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は
じ
め
に

　　

谷
崎
潤
一
郎
に
は
昭
和
初
年
代
に
、「
古
典
回
帰
」
と
呼
ば
れ
る
作
品

群
を
生
み
出
し
た
時
期
が
あ
る
。
こ
の
時
期
の
谷
崎
の
作
品
は
、
歴
史
を

題
材
と
し
て
取
り
扱
っ
た
作
品
、
あ
る
い
は
、
語
り
手
が
歴
史
上
の
出
来

事
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
作
品
を
生
み
出
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、「
古
典
回
帰
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
古
典
の
世
界
を
追
い
求

め
た
こ
の
時
期
の
作
品
群
に
お
い
て
、
特
に
重
要
な
共
通
点
は
、
谷
崎
本

人
を
思
わ
せ
る
語
り
手
が
作
中
に
登
場
す
る
一
人
称
小
説
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
語
り
手
以
外
の
作
中
人
物
が
視
点
人
物
と
し
て
一
人
称
的
に

振
舞
う
場
面
が
必
ず
設
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

谷
崎
の
古
典
回
帰
時
代
を
通
じ
た
語
り
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
次

の
三
者
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
前
田
久
徳
は
、〈
日

本
回
帰
と
か
古
典
時
代
と
い
う
命
名
の
生
じ
た
所
以（

1
（

〉
と
し
て
、〈
背
後

に
古
典
の
存
在
が
暗
示
さ
れ
た
り
そ
の
一
節
が
引
用
さ
れ
〉
て
い
る
と
し

た
う
え
で
、
こ
の
時
期
の
本
質
を
〈
読
者
の
現
実
か
ら
距
離
の
あ
る
、
現

実
の
干
渉
か
ら
独
立
し
た
固
有
の
物
語
空
間
を
出
現
さ
せ
る
た
め
の
方

法
〉
で
あ
る
と
し
、〈〈
物
語
〉
の
ス
タ
イ
ル
〉
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
指

摘
し
た
。次
に
、野
口
武
彦
は
、〈
架
空
の
語
り
手
が
架
空
の
聞
き
手
に
向
っ

て
語
る
の
で
あ
る
。と
い
う
よ
り
、語
り
か
け
る
の
で
あ
る
。そ
う
し
た「
語

り
」
の
話
法
を
意
図
的
に
よ
み
が
え
ら
せ
た
の
が
、
昭
和
初
年
代
の
谷
崎

潤
一
郎
で
あ
っ
た（

2
（

〉
と
し
て
、〈
古
典
回
帰
の
時
代
の
作
品
〉
を
〈「
語
り

手
」
の
い
る
小
説
〉
と
定
義
し
た
。
さ
ら
に
、
金
子
明
雄
は
、〈〈
古
典
回

帰
〉
の
作
品
群
の
見
事
な
達
成
〉
が
、〈
物
語
世
界
に
登
場
す
る
語
り
手

の
存
在
と
そ
の
独
特
の
役
割
に
支
え
ら
れ
て
い
る（

3
（

〉
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
い
ず
れ
も
古
典
回
帰
時
代
の
谷
崎
作
品
の
共
通

谷
崎
潤
一
郎
の
戦
略

―
古
典
回
帰
時
代
の
語
り
と
視
点
の
変
遷
―
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点
を
分
析
し
た
結
果
、
得
ら
れ
た
結
論
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
谷
崎

が
古
典
回
帰
時
代
を
通
じ
て
、
同
様
の
構
造
を
持
つ
作
品
を
作
り
続
け
た

意
味
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
っ
た
研
究
は
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
ま
で
に

な
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
古
典
回
帰
時
代
が
始
ま
る

前
に
発
表
さ
れ
た
評
論
に
お
け
る
谷
崎
の
小
説
に
対
す
る
考
え
方
を
確
認

し
、
次
に
、
古
典
回
帰
時
代
の
個
々
の
作
品
の
言
説
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
谷
崎
が
同
様
の
構
造
を
持
つ
作
品
を
継
続
し
て
創
作
し
た
意
味

を
明
ら
か
に
す
る
。

一　

古
典
回
帰
時
代
前
に
著
し
た
評
論

　　

古
典
回
帰
時
代
の
作
品
は
、
谷
崎
本
人
を
思
わ
せ
る
語
り
手
が
、
物
語

を
読
者
に
向
け
て
語
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
共
通
の
構
造
を
持
っ
て
い

る
。〈
架
空
の
語
り
手
〉
が
、〈「
語
り
」
の
話
法
を
意
図
的
に
よ
み
が
え

ら
せ
た
〉
と
述
べ
た
野
口
武
彦
は
古
典
回
帰
時
代
に
つ
い
て
次
の
点
に
つ

い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

『
吉
野
葛
』
と
『
盲
目
物
語
』
の
ど
ち
ら
を
起
点
に
と
る
か
は
ま
た

別
の
問
題
と
し
て
、
昭
和
初
年
代
の
谷
崎
潤
一
郎
の
い
わ
ゆ
る
「
古

典
回
帰
」
時
代
は
、
た
ん
に
作
品
の
題
材
を
古
典
世
界
に
求
め
た
、

あ
る
い
は
古
典
文
学
の
連
想
の
も
と
で
書
い
た
と
い
う
に
は
と
ど
ま

ら
ぬ
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
谷
崎
は
こ
の
時
期
、
ま
さ
し
く
小
説
技

法
の
革
新
と
呼
ん
で
よ
い
も
の
を
古
典
的
主
題
の
か
た
わ
ら
で
な
し

と
げ
た
の
で
あ
る
。「
古
典
回
帰
」
と
は
す
な
わ
ち
、
古
典
物
語
の

話
法
を
近
代
文
学
に
再
生
、
い
や
む
し
ろ
再
活
性
化
し
た
こ
と
で
も

あ
っ
た（

4
（

。

つ
ま
り
、「
古
典
回
帰
」
と
い
う
語
の
用
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〈
た
ん
に

作
品
の
題
材
を
古
典
世
界
に
求
め
た
〉
も
の
で
は
な
く
、〈
話
法
〉
の
問

題
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
野
口
は
さ
ら
に
、〈
問
題

の
焦
点
は
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る
。
ひ
と
つ
明
白
な
事
柄
は
、
こ
の
時

期
に
次
々
と
書
か
れ
た
作
品
の
す
べ
て
に
「
語
り
手
」
が
登
場
し
て
い
る

と
い
う
事
実
〉
を
正
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
野
口
は
、
古
典
回

帰
時
代
の
起
点
を
〈『
吉
野
葛
』
と
『
盲
目
物
語
』
の
ど
ち
ら
〉
か
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
乱
菊
物
語
」
を
古
典
回

帰
時
代
の
端
緒
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
古
典
回
帰
時
代
の
作
品
群
の
特
徴
と
し
て
、

谷
崎
本
人
を
思
わ
せ
る
語
り
手
が
、
物
語
を
読
者
に
向
け
て
語
る
と
い
う

点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、「
乱
菊
物
語
」
も
他
の
作
品
と
同
様
に
、
こ

の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
作
品
が
室
町
幕
府
の
時
代
に
設
定
さ
れ
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て
お
り
、
歴
史
を
題
材
に
し
て
い
る
点
か
ら
も
、「
乱
菊
物
語
」
は
、
古

典
回
帰
時
代
の
作
品
群
の
一
つ
、
し
か
も
そ
の
端
緒
と
な
る
作
品
で
あ
る

と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
前
田
久
徳
は
、
古
典
回
帰
時
代
の
作
品
の
〈
共
通
す
る
構
図
〉

に
つ
い
て
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
吉
野
葛
」
や
「
蘆
刈
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
物
語
の
核
を
な
す

部
分
の
前
に
先
ず〈
私
〉の
登
場
が
あ
り
、そ
の
目
を
通
し
た
随
筆
風
、

紀
行
文
風
の
叙
述
部
分
を
持
つ
。「
春
琴
抄
」
や
「
少
将
滋
幹
の
母
」

で
は
多
少
事
情
は
異
な
る
が
、
書
き
手
、
若
し
く
は
語
り
手
と
し
て

の
〈
筆
者
〉
の
登
場
が
あ
り
、
基
本
的
性
格
は
受
け
継
が
れ
る（

5
（

。

こ
こ
で
指
摘
の
あ
る
「
吉
野
葛
」
と
「
蘆
刈
」
に
は
、
い
ず
れ
も
谷
崎
を

思
わ
せ
る
語
り
手
が
作
品
冒
頭
に
登
場
し
、〈
随
筆
風
、
紀
行
文
風
の
叙

述
〉
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
作
品
は
随
筆
文
や
紀
行
文
で
終
わ
る

こ
と
は
な
く
、
そ
の
後
に
〈
物
語
の
核
を
な
す
部
分
〉
が
あ
ら
わ
れ
て
く

る
。
こ
の
〈
随
筆
風
、紀
行
文
風
の
叙
述
〉
が
〈
物
語
の
核
を
な
す
部
分
〉

へ
と
変
化
し
て
い
く
点
は
、
古
典
回
帰
時
代
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
数
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
金
子
明
雄
は
、
古
典
回
帰
時
代
の
作
品
群
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
、〈
語
り
手
の
言
説
の
中
に
他
者
の
語
り
〉
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
人
称
の
語
り
手
が
過
去
の
体
験
を
回
想
し
、
伝
聞
を
中
継
し
、
あ

る
い
は
歴
史
史
料
か
ら
物
語
を
再
構
成
す
る
〈
古
典
回
帰
〉
の
作
品

群
で
は
、
多
く
の
場
合
、
語
り
手
の
利
用
で
き
る
情
報
に
極
端
な
限

定
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
関
連
し
て
、
し
ば
し
ば
語
り
手
の
言
説
の

中
に
他
者
の
語
り
が
大
幅
に
導
入
さ
れ
る
。
こ
の
、
一
人
称
の
語
り

手
を
登
場
さ
せ
、
な
お
か
つ
彼
と
彼
の
語
る
世
界
と
を
隔
て
る
よ
う

な
操
作
は
、
二
重
の
効
果
を
担
う
よ
う
に
思
わ
れ
る（

6
（

。

金
子
は
、
古
典
回
帰
時
代
の
作
品
は
、
谷
崎
を
思
わ
せ
る
語
り
手
が
、
何

ら
か
の
手
段
で
入
手
し
た
歴
史
史
料
を
手
が
か
り
と
し
て
、
読
者
に
情
報

を
伝
え
る
に
あ
た
り
、
史
料
中
に
登
場
す
る
人
物
の
語
り
を
大
幅
に
活
用

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

三
者
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、
谷
崎
の
古
典
回
帰
時
代
の
作
品
に
は
、

ま
ず
、
谷
崎
本
人
を
思
わ
せ
る
語
り
手
が
作
品
内
に
登
場
す
る
こ
と
、
次

に
、
現
代
物
で
は
歴
史
上
の
出
来
事
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
面
が
あ
り
、

歴
史
物
で
は
歴
史
を
題
材
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
よ
う
に
古
典
世
界
と

の
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
作
品
内
に
お
い
て
も
う
一
人
の
別
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の
語
り
手
が
登
場
す
る
こ
と
、
と
い
う
共
通
点
を
指
摘
し
て
い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
古
典
回
帰
時
代
に
共
通
し

た
特
徴
点
に
つ
い
て
は
列
挙
で
き
た
も
の
の
、
な
ぜ
そ
う
し
た
手
法
を
継

続
的
に
用
い
た
の
か
、
谷
崎
は
こ
の
時
期
に
何
を
目
指
し
て
い
た
の
か
に

つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
古
典
回
帰
時
代
に
至
る
ま
で
の

谷
崎
の
小
説
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
そ
の
時
期
に

谷
崎
が
発
表
し
た
評
論
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　

昭
和
に
な
っ
た
直
後
に
発
表
さ
れ
た「
饒
舌
録
」（
昭
和
二
年（
一
九
二
七
）

『
改
造
』
二
月
か
ら
十
二
月
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

筋
の
面
白
さ
は
、
云
ひ
換
へ
れ
ば
物
の
組
み
立
て
方
、
構
造
の
面
白

さ
、
建
築
的
の
美
し
さ
で
あ
る
。
此
れ
に
藝
術
的
価
値
が
な
い
と
は

云
へ
な
い
。（
中
略
）
凡
そ
文
学
に
於
て
構
造
的
美
観
を
最
も
多
量

に
持
ち
得
る
も
の
は
小
説
で
あ
る
と
私
は
信
じ
る
。
筋
の
面
白
さ
を

除
外
す
る
の
は
、
小
説
と
云
ふ
形
式
が
持
つ
特
権
を
捨
て
て
し
ま
ふ

の
で
あ
る
。さ
う
し
て
日
本
の
小
説
に
最
も
欠
け
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
、

此
の
構
成
す
る
力
、
い
ろ
い
ろ
入
り
組
ん
だ
話
の
筋
を
幾
何
学
的
に

組
み
立
て
る
才
能
、
に
在
る
と
思
ふ（

7
（

。

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、小
説
は〈
構
造
的
美
観
〉を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
り
、

〈
入
り
組
ん
だ
話
の
筋
を
幾
何
学
的
に
組
み
立
て
る
〉
こ
と
が
〈
筋
の
面

白
さ
〉
に
帰
結
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
谷
崎
は
、
同
じ
く
「
饒
舌
録
」
の
中
で
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小

説
に
つ
い
て
、〈
話
の
筋
は
複
雑
纏
綿
、
波
乱
重
畳
を
極
め
て
ゐ
〉
な
が

ら
、〈
寧
ろ
短
か
過
ぎ
る
感
が
あ
る
ほ
ど
圧
搾
さ
れ
て
ゐ
る
〉と
述
べ
た
後
、

次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

筋
も
随
分
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る
や
う
な
偶
然
事
が
、
層
々
塁
々
と
積

み
重
な
り
、
ク
ラ
イ
マ
ツ
ク
ス
の
上
に
も
ク
ラ
イ
マ
ツ
ク
ス
が
盛
り

上
つ
て
行
く
の
だ
が
、
か
う
云
ふ
場
合
、
余
計
な
色
彩
や
形
容
が
あ

る
と
何
だ
か
噓
ら
し
く
思
へ
る
の
に
、
骨
組
み
だ
け
で
記
録
し
て
行

く
か
ら
、
却
つ
て
現
実
味
を
覚
え
る
。
小
説
の
技
巧
上
、
噓
の
こ
と

を
ほ
ん
た
う
ら
し
く
書
く
の
に
は
、

―
或
ひ
は
ほ
ん
た
う
の
こ
と

を
ほ
ん
た
う
ら
し
く
書
く
の
に
も
、

―
出
来
る
だ
け
簡
浄
な
、
枯

淡
な
筆
を
用
ひ
る
に
限
る（

8
（

。

〈
簡
浄
な
、
枯
淡
な
筆
を
用
ひ
〉
て
も
、〈
話
の
筋
は
複
雑
纏
綿
、
波
乱
重

畳
を
極
め
〉
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、〈
ク
ラ
イ
マ
ツ
ク
ス
の
上
に

も
ク
ラ
イ
マ
ツ
ク
ス
が
盛
り
上
つ
て
行
く
〉
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う

し
た
筆
を
用
い
て
、〈
現
実
味
を
覚
え
る
〉
よ
う
に
〈
ほ
ん
た
う
ら
し
く
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書
く
〉
と
い
う
こ
と
に
谷
崎
が
着
目
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
引

用
し
た
箇
所
と
合
わ
せ
る
と
、
谷
崎
は
、「
饒
舌
録
」
に
お
い
て
、〈
入
り

組
ん
だ
話
の
筋
〉
を
、〈
ほ
ん
た
う
ら
し
く
書
く
〉
こ
と
で
、〈
筋
の
面
白
〉

い
〈
盛
り
上
〉
り
の
あ
る
作
品
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い

る
よ
う
だ
。

　

次
に
、「
饒
舌
録
」
か
ら
二
年
後
の
「
現
代
口
語
文
の
欠
点
に
つ
い
て
」

（
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）『
改
造
』
十
一
月
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。

主
格
が
な
い
た
め
に
此
れ
を
読
む
者
は
自
分
が
そ
れ
ら
の
名
所
古
蹟

を
見
て
廻
つ
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
を
起
す
。
主
人
公
の
西
行
の
境
涯

と
読
者
の
そ
れ
と
が
一
層
切
実
に
結
び
着
け
ら
れ
る（

9
（

。

こ
れ
は
、「
雨
月
物
語
」
の
中
で
、
主
人
公
の
西
行
の
名
前
が
明
ら
か
に

な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
西
行
と
い
う
主
格
を
文
章

の
中
に
置
く
と
、
西
行
が
〈
名
所
古
蹟
を
見
て
廻
つ
て
ゐ
る
や
う
〉
に
感

じ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
名
前
を
示
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
自
身
が

〈
名
所
古
蹟
を
見
て
廻
つ
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
〉
を
持
つ
と
谷
崎
は
考
え

て
い
る
の
だ
。
西
行
の
視
点
と
読
者
の
視
点
が
同
化
し
て
い
る
と
言
い
換

え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

同
じ
く
「
現
代
口
語
文
の
欠
点
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

日
本
語
の
表
現
の
美
し
さ
は
、
十
の
も
の
を
七
つ
し
か
云
は
な
い
と

こ
ろ
、
言
葉
が
陰
影
に
富
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
、
半
分
だ
け
物
を
云
つ

て
後
は
想
像
に
任
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
つ
て
、
真
に
日
本
的

な
る
風
雅
の
精
神
と
云
ふ
も
の
は
そ
こ
か
ら
発
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る（
11
（

。
　
　

〈
半
分
だ
け
物
を
云
〉
っ
て
、〈
想
像
に
任
せ
〉
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
読

者
が
想
像
力
を
働
か
せ
や
す
い
表
現
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
先
の
引
用
箇
所
と
合
わ
せ
る
と
、「
現
代
口
語
文
の
欠
点
に

つ
い
て
」に
お
い
て
谷
崎
は
、〈
半
分
だ
け
物
を
云
つ
て
後
は
想
像
に
任
せ
〉

る
よ
う
な
表
現
を
使
い
、
読
者
に
〈
見
て
廻
つ
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
〉
を

起
こ
さ
せ
る
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
こ
う
し
た
〈
日

本
語
の
表
現
の
美
し
さ
〉
を
求
め
て
、
古
典
の
世
界
へ
と
向
か
う
こ
と
に

な
り
、
谷
崎
の
古
典
回
帰
時
代
が
始
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
。

　

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
谷
崎
が
古
典
回
帰
時
代
に
お

い
て
共
通
の
特
徴
を
有
す
る
設
定
を
継
続
的
に
用
い
た
の
は
な
ぜ
か
、
ま
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た
、
谷
崎
は
こ
の
時
期
に
何
を
目
指
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
探
求
し
て

い
く
こ
と
に
す
る
。
探
求
の
手
法
と
し
て
、
古
典
回
帰
時
代
の
作
品
を
個

別
に
分
析
し
、
そ
の
共
通
点
と
相
違
点
を
抽
出
す
る
。
共
通
点
を
分
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
谷
崎
が
古
典
回
帰
時
代
の
基
盤
を
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
た
の
か
を
見
出
し
、
相
違
点
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
変

化
が
向
か
う
方
向
を
見
極
め
、
何
を
目
指
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
答

え
を
見
出
す
こ
と
と
す
る
。
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
先
の
二
編
の
評
論
に

お
け
る
谷
崎
の
考
察
と
の
関
連
に
特
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。　

二　

古
典
回
帰
時
代
の
作
品

　

古
典
回
帰
時
代
は
、昭
和
五
年
の
「
乱
菊
物
語
」
に
始
ま
り
、「
吉
野
葛
」

「
盲
目
物
語
」「
武
州
公
秘
話
」「
蘆
刈
」「
春
琴
抄
」
と
続
き
、
昭
和
十
年

の
「
聞
書
抄
」
で
終
わ
る
と
こ
ろ
の
一
連
の
作
品
群
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
古
典
回
帰
時
代
の
作
品
の
う
ち
、
最
初
の
「
乱

菊
物
語
」
と
後
半
の
二
作
「
春
琴
抄
」「
聞
書
抄
」
を
除
い
た
昭
和
六
年

（
一
九
三
一
）
及
び
七
年
（
一
九
三
二
）
に
発
表
さ
れ
た
四
作
品
に
つ
い

て
年
代
順
に
考
察
す
る
も
の
と
し
、
作
品
の
創
作
方
法
の
共
通
点
と
相
違

点
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
古
典
回
帰
時
代
の
中
間
に
位

置
す
る
連
続
し
た
四
作
品
を
分
析
す
る
の
は
、
作
品
の
変
化
の
方
向
性
を

見
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
谷
崎
が
思
い
描
い
た
到
達
点
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

（
ⅰ
）
吉
野
葛

　
「
吉
野
葛
」（
昭
和
六
年
『
中
央
公
論
』）
は
、
作
者
を
思
わ
せ
る
語
り

手
が
吉
野
を
め
ぐ
る
紀
行
文
を
記
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
記
述
か
ら
は
じ

ま
っ
て
い
る
。

私
が
大
和
の
吉
野
の
奥
に
遊
ん
だ
の
は
、
既
に
二
十
年
程
ま
へ
、
明

治
の
末
か
大
正
の
初
め
頃
の
こ
と
で
あ
る
が
、
今
と
は
違
つ
て
交
通

の
不
便
な
あ
の
時
代
に
、
あ
ん
な
山
奥
、

―
近
頃
の
言
葉
で
云
へ

ば
「
大
和
ア
ル
プ
ス
」
の
地
方
な
ぞ
へ
、
何
し
に
出
か
け
て
行
く
気

に
な
つ
た
か
。

―
此
の
話
は
先
づ
そ
の
因
縁
か
ら
説
く
必
要
が
あ

る
。
／
読
者
の
う
ち
に
は
多
分
御
承
知
の
方
も
あ
ら
う
が
、
昔
か
ら

あ
の
地
方
、
十
津
川
、
北
山
、
川
上
の
荘
あ
た
り
で
は
、
今
も
土
民

に
依
つ
て
「
南
朝
様
」
或
は
「
自
天
王
様
」
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
南
帝

の
後
裔
に
関
す
る
伝
説
が
あ
る
。

こ
の
後
暫
く
南
朝
の
歴
史
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
、〈
か
ね
て
か
ら
考

へ
て
ゐ
た
歴
史
小
説
の
計
画
〉
の
た
め
、〈
絶
好
な
材
料
〉
を
探
し
て
い
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る
と
語
り
手
の
〈
私
〉
は
語
る
。
語
り
手
が
〈
読
者
〉
に
対
し
て
語
る
形

態
で
あ
り
、
一
見
、
谷
崎
が
紀
行
文
を
著
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

本
稿
に
お
い
て
〈
読
者
〉
と
は
、
先
の
引
用
文
中
に
あ
る
よ
う
に
、
語
り

手
が
語
り
か
け
る
対
象
と
し
て
作
品
中
で
使
用
さ
れ
る
〈
読
者
〉
の
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。

　

語
り
手
は
、
歴
史
小
説
を
執
筆
し
よ
う
と
、
友
人
の
津
村
が
母
親
の
生

ま
れ
故
郷
で
あ
る
吉
野
を
訪
ね
る
旅
に
同
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
幼
い
時

に
母
と
死
に
別
れ
た
津
村
は
、
語
り
手
の
〈
私
〉
と
旅
を
す
る
途
中
、
次

に
示
す
よ
う
に
、語
り
手
の〈
私
〉に
代
わ
っ
て
語
り
始
め
る
場
面
が
あ
る
。

さ
て
そ
の
岩
の
上
で
、
津
村
が
突
然
語
り
出
し
た
初
音
の
鼓
と
彼
自

身
に
纏
は
る
因
縁
、

―
そ
れ
か
ら
又
、
彼
が
今
度
の
旅
行
を
思
ひ

立
つ
に
至
つ
た
動
機
、
彼
の
胸
に
秘
め
て
ゐ
た
目
的
、

―
そ
の
い

き
さ
つ
は
相
当
長
い
も
の
に
な
る
が
、
以
下
成
る
べ
く
簡
略
に
、
彼

の
言
葉
の
意
味
を
伝
へ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

―
／
／
自
分
の
此
の

心
持
は
大
阪
人
で
な
い
と
、又
自
分
の
や
う
に
早
く
父
母
を
失
つ
て
、

親
の
顔
を
知
ら
な
い
人
間
で
な
い
と
、（

―
と
、
津
村
が
云
ふ
の

で
あ
る
。）
到
底
理
解
さ
れ
な
い
か
と
思
ふ
。

引
用
文
中
、〈
自
分
の
此
の
心
持
〉
以
降
、津
村
は
自
分
の
体
験
を
回
想
し
、

自
分
の
知
覚
や
思
考
に
つ
い
て
語
っ
て
い
く
。
こ
こ
ま
で
は
、
語
り
手
の

〈
私
〉
が
視
点
人
物
と
し
て
振
舞
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
か
ら
は
、

津
村
が
自
ら
の
こ
と
を
〈
自
分
〉
と
呼
び
、
身
の
上
話
を
始
め
る
。
一
人

称
を
使
用
す
る
人
物
が
〈
私
〉
か
ら
津
村
に
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

視
点
人
物
も
津
村
と
な
る
。
視
点
人
物
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
物
の
知
覚

を
通
し
て
物
語
世
界
を
認
識
す
る
起
点
と
な
る
作
中
人
物
で
あ
り
、
視
覚

に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
聴
覚
、
触
覚
な
ど
の
感
覚
や
思
考
の
起

点
で
あ
る
人
物
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
物
語
世

界
と
は
、
視
点
人
物
の
視
線
が
向
か
う
先
の
対
象
世
界
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
谷
崎
は
、
語
り
手
を
交
代
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
点
人
物
を
変

化
さ
せ
る
と
い
う
手
法
を
使
用
し
て
い
る
。　

　

次
に
示
す
の
は
、
津
村
が
幼
少
の
頃
の
記
憶
を
〈
私
〉
に
話
し
、
母
親

に
つ
い
て
の
思
い
出
を
語
る
場
面
で
あ
る
。　
　

取
り
分
け
未
だ
に
想
ひ
出
す
の
は
、
自
分
が
四
つ
か
五
つ
の
折
、
島

の
内
の
家
の
奥
の
間
で
、
色
の
白
い
眼
元
の
す
ゞ
し
い
上
品
な
町

方
の
女
房
と
、
盲
人
の
検
校
と
が
琴
と
三
味
線
を
合
は
せ
て
ゐ
た
、

―
そ
の
、
或
る
一
日
の
情
景
で
あ
る
。
自
分
は
そ
の
時
琴
を
弾
い

て
ゐ
た
上
品
な
婦
人
の
姿
こ
そ
、
自
分
の
記
憶
の
中
に
あ
る
唯
一
の

母
の
俤
で
あ
る
や
う
な
気
が
す
る
け
れ
ど
も
、
果
し
て
そ
れ
が
母
で
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あ
つ
た
か
ど
う
か
は
明
か
で
な
い
。

こ
の
場
面
に
お
け
る
視
点
人
物
は
〈
私
〉
で
は
な
く
津
村
で
あ
る
。〈
上

品
な
町
方
の
女
房
〉を
見
た
の
は
津
村
で
あ
っ
て〈
私
〉で
は
な
い
か
ら
だ
。

視
覚
、
記
憶
、
思
考
と
い
う
意
識
の
起
点
は
津
村
に
な
っ
て
い
る
。〈
私
〉

の
語
り
で
津
村
を
視
点
人
物
に
す
る
の
で
は
な
く
、
津
村
自
身
の
語
り
に

よ
っ
て
津
村
を
視
点
人
物
に
し
て
い
る
。〈
私
〉
に
は
、
津
村
の
知
覚
や

思
考
は
知
り
得
な
い
た
め
、
津
村
を
視
点
人
物
化
す
る
た
め
に
、
語
り
手

を
交
代
さ
せ
る
と
い
う
手
法
が
選
択
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。〈
私
〉

が
語
る
場
面
に
お
い
て
、〈
私
〉
に
寄
り
添
っ
て
い
た
読
者
の
視
点
は
、

津
村
が
語
り
始
め
て
か
ら
は
、
津
村
に
寄
り
添
う
よ
う
に
な
る
。

（
ⅱ
）
盲
目
物
語

　
「
盲
目
物
語
」（
昭
和
六
年
『
中
央
公
論
』）
の
本
編
は
弥
市
と
い
う
名

の
盲
者
が
、昔
物
語
を
語
る
形
態
で
あ
る
。
本
編
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

わ
た
く
し
生
国
は
近
江
の
く
に
長
浜
在
で
ご
ざ
り
ま
し
て
、
た
ん
じ

や
う
は
天
文
に
じ
ふ
一
ね
ん
、
み
づ
の
え
ね
の
と
し
で
ご
ざ
り
ま
す

か
ら
、
当
年
は
幾
つ
に
な
り
ま
す
る
や
ら
。
左
様
、
左
様
、
六
十
五

さ
い
、
い
え
、
六
さ
い
、
に
相
成
り
ま
せ
う
か
。
左
様
で
ご
ざ
り
ま

す
、
両
眼
を
う
し
な
ひ
ま
し
た
の
は
四
つ
の
と
き
と
申
す
こ
と
で
ご

ざ
り
ま
す
。

弥
市
は
誰
か
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
て
お
り
、
語
り
か
け
て
い
る
相
手
も

弥
市
に
対
し
て
何
ら
か
の
返
事
を
し
て
い
る
。
こ
の
後
に
弥
市
は
、〈
わ

た
く
し
が
申
す
迄
も
な
い
、
旦
那
さ
ま
は
よ
う
御
存
知
で
ご
ざ
り
ま
せ

う
〉
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弥
市
は
不
特
定
の
聴
衆
に
向
け
て
語
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
聞
き
手
で
あ
る
〈
旦
那
さ
ま
〉
に
対
し
て
語
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
古
典
回
帰
時
代
の
他
の
作
品
で
は
、
作
者
を
思
わ

せ
る
語
り
手
が
物
語
を
〈
読
者
〉
に
対
し
て
語
っ
て
い
る
が
、「
盲
目
物
語
」

の
本
編
で
は
、
弥
市
が
〈
旦
那
さ
ま
〉
に
対
し
て
語
っ
て
い
る
。

　

語
り
手
で
あ
り
、
視
点
人
物
で
あ
る
弥
市
は
盲
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

視
点
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
も
の
の
、
機
能
し
て
い
る
感
覚
は
聴
覚
、

嗅
覚
、
触
覚
な
ど
で
あ
り
、
視
覚
は
機
能
し
て
い
な
い
。
弥
市
は
幼
少
時

代
に
は
目
が
見
え
て
い
た
も
の
の
、
次
第
に
視
力
が
衰
え
て
失
明
し
た
と

い
う
記
述
が
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
失
明
し
た
後
も
、
弥
市
は
外
界
の
様

子
を
記
憶
を
も
と
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
視

点
人
物
を
通
し
て
物
語
世
界
に
直
面
す
る
読
者
も
、
弥
市
と
同
様
に
目
の

前
に
物
語
世
界
が
実
際
に
見
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
想
像
の
も
と
に

物
語
世
界
の
様
子
を
組
み
立
て
て
い
る
。つ
ま
り
、以
前
に
は
視
覚
が
あ
っ
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た
も
の
の
現
在
は
盲
目
と
な
っ
た
弥
市
が
記
憶
に
基
づ
い
て
外
界
の
様
子

を
想
像
す
る
設
定
は
、
読
者
が
物
語
世
界
を
知
覚
す
る
と
き
の
状
況
に
類

似
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

次
に
示
す
の
は
弥
市
が
〈
北
の
庄
の
お
し
ろ
〉
に
火
を
放
つ
場
面
で
あ

る
。

こ
ゝ
か
し
こ
の
枯
れ
く
さ
の
山
へ
火
を
つ
け
て
ま
は
り
、
障
子
、
ふ

す
ま
の
き
ら
ひ
な
く
も
え
が
ら
を
投
げ
ち
ら
し
ま
し
て
、
わ
れ
か
ら

け
ぶ
り
に
む
せ
び
な
が
ら
、「
火
事
で
ご
ざ
り
ま
す
、
火
事
で
ご
ざ

り
ま
す
」
と
さ
け
び
ご
ゑ
を
あ
げ
ま
し
た
。
く
さ
が
じ
ふ
ゞ
ん
に
か

わ
き
ゝ
つ
て
を
り
ま
し
た
と
こ
ろ
へ
、
五
重
の
窓
が
す
つ
か
り
あ
い

て
を
り
ま
し
た
こ
と
ゝ
て
風
が
下
よ
り
筒
ぬ
け
に
吹
き
あ
げ
ま
し

て
、
ぱ
ち
〳
〵
と
も
の
ゝ
干
割
れ
る
お
と
が
す
さ
ま
じ
く
、
逃
げ
場

に
ま
よ
は
れ
る
お
女
中
が
た
の
う
な
り
ご
ゑ
と
悲
鳴
と
が
び
ゆ
う

〳
〵
と
い
ふ
火
炎
の
い
ぶ
き
と
い
つ
し
よ
に
き
こ
え
出
し
ま
し
た

視
点
人
物
の
弥
市
は
視
覚
を
失
っ
て
い
る
も
の
の
、
弥
市
の
語
り
を
聞
い

て
い
る
う
ち
に
、
読
者
に
は
そ
の
場
の
状
況
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
文
章

と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
谷
崎
は
、
盲
者
の
語
り
で
あ
っ

て
も
、
盲
者
が
視
点
人
物
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
が
見
え
て
く
る

よ
う
な
効
果
を
考
慮
し
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
記
述
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
視
点
人
物
は
本
編
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
弥
市
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
本
編
が
〈
を
は
り
〉
と
記
さ
れ
た
後
に
、〈
奥
書
／
／
○

右
盲
目
物
語
一
巻
後
人
作
為
の
如
く
な
れ
ど
も
尤
も
其
の
由
来
な
き
に
非

ず
〉と
続
い
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、弥
市
が
語
っ
て
き
た
物
語
は
、〈
盲

目
物
語
〉
と
い
う
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
谷
崎
を
思

わ
せ
る
語
り
手
の
〈
予
〉
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
。
本
編
終
了
後
に
、〈
予
〉

が
登
場
し
、
何
ら
か
の
手
段
に
よ
っ
て
入
手
し
た
〈
盲
目
物
語
〉
を
本
編

に
お
い
て
紹
介
し
た
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
弥
市
か
ら

話
を
聞
い
た
〈
旦
那
さ
ま
〉
が
〈
盲
目
物
語
〉
を
執
筆
し
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
、
時
を
経
て
語
り
手
の
〈
予
〉
が
、
そ
れ
を
入
手
し
発
表
し
た
と
い

う
体
裁
と
な
っ
て
い
る
。
奥
書
は
次
の
よ
う
に
終
わ
る
。

○
か
ん
ど
こ
ろ
の
し
る
し
に
「
い
ろ
は
」
を
用
ひ
る
こ
と
は
い
つ
の

頃
よ
り
始
ま
り
し
か
不
レ
知
今
も
浄
瑠
璃
の
三
味
線
ひ
き
は
用
レ
之

由
予
が
友
人
に
し
て
斯
道
に
明
か
な
る
九
里
道
柳
子
の
語
る
所
也
、

本
文
挿
絵
は
道
柳
子
図
し
て
予
に
贈
ら
る
／
干
時
昭
和
辛
未
年
夏
日

／
於
高
野
山
千
手
院
谷
し
る
す

本
編
の
部
分
は
弥
市
が〈
旦
那
さ
ま
〉と
い
う
特
定
の
人
物
に
対
し
て
語
っ
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て
い
る
の
で
あ
る
が
、
奥
書
に
お
い
て
、
本
編
部
分
は
〈
旦
那
さ
ま
〉
が

書
き
留
め
た
記
録
を
〈
予
〉
が
、
作
品
と
し
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
編
部
分
だ
け
で
も
作
品
と
し
て
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
の
分

析
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
古
典
回
帰
時
代
の
作
品
は
、
物
語
を
提
供

す
る
こ
と
が
可
能
な
根
拠
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
弥
市
の
語
り
を

読
者
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、弥
市
の
語
り
を
聞
い
た
〈
旦
那
さ
ま
〉

が
〈
盲
目
物
語
〉
を
記
し
、〈
盲
目
物
語
〉
を
入
手
し
た
〈
予
〉
が
作
品

を
発
表
し
た
、
と
い
う
設
定
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。〈
奥
書
〉
を
最

後
に
配
置
し
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ⅲ
）
武
州
公
秘
話

　
「
武
州
公
秘
話
」（
昭
和
六
～
七
年
『
新
青
年
』）
も
典
拠
に
基
づ
い
て

語
り
を
進
め
て
い
く
と
い
う
手
法
を
取
っ
て
い
る
。「
盲
目
物
語
」
と
の

違
い
は
、
典
拠
の
本
文
を
一
部
引
用
の
形
で
示
し
つ
つ
も
、
大
半
は
語
り

手
の
語
り
で
進
行
し
て
い
く
点
に
あ
る
。
語
り
手
の
〈
私
〉
は
〈
道
阿
弥

話
〉
な
ど
を
典
拠
と
し
て
、
物
語
を
語
る
。〈
道
阿
弥
話
〉
の
本
文
は
次

の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。〈
道
阿
弥
話
〉
を
記
し
た
の
は
、
武
州
公
に

仕
え
る
道
阿
弥
と
い
う
茶
坊
主
で
あ
る
。

瑞
雲
院
様
御
幼
名
は
法
師
丸
と
申
さ
れ
候
、
武
蔵
守
輝
国
公
御
嫡
男

に
御
座
あ
れ
ど
も
、
七
歳
の
お
ん
時
、
お
ん
父
輝
国
公
隣
国
筑
摩
殿

と
御
和
睦
あ
る
に
依
つ
て
、
若
君
を
人
質
と
し
て
筑
摩
一
閑
斎
殿
の

お
ん
館
牡
鹿
山
へ
被
遣
候
、
瑞
雲
院
様
お
ん
物
語
に
、
そ
れ
が
し
幼

少
よ
り
父
武
蔵
守
の
膝
下
を
離
れ
、
十
数
年
の
間
牡
鹿
山
の
城
中
に

あ
り
て
文
武
の
道
を
学
ぶ
、
さ
れ
ば
旁
〻
一
閑
斎
に
養
育
の
恩
を
受

け
た
り
と
被
仰
候

語
り
手
が
作
中
人
物
で
あ
る
武
州
公
の
生
涯
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、〈
道
阿
弥
話
〉
な
ど
の
典
拠
に
記
し
て
あ
る
か
ら
可
能
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
が
、
谷
崎
は
こ
れ
ら
の
材
料
を
い
か
に
も
本

当
ら
し
く
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
が
作
中
人
物
に
つ
い
て
語
っ
て

も
、
そ
れ
が
虚
構
の
作
品
に
見
え
な
い
工
夫
を
し
て
い
る
。

  

語
り
手
の
〈
私
〉
は
〈
道
阿
弥
話
〉
な
ど
の
典
拠
に
あ
る
逸
話
に
基
づ

い
て
語
っ
て
い
く
。
道
阿
弥
が
記
す
書
き
言
葉
と
は
異
な
り
、
読
者
に
語

り
か
け
て
い
る
か
の
よ
う
な
口
調
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。次
に
記
す
の
は
、

討
ち
取
ら
れ
た
敵
の
首
を
整
え
る
作
業
に
従
事
し
て
い
る
女
た
ち
を
武
州

公
が
見
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

が
、
最
も
彼
を
陶
酔
さ
せ
た
の
は
、
ま
ん
中
に
座
を
占
め
て
、
髪
を
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洗
つ
て
ゐ
る
女
で
あ
つ
た
。彼
女
は
三
人
の
う
ち
で
一
番
年
が
若
く
、

十
六
か
七
く
ら
ゐ
に
思
へ
た
。
顔
も
円
顔
の
、
無
表
情
な
中
に
も
自

然
と
愛
嬌
の
あ
る
面
立
ち
を
し
て
ゐ
た
。
彼
女
が
少
年
を
惹
き
つ
け

た
の
は
、と
き
〴
〵
じ
つ
と
首
を
視
入
る
時
に
、無
意
識
に
頬
に
た
ゝ

へ
ら
れ
る
仄
か
な
微
笑
の
た
め
だ
つ
た
。
そ
の
瞬
間
、
彼
女
の
顔
に

は
何
か
し
ら
無
邪
気
な
残
酷
さ
と
で
も
云
ふ
べ
き
も
の
が
浮
か
ぶ
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
髪
を
結
つ
て
や
る
手
の
運
動
が
外
の
誰
よ
り

も
し
な
や
か
で
、
優
美
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
語
り
手
の
〈
私
〉
は
、〈
道
阿
弥
話
〉
を
根
拠
と
し
て
、

視
点
人
物
で
あ
る
武
州
公
の
知
覚
や
思
考
を
間
接
的
に
再
現
し
て
語
っ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。語
り
手
が
こ
う
し
た
再
現
が
で
き
る
の
は〈
道

阿
弥
話
〉
な
ど
の
典
拠
が
あ
る
た
め
可
能
な
の
だ
と
読
者
に
は
感
じ
ら
れ

る
。

　

道
阿
弥
は
武
州
公
の
知
覚
や
思
考
を
記
録
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
道
阿

弥
自
身
の
身
に
ふ
り
か
か
っ
た
こ
と
も
記
録
に
残
し
て
い
る
。
少
年
期
に

お
け
る
先
の
引
用
箇
所
の
体
験
を
記
憶
し
て
い
た
武
州
公
が
、
後
年
に
茶

坊
主
の
道
阿
弥
の
首
を
利
用
し
て
再
現
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
道
阿
弥
は

討
ち
取
ら
れ
た
敵
の
首
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
場
面
で
あ
る
。

し
か
し
道
阿
弥
の
此
の
時
の
苦
痛
は
、
全
く
本
人
の
身
に
取
つ
て
笑

ひ
ご
と
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。「
自
分
は
無
念
の
形
相
を
た
ゝ

へ
て
瞳
を
一
点
に
凝
ら
し
た
ま
ゝ
、眼
瞼
を
細
目
に
開
け
て
ゐ
た
が
、

口
に
唾
液
が
た
ま
つ
て
も
呑
み
込
む
こ
と
も
な
ら
ず
、
鼻
の
孔
が
む

づ
が
ゆ
く
な
つ
て
も
、
顔
を
顰
め
る
訳
に
行
か
ず
、
殊
に
何
よ
り
も

辛
か
つ
た
の
は
眼
瞬
き
の
出
来
な
い
こ
と
で
、
こ
ん
な
切
な
い
思
ひ

を
す
る
な
ら
、い
つ
そ
ほ
ん
と
に
死
ん
だ
方
が
優
し
で
あ
つ
た
」
と
、

さ
す
が
の
彼
も
そ
の
手
記
の
中
で
愚
痴
を
こ
ぼ
し
て
ゐ
る
の
を
見
れ

ば
、
余
程
骨
身
に
こ
た
へ
た
の
で
あ
ら
う
。

こ
こ
で
の
視
点
人
物
は
武
州
公
で
は
な
く
記
録
者
で
あ
る
道
阿
弥
自
身
と

な
っ
て
い
る
。
特
に
、
引
用
文
中
、
鉤
括
弧
で
囲
ま
れ
た
部
分
は
、
道
阿

弥
が
自
ら
の
こ
と
を
〈
自
分
〉
と
呼
び
、
思
考
を
直
接
語
っ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。〈
道
阿
弥
話
〉
は
主
君
で
あ
る
武
州
公
が
自
分
の
過
去

の
回
想
を
道
阿
弥
に
話
し
、
道
阿
弥
が
そ
れ
を
記
録
に
残
し
た
の
で
あ
る

が
、
記
録
者
で
あ
る
道
阿
弥
自
身
の
体
験
や
思
考
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い

る
箇
所
も
あ
る
の
だ
。

　

読
者
は
語
り
手
が
、
典
拠
を
示
し
つ
つ
歴
史
的
事
実
を
語
っ
て
い
る
と

感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
盲
目
物
語
」
の
本
編
が
弥
市
の
語
り

だ
け
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
弥
市
の
知
覚
や
思
考
が
、
弥
市
本
人
の
語
り
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に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
武
州
公
秘
話
」に
お
い
て
は
、

〈
道
阿
弥
話
〉
な
ど
の
典
拠
に
基
づ
い
て
語
り
手
の
〈
私
〉
が
語
る
形
態

を
取
っ
て
い
る
た
め
、
視
点
人
物
の
知
覚
や
思
考
を
語
る
の
は
本
人
で
は

な
く
、
語
り
手
の
〈
私
〉
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
視
点
人
物
の
知

覚
や
思
考
を
語
る
主
体
が
、
視
点
人
物
自
身
か
ら
、
谷
崎
を
思
わ
せ
る
語

り
手
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

（
ⅳ
）
蘆
刈

　
「
蘆
刈
」（
昭
和
七
年
『
改
造
』）
の
語
り
手
は
あ
る
日
の
夕
方
、
中
州

で
酒
を
飲
み
つ
つ
、
和
歌
を
考
え
て
い
る
と
、
蘆
間
か
ら
語
り
手
と
年
恰

好
が
似
通
っ
た
一
人
の
男
が
現
れ
る
。

わ
た
し
は
、
ま
だ
い
く
ら
か
残
つ
て
ゐ
た
酒
に
未
練
を
お
ぼ
え
て
一

と
口
飲
ん
で
は
書
き
一
と
口
飲
ん
で
は
書
き
し
た
が
最
後
の
雫
を
し

ぼ
つ
て
し
ま
ふ
と
罎
を
川
面
へ
は
ふ
り
投
げ
た
。
と
、
そ
の
と
き
近

く
の
葦
の
葉
が
ざ
わ
〳
〵
と
ゆ
れ
る
け
は
ひ
が
し
た
の
で
そ
の
お
と

の
方
を
振
り
向
く
と
、
そ
こ
に
、
や
は
り
葦
の
あ
ひ
だ
に
、
ち
や
う

ど
わ
た
し
の
影
法
師
の
や
う
に
う
づ
く
ま
つ
て
ゐ
る
男
が
あ
つ
た
。

語
り
手
の
〈
わ
た
し
〉
は
水
無
瀬
の
宮
を
散
策
し
後
鳥
羽
院
に
つ
い
て
の

思
索
に
ふ
け
り
、
そ
の
後
、
淀
川
の
中
州
へ
船
で
渡
っ
て
い
た
の
だ
。

　

次
に
示
す
の
は
、
蘆
間
か
ら
現
れ
た
男
と
語
り
手
の
〈
わ
た
し
〉
が
会

話
を
す
る
場
面
で
あ
る
。発
話
箇
所
に
鉤
括
弧
が
施
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

ど
ち
ら
の
発
話
な
の
か
わ
か
り
に
く
い
。

さ
れ
ば
、
誰
し
も
人
の
お
も
ふ
と
こ
ろ
は
似
た
や
う
な
も
の
で
ご
ざ

り
ま
す
な
と
そ
の
男
は
感
に
堪
へ
た
や
う
に
い
つ
て
、
い
ま
わ
た
く

し
も
そ
れ
と
同
じ
や
う
な
こ
と
を
か
ん
が
へ
て
を
り
ま
し
た
。
わ
た

く
し
も
ま
た
此
の
月
を
見
ま
し
て
過
ぎ
去
つ
た
世
の
ま
ぼ
ろ
し
を
ゑ

が
い
て
ゐ
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
と
し
み
〴
〵
と
さ
う
い
ふ
の
で
あ

る
。
お
見
受
け
申
す
と
こ
ろ
あ
な
た
も
御
年
輩
の
や
う
で
す
が
と
わ

た
し
は
そ
の
男
の
顔
を
の
ぞ
き
こ
み
な
が
ら
い
つ
た

蘆
間
か
ら
現
れ
た
男
は
、
自
分
の
こ
と
を
〈
わ
た
く
し
〉
と
呼
び
、
谷
崎

を
思
わ
せ
る
語
り
手
の
〈
わ
た
し
〉
と
の
違
い
を
見
せ
て
い
る
も
の
の
、

曖
昧
な
印
象
を
強
く
受
け
る
場
面
で
あ
る
。

　

男
は
、
四
十
何
年
前
に
父
に
連
れ
ら
れ
て
巨
椋
の
池
に
隣
接
す
る
別
荘

の
よ
う
な
邸
の
生
垣
の
隙
間
か
ら
中
を
の
ぞ
い
た
時
の
こ
と
を
回
想
し
て

話
す
。
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泉
水
の
お
も
て
に
は
月
が
あ
か
る
く
照
つ
て
ゐ
ま
し
て
汀
に
一
艘
の

舟
が
つ
な
い
で
あ
り
ま
し
た
の
は
多
分
そ
の
泉
水
は
巨
椋
の
池
の
水

を
み
ち
び
い
た
も
の
な
の
で
こ
ゝ
か
ら
す
ぐ
に
池
の
方
へ
舟
で
出
ら

れ
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
、
で
、
ほ
ど
な
く
舞

ひ
が
終
り
ま
す
と
腰
元
ど
も
が
お
銚
子
を
持
つ
て
廻
つ
た
り
し
て
を

り
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
か
ら
見
た
ぐ
あ
ひ
で
は
腰
元
ど
も
の
立
ち
ゐ

ふ
る
ま
ひ
の
う
や
〳
〵
し
い
様
子
か
ら
ど
う
も
そ
の
琴
を
ひ
い
た
女

が
主
人
ら
し
う
ご
ざ
り
ま
し
て
ほ
か
の
人
た
ち
は
そ
の
お
相
手
を
し

て
ゐ
る
や
う
な
の
で
ご
ざ
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
蘆
間
か
ら
現
れ
た
男
が
語
り
、
視
点
人
物
と
な
っ
て
い
る
。

邸
の
中
に
あ
る
池
に
浮
か
べ
て
あ
る
舟
の
様
子
や
琴
を
ひ
く
女
主
人
の
様

子
を
父
親
と
一
緒
に
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
次
は
、
男
の
語
り
の
中
に
出
て
く
る
男
の
父
慎
之
助
と
邸
の
女

主
人
お
遊
さ
ん
が
は
じ
め
て
出
会
っ
た
と
き
の
情
景
で
あ
る
。
男
が
生
ま

れ
る
前
の
話
で
あ
り
、
先
ほ
ど
の
垣
間
見
の
場
面
よ
り
も
時
代
は
さ
か
の

ぼ
っ
て
い
る
。

な
ん
で
も
夏
の
初
め
の
こ
と
で
父
は
妹
の
夫
婦
、
わ
た
く
し
の
叔
父

叔
母
に
あ
た
り
ま
す
人
と
道
頓
堀
の
芝
居
に
行
つ
て
を
り
ま
し
た
ら

お
遊
さ
ん
が
ち
や
う
ど
父
の
ま
う
し
ろ
の
桟
敷
に
来
て
を
り
ま
し

た
。
お
遊
さ
ん
は
十
六
七
ぐ
ら
ゐ
の
お
嬢
さ
ん
と
二
人
づ
れ
で
外
に

乳
母
か
女
中
頭
と
い
つ
た
や
う
な
老
女
が
一
人
と
若
い
女
中
が
二
人

つ
き
添
つ
て
を
り
ま
し
て
そ
の
三
人
が
お
遊
さ
ん
の
う
し
ろ
か
ら
代

る
〴
〵
扇
子
で
あ
ふ
い
で
を
り
ま
し
た
。
父
は
叔
母
が
お
遊
さ
ん
に

会
釈
を
し
ま
し
た
の
で
あ
れ
は
と
い
ふ
と
粥
川
の
後
家
さ
ん
だ
と
い

ふ
話
で
、
つ
れ
の
お
嬢
さ
ん
は
お
遊
さ
ん
の
実
の
妹
、
小
曾
部
の
娘

だ
つ
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。

こ
こ
に
お
い
て
、
全
体
は
男
の
語
り
で
進
行
し
て
い
る
が
、
男
の
語
り
の

中
の
視
点
人
物
は
、
男
の
父
慎
之
助
で
あ
る
。
男
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な

い
の
で
視
点
人
物
に
は
な
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

谷
崎
は
こ
こ
に
お
い
て
も
、
紀
行
文
を
書
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
体
裁

を
取
り
な
が
ら
、
語
り
手
の
〈
わ
た
し
〉
と
は
別
の
人
物
を
視
点
人
物
に

据
え
て
い
る
。
し
か
も
、
蘆
間
か
ら
現
れ
た
男
は
自
分
で
語
り
つ
つ
自
分

が
視
点
人
物
と
し
て
ふ
る
ま
う
と
き
と
、
男
の
父
慎
之
助
を
視
点
人
物
と

し
て
い
る
と
き
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
の
「
武
州
公
秘
話
」
の
道
阿
弥
と

武
州
公
と
の
関
係
に
類
似
し
て
い
る
。
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三　

古
典
回
帰
時
代
の
作
品
の
共
通
点
と
相
違
点　

　　

こ
こ
で
、
先
に
記
し
た
古
典
回
帰
時
代
の
四
作
品
の
共
通
点
に
関
し
て

分
析
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
古
典
回
帰
時
代
の
共
通
点
の
第
一
は
、
物

語
を
読
者
に
語
る
語
り
手
が
作
中
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
物
語

を
読
者
に
語
る
語
り
手
は
、
随
筆
風
（「
吉
野
葛
」「
蘆
刈
」）、
あ
る
い
は

考
証
風
（「
盲
目
物
語
」「
武
州
公
秘
話
」）
の
作
品
に
お
い
て
は
、
作
家

と
重
な
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
読
者
に
と
っ
て
語
り
手
は
、
作
者

本
人
と
重
な
り
合
う
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

共
通
点
の
第
二
は
、
語
り
手
が
物
語
を
読
者
に
対
し
て
語
る
こ
と
が
で

き
る
根
拠
と
な
る
人
物
や
記
録
の
存
在
で
あ
る
。
歴
史
物
に
関
し
て
は
、

「
盲
目
物
語
」
の
〈
盲
目
物
語
〉、「
武
州
公
秘
話
」
の
〈
道
阿
弥
話
〉
な

ど
の
典
拠
で
あ
り
、
現
代
物
に
関
し
て
は
、「
吉
野
葛
」
の
津
村
と
い
う

人
物
、「
蘆
刈
」
の
蘆
間
か
ら
現
れ
た
男
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
語
り

の
根
拠
と
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
語
り
手
は
物
語
世
界

を
読
者
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

共
通
点
の
第
三
は
、
谷
崎
を
思
わ
せ
る
語
り
手
以
外
の
作
中
人
物
を
視

点
人
物
に
す
る
場
面
が
設
け
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
物
語
世
界
を
読
者
に

示
す
と
き
に
、
語
り
手
が
作
中
人
物
の
知
覚
や
思
考
を
語
る
と
い
う
手
法

に
よ
っ
て
、
そ
の
作
中
人
物
を
視
点
人
物
化
し
て
い
る
。
現
代
物
の
場
合

は
、
谷
崎
を
思
わ
せ
る
語
り
手
以
外
の
作
中
人
物
が
語
る
場
面
を
設
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
作
中
人
物
を
視
点
人
物
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
歴
史
物

の
場
合
は
、
歴
史
史
料
を
活
用
し
、
そ
の
史
料
中
に
登
場
す
る
人
物
が
史

料
の
記
録
者
に
よ
っ
て
視
点
人
物
化
さ
れ
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い

る
。

　

共
通
点
の
第
一
と
第
二
は
、
谷
崎
が
「
饒
舌
録
」
の
中
で
示
し
て
い

た
〈
ほ
ん
た
う
ら
し
く
書
く
〉
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
結
果
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
谷
崎
を
思
わ
せ
る
語
り
手
を
作
中
に
登
場
さ
せ
随
筆
風
、
考

証
風
の
作
品
づ
く
り
を
し
て
い
る
こ
と
、
語
り
の
根
拠
と
な
る
人
物
や
記

録
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
こ
う
し
た
手
法
は
現
実
の
世
界
と
創
作
の
世
界

と
の
区
別
を
つ
け
に
く
く
し
て
い
る
。
虚
構
の
話
を
真
実
の
話
で
あ
る
か

の
よ
う
に
装
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
共
通
点
の
第
三
は
、
読
者
が

視
点
人
物
の
知
覚
や
思
考
を
自
分
と
重
ね
合
わ
せ
て
読
み
進
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
物
語
世
界
を
〈
見
て
廻
つ
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
を
起
す
〉
こ
と

を
期
待
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
谷
崎
が
「
現
代
口
語
文
の
欠
点

に
つ
い
て
」
に
お
い
て
論
じ
て
い
た
の
は
、
主
格
を
省
略
す
る
と
い
う
方

法
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
作
中
人
物
を
視
点
人
物
化
し
、
人
物
の
知
覚

や
思
考
を
一
人
称
的
に
描
く
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
視
点
人
物
と
読
者

と
の
同
化
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
実
ら
し
さ
を
追
求
し
て
語
り
手

を
谷
崎
本
人
に
近
づ
け
た
た
め
、
読
者
が
そ
の
語
り
手
の
視
点
と
同
化
し
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に
く
い
可
能
性
を
考
慮
し
、
語
り
手
以
外
の
作
中
人
物
を
視
点
人
物
化
す

る
手
法
を
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
四
作
品
の
相
違
点
に
着
目
し
た
分
析
を
行
う
。
こ
の
四
作
品
の

変
遷
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
第
一
の
相
違
点
と
し
て
、
作
品
構
成
が
複
雑

化
す
る
方
向
へ
と
変
異
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
吉

野
葛
」
で
は
語
り
手
の
〈
私
〉
と
津
村
が
語
る
場
面
が
分
け
ら
れ
て
い
る

構
成
だ
っ
た
も
の
が
、「
盲
目
物
語
」
で
は
弥
市
の
語
り
と
語
り
手
の
〈
予
〉

が
語
る
場
面
が
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
弥
市
の
語
り
は
〈
旦
那

さ
ま
〉
が
記
し
た
〈
盲
目
物
語
〉
と
い
う
記
録
の
引
用
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

二
者
の
語
り
に
記
録
者
と
い
う
要
素
が
加
わ
り
複
雑
化
し
て
い
る
。「
武

州
公
秘
話
」で
は
、武
州
公
に
つ
い
て
記
録
し
た〈
道
阿
弥
話
〉に
つ
い
て
、

語
り
手
の
〈
私
〉
が
語
り
、
武
州
公
と
道
阿
弥
を
視
点
人
物
化
す
る
と
と

も
に
、
道
阿
弥
に
は
一
人
称
的
に
語
ら
せ
る
場
面
を
も
設
け
、
一
層
複
雑

化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
蘆
刈
」
に
お
い
て
は
、
語
り
手
の
〈
わ
た
し
〉

の
前
に
、
男
が
現
わ
れ
過
去
の
回
想
を
語
り
始
め
る
。
男
が
語
る
男
の
父

慎
之
助
は
男
の
話
の
中
で
視
点
人
物
化
す
る
。
一
人
称
代
名
詞
の
〈
わ
た

し
〉〈
わ
た
く
し
〉
を
使
う
者
が
、
語
り
手
の
〈
わ
た
し
〉、
蘆
間
か
ら
現

れ
た
男
、
男
の
父
慎
之
助
と
三
人
も
登
場
す
る
四
作
品
の
中
で
最
も
複
雑

な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
饒
舌
録
」
に
あ
っ
た
よ
う
に
、〈
入

り
組
ん
だ
話
の
筋
を
幾
何
学
的
に
組
み
立
て
〉
る
こ
と
へ
の
探
求
か
ら
生

じ
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
複
雑
な
構
成
の
作
品
へ
と
い
う
思
い

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

第
二
の
相
違
点
と
し
て
、
語
り
手
の
語
り
と
作
中
人
物
の
語
り
が
峻
別

で
き
る
も
の
か
ら
曖
昧
な
方
向
へ
変
異
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。「
吉
野
葛
」
で
は
、
津
村
が
自
分
の
言
葉
で
語
る
場
面
で
一
つ

の
章
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
谷
崎
を
思
わ
せ
る
語
り
手
が
語
る
場
面
と
津

村
が
語
る
物
語
世
界
の
場
面
が
峻
別
さ
れ
て
い
る
。「
盲
目
物
語
」
に
お

い
て
も
、
本
編
の
弥
市
の
語
り
と
奥
書
の
〈
予
〉
の
語
り
が
明
確
に
分
か

れ
て
い
る
が
、
弥
市
の
語
り
が
〈
旦
那
さ
ま
〉
が
記
し
た
〈
盲
目
物
語
〉

の
引
用
だ
っ
た
こ
と
が
奥
書
に
至
る
ま
で
保
留
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ

り
、「
吉
野
葛
」
に
比
較
す
る
と
、
曖
昧
な
状
態
下
に
置
か
れ
て
い
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、「
武
州
公
秘
話
」
で
は
、語
り
手
の
〈
私
〉

が
〈
道
阿
弥
話
〉
に
基
づ
い
て
物
語
世
界
を
語
る
の
だ
が
、
道
阿
弥
や
武

州
公
が
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
曖
昧
な
場
面
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。「
蘆

刈
」
で
は
、
語
り
手
の
〈
わ
た
し
〉
が
語
っ
て
い
る
と
、
蘆
間
か
ら
現
れ

た
男
が
語
る
よ
う
に
な
り
、
男
の
話
の
中
で
男
の
父
の
慎
之
助
が
語
り
始

め
る
い
う
具
合
で
あ
る
。
語
り
手
の
語
り
と
作
中
人
物
の
語
り
が
混
然
と

し
、
曖
昧
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
現
代
口
語
文
の
欠
点
に

つ
い
て
」
で
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、〈
半
分
だ
け
物
を
云
つ
て
後
は
想
像

に
任
せ
〉
る
曖
昧
さ
を
重
要
視
し
た
こ
と
の
反
映
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
よ



94

り
曖
昧
化
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
。

　

古
典
回
帰
時
代
の
谷
崎
の
作
品
は
、〈
ほ
ん
た
う
ら
し
く
書
〉
き
、
読

者
に
〈
見
て
廻
つ
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
を
起
〉
さ
せ
る
こ
と
を
基
底
に
据

え
、
変
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
継
続
的
に
行
う
一
方
、
よ
り
複
雑
に
、
よ
り

曖
昧
化
し
て
い
く
と
い
う
方
針
の
も
と
、
作
品
を
変
化
さ
せ
て
い
く
面
を

有
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　四　

読
者
を
視
点
人
物
と
同
化
さ
せ
る
手
法

　

語
り
手
は
、
語
り
手
自
身
の
こ
と
を
語
る
と
き
、
そ
の
経
験
、
知
覚
、

思
考
な
ど
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
他
の
作
中
人
物
を
語
る
場

合
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
他
人
の
心
の
内
は
現
実
世

界
で
は
把
握
で
き
な
い
た
め
、
語
り
手
が
他
人
の
心
の
内
を
自
由
に
語
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
語
り
の
場
は
虚
構
の
場
で
あ
り
、
現
実
の
世
界
で

は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
虚
構
の

世
界
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
人
の
心
の
内
へ

も
自
由
に
入
り
込
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
現
実
の
世
界
の

こ
と
を
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
他
人
の
心
の
内
に
は
入
り
込
ま
な
い
よ

う
に
し
て
作
中
人
物
の
外
側
か
ら
の
観
察
だ
け
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る

の
か
、
虚
構
世
界
の
話
だ
と
い
う
前
提
を
隠
す
こ
と
な
く
、
自
由
に
作
中

人
物
の
心
の
内
に
入
り
込
ん
で
語
る
こ
と
に
す
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
語

り
方
の
設
定
方
法
に
関
す
る
問
題
に
帰
結
す
る
。

　

古
典
回
帰
時
代
の
谷
崎
は
、
作
品
中
に
、
作
者
本
人
を
思
わ
せ
る
語
り

手
を
配
置
し
、作
品
が
現
実
世
界
の
話
で
あ
る
と
い
う
枠
組
を
提
示
す
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
語
り
手
以
外
の
作
中
人
物
の
内
面
に
は
入
り
込
む
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
当
ら
し
く
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
創

作
作
品
で
あ
り
な
が
ら
も
虚
構
の
話
で
は
な
い
こ
と
を
装
う
設
定
に
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
創
作
作
品
を
、〈
入
り
組
ん
だ
話

の
筋
を
幾
何
学
的
に
組
み
立
て
る
〉
形
態
の
も
の
に
す
る
た
め
、
一
人
称

の
語
り
に
終
始
し
つ
つ
、
自
分
自
身
を
視
点
人
物
と
す
る
こ
と
に
と
ど
ま

る
の
で
は
な
く
、
他
の
作
中
人
物
を
も
視
点
人
物
化
を
図
っ
た
方
が
好
ま

し
い
と
谷
崎
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
谷
崎
が
考
え
た
の
は
、
現
代
物
に
お
い
て
は
、
谷
崎
を
思
わ
せ

る
語
り
手
以
外
の
作
中
人
物
に
語
り
手
の
機
能
を
付
与
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
新
た
な
語
り
手
を
造
形
し
、
そ
の
新
た
な
語
り
手
が
自
己
の
知

覚
や
思
考
を
語
り
、嘘
ら
し
く
な
ら
な
い
手
法
を
選
択
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
歴
史
物
を
語
る
と
き
の
語
り
方
は
、
語
り
の
現
在
か
ら
物
語
世
界

の
過
去
を
語
る
も
の
の
、
そ
の
媒
介
と
し
て
歴
史
史
料
を
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
史
料
に
つ
い
て
語
る
う
ち
、
史
料
に
描
か
れ
た
人
物
を
視

点
人
物
化
す
る
よ
う
に
語
る
場
面
を
設
け
る
と
い
う
手
法
を
見
出
し
た
こ
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と
で
あ
る
。

　

本
稿
で
論
じ
た
四
作
品
の
後
、
谷
崎
は
「
春
琴
抄
」
と
「
聞
書
抄
」
を

描
く
こ
と
と
な
る
。
ど
ち
ら
の
作
品
も
盲
者
を
主
人
公
に
し
て
お
り
、
盲

者
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
盲
目
物
語
」
で
試

み
た
盲
者
を
視
点
人
物
と
す
る
作
品
づ
く
り
に
興
味
を
覚
え
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
読
者
に
盲
者
を
起
点
と
し
て
物
語
世
界
を
知

覚
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
読
者
は
視
点
人
物
と
重
な
り
合
い
、
物

語
世
界
に
臨
む
こ
と
と
な
る
が
、
盲
者
が
物
語
世
界
を
直
接
視
覚
に
お
い

て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
、
読
者
が
同
様
に
直
接
視
覚
に
お

い
て
物
語
世
界
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
の
類
似
性
に
着
目
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、谷
崎
が
古
典
回
帰
時
代
に
求
め
続
け
た
の
は
、

語
り
手
が
語
り
か
け
る
読
者
に
自
分
が
物
語
世
界
に
存
在
し
て
い
る
か
の

よ
う
な
感
覚
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
推
測
で
き
る
の
だ
。

お
わ
り
に

　

谷
崎
に
は
、昭
和
初
年
代
に
古
典
回
帰
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
が
あ
る
。

古
典
を
題
材
に
し
た
こ
れ
ら
の
作
品
群
に
は
、
谷
崎
を
思
わ
せ
る
語
り
手

が
登
場
す
る
一
人
称
小
説
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
り
手
以
外
の
作

中
人
物
を
視
点
人
物
化
す
る
場
面
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が

あ
っ
た
。
古
典
回
帰
時
代
は
昭
和
五
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
の
時
期
で
あ

る
が
、
そ
の
直
前
に
お
い
て
、
谷
崎
は
「
饒
舌
録
」、「
現
代
口
語
文
の
欠

点
に
つ
い
て
」
と
い
う
二
編
の
重
要
な
評
論
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
二

編
に
は
、
古
典
回
帰
時
代
の
作
品
が
持
っ
て
い
る
特
徴
を
示
唆
す
る
文
章

が
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
古
典
回
帰
時
代
の
中
間
に
位
置
す
る
四
作
品
を
選

び
分
析
を
加
え
た
。
連
続
し
た
四
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
共
通
点
と
相
違
点
を
把
握
す
る
た
め
で
あ
る
。
共
通
点
の
第
一
は
、
物

語
を
読
者
に
語
る
語
り
手
が
作
中
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
読
者

に
と
っ
て
語
り
手
は
作
家
本
人
と
重
な
る
存
在
で
あ
ろ
う
。
共
通
点
の
第

二
は
、語
り
の
根
拠
と
な
る
人
物
や
記
録
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

語
り
手
は
確
か
な
根
拠
を
持
っ
て
、
読
者
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
に

な
っ
て
い
る
の
だ
。
共
通
点
の
第
三
は
、
語
り
手
以
外
に
作
中
人
物
を
視

点
人
物
化
す
る
場
面
が
設
け
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
作
中
人
物
が
自
ら
語

る
こ
と
に
よ
っ
て
視
点
人
物
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
歴
史
史
料
を
記
録

し
た
者
が
史
料
中
に
登
場
す
る
人
物
を
視
点
人
物
化
す
る
手
法
に
よ
る
。

こ
う
し
た
共
通
点
か
ら
、
虚
構
の
物
語
を
真
実
ら
し
く
書
き
、
読
者
が
物

語
世
界
を
体
感
で
き
る
よ
う
な
工
夫
を
行
う
こ
と
が
、
古
典
回
帰
時
代
の

作
品
に
底
流
し
て
い
る
こ
と
を
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

四
作
品
の
相
違
点
の
第
一
は
、
語
り
手
へ
の
情
報
伝
達
の
複
雑
化
で
あ

る
。「
吉
野
葛
」
で
は
津
村
か
ら
語
り
手
〈
私
〉
へ
の
伝
達
と
単
純
だ
っ
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た
が
、「
盲
目
物
語
」
で
は
弥
市
の
発
話
を
〈
旦
那
さ
ま
〉
が
記
録
す
る

と
い
う
手
順
が
加
わ
り
、「
武
州
公
秘
話
」
で
は
武
州
公
と
自
分
自
身
に

つ
い
て
の
記
録
を
道
阿
弥
が
行
い
、「
蘆
刈
」
で
は
お
遊
さ
ん
の
物
語
が

慎
之
助
、
蘆
間
の
男
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
〈
わ
た
し
〉

に
伝
わ
っ
て
お
り
、
作
を
追
う
ご
と
に
複
雑
化
し
て
い
る
の
だ
。
相
違
点

の
第
二
は
、
語
り
手
の
語
り
と
作
中
人
物
の
語
り
が
曖
昧
化
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。「
吉
野
葛
」「
盲
目
物
語
」
で
は
語
り
手
と
作
中
人
物
の
語
り

が
明
確
に
分
か
れ
て
い
た
が
、「
武
州
公
秘
話
」
で
は
語
り
手
と
道
阿
弥

の
語
り
が
曖
昧
と
な
り
、「
蘆
刈
」
に
お
い
て
は
語
り
手
と
慎
之
助
と
蘆

間
の
男
の
三
者
の
語
り
が
曖
昧
と
な
っ
て
い
る
。
記
録
を
引
用
し
て
い
る

の
か
語
り
手
の
思
考
な
の
か
、
誰
の
発
話
な
の
か
曖
昧
に
な
り
、
不
明
瞭

性
が
増
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
相
違
点
の
分
析
か
ら
は
、
よ

り
複
雑
に
、
よ
り
曖
昧
に
と
い
う
谷
崎
の
意
図
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。　

　

一
人
称
小
説
に
お
い
て
は
、
語
り
手
は
自
分
以
外
の
作
中
人
物
の
知
覚

や
思
考
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。真
実
ら
し
さ
を
装
う
な
ら
ば
、

他
人
の
心
の
内
は
語
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
三
人
称
小

説
の
全
知
的
視
点
に
お
い
て
は
、
語
り
手
は
任
意
の
作
中
人
物
の
知
覚
や

思
考
を
自
由
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
虚
構
の
話
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
古
典
回
帰
時
代
の
谷
崎
は
、
作
品
中
に
、
作

者
を
思
わ
せ
る
語
り
手
を
登
場
さ
せ
な
が
ら
、
他
の
作
中
人
物
の
知
覚
や

思
考
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
た
。
真
実
ら
し
さ
を
保
持
し
な
が
ら
、
三
人

称
小
説
の
持
つ
性
質
を
も
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
の
作
品
は
、
物
語
世
界
の
中
に
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
な

感
覚
を
読
者
に
起
こ
さ
せ
よ
う
と
い
う
構
想
の
も
と
に
執
筆
が
な
さ
れ
て

い
る
。
よ
り
複
雑
で
よ
り
曖
昧
な
構
成
を
持
つ
作
品
を
書
く
こ
と
が
、
読

者
の
想
像
力
を
活
性
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
面
白
い
作
品
づ
く
り
に
つ
な

が
っ
て
い
く
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
後
谷
崎
は
、「
春
琴
抄
」「
聞
書

抄
」
と
い
う
盲
目
を
主
題
に
し
た
作
品
を
続
け
て
書
く
。「
盲
目
物
語
」

で
見
出
し
た
盲
者
の
視
点
と
読
者
の
視
点
と
の
類
似
性
に
着
目
し
た
こ
と

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
谷
崎
は
読
者
の
視
点
と
い
う
考
え
が
頭
か
ら
離
れ

な
か
っ
た
の
だ
。

〔
注
〕

（
1
）　

前
田
久
徳
「
日
本
回
帰
の
虚
像
と
実
像
」『
国
文
学
』
学
燈
社　

一
九
八
五
年
八
月

（
2
）　

野
口
武
彦「
猫
と
狐
と
モ
ノ
ガ
タ
リ
―
物
語
話
型
の
奥
の「
型
」―
」

『
文
学
』
岩
波
書
店　

一
九
九
〇
年
七
月

（
3
）　

金
子
明
雄
「『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
』」『
解
釈
と
鑑
賞
』

至
文
堂　

一
九
九
二
年
二
月
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（
4
）　

野
口
武
彦
「
物
語
的
話
法
と
そ
の
パ
ロ
デ
ィ　
『
猫
と
庄
造
と
二

人
の
を
ん
な
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
文
学
』
学
燈
社　

一
九
八
五
年
八

月
（
5
）　
（
1
）
に
同
じ

（
6
）　
（
3
）
に
同
じ

（
7
）　

谷
崎
潤
一
郎
「
饒
舌
録
」『
改
造
』
改
造
社　

一
九
二
七
年
二
月

か
ら
一
二
月

（
8
）　
（
7
）
に
同
じ

（
9
）　

谷
崎
潤
一
郎
「
現
代
口
語
文
の
欠
点
に
つ
い
て
」『
改
造
』
改
造

社　

一
九
二
九
年
一
一
月

（
10
）　
（
9
）
に
同
じ

※ 

引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』（
中
央
公
論
新
社　

二
〇
一
五
年
五
月

～
二
〇
一
七
年
六
月
）
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
引
用
に
際
し
、
ル
ビ
、
傍

点
は
省
略
し
た
。

 

（
い
の
ぐ
ち　

ひ
ろ
し
／
本
学
大
学
院
生
）




