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『
文
体
史
零
年
』
の
た
め
の
序

―
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
文
体
か
ら

多
田
蔵
人一　

﹁
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
は
ど
ん
な
口
調
か

夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

の
『
吾わ
が

輩は
い

は
猫ね
こ

で
あ
る
』（
一
九
〇
五
年
一
月
〜
一
九
〇
六
年
八
月
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
断
続
掲
載
、
以
下
『
猫
』
と
も
略
す
）
を
読

ん
だ
人
は
、
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
あ
な
た
が
、
こ
の
小
説
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
に
作
品
の
特
徴
を
説
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
で
し
ょ
う
か
？

吾
輩
は
猫
で
あ
る
。（
一
）

　
猫
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
、
と
い
う
設
定
が
、
ま
ず
目
に
つ
く
で
し
ょ
う
。
こ
の
猫
は
学
生
（
書
生
）
は
人
間
の
な
か
で
も
一
番
獰

悪
な
種
族
ら
し
い
と
言
っ
た
り
人
間
の
顔
は
毛
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
な
く
て
ま
る
で
薬
缶
の
よ
う
だ
と
評
し
て
み
た
り
、
と
り
わ

け
自
分
を
飼
っ
て
い
る
主
人
（
苦
沙
弥
先
生
）
に
つ
い
て
は
さ
ん
ざ
ん
そ
の
短
所
を
あ
げ
つ
ら
い
な
が
ら
、
人
間
社
会
を
面
白
お
か
し

く
描
写
し
て
い
き
ま
す
。
人
間
に
対
す
る
猫
の
観
察
眼
の
切
れ
味
が
、
ま
ず
は
こ
の
作
品
の
魅
力
と
い
え
ま
す
。
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た
だ
し
「
猫
が
話
す
」
と
い
う
説
明
だ
け
で
は
、
右
の
一
文
の
も
つ
特
徴
を
説
明
し
つ
く
せ
な
い
こ
と
も
確
か
で
す
。
漱
石
の

時
代
に
は
、
た
と
え
ば
一
円
札
が
「
吾わ
れ

等ら

の
貌か
ほ

を
見み

た
る
時と
き

、
い
く
ら
か
喜よ
ろ
こ

ば
ぬ
も
の
は
稀ま
れ

な
れ
ば
な
り
」（
坪つ

ぼ

内う
ち

逍
し
よ
う

遙よ
う

『
壱い

ち

円え
ん

紙し

幣へ
い

の
履り

歴れ
き

ば
な
し
』
一
八
九
〇
）
と
話
し
た
り
時
計
の
振
り
子
が
「
天て
ん

下か

恐お
そ

ら
く
吾お
れ

ほ
ど
働は
た
ら

く
も
の
は
ま
た
と
あ
る
ま
い
」（
泉

い
ず
み

鏡
き
よ
う

花か

『
八は

ち

万ま
ん

六ろ
く

千せ
ん

四よ
ん

百
ひ
や
く

回か
い

』
一
八
九
五
）
と
ぼ
や
い
た
り
、
あ
る
い
は
犬
が
「
四よ

つ
足あ
し

の
俺お
れ

に
咄は
な

し
て
聞き

か
せ
る
や
う
な
履り

歴れ
き

が
あ
る
も
ん
か
」

（
内う

ち

田だ

魯ろ

庵あ
ん

『
犬い

ぬ

物も
の

語が
た
り』
一
九
〇
二
）
と
文
句
を
言
っ
た
り
す
る
作
品
を
い
く
つ
か
拾
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

　
さ
か
の
ぼ
れ
ば
山さ
ん

東と
う

京き
よ
う

伝で
ん

『
御
ご
ぞ
ん
じ
の存

商し
よ
う

売ば
い

物も
の

』（
天
明
二
／
一
七
八
二
年
）
や
曲
き
よ
く

亭て
い

馬ば

琴き
ん

『
昔
む
か
し

語が
た
り

質し
ち

屋や
の

庫く
ら

』（
文
化
七
／
一
八
一
〇
、
以

上
二
点
は
古
道
具
た
ち
の
談
話
）、
都つ

賀が

庭て
い

鐘し
よ
う「

雲う
ん

魂こ
ん

雲う
ん

情じ
や
うを

語か
た
つ

て
久ひ
さ

し
き
を
誓ち
か

う
話こ
と

」（
明
和
三
／
一
七
六
六
『
繁

し
げ
し
げ

野や

話わ

』
巻
一
、
雲
の
談

話
）
な
ど
、
人
間
以
外
の
動
物
や
モ
ノ
が
話
し
は
じ
め
る
設
定
自
体
は
江
戸
後
期
の
文
学
に
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。『
猫
』
が
言

及
す
る
ホ
フ
マ
ン
『
牡お
す

猫ね
こ

ム
ル
の
物も
の

語が
た
り』
や
、『
猫
』
と
近
い
時
期
に
翻
訳
が
出
た
フ
ル
ー
ド
『
猫ね
こ

の
哲て
つ

学が
く

』（J. A
. Froude, The C

at’s 

Pilgrim
age, 1870. 

戸と

澤ざ
わ

藐は

姑こ

射や

訳
『
浮う

き

世よ

の
旅た

び

』
一
九
〇
三
）
な
ど
、
猫
が
話
す
話
も
あ
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
フ
ル
ー
ド
の
作
品
は
次
の

よ
う
な
一
節
に
は
じ
ま
る
、
な
か
な
か
愉
快
な
小
説
で
す
。

「
か
う
し
て
日ひ

を
送お
く

る
の
も
至し

極ご
く

結け
つ

構か
う

さ
」、
一
匹ぴ
き

の
猫ね
こ

が
大お
ほ

欠あ

伸く
び

で
、
暖だ
ん

炉ろ

の
鉄て
つ

欄ら
ん

へ
寄よ

り
か
ゝ
る
様や
う

に
、
伸の

び
を
し
な
が
ら
、

か
う
云い

つ
た
、「
併し
か

し
、
つ
ま
ら
な
い
、
是こ
れ

が
何な
ん

の
役や
く

に
立た

つ
だ
ら
う
ね
」（『
猫
の
哲
学
』）

　
猫
そ
の
他
の
動
物
や
モ
ノ
が
語
る
小
説
は
、
明
治
時
代
に
は
珍
し
く
な
い
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
も
う
一
度
冒
頭
の
一
文
を
ど

う
説
明
す
る
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

吾
輩
は
猫
で
あ
る
。（
一
）
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た
ぶ
ん
こ
の
小
説
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
猫
の
喋
り
か
た
、「
吾
輩
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
づ
か
い
に
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
文
は
た
と
え
ば
「
私
は
猫
で
す
」
と
書
き
は
じ
め
て
も
よ
か
っ
た
し
、「
己お
れ

は
猫
だ
」
で
も
「
わ
し
は
猫
じ
ゃ
」

で
も
「
妾わ
た
し

は
猫
よ
」
で
も
別
に
か
ま
わ
な
い
わ
け
で
す
（「
妾

わ
た
し

」
は
明
治
期
の
女
性
一
人
称
に
よ
く
使
わ
れ
た
表
記
）。
実
際
、『
猫
』
に
登
場

す
る
他
の
猫
は
「
己
れ
は
車
屋
の
黒
よ
」
と
か
「
あ
た
し
嬉
し
い
わ
」（
三
毛
子
）
の
よ
う
な
言
葉
を
使
っ
て
お
り
、
人
間
た
ち
の
人

称
表
現
や
文
末
詞
に
は
さ
ら
に
多
く
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
猫
同
士
の
自
己
紹
介
に
も
「
吾
輩
は
猫
で

あ
る
」
と
喋
っ
て
い
る
苦
沙
弥
先
生
の
猫
は
、
い
く
つ
か
の
あ
り
う
る
言
葉
づ
か
い
の
な
か
か
ら
「
吾
輩
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う
口

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

調0

―0
文
体
0

0

―0
を
選
ん
で
使
う
猫
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
え
る
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
「
吾
輩
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う
口
調
は
、
ど
ん
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
言
葉
と
し
て
説
明
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う

か
？
　
国
文
学
研
究
資
料
館
の
三
年
間
に
わ
た
る
共
同
研
究
「
近
代
文
学
に
お
け
る
文
例
集
・
実
作
・
文
学
読
者
層
の
相
関
の
研
究
」

（
二
〇
二
二
〜
二
〇
二
四
年
度
）
の
成
果
と
な
る
、『
文
体
史
零
年

―
文
例
集
が
映
す
近
代
文
学
の
ス
タ
イ
ル
』
と
い
う
こ
の
論
文
集

の
水
先
案
内
人
と
し
て
は
、
ま
ず
は
「
吾
輩
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う
文
体
に
つ
い
て
、
文
例
集
を
使
っ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
の
分
析
を
通
じ
て
、
こ
の
論
文
集
が
あ
つ
か
う
「
文
例
集
」
の
種
類
や
研
究
上
の
役
割
を
、
少
し
で
も
説
明
で
き
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

　『
猫
』
の
解
説
に
は
と
き
ど
き
、「
吾
輩
」
と
い
う
一
人
称
は
政
治
家
や
軍
人
の
演
説
で
使
わ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言

葉
は
も
と
は
一
人
称
複
数
表
現
で
現
在
の「
わ
れ
わ
れ
」
に
近
い
意
味
が
あ
り（
ブ
リ
ン
ク
リ
ー
他
編『
和
英
大
辞
典
』一
八
九
六
で
は「W

agahai

（
我
輩
）,pron. W

e.

」）、の
ち
に
一
人
称
単
数
表
現
に
転
用
さ
れ
ま
し
た（
一
九
〇
九
年
の
井
上
十
吉『
新
訳
和
英
辞
典
』で
は「W

agahai

（
我
輩
）,pron. 

W
e;I.

」）。
し
か
し
実
際
に
演
説
家
た
ち
が
一
人
称
単
数
の
「
吾
輩
」
を
頻
繁
に
用
い
た
か
と
い
え
ば
ち
ょ
っ
と
微
妙
で
、
た
と
え
ば

『
陸り
く

海か
い

軍ぐ
ん

人じ
ん 

送そ
う

迎げ
い

演え
ん

説ぜ
つ

模も

範は
ん

』（
一
九
〇
〇
）
と
い
う
本
に
あ
が
る
演
説
例
の
一
人
称
は
ほ
ぼ
「
小
生
」「
私
」「
余
」「
野や

生せ
い

」「
不
肖
」（
文
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末
は
す
べ
て
「
で
あ
り
ま
す
」
調
）。
九
六
例
挙
が
る
演
説
例
の
う
ち
「
我
輩
」
を
一
度
で
も
用
い
る
の
は
「
入
営
を
祝
す
る
演
説 

其
三
」

と
「
同
答
辞
の
演
説 

其
一
」
の
二
例
の
み
で
す
。『
猫
』
で
寒
月
君
が
練
習
す
る
演
説
は
「
私
」
と
「
で
す
・
ま
す
」
調
、
苦
沙
弥

の
姪
・
雪
江
が
紹
介
す
る
八
木
独
仙
の
演
説
は
「
私
」
と
「
ご
ざ
り
ま
す
」
調
で
し
た
。
実
際
の
表
現
の
場
で
は
、「
吾
輩
」
は
か

な
り
肩
を
そ
び
や
か
し
た

―
あ
る
い
は
滑
稽
な
感
じ
を
与
え
る

―
調
子
の
人
称
表
現
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
（
二ふ

た

葉ば

亭て
い

四し

迷め
い

『
浮う

き

雲ぐ
も

』
に
登
場
す
る
軽
薄
才
子
・
本
田
昇
は
、
し
ば
し
ば
ふ
ざ
け
て
「
我
輩
」
と
い
う
一
人
称
を
使
い
ま
す
）。

　
文
末
詞
「
で
あ
る
」
の
方
も
、
一
対
一
の
口
頭
表
現
で
は
あ
ま
り
使
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
「
で
す
」「
で
あ
り
ま
す
」
を
基
調
と

す
る
話
し
言
葉
で
も
、
事
実
な
い
し
演
説
者
に
と
っ
て
の
真
実
を
標
示
す
る
場
合
や
、
強
い
主
張
の
際
に
は
「
で
あ
る
」
が
使
わ

れ
ま
す
。「
吾
輩
は
〜
で
あ
る
」
調
の
演
説
の
名
手
だ
っ
た
伊い

藤と
う

博ひ
ろ
ぶ
み文

や
大お
お

隈く
ま

重し
げ

信の
ぶ

に
し
て
も
、
彼
ら
の
演
説
集
（『
伊い

藤と
う

侯こ
う

演え
ん

説ぜ
つ

集し
ゆ
う』

一
八
九
九
、『
大お

お

隈く
ま

伯は
く

演え
ん

説ぜ
つ

集し
ゆ
う』
一
九
〇
七
）
を
見
る
と
一
人
称
は
「
私
」、
文
末
詞
は
「
で
あ
り
ま
す
」
で
は
じ
ま
る
例
が
多
く
、「
吾
輩

は
〜
で
あ
る
」
は
し
ば
し
ば
、
演
説
が
核
心
に
迫
る
部
分
や
強
調
表
現
に
使
わ
れ
る
文
体
な
の
で
す
（
相
澤
正
夫
・
金
澤
裕
之
編
『
Ｓ
Ｐ

盤
演
説
レ
コ
ー
ド
が
ひ
ら
く
日
本
語
研
究
』（
二
〇
一
六
）
所
収
、
田
中
牧
郎
「
演
説
の
文
末
表
現
の
変
遷

―
明
治
時
代
か
ら
昭
和
10
年
代
ま
で
」
も
参

照
）。
し
た
が
っ
て
一
対
一
の
会
話
で
話
者
が
「
で
あ
る
」
を
文
末
詞
と
し
て
使
う
場
合
、
何
か
不
特
定
多
数
の
相
手
に
対
し
て
訴

え
か
け
て
い
る
よ
う
な
ト
ー
ン
を
帯
び
た
は
ず
で
す
。
こ
う
し
た
「
で
あ
る
」
の
出
現
条
件
を
よ
く
示
す
例
と
し
て
、
一
九
〇
八
年

三
月
一
四
日
、
第
二
三
回
帝
国
議
会
衆
議
院
本
会
議
第
一
五
号
の
速
記
録
よ
り
、
当
時
演
説
家
と
し
て
知
ら
れ
た
花は
な

井い

卓た
く

蔵ぞ
う

の
弁
論

を
引
い
て
お
き
ま
す
。

死
刑
廃
止
ノ
論
ハ
果
シ
テ
本
会
ニ
於
テ
御
採
用
ニ
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
或
ハ
疑
問
デ
ア
ル
カ
モ
存
ジ
マ
セ
ヌ
、併
ナ
ガ
ラ
私
ハ
﹇
略
﹈

必
ズ
請
願
委
員
会
ノ
決
議
通
ニ
今
日
ハ
迎
ヘ
ラ
ル
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
ル

0

0

0

ト
信
ズ
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
幸
ニ
御
賛
同
ヲ
得
ル
コ
ト

ガ
出
来
マ
シ
タ
ナ
ラ
バ
此
削
除
ノ
一
ツ
ダ
ケ
デ
刑
法
改
正
ノ
面
目
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
立
ツ
モ
ノ
デ
ア
ル

0

0

0

ト
私
ハ
信
ズ
ル
モ
ノ
デ
ア
0

0
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ル0

、

　
明
治
期
に
は
議
会
演
説
や
大
新
聞
の
論
説
な
ど
、公
的
な
文
章
は
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
文
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
漱
石
は
『
猫
』

の
単
行
本
出
版
の
際
に
タ
イ
ト
ル
表
記
を
『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
』
と
し
ま
し
た
（
た
だ
し
序
文
内
の
表
記
は
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」、
本
文
冒

頭
題
は
「
ワ
ガ
ハ
イ
ハ
ネ
コ
デ
ア
ル
」）
が
、
こ
の
表
記
も
本
文
の
公
文
書
め
い
た
調
子
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
。「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
掲
載
時

に
猫
の
一
人
称
を
「
余
」
と
し
た
箇
所
も
、
単
行
本
収
録
時
に
ほ
ぼ
「
吾
輩
」
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。「
吾
輩
は
」
と
「
で
あ
る
」

の
組
み
合
わ
せ
を
ほ
ぼ
全
篇
に
わ
た
っ
て
用
い
る
『
猫
』
の
文
体
は
、
明
治
期
に
新
し
く
登
場
し
た
「
演
説
」
形
式
の
な
か
で
も
飛

び
き
り
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
た
文
と
見
て
よ
い
よ
う
で
す
。

　
こ
こ
ま
で
和
英
辞
書
と
演
説
文
例
集
、
個
人
の
演
説
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
か
ら
、「
吾
輩
は
〜
で
あ
る
」
の
特
徴
を
見
て
き
ま
し
た
。

も
う
一
つ
、
語
学
学
習
書
も
の
ぞ
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
右
に
引
い
た
花
井
卓
蔵
の
速
記
録
を
ロ
ー
マ
字
で
『
日
本
口
語
文
典
』（A 

handbook of colloquial Japanese, 1907, 4th ed.
）
に
収
め
た
Ｂ
・Ｈ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、花
井
の
言
葉
づ
か
い
に
は
日
本
に
お
け
る
「
ヨ
ー

ロ
ピ
ア
ニ
ズ
ム
（Europeanism

）」
が
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。「
疑
問
デ
ア
ル
カ
モ
存
ジ
マ
セ
ヌ
」
は”I am

 aw
are that it 

m
ay be questionable,”

の
翻
訳
、花
井
が
自
分
の
信
念
を
伝
え
る
際
に
く
り
か
え
す「
ト
信
ズ
ル
」の
用
法
は
英
語
の”I believe”

や”I 
think”

か
ら
来
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
す
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
も
、
同
様
の
語
法
を
用
い
た
文
が
あ
り
ま
す
。

①
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。猫
の
癖
に
ど
う
し
て
主
人
の
心
中
を
か
く
精
密
に
記
述
し
得
る
か
と
疑
ふ
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
ん
が
、

此
位
な
事
は
猫
に
と
つ
て
何
で
も
な
い
。（
九
）

②
今
度
は
に
や
ご

く
と
や
つ
て
見
た
。
其
泣
き
声
は
吾
な
が
ら
悲
壮
の
音
を
帯
び
て
天
涯
の
遊
子
を
し
て
断
腸
の
思
あ
ら
し

む
る
に
足
る
と
信
ず
る
。（
十
）
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こ
れ
ら
の
ち
ょ
っ
と
新
し
い
語
法
に
は
、
読
者
の
予
測
を
超
え
る
展
開
に
つ
い
て
強
弁
し
た
り
、
漢
文
体
の
も
た
ら
す
緊
張
を
脱

臼
し
た
り
す
る
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。
①
は
、
猫
が
人
間
の
心
理
描
写
に
乗
り
出
す
第
九
章
の
重
要
な
一
節
。「
疑
ふ
も
の
が
あ
る

か
も
知
れ
ん
が
…
」
と
い
う
語
法
は
、
と
つ
ぜ
ん
人
の
心
理
を
読
み
は
じ
め
た
猫
が
「
吾
輩
は
是
で
読
心
術
を
心
得
て
居
る
」（
九
）

と
弁
明
す
る
、
小
説
の
構
成
上
は
ち
ょ
っ
と
苦
し
い
く
だ
り
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
②
は
直
前
に
あ
る
「
に
や
あ

く
と
甘
へ
る
如

く
、
訴
ふ
る
が
如
く
、
或
は
又
怨
ず
る
が
如
く
泣
い
て
み
た
」（
十
）
と
い
う
、
蘇そ

軾し
よ
く『

前ぜ
ん

赤せ
き

壁へ
き

賦の
ふ

』
の
「
怨
む
が
如
く
慕
う
が
如
く
、

泣
く
が
如
く
訴
う
る
が
如
し
」
を
も
じ
っ
た
文
と
あ
わ
せ
て
、
お
な
か
を
空
か
せ
た
自
分
の
鳴
き
声
を
漢
詩
の
語
彙
で
修
飾
し
た
箇

所
で
す
。
猫
の
声
を
漢
語
で
飾
り
た
て
た
あ
と
に
「
…
と
信
ず
る
」
と
い
う
語
が
続
く
こ
と
で
、
読
者
は
ど
う
も
そ
ん
な
大
層
な
声

で
は
な
さ
そ
う
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。
過
剰
に
重
々
し
く
語
っ
て
い
る
猫
の
語
り
口
は
、
作
中
の
構
成
上
、
あ
る
い
は
文
体
上
の
裂

け
目
を
ひ
ょ
い
と
渡
っ
て
み
せ
る
作
用
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
て
、
文
例
集
の
方
か
ら
文
体
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
で
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
内
在
し
て
い
た
試
み
が
見
え
て
く
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

―
こ
の
論
集
に
収
ま
る
論
考
の
筆
者
た
ち
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に

―
お
そ
ら
く
近
代
の
文
学
に

あ
る
程
度
共
通
す
る
試
み
で
も
あ
り
ま
し
た
。明
治
期
の
談
話
表
現
や
推
論
形
式
の
通
念
を
飛
び
こ
え
た
、
か
な
り
極
端
な
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
ス
ピ
ー
チ
の
言
葉
を
基
調
と
す
る
こ
の
小
説
は
、
近
代
に
む
ら
が
り
出
た
日
本
語
文
体
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
、
外
側
か
ら

眺
め
る
よ
う
な
〈
文
〉
を
模
索
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

二　
近
代
文
学
︑
文
体
の
ラ
ビ
リ
ン
ス

　『
猫
』
の
第
二
章
は
、
猫
が
「
吾
輩
は
新
年
来
多
少
有
名
に
な
つ
た
」
と
読
者
に
告
げ
て
は
じ
ま
り
ま
す
。
苦
沙
弥
先
生
の
家
に
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は
猫
を
描
い
た
年
賀
状
が
三
枚
舞
い
こ
み
、
そ
の
一
枚
に
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
を
見
る
に
、
猫
は
ど
う
も
、

苦
沙
弥
先
生
が
発
表
し
た
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
い
う
文
章
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

有
名
に
な
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。

　
こ
こ
に
は
、
作
品
の
ウ
チ
と
ソ
ト
の
境
界
を
攪
乱
し
て
い
く
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
戦
略
が
あ
り
ま
す
。『
猫
』
の
読
者
は
ま

ず
猫
が
苦
沙
弥
を
面
白
お
か
し
く
描
き
だ
す
文
章
を
読
む
わ
け
で
す
が
、
こ
の
「
猫
が
苦
沙
弥
を
描
く
文
章
」
は
苦
沙
弥
自
身
が
描

い
た
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
苦
沙
弥
の
文
章
に
つ
い
て
文
中
の
猫
が
ま
た
言
及
す
る

―
そ
れ
で
は
目
の
前
に
あ
る
「
吾
輩
は
猫
で
あ

る
」
と
い
う
文
章
は
、
誰
が
書
い
て
（
話
し
て
）
い
る
文
と
し
て
読
む
の
が
よ
い
の
か
。『
猫
』
は
こ
の
錯
綜
し
た
関
係
図
の
な
か
に
、

読
者
を
誘
い
こ
む
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
常
識
的
に
は
作
者
・
夏
目
漱
石
が
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
こ

の
作
品
に
は
夏
目
漱
石
に
そ
っ
く
り
な
「
送
籍
」
と
い
う
文
学
者
も
ま
た
登
場
し
て
い
て
、
情
報
の
起
源
を
め
ぐ
る
迷
宮
は
ま
す
ま

す
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
苦
沙
弥
先
生
は
文
章
だ
け
で
は
な
く
絵
で
も
、
猫
を
熱
心
に
「
写
生
」
す
る
存
在
で
し
た
。

不
図
眼
が
覚
め
て
何
を
し
て
居
る
か
と
一
分
許
り
細
目
に
眼
を
あ
け
て
見
る
と
彼
は
余
念
も
な
く
ア
ン
ド
レ
ア
・
デ
ル
・
サ
ル

ト
﹇
友
人
の
迷
亭
先
生
が
作
り
出
し
た
、
実
在
し
な
い
写
生
画
家
﹈
を
極
め
込
ん
で
居
る
。﹇
略
﹈
彼
は
彼
の
友
に
揶
揄
せ
ら
れ
た
る
結

果
と
し
て
ま
ず
手
初
め
に
吾
輩
を
写
生
し
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る
。（
一
）

　
迷
亭
に
そ
そ
の
か
さ
れ
た
苦
沙
弥
が
猫
を
「
写
生
」
し
、
猫
が
苦
沙
弥
そ
の
人
や
絵
の
出
来
ば
え
を
「
写
生
」
し
か
え
し
て
み
せ

る
場
面
で
す
。
苦
沙
弥
と
猫
の
主
客
関
係
の
複
雑
さ
は
、
猫
が
有
名
に
な
る
第
二
章
よ
り
も
前
か
ら
作
品
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
わ

け
で
す
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
作
品
の
構
造
は
「
写
生
」
を
め
ぐ
る
だ
ま
し
絵
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
で

し
ょ
う
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
連
載
さ
れ
た
雑
誌
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
は
、
漱
石
の
友
人
の
正ま
さ

岡お
か

子し

規き

が
提
唱
し
た
「
写
生
文
」
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の
欄
が
、
継
続
的
に
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。『
猫
』
に
は
対
象
を
精
緻
に
把
握
す
る
「
写
生
文
」
の
方
法
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
そ

れ
を
超
え
出
て
ゆ
こ
う
と
す
る
よ
う
な
文
言
が
あ
り
ま
す
。

二
十
四
時
間
の
出
来
事
を
洩
れ
な
く
書
い
て
、
洩
れ
な
く
読
む
に
は
少
な
く
も
二
十
四
時
間
か
ゝ
る
だ
ら
う
、
い
く
ら
写
生
文

を
鼓
吹
す
る
吾
輩
で
も
是
は
到
底
猫
の
企
て
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
芸
当
と
自
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。（
五
）

　
猫
は
写
生
文
の
限
界
を
時
間
の
面
か
ら
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
い
う
作
品
は
さ
ら
に
、
写
生
の
基
底
を

な
す
関
係
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
て
み
せ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
猫
を
写
生
す
る
と
し
て
、
猫
の
目
に
写
生
画
家
の
姿
が
映
っ
て
い

た
り
、
画
家
の
隣
で
画
家
と
そ
っ
く
り
な
男
が
絵
を
描
い
て
い
た
り
し
た
ら

―
写
生
主
体
の
近
く
に
別
の
写
生
主
体
が
配
さ
れ
、

写
生
す
る
／
さ
れ
る
ま
な
ざ
し
が
乱
反
射
し
は
じ
め
る
あ
り
さ
ま
を
、
漱
石
は
作
り
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　『
猫
』
が
選
ん
だ
「
吾
輩
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う
滑
稽
な
ほ
ど
尊
大
な
口
調
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
主
体
を
透
明
化
す
る
「
写
生
」

と
い
う
営
為
に
ま
っ
た
く
適
さ
な
い
文
体
だ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
い
て
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
、
演
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら

も
写
生
文
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
も
は
み
出
し
た
「
吾
輩
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う
文
体
は
、
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
に
従
属
す
る
こ
と
な

く
〈
文
〉
を
眺
め
わ
た
し
て
ゆ
く
手
法
と
し
て
有
効
で
し
た
。

　
じ
っ
さ
い
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
は
実
に
た
く
さ
ん
の
ジ
ャ
ン
ル
の
〈
文
〉
が
登
場
し
ま
す
。
苦
沙
弥
先
生
が
凝
っ
て
い
る

「
謡
」
や
「
俳
句
」、
迷
亭
が
会
に
参
加
し
て
い
る
「
短
歌
」、
随
所
に
引
用
さ
れ
る
漢
詩
、
東
風
君
が
金
田
の
娘
に
捧
げ
た
「
新
体

詩
」、
新
体
詩
と
俳
句
が
出
会
っ
て
生
ま
れ
た
「
俳
体
詩
」、
よ
く
猫
に
覗
か
れ
る
「
日
記
」、
年
賀
状
を
は
じ
め
と
す
る
「
手
紙
」、

東
風
の
開
く
「
朗
読
会
」、
苦
沙
弥
の
子
供
が
歌
う
「
唱
歌
」
や
彼
ら
が
真
似
す
る
お
と
ぎ
話
、
八
木
独
仙
や
寒
月
の
「
演
説
」、
迷

亭
の
ギ
リ
シ
ャ
史
談
義
…
。
苦
沙
弥
が
む
や
み
に
酒
を
飲
み
「
大
町
桂
月
が
飲
め
と
云
つ
た
」
か
ら
だ
と
い
う
大お
お

町ま
ち

桂け
い

月げ
つ

は
、
明
治
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三
〇
年
代
に
大
流
行
し
た
「
美
文
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
創
出
者
の
一
人
で
し
た
。
と
く
に
口
語
文

―
し
ゃ
べ
る
よ
う
に
書
く
文

体

―
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
『
猫
』
の
鋭
敏
さ
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
り
、
た
と
え
ば
水
島
寒
月
君
が
演
説
を
練
習
す

る
場
面
で
は
、
迷
亭
君
が
「
講
釈
師
」
す
な
わ
ち
講
談
と
「
演
舌
家
」
と
で
は
言
葉
づ
か
い
が
違
う
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

「
偖
﹇
さ
て

愈
い
よ
い
よ
﹈本

題
に
入
り
ま
し
て
弁
じ
ま
す
」「
弁
じ
ま
す

0

0

0

0

な
ん
か
講
釈
師
の
云
ひ
草
だ
。
演
舌
家
は
も
つ
と
上
品
な
詞
を
使
つ

て
貰
ひ
度
ね
」
と
迷
亭
先
生
又
交
ぜ
返
す
。「
弁
じ
ま
す

0

0

0

0

が
下
品
な
ら
何
と
云
つ
た
ら
い
い
で
せ
う
」
と
寒
月
君
は
少
々
む
つ

と
し
た
調
子
で
問
ひ
か
け
る
。﹇
略
﹈「
そ
れ
で
は
此
両
三
句
は
今
晩
抜
く
事
に
致
し
ま
し
て
次
を
弁
じ

―
え
ゝ
申
し
上
げ
ま

す
。（
三
）

　
猫
が
人
の
家
に
出
入
り
す
る
よ
う
な
の
び
や
か
さ
で
次
々
に
言
及
し
て
い
く
多
種
多
様
な
〈
文
体
〉
の
群
れ
は
、
た
ま
た
ま
取
り

上
げ
ら
れ
た
一
過
性
の
現
象
な
ど
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
当
時
の
雑
誌
や
新
聞
な
ど
で
そ
の
あ
り
か
た
を
大
真
面
目
に
論
議
さ
れ
た

文
の
形
式
で
し
た
。

　
近
代
文
学
に
お
け
る
〈
文
〉
の
雑
居
状
況
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
雅
文
体
（
文
語
文
）
／
俗
文
体
（
口
語
文
）
／
雅
俗
折
衷
体
と
い
っ

た
三
分
法
や
音
声
と
書
記
の
二
分
法
の
組
み
合
わ
せ
で
は
到
底
整
理
し
き
れ
な
い
ほ
ど
多
様
で
す
。「
口
語
文
」
ひ
と
つ
を
取
っ
て

み
て
も
、
た
と
え
ば
は
じ
め
大
変
く
だ
け
た
調
子
の
言
文
一
致
で
『
浮
雲
』
を
書
い
た
二
葉
亭
が
坪つ
ぼ

内う
ち

逍し
よ
う

遙よ
う

か
ら
三さ
ん

遊ゆ
う

亭て
い

円え
ん

朝ち
よ
うの

落
語
を
参
考
に
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
と
い
う
ほ
と
ん
ど
伝
説
化
し
た
逸
話
か
ら
は
、
二
葉
亭
が
は
じ
め
に
考
え
た
言
文
一
致
文
と

逍
遙
の
構
想
し
た
言
文
一
致
文
、
あ
る
い
は
お
な
じ
音
声
言
語
で
も
円
朝
の
よ
う
な
落
語
講
談
と
は
ま
っ
た
く
違
う
と
迷
亭
が
言
っ

て
い
る
演
説
家
の
「
言
文
一
致
」
な
ど
、
い
く
つ
も
の
文
体
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
（
演
説
の
口

調
も
一
通
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
で
す
）。
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口
語
文
に
つ
い
て
は
他
に
も
「
講
話
」
や
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
の
「
説
教
」
な
ど
の
類
型
が
あ
り
ま
す
が
、
文
語
文
の
ほ
う
も

決
し
て
一
枚
岩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
和
文
学
史
』（
明
治
二
五
）
を
表
し
た
大お
お

和わ

田だ

建た
け

樹き

は
、
最
近
の
文
章
の
文
体
は
「
四
分
五
裂
」

し
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
①
「
和
文
体
（
王
朝
物
語
の
文
体
を
標
準
と
す
る
文
）」
②
「
漢
文
体
（
頼
山
陽
『
日
本
外
史
』
な
ど
の
漢
文
訓
読
体
）」

③
「
洋
文
体
（
欧
文
翻
訳
体
）」
④
「
和
漢
洋
折
衷
体
（
新
聞
論
説
欄
に
用
い
ら
れ
る
文
体
）」
⑤
「
通
俗
体
（
新
聞
雑
報
欄
の
文
体
）」
を
挙
げ

て
い
ま
す
。
大
和
田
は
こ
の
ほ
か
⑥
と
し
て
「
言
文
一
致
体
」
を
立
て
て
い
ま
す
か
ら
、
①
〜
⑤
の
文
体
は
す
べ
て
文
語
文
の
諸
類

型
と
考
え
て
よ
い
は
ず
で
す
。
文
語
文
に
は
こ
の
ほ
か
、
江
戸
戯
作
者
た
ち
の
文
語
（
彼
ら
は
序
文
な
ど
で
よ
く
「
雅

み
や
び

言ご
と

」
に
「
俚

さ
と
び

言ご
と

」
を

交
え
た
と
謙
遜
し
て
述
べ
ま
す
）、
清
元
や
長
唄
な
ど
で
流
通
し
た
三
味
線
歌
の
詞
章
、
あ
る
い
は
「
候
文
」
を
基
調
と
す
る
手
紙
や
女

性
た
ち
に
奨
励
（
強
制
）
さ
れ
た
「
女
こ
と
ば
」
と
い
っ
た
類
型
を
た
だ
ち
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
樋ひ

口ぐ
ち

一い
ち

葉よ
う

は
和
歌
の
師

だ
っ
た
中
島
歌
子
か
ら
、
日
記
の
文
体
は
一
定
に
す
べ
き
だ
け
れ
ど
も
言
文
一
致
で
も
和
文
で
も
「
新
聞
屋
文
」
で
も
よ
く
、
文
章

は
た
だ
「
く
ろ
が
ね
の
ま
ろ
が
せ
を
烟
の
内
に
つ
ゞ
み
た
ら
ん
様
」
な
心
で
書
け
と
教
え
ら
れ
て
大
い
に
力
を
得
て
い
ま
し
た
（
明

治
二
五
年
三
月
二
四
日
日
記
）。
日
記
の
文
体
選
択
に
迷
う
一
葉
の
姿
が
示
す
よ
う
に
、
古
典
世
界
に
存
在
し
た
文
体
の
諸
類
型
が
少
し

ず
つ
内
部
分
裂
し
つ
つ
新
し
い
形
式
を
つ
く
り
だ
し
、
一
方
で
近
代
以
降
に
あ
ら
わ
れ
た
文
体
群
と
雑
居
し
て
い
く

―
『
吾
輩
は

猫
で
あ
る
』
は
こ
う
し
た
文
体
の
ラ
ビ
リ
ン
ス
と
も
言
う
べ
き
状
況
を
、「
吾
輩
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う
い
さ
さ
か
極
端
な
文
体
を

軸
と
し
て
縦
横
無
尽
に
歩
き
ま
わ
っ
て
み
せ
た
作
品
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
と
い
う
べ
き
か
、
近
代
の
文
学
に
は
、
複
数
の
文
の
範
型
を
組
み
合
わ
せ
て
成
立
し
て
い
る
作
品
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。『
猫
』
に
登
場
す
る
猫
た
ち
が
互
い
の
言
葉
づ
か
い
を
変
て
こ
だ
と
評
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
小
説
の
書
き
手
や
登
場

人
物
は
、
聞
き
手
や
読
者
と
の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
て
い
な
い
語
彙
や
文
脈
に
そ
ぐ
わ
な
い
語
法
を
あ
え
て
使
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
違

う
角
度
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
光
を
当
て
る
よ
う
う
な
が
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
登
場
人
物
が
手
紙
を
「
候
文
」
で
書
い
た
り
口

語
文
で
書
い
た
り
す
る
田
山
花
袋
や
近
松
秋
江
の
小
説
な
ど
は
見
や
す
い
例
で
、
手
紙
の
文
体
の
変
化
は
物
語
内
の
人
物
関
係
を
微
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妙
に
変
奏
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』。
一
貫
し
て
言
文
一
致
で
書
か
れ
る
「
先
生
」
の
手
紙
は
、

依
頼
や
招
待
、
遺
言
と
い
っ
た
用
件
で
は
候
文
で
手
紙
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
が
普
通
だ
っ
た
時
期
の
書
簡
と
し
て
、
異
様
と
い
っ

て
も
い
い
調
子
を
帯
び
て
い
ま
し
た
。
相
手
に
苦
笑
さ
れ
な
が
ら
「
先
生
」
と
い
う
呼
称
に
こ
だ
わ
る
「
私
」
の
言
葉
づ
か
い
も
含

め
て
、
こ
の
小
説
は
当
時
の
書
簡
文
や
東
京
方
言
に
よ
る
談
話
の
枠
を
踏
み
こ
え
る
形
で
展
開
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
詩
歌
の
方
で
も
、
一
つ
の
詩
が
一
つ
の
形
式
に
の
っ
と
っ
て
詠
ま
れ
た
と
信
じ
て
か
か
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
詩
歌

は
初
学
者
か
ら
宗
匠
・
師
匠
に
い
た
る
ま
で
の
レ
ベ
ル
の
差
が
範
型
に
も
と
づ
い
て
比
較
的
顕
著
に
表
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
す
し
、
和

歌
・
短
歌
の
「
歌
語
（
歌
に
使
う
べ
き
言
葉
）」
の
内
実
は
時
代
ご
と
に
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
新
体
詩
以
降
の
近
代
詩
は
小
説
以
上

に
文
体
様
式
が
交
錯
し
て
い
っ
た
場
で
、
た
と
え
ば
北
原
白
秋
や
中
原
中
也
の
よ
う
に
、
一
つ
の
詩
の
な
か
に
童
謡
や
音
曲
の
調
子
、

「
だ
」「
で
あ
る
」
調
の
口
語
と
文
語
が
同
居
す
る
作
品
を
書
い
た
人
も
い
ま
す
。

　
近
代
日
本
の
文
学
は
、
単
一
の
辞
書
に
よ
っ
て
意
味
を
読
み
と
り
う
る
よ
う
な
形
式
で
は
な
く
、
読
む
に
あ
た
っ
て
複
数
の
文
体

類
型
ご
と
の
辞
書
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
、様
式
混
淆
を
基
調
と
し
た
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
人
称
は
「
僕
」

「
俺
」「
私
」「
妾
」「
あ
た
し
」「
吾
輩
」「
我
」「
余
」「
儂わ
し

」
な
ど
の
ど
れ
か
、
敬
体
の
言
葉
は
教
育
者
、
芸
能
者
、
演
説
家
、
宗
教

者
の
ど
の
類
型
に
属
す
る
か
、
常
体
の
言
葉
に
は
ど
ん
な
社
会
集
団
（
山
の
手
／
下
町
、
東
京
／
地
方
、
男
性
／
女
性
、
経
済
規
模
）
ご
と

の
言
葉
が
使
っ
て
あ
る
か
、
文
末
詞
は
何
か
、
漢
文
や
欧
文
の
翻
訳
に
由
来
す
る
語
彙
・
語
法
は
な
い
か
、
和
文
や
和
歌
の
な
か
に

妙
に
新
し
い
語
彙
は
、
あ
る
い
は
歌
う
よ
う
な
調
子
は
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
い
な
い
か
、
書
簡
文
に
「
候
」
は
あ
る
か

―
。
現
代
の
物

語
の
読
者
が
登
場
人
物
の
談
話
か
ら
話
者
の
性
別
や
年
齢
、
出
身
地
な
ど
を
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
読
み
と
っ
た
り
、
書
か
れ

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
自
筆
の
手
紙
な
の
か
事
務
的
な
メ
ー
ル
な
の
か
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
文
章
な
の
か
を
あ
る
程
度
見
分
け
て
い
る
よ
う
に
、
近

代
に
お
け
る
日
本
語
文
学
の
読
者
た
ち
は
こ
う
し
た
い
く
つ
も
の
〈
文
の
類
型
〉
の
差
異
を
見
わ
け
（
聞
き
わ
け
）、
文
体
の
組
み
合

わ
せ
か
た
や
食
い
ち
が
い
を
楽
し
ん
で
い
た
は
ず
で
す
。
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し
か
し
言
葉
は
す
ぐ
に
古
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
か
ら
、
わ
ず
か
十
数
年
前
の
作
品
で
あ
っ
て
も
、
作
品
に
内
在
す
る
言
葉

の
類
型
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
と
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
文
学
研
究
が
小
説
や
詩
の
言
葉
を
「
現
代
語
訳
」
し
た

意
味
内
容
だ
け
を
考
察
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
右
に
み
て
き
た
よ
う
な
文
体
の
ト
ー
ン
や
混
淆
ぶ
り
を
含
み
こ
ん
だ
形
で
捉
え

て
分
析
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
？
　
そ
う
し
た
問
い
に
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
本
書
で
〈
文
例
集
〉
と
総
称
す

る
資
料
群
で
す
。
近
代
に
は
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
文
体
状
況
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
る
語
彙
集
や
文
例

集
、
作
法
書
、
あ
る
い
は
個
人
・
流
派
ご
と
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
、
実
用
的
な
言
葉
の
初
学
者
用
入
門
書
か
ら
か
な
り
の
文
学
愛
好

者
に
向
け
た
書
物
に
い
た
る
ま
で
、
大
量
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
書
簡
、
日
記
、
美
文
、
論
文
、
翻
訳
、
金
言
・
教
訓
、
紀
行
文
、

近
代
詩
、
戯
曲
、
音
曲
、
漢
詩
、
和
歌
・
短
歌
、
俳
諧
、
言
文
一
致
会
話
、
説
教
、
朗
読
、
演
説
、
労
働
者
の
言
葉
、
小
説

―
ず

い
ぶ
ん
読
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
ど
の
古
本
屋
で
も
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
本
棚
の
隅
に
置
か
れ
て
お
り
、
図
書
館
で

も
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
こ
れ
ら
の
文
例
集
こ
そ
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
近
代
文
学
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
と
く
た
め
の
「
類
型

辞
書
」
と
も
い
う
べ
き
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
資
料
群
な
の
で
す
。

三　
現
在
の
研
究
状
況
と
本
書
の
提
言

　
Ｅ
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
や
Ｍ
・
バ
フ
チ
ン
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
詩
学
』
と
い
っ
た
文
学
修
辞
論
の
歴
史
を

引
き
受
け
な
が
ら
『
第
二
の
手
、
ま
た
は
引
用
の
作
業
』（
今
井
勉
訳
、
二
〇
一
〇
。
原
著
はLa seconde m

ain: ou, Le travail de la citation, 

1979

）
を
著
し
た
Ａ
・
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
は
、
来
る
べ
き
新
し
い
文
学
分
析
の
た
め
の
書
物
と
し
て
、
類
型
と
ジ
ャ
ン
ル
の
方
か
ら
文

章
を
読
め
る
辞
書
が
必
要
だ
と
説
い
て
い
ま
し
た
。
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こ
こ
で
到
来
し
う
る
の
が
、
類
型
と
し
て
の
引
用
の
研
究
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
選
集
の
精
査
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
詞

華
集
、
記
録
文
集
、
名
文
集
、
こ
れ
ら
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
辞
書
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
の
書
物
の

検
討
に
は
、
名
前
と
観
念
と
い
う
二
重
の
入
り
口
を
持
っ
た
一
覧
表
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ラ
ン
グ
の
な

か
に
パ
ロ
ー
ル
を
再
循
環
さ
せ
る
、
い
わ
ば
貯
金
通
帳
で
あ
り
、
宝
物
殿
で
あ
り
、
記
憶
庫
で
あ
る
。（「
基
本
構
造

―
引
用
の

記
号
学
」）

　
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
が
言
葉
の
字
義
通
り
の
意
味
（
名
前
）
を
教
え
る
「
厳
密
な
意
味
で
の
辞
書
」
と
と
も
に
、
文
章
が
属
す
る
ジ
ャ

ン
ル
の
理
想
型
（
観
念
）
を
教
え
て
く
れ
る
辞
書
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
ふ
つ
う
記
号
に
は
発
信
者
と
受
信
者
だ
け
が
存
在
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
あ
い
だ
に
解
釈
項
（interpretant

）
と
も
い
う
べ
き
第
三
の
領
域
が
あ
っ
て
意
味
に
関
与
し
て
い
る
の
だ
と
、
彼

が
パ
ー
ス
の
記
号
学
を
援
用
し
な
が
ら
考
え
る
た
め
で
す
。
話
者
（
作
者
）
の
発
し
た
言
葉
は
国
語
辞
書
の
意
味
通
り
に
聞
き
手
（
読

者
）
に
理
解
さ
れ
る
よ
り
も
、
そ
の
言
葉
が
属
す
る
ジ
ャ
ン
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
暗
示
的
な
含
み
、
こ
れ
がinterpretant

に
な
る
）
に

よ
っ
て
意
味
を
変
形
さ
れ
た
形
で
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
い
う
言
葉
は
①
簡
単

な
業
務
連
絡
で
は
「
以
上
で
す
」
と
か
「
そ
れ
で
は
ま
た
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
り
、
②
初
対
面
の
人
と
の
会
話
な
ら
「
こ
ん
に
ち

は
」
に
近
い
意
味
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
③
具
体
的
に
何
か
を
依
頼
す
る
場
合
、
こ
の
言
葉
は
し
ば
し
ば
切
実
な
お
願
い
と

し
て
（
例
「
原
稿
の
締
切
は
○
日
ま
で
と
い
う
こ
と
で
…
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」）
発
信
さ
れ
る
の
で
す
が
、
と
き
ど
き
受
け
手
は
③
の

意
味
で
発
信
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
①
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
了
解
し
、
結
果
と
し
て
い
つ
ま
で
も
原
稿
を
提
出
し
な
い
と
い
っ
た

悲
劇
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
こ
れ
は
受
信
者
が
発
信
者
の
意
図
を
誤
解
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」

と
い
う
言
葉
に
複
数
の
解
釈
項
（
挨
拶
／
依
頼
）
が
あ
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
も
っ
と
も
発
信
者
の
意
味
が
①
で

あ
れ
③
で
あ
れ
、
一
般
に
期
日
は
守
る
べ
き
で
す
が
）。
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　『
第
二
の
手
、
ま
た
は
引
用
の
作
業
』
は
こ
う
し
た
解
釈
項
を
示
す
辞
書
の
探
求
で
は
な
く
西
洋
に
お
け
る
引
用
の
修
辞
を
通

史
的
に
分
析
す
る
方
向
へ
進
ん
だ
も
の
の
、
近
年
で
は
Ｍ
・
ル
ー
シ
ー
のW
hat Proust H

eard

（『
プ
ル
ー
ス
ト
は
何
を
聴
い
た
か
？
』

M
ichael Lucey, 2022

）
の
よ
う
に
、
文
学
の
登
場
人
物
が
属
す
社
会
集
団
を
洗
い
出
し
、
集
団
ご
と
の
言
葉
の
違
い
を
手
が
か
り
と

し
て
物
語
内
容
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
研
究
も
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。
ル
ー
シ
ー
は
プ
ル
ー
ス
ト
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
発
話
に

注
目
し
、
た
と
え
ば
公
園
に
響
く
少
女
の
「
さ
よ
う
な
ら
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
、
私
帰
る
わ
、
忘
れ
な
い
で
ね
、
今
晩
私
た
ち
は
夕
食

を
す
ま
せ
て
か
ら
お
う
か
が
い
す
る
わ
よ
」（
第
一
篇
第
三
部
、
井
上
究
一
郎
訳
）
と
い
う
声
に
主
人
公
が
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
指
イ
ン
デ
ツ
ク
ス標

を
代
入
し
夢
想
に
ふ
け
る
場
面
か
ら
、
こ
の
作
品
を
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
や
社
会
集
団
に
属
す
る
複
数
の
ス
タ
イ
ル
が
交
響
し
、
す
れ

違
っ
て
ゆ
く
物
語
と
し
て
分
析
し
て
い
ま
す
。
ル
ー
シ
ー
の
着
想
は
Ｍ
・
シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
の
言
語
人
類
学
（
小
山
亘
編
『
記
号
の

思
想 

現
代
言
語
人
類
学
の
一
軌
跡
』
二
〇
〇
九
で
主
要
論
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
）
の
方
法
に
強
く
刺
激
さ
れ
て
い
て
、
言
語
学
研
究
で
は

register

（
言
語
使
用
域
）
や
シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
も
注
目
し
たshifter

（
転
換
子
）
の
分
析
を
通
じ
て
、
ひ
と
つ
の
言
語
生
活
の
ま
と
ま

り
の
な
か
に
複
数
の
「
文
体
」
を
見
い
だ
す
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
近
代
文
学
の
研
究
で
は
書ナ
レ
ー
タ
ー

き
手
が
物
語
に
関
与
す
る
度
合
い
や
意
味
を
変
形
す
る
方
法
を
「
文
体
」
と
捉
え
、
作
品
の
な
か
の
情

報
の
流
通
経
路
や
階
層
性
を
分
析
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
作
品
内
に
生
じ
た
社カ
ル
チ
ユ
ラ
ル

会
的
な
権
力
関
係
を
指
摘
し
テ

ク
ス
ト
の
表
面
に
は
見
え
な
い
力
学
と
指
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
、
あ
る
い
は
文
学
の
経
済
的
流
通
や
集
積
の
場シ
ヤ
ン

と
物
語
の
関

係
を
掘
り
起
こ
す
研
究
も
優
れ
た
成
果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
研
究
と
、
漢
語
・
和
語
・
西
洋
語
な
ど
の
様
々
な
文
体
が
一

つ
の
作
品
に
混
在
す
る
日
本
語
の
特
性
を
明
か
す
研
究
の
流
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
日
本
語
文
学
の
〈
意
味
〉
は
新
た
な
相

貌
を
見
せ
る
は
ず
で
す
。

　
日
本
語
文
体
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
明
治
初
期
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
間
の
言
葉
の
交
流
の
諸
相
を
明
か
し
た
越
智
治
雄
氏
や
山
本

正
秀
氏
の
論
考
が
先
駆
的
で
、
加
藤
周
一
・
前
田
愛
編
『
日
本
近
代
思
想
大
系
16 

文
体
』（
一
九
八
九
）
も
各
収
録
作
の
解
題
と
と
も
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に
重
要
な
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
す
。
前
近
代
や
清
の
文
章
作
法
と
「
近
代
小
説
」
の
文
言
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
亀
井
秀
雄
氏
や
齋

藤
希
史
氏
の
研
究
が
あ
り
、修
辞
学
の
受
容
に
つ
い
て
は
原
子
朗
氏
、男
性
語
と
女
性
語
の
交
錯
に
つ
い
て
は
平
田
由
美
氏
、
メ
デ
ィ

ア
に
よ
る
文
体
の
差
異
は
山
田
俊
治
氏
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
木
村
洋
氏
の
論
考
は
明
治
期
の
文
章
と
思
想
と
の
関

わ
り
を
示
し
、
大
橋
崇
行
氏
は
演
劇
や
落
語
と
「
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
の
関
わ
り
を
分
析
し
ま
し
た
。
日
本
語
学
で
は
松
村

明
氏
が
「
口
語
文
」
の
微
細
な
変
化
、
林
大
氏
の
諸
論
考
が
昭
和
期
以
降
の
日
本
語
の
変
化
を
精
密
に
た
ど
っ
て
お
り
、
近
年
で
は

金
水
敏
氏
の
「
役
割
語
」
を
め
ぐ
る
研
究
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
文
例
集
と
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
北
川
扶
生
子
氏
が
「
美
文
」

と
漱
石
小
説
の
ス
タ
イ
ル
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
研
究
の
端
緒
を
開
き
、
こ
れ
を
受
け
継
ぐ
研
究
と
し
て
湯
本
優
希
氏
の
論
考
が
あ

り
ま
す
。
谷
川
惠
一
氏
の
論
考
は
、
明
治
の
〈
文
〉
の
な
か
に
あ
る
い
く
つ
も
の
見
え
な
い
ル
ー
ル
を
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。

　
本
書
に
収
ま
る
一
四
の
論
考
と
一
〇
〇
の
書
目
解
題
（「
文
範
百
選
」）
は
、右
に
あ
げ
た
す
ぐ
れ
た
研
究
の
後
に
く
る
も
の
と
し
て
、

「
文
体
」
の
実
質
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
「
文
学
」
を
分
析
す
る
た
め
に
近
代
日
本
の
文
例
集
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
明
治
期
か
ら

現
代
に
至
る
ま
で
膨
大
な
数
が
出
版
さ
れ
た
文
例
集
や
語
彙
集
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は
、
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
修
辞

の
研
究
家
た
ち
、
あ
る
い
は
シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
の
よ
う
に
ジ
ャ
ン
ル
に
関
心
を
持
つ
言
語
学
者
た
ち
な
ら
ば
理
想
的
な
書
物
と
見

た
だ
ろ
う
資
料
群
で
す
。
こ
れ
ら
の
本
に
集
め
ら
れ
た
各
ジ
ャ
ン
ル
の
模
範
例
や
作
成
方
法
は
、
文
学
作
品
に
登
場
す
る
言
葉
や
言

い
回
し
が
作
り
手
と
読
み
手
に
ど
の
よ
う
な
「
含
み
」
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
え
た
か
と
い
う
、
ま
さ
に
解
釈
項
を
考
え
る
た
め
の
辞

書
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
第
一
部
﹁
散
文
﹂
は
、
尾
崎
紅
葉
『
二
　
人

比
丘
尼

色
懺
悔
』、
岸
田
俊
子
（
中
島
湘
煙
）
作
か
否
か
議
論
の
あ
っ
た
『
同
胞
姉
妹
に
告
ぐ
』、

矢
野
龍
渓
『
経
国
美
談
』、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
誌
に
お
け
る
写
生
文
、
大
西
巨
人
『
精
神
の
氷
点
』
に
お
け
る
〈
文
体
〉
の
実
相
を
、

そ
れ
ぞ
れ
小
説
文
例
集
、
教
科
書
、
演
説
文
例
集
、
投
稿
雑
誌
の
文
体
、
写
生
文
作
法
書
、
戦
後
文
学
の
用
例
を
用
い
て
分
析
し
て

い
ま
す
。
小
説
の
文
に
は
「
文
範
」
と
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
や
類
型
が
摂
取
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
小
説
の
文
が
愛
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誦
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
自
体
「
文
範
」
と
し
て
流
通
し
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
る
。
一
つ
の
記
念
碑
的
な
論
文
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
た
文
が
投
稿
雑
誌
に
断
続
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
表
現
の
累
積
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
演
説
の
模
範
的
文
体
を
あ
え
て

差
異
化
す
る
こ
と
で
、前
時
代
の
物
語
様
式
と
も
同
時
代
の
物
語
様
式
と
も
異
な
る
〈
小
説
〉
の
形
を
求
め
る
挑
戦
が
見
え
て
く
る
。

明
治
期
の
文
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
写
生
文
を
作
法
書
の
方
か
ら
見
る
と
き
、
写
生
文
そ
の
も
の
が
理
念
を
変
え
な
が

ら
絵
画
的
な
美
を
担
保
し
た
様
が
浮
か
び
上
が
り
、
用
語
例
の
よ
く
似
た
二
つ
の
戦
後
小
説
を
仔
細
な
検
討
か
ら
、
か
え
っ
て
両
者

の
違
い
、
ひ
い
て
は
戦
後
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
興
味
深
い
差
が
見
え
る

―
と
い
っ
た
形
で
、
一
つ
の
作
品
に
含
ま

れ
た
複
数
の
文
体
や
類
型
を
さ
ぐ
り
だ
し
、〈
文
〉
の
分
析
方
法
を
再
審
に
付
す
論
考
群
で
す
。

　
第
二
部
﹁
詩
歌
﹂
で
は
、幕
末
明
治
期
の
和
歌
に
お
け
る
「
里
川
」
と
い
う
語
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
版
元
で
あ
り
後
に
「
三
田
文
学
」

を
も
出
版
し
た
俳
書
堂
に
お
け
る
連
句
作
法
書
、
稲
垣
千
穎
の
国
学
と
『
小
学
唱
歌
集
』、
正
岡
子
規
の
漢
詩
と
初
学
者
向
け
漢
詩

作
法
書
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
は
じ
め
は
ず
い
ぶ
ん
新
奇
な
語
彙
だ
っ
た
ら
し
い
「
里
川
」
が
次
第
に
明
治
期
の
重
要
な
歌
語
と

な
り
新
体
詩
に
流
れ
込
ん
で
行
く
経
路
、
連
句
作
法
書
に
お
い
て
人
格
へ
の
注
目
が
高
ま
る
過
程
、
新
し
い
「
唱
歌
」
の
文
体
に
関

す
る
国
学
者
た
ち
の
抗
争
、
そ
し
て
子
規
の
漢
詩
を
「
測
る
」
方
法
。
詩
歌
の
内
な
る
ル
ー
ル
を
新
し
く
測
定
し
て
い
く
た
め
の
方

法
が
、
こ
こ
で
は
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
第
一
部
・
第
二
部
の
論
考
が
文
例
集
を
通
じ
て
実
作
と
文
体
の
関
係
を
再
審
に
付
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
三
部
﹁
書
く
読

者
た
ち
﹂
で
は
文
例
集
を
作
り
だ
し
た
人
や
運
動
に
着
目
し
、
文
例
集
が
近
代
に
お
け
る
作
品
と
読
者
の
重
要
な
通
路
と
な
っ
た
こ

と
を
明
か
し
て
い
ま
す
。
文
例
集
の
作
り
手
た
ち
は
、
た
ん
に
同
時
代
の
〈
文
〉
を
あ
つ
め
た
用
例
集
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
編
成
方
法
や
文
章
そ
の
も
の
の
改
変
に
よ
っ
て
、
文
学
志
望
者
た
ち
に
と
っ
て
の
〈
文
〉
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
を

動
か
そ
う
と
試
み
て
い
ま
し
た
。
日
清
日
露
戦
争
期
に
お
け
る
美
文
や
写
生
文
が
書
き
手
と
読
者
に
と
っ
て
の
「
異
文
化
」
を
脱
色

し
て
い
く
傾
向
、
美
辞
麗
句
集
の
出
版
が
和
／
漢
・
雅
／
俗
の
文
体
を
包
括
し
て
ゆ
く
さ
ま
、「
文
範
」
欄
を
再
構
成
し
、「
文
章
世
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界
」
投
稿
者
の
文
章
上
達
に
寄
与
し
よ
う
と
し
た
文
例
集
、新
潮
社
と
日
本
文
章
学
院
が
島
崎
藤
村
『
破
戒
』
や
田
村
俊
子
『
誓
言
』

ま
で
を
も
「
文
範
」
と
し
て
販
売
し
て
い
く
戦
略
、
文
学
文
例
集
が
明
治
末
の
「
文
壇
」
形
成
の
動
き
と
連
動
し
な
が
ら
美
文
の
文

体
を
破
壊
す
る
「
新
美
文
」
を
現
出
し
、
そ
の
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
自
然
主
義
の
文
体
が
互
い
に
似
か
よ
っ
て
い
く
さ
ま

―
こ
こ

か
ら
は
、
実
作
の
群
れ
を
断
片
化
し
再
編
集
し
た
人
々
の
「
文
学
教
育
」
の
欲
望
と
と
も
に
、
文
例
集
を
手
に
と
り
、
場
合
に
よ
っ

て
は
書
き
手
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
読
者
た
ち
の
輪
郭
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
日
本
語
に
お
け
る
文
体
と
文
学
の
関
係
は
、
本
書
が
主
と
し
て
論
じ
た
明
治
期
の
文
学
に
固
有
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
口
語

文
が
標
準
化
し
た
と
い
わ
れ
る
大
正
昭
和
期
の
文
学
に
も
、
谷
崎
潤
一
郎
や
太
宰
治
の
よ
う
に
古
典
語
と
現
代
語
、
方
言
と
標
準
語

の
あ
い
だ
を
行
き
来
し
た
作
家
が
お
り
、
文
学
の
言
葉
に
も
「
口
演
童
話
」、
映
画
と
弁
士
の
文
体
、
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
、「
軍
隊
口
調
」

な
ど
の
新
し
い
語
彙
・
語
法
が
追
加
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
文
例
集
が
作
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
漱
石
が
『
坑
夫
』（
一
九
〇
八
）
で
描

い
た
労
働
者
の
文
体
は
そ
の
後
長
く
力
を
持
ち
、
大
正
後
期
か
ら
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
（
労
働
者
文
学
）
の
た
め
の
作
法
書
が
叢
出

し
ま
す
。
第
一
次
世
界
大
戦
と
第
二
次
大
戦
の
戦
間
期
あ
た
り
か
ら
、
日
本
語
を
母
語
と
せ
ず
独
特
の
翻
訳
調
で
話
す
登
場
人
物
た

ち
が
あ
ら
わ
れ
（
谷
崎
『
細
雪
』）、
植
民
地
に
お
い
て
方
言
や
各
国
語
が
混
在
す
る
様
が
描
か
れ
、
戦
後
文
学
に
は
こ
の
「
国
際
日
本

語
」
と
呼
び
た
い
よ
う
な
言
葉
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

・
わ
し
の
息
は
椰
子
油
の
匂
い
が
す
る
が
、
プ
ロ
フ
ェ
ソ
ー
ル
、
い
つ
ま
で
も
息
を
と
め
て
お
く
わ
け
に
も
ゆ
か
ん
の
や
。
わ

し
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ソ
ー
ル
、
あ
ん
た
が
ス
ー
パ
ー
で
買
物
す
る
と
こ
ろ
は
、
も
う
以
前
に
見
て
お
っ
た
。（
大
江
健
三
郎
『
身
が
わ

り
山
羊
の
反
撃
』
一
九
八
〇
）

・
バ
ー
テ
ン
の
ジ
ェ
イ
が
僕
の
前
に
や
っ
て
き
て
、
う
ん
ざ
り
し
た
顔
で
、
ケ
ツ
が
す
り
き
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
言
っ
た
。
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彼
は
中
国
人
だ
が
、
僕
よ
り
ず
っ
と
上
手
い
日
本
語
を
話
す
。（
村
上
春
樹
『
風
の
歌
を
聴
け
』
一
九
七
九
）

　『
身
が
わ
り
山
羊
の
反
撃
』
を
収
録
し
た
中
篇
小
説
集
『
伝
奇
集
』（
一
九
八
〇
）
の
巻
頭
作
と
な
っ
た
『
頭
の
い
い
「
雨
レ
イ
ン
・の

木ツ
リ
ー」』

の
書
き
手
は
、「
わ
が
国
の
近
来
の
小
説
に
し
ば
し
ば
見
る
」「
外
国
語
に
練
達
な
同
胞
の
、
異
国
で
の
愛
の
物
語
」
に
言
及
し
て
い

ま
し
た
。

　
現
在
の
文
学
創
作
の
現
場
で
も
も
ち
ろ
ん
文
体
混
淆
の
挑
戦
は
続
い
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
数
年
、
機
械
の
言
葉
と
人
間
の
言
葉

の
関
係
が
問
い
直
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
通
史
的
な
文
体
の
把
握
に
資
す
る
た
め
、
ま
た
本
書
が
扱
う
「
文
例
集
」
の
イ

メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
具
体
的
に
掴
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
、
明
治
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
文
例
集
か
ら
一
〇
〇
点
を
選
び
図
版
と
解
題

を
付
し
た
「
文
範
百
選
」
も
用
意
し
ま
し
た
。
な
お
本
論
集
の
要
求
を
は
る
か
に
超
え
る
規
模
で
解
題
執
筆
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た

谷
川
恵
一
氏
の
「
拡
大
解
題
」
を
、
論
考
と
解
題
を
締
め
く
く
る
も
の
と
し
て
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
論
文
集
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
水
準
と
精
密
さ
で
日
本
語
文
学
に
お
け
る
「
文
体
」
の
実
態
を
把
握
し
、
文
学
の
実
作
と
そ

れ
を
受
け
と
る
人
々
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
〈
意
味
〉
の
輪
郭
を
復
元
す
る
た
め
に
、「
文
例
集
」
を
文
学
研
究
の
重
要
な
資
料
群
と

し
て
提
案
す
る
も
の
で
す
。
あ
ま
り
に
長
き
に
失
し
た
序
文
の
末
尾
と
な
り
ま
す
が
、
ご
高
覧
を
伏
し
て
冀
う
と
と
も
に
、
こ
の
本

を
手
に
と
っ
た
読
者
諸
氏
が
一
つ
で
も
新
し
い
「
文
体
」
に
触
れ
、
結
果
的
に
思
い
も
か
け
な
い
「
文
学
」
を
め
ぐ
る
冒
険
へ
と
出

発
す
る
こ
と
を
、
心
よ
り
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。




