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写
生
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

―
―
坂
本
四
方
太
、
声
を
写
す
―
―

端

緒

日
本
は
方
言
の
珍
し
く
多

い
国
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
も
幅
を
き
か
せ
て
居
る
国
で
あ

つ

た
。
私
た
ち
が
是
を
単
な
る
停
滞
と
見
ず
、
何
か
ま
だ
隠
れ
た
る
歴
史
上
の
理
由
、
地
理
か

ら
心
理
に
互
つ
て
の
く
さ
ハ
ヽ
の
原
因
の
、
微
妙
に
作
用
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
想
像
し

て
、
永
い
年
月
の
間
、
注
意
を
こ
の
現
象
に
傾
け
て
居
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
も

是
を
以
て
世
の
い
は
ゆ
る
標
準
語
化
運
動
の
障
碍
で
あ

っ
た
か
の
如
く
、
説
か
う
と
す
る
者

が
も
し
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
ゞ

一
種
失
敗
の
口
実
に
す
ぎ
な
い
。
国
語
の
統

一
は
大
き

な
趨
勢
で
あ
る
。

一
九
四
九

（昭
和
二
十
四
）
年
、
柳
田
国
男
は

『標
準
語
と
方
言
』
と
題
す
る
著
作
を
ま
と
め

る
。
引
用
は
、　
一
九
三
九
年
か
ら

一
九
四
七
年
ま
で
の
間
に
か
か
れ
た
諸
論
文
の
巻
頭
に
の
せ
ら

れ
た
自
序
の

一
節
で
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
で
敗
戦
を
経
た
国
家
で
言
語
政
策
に
大
き
く
関
わ

っ
た

一
人
物
の
言
と
し
て

「何
れ
も
終
戦
前
の
仕
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

一
冊
に
ま
と
め
た
の
は
、
互

ひ
に
説
明
を
補
充
せ
し
め
ん
が
為
に
他
な
ら
ぬ
。
私
の
立
場
は
以
前
か
ら
ち

つ
と
も
変

つ
て
居
な

い
」
と
い
う
言
葉
で
は
じ
ま
る
こ
の
自
序
を
読
む
と
、
あ
ま
り
に
も
開
放
的
な
自
己

一
貫
性

へ
の

こ
だ
わ
り
に
よ

つ
て
、
戦
中
と
戦
後
が
接
続
さ
れ
た
言
語
観
に
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。
し
か
し

柳
田
が
語

っ
た
現
在
よ
り
は
る
か
に
音
声
メ
デ
ィ
ア
が
浸
透
し
た
今
日
で
も
、
完
全
に

「方
言
」

は
駆
逐
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
柳
田
の
時
代
よ
り
邊
か
に
そ
の
数
や
地
域
を
変
容
さ
せ
な
が
ら

「生

き
延
び
」
て
い
る
。
む
し
ろ

「方
言
」
が
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ

っ
て
利
用
さ
れ
、
そ
の
母
体
語

杉

田

智

土
大

で
あ
る
日
本
語
の
多
様
性
や
そ
れ
を
話
し
／
書
く
主
体
の
個
性
を
演
出
す
る
手
段
に
な
っ
た
観
さ

４ゝ
め
る
。

し
か
し
、
な
ぜ

「方
言
」
が
個
性
を
表
現
す
る
手
段
た
り
得
る
の
か
や
、
「方
言
」
が
使
用
さ

れ
る
こ
と
そ
れ
自
体

へ
の
疑
義
は
、
ほ
と
ん
ど
唱
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
は
現
象
と
し
て
の

「方
言
」
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
る
素
朴
な
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ヘ
の
期
待
が
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
小
論
で
は
柳
田
の

『標
準
語
と
方
言
』
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
言
語
観
の
二
元
的

構
造
に
楔
を
打
ち
込
む

「方
言
」
の
表
象
を
、
特
に
初
期

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
中
の
記
述
を
対
象

と
し
て
、
「国
語
」
と
い
う
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
立
ち
上
げ
ら
れ
る

一
つ
の
過
程
を
元
に
検
証
し
て

み
た
い
。
「写
生
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
た

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
が
、
ど
の
よ
う
に
国
語
を
写
そ

う
と
し
た
の
か
と
い
う
問
い
は
、
声
を
写
す
こ
と
の
可
能
性
と
限
界
を
浮
き
彫
り
に
す
る
は
ず
で

あ
る
。

一

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

の
声

一
八
九
七
年

一
月
、
正
岡
子
規
は
松
山
で

『ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
発
行
す
る
。
高
浜
虚
子
を
発
行

人
と
し
て
河
東
碧
梧
桐
や
内
藤
鳴
雪
、
佐
藤
紅
緑
、
寒
川
鼠
骨
ら
が
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
雑
誌

の
出
発
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
わ
ず
か

一
年
九
カ
月
後
、　
一
月
に
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
発
行
の
場
を
東
京

に
移
し
、
「日
本
」
派
俳
句
の
拠
点
と
し
て
の
第
二
次

『ホ
ト
ト
ギ
ス
』
が
幕
を
あ
け
る
。
子
規

に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た

「山
会
」
や

「文
章
会
」
は
子
規
の
死
後
、
周
辺
に
集
ま
つ
た
人
々
を
駆
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り
立
て
、
学
生
の
同
人
誌
的
な
俳
句
雑
誌

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
は

〈
写
生
文

〉
運
動
の
牙
城
と
な

っ

て
ゆ
く
。

と
こ
ろ
で
、
子
規
が

一
八
九
九
年

（明
治
三
十
二
）
年
か
ら
始
め
た
文
章
会
が
、
音
読
披
露
を

原
則
と
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
集
ま

っ
た
人
々
は
ど
の
よ
う

に
し
て

「会
話
」
を

「文
章
」

へ
と
変
え
て
い
っ
た
か
を
、
「根
岸
草
慮
記
事
」
（明
治
三
十
二
年

十
二
月
）
に
よ
っ
て
み
て
み
た
い
。
同
記
事
は
、
の
ち
に

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
子
規
追
悼
号

（明
治

三
十
五
年
十
二
月
）
に
発
表
さ
れ
た
坂
本
四
方
太
の

「写
生
文
の
こ
と
」
に
よ
れ
ば
、
同
年
二
月

か
ら
文
章
を
批
評
さ
れ
て
い
た
四
方
太
が
、
毀
誉
褒
貶
の
果
て
に
よ
う
や
く
子
規
に

「仮
免
状
」

を
も
ら

つ
た
と
い
う
文
章
で
も
あ
る
。

主
人
は
や
が
て
飯
を
食
ふ
。
飯
は
茶
碗
な
り
。
青
々
例
の
調
子
に
て
、
こ
れ
は
奈
良
茶
と
い

ふ
の
と
又
ち
が
ひ
ま
す
か
。
み
な
ノ
ヽ
食
事
は
つ
れ
ば
、
引

つ
ゝ
き
て
、
八
百
松
の
話
、
精

養
軒
の
話
、
梅
月
の
話
、
青
木
堂
の
話
な
ど
、
再
び
盛
ん
な
り
。

主
人
の
北
堂
、
こ
れ
は
苦
い
か
知
ら
ぬ
け
れ
ど
と
、
何
や
ら
見
慣
れ
ぬ
菓
子
を
持
ち
出
で

ら
る
。　
一
寸
見
た
処
、
餡
入
リ
カ
ス
テ
イ
ラ
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
な
り
。
こ
は
柚
の
実
を

ゑ
ぐ
り
出
し
、
代
り
に
餞
頭
を
二
つ
か
三
つ
ね
ぢ
込
み
、
之
を
蒸
し
て
輪
切
り
に
し
た
る
も

の
に
て
、
茶
人
が
柚
味
噌
の
代
り
に
用
ふ
も
の
な
り
と
ぞ
。
吾
輩
こ
ん
な
も
の
を
食
ふ
は
、

暦
の
緒
切
つ
て
以
来
、
は
じ
め
て
な
り
。
苦

い
か
ら
、
皮
を
外
づ
し
て
食
ひ
給

へ
と
、
主
人

い
ふ
。
柚
の
皮
の
苦

い
は
、
固
よ
り
承
知
と
風
味
試
む
。

文
中
に
あ
る

「青
々
」
と
は
、
弥
三
郎
松
瀬
青
々
で
あ
る
。
明
治
二
年
に
大
阪
船
場
の
薪
炭
商
の

長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
数
学
教
師
や
銀
行
員
を
経
た
後
、
中
村
良
顕
の
和
文
会
に
所
属
し
て
国
学

と
和
歌
を
学
ん
で
い
る
。
松
山
時
代
の

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
投
句
し
た
の
を
き

っ
か
け
と
し
て
、

一
九
〇

一

（明
治
三
十
四
）
年
十
月
に
は
上
京
し
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
編
集
員
や
課
題
句
選
者
も

つ
と

め
る
こ
と
と
な
る
人
物
で
あ
る
。
実
質
上
、
明
治
三
十
二
年
の

「文
章
会
」
発
足
に
あ
た
る
こ
の

根
岸
草
産
の
会
に
参
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
大
阪
と
東
京
の
行
き
来
は
、
そ
れ
以
前
に

も
何
度
か
あ

っ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
青
々
が
大
阪

へ
移
り
住
ん
だ
の

は

一
九
〇
二

（明
治
三
十
五
）
年
の
夏
で
あ
る‐
。
そ
し
て
青
々
の
言
葉
は

「
こ
れ
は
奈
良
茶
と
い

ふ
の
と
又
ち
が
ひ
ま
す
か
」
と
記
録
さ
れ
た
と
お
り
、
四
方
太
に
よ

っ
て

「例
の
調
子
」
の
上
方

語

（厳
密
に
は
い
わ
ゆ
る
大
阪
の
船
場
言
葉
で
あ
ろ
う
か
）
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文

章
の
な
か
に
は
、
「　
」
の
引
用
符
に
よ

っ
て
く
く
り
出
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
明
ら
か
に
直
接

話
法
を
用
い
て

「声
」
と
い
う
生
々
し
さ
を
記
録
し
よ
う
と
し
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。　
一
方
数

行
先
に
は
子
規
の
北
堂

（母
親
）
の
言
葉
と
し
て
、
こ
ち
ら
も

「　
」
は
な
い
形
で

「
こ
れ
は
苦

い
か
し
ら
ぬ
け
れ
ど
」
と
あ
る
。
し
か
し
こ
ち
ら
の
引
用
は
明
ら
か
に
地
の
文
に
引
き
ず
ら
れ
た

よ
う
な
文
語
調
に
な

っ
て
い
る
。
酒
井
直
樹
の
い
う
よ
う
に
引
用
概
念
や
そ
れ
を
表
現
す
る
引
用

符
そ
の
も
の
が
言
説
空
間
の
中
で
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
時
代
な
ら
と
も
か
く
、
十
八
世
紀
後
半

の
絵
入
り
狂
言
本
の
よ
う
な
、
語
り
手
や
登
場
人
物
を
明
ら
か
に
区
別
す
る
よ
う
な
概
念
そ
の
も

の
が
な

い
と
い
う
時
代
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
完
全
な
制
度
化
が
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い

が
、
少
な
く
と
も
国
語
と
文
語
の
文
体
上
の
揺
れ
を
地
の
文
と
会
話
文
と
の
中
で
葛
藤
し
て
い
た

四
方
太
に
と

っ
て
、
そ
れ
は
意
識
さ
れ
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
坂
本
四
方
太
の
葛
藤

を
言
語
政
策
と
の
関
わ
り
の
中
で
見
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
問
題
系
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。

坂
本
四
方
太

（
一
八
七
三

・
明
治
六
年
～

一
九

一
七

・
大
正
六
年
）
は
文
泉
子
、
角
山
人
、
虎

穴
生
な
ど
の
別
号
を
も

つ
写
生
文
家

・
俳
人
で
あ
る
。
鳥
取
藩
士
坂
本
熊
太
郎
の
長
男
と
し
て
生

ま
れ
、　
一
八
七
八
年
に
京
都
第
三
高
等
中
学
校
を
経
て
、　
一
八
八
四
年
に
第
二
高
等
学
校

（仙

台
）
か
ら
大
学
予
科
に
入
学
後
、
虚
子
や
碧
梧
桐
と
俳
句
を
通
し
て
知
遇
を
得
、
俳
句
の
手
ほ
ど

き
を
受
け
て
い
る
。

一
八
八
六
年
に
東
京
帝
国
大
学
文
科
に
入

っ
た
四
方
太
は
、　
一
八
九
八

（明
治
三
十

一
）
年
四

月
よ
り

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
選
者
と
な
る
。
子
規
や
虚
子
、
碧
梧
桐
ら
中
心
的
な
書
き
手
の
テ
ク

ス
ト
を
縦
覧
す
る
と
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
散
文
作
品
の
国
語
化
は
、　
一
八
九
九

（明
治
三
十
二
）

年
か
ら

一
九
〇
〇

（明
治
三
十
三
）
年
を
境
界
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た

と
え
ば
、
言
語
学
者
が
認
識
す
る

「方
言
に
か
か
わ
る
本
格
的
な
国
語
政
策
は
明
治
三
十
年
頃
に

は
じ
ま
り
、
そ
の
考
え
は
方
言
を
統

一
し
て
標
準
語
に
収
敏
し
よ
う
と
い
う
、
国
権
的
性
格
の
強

い
も
の
で
あ

っ
た
。
」
と
す
る
言
語
政
策
史
観
が
指
し
示
す
時
期
と

一
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
単

な
る
偶
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
安
田
敏
朗
は
方
言
学
者
東
條
操
の

「方
言
研
究
の
あ
ゆ

み
」
貧

九
五
七
年
）
と
題
さ
れ
た
回
顧
録
を
根
拠
と
し
て
、
近
代
日
本
語
の
成
立
過
程
に
は

「
三
度
の
山
」
が
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
注
目
し
て
み
た
い
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の

「山
」

が
日
本
の
国
家
と
し
て
の
有
り
様
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
時
期
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
こ
と
で
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あ
る
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
掲
載
散
文
の

「
国
語
化
」
は

「第

一
の
山
」
に
あ
た
る
時
期
、
わ
ず
か
に
先

行
す
る
二
、
三
年
前
に
あ
た
り
、
ほ
ぼ
そ
の
山
と
重
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
安
田
が
い
う
第

一
の

山
と
は
明
治
三
十
五
年
以
後
の
国
語
調
査
委
員
会
を
中
心
と
す
る
方
言
の
全
国
的
調
査
の
時
期
で

あ
る
。

一
九
〇
〇

（明
治
三
十
三
）
年
以
降
、
四
方
太
が

『ホ
ト
ト
ギ
ス
』
誌
上
に
発
表
す
る
散
文

も
、
文
語
か
ら
国
語
へ
と
変
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
形
で
移
行
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
坂
本
四
方
太
と
い
う

「写
生
文
家
」
の

『ホ
ト
ト
ギ
ス
』
掲
載
文
を
見
る
こ
と
を
と
お
し

て
、
さ
ら
に

「
国
語
」
の
問
題
へ
結
び
つ
け
て
み
た
い
。

一
一　
文
体

の
揺
れ
―
―
会
話

の

〈
今
／
こ
こ

〉
を
写
す

四
方
太
の
散
文
が
最
初
に

『ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
る
の
は
、　
一
八
九
八

（明
治
三
十

一
）
年
十
月

（二
巻

一
号
）
の

「雑
話
」
で
、
文
体
論
の
体
裁
を
と
る
二
頁
余
り
の
小
論
で
あ

る
。
「明
瞭
」
と

「露
骨
」
、
「幽
玄
」
と

「朦
朧
」
な
ど
を
比
較
し
な
が
ら

「写
生
」
を
概
念
規

定
し
た
も
の
で
あ
る
。
誌
面
で
前
後
の
ペ
ー
ジ
を
占
め
た

「俳
諧
無
門
関
」
（俳
狐
道
人
）
と

「小
園
の
記
」
（正
岡
子
規
）
が
完
全
な
文
語
体
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
四
方
太
の
国
語
体
は
ジ
ャ

ン
ル
を
問
わ
ず
に
見
る
と

『ホ
ト
ト
ギ
ス
』
内
で
は
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
次
が
同
年
十
二

月

（二
巻
三
号
）
の

「山
」
、
複
数
人
が
山
を
テ
ー
マ
に
少
し
ず
つ
分
担
し
て
い
る
が
四
方
太
は

「○
僕
は
山
の
中
で
育
つ
た
の
で
す
が
、
山
は
つ
め
た
い
感
じ
が
し
て
嫌
ひ
で
す
。
町
の
方
が
温

か
で
善
い
。
（四
方
太
と

と
だ
け
記
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ほ
ぼ
全
員
が
文
語
文
や
漢
文
訓
読
調
で

あ
る
な
か
、
極
め
て
早
い
国
語
体
の
使
用
例
で
あ
る
。
し
か
し
翌
月
明
治
三
十
二
年

一
月

（二
巻

四
号
）
の
同
企
画

「夢
」
で
は
、
全
体
の
調
子
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
和
文
脈
の
文
語
体
と

な
る
。
こ
の
頃
の
四
方
太
は
、
国
語
体
を
志
向
し
な
が
ら
も
、
意
識
的
に
国
語
に
執
着
す
る
と
い

う
態
度
を
持
ち
得
て
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
九
〇
〇

（明
治
三
十
三
）
年
の
言
文

一
致
会
結
成
、　
一
九
〇
二
年
の
国
語
調
査
委
員
会
に
よ

る
言
文

一
致
体
推
進
の
動
き
が
間
近
に
迫

っ
た
時
期
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
の
よ

う
な
四
方
太
の
態
度
は
慎
重
で
さ
え
あ
る
。
だ
が
実
作
的
な
場
に
直
面
し
た
と
き
、
四
方
太
が
ス

タ
イ
ル
を
文
語
体
に
す
る
の
か
、
国
語
体
の
形
式
を
採
る
の
か
と
い
う
選
択
は
、
こ
の
時
点
で

は
、
常
に
揺
れ
続
け
て
い
た
と
い
う
の
が
妥
当
な
見
方
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
田
園
日
記
」
貧

八
九
九

・
明
治
三
十
二
年

一
月
）
や

「鮒
釣
」
（同
十

一
月
）
で
は
地
の
文
は
文
語
体
を
守
り
な

が
ら
も
、
会
話
は
国
語
文
で
表
記
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
も
国
語
／
文
語
の
揺
れ
と

い
う
先
の
見
方
を
裏
付
け
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
文
体
の
揺
れ
を
ど
の
よ
う
に
意
味

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
「
田
園
日
記
」
と
同

一
八
九
九
年
十

一
月
の

「鮒
釣
」
を
み

て
み
た
い
。

十
日
。
三
百
十
日
、　
一
天
晴
れ
渡
り
て
裏
山
秋
高
く
風
穏
や
か
な
り
、
い
で
や
野
川
に
釣

り
す
べ
く
と
て
庵
を
出
づ
、
稲
大
方
花
散
り
て
穂
は
垂
れ
が
ち
に
千
頃
の
浪
を
打
寄
せ
た

り
、
厄
日
十
日
の
間
幸
に
し
て
風
雨
の
災
害
も
な
く
民
安
堵
の
思
を
な
し
て
こ

ゝ
に
愁
の
眉

を
ひ
ら
く
、
こ
の
調
子
で
い
つ
た
ら
今
年
は
大
豊
作
だ
と
道
行
く
人
の
物
知
り
顔
な
る
も
め

で
た
し
夕
方
鮒
す
こ
し
獲
て
帰
り
ぬ
　
　
　
　
（「
田
園
日
記
」
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
）

三
時
も
過
ぎ
ぬ
、
待
て
ど
も
く
少
し
も
釣
れ
ず
、
や
を
ら
立
ち
帰
ら
ん
と
て
背
伸
び
な
ど

す
、
た
ま
／
ヽ

一
老
爺
村
の
方
よ
り
く
は
え
煙
管
に
て
橋
を
渡
り
き
て
我
方
に
歩
み
寄
り

つ
ゝ
釣
れ
ま
す
か
と
い
ふ
、
い
や
ち

ッ
と
も
釣
れ
ぬ
何
処
か
よ
い
釣
場
は
な
い
か
と
問
ふ
、

ま
す
ま
い
と
覚
束
な
げ
に
い
ふ
、
は
ア
そ
う
か
ナ
先
程
念
仏
鐘
が
鳴

つ
た
の
は
あ
れ
は
何
か

ナ
と
い
へ
ば
、
あ
れ
は
昨
日
村
長
様
の
娘
御
が
な
く
な
ら
れ
て
今
日
は
お
葬
式
で
ご
ざ
り
ま

す
の
で
寄
せ
鐘
を
叩
い
て
人
を
集
め
た
で
ご
ざ
り
ま
す
と
い
ふ
、　
　
　
　
　
名
鮒
釣
し

二
つ
の
散
文
に
共
通
す
る
の
は
、
文
全
体
が
文
語
体
で
あ
る
な
か
で
、
「田
園
日
記
」
の

「
こ

の
調
子
で
い
っ
た
ら
今
年
は
大
豊
作
だ
」
と
い
う
部
分
と
、
「鮒
釣
」
に
見
ら
れ
る

「さ
れ
ば
で

ご
ざ
り
ま
す
」
か
ら

「集
め
た
で
ご
ざ
り
ま
す
」
ま
で
の
直
接
引
用
の
形
で
会
話
を
写
し
た
部
分

と
が
、
国
語
体
で
書
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
会
話
を
国
語
体
で
書
け
る
な
ら
ば
、
地
の
文
を
含

め
全
体
を
国
語
体
で
統

一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
体
は
確
立
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
中
山

昭
彦
や
紅
野
謙
介
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
な
、
地
の
文
が
括
弧
で
く
く
ら
れ
た
会
話
文
を
主
導
す
る

と
い
う
地
の
文
―
―
会
話
文
と
い
う
序
列
は
、
や
は
り
可
逆
性

（会
話
文
に
よ
る
地
の
文
の
制

御
）
を
持
ち
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
に
ふ
れ
た

「山
」
や

「墓
」
（明
治
三
十
二
年
九
月
）

は
こ
の

「鮒
釣
」
よ
り
前
に
か
か
れ
て
い
る
が
、
短
い
な
が
ら
も
国
語
体
に
よ
つ
て
全
体
を
統
治
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す
る
文
体
を
四
方
太
は
持
ち
得
て
い
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
四
方
太
の
文
体
の
完
成
を
阻
害
す
る
も

の
と
は
何
だ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

先
の

「根
岸
草
慮
記
事
」
の
続
き
に
は
、
書
き
手
自
身
の
心
内
語
に
あ
た
る
部
分

「吾
輩
こ
ん

な
も
の
を
食
ふ
は
、
暦
の
緒
切
つ
て
以
来
、
は
じ
め
て
な
り
」
と
い
う

一
文
が
記
さ
れ
て
い
て
、

こ
ち
ら
も

「食
ふ
の
は
」
や

「
は
じ
め
て
で
あ
る
」
と

い
っ
た
国
語
体
が
採
用
さ
れ
て
は
い
な

い
。
ま
た
下
線
部
分

「
こ
は
柚
の
実
を
ゑ
ぐ
り
出
し
、
代
り
に
餞
頭
を
二
つ
か
三
つ
ね
ぢ
込
み
、

之
を
蒸
し
て
輪
切
り
に
し
た
る
も
の
に
て
、
茶
人
が
柚
味
噌
の
代
り
に
用
ふ
も
の
な
り
」
は
他
の

人
の
声
で
も
な
く
、
ま
た
自
分
の
心
内
語
＝
声
で
も
な
い
言
葉
、
い
わ
ゆ
る
地
の
文
に
近
く
説
明

と
し
て
の
読
み
手
に
向
け
た

「文
」
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
語
り
は
書
き
手
自
身
の

内
的
発
話
に
せ
よ
、
子
規
の
母
親
の
言
葉
に
せ
よ
、
明
ら
か
に
そ
の
時
に
発
せ
ら
れ
た
、
あ
る
い

は
そ
の
時
に
心
中
に
浮
か
ん
だ
生
の
こ
と
ば
で
は
な
く
、
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
時
点
で
の
書

き
手
四
方
太
に
よ

っ
て
制
御
さ
れ
る

「書
き
言
葉
」
＝
文
で
あ
る
。
も
し
、
写
生
文
の
真
価
が
状

況
の
再
現
性
と
い
う
点
に
あ
る
な
ら
ば
、
四
方
太
の

「根
岸
草
直
記
事
」
は
失
敗
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
様
々
な
声
や
言
葉
の
多
層
性
を

「写
す
」
と
い
う
散
文
実
験
で
あ

っ
た
点
は
評
価
す
べ
き
だ

ス
７
つ
。

「根
岸
草
直
記
事
」
を
文
語
文
に
よ
る
写
生
的
文
体
の
完
成

の

一
過
程
と
し
て
見
た
場
合
に

は
、
青
々
の
言
葉
が
そ
の

「声
」
を
再
現
す
る
こ
と
に
忠
実
で
あ

っ
た
た
め
に
、
文
語
文
と
し
て

の
統

一
を
欠
い
た
も
の
と
な

っ
た
と
い
う
結
論
に
な
る
。
統
御
さ
れ
て
い
た
文
章
全
体
が
、
で
」

れ
は
奈
良
茶
と
い
ふ
の
と
又
ち
が
ひ
ま
す
か
」
と
い
う
上
方
言
葉
の

「言
」
と

「文
」
の

一
致
に

よ

っ
て
、
そ
の
均
衡
を
失

っ
た
と

い
う
考
え
方
を
導
入
す
れ
ば
よ

い
。
も
し
、
青

々
の

「士二

を
、
文
語
と
し
て
、
た
と
え
ば

「
こ
は
奈
良
茶
と
い
ふ
も
の
と
又
ち
が
ふ
か
如
何
」
と
で
も
書
い

た
な
ら
、
こ
の
時
点
で
の
文
語
を
使
用
し
た
写
生
の
試
み
と
し
て
は
、
３
一二

―
―

「文
」
の

一

致
と
い
う
価
値
と
は
次
元
を
同
じ
く
し
な
い
が
）

一
つ
の
到
達
を
見
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
統

一
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
に

「声
」
は

「方
言
」
を
通
し
て
、
生
き
残

っ
た
の
だ
と
い
え

Ｚω
。そ

れ
で
は
、
青
々
の

「士こ

と
他
の
人
物

（子
規
、
北
堂
、
碧
梧
桐
、
虚
子
、
他
）
た
ち
の

「声
」
と
の
差
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は

「方
言
」
か
否
か
と

い
う
点
に
尽
き
よ
う
。
文
語

体
の
書
記
化
さ
れ
た
会
話
文
を
、
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
の
中
か
ら
拾

い
出
し
て
再
現
す
る
こ
と

は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
集
ま

っ
た
書
き
手
に
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し

「方

言
」
を
現
在
自
分
が
話
す
こ
と
の
な
い
文
語
の
形
で
地
の
文
に
埋
め
込
む
と
い
う
作
業
を
、
四
方

太
は
選
択
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
で
き
な
か

っ
た
」
と

い
う
よ
り
は

「選
択
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
根
拠
は
二
つ
あ
る
。

そ
の

一
つ
は
、
四
方
太
の
演
芸
全
般

へ
の
関
心
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
特
に
四
方
太
が
関

心
を
示
し
た
落
語
を
は
じ
め
と
し
、
講
談
本
、
浄
瑠
璃
、
近
世
の
草
双
紙
の
類
が
あ
り
、
こ
れ
ら

に

「江
戸
語
」
以
外
で
書
か
れ
た

「声
」
の
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う

一
つ

は
、
四
方
太
の
、
〈
今
／
こ
こ
〉
で
話
さ
れ
て
い
る

「方
言
」

へ
の
関
心
で
あ
る
。

〓
一　

位

相

語
と

し

て

の

「
東
京
五
巴

坂
本
四
方
太
の
死
後
編
ま
れ
た

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
四
方
太
追
悼
号

（大
正
六
年
七
月
号
、

２０

１
１０

（「暗
文
泉
子
し
）
の
な
か
で
大
谷
続
石
は
、
四
方
太
が

「
不
用
意
に
話
す
田
舎
者
の
対
談

な
ん
か
注
意
し
て
写
生
し
た
」
こ
と
、
「他
人
の
口
癖
や
音
声
の
抑
揚
を
真
似
る
事
は
頗
る
旨
か

つ
た
」
こ
と
な
ど
を
書
き
残
し
て
い
る
。
四
方
太
が
移
り
住
ん
だ
鳥
取
県
岩
井
郡
と
京
都
市
、
仙

台
市
は
、
い
ず
れ
も
全
く
異
な

っ
た

「方
言
」
を
も
つ
地
域
で
あ
り
、
そ
の
違
和
感
や
疎
外
感

を
、
若
い
四
方
太
が
敏
感
に
感
じ
取

っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
彼
の
口

語
に
よ
る
写
生
文
の
完
成
や
、
国
語
そ
の
も
の
へ
の
関
心
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
彼
の
出
自
は

看
過
し
え
な
い
。
同
時
に
、
「方
言
」
を
め
ぐ
る
言
語
統
制
の
論
議
喧
し
い
明
治
二
十
年
代
後
半

か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
の
国
語
学
者
や
文
人
た
ち
の
言
語
的
闘
争
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

上
田
万
年
は

一
八
六
七
年
に
江
戸
大
久
保
の
名
古
屋
藩
屋
敷
で
生
ま
れ
、
東
京
で
育

っ
て

い
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
、
実
体
と
し
て
の

一
つ
の

「国
語
」
「
日
本
語
」
の
存
在
に
は
初

め
か
ら
疑
い
を
入
れ
て
い
な
い
。」
と
し
た
上
で
、
「上
田
の
認
識
と
し
て
は
、
コ
一千
年
来

わ
れ
わ
れ
の
使

つ
て
居
る
日
本
の
言
葉
は
、
長
れ
多
く
も
上
は
　
天
皇
陛
下
よ
り
、
下
は

極
々
卑
し
い
村
落
の
百
姓
ま
で
が
普
通
に
用
ゐ
て
居
る
言
葉
で
あ
る
』
と
い
う
よ
う
に
、
ご

く
あ

っ
さ
り
と

『
日
本
の
言
葉
』
の
歴
史
的

一
貫
性
と
階
層
的
同

一
性
を
認
め
て
し
ま

っ
て

い
る
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と
安
田
敏
朗
は
分
析
す
る
。
無
論
こ
こ
か
ら
逆
説
的
に
、
四
方
太
に
は
歴
史
的

一
貫
性
と
階
層
的

同

一
性
に
疑
義
を
差
し
挟
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
四
方
太
に
と

っ

て
は

「方
言
」
が
現
在
性
と
現
前
性
と
を
実
現
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
意
識
さ
れ
て
お
り
、
地
の

文
に
制
御
し
き
れ
な
い
亀
裂
と
し
て
の
会
話
を
描
く
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
彼
に
と

っ
て
の
写
生
の

目
的
の

一
つ
で
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
方
太
の
散
文
が
地
の
文
、
会
話
と
と
も
に
国
語
に
統

一
さ
れ
る
の
は
、
明
治
三
十
三
年

一
月

「
下
宿
屋
」
か
ら
で
あ
る
。
付
け
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
こ
ろ
の

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
常
連

執
筆
者
た
ち
の
中
で
み
て
も
、
地
の
文
を
差
し
挟
ま
ず
、
直
接
話
法
で
書
き
続
け
る
場
面
を
多
く

持

つ
の
は
、
四
方
太
に
見
ら
れ
る
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

「
下
宿
屋
」
は
、
の
ち
に

子
規
た
ち
と
の
文
章
修
行
か
ら
四
方
太
が
得
た
成
果
と
し
て
語
ら
れ
る
記
念
碑
的
な
位
置
付
け
の

写
生
文
で
も
あ
る
。
こ
の
写
生
文
は
、
引

っ
越
し
先
の
新
し
い
部
屋
の
描
写
に
は
じ
ま
り
、
下
宿

人
た
ち
の
様
子
や
会
話
を
次
々
に
描
写
し
た
小
品
で
あ
る
。
こ
の
下
宿
屋
に
は
二
十
幾
人
の
下
宿

人
が
お
り
、
書
生
を
筆
頭
に
、
国
民
英
学
会
に
通

っ
て
い
る
学
生
、
腰
弁
で
外
務
省
に
通
う

「小

役
人
」
な
ど
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
彼
ら
の
世
話
を
す
る

「
下
女
」
が
二
人
い
る
。

一
人
の
や
つ
は
実
に
彩
し
い
顔

つ
き
で
、　
一
寸
形
容
の
仕
様
も
な
い
が
、
強
い
て
い
は
ゞ

先
づ
不
等
辺
三
角
形
と
で
も
い
ふ
の
だ
ら
う
。
目
は
猿
の
や
う
で
、
…

（中
略
）
…
東
京
ひ

ろ
し
と
い
へ
ど
も
恐
ら
く
又
と
あ
る
ま
い
と
の
こ
と
、
そ
れ
さ
へ
あ
る
に
此
女
の
日
の
き

ゝ

様
が
又
頗
る
変
な
の
で
、
こ
れ
も
人
々
の
笑
ひ
の
種
に
な
る
。
そ
れ
は
、
於
早
う
御
じ
や
ま

す
と
か
、
お
内
で
御
じ
や
ま
す
と
か
、
何
ん
で
も
詞
の
尻
に
、
御
じ
や
ま
す
を
つ
け
る
の
だ

さ
う
で
、
そ
の
語
原
は
い
ふ
迄
も
な
く
、
御
座

い
ま
す
の
約
言
だ
と
い
う
ふ
説
で
あ
る
。
今

一
人
の
や
つ
も
、
多
少
如
何
は
し
い
女
で
は
あ
る
が
、
併
し
御
じ
や
ま
す
に
比
べ
る
と
、
余

程
人
間
ら
し
く
見
え
る
。
勿
論
勢
力
は
此
方
に
あ
る
の
だ
　
　
　
　
　
　
　
（「
下
宿
屋
し

こ
の

「
下
女
」
は
、
「御
座
い
ま
す
」
を

「御
じ
や
ま
す
」
と
発
声
す
る
こ
と
で

「人
々
の
笑

ひ
の
種
」
に
な
る
。
先
に
も
引
用
し
た
大
谷
続
石
の
証
言
、
四
方
太
が

「不
用
意
に
話
す
田
舎
者

の
対
談
な
ん
か
注
意
し
て
写
生
し
た
」
と
は
ま
さ
に
こ
う

い
っ
た
点
で
裏
付
け
ら
れ
る
。
四
方
太

か
ら
見
て

「
田
舎
者
」
、
あ
る
い
は

「江
戸
語
」
「東
京
語
」
の
規
範
か
ら
外
れ
る
者
は
、
そ
の
写

生
す
べ
き
最
た
る
特
徴
と
し
て
手
厳
し
く
再
現
さ
れ

「
田
舎
者
」
で
あ
る
こ
と
を
暴
か
れ
て
ゆ

く
。
先
に
見
た

「根
岸
草
産
記
事
」
で
の
子
規
の
母
親
、
あ
る
い
は
子
規
自
身
も
そ
う
で
あ
る

し
、
こ
の
総
勢
二
十
人
に
も
な
る
下
宿
人
た
ち
の
凡
て
が
東
京
地
方
で
話
さ
れ
る
言
葉
を
操

っ
た

か
ど
う
か
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
極
め
て
疑
わ
し
い

（ホ
ト
ト
ギ
ス
の
書
き
手
は
ほ
と
ん
ど
が
非
東

京
出
身
者
）
。
け
れ
ど
、
下
宿
人
た
ち
は
次
々
と

「非
田
舎
者
」
の
象
徴
た
る

「書
生
こ
と
ば
」

を
展
開
す
る
。

「佐
藤
か
。
ま
ア
這
入
れ
、
今
勧
進
帳
を
や
つ
て
ゐ
る
ん
だ
。
」
「
よ
し
て
く
れ
。
冗
談
ぢ

や
な
い
ぜ
。
と
き
に
、
ど
う
だ
、
往
か
な
い
か
。」
「
ン」
う

つ
と
今
夜
は
…
…
」
「京
子
の
三

十
三
間
堂
に
小
清
の
御
殿
。
」
「往
か
う
、
山
田
君
、
往
か
な
い
か
。
」
「僕
は
、
ま
ア
よ
さ

う
。」
「
ソ
ン
ナ
ニ
勉
強
す
る
と
、
肺
病
が
で
る
よ
。」
「
ふ
ム
、
ち
と
肺
病
に
で
も
な
り
た
い

ん
だ
。」
「和
歌
浦
に
は
名
所
が
御
座
る
か
。　
一
に
権
現
二
に
玉
津
島
だ
。
佐
藤
傘
が
い
る

か
。」
「
ナ
ニ
、
上
つ
て
る
よ
。」
「
さ
う
か
、
そ
い
つ
は
あ
り
が
た
い
。　
一
寸
来
て
く
れ
た
ま

へ
、
足
袋
を
は
く
か
ら
。」
此
時
例
の
下
女
が
来
て

「佐
藤
さ
ん
。
寄
席
に
入
ら

つ
し
や
る

の
で
御
じ
や
ま
す
か
。」
「
ハ
イ
左
様
で
御
じ
や
ま
す
で
御
じ
や
ま
す
。
」
「
ア
ラ
憎
ら
し
い
、

大
き
に
御
世
話
様
で
御
じ
や
ま
す
よ
。」
「
フ
ウ
、
や
つ
ぱ
り
御
じ
や
ま
す
だ
。
わ

ッ
は

ッ

は
、
山
田
君
、
そ
れ
じ
や
失
敬
。」

嘲
笑
の
対
象
に
な
り
な
が
ら
も
、
自
分
の
言
葉
を
操
る
こ
と
が
出
来
な
い

「
下
女
」
を
相
対
化
す

る
も
の
は
、　
一
様
に

「書
生
こ
と
ば
」
を
用
い
、
コ
呈
叩
的
弱
者
」
を
作
り
出
し
そ
れ
を
取
り
囲

む
集
団
で
あ
る
。
璽
日生
」
と
い
う
文
化
階
層
が
用
い
た
こ
の
独
特
の
位
相
語
は
、
彼
ら
の
出
自

を
見
え
な
く
す
る
隠
れ
蓑
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
再
現
さ
れ
て

い
る
写
生
と
は
、
あ
る
階
層
語
が
別
の
階
層
語
を
序
列
化
す
る
道
具
で
あ
り
、
同
時
に
書
生
こ
と

ば
が
下
女
の
作
り
出
し
た
位
相
語
を
抑
圧
す
る
、
書
生
や
腰
弁
の
役
人
た
ち
の
も

つ

「空
気
」
で

も
あ
り
、　
一
人

一
人
の
話
す
個
人
的
言
語
の
再
現
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る

「写
生
」
の
目
的
と

は
、
対
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
四
方
太
の
国
語
的
写
生
文
を
ひ
と

つ
の

「文

体
」
と
し
て
支
え
て
い
た
も
の
は
、
「声
を
写
す
」
こ
と
で

「写
生
」
を
目
指
す
在
り
方
で
は
な

く
、
捏
造
さ
れ
た

「言
」
＝
璽
日生
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て

一
人
の
女
性
の

「声
」
＝
「方
言
」
を
打
ち

消
し
て
成
立
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
実
際
を
写
す
と
い
う
こ
と
が
高
い
再
現
性
を
保
証
す
る

と
い
う
事
実

（「御
じ
や
ま
す
し

と
同
時
に
、
或
る
部
分
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
伝
え
る
こ
と

（＝

抑
圧
）
が
、
同

一
階
層
に
所
属
す
る
者
た
ち
の
連
帯
感
を
裏
付
け
補
強
す
る
と
い
う
、
事
実
の
露

呈
で
あ
る
。
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「
下
女
」
の
側
に
寄
り
添

っ
て
、
も
う

一
度
捕
ら
え
直
し
て
み
よ
う
。
「
下
女
」
が
東
京
出
身
者

か
否
か
は
こ
の
散
文
か
ら
は
受
け
取
れ
な
い
が
、
仮
に
彼
女

の
出
自
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

れ
、
彼
女
の
話
す
位
相
語
は
、
彼
女
の
無
教
養
を
暴
露
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
書
生
た
ち
の
嘲
笑

か
ら
自
ら
を
守
る
隠
れ
蓑
に
は
成
り
得
て
い
な
い
。
彼
女
は
自
分
の
話
す
言
葉
を
、
書
生
に
奉
仕

す
る
と
い
う
職
業
的
位
相
に
従

っ
て
翻
訳
し
よ
う
と
し
て
挫
折
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。
ま
た

「御
じ
や
ま
す
」
を

「笑
い
の
種
」
に
す
る
書
生
た
ち
の
残
酷
さ
は
、
社
会
的
階
層
に
お
い
て
上

層
に
位
置
す
る

（と
い
う
勝
手
な
位
置
づ
け
に
よ
っ
て
）
自
分
た
ち
が
、
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と

し
て

「東
京
ひ
ろ
し
と
い
え
ど
も
恐
ら
く
又
あ
る
ま
い
」
と
い
う

「彩
し
い
顔
」
と
結
び
つ
け
た

上
で
、
非
東
京
人
と
し
て
語
ら
れ
る
点
に
あ
る
。
「御
座

い
ま
す
」
を

「御
じ
や
ま
す
」
と
し
か

発
音
で
き
な
い

「
田
舎
者
」
は
、
嘲
笑
の
対
象
に
な
る
。
そ
れ
は
結
果
、
同

一
階
層
に
属
す
る
書

生
達
の
連
帯
感
を
呼
び
覚
ま
し
、
同
時
に

「東
京
人
」
と
し
て
の
自
己
同

一
性
を
保
証
す
る
。

「
下
宿
屋
」
に
展
開
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
は
、
四
方
太
た
ち

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
中
心
的
書
き

手
た
ち
が
、
み
な
地
方
出
身
者
で
あ
り
、
同
時
に
東
京

へ

「文
学
」
の
志
を
も

っ
て
上
京
し
て
き

た
人
々
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
も
起
因
す
る
。
東
京
に
生
ま
れ
育
た
な
か

っ
た
者
に
と

っ
て
の

「標
準
語
」
を
、
上
京
後
に
身
体
化
し
よ
う
と
努
め
、
国
家
の
中
央
に
位
置
し
、
そ
こ
で

近
代
化
し
統

一
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
ト
レ
ー
ス
す
る
よ
う
に
自
分
た
ち
の
雑
誌
を
発
行
し
つ
づ

け
る
。
書
く
こ
と
の
出
発
点
で
、
「方
言
」
を
地
の
文
に
塗
り

つ
ぶ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
立
ち
止

ま

っ
た
四
方
太
が
、
こ
う
し
た
形
で
し
か

「声
」
を

「文
」
と
し
て
拾
え
な
か

っ
た
こ
と
は
、
当

時
の
標
準
語
と
方
言
を
め
ぐ
る
書
く
こ
と
の
難
し
さ
を
露
呈
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

四
　

方
言
を
懐
古

す

る
場
所

へ

四
方
太
が

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
次

々
と
散
文
を
掲
載
す
る
こ
ろ
、
子
規
は
病
床
で

「俳
話
」

（
一
九
〇
〇

・
明
治
三
十
三
年
十
月
三
十
日
号
）
で
の
問
答
形
式
の
文
章
や
、
数
行
の
説
明
を
の

ぞ
き
全
文
が
会
話
文
で
構
成
さ
れ
た

「初
夢
」
２

九
〇

一
年

一
月
三
十

一
日
号
）
を
書
く
。
「初

夢
」
の
中
に
は
、
家
人

（お
そ
ら
く
は
母
親
）
や
車
夫
、
書
生
時
代
の
下
宿
屋
の
婦
人
の
話
し
ぶ

り
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
故
郷
松
山
に
つ
い
て
の
回
想
や
、
方
言
や
階
層
に
関
す
る
極
端
な

言
及
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
遡
る
こ
と
十
数
年
、
子
規
は
自
ら
の
故
郷
松
山
の
変
化
に
つ

い
て
い
く
つ
か
の
点
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に

「
一
、
総
べ
て
の
風
が
東
京
に
似
る
こ
と

言
葉
も
多
少
東
京
に
似
る
こ
と＜
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
生
前
未
発
表
の

「筆
ま
か
せ
」
は
、

四
国
仙
人
／
沐
猥
冠
者
と
い
う
署
名
で
翌
年
も
書
き
続
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に

「言
語
の

変
遷
」
と
す
る

一
文
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
前
年

一
行
だ
け
ふ
れ
ら
れ
た
言
葉
の
変
化
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
感
慨
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

言
語
も
追
々

一
様
に
な
る
の
傾
き
あ
る
が
、
さ
ら
ば
何
地
方
の
語
が
全
国
に
流
行
す
る
や

と
い
ふ
に
　
ど
う
し
て
も
首
都
た
る
東
京
の
語
な
り
　
何
人
で
も

一
度
や
三
度
は
出
か
け
る

東
京
に
お
い
て
地
方
言
は
用
ゐ
ら
れ
ぬ
故
　
多
少
東
京
語
の
ま
ね
す
る
に
至
る
な
り
　
ま
た

地
方
に
出
て
も
東
京
語
な
ら
ば
見
苦
し
き
こ
と
な
し
　
否
む
し
ろ
威
張
り
た
る
位
な
れ
ば
い

や
し
く
も
多
少
東
京
語
を
解
す
る
者

ハ
皆
こ
れ
を
使
用
す
れ
ど
　
甲
地
の
人
が
乙
地
に
在
て

自
分
の
故
郷
の
方
言
を
談
ず
る
こ
と
は
能
は
ざ
る
べ
し
、
さ
れ
ば
そ
の
地
の
方
言
を
習
ふ
か

或

ハ
東
京
語
を
話
す
の
二
途
あ
る
の
み
、
こ
こ
に
お
い
て
東
京
言
葉
ま
す
ま
す
勢
力
を
得
る

に
至
る

こ
の

「言
語
の
変
遷
」
は
、
言
葉
の
言
い
回
し
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
東
京
か
ら
の

人
や
物
の
流
入
が
故
郷
の
空
間
そ
の
も
の
を
淘
汰
し
て
い
く
様
子
に
ふ
れ
て
お
り
、　
一
八
九
〇
年

代
の
早
い
時
期
に
、
子
規
は
す
で
に
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
ち

得
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
言
文

一
致
を
に
な

っ
た

「東
京
語
」
と

「江
戸
語
」
の
連
続
性
を
根

拠
に
し
た
山
田
美
妙
に
代
表
さ
れ
る

「標
準
語
」
観
を
こ
の
時
点
で
の
子
規
も
共
有
し
て
い
る
こ

と
が
伺
え
る
だ
ろ
う
。
イ

・
ョ
ン
ス
ク
の
指
摘
通
り
、
山
田
美
秒
ら
が

「江
戸
語
と
東
京
語
と
の

連
続
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
東
京
語
の
標
準
的
地
位
を
正
当
化
し
た
の
だ
が
、
実
は
江

戸
語
と
東
京
語
と
の
間
に
は

一
つ
の
断
絶
が
あ

っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
だ
ろ
う
。
空

間

（地
域
）
に
依
拠
し
た

「江
戸
語
」
が
、
「東
京
の
士
君
子
」
、
「東
京
中
流
社
会

の
こ
と
ば
」

と

い
う
階
層
性
に
依
拠
す
る
言
語
に
な
る
と
き
、
「東
京
語
」
は

「標
準
語
」

へ
と
接
続
さ
れ

る
。
子
規
の
い
う

「地
方
に
出
て
も
東
京
語
な
ら
ば
見
苦
し
き
こ
と
な
し
」
と
い
う
根
拠
は
、
こ

う
し
た
教
養
人
の
上
昇
志
向
と
中
央
志
向
と
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
階
層
に
限
定
さ
れ
た

人
々
の
話
す

「標
準
語
」
は

「見
苦
し
き
こ
と
」
が
な
い
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
「甲
地
の

人
が
乙
地
に
在
り
て
」
体
験
す
る
異
な
る
地
域
間
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
は
、
地
域
差

に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
新
た
な
中
流
社
会
や
教
養
層
と
し
て
東
京
に
移
り
住
ん
だ
子
規
や
、
前
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節
で
述
べ
た
坂
本
四
方
太
の
写
生
実
践
に
よ

っ
て
強
化
さ
れ
る
。

言
文

一
致
と

い
う
社
会
目
的
化
さ
れ
た
言
語
規
範
に
よ

つ
て

「方
言
」
は
駆
逐
さ
れ
て
い
く
と

い
う

「
国
語
」
統

一
の
趨
勢
に
対
し
て
、
四
方
太
の

「
方
言
」

へ
の
注
目
と
記
録
的
眼
差
し
は

一

種

の
抵
抗
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
四
方
太
の
声
を
写
す
写
生
文
は
、
璽
日
か
れ

た
言
葉
」
と
し
て

「方
言
」
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
、
「話
さ
れ
る
方
言
」
を
抑
圧
す
る

構
造
を
立
ち
上
げ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
写
生

の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は
、
「方
言
」
を
写

生
し
た
現
在

に
し
か
な

い

「
死
ん
だ
言
葉
」

の
領
域

に
追

い
や
り
、
「東
京
語
」
と

い
う
位
相
語

を

「標
準
語
」

へ
と
押
し
上
げ
る
、
そ
の
原
動
力
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

江ヽ０
　
『柳
田
国
男
全
集
』
（筑
摩
書
房
刊
）
に
よ
れ
ば
、
全
十

一
編
か
ら
な
る
同
書
は
、　
一
九
三
九

（昭
和

十
四
）
年
～

一
九
四

一

（十
六
年
）
に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
書
き
下
ろ
し
を
の
ぞ
く

一
編

「国
語

史
の
目
的
と
方
法
」
貧

九
四
七
年
）
だ
け
は
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

②
　
鈴
木
章
宏
は

「商
標
と
し
て
の

「写
生
文
Ｌ

（『漱
石
研
究
』
第
七
号

一
九
九
六
年
十
二
月
、
翰
林
書

房
）
の
な
か
で
、
「写
生
文
」
と
い
う
言
葉
は
子
規
自
身
の
使
用
例
が
極
め
て
少
な
く
、
死
後
周
辺
の
人

間
に
よ
っ
て
事
後
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

０
　
「僕
な
ど
も
頻
り
に
写
生
を
勧
め
ら
れ
た
か
ら
漢
学
も
和
学
も
何
等
の
素
養
の
な
い
も
の
に
は
是
れ
幸

と
む
や
み
に
言
文

一
致
で
以
て
書
散
ら
し
た
が
今
日
で
は
未
熟
な
が
ら
兎
に
角
我
派
の
写
生
文
仲
間
の

末
席
に
列
な
つ
て
明
治
の
美
文
は
写
生
文
の
他
に
な
い
と
信
ず
る
に
至
つ
た
の
は
僕
の
最
も
名
誉
と
す

る
所
で
あ
る
。
扱
て
同
汁
二
年
の
夏
頃
に
な
つ
て
、
大
坂
か
ら
青
々
が
遣
つ
て
来
て
ホ
ト

ヽ
ギ
ス
を
手

伝
ふ
事
に
な
つ
て
か
ら
文
章
熱
は

一
層
盛
に
な
つ
た
。
青
々
は
俳
句
も
上
手
な
り
学
問
も
あ
つ
た
が
写

生
文
に
は
手
古
摺
つ
た
と
見
え
て
大
分
手
ひ
ど
く
遣
ら
れ
た
様
だ
。
何
し
ろ
斯
う
文
章
が
盛
ん
に
な
つ

た
以
上
は
俳
句
会
と
同
じ
く
文
章
会
を
遣
つ
た
ら
善
か
ら
う
と
い
ふ
の
で
十

一
月
に
至
て
其
第

一
会
を

催
し
た
。」
（坂
本
四
方
太

「写
生
文
の
事
」

一
九
〇
二
年
十
二
月

『ホ
ト
ト
ギ
ス
』
子
規
追
悼
号
）
と

あ
る
。

０
　
た
と
え
ば
、
十
八
世
紀
後
半
の
歌
舞
伎
の
台
本
と
異
な
っ
て
、
絵
入
り
狂
言
本
に
は
、
語
り
手
や
役

者
や
観
客
の
視
点
を
同
定
す
る
た
め
の
文
法
的
標
識
が
備
わ
っ
て
は
い
な
い
。
（略
）
当
時
は
引
用
符
や

そ
れ
に
相
当
す
る
記
号
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（略
）
引
用
概
念
、
す
な
わ
ち
あ
る
人
の

会
話
を
他
の
人
の
会
話
と
区
別
す
る
と
い
う
考
え
そ
の
も
の
が
、
こ
の
言
説
空
間
で
は
制
度
化
さ
れ
た

実
践
と
し
て
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（酒
井
直
樹

『過
去
の
声
』
二
〇
〇
二
年
六
月
、
以
文

社
　
一
九
九
頁
）

０
　
四
方
太
と
子
規
を
は
じ
め
と
す
る

『ホ
ト
ト
ギ
ス
』
執
筆
者
た
ち
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
習
心
い
出

づ
る
ま

ゝ
」
（
一
九
〇
二
年
十
二
月

『ホ
ト
ト
ギ
ス
』
子
規
追
悼
号
）
に
詳
し
い
。

０
　
下
野
雅
昭

「日
本
の
国
語
政
策
と
方
言
」
亀
新

・
方
言
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』

一
九
九

一
年
二
月
、

世
界
思
想
社
）

０
　
ち
な
み
に
第
二
の
山
が
昭
和
三
年
以
後
東
京
方
言
学
会
を
中
心
と
し
東
西
の
大
学
に
方
言
研
究
の
学

会
が
結
成
さ
れ
、
研
究
発
表
の
機
関
雑
誌

「方
言
」
が
発
行
さ
れ
た
時
代
、
第
三
の
山
と
さ
れ
る
の
が

昭
和
二
十
三
年
設
置
の
国
立
国
語
研
究
所
を
中
心
と
す
る
地
方
語
の
研
究
の
起
こ
っ
た
時
期
で
あ
る
と

す
る

（「
国
語
〉
と
〉
〈
方
言
〉
の
間
』

一
九
九
九
年
、
人
文
書
院
）

同
　
中
山
昭
彦

「翻
訳
す
る
／
さ
れ
る

〈
言
文

一
致
〉
―
―
多
言
語
性
と
単

一
言
語
性
の
間
―
―
」
と
そ

の
後
質
疑
応
答
に
お
け
る
紅
野
謙
介
の
指
摘

（『日
本
文
学
』
ｄ
４７
‐
４
　
一
九
九
八
年
四
月
）

０
　
安
田
敏
朗

『帝
国
日
本
の
言
語
編
制
』
貧

九
九
七
年
十
二
月
、
世
織
書
房
　
一二
十
四
頁
。
）

⑩
　
「こ
ん
な
工
合
に
上
げ
た
り
下
げ
た
り
し
て
奨
励
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
益
々
勇
気
を
鼓
し
て
駄
作
を
試

み
た
。
子
規
子
始
め
其
他
の
諸
子
も
熱
心
に
作
ら
れ
た
。
ホ
ト

ゝ
ギ
ス
の
第
三
巻
第
四
号
に
で
た
小
品

文
は
多
く
此
研
究
の
結
果
で
あ
る
。」
（「写
生
文
」
『ホ
ト
ト
ギ
ス
』
子
規
追
悼
号
、
明
治
三
十
五
年
十

二
月
二
十
七
日
）

回
　
坂
本
四
方
太

「下
宿
屋
」

一
九
〇
〇

（明
治
三
十
三
）
年

一
月

『ホ
ト
ト
ギ
ス
』

⑫
　
四
方
太

「
下
宿
屋
」
前
掲

⑬
　
「帰
郷
中
目
撃
事
件
」
亀
筆
任
せ
』
（明
治
二
十
二
年
）

０
　
イ

・
ヨ
ン
ス
ク

『国
語
と
い
う
思
想
』
貧

九
九
六
年
十
二
月
、
岩
波
書
店
）

ｍ
　
「江
戸
っ
子
」
を
自
称
す
る
青
年
の
登
場
す
る

「坊

っ
ち
ゃ
ん
」
（明
治
三
十
九
年
四
月

『ホ
ト
ト
ギ

ス
』）
に
は
、
同
じ
江
戸
っ
子
の
画
学
教
師
野
だ
い
こ
が

「御
国
は
ど
ち
ら
で
げ
す
？
」
と
話
し
か
け
て

坊
っ
ち
ゃ
ん
が
江
戸
っ
子
を
返
上
し
た
い
と
語
る
場
面
が
描
か
れ
る
。　
一
方
で
野
だ
は
文
学
士
で
教
頭

の
赤
シ
ャ
ツ
に
対
し
て
は

「全
く
タ
ー
ナ
ー
で
す
ね
。
ど
う
も
あ
の
曲
り
具
合
つ
た
ら
あ
り
ま
せ
ん
ね
」

と
答
え
る
の
で
あ
る
。
野
だ
は
東
京
を
経
由
し
た
二
人
の
人
間
に
対
し
て
、
江
戸
語
と
東
京
語
と
を
ス

イ
ッ
チ
で
き
る
人
物
で
あ
る
。
子
規
同
様
の

「見
苦
し
き
こ
と
」
を
内
面
化
し
た
人
物
造
形
で
あ
る
。
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The ldeology of sketches

―一―SAKAMOTO Shihota,Sketching Voices― ―一

SUGITA Tomomi

Abstract: This Thesis is the study of essays in the magazine HOTOTOGISU,by SAKAMOTO Shihota(1873

-1917).In the 19oOs,HOTOTOGISU's authors aim was to write a sketch of spoken Japanese languageo Shi―

hota,using the mcthod of sketching,tried to rcproduce spokcn languagc which is discussed herco Shihota took

uncontrollable conversational style writing and sketched it in the written style language.But,on the other hand,

his challenge was how to help the organization of onc hierarchical language by using another one. IIis sketch

essays suppressed the lower class women and strengthened the solidarity of the students language and the peo―

ple who used ito From there is where the slogan“ sketch"held up HOTOTOC}ISU's possibilities and lilnitations

which became apparent。

This Thesis will hopefully help in the process of research by using the Japanese language as its standard.

(60)


