
日
本
文
学
に
於
け
る

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
諸
問
題

丸

山

正

人

｢

は
じ
め
に

『文
学
』
(岩
波
書
店

第
四
巻
第
四
号

一
九
九
三

秋
)
の
特
集

｢未
完
の
小

説
｣
と
い
う
座
談
会

(十
川
信
介

･
石
原
千
秋

･
久
保
田
淳

･
長
島
弘
明
の
四
民
)
の

初
め
に
十
川
信
介
は
問
題
提
起
と
し
て
'

未
完
の
問
題
に
つ
い
て
は
'
以
前
に
国
文
学
研
究
瞥
料
館
で
'
ス
タ
ン
フ
ォ
ー

ド
の
上
田
さ
ん
を
中
心
に
､
『終
わ
り
の
美
学
』
と
言
う
共
同
研
究
が
あ
り
ま

し
て
'
そ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
､
日
本
文
学
に
お
け
る
終
結
感
の
弱
さ

と
言
う
こ
と
で
す
｡
オ
ー
プ
ン

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
い
う
言
葉
で
説
明
さ
れ
て

い
ま
す
が
'
何
か
完
全
に
終
わ
っ
た
よ
う
な
感
じ
は
し
な
い
け
れ
ど
も
'
テ
ク

ス
ト
は
終
わ
っ
て
い
る
｡
そ
れ
が
日
本
の
近
代
小
説
の
特
徴
だ
と
言
う
こ
と
で

す
｡
-
中
略
･‥

こ
う
い
う
研
究
が
少
な
い
こ
と
自
体
が
､
終
わ
り
の
感
覚
が
弱
い
､
私
達
の

/

文
学
の
特
質
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
が
､
-
-

(十
川
)

と
い
う
発
言
が
あ
る
｡

そ
こ
で
'
日
本
文
学
に
お
け
る
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
み
た
い
0

文
学
に
お
い
て
完
結
'
終
結
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
概
念
を
持
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
｡
同
じ
'
特
集
の
な
か
で
､
ク
ロ
ー
ド
･
デ
エ
ツ
シ
ェ
は

｢未
完
に
関
す
る
未

完
の
覚
え
書
｣
で
'
『
フ
ラ
ン
.ス
語
宝
典
』
を
引
用
し
て
､

｢完
結
す
る
｣
こ
と
-

｢始
ま
っ
た
あ
る
こ
と
を
自
然
な
'
あ
る
い
は
作

為
的
な
終
わ
り
へ
導
-
こ
と
｣｡
さ
ら
に
､
｢完
結
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
完
蟹

な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
り
､
完
成
の
暁
に
訪
れ
る
高
場
に
達
す
る
こ
と
で
あ

る
｣

と
い
う
よ
う
に
概
念
規
定
を
し
て
い
る
｡

し
か
し
'
日
本
文
学
が

｢終
結
感
の
弱
い
｣'
｢終
わ
り
の
感
覚
が
弱
い
｣
と
い
う
こ

と
で
'
日
本
文
学
全
体
を
律
し
て
良
い
も
の
だ
ろ
う
か
｡

二
､
日
本
文
学
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
諸
相

-

完
全
に
結
末
を
つ
け
る
文
学

『落
語
』
や

『推
理
小
説
』
を
こ
の
小
論
で
問
題
に
し
て
い
る
文
学
の
分
野
に
い

れ
る
に
問
題
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
､
完
結
を
問
題
に
す
る
上
で
触
れ
て
み
る
｡

『落
語
』
は
'
｢落
ち
｣
に
よ
っ
て
噺
は
完
結
さ
れ
る
｡
例
え
ば
､
『寿
限
無
』
で

は
彼
が
近
所
の
子
供
の
頭
を
殴
っ
て
癌
を
つ
-
る
｡
子
供
が
そ
れ
を
訴
え
て
い
る
間

に
'
｢あ
ん
ま
り
名
前
が
長
い
か
ら
'
癌
が
ひ
っ
こ
ん
じ
ゃ
っ
た
｣
と
い
う

｢落
ち
｣

で
こ
の
噺
は
完
結
す
る
｡
噺
と
し
て
完
結
さ
れ
て
い
る
た
め
乱
暴
者
の
寿
限
無
の
今

後
の
成
長
は
問
題
に
な
ら
な
い
｡

『推
理
小
説
』
は
犯
人
の
逮
捕
に
よ
っ
て
事
件
は
解
決
し
'
推
理
小
説
は
結
末
が

付
け
ら
れ
る
｡
小
説
に
よ
っ
て
は
'
そ
の
事
件
の
背
景
と
な
る
よ
う
な
社
会
問
題
や

政
治
問
題
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
を
措
-
の
は
推
理

小
説
の
目
的
で
は
な
い
｡
小
説
と
し
て
は
あ
-
ま
で
完
結
さ
れ
て
い
る
｡

『能
』
亡
霊
が
消
え
て
ゆ
く
こ
と
で
そ
の
能
は
完
結
さ
れ
る
も
の
が
多
い
｡
劇
的

構
成
が
強
い
四
番
目
物

(現
在
能
)
に
し
て
も
､

『船
弁
慶
』
で
は
'
弁
慶
の
祈
り
に
よ
っ
て

｢
-
-
な
は
怨
霊
は
､
慕
ひ
来
る
を
'
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追
っ
払
い
祈
り
退
け
へ
ま
た
引
く
潮
に
､
揺
ら
れ
流
れ
､
ま
た
引
く
潮
に
､
揺
ら
れ
流

れ
て
､
跡
白
波
と
ぞ
'
な
り
に
け
り
｣
と
完
結
す
る
｡

同
様
に
,'
『安
宅
Jl
で
は
'
富
樫
ら
関
守
ら
に
留
め
ら
れ
た
が
'
最
終
的
に

｢
さ
ら

ば
よ
と
て
､
笈
を
お
っ
取
り
'
肩
に
打
ち
掛
け
'
虎
の
尾
を
踏
み
､
毒
蛇
の
口
を
､
逃

げ
れ
た
る
こ
こ
ち
し
て
'
陸
奥
の
国
へ
ぞ
､
下
り
け
る
｡｣
と
完
結
し
て
い
る
O
こ

こ

で
､
観
客
は

｢
そ
れ
か
ら
の
義
経

･
弁
慶

一
行
は
ど
う
な
っ
た
か
｣
と
言
う
よ
う
な
疑

問
は
起
こ
ら
な
い
｡
能
が
完
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

2

和
歌
'
特
に
短
歌
の
場
合

･
待
つ
人
も
来
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
に
鷺
の
鳴
き
つ
る
枝
を
折
り
て
け
る
か
な

(古
今
集

春
下
)

こ
の
歌
は

｢待
つ
人
が
来
な
い
の
で
'
黛
が
楽
し
く
鳴
い
て
い
た
梅
の
枝
を
折
っ

て
し
ま
っ
た
｣
と
い
う
女
の
心
情
を
詠
ん
で
い
る
｡
形
は

｢折
り
て
け
る
か
な
｣
と

い
う
述
部
を
も
っ
て
完
結
さ
せ
て
い
て
､
形
も
内
容
も
完
結
さ
せ
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
｡
し
か
し
､

た
ま
ゆ
ら
の
霜
も
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
な
き
人
恋
ふ
る
宿
の
秋
風

(新
古
今
集

哀
傷
)

の
和
歌
は
t
F秋
風
』
で
終
結
さ
せ
て
い
る
｡
述
部
を
持
た
な
い

｢体
言
止
｣
の
和

歌
で
あ
る
｡
形
式
と
し
て
は
'
｢秋
風
｣
が
ど
う
し
た
､
｢秋
風
｣
を
ど
う
感
じ
た
か

と
い
う
こ
と
は
1
切
表
現
さ
れ
て
い
な
い
O
形
式
は
未
完
で
あ
る
.
そ
れ
で
い
て
'

作
者
の
心
情
は
余
情
と
し
て
享
受
者
に
十
分
に
伝
え
ら
れ
る
｡
そ
の
意
味
で
こ
の
和

歌
は
完
結
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡

和
歌
に
満
い
て
は
'
形
式
上
の
完
結
さ
を
求
め
る
こ
と
に
は
余
り
意
識
さ
れ
な
い

と
い
え
る
｡
同
様
の
完
結
の
仕
方
で
は

｢連
体
止
｣
も
あ
る
が
､
享
受
の
さ
れ
方
は

｢体
言
止
｣
と
同
様
で
あ
る
｡
和
歌
で
は
'
作
者
は
必
ず
し
も
表
現
上
の
完
結
さ
に

つ
い
て
は
問
題
視
し
な
い
で
'
い
か
に
主
意
'
主
情
を
表
現
す
る
か
に
心
を
用
い
た

の
で
は
な
い
か
｡
そ
し
て
'
享
受
者
は
作
者
の
注
意
､
主
情
を
受
け
止
め
る
こ
と
に

意
を
用
い
た
｡

連
歌
･
連
句
の
場
合

連
歌
･
連
句
等
は
'
文
字
通
り
エ
ン
ド
レ
ス
と
い
う
文
学
で
は
な
い
か
｡
た
だ
便

宜
上
百
句
'
三
十
六
句
な
り
で
一
応
止
め
て
お
く
.
形
式
と
し
て
'
揚
句
で
完
結
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
は
'
井
原
西
鶴
の

『独
吟
二
万
三
千
五
百
句
』
の
興
行
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
､
矢
数
俳
譜
等
は
い
か
に
多
く
の
句
を
詠
む
か
と
い
う
こ
と
が
主
眼
で
'
全
体

の
構
成
と
か
､
結
末
を
ど
の
よ
う
に
完
結
さ
せ
る
か
な
ど
は
眼
中
に
無
か
っ
た
の
で

は
な
い
か

｡

連

歌

･
連
句
は
'
発
句
と
脇
句
と
で
一
つ
の
世
界

(情
景
や
心
情
な
ど
)
を
作
り
'

次
に
脇
句
と
第
三
と
の
問
に
は
発
句
と
脇
句
と
で
構
築
し
た
世
界
と
は
全
-
別
の
世

界
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
｡
さ
ら
に
､
第
三
は
発
句
と
は
全
然
関
係
の

な
い
内
容
を
詠
む
こ
と
を
同
様
に
要
求
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
一
句
ず
つ
ず
ら

し
て
次
の
句
と
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
構
築
し
て
百
句
'
三
十
六
句
な
り
を
詠

み
続
け
て
ゆ
き
'
揚
句
で
完
結
さ
せ
る
｡
こ
の
連
続
が
連
歌
で
あ
り
'
連
句
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
､
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

連
歌

･
連
句
で
は
､
花
の
座
､
月
の
座
な
ど
の
定
座
を
指
定
し
て
全
体
の
変
化
杏

求
め
て
い
る
が
'
そ
れ
の
全
体
の
内
容
構
成
や
結
末
の
付
け
方
よ
り
も
､
前
句
と
付

句
と
の
間
の
付
合
い
の
ほ
う
が
重
大
の
問
題
に
な
っ
て
い
る
｡

近
代
の
短
歌
や
俳
句
で
も
'

一
首
､

一
句
が
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
情
景
や
心
情
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な
ど
を
表
現
し
て
い
て
'
完
結
の
仕
方
は
短
歌
で
見
た
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
｡
連
作

と
い
う
作
法
も
あ
る
が
'
こ
れ
は
連
作
全
体
と
し
て
一
つ
の
事
柄
や
事
件
を
詠
む
の
で

あ
っ
て
'
各
歌
､
各
句
は
同

一
の
対
象
に
た
い
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
と
か
情
景
を
詠

ん
で
い
る
｡
し
か
し
'
そ
の
連
作
の
最
後
の
一
首
､

一
句
に
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
い
う
意

識
は
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

4

物
語
の
場
合

｢説
話
物
語
』
な
ど
は
小
さ
な
説
話
の
集
成
で
あ
っ
て
'
種
が
尽
き
る
ま
で
幾
ら

で
滝
続
け
て
ゆ
け
る
0
そ
し
て
個
々
の
説
話
は
そ
れ
ぞ
れ
に
完
結
し
て
い
て
い
る
｡

発
端
が
あ
り
波
乱
が
あ
り
結
末
が
あ
る
｡
｢今
昔
物
語
』
で
は
結
末
の
形
と
し
て
'

作
者
の
評
語
を
付
け
て
い
る
｡
し
か
し
､
そ
こ
に
は

F今
昔
物
語
｣
と
い
う

｢説
話

物
語
Jl
の
作
品
全
体
と
し
て
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
い
う
意
識
は
無
い
と
い
え
る
｡

｢源
氏
物
語
』
で
は
'
｢夢
の
浮
橋
｣
の
巻
で
終
わ
っ
て
い
る
が
'
完
結
し
て
い

る
の
か
､
い
な
い
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は

『竹
取
物
語
Jl
は
'
か
ぐ

や
姫
が
月
の
世
界
に
昇
天
す
る
こ
と
で
物
語
は
完
結
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
r
源
氏

物
琵
巴

で
は
､
入
水
し
た
浮
舟
が
助
け
ら
れ
た
後
ど
う
生
き
て
ゆ
く
の
か
と
か
'
薫

と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く
｡
だ
か
ら
'
｢源
氏
物
語
』

は
未
完
で
あ
る
と
い
う
読
み
方
が
生
ま
れ
る
｡
こ
の
立
場
か
ら
い
え
ば
'
第
二
部
で

′

光
源
氏
が
亡
く
な
る
と
こ
ろ
で
完
結
し
て
い
れ
ば
文
句
な
し
に
完
結
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
｡
し
か
し
'
｢宿
世
｣
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
'
薫
の
生
い
立

ち
や
そ
の
行
き
方
を
措
く
必
要
が
生
じ
て
く
る
｡
従
っ
て

｢宇
治
十
帖
｣
の
存
在
理

由
が
は
っ
き
り
し
て
-
る
｡
薫
や
浮
舟
の
存
在
が
必
要
で
あ
っ
て
も
'
彼
等
の
一
生

を
措
-
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
も
し
'
そ
こ
で
'
明
確
に
結
末
を
付
け
よ
う

と
し
て
彼
等
の
一
生
を
描
け
ば
'
光
源
氏
を
主
人
公
と
し
た

F源
氏
物
語
｣
に
一
貫

性
が
欠
け
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
｡
こ
う
考
え
る
と
､
『源
氏
物
語
｣
の
結
末
が
何

か
物
足
り
な
い
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
は
'
形
式
的
に
は
完
結
さ
れ
て
い
な
い
が
'

物
語
と
し
て
は
完
結
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
｡

三
､
創
作
す
る
立
場
=
作
者
の
立
場
と
詠
む
立
場
=
批
評
す
る
立
場

日
本
の
近
代
小
説
に
未
完
の
作
品
が
多
い
と
い
う

『座
談
会
L
の
議
論
は
'
近
代
に

な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
や
文
学
観
が
輸
入
さ
れ
て
き
て
日
本
の
文
学
作
品
を
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
文
学
観
で
批
評
し
よ
う
と
い
う
立
場
が
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
そ

こ
に
創
作
す
る
立
場
と
批
評
す
る
立
場
と
の
弔
離
が
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

-

創
作
す
る
立
場
を
考
え
る
｡

川
端
康
成
の

r山
の
音
』
や

『千
羽
鶴
』
な
ど
は
'
幾
つ
か
の
短
編
小
説
を
集
め

て

r山
の
音
』
な
り

『千
羽
鶴
』
な
り
と
い
う
作
品
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
｡

一
つ

一
つ
の
短
編
が

｢終
わ
り
｣
と
な
り
､
纏
め
ら
れ
た
作
品
の

『山
の
音
』
な
り

｢千

羽
鶴
｣
な
り
に
は
終
結
感
が
薄
い
と
い
う
批
評
が
生
ま
れ
る
｡
創
作
す
る
立
場
の
小

説
家
は
'
創
作
す
る
と
き
の
作
者
の
意
識
の
根
底
､
む
し
ろ
意
識
し
な
い
根
底
に
お

い
て
は
連
歌
や
連
句
を
作
り
'
鑑
賞
す
る
立
場
や
考
え
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
｡
つ
ま
り
､
短
編
を
書
き
続
け
て
ゆ
こ
う
と
す
れ
ば
ど
こ
ま
で
も
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
し
､
止
め
よ
う
と
思
え
ば
ど
こ
で
で
も
終
わ
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

そ
こ
に
は
未
完
と
い
う
意
識
は
薄
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
こ
れ
は
連
歌
や
連
句
の

創
作
態
度
で
あ
り
'
享
受
の
態
度
で
あ
る
｡
そ
れ
を
'
羽
島
徹
哉
が

｢特
集
｣
の
中

の

F川
端
文
学
に
於
け
る
未
完
の
問
題
』
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
｡

-
-
そ
う
い
う
未
完
の
作
品
の
集
が
そ
の
年
六
月
'
芸
術
院
賞
を
受
け
た
｡

言
ヨ
国
｣
や

r千
羽
鶴
』
も
全
体
と
し
て
は
未
完
で
も
､
部
分
と
し
て
そ
れ
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な
り
に
読
め
る
作
品
を
作
者
が
心
掛
け
､
ま
た
そ
う
し
た
性
格
の
作
品
を
受
け
入
れ
る

素
地
が
日
本
社
会
に
あ
っ
た
訳
で
あ
る
｡
-
-
0

と
い
っ
て
い
る
｡
日
本
の
文
学
に
終
結
感
が
薄
い
と
い
う
の
は
'
連
歌
や
連
句
等
を

作
り
'
鑑
賞
す
る
立
場
や
考
え
方
で
な
-
'
輸
入
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
や
文

学
観
に
よ
る
立
場
か
ら
の
考
え
方
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

私
小
説
の
作
家
群
の
作
品
は
'
作
者
自
身
の
身
辺
の
雑
事
や
心
境
を
止
め
ど
な
く

取
り
上
げ
て
作
品
に
し
て
い
る
｡
身
辺
の
雑
事
な
ど
が
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
小
説
も

次
か
ら
次
へ
と
書
き
続
け
ら
れ
て
い
て
'
そ
れ
ぞ
れ
は
未
完
で
は
な
い
が
完
結
し
て

い
る
と
は
い
え
な
い
｡
即
ち
'
オ
ー
プ
ン

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
｡

現
在
'
特
に
戦
後
の
文
学
で
の

｢三
部
作
｣
と
か

｢
四
部
作
｣
と
か
は
､
夏
目
軟

石
の
二
つ
の

｢
三
部
作
｣
と
は
か
な
り
異
質
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
軟
石
の

も
の
は
主
人
公
は
違
う
人
物
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
が
､
取
り
上
げ
て
い
る
テ
ー
マ

は
同
じ
も
の
で
貫
か
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
が
戦
後
の
作
家
､
例
え
ば
中
村
真

一
郎
の

F
四
季
｣
の

｢
四
部
作
｣
は
そ

れ
と
は
か
な
り
異
な
る
｡
F
四
季
.!
の

｢
四
部
作
｣
は
､
四
篇
の
小
説
は
そ
れ
ぞ
れ

別
の
テ
ー
マ
を
持
っ
て
長
編
小
説
の
一
つ
の
章

(章
と
い
う
に
は
皆
長
編
で
あ
る
が
)

と
し
て
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て

『
四
季
』
｢
四
部
作
｣
全
体
と
し
て
の
大
き
な
テ
ー

マ
を
構
成
さ
せ
る
要
素
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
｡
し
か
も
､
こ
の

｢
四
部
作
｣

は
長
編
小
説
と
し
て
完
結
し
て
い
る
｡
こ
れ
が
川
端
文
学
の

言
ヨ国
』
と
も

『千
羽

鶴
J
と
も
大
き
く
異
な
る
点
と
考
え
ら
れ
る
｡

戦
後
の
作
家
の
個
々
の
諸
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
に
完
結
し
て
い
る
｡
例
え
ば
'
倉
橋

由
美
子
に
し
て
も
辻
邦
生
に
し
て
も
小
説
は
作
品
と
し
て
完
結
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
｡

2

何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
｡

｢文
学
』
の

｢座
談
会
｣
で
は
､
｢近
代
の
小
説
の
場
合
｣
と
断
っ
て
は
あ
る
が
､

戦
後
の
小
説
に
は
全
-
言
及
し
て
い
な
い
｡
こ
れ
は
戦
後
の
小
説
に
は
問
題
と
し
て

考
え
る
べ
き
未
完
の
小
説
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
も
し
､
そ
の
様
な
傾
向
が

強
い
と
し
た
ら
中
村
真

一
郎
を
含
め
て
戦
後
の
作
家
達
は
欧
米
の
文
学
作
法
や
'
文

学
論
'
文
学
評
論
を
深
く
研
究
し
､
自
分
の
も
の
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
0

さ
ら
に
､
戦
後
の
小
説
作
家
に
は
連
歌
や
連
句
を
作
る
座
と
か
'
そ
れ
ら
を
作
る

側
と
し
て
の
意
識
も
技
術
も
持
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
こ
の
両
者
か
ら
必
然

的
に
小
説
に
完
結
性
を
求
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

四
､
お
わ
リ
に

日
本
文
学
に
お
け
る
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に

｢終
結
感
の
弱
さ
が
あ
る
｣
と
か
､
｢
終
わ

り
の
感
覚
が
弱
い
｣
と
い
う
オ
ー
プ
ン

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
傾
向
が
強
い
と
い
わ
れ
て

い
る
が
'
そ
れ
を
考
え
る
上
で
以
下
の
諸
点
を
問
題
点
と
し
て
あ
げ
て
み
る
｡

1

日
本
の
古
典
文
学
の
創
作
態
度
と
享
受
の
姿
勢
が
近
代
か
ら
現
代
ま
で
に
至
る
小

説
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
か
､
ま
た
影
響
し
て
い
な
い
か
を
分
析
し
考
察
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
さ
ら
に
'
『竹
取
物
語
』
な
ど

『源
氏
物
語
』
以
前
の
物
語

は
完
結
性
が
強
い
の
に
､
以
後
の
物
語
に
は
弱
い
と
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
な
ぜ

そ
う
な
っ
た
か
'
短
歌
や
連
歌
､
連
句
の
創
作
と
享
受
の
意
識
や
態
度
が
そ
れ
に
影

響
し
て
い
る
か
'
い
な
い
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
｡

2

戦
後
の
小
説

(現
代
小
説
)
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
さ
ら
に
分
析
し
考
察
を
加
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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3

そ
の
た
め
に
も
'
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
概
念
規
定
を
し
っ
か
り
つ
け
る
必
要
が
あ
り

は
し
な
い
か
｡
ま
た
､
同
時
に
日
本
文
学
に
お
け
る
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
研
究
の
方
法
論

を
確
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
か
｡

4

享
受
す
る
側
の
意
識
の
問
題
と
し
て
'
｢
キ
チ
ン
と
完
結
し
て
い
な
く
と
も
い
い

の
だ
と
い
う
受
け
取
り
方
が
'
昔
か
ら
日
本
で
は
あ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
｣
と
い
う

｢座
談
会
｣
で
の
久
保
田
発
言
で
い
う
享
受
者
の
意
識
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
か

は
前
に
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
が
､
そ
れ
で
よ
い
の
か
｡
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ

ろ
う
｡
さ
ら
に
'
こ
の
よ
う
な
日
本
人
の
文
学
作
品
を
享
受
す
る
側
の
意
識
は
今
後

変
化
す
る
の
か
'
今
後
も
変
化
し
な
い
の
か
も
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

以
上
は
日
本
文
学
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
か
な
り
粗
雑
な
考
察
で
あ
る
が
'

考
察
の
結
果
か
ら
問
題
点
を
あ
げ
て
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
｡


