
へ

と
丘
と
運
河
が
近
づ
き
離
れ
て
い
っ
た
。
「
ド
ン
」
。

ゲ
ー
ト
が
開
く
音
が
す
る
。
あ
な
た
を
後
ろ
か
ら
眺
め

て
い
た
わ
た
し
に
と
っ
て
「
別
の
世
界
に
い
る
あ
な

た
」
が
、
崖
っ
ぷ
ち
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
て
、
「
あ

の
排
出
口
が
開
い
て
か
ら
す
べ
て
が
始
ま
っ
た
」
。
木

製
の
玉
が
転
が
し
だ
し
て
、
落
ち
て
い
く
玉
の
重
さ
が

音
階
の
ひ
と
つ
の
音
の
一
つ
を
奏
で
て
い
た
。
背
中
を

向
け
た
あ
な
た
に
は
、
も
う
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
け

れ
ど
、
白
い
化
粧
で
覆
わ
れ
た
裏
側
で
内
蔵
管
の
め
く

れ
た
穴
か
ら
乱
れ
た
周
波
数
の
歌
を
聞
い
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
「
そ
う
だ
、
ス
パ
イ
ラ
ル
」
落
ち
て
い

く
も
の
が
ぶ
つ
か
り
、
こ
す
れ
あ
っ
て
音
を
出
し
て
い

る
。
あ
な
た
の
筐
体
に
天
使
の
小
さ
な
羽
根
が
生
ま
れ

て
、
渦
が
吸
い
込
ま
れ
る
底
か
ら
羽
ば
た
か
せ
て
い

た
。
「
沈
む
こ
と
は
浮
か
び
上
が
る
こ
と
」
が
、
あ
な

た
の
仕
組
ん
だ
ほ
ん
と
う
の
虚
構
だ
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
サ
ピ
エ
ン
ス
（
賢
者
）
の
パ
ン
ツ
を
洗
う
。
二

〇
万
年
前
に
東
ア
フ
リ
カ
の
部
族
の
片
隅
に
あ
っ
た

「
そ
の
箱
」
は
セ
ッ
ト
さ
れ
た
時
間
に
ス
タ
ー
ト
し

て
、
あ
な
た
の
穢
れ
た
も
の
を
浄
化
す
る
。
始
ま
り
も

終
わ
り
も
な
い
、
指
先
で
延
ば
し
て
、
フ
レ
ア
光
線
を

平
坦
に
さ
ら
す
た
め
に
。
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湾
を
め
ぐ
る

高
木
敏
克

阪
神
電
車
で
わ
た
し
は
目
を
閉
じ
た
ま
ま
読
書
し
て
い
る
夢
を
見
て
い
る
。

し
っ
か
り
と
活
字
を
追
い
な
が
ら
物
語
の
展
開
に
身
を
任
せ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
す
で
に
夢
で
あ
っ
た
。
夢
は
小
説
を
塗
り
か
え
必
ず
行
き
詰
っ
て
悪
夢

に
な
る
。
抜
け
道
の
な
い
苦
し
み
か
ら
目
が
覚
め
る
と
再
び
本
を
読
み
は
じ
め

る
の
だ
が
、
小
説
な
の
か
夢
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
確
か
な
こ
と
は
わ
た
し
が

阪
神
電
車
の
中
で
小
説
を
読
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
だ
。
だ
が
書
か
れ
て
も
い
な

い
こ
と
を
夢
の
中
で
読
み
、
書
か
れ
た
こ
と
を
目
覚
め
て
読
み
ゆ
く
う
ち
に
、

わ
た
し
は
夢
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
気
が
つ
い
た
。
夢
の
中
に

い
る
わ
た
し
は
も
う
何
処
に
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
わ
た
し
は
読
者
な
の
か

作
者
な
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
読
ん
で
書
い
て
い
る
。

夢
の
中
で
は
意
味
の
な
い
着
信
音
ま
で
な
ん
ら
か
の
意
味
を
持
ち
は
じ
め

る
。
ど
こ
か
で
携
帯
の
着
信
音
が
鳴
り
は
じ
め
て
、
ホ
ン
マ
ニ
ア
ン
タ
タ
チ
ア

ホ
チ
ャ
ウ
ノ
と
聞
こ
え
た
。
こ
の
明
る
す
ぎ
る
海
辺
の
乱
反
射
の
光
と
音
が
錯

乱
の
原
因
だ
。
過
剰
な
記
憶
が
物
語
の
反
乱
を
も
た
ら
す
の
だ
。
わ
た
し
は
寝

て
も
醒
め
て
も
過
剰
な
物
語
と
固
有
名
詞
に
う
な
さ
れ
つ
づ
け
る
老
人
で
あ

る
。
働
き
す
ぎ
が
病
気
の
原
因
で
、
な
に
し
ろ
大
都
会
の
大
企
業
に
勤
め
た
わ

た
し
は
勝
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
き
く
複
雑
な
も
の
が
小
さ
く
単
純
な
も

の
に
必
ず
勝
つ
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
セ
オ
リ
ー
な
の
だ
か
ら
。
都
会
は
地

方
に
、
大
企
業
は
小
企
業
に
、
国
家
は
国
民
に
大
き
く
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
の
構

築
で
勝
つ
。
複
雑
で
巨
大
な
シ
ス
テ
ム
は
個
人
に
は
理
解
で
き
な
い
。
つ
ま
り

個
人
は
シ
ス
テ
ム
の
複
雑
さ
に
騙
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
の
だ
。

海
岸
線
の
湾
曲
に
気
づ
く
の
は
自
宅
に
帰
る
時
で
あ
る
。
職
場
を
出
て
北
西

に
向
か
う
と
や
が
て
山
脈
の
闇
の
重
さ
を
感
じ
る
。
山
は
重
す
ぎ
て
そ
の
引
力

に
引
か
れ
て
わ
た
し
は
帰
宅
す
る
の
だ
。
山
の
闇
は
山
の
影
で
は
な
く
質
量
の

闇
で
あ
る
。
隆
起
し
た
マ
グ
マ
が
静
か
に
冷
め
な
が
ら
固
ま
る
暗
黒
が
い
つ
も

む
こ
う
に
見
え
る
か
ら
六
甲
山
の
昔
の
読
み
方
は
む
こ
山
で
武
庫
山
と
も
書
く

と
か
、
夜
に
な
る
と
海
鼠
の
山
の
目
が
開
く
と
か
、
高
取
山
で
は
闇
を
登
る
タ

コ
が
取
れ
た
の
で
タ
コ
と
り
山
だ
と
か
、
山
の
上
ま
で
漁
師
が
住
ん
で
い
た
証

拠
み
た
い
だ
。

陽
が
落
ち
る
と
山
は
闇
を
孕
み
平
野
に
も
海
の
中
に
も
わ
た
し
は
溺
れ
は
じ

め
る
。
「
わ
た
し
の
中
に
も
闇
が
あ
る
か
ら
溺
れ
て
」
と
巨
大
な
シ
ス
テ
ム
が

い
う
か
ら
わ
た
し
の
闇
も
は
み
出
し
て
湾
岸
を
這
い
は
じ
め
る
。
わ
た
し
の
生

み
の
親
は
や
は
り
こ
の
闇
で
あ
り
母
胎
回
帰
の
祈
り
が
こ
の
湾
を
め
ぐ
る
通
勤

な
ん
で
す
と
応
え
よ
う
と
し
た
ら
巨
大
シ
ス
テ
ム
が
支
配
す
る
会
社
の
着
信
音

が
ま
た
車
内
に
響
き
渡
っ
た
。
ホ
ン
マ
ニ
ア
ン
タ
タ
チ
ア
ホ
チ
ャ
ウ
ノ

こ
れ
は
人
間
を
あ
ざ
け
続
け
る
巨
大
シ
ス
テ
ム
の
本
音
の
言
葉
な
の
か
。

わ
た
し
の
目
覚
め
る
方
向
は
テ
レ
ビ
の
あ
る
明
る
い
都
会
の
日
常
で
な
い
。

あ
の
帰
る
べ
き
六
甲
山
の
古
代
人
の
呼
び
方
は
も
し
か
し
た
ら
「
向
こ
う
闇
」

か
も
し
れ
な
い
。

湾
を
め
ぐ
る
と
見
え
て
く
る
。
墳
墓
群
が
夕
焼
け
で
黄
金
に
輝
く
対
岸
か
ら

見
れ
ば
大
都
会
の
大
阪
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
墓
場
び
っ
し
り
と
立
ち
並
び
、

そ
の
果
て
に
夕
日
の
逆
光
の
中
で
六
甲
山
の
闇
が
黒
い
夢
の
掛
け
布
団
を
持
ち

上
げ
て
わ
た
し
を
待
っ
て
い
る
の
か
。

14

大
西
隆
志

小
さ
な
山
容
が
浮
く

船
も
電
車
も
言
葉
も

目
の
前
に
形
容
さ
れ

西
へ
進
み
ゆ
く
の
は

願
い
を
胸
に
し
た
人

波
形
の
書
籍
に
託
す

歩
い
た
痕
跡
を
記
す

物
語
に
あ
ら
わ
れ
る

動
物
の
来
歴
を
頼
み

星
の
配
置
を
地
上
に

枝
の
旋
律
が
墜
ち
る

無
文
字
の
人
た
ち
が

唇
を
震
わ
せ
て
い
る

森
の
散
歩
者
の
瞳
に

飛
び
ま
わ
る
蜜
蜂
と

ゆ
っ
く
り
進
む
季
節

西
に
ひ
ろ
が
る
海
に

浮
か
べ
る
の
は
虹
箱

入
っ
て
い
た
の
雨
滴

少
女
が
飼
っ
て
い
た

水
蛇
の
去
っ
た
後
に

残
さ
れ
た
時
間
に
は

指
差
し
な
が
ら
瞑
想

草
が
風
に
靡
い
て
は

大
地
を
西
に
向
か
う

選
べ
る
こ
と
限
ら
れ

西
日
を
浴
び
た
斧
が

二
人
子
ど
も
を
奪
う

貧
し
さ
に
き
ざ
ま
れ

西
で
鳴
く
啄
木
鳥
は

光
と
闇
を
つ
き
だ
す

廃
れ
た
都
を
離
れ
て

隘
路
を
進
む
自
由
へ

◆

西
へ
、
西
を
指
差
し
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モ
ー
ス
や
サ
ー
リ
ン
ズ
と
い
っ
た
文
化
人
類
学
者
が
積
み
重
ね
て

き
た
太
平
洋
諸
国
に
お
け
る〈
王
権
論
〉に
関
す
る
研
究（「
贈
与
論
」）

に
つ
い
て
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
奄
美
に
ひ
き
つ
け

て
考
え
て
み
た
。

こ
れ
は
F
M
わ
ぃ
わ
ぃ
奄
美
専
門
チ
ャ
ン
ネ
ル「
南
の
風
」の
三
月

分
の
番
組
で
、「
令
和
時
代
と
王
権
論
を
考
え
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
の

も
と
、
山
中
速
人
・
関
西
学
院
大
学
教
授
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
語
り
合

う
こ
と
の
打
ち
合
わ
せ
の
な
か
で
、
山
中
氏
が
モ
ー
ス
に
つ
い
て
言

及
し
た
い
と
事
前
に
連
絡
が
あ
っ
た
。

モ
ー
ス
の
「
贈
与
論
」
の
骨
子
の
ひ
と
つ
は
、
①
〈
与
え
る
義
務
〉

②
〈
受
け
取
る
義
務
〉
③
〈
返
礼
の
義
務
〉
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
贈

与
は
交
換
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
近
世
に
お
け
る
薩
摩
藩
と

同
藩
が
実
効
支
配
し
て
い
た
奄
美
群
島
と
の
関
係
に
お
き
か
え
て
み

た
。ま

ず
そ
の
前
提
と
し
て
モ
ー
ス
が
考
え
る
こ
の
三
つ
の「
義
務
」を

記
述
し
て
み
よ
う
。

①
与
え
る
義
務
=与
え
る
の
を
拒
ん
だ
り
、
招

待
を
し
な
い
の
は
、
戦
い
を
宣
す
る
に
等
し
い
。

②
受
け
取
る
義
務
=贈
り
物
を
受
け
取
ら
な
か

っ
た
り
、
結
婚
に
よ
っ
て
連
盟
関
係
を
取
り
結
ば

な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
は
で
き
な
い
。
受
け
取
り

を
拒
む
の
は
、
返
礼
を
恐
れ
て
い
る
の
を
表
明
す
る
こ
と
に
も
つ
な

が
る
。

③
返
礼
の
義
務
=こ
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
と
、権
威
や
社
会
的
な

地
位
を
失
う
。
権
威
や
社
会
的
地
位
が
財
や
富
に
直
結
す
る
社
会
で

は
、
返
礼
が
激
し
い
競
争
を
も
た
ら
す
場
合
が
あ
る
。

さ
て
こ
れ
を
奄
美
に
適
用
し
て
み
よ
う
。そ
れ
は
、藩
政
期
に
お
け

る
奄
美
に
赴
任
し
た
薩
摩
藩
士
の
現
地
妻（
島
妻

�
�
�
�

）に
つ
い
て
の〈
性
〉

を
媒
介
に
し
た
贈
与
と
交
換
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
を
先
に
示
し
た

三
つ
の
〈
義
務
〉
に
あ
て
は
め
て
み
よ
う
。

①
与
え
る
義
務
／
島
津
軍
は
一
六
〇
九
年
に
奄
美
群
島
に
軍
事
侵

攻
。
琉
球
王
国
の
領
地
だ
っ
た
奄
美
群
島
を
実
効
支
配
す
る
こ
と
に

な
る
。統
治
の
た
め
に
薩
摩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
藩
士
に
対
し
て
、そ
の

任
期
中
に
、
シ
マ
側
に
対
し
て
、
島
妻

�
�
�
�

と
な
る
現
地
妻
を
要
求
し
た
。

こ
れ
は
シ
マ
側
か
ら
薩
摩
側
に〈
性
〉を
提
供
し
て
い
た
こ
と
に
な
る

が
、異
な
る
視
点
か
ら
み
る
と
、薩
摩
側
か
ら
す
れ
ば
支
配
者
と
し
て

の
地
位
を
シ
マ
側
に
顕
現
す
る
〈
=与
え
る
〉
こ
と
に
付
帯
す
る
行
為

の
ひ
と
つ
と
し
て
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

②
受
け
取
る
義
務
／
島
妻
の
提
供
は
薩
摩
側
か
ら
の
制
度
的
な
要

求
な
の
か
、
あ
る
い
は
慣
習
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
実
証
的
に
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
支
配
者
で
あ
る
薩
摩
側
か
ら

シ
マ
側
に
強
制
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
シ
マ
側
に
は
島
妻
を
提
供

す
る
こ
と
に
対
す
る
反
発
、
嫌
悪
が
根
強
か
っ
た
の
は
確
か
で
、「
む

ち
ゃ
加
那
節
（
奄
美
大
島
）」「
三
京
ぬ
後
（
徳
之
島
）」
な
ど
シ
マ
ウ

タ
に
も
歌
い
継
が
れ
て
い
る
。

③
返
礼
の
義
務
／
こ
の
藩
士
の
赴
任
期
間
に
生
ま
れ
た
男
子
は
、

任
期
が
終
わ
り
帰
藩
し
た
藩
士
の
も
と
に
ひ
き
と
ら
れ
郷
中
教
育
の

も
と
で
薩
摩
藩
士
と
し
て
育
て
ら
れ
る
。成
人
す
る
と
島
に
帰
り
、島

役
人
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
。
島
の
支
配
層
と
な
り

税
免
除
な
ど
と
い
っ
た
「
返
礼
」
の
特
典
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
増
殖
す
る〈
性
〉の
交
換
は
薩
摩
側
に
も
都
合
が
よ
か
っ

た
。つ
ま
り
薩
摩
が
奄
美
を
統
治

し
た
当
初
、島
を
統
治
す
る
支
配

層
は
、琉
球
王
家
と
つ
な
が
り
を

誇
り
と
す
る
ユ
カ
リ
ッ
チ
ュ（
由

緒
あ
る
家
系
）
が
占
め
て
い
た

が
、
そ
れ
を
薩
摩
系
の
支
配
層

（
島
役
人
）
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奄
美
の
統
治
が
し
や
す
く
な

る
と
い
う
効
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
同
時
に
奄
美
の
支
配
層
に
と

っ
て
も〈
島
妻
〉の
提
供
→
生
ま
れ
た
男
子
の
薩
摩
で
の
教
育
→
島
役

人
と
し
て
帰
島
す
る
こ
と
で
、
一
族
が
薩
摩
士
族
と
姻
戚
関
係
と
な

り
自
分
た
ち
の
支
配
者
と

し
て
の
権
能
が
さ
ら
に
補

強
さ
れ
る
と
い
う
実
利
が

付
帯
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
〈
性
〉
の
「
贈

与
」
と
「
交
換
」
を
媒
介
と

す
る
支
配
構
造
の
背
後
に

控
え
て
い
る
の
は
、
薩
摩

藩
の
藩
主
と
い
う〈
王
〉で

あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い

け
な
い
だ
ろ
う
。

古仁屋のウタシャたち

〈
性
〉
を
媒
介
に
し
た
薩
摩
と

奄
美
の
贈
与
と
交
換
の
関
係


