
〈意識的芸術活動〉説・再考
-芥川龍之介の文芸観をめぐって-

言語: jpn

出版者: 明治大学文芸研究会

公開日: 2020-07-30

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 落合, 修平

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/20955URL



芥
川
龍
之
介
「
芸
術
そ
の
他
」
（
『
新
潮
』
一
九
一
九
・
―
一
）

及
び
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
（
『
改
造
』
一
九
二
七
・

四
＼
六
、
八
、
以
下
「
文
芸
的
な
」
と
略
記
）
は
、
彼
の
代
表
的

な
評
論
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
僕
自
身
「
龍
」
を
書
い
た
時
は
、

明
に
こ
の
種
の
死
に
瀕
し
て
ゐ
た
」
、
「
あ
あ
云
ふ
作
品
（
※
「
藪

の
中
」
）
は
近
頃
の
僕
は
書
き
た
く
な
い
ん
だ
。
」
（
「
新
潮
合
評
会

第
四
十
三
回
」
『
新
潮
』
一
九
一
一
七
・
ニ
）
と
の
発
言
が
あ
る

よ
う
に
、
当
時
に
お
い
て
彼
自
ら
を
鞭
打
ち
つ
つ
、
目
指
す
べ
き

文
芸
上
の
理
想
を
説
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
に

〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉

説
・
再
考

故
に
そ
れ
ら
は
、
芥
川
作
品
の
意
図
と
そ
の
達
成
を
測
る
上
で

重
要
な
位
置
を
占
め
、
諸
研
究
に
お
い
て
時
に
明
示
的
に
、
時
に

暗
黙
裡
に
参
照
さ
れ
続
け
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
評
論
で

説
か
れ
た
芥
川
の
文
芸
観
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
か
ら
今
日
ま
で
、

実
に
数
多
い
誤
解
と
無
理
解
と
に
曝
さ
れ
続
け
て
い
る
。
例
え
ば

最
晩
年
、
「
文
芸
的
な
」
に
お
け
る
鍵
語
で
あ
っ
た
「
詩
的
精
神
」

な
る
一
語
は
、
論
争
相
手
で
あ
っ
た
谷
崎
潤
一
郎
に
「
芥
川
君
の

詩
的
精
神
云
々
の
意
味
が
よ
く
分
ら
な
い
」
（
「
饒
舌
録
」
『
改
造
』

一
九
二
七
•
五
）
と
難
じ
ら
れ
、
文
芸
時
評
に
お
い
て
「
抽
象
的

な
も
の
の
言
ひ
方
」
（
堀
木
克
三
「
文
芸
評
論
に
つ
い
て
1

正

宗
、
芥
川
、
佐
藤
諸
氏
の
評
論
振
り
な
ど
」
『
不
同
調
』
一
九
二

七
•
五
）
を
批
判
さ
れ
て
も
い
た
。

芥
川
龍
之
介
の
文
芸
観
を
め
ぐ
っ
て

落

合

修

平
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近
年
の
論
考
を
確
認
し
て
も
、
「
そ
の
内
実
が
閾
明
さ
れ
て
い

る
と
い
う
印
象
は
得
難
い
」
、
「
そ
も
そ
も
「
詩
的
精
神
」
な
る
も

(
2
)
 

の
の
定
義
に
し
て
か
ら
が
曖
昧
」
、
「
確
証
的
な
単
語
を
以
て
は
語

(
3
)
 

り
得
な
い
」
、
「
「
詩
的
精
神
」
と
い
う
記
号
の
内
包
を
問
う
こ
と

(
4
)
 

に
さ
し
た
る
意
味
は
な
い
」
な
ど
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
没
後
九

十
年
を
経
て
な
お
も
、
「
詩
的
精
神
」
は
「
よ
く
分
ら
な
い
」
概

念
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

芥
川
の
文
芸
観
に
関
す
る
既
存
の
研
究
で
は
、
晩
年
に
お
け
る

「
詩
的
精
神
」
論
と
「
芸
術
そ
の
他
」
と
の
間
に
、
変
容
な
い
し

自
己
否
定
が
度
た
び
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
三
好
行
雄
は

「
み
ず
か
ら
の
方
法
論
ー
意
識
的
芸
術
活
動
の
強
調
を
〈
＋
年

(
5
)
 

前
の
僕
〉
と
し
て
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
評
し
、
山
敷

和
男
は
「
後
期
に
な
る
と
は
っ
き
り
と
芸
術
活
動
意
識
的
説
を
否

(
6
)
 

定
す
る
」
と
論
じ
て
い
た
。
ま
た
、
國
末
泰
平
は
「
芥
川
が
そ
の

芸
術
活
動
の
初
期
に
意
識
的
芸
術
活
動
を
主
張
し
、
徐
々
に
そ
れ

(
1
)
 

を
否
定
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
」
と
し
、

一
柳
廣
孝
は
三
好
論
に
触
れ
つ
つ
、
「
意
識
的
芸
術
活
動
の
優
位

を
説
い
た
」
「
芸
術
そ
の
他
」
か
ら
「
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小

説
」
を
説
い
た
「
文
芸
的
な
」
へ
の
変
遷
を
「
し
ば
し
ば
指
摘
さ

(
8
)
 

れ
る
」
も
の
と
述
ぺ
た
e

〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
を
後
年
自
己

(
9
)
 

否
定
し
た
と
の
認
識
が
広
く
流
通
し
て
き
た
の
で
あ
る

C

(Il) 

先
行
研
究
に
お
い
て
「
詩
的
精
神
」
の
理
解
が
定
ま
ら
な
い
の

は
、
右
の
よ
う
に
晩
年
の
文
芸
観
を
「
芸
術
そ
の
他
」
か
ら
切
り

離
し
、
解
釈
に
必
要
な
文
脈
を
取
り
逃
し
た
こ
と
に
一
因
す
る
の

で
は
な
い
か
。
「
「
芸
術
活
動
」
は
、
「
意
識
的
」
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
芥
川
の
芸
術
観
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ク
」

に
拠
る
」
と
い
う
田
鎖
数
馬
に
よ
る
近
年
の
発
見
を
正
し
く
踏
ま

え
る
な
ら
、
研
究
の
蓄
梢
に
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た
繋
が
り
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う

C

ク
ロ
ー
チ
ェ
受
容
の
問
題
を
改
め
て

取
り
上
げ
つ
つ
、
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
に
つ
い
て
再
考
す
る

こ
と
を
試
み
て
い
き
た
い
。

以
下
本
稿
で
は
、
ま
ず
旧
来
の
自
己
否
定
説
の
問
題
点
を
確
認

し
、
中
期
以
来
の
文
芸
観
を
一
貰
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と

の
優
位
性
を
示
す
。
続
い
て
そ
の
一
貫
性
を
認
め
た
地
点
か
ら
、

〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
に
つ
い
て
の
既
存
の
理
解
を
修
正
し
、

加
え
て
「
詩
的
精
神
ー
な
る
一
語
へ
の
新
た
な
解
釈
を
提
案
す
る
。

こ
れ
ら
の
試
み
を
通
し
て
、
一
芸
術
そ
の
他
」
に
お
け
る
〈
意
識

的
芸
術
活
動
〉
説
と
「
文
芸
的
な
」
に
お
け
る
「
詩
的
精
神
」
論

と
を
統
一
的
に
捉
え
直
し
、
文
芸
観
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
無
理

解
や
誤
解
を
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芥
川
の
文
学
、
そ
の
創
作

の
要
諦
へ
と
迫
っ
て
み
た
い
。
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晩
年
の
芥
川
が
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
を
自
ら
否
定
し
た
と

す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
、
ま
ず
根
拠
と
さ
れ
る
の
は
、
「
文
芸

的
な
」
の
「
五
志
賀
直
哉
氏
」
に
お
け
る
「
（
あ
ら
ゆ
る
芸
術

的
活
動
を
意
識
の
閾
の
中
に
置
い
た
の
は
十
年
前
の
僕
で
あ
る
。
）
一

と
い
う
括
弧
つ
き
の
付
言
で
あ
る
。
し
か
し
単
純
に
計
算
し
て
み

れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
「
芸
術
そ
の
他
」
と
「
文
芸
的
な
一
と
の

間
に
は
七
年
程
し
か
な
い
。
こ
れ
を
三
好
行
雄
は
「
〈
＋
年
前
の

(12) 

僕
〉
と
し
て
一
と
言
い
、
稲
垣
達
郎
は
「
お
よ
そ
十
年
の
月
日
」

と
曖
昧
に
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
山
敷
和
男
は
「
一
十
年
前
の
僕
」

と
い
っ
て
い
る
の
は
誇
張
し
た
文
章
上
の
あ
や
」
と
見
倣
し
、
酒

井
英
行
は
「
「
十
年
前
一
と
い
う
遠
隔
操
作
が
な
さ
れ
た
の
は
、

(13) 

築
き
上
げ
て
き
た
作
品
の
山
を
強
く
自
己
否
定
し
た
か
ら
」
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
芸
術
そ
の
他
一
へ
の
自
己
否
定
と
見
倣
す

上
で
の
整
合
性
を
強
引
に
図
っ
て
き
た
。
研
究
史
上
に
お
い
て
広

く
流
通
し
た
自
己
否
定
説
は
、
改
め
て
見
直
す
な
ら
ば
根
拠
の
い

さ
さ
か
薄
弱
な
再
考
の
余
地
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
加
え
て
、
芥
川
か
一
い
か
に
芸
術
活
動
を
意
識
下
に
お

き
が
た
い
か
」
を
認
め
、
「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
は
、
作
家
の
意
識
的

自
己
否
定
説
の
検
討
か
ら

な
努
力
に
よ
っ
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
る
」
と
い
う
ぶ
考
え
方
を
覆

合

15
、

し
」
た
と
し
て
自
己
否
定
説
の
い
ま
―
つ
の
根
拠
と
さ
れ
た
「
保

儒
の
．
一
占
葉
」
の
一
創
作
」
（
ェ
文
褻
春
秋
．

i

：
九
―
―
―
―
一
・
ヒ
）
の
記

述
を
確
認
し
よ
う
。

芸
術
家
は
何
時
も
意
識
的
に
彼
の
作
品
を
作
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
作
品
そ
の
も
の
を
見
れ
ば
、
作
品
の
美
魂
の
一

半
は
芸
術
家
の
意
識
を
超
越
し
た
神
秘
の
世
界
に
存
し
て
ゐ
る
。

一
半
？
、
或
は
大
半
と
云
つ
て
も
好
い
。

我
我
は
妙
に
問
ふ
に
落
ち
ず
、
語
る
に
落
ち
る
も
の
で
あ
る
。

我
我
の
魂
は
を
の
づ
か
ら
作
品
に
露
る
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。

一
刀
一
拝
し
た
古
人
の
用
意
は
こ
の
無
意
識
の
境
に
対
す
る
畏

怖
を
語
つ
て
は
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
か
？

確
か
に
こ
こ
で
芥
川
は
、
一
作
品
そ
の
も
の
を
見
れ
ば
、
作
品

の
美
醜
の
一
半
は
芸
術
家
の
意
識
を
超
越
し
た
神
秘
の
世
界
」
に

あ
る
と
言
い
、
「
我
我
の
魂
は
を
の
づ
か
ら
作
品
に
露
る
る
こ
と

を
免
れ
な
い
」
と
「
無
意
識
の
境
に
対
す
る
畏
怖
」
に
言
及
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
創
作
」
の
項
は
右
に
明
ら
か
な
よ
う
に

「
芸
術
家
は
何
時
も
意
識
的
に
彼
の
作
品
を
作
る
の
か
も
知
れ
な

い
」
と
始
め
ら
れ
て
お
り
、
一
意
識
的
芸
術
活
動
を
自
ら
否
定
し
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芸
術
活
動
は
ど
ん
な
天
才
で
も
、
意
識
的
な
も
の
な
の
だ
。

(16) 
た
」
と
こ
れ
を
解
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
あ
る
ま
い
。
「
作
品
を

作
る
」
と
い
う
行
為
、
つ
ま
り
「
芸
術
活
動
」
の
「
意
識
的
一
で

あ
る
こ
と
は
、
「
作
品
そ
の
も
の
」
に
「
意
識
を
超
越
し
た
」
点

の
あ
る
こ
と
と
は
水
準
が
異
な
り
、
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
は

(17) 

保
た
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
か
ら
結
論
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
芸
術
活
動
」
を
一
意
識
的

な
も
の
」
と
す
る
主
張
を
芥
川
は
否
定
し
て
お
ら
ず
、
七
年
前
の

「
芸
術
そ
の
他
」
に
お
け
る
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
は
、
「
文
芸

的
な
」
に
否
定
し
た
「
＋
年
前
の
僕
」
の
芸
術
観
と
は
異
な
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
七
年
を
「
十
年
」
と
す
る
論
考
に
お
い

て
は
、
「
芸
術
活
動
」
は
一
意
識
的
な
も
の
」
と
は
、
の
ち
に
否

定
す
る
「
芸
術
的
活
動
を
意
識
の
閾
の
中
に
置
い
た
」
と
同
義
で

あ
る
と
見
倣
さ
れ
る
。
対
し
て
本
節
に
試
み
る
の
は
、
そ
の
よ
う

に
強
引
な
論
理
に
拠
ら
ず
一
芸
術
そ
の
他
」
と
「
文
芸
的
な
一
と

の
関
係
を
説
明
す
る
上
に
は
、
芥
川
に
お
け
る
〈
意
識
的
芸
術
活

動
〉
説
は
如
何
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
受
容

の
再
検
討
を
踏
ま
え
た
上
に
組
み
上
げ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
ま

ず
は
、
「
芸
術
そ
の
他
」
に
お
け
る
「
芸
術
活
動
」
を
「
意
識
的
」

と
し
た
一
段
を
引
用
し
よ
う
。

と
云
ふ
意
味
は
、
悦
雲
林
が
石
上
の
松
を
描
く
時
に
、
そ
の
松

の
枝
を
悉
途
方
も
な
く
一
方
へ
伸
し
た
と
す
る
。
そ
の
時
そ
の

松
の
枝
を
伸
し
た
事
が
、
ど
う
し
て
或
効
果
を
画
面
に
与
へ
る

か
、
そ
れ
は
雲
林
も
知
っ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
分
ら
な
い
。
が
、

伸
し
た
為
に
或
効
果
か
生
ず
る
事
は
、
百
も
承
知
し
て
ゐ
た
の

だ
。
も
し
承
知
し
て
ゐ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
雲
林
は
、
天
才

で
も
何
で
も
な
い

C

唯
、
一
種
の
自
動
偶
人
な
の
だ
。

田
鎖
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
芸
術
そ
の
他
」
に
お
け
る

「
芸
術
活
動
は
ど
ん
な
天
オ
で
も
、
意
識
的
な
も
の
」
と
い
う
主

張
は
、
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
『
表
現
の
学
お
よ
び
一
般
言

(18) 

語
学
と
し
て
の
美
学
ー
一
（
以
下
『
美
学
』
と
略
記
）
第
二
章
「
直

観
と
芸
術
」
に
お
け
る
「
芸
術
的
天
オ
」
の
項
と
明
確
に
対
応
し

て
い
る
。
「
直
観
的
も
し
く
は
芸
術
的
天
才
は
、
人
間
的
活
動
の

あ
ら
ゆ
る
形
式
と
同
じ
く
、
常
に
意
識
的
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
、

(19) 

そ
れ
は
単
な
る
盲
目
の
機
械
的
活
動
で
あ
る
」
と
す
る
そ
の
記
述

か
ら
「
芸
術
そ
の
他
」
へ
の
距
離
は
僅
か
で
あ
ろ
う
。

右
の
引
用
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
「
芸
術
と

(20) 

直
観
」
を
同
一
と
す
る
特
徴
的
な
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
芥
川
も

ま
た
同
様
に
、
例
え
ば
「
或
悪
傾
向
を
排
す
」
（
『
中
外
』
一
九
一

八
・
―
一
）
に
お
い
て
「
単
に
一
赤
い
」
と
云
ふ
の
と
、
「
柿
の
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や
う
に
赤
い
」
と
云
ふ
の
と
は
」
一
始
か
ら
あ
る
感
じ
方
の
相
違
」

で
あ
り
「
表
現
そ
の
も
の
ヽ
問
題
」
と
論
じ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、

「
認
識
す
る
こ
と
と
、
物
理
的
な
表
現
を
創
り
出
す
こ
と
と
は
お

(21) 

よ
そ
次
元
を
異
に
し
て
い
る
と
常
識
的
に
は
考
え
ら
れ
る
」
た
め

に
違
和
感
も
あ
ろ
う
が
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
を
受
容
し
た
芥
川
の

文
芸
観
を
考
え
る
上
に
は
、
そ
の
同
一
視
を
前
提
と
し
て
踏
ま
え

g3) 

る
こ
と
が
ま
ず
は
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

で
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
に
お
け
る
「
直
観
一
と
は
如
何
な
る

概
念
で
あ
る
の
か
。
『
美
学
』
第
一
章
「
直
観
と
表
現
」
に
お
い

て
「
直
観
」
は
、
受
動
的
な
一
感
覚
」
や
「
統
覚
一
と
峻
別
さ
れ
、

能
動
的
な
精
神
の
働
き
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
章
題
と
同
じ
く

「
直
観
と
表
現
」
と
見
出
し
を
付
さ
れ
た
一
節
に
お
い
て
、
ク
ロ
ー

チ
ェ
は
そ
の
「
直
観
と
表
現
」
と
い
う
不
可
分
な
「
認
識
の
過
程
一

に
つ
い
て
、
云
印
象
や
感
覚

s
e
n
t
i
m
e
n
t
s
一
を
「
自
分
式
に
組
み

立
て
る

f
o
r
m
u
l
a
t
i
n
g
」
こ
と
、
そ
れ
ら
を
一
魂
の
不
明
瞭
な
領

域

t
h
e
o
b
s
c
u
r
e
 r
e
g
i
o
n
 o
f
 t
h
e
 s
o
u
l
」
か
ら
、
「
観
照
的
な

(23) 

精
神
の
透
明
さ

t
h
e
clarity 
o
f
 t
h
e
 c
o
n
t
e
m
p
l
a
t
i
v
e
 spirit I 

へ
と
浮
か
ひ
上
か
ら
せ
る
過
程
と
し
て
論
じ
て
い
た
。

こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
、
同
時
代
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
理
解
を
幾
つ
か
確

認
し
て
お
き
た
い
。
阿
部
次
郎
「
出
鱈
目
」
（
『
帝
国
文
学
』
一
九

一
三
・
一
）
か
ら
引
用
す
る
。

即
ち
一
切
の
「
印
象
」
は
|
—
必
ず
し
も
感
覚
的
の
も
の

フ
ォ
ー
ム

に
限
ら
ず
ー
直
覚
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
形
式
」
を
得
る

の
で
あ
っ
て
、
直
覚
に
よ
っ
て
印
象
に
形
式
を
与
へ
る
こ
と
を

エ

キ

ス

プ

レ

ッ

シ

ョ

ン

、

ク
ロ
ー
チ
エ
は
特
に
表
現
と
呼
ぶ
の
で
あ
り
ま
す
。
一

切
の
芸
術
は
要
す
る
に
此
意
味
の
表
現
に
外
な
ら
な
い
。
芸
術

即
表
現
、
表
現
即
芸
術
で
あ
っ
て
、
表
現
の
あ
る
所
に
は
常
に

芸
術
あ
り
、
芸
術
は
表
現
以
外
の
地
に
は
何
処
に
も
存
在
し
得

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
の
は
「
直
覚
に
よ
っ
て
印
象
に
形
式

を
与
え
る
こ
と
を
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
特
に
表
現
と
呼
ぶ
」
と
い
う
説

明
で
あ
る
。
金
子
築
水
「
ク
ロ
オ
チ
ェ
の
美
論
」
（
『
早
稲
田
文
学
』

一
九
一
七
•
六
）
で
も
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
直
観
（
直
覚
）
概
念
を

「
感
覚
や
印
象
に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
、
そ
こ
に
新
ら
し
い
結

構
を
造
出
す
特
殊
の
形
成
作
用
」
と
紹
介
し
て
い
る
。

最
後
に
、
士
居
光
知
「
芸
術
的
形
象
と
流
動
」
（
『
現
代
批
判
』

一
九
一
六
・
五
、
不
老
閣
書
房
）
は
「
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
芸
術
的
活

動
は
直
観
で
あ
る
、
直
観
は
同
時
に
（
内
的
）
表
現
即
ち
形
象
で

あ
る
と
云
ひ
、
こ
の
内
面
的
形
象
と
直
観
と
の
一
致
を
以
て
彼
の

美
学
の
基
礎
と
し
て
居
る
」
と
解
説
し
、
続
い
て
「
か
ヽ
る
意
味

に
於
て
見
る
と
云
ふ
こ
と
」
と
は
「
印
象
を
渾
沌
の
状
態
に
置
か
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す
し
て
、
こ
れ
を
統
一
し
、
透
徹
」
す
る
こ
と
と
論
じ
る
。
ま
た
、

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
紹
介
と
は
や
や
離
れ
た
箇
所
で
あ
る
が
一
印
象
は

表
現
の
手
段
に
よ
っ
て
始
め
て
意
識
の
薄
暗
い
領
域
か
ら
観
照
の

晶
明
の
内
に
浮
ん
て
く
る
」
と
誰
じ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
前
掲

の
一
節
を
明
ら
か
に
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

右
に
確
認
し
た
同
時
代
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
受
容
と
同
様
に
、
芥
川

も
ま
た
、
そ
こ
に
説
か
れ
た
〈
直
観
ー
表
現
〉
と
い
う
「
形
」
を

与
え
る
精
神
の
働
き
を
捉
え
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
一
は
つ
き
り

し
た
形
を
と
る
為
め
に
」
（

B
莉
潮
．
―
-
九
一
七
・
一
―
)
に
お
い

て
芥
川
は
次
の
よ
う
に
述
へ
る
°

私
の
頭
の
中
に
何
か
混
沌
た
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
は

つ
き
り
し
た
形
を
と
り
た
か
る
の
で
す
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
又
、

は
つ
き
り
た
形
を
と
る
事
そ
れ
自
身
の
中
に
目
的
を
持
つ
て
ゐ

る
の
て
す
。
だ
か
ら
そ
の
何
か
混
沌
た
る
も
の
が
一
度
頭
の
中

に
発
生
し
た
ら
、
勢
い
や
で
も
書
か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
さ
う

す
る
と
ま
あ
、
体
の
い
い
恐
迫
観
念
に
襲
は
れ
た
や
う
な
も
の

で
す
。あ

な
た
が
も
う
一
歩
進
め
て
、
そ
の
渾
沌
た
る
も
の
と
は
何

だ
と
質
問
す
る
な
ら
、
又
私
は
窮
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

思
想
と
も
情
緒
と
も
つ
か
な
い

C

I

ゃ
っ
ぱ
り
ま
あ
渾
沌
た

る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
唯
そ
の
特
色
は
、
そ
れ
が
は
つ
き
り
し

た
形
を
と
る
迄
は
、
そ
れ
自
身
に
な
り
切
ら
な
い
と
云
ふ
点
で

せ
う

C

で
せ
う
で
は
な
い

C

正
に
さ
う
で
す
e

こ
の
点
だ
け
は

外
の
精
神
活
動
に
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
（
少
し
横
道
に
は

い
れ
ば
）
私
は
、
芸
術
が
表
現
だ
と
云
ふ
事
は
ほ
ん
た
う
た
と

思
っ
て
ゐ
ま
す
。

芥
川
は
こ
こ
で
「
頭
の
中
に
」
「
思
想
と
も
情
緒
と
も
つ
か
な

ぃ
―
一
何
か
混
沌
た
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
は
つ
き
り
し
た

形
を
と
り
た
が
る
一
と
、
渾
沌
と
し
た
も
の
に
明
瞭
な
「
形
一
を

与
え
る
「
精
神
活
動
]
を
捉
え
た
上
で
、
一
芸
術
が
表
現
だ
と
云

ふ
事
は
ほ
ん
た
う
だ
」
と
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
芥
川
は
一
思

想
と
も
情
緒
と
も
つ
か
な
い
一
と
述
べ
て
お
り
、
「
印
象
」
に

「
形
式
」
を
与
え
る
、
と
い
う
の
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
右
は
先
に
触
れ
た
土
居
の
論
述
に
も
近
似
し
て
お

り
、
内
容
的
に
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
『
美
学
』
中
に
説
か
れ
る
「
直

観
と
表
現
」
の

1

節
に
通
じ
る
も
の
て
あ
ろ
う
。

芥
川
が
一
芙
学
』
を
読
ん
だ
時
期
と
し
て
確
定
し
得
る
の
は
、

一
我
鬼
窟
日
録
」
に
一
ク
ロ
オ
チ
ェ
が
エ
ス
テ
テ
ィ
ク
を
読
む
」

と
あ
る
一
九
一
九
年
九
月
一

0
日
以
降
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の

日
初
め
て
読
ん
だ
の
か
「
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
既
に
読
ん
て
い
た
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(24) 

の
か

l

と
頭
を
悩
ま
せ
る
必
要
は
ひ
と
ま
ず
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
第
二
章
ぶ
匡
観
と
芸
術
」
と
明
確
に
対
応
す
る
「
芸
術
そ
の

他
1

を
苔
い
た
時
点
で
は
、
前
章
の
核
を
な
す
「
直
観
と
表
現
」

の
一
節
は
強
く
印
象
付
け
ら
れ
た
は
ず
た
。
ー
は
つ
き
り
し
た
形

を
と
る
為
め
に
ー
自
体
が
『
美
学
』
と
は
無
縁
に
書
か
れ
て
い
よ

う
と
、
内
容
的
に
近
似
す
る
認
識
を
既
に
持
っ
て
い
た
な
ら
、
そ

の
一
節
は
実
に
明
瞭
に
意
識
さ
れ
よ
う
。

「
芸
術
そ
の
他
」
に
お
け
る
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
の
意
味

を
考
え
る
上
で
、
一
直
観
と
表
現
一
の
｛
節
に
か
く
も
拘
る
の
は
、

そ
こ
て
＿
魂
の
不
明
瞭
な
領
域
]
に
言
及
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

芥
川
は
「
闇
中
問
答
」
（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
―
一
七
・
九
）
の
中
で

「
僕
の
意
識
し
て
ゐ
る
の
は
僕
の
魂
の
一
部
分
た
け
だ
一
、
「
光
の

中
に
は
怪
物
は
棲
ま
な
い
。
し
か
し
無
辺
の
闇
の
中
に
は
何
か
か

ま
だ
眠
つ
て
ゐ
る
」
と
述
へ
て
い
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
に
、

「
魂
の
不
明
瞭
な
領
域
ー
は
「
意
識
」
の
限
界
に
関
わ
る
領
野
と

理
解
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
前
掲
の
通
り
、
土
居
光
知
は

そ
れ
を
こ
品
識
の
薄
暗
い
領
域
」
と
捉
え
て
い
た
。

一
九
一
七
年
頃
推
定
の
未
定
稿
「
天
狗
（
仮
）
一
に
は
、
つ
と

に
「
識
閾
の
外
」
の
語
か
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
「
識
域
ー
な
い

し
，
意
識
の
閾
」
と
は
ー
意
識
作
用
か
出
現
し
始
め
た
り
消
滅
し

公

q
-

始
め
た
り
す
る
境
界
一
を
意
味
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
「
印
象

な
り
感
覚
ー
に
「
形
式
」
を
与
え
、
「
意
識
一
（
魂
）
の
暗
か
り
の

中
か
ら
明
る
み
に
出
す
7

直
観
」
と
い
う
「
認
識
の
過
程
ー
は
、

ま
さ
に
こ
の
境
界
を
横
断
す
る
働
き
と
言
え
よ
う
。
ー
芸
術
そ
の

他
ー
に
お
け
る
「
芸
術
活
動
L

の
主
張
か
、
そ
の
よ
う
に
「
伯
観
一

の
働
き
を
論
じ
た
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
害
物
に
依
拠
す
る
の
な
ら
、

「
ど
ん
な
天
才
で
も
、
意
識
的
な
も
の
」
と
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
芸
術

的
活
動
を
意
識
の
閾
の
中
」
に
骰
く
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
は

な
い
か

C

以
上
の
解
釈
に
立
つ
な
ら
ば
、
自
己
否
定
説
の
強
引
な
論
理
を

退
け
、
七
年
前
の
「
芸
術
そ
の
他
」
で
の
主
張
は
既
に
、
「
文
芸

的
な
」
に
否
定
し
た
「
＋
年
前
の
僕
」
の
文
芸
観
と
は
異
な
る
も

の
と
結
誰
で
き
る
。
こ
こ
に
主
張
し
た
一
直
観
と
表
現
一
の
一
節

か
ら
の
彩
孵
は
、
田
鎖
か
示
し
た
「
芸
術
的
天
才
」
と
の
対
応
ほ

ど
に
判
然
と
せ
ず
、
右
に
見
る
よ
う
に
幾
つ
か
の
仮
定
、
推
＾
頭
の

上
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
を
、
一
直

観
」
と
い
う
「
意
識
の
閾
」
を
横
断
す
る
精
神
活
動
を
含
め
て
理

解
し
て
こ
そ
、
「
芸
術
そ
の
他
」
と
「
文
芸
的
な
」
と
の
関
係
は
、

既
存
の
説
よ
り
適
切
な
形
で
説
明
可
能
な
の
で
あ
る
。
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「
計
算
」
と

前
節
で
は
「
芸
術
そ
の
他
」
で
の
「
芸
術
活
動
」
を
一
意
識
的

な
も
の
」
と
す
る
主
張
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
い
う

「
直
観
＿
概
念
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
一
文
芸
的
な
」

に
否
定
し
た
「
＋
年
前
の
僕
一
の
文
芸
観
と
は
異
な
る
も
の
と
論

じ
た
。
本
節
で
は
、
一
直
観
」
の
一
語
を
用
い
た
『
文
藝
春
秋
』

掲
載
版
の
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
(
-
九
二
七
•
四
、

七
、
以
下
「
続
文
芸
的
な
」
と
略
記
）
を
取
り
上
げ
て
、
晩
年
に

ま
で
及
ぶ
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
影
曹
を
確
認
し
つ
つ
、
以
降
と
は
異
な

る
「
十
年
前
の
僕
一
の
文
芸
観
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か

を
考
察
す
る
。
ま
た
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉

は
「
直
観
」
の
働
き
を
含
む
も
の
と
し
た
前
節
の
結
論
に
つ
い
て
、

別
の
角
度
よ
り
傍
証
し
補
強
す
る
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
。

「
続
文
芸
的
な
」
の
一
＇
八
コ
ク
ト
オ
の
言
葉
一
に
お
い
て
芥

川
は
、
「
科
学
者
は
芸
術
の
中
か
ら
彼
等
の
科
学
を
見
つ
け
る
」

と
し
て
「
芸
術
の
ー
或
は
直
観
の
尊
さ
」
を
言
い
、
更
に
「
科

学
的
精
神
は
詩
的
精
神
を
重
ん
ず
る
所
に
逆
説
的
に
も
潜
ん
で
ゐ

る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
主
張
が
込
み
入
っ
て
い
る
の
て
、
該
当

部
分
を
ま
と
め
て
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
直
観
」

「
芸
術
は
科
学
の
肉
化
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
云
ふ
コ
ク
ト

オ
の
言
葉
は
中
つ
て
ゐ
る
。
尤
も
僕
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
一
科

学
の
肉
化
し
た
も
の
」
と
云
ふ
意
味
は
「
科
学
に
肉
を
つ
け
た
」

と
云
ふ
意
味
で
は
な
い
。
科
学
に
肉
を
つ
け
る
こ
と
な
ど
は
職

人
で
も
容
易
に
出
来
る
で
あ
ら
う
。
芸
術
は
お
の
つ
か
ら
血
肉

の
中
に
科
学
を
具
へ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
の
科
学
者

は
芸
術
の
中
か
ら
彼
等
の
科
学
を
見
つ
け
る
の
に
過
ぎ
な
い
。

芸
術
の
ー
或
は
直
観
の
尊
さ
は
そ
こ
に
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る。
僕
は
こ
の
コ
ク
ト
オ
の
言
葉
の
新
時
代
の
芸
術
家
た
ち
に
方

向
を
錯
ら
せ
る
こ
と
を
惧
れ
て
ゐ
る
。
あ
ら
ゆ
る
芸
術
上
の
傑

作
は
「
二
ニ
が
四
」
に
終
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し

決
し
て
「
二
ニ
が
四
一
か
ら
始
ま
つ
て
ゐ
る
と
は
限
ら
な
い
の

で
あ
る
。
僕
は
必
ず
し
も
科
学
的
精
神
を
拇
つ
て
し
ま
へ
と
云

ふ
の
で
は
な
い
。
が
、
科
学
的
精
神
は
詩
的
精
神
を
重
ん
ず
る

所
に
逆
説
的
に
も
潜
ん
で
ゐ
る
と
云
ふ
事
実
だ
け
を
指
摘
し
た

い
の
で
あ
る
。

橘
昭
成
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
「
芸
術
」
と
「
直

観
」
の
特
徴
的
な
等
懺
が
あ
り
、
加
え
て
「
科
学
一
と
「
芸
術
」

1
1

「
直
観
」
、
「
科
学
的
精
神
」
と
「
詩
的
精
神
」
を
同
様
の
関
係
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（
前
者
が
後
者
に
見
出
さ
れ
る
）
と
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
〈
詩
的
精
神
〉
の
主
張
に
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
い
う
「
直
観
」
概

(26) 

念
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
」
の
は
ひ
と
ま
ず
疑
い
を
得
な
い
。

そ
の
美
学
の
影
響
が
晩
年
に
ま
で
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
上

で
、
こ
こ
に
目
を
向
け
る
べ
き
は
、
「
直
観
の
尊
さ
」
あ
る
い
は

「
詩
的
精
神
」
の
重
要
性
が
、
「
芸
術
上
の
傑
作
」
の
持
つ
よ
う
な

「
二
ニ
が
四
」
に
、
「
二
ニ
が
四
」
か
ら
始
ま
ら
ず
し
て
到
達
し
得

る
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
あ
ら
ゆ
る
芸
術
上
の
傑
作
は
「
二
ニ
が
四
」
に
終
つ
て
ゐ
る

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
決
し
て
「
ニ
―
一
が
四
」
か
ら
始
ま
つ
て

ゐ
る
と
は
限
ら
な
い
」
。
こ
の
「
続
文
芸
的
な
」
の
一
節
を
理
解

す
る
上
に
は
、
「
二
ニ
が
四
」
と
い
う
特
徴
的
な
用
語
に
お
い
て
、

未
定
稿
「
小
説
作
法
（
仮
）
」
（
一
九
二
五
年
推
定
）
を
踏
ま
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
芥
川
は
、
ポ
ー
の
「
構
成
の
原
理
」
を
評

し
、
「
こ
の
論
文
に
言
へ
る
如
く
、
彼
の
「
大
雅
」
の
詩
を
作
る

に
二
二
が
四
的
作
法
を
用
ひ
た
り
や
否
や
は
疑
問
な
り
」
と
し
つ

つ
、
「
然
れ
ど
も
彼
の
詩
や
小
説
は
大
体
煉
瓦
を
積
む
や
う
に
作

ら
れ
た
る
こ
と
は
事
実
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
た
。
周
知
の
通

(21) 

り
、
ポ
ー
は
そ
の
一
文
に
「
大
雅
」
の
創
作
過
程
に
つ
い
て
、
そ

れ
が
一
構
成
の
一
点
た
り
と
も
偶
然
や
直
観
に
帰
せ
ら
れ
な
い
]
‘

「
数
学
の
問
題
の
よ
う
な
正
確
さ
と
厳
密
な
結
果
を
も
っ
て
完
成

さ
れ
た
」
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。

こ
こ
か
ら
考
え
る
に
「
二
ニ
が
四
的
作
法
」
と
は
、
「
手
始
め

に
効
果
を
考
え
」
「
効
果
の
案
出
に
最
も
有
利
な
事
件
や
調
子
の

配
合
」
を
「
数
学
の
問
題
の
よ
う
」
に
組
み
上
げ
て
い
く
、
「
意

念
色

図
と
計
算
と
に
基
づ
い
＿
た
創
作
作
法
を
意
味
し
よ
う
。
対
し
て
、

そ
の
作
法
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
／
獲
得
さ
れ
る
も
の
が
「
二
ニ
が

四
」
の
内
実
で
あ
ろ
う
。
中
川
孝
に
よ
る
「
ポ
オ
の
一
面
一
の
講

演
録
に
よ
れ
ば
、
云
小
オ
が
か
く
一
っ
―
つ
の
煉
瓦
を
積
み
あ
げ

る
如
く
や
っ
た
の
は
、
勿
論
纏
っ
た
効
果
を
彼
が
求
め
た
為
で
あ

(29) 
る
」
と
、
芥
川
は
ポ
ー
の
目
指
し
ま
た
獲
得
し
た
も
の
と
し
て

「
纏
っ
た
効
果
」
を
挙
け
て
い
る
。
こ
れ
は
「
構
成
の
原
理
」
で

「
印
象
の
統
一
と
い
う
こ
と
か
ら
結
果
す
る
極
め
て
童
要
な
効
果
」

が
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。

「
印
象
の
統
一
」
（
一
芸
術
上
の
傑
作
」
の
持
つ
「
二
ニ
が
四
一
）

は
、
「
数
学
の
問
題
の
よ
う
一
に
計
算
し
て
作
り
上
げ
る
（
「
ニ
ニ

が
四
」
か
ら
始
ま
る
）
ば
か
り
で
な
く
、
「
直
観
」
な
い
し
「
詩

的
精
神
」
に
よ
っ
て
も
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
二
ニ
が
四
，
一

を
め
ぐ
る
文
脈
を
踏
ま
え
、
一
続
文
芸
的
な
」
の
一
節
を
解
釈
す

れ
ば
右
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
「
統
一
」
お
よ
び
そ
の
「
効
果
」
へ

の
着
目
は
、
井
川
恭
宛
書
簡
(
-
九
一
四
・
三
・
一
九
）
で
の

「
全
体
の
統
一
を
破
ら
な
い
為
に
は
注
意
と
云
ふ
注
意
を
悉
払
つ
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て
ゐ
る
」
「
お
そ
ろ
し
い
程

E
F
F
E
C
T
が
あ
る
」
な
ど
と
い

う
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
評
価
の
内
に
も
確
認
で
き
、
こ
れ
と
同
時
期

(33) 

の
未
定
稿
「
志
賀
直
哉
氏
の
短
篇
」
で
も
、
志
賀
の
作
品
に
「
一

糸
棄
れ
ざ
る
統
一
」
が
あ
り
、
一
隅
ま
で
目
を
く
ば
つ
て
油
断
な

く
組
上
げ
」
て
い
る
こ
と
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
「
続
文
芸
的
な
一
に
見
ら
れ
る
「
直
観
」
が
「
印
象
の

統
一
」
を
与
え
る
と
い
う
図
式
は
、
例
え
ば
、
先
に
触
れ
た
土
居

光
知
の
一
文
に
お
い
て
「
直
観
」
が
、
「
印
象
を
渾
沌
の
状
態
に

置
か
ず
し
て
、
是
を
統
一
」
す
る
働
き
と
さ
れ
、
ま
た
金
子
築
水

に
も
「
直
覚
は
外
来
の
印
象
を
積
極
的
に
結
合
し
統
一
す
る
作
用
」

と
す
る
理
解
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
の
受
容
と

も
接
続
し
得
る
。
『
美
学
』
第
二
章
「
直
観
と
芸
術
」
で
は
、
「
活

動
と
し
て
の
表
現
」
は
「
印
象
を
―
つ
の
有
機
的
な
る
全
体
に
混

融
す
る
」
働
き
と
さ
れ
、
ま
た
旧
く
よ
り
あ
る
「
芸
術
作
品
に
は

統
一
が
な
け
れ
ば
な
ら
一
な
い
と
の
主
張
は
こ
の
「
表
現
」
の
働

き
を
言
う
に
他
な
ら
な
い
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ポ
ー
の
文
芸
観

を
指
し
て
用
い
た
―
二
二
が
四
一
と
い
う
一
語
が
、
ク
ロ
ー
チ
ェ

由
来
の
「
直
観
」
概
念
の
重
要
性
を
言
う
「
続
文
芸
的
な
」
に
現

れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
芥
川
の
内
部
に
お
い
て
、
両
者
の

思
索
が
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
芥
川
が
「
は
つ
き
り
し
た
形
を
と
る
為
め
に
一
に

お
い
て
「
芸
術
が
表
現
だ
と
云
ふ
事
は
ほ
ん
た
う
」
と
認
め
た
の

は
、
「
文
芸
的
な
」
よ
り
数
え
て
「
十
年
前
」
の
一
九
一
七
年
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
「
印
象
の
統
一
」
は
「
二
ニ
が
四

的
作
法
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
直
観
」
の
働
き
に
よ
っ
て
も
与
え

ら
れ
る
と
い
う
認
識
を
芥
川
が
抱
き
得
る
の
は
、
そ
の
時
期
以
降

で
あ
り
、
「
十
年
前
の
僕
」
に
と
っ
て
は
、
作
品
に
「
統
一
」
を

与
を
る
の
は
、
の
ち
に
「
二
ニ
が
四
的
作
法
」
と
呼
ん
だ
よ
う
な

創
作
態
度
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
得
る
。
先
述
し
た
「
志
賀
直
哉

氏
の
短
篇
」
に
お
い
て
若
き
芥
川
は
、
志
賀
の
創
作
態
度
の
特
色

(32) 

と
し
て
「
知
的
」
な
こ
と
、
「
建
築
家
」
の
「
設
計
」
の
如
く

二
糸
乱
れ
ざ
る
統
一
」
を
「
組
上
げ
」
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て

ヽ
こ
。

l
t
 

対
し
て
一
九
二
七
年
の
芥
川
は
、
「
文
芸
的
な
」
の
「
五

賀
直
哉
氏
」
に
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。

描
写
上
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
必
し
も
志
賀
直
哉
氏
に
限
っ
た
こ

と
で
は
な
い
。
同
氏
は
リ
ア
リ
ズ
ム
に
東
洋
的
伝
統
の
上
に
立

っ
た
詩
的
精
神
を
流
し
こ
ん
で
ゐ
る
。
同
氏
の
エ
ピ
ゴ
オ
ネ
ン

の
及
ば
な
い
の
は
こ
の
一
点
に
あ
る
と
言
っ
て
も
差
し
支
へ
な

い
。
こ
れ
こ
そ
又
僕
等
に
‘
|
＇
少
く
と
も
僕
に
最
も
及
び
難

い
特
色
で
あ
る
。
僕
は
志
賀
直
哉
氏
自
身
も
こ
の
一
点
を
意
識 志
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し
て
ゐ
る
か
ど
う
か
、
は
必
し
も
は
つ
き
り
と
は
保
証
出
来
な

い
。
（
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
活
動
を
意
識
の
閾
の
中
に
置
い
た
の

は
十
年
前
の
僕
で
あ
る
。
）
し
か
し
こ
の
一
点
は
た
と
ひ
作
家

自
身
は
意
識
し
な
い
に
も
せ
よ
、
確
か
に
同
氏
の
作
品
に
独
特

の
色
彩
を
与
へ
る
も
の
で
あ
る
。
「
焚
火
」
、
「
真
鶴
」
等
の
作

品
は
殆
ど
か
う
云
ふ
特
色
の
上
に
全
生
命
を
託
し
た
も
の
で
あ

ら
う
。

芥
川
は
「
志
賀
直
哉
氏
自
身
も
こ
の
一
点
」
、
「
詩
的
精
神
を
流

し
こ
ん
で
ゐ
る
」
こ
と
を
「
意
識
し
て
ゐ
る
か
ど
う
か
、
は
必
し

も
は
つ
き
り
と
は
保
証
で
き
な
い
」
と
言
い
、
「
あ
ら
ゆ
る
芸
術

的
活
動
を
意
識
の
閾
の
中
に
置
い
た
の
は
十
年
前
の
僕
で
あ
る
」

と
付
言
し
た
が
、
こ
こ
で
の
「
意
識
」
は
文
脈
か
ら
し
て
「
意
識

の
閾
の
中
に
」
置
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
意
識
」
を
欠

い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
主
張
は
、
前
節
に
「
意
識
の
閾
」

を
越
え
る
「
直
観
」
の
働
き
を
含
む
と
し
た
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉

(33) 

と
矛
盾
し
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
自
己
否
定
説
を
捨
て
去
る
な
ら
、

「
意
識
し
て
ゐ
る
か
ど
う
か
、
は
必
し
も
は
つ
き
り
と
は
保
証
で

き
な
い
」
と
い
う
論
法
が
、
同
じ
く
「
詩
的
精
神
」
に
関
す
る

「
続
文
芸
的
な
」
で
の
「
「
ニ
―
一
が
四
」
か
ら
始
ま
つ
て
ゐ
る
と
は

(34) 

限
ら
な
い
」
と
同
型
で
あ
る
こ
と
に
も
気
が
付
こ
う
。

先
に
確
認
し
た
通
り
、
「
詩
的
精
神
」
と
は
「
印
象
の
統
一
」

を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
「
こ
の
一
点
を
意
識
し
て

ゐ
る
か
ど
う
か
」
と
は
、
「
印
象
の
統
一
」
が
も
た
ら
す
「
極
め

て
重
要
な
効
果
」
を
念
頭
に
「
数
学
の
問
題
の
よ
う
」
に
組
み
上

げ
て
い
る
か
、
つ
ま
り
は
「
二
ニ
が
四
的
作
法
」
を
用
い
た
か
ど

う
か
を
問
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
意
識
」

の
欠
如
を
認
め
る
上
で
、
芥
川
は
「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
活
動
を
意

識
の
閾
の
中
に
置
い
た
の
は
十
年
前
の
僕
で
あ
る
」
と
書
き
加
え

た
。
な
ら
ば
こ
の
付
言
は
、
「
ニ
―
一
が
四
的
作
法
」
だ
け
で
は
な

く
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
に
い
う
「
直
観
」
に
よ
っ
て
も
、
「
全
体

の
統
一
」
か
ら
生
じ
る
「
効
果
」
に
到
逹
し
得
る
と
考
え
る
こ
と

へ
の
変
化
が
、
「
十
年
前
の
僕
」
に
訪
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

即
ち
、
旧
来
「
芸
術
そ
の
他
」
へ
の
自
己
否
定
と
解
さ
れ
て
き

た
付
言
は
、
そ
れ
こ
そ
十
年
以
上
前
、
志
賀
の
創
作
態
度
に
つ
い

て
記
し
た
「
建
築
家
」
の
「
設
計
」
の
如
く
「
知
的
」
で
あ
る
と

い
う
理
解
、
そ
れ
に
伴
う
過
去
の
文
芸
観
か
ら
の
変
化
を
告
げ
る

も
の
と
判
断
で
き
る
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
に
従
え
ば
、
そ
の
変
化

は
、
「
印
象
の
統
一
」
を
与
え
る
「
直
観
」
と
い
う
「
認
識
の
過

程
」
の
把
握
に
基
づ
く
。
芥
川
は
「
芸
術
そ
の
他
」
に
お
い
て
、

「
ど
う
し
て
或
効
果
を
」
「
与
へ
る
か
」
を
理
解
し
て
い
る
か
で
は

な
く
、
「
効
果
が
生
ず
る
」
こ
と
へ
の
認
識
の
有
無
を
問
題
と
し
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以
上
の
考
察
か
ら
、
芥
川
の
文
芸
観
に
お
い
て
は
ク
ロ
ー
チ
ェ

美
学
に
い
う
「
直
観
」
の
概
念
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
、

そ
れ
が
「
計
算
」
と
は
異
な
る
形
で
一
印
象
の
統
一
」
を
与
え
る

「
直
観
」

と

て
い
た
。
い
わ
ば
「
知
的
」
な
「
設
計
」
あ
る
い
は
「
ニ
―
一
が
四

的
作
法
」
よ
り
も
、
ま
ず
は
「
直
観
」
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
を
め
ぐ
る
既
存
の
指
摘
は
こ
の
一
点
、

「
直
観
」
概
念
の
影
響
に
つ
い
て
語
り
落
と
し
て
き
た
。

品）

例
え
ば
、
江
口
裕
子
は
ポ
ー
か
ら
の
影
響
を
検
証
し
つ
つ
「
虚

構
の
美
の
世
界
を
意
識
と
計
算
と
に
よ
っ
て
つ
く
り
上
げ
る
こ
と

に
す
べ
て
を
賭
け
た
」
「
主
知
的
な
制
作
方
法
」
と
評
し
、
田
鎖

数
馬
も
ま
た
一
部
分
の
全
体
に
及
ぽ
す
効
果
を
計
算
し
な
が
ら
、

（
％
）
 

完
成
品
を
仕
上
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
」

と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
計
算
」
の
語
で
あ
た
か
も
「
ニ
―
―6

包

が
四
的
作
法
」
の
よ
う
に
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
を
記
述
す
る

こ
と
は
、
芥
川
の
作
品
が
ど
れ
ほ
ど
緻
密
な
「
計
算
」
に
甚
づ
い

て
見
え
よ
う
と
、
文
芸
観
の
理
解
と
し
て
は
不
適
当
と
な
る
。
改

め
て
、
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
に
は
一
直
観
」
の
働
き
が
含
ま
れ

て
い
る
と
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
詩
的
精
神
」

働
き
と
し
て
理
解
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
す
で
に
指
摘
の

あ
る
よ
う
に
、
晩
年
の
一
詩
的
精
神
」
論
も
ま
た
こ
の
「
直
観
」

概
念
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
、
以
上
に
確
認
し

た
「
直
観
」
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
芥
川
晩
年
に
お
け
る
谷
崎

濶
一
郎
と
の
論
争
を
読
み
直
し
、
「
詩
的
精
神
」
の
意
味
す
る
も

の
を
明
ら
か
と
し
た
い
。

し
か
し
そ
の
前
に
ま
ず
、
同
時
代
に
お
け
る
「
詩
的
精
神
」
の

定
義
と
し
て
、
佐
藤
春
夫
「
散
文
精
神
の
発
生
」
（
「
新
潮
』
一
九

ニ
四
・
―
-
)
の
記
述
を
確
認
し
て
お
く
。
そ
こ
で
「
詩
的
精
神
」

は
「
混
沌
の
世
界
」
を
「
統
一
調
和
あ
る
も
の
」
に
「
浄
化
」
し

「
統
一
調
和
の
美
」
を
痛
す
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
対
し
て
芥
川

の
理
解
す
る
一
直
観
」
の
概
念
に
は
、
一
何
か
混
沌
た
る
も
の
」

に
「
は
つ
き
り
し
た
形
一
を
与
え
、
ま
た
「
二
ニ
が
四
的
作
法
」

と
は
別
の
形
で
「
印
象
の
統
一
」
を
与
え
る
働
き
が
あ
っ
た
。
中

期
以
来
の
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
が
、
最
晩
年
に
お
い
て
「
詩

的
精
神
」
の
語
を
用
い
て
展
開
さ
れ
た
理
由
は
、
「
混
沌
」
に

「
統
一
」
を
与
え
る
と
い
う
、
そ
の
「
直
観
」
概
念
と
の
共
通
点

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
れ
か
ら
所
謂
〈
小
説
の
筋
〉
論
争
に
つ
い
て
再
考
し

よ
う
と
す
る
上
で
、
少
な
く
な
い
既
存
の
研
究
と
の
差
異
を
出
す

た
め
に
精
目
し
た
い
の
は
、
「
文
芸
的
な
」
の
草
稿
「
三
十
五
歳
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（
胡
）

の
小
説
論
ー
併
せ
て
谷
崎
潤
一
郎
氏
に
答
ふ
ー
」
に
見
ら
れ

る
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。
こ
の
論
争
に
お
け
る
鍵
語
か
、
「
詩
的

精
神
」
と
「
構
造
的
美
観
」
（
芥
川
は
「
構
成
的
美
観
」
と
も
呼

ん
で
い
る
）
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

論
争
の
始
発
点
に
お
い
て
芥
川
が
、
谷
崎
の
い
う
「
構
成
す
る
力
」

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
解
釈
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
、
管
見
の

限
り
い
ま
だ
着
目
さ
れ
て
は
い
な
い
。

谷
崎
潤
一
郎
一
饒
舌
録
」
（
『
改
造
』
一
九
二
七
•
三
）
に
説
か

れ
た
「
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
つ
い
て
、
芥
川
は
右
の
草
稿
の
中
で
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
「
今
日
の
所
謂
通
俗
小
説
に
も
容
易

に
指
摘
出
来
る
」
と
評
し
つ
つ
、
「
谷
崎
氏
の
一
構
成
す
る
力
」

は
単
に
「
構
成
す
る
力
」
だ
け
で
は
な
い
」
と
言
い
、
ま
た
「
谷

崎
潤
一
郎
氏
は
こ
の
「
構
成
す
る
力
」
と
云
ふ
も
の
を
も
つ
と
高

い
水
準
に
罹
い
て
ゐ
る
」
と
の
推
測
を
書
き
残
し
て
い
る
。
こ
こ

に
引
い
た
記
述
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
原
稿
の
段
階
で
取
り
消
し
線

を
引
い
て
削
除
さ
れ
て
お
り
、
現
行
全
集
の
校
異
に
も
そ
れ
を
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
な
か
ら
、
こ
こ
で
更
に
「
饒
舌
録
」
よ
り
谷
崎
の
言
葉

を
補
っ
た
上
で
本
論
の
議
論
に
照
ら
す
な
ら
、
こ
れ
ら
の
記
述
の

重
要
性
は
判
然
と
し
よ
う
。
「
話
の
筋
を
組
み
立
て
る
と
は
、
数

学
的
に
計
算
を
す
る
意
味
で
は
な
い
。
矢
張
そ
れ
だ
け
の
構
想
が

内
か
ら
燃
え
上
か
つ
て
来
る
べ
き
た
と
思
ふ
」
。
こ
の
谷
崎
の
発

言
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
芥
川
が
一
構
成
す
る
力
」
を
二
重
化
し
つ

っ
、
「
も
つ
と
本
質
的
な
も
の
」
と
し
て
予
期
し
た
の
は
、
「
ニ
ニ

が
四
的
作
法
」
と
は
別
の
形
で
「
印
象
の
統
―
一
を
与
え
る
、
つ

ま
り
「
計
算
」
と
は
異
な
る
「
構
成
の
原
理
」
で
あ
る
「
直
観
」
、

後
に
そ
の
「
浄
火
」
を
燃
え
立
た
せ
る
必
要
を
説
い
た
「
詩
的
精

神
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
高
田
瑞
穂
は
一
芥
川
の
い
う
「
詩
的
精

神
」
が
、
「
肉
体
的
力
量
」
を
捨
象
し
た
「
構
成
的
美
観
」
と
か

(39) 

か
わ
り
を
持
つ
」
と
の
推
察
を
つ
と
に
示
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は

「
構
成
す
る
力
」
こ
そ
「
詩
的
精
神
」
で
あ
る
と
、
よ
り
積
極
的

に
主
張
し
て
お
き
た
い
。

実
際
に
な
さ
れ
た
論
争
を
見
れ
ば
、
一
議
論
の
も
う
少
し
詳
し

い
の
を
必
要
と
し
て
ゐ
る
」
（
「
文
芸
的
な
一
「
二
谷
崎
潤
一
郎

氏
に
答
ふ
」
）
と
そ
の
予
期
は
隠
し
置
か
れ
、
更
に
翌
月
の
「
饒

舌
録
」
（
『
改
造
』
一
九
―
一
七
•
五
）
で
谷
崎
は
、
芥
川
が
そ
れ
と

は
別
の
も
の
と
し
た
「
長
篇
を
紫
紫
綿
綿
書
き
上
げ
る
肉
体
的
カ

量
」
を
「
構
成
す
る
力
」
の
真
意
と
し
て
し
ま
う
。
ま
た
谷
崎
は

そ
こ
で
、
志
賀
直
哉
と
芥
川
と
の
差
は
各
々
の
「
肉
体
的
力
量
」

に
あ
る
と
評
し
た
が
、
芥
川
は
そ
れ
に
「
全
然
賛
成
出
来
な
い
」

「
谷
崎
氏
は
僕
自
身
よ
り
僕
を
買
ひ
冠
つ
て
ゐ
る
」
（
「
文
芸
的
な
」
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（
『
中
央
公
論
』

「
二
十
九
再
び
谷
崎
澗
一
郎
氏
に
答
ふ
」
）
と
応
答
し
て
い
た
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
芥
川
が
志
賀
の
「
僕
に
最
も
及
び
難
い
特
色
」

を
「
詩
的
精
神
を
流
し
こ
ん
で
ゐ
る
，
一
（
「
文
芸
的
な
，
一
「
五
志

賀
直
哉
氏
一
）
点
に
求
め
て
い
た
こ
と
に
関
わ
る
。

そ
の
不
同
意
を
述
べ
る
二
十
九
章
で
、
芥
川
は
「
詩
的
精
神
云
々

の
意
味
が
よ
く
分
ら
な
い
」
と
す
る
谷
崎
に
対
し
、
「
純
粋
な
芸

術
家
の
面
目
」
と
い
う
そ
れ
自
体
を
取
れ
ば
漠
然
と
し
た
返
答
を

与
え
て
い
る
。
草
稿
に
見
え
る
予
期
か
ら
す
れ
ば
、
「
構
成
す
る

カ
」
と
一
詩
的
精
神
」
と
の
関
連
を
、
あ
る
い
は
谷
崎
の
言
葉
を

引
き
つ
つ
詳
述
す
る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
精
神

を
論
じ
て
居
る
時
で
も
実
は
技
巧
や
組
み
立
て
を
論
じ
て
居
る
」

（
「
芸
術
家
一
家
言
」
）
と
言
い
、
「
芸
術
家
の
直
観
」
（
「
早
春
雑
感
」

と
も
に
『
芸
術
家
一
家
言
』
一
九
二
四
・
一

0
、
金
星
堂
）
を
説

い
て
も
い
た
谷
崎
が
相
手
で
あ
る
。
一
応
の
理
解
を
求
め
る
こ
と

な
ら
期
待
し
得
た
の
で
は
な
い
か
。

た
が
、
芥
川
は
そ
こ
で
「
僕
等
は
僕
等
自
身
の
短
所
を
語
る
も

の
で
は
な
い
」
と
し
て
敢
え
て
論
じ
る
こ
と
を
回
避
し
て
い
た
。

振
り
返
れ
ば
、
芥
川
に
と
り
「
詩
的
精
神
の
如
何
」
を
問
う
と
は
、

谷
崎
以
前
に
ま
ず
「
僕
自
身
を
鞭
つ
」
（
「
文
芸
的
な
」
「
二
」
）
こ

と
で
あ
っ
た
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
芥
川
は
「
海
の
ほ
と
り

l

一
九
二
五
・
九
）
の
執
筆
に
際
し
て
、
そ
の
一
印

お
わ
り
に

象
の
統
一
」
を
志
賀
「
焚
火
」
を
細
部
ま
で
模
倣
す
る
こ
と
で
作

(40) 

り
上
げ
て
い
た
。
自
ら
と
志
賀
を
比
し
た
と
き
、
芥
川
は
「
構
成

す
る
力
」
の
及
ば
な
さ
を
「
短
所
」
と
捉
え
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。

谷
崎
を
は
じ
め
今
日
ま
で
多
く
「
詩
的
精
神
」
の
意
味
が
解
さ

れ
な
か
っ
た
の
は
、
論
争
と
い
う
場
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
「
自
身

の
短
所
を
語
る
」
こ
と
を
避
け
た
芥
川
の
態
度
に
一
因
が
求
め
ら

れ
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
芥
川
が
原
稿
か
ら
削
除
し
て
公
に
す

る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
構
成
す
る
力
」
へ
の
言
及
は
、
「
詩
的
精

神
」
と
い
う
主
張
の
内
実
を
却
っ
て
直
赦
に
伝
え
て
は
い
な
い
だ

ろ
う
か
。
繰
り
返
せ
ば
、
「
詩
的
精
神
」
と
は
「
構
成
す
る
力
」

を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
本
論
で
は
、
芥
川
龍
之
介
の
文
芸
観
に
つ
い
て
〈
意
識
的

芸
術
活
動
〉
説
を
中
心
に
再
考
し
、
既
存
の
理
解
を
改
め
て
き
た
。

各
節
ご
と
の
論
点
を
次
に
整
理
す
れ
ば
、
①
芥
川
の
「
芸
術
活
動

と
「
意
識
」
を
め
ぐ
る
主
張
が
、
「
芸
術
そ
の
他
」
か
ら
「
文
芸

的
な
」
ま
で
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
ぶ
旦
観
」
概
念
に
関
わ
っ
て
一
貫

し
自
己
否
定
さ
れ
て
な
ど
い
な
い
こ
と
、
②
こ
の
「
直
観
」
概
念

が
「
知
的
」
な
創
作
態
度
と
同
様
の
「
効
果
」
を
、
「
計
算
」
に
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拠
る
の
で
な
く
「
印
象
の
統
一
一
を
与
え
る
働
き
と
し
て
受
容
さ

れ
て
お
り
、
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
は
、
「
計
算
」
以
上
に
「
直

観
」
を
問
題
と
す
る
主
張
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
こ

と
、
③
「
続
文
芸
的
な
一
で
「
直
観

l

と
等
置
さ
れ
る
「
詩
的
精

神
」
の
働
き
か
、
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
谷
崎
と
の
〈
小
説

の
筋
〉
論
争
を
草
稿
の
削
除
部
に
ま
で
遡
及
し
て
理
解
す
る
な
ら
、

「
構
成
す
る
力
」
と
呼
ば
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
ー
、
本
稿

の
論
旨
は
以
上
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。

最
後
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
本
論
に
述
べ
る
に
は
推

測
の
度
合
い
の
高
い
、
あ
の
括
弧
つ
き
の
付
言
に
対
す
る
―
つ
の

解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
付
言
が
自
己
批
判
を
意
図
し
た
も

の
で
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
何
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
論
文
の
結
び
に
付
け
る
に
は
い
さ
さ
か

煩
雑
で
は
あ
る
が
、
同
時
代
に
「
芸
術
そ
の
他
」
を
批
判
し
て
い

た
二
つ
の
論
考
|
|
、
伊
福
部
隆
輝
「
芥
川
龍
之
介
論
l

(

『
新
潮
』

一
九
―
―
―
-
•
九
）
お
よ
び
片
岡
良
一
「
芥
川
竜
之
介
氏
の
作
品
」

（
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
二
五
・
六
）
の
内
容
を
示
し
た
い
。

ま
ず
は
伊
福
部
の
芥
川
批
判
を
確
認
す
る

C

伊
福
部
は
手
始
め

に
「
認
識
」
を
「
直
覚
的
」
「
論
理
的
」
の
一
一
種
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
に
「
詩
人
」
と
「
科
学
者
」
を
対
応
さ
せ
る
。
そ
こ
で
芥
川

は
「
科
学
者
的
な
冷
た
い
理
知
」
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
後
者
の

画
を

側
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
今
日
人
々
の
認
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
」
と

同
時
代
に
流
通
し
た
芥
川
観
を
前
提
と
し
た
こ
の
認
識
の
上
に
立
っ

て
伊
福
部
は
、
「
詩
人
」
で
な
く
即
ち
「
直
覚
的
に
認
識
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
」
芥
川
の
手
に
な
る
作
品
は
、
「
過
去
の
先
輩
の

芸
術
の
形
骸
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
寄
木
細
工
]
て
あ
っ
て
、

「
芸
術
の
、
完
全
に
近
い
模
造
品
」
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。

そ
こ
で
伊
福
部
は
更
に
、
芥
川
が
芸
術
家
で
な
く
、
ま
た
作
品
が

芸
術
品
で
な
い
こ
と
は
、
「
芥
川
氏
が
心
か
ら
さ
う
で
あ
る
の
で

は
な
く
て
、
氏
の
今
日
捧
持
し
て
ゐ
る
芸
術
観
の
誤
謬
が
、
そ
の

源
を
為
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
論
じ
る
。

こ
の
伊
福
部
の
批
判
に
対
し
て
芥
川
は
、
全
集
で
一
ペ
ー
ジ
半

に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
未
定
稿
「
一
批
評
家
に
苔
ふ
ー
を

書
い
て
二
つ
の
反
論
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
一
点
目
は
全
く
些
末

な
も
の
だ
が
、
一
応
確
認
し
て
お
こ
う
。
伊
福
部
は
一
詩
を
作
ら

な
い
詩
人
、
な
ど
と
云
ふ
言
葉
は
、
比
喩
と
し
て
以
外
に
は
何
等

の
意
味
も
な
い
言
葉
」
と
す
る
「
芸
術
そ
の
他
」
の
一
節
に
つ
い

て
、
そ
う
述
べ
る
芥
川
に
は
「
詩
を
作
ら
な
い
時
の
詩
人
、
画
を

描
か
な
い
時
の
画
家
す
ら
も
、
そ
れ
は
詩
人
で
も
画
家
で
も
な
く

思
は
れ
る
で
あ
ろ
う
」
し
、
ま
た
五
げ
ら
れ
た
る
詩
は
認
め
て
も
」

「
作
ら
れ
な
い
詩
の
存
在
す
る
こ
と
を
知
り
得
な
い
」
で
あ
ろ
う

と
論
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
芥
川
は
一
実
際
い
づ
れ
の
処
に
、
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描
か
な
い
レ
ム
プ
ラ
ン
ド
、
句
を
作
ら
な
い
芭
蕉
が
ゐ
た
か
？

ゐ
た
の
は
不
幸
な
夢
想
家
に
過
ぎ
な
い
」
と
述
べ
、
更
に
「
僕
の

文
章
は
そ
ん
な
解
釈
を
許
す
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
。

二
点
目
は
、
芥
川
が
「
芸
術
そ
の
他
」
で
「
作
品
の
内
容
と
は

必
然
に
形
式
と
―
つ
に
な
っ
た
内
容
で
あ
る
」
と
し
、
ま
た
「
内

容
が
も
と
で
形
式
が
末
」
と
す
る
説
を
、
「
ほ
ん
た
う
ら
し
い
嘘
」

と
論
じ
た
こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
。
伊
福
部
は
イ
プ
セ
ン
『
幽
霊
』

の
例
を
引
い
て
、
「
『
幽
霊
』
の
作
者
は
、
オ
ス
ワ
ル
ド
に
「
太
陽

が
欲
し
い
」
と
言
は
せ
る
以
前
に
、
明
ら
か
に
、
こ
の
言
葉
が
も

つ
て
ゐ
る
内
容
の
も
と
を
も
つ
て
ゐ
た
」
と
論
じ
る
。
「
内
容
が

も
と
で
形
式
が
末
」
と
す
る
説
を
駁
す
る
芥
川
は
、
こ
の
「
内
容

の
も
と
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
欠
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
「
言

葉
の
組
み
合
は
せ
に
よ
っ
て
如
何
な
る
内
容
も
作
る
こ
と
が
出
来

る
や
う
に
考
え
て
い
る
」
、
そ
の
よ
う
な
芸
術
観
上
の
誤
謬
に
陥
っ

て
い
る
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
に
「
内
容
」

と
い
う
語
の
用
法
の
違
い
を
示
す
も
の
で
し
か
な
い
。
伊
福
部
は

「
表
現
」
以
前
の
作
家
の
内
に
あ
る
も
の
を
「
内
容
」
と
呼
び
、

対
し
て
芥
川
は
「
表
現
」
に
結
実
し
た
、
「
必
然
に
形
式
と
一
っ

に
な
っ
た
」
も
の
を
「
作
品
の
内
容
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

芥
川
が
〈
表
現
〉
以
前
の
「
も
と
」
に
つ
い
て
の
認
識
を
欠
い
て

（い）

な
ど
い
な
い
こ
と
は
、
つ
と
に
篠
崎
美
生
子
の
指
摘
も
あ
り
、
ま

一
九
二
三
年
八
月
に
行
わ
れ
た
「
山
梨
夏
期
大
学
講
義
」
の

講
演
メ
モ
に
は
「
芭
蕉
ノ
心
境
ヲ
カ
エ
リ
見
ヨ
必
ま
づ
あ
り
し

は
E

（
感
じ
ー
引
用
注
）
ナ
リ
コ
レ
ヲ
ャ
ッ
ト
一
荒
海
や
」
ト

表
現
ヲ
得
‘
ソ
ノ
ミ
」
と
「
表
現
」
よ
り
以
前
の
「
感
じ
」
へ
の
認

識
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
。

続
い
て
、
片
岡
に
よ
る
批
判
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。
片
岡
は

「
理
知
的
な
思
考
と
巧
緻
を
極
め
た
技
巧
と
の
陰
に
、
自
分
自
身

の
心
の
影
を
く
ら
ま
さ
う
と
す
る
」
作
家
と
芥
川
を
評
し
、
そ
の

「
あ
ま
り
に
も
意
識
的
な
、
思
考
的
な
態
度
」
が
一
あ
ま
り
に
計

算
を
合
は
せ
過
ぎ
」
て
い
る
た
め
に
、
作
品
か
ら
「
練
湖
と
漂
ふ

べ
き
自
然
の
匂
ひ
の
温
か
さ
」
を
奪
っ
て
「
一
種
窮
屈
さ
の
感
じ
」

を
与
え
て
い
る
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
「
芸
術
活
動
」
を
「
意
識

的
な
も
の
」
と
す
る
「
芸
術
そ
の
他
」
の
主
張
に
つ
い
て
、
「
創

作
活
動
の
す
べ
て
の
場
合
に
、
そ
の
活
動
が
生
む
べ
き
効
果
の
計

算
を
決
し
て
忘
れ
な
い
」
と
い
っ
た
「
作
者
と
し
て
の
芥
川
の
態

度
を
、
は
つ
き
り
と
物
語
っ
て
ゐ
る
も
の
」
と
し
、
「
か
う
し
た

作
者
自
身
の
根
本
的
態
度
の
誤
謬
の
故
」
に
、
芥
川
の
作
品
は

「
深
い
感
銘
と
、
強
烈
な
魅
惑
」
を
与
え
得
な
い
と
結
論
し
て
い

る。
二
人
の
批
判
を
整
理
し
よ
う
。
伊
福
部
に
よ
れ
ば
芥
川
は
、

「
詩
人
」
と
し
て
の
「
直
覚
」
を
持
た
ず
、
「
冷
た
い
理
知
」
に
よ
っ

こ‘t
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て
「
過
去
の
先
輩
の
芸
術
の
形
骸
」
か
ら
「
芸
術
の
、
完
全
に
近

い
模
造
品
」
を
組
み
立
て
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
創

作
の
あ
り
方
は
、
「
芸
術
そ
の
他
」
に
見
ら
れ
る
「
芸
術
観
の
誤

謬
が
、
そ
の
源
を
為
し
て
ゐ
る
」
。
一
方
片
岡
に
よ
れ
ば
、
「
芸
術

活
動
」
は
「
意
識
的
な
も
の
」
と
し
た
芥
川
は
、
「
創
作
活
動
の

す
べ
て
の
場
合
に
、
そ
の
活
動
が
生
む
べ
き
効
果
の
計
算
を
決
し

て
忘
れ
な
い
」
よ
う
な
「
意
識
的
な
、
思
考
的
な
態
度
」
を
取
っ

て
お
り
、
そ
れ
が
作
品
か
ら
「
縁
砂
と
源
ふ
べ
き
自
然
の
匂
ひ
の

温
か
さ
」
を
奪
っ
て
い
る
。
「
芸
術
そ
の
他
」
に
対
す
る
同
時
代

の
理
解
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。

「
理
知
」
的
な
「
組
み
立
て
」
や
「
効
果
の
計
算
」
と
し
て
、

彼
の
創
作
態
度
や
「
芸
術
そ
の
他
」
の
主
張
を
捉
え
た
同
時
代
の

論
者
た
ち
に
対
し
て
、
芥
川
は
如
何
な
る
想
い
を
抱
い
た
ろ
う
か
。

本
論
の
主
張
を
踏
ま
え
想
像
し
て
み
る
な
ら
、
「
（
あ
ら
ゆ
る
芸
術

的
活
動
を
意
識
の
閾
の
中
に
置
い
た
の
は
十
年
前
の
僕
で
あ
る
。
）
」

と
い
う
「
文
芸
的
な
」
に
お
け
る
括
弧
つ
き
の
付
言
は
、
こ
こ
で
、

彼
ら
同
時
代
人
の
批
判
し
て
い
る
文
芸
観
は
「
十
年
前
の
僕
」
の

も
の
に
過
ぎ
ず
、
七
年
前
の
「
芸
術
そ
の
他
」
を
誤
読
し
て
い
る

と
、
そ
う
訴
え
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
ー
ー
。

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
も
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉

説
は
「
計
算
」
の
語
に
解
釈
さ
れ
、
ま
た
強
引
に
も
「
十
年
前
の

僕
」
と
い
う
付
言
は
、
そ
の
自
己
否
定
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。

そ
う
論
じ
る
こ
と
で
私
た
ち
は
、
芥
川
の
意
図
を
全
く
逆
の
方
向

に
捻
じ
曲
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
歪
み
は
、
明
に
暗

に
文
芸
観
を
参
照
す
る
芥
川
作
品
の
解
釈
に
も
影
を
落
と
さ
ず
に

は
い
ま
い
。
〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
の
自
己
批
判
と
い
う
文
芸

観
を
め
ぐ
る
仮
構
さ
れ
た
物
語
は
、
「
或
阿
呆
の
一
生
」
（
『
改
造
』

一
九
二
七
•
I
0
)
と
い
う
彼
の
自
叙
伝
の
一
節
(
「
+
九
人

工
の
翼
」
）
を
も
い
つ
か
文
芸
観
の
現
わ
れ
と
し
て
受
容
さ
せ
、

「
初
期
に
お
い
て
は
「
羅
生
門
」
（
略
）
な
ど
、
「
理
智
の
光
」
や

「
人
工
の
翼
」
を
思
わ
せ
る
分
か
り
や
す
い
テ
ー
マ
に
基
づ
い
た

作
品
を
発
表
し
、
徐
々
に
そ
の
浅
薄
さ
に
気
付
き
、
自
ら
の
文
学

理
念
を
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
自
殺
し
た
|
ー
そ
う
捉
え
よ
う
と

(42) 

す
る
こ
と
か
ら
我
々
が
逃
れ
が
た
い
」
と
い
っ
た
研
究
状
況
を
招

い
て
は
来
な
か
っ
た
か
。

中
期
か
ら
最
晩
年
の
文
芸
観
を
一
貫
し
た
も
の
と
す
る
本
稿
の

理
解
に
立
ち
、
後
期
以
前
の
作
品
群
を
読
み
返
す
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
「
文
芸
雑
談
」
（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
二

七
•
一
）
に
お
い
て
芥
川
は
「
詩
的
精
神
の
無
い
と
こ
ろ
に
は
、

如
何
な
る
文
芸
上
の
作
品
も
成
り
立
た
な
い
」
と
論
じ
、
ま
た

「
文
芸
的
な
」
で
「
詩
的
精
神
」
の
与
え
る
色
彩
に
「
全
生
命
を

託
し
た
」
作
品
と
し
て
「
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
を
論
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(
l
)
跡
上
史
郎
「
芥
川
と
谷
崎
の
論
争
に
つ
い
て
一
（
『
文
芸
研
究
』

一
九
九
五
・
九
、
七
二
頁
）

(
2
)

安
藤
宏
「
「
私
小
説
一
と
は
何
か
一
（
言
近
代
小
説
の
表
現
機
構
』

二
0
―
ニ
・
三
、
岩
波
書
店
、
一
五
九
頁
）

(
3
)

安
藤
公
美
「
芥
川
龍
之
介
想
念
の
ピ
ン
ポ
ン
を
弄
ぶ
ー
ヵ

ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
と
詩
的
精
神
、
「
追
憶
」
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」

（
『
文
学
』
二0
-

―
•
一
、
一
六
八
頁
）

(
4
)

五
味
渕
典
嗣

i

《
芸
術
》
の
危
機
ー
谷
崎
1
1

芥
川
論
争
へ
の

一
視
点
|
|
」
（
『
人
文
科
学
』
―

1
0
0三
・
五
、
八
頁
）

注

じ
て
い
た
。
そ
の
実
作
た
る
「
海
の
ほ
と
り
」
や
「
蜃
気
楼
」
と

い
っ
た
作
品
を
読
み
解
く
の
と
同
様
の
手
つ
き
で
、
後
期
以
前
の

作
品
を
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
。
例
え
ば
「
戯
作
三
昧
」
（
『
大

阪
毎
日
新
聞
夕
刊
』
大
正
六
・
一
〇
・
―

-
0
1

一
1
•

四
）
に

は
、
晩
年
の
そ
れ
と
通
ず
る
「
筋
の
面
白
さ
」
へ
の
批
判
的
な
眼

（っと

差
し
が
描
き
込
ま
れ
て
い
た
。
で
あ
れ
ば
、
そ
の
作
品
の
表
現
の

う
ち
に
本
稿
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
構
成
」
を
具
体
的
に
指
摘
し
得

る
か
も
し
れ
な
い
。
各
々
の
時
期
に
お
け
る
文
芸
観
の
表
明
や
同

時
代
と
の
関
わ
り
を
踏
ま
え
つ
つ
、
い
わ
ば
そ
の
「
詩
的
精
神
」

の
所
在
を
示
し
、
芥
川
作
品
の
意
図
と
逹
成
を
問
い
直
す
こ
と
を
、

今
後
の
研
究
の
課
題
と
し
た
い

C

(
5
)

三
好
行
雄
「
遺
さ
れ
た
も
の

I

死
と
そ
の
時
代
ー
一
（
『
芥

川
龍
之
介
論
』
一
九
七
六
・
九
、
筑
摩
書
房
、
三
一
四
頁
）
三
好

は
ま
た
同
論
に
お
い
て
、
こ
の
変
化
に
も
関
わ
ら
ず
＿
〈
技
巧
の

美
学
〉
は
、
か
れ
を
捉
え
て
放
さ
な
い
」
（
三
―
―
―
頁
）
と
し
て

お
り
、
例
え
ば
、
小
澤
保
博
「
芥
川
龍
之
介
ギ
云
術
そ
の
他
」
と

一
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
＇
理
論
と
実
作
の
乖
離
ー
＇
」

（
『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
一
部
』
一
九
八
三
・
一
、
四
六
頁
）

の
よ
う
に
、
晩
年
の
作
口
叩
に
「
作
者
の
意
識
的
操
作
一
を
指
摘
し

て
も
、
そ
れ
は
文
芸
観
と
実
作
の
細
齢
と
し
て
自
己
否
定
説
に
回

収
さ
れ
て
し
ま
う
。
故
に
自
己
否
定
説
の
批
判
は
、
作
品
読
解
か

ら
で
な
く
文
芸
観
の
検
討
を
通
じ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
6
)

山
敷
和
男
「
芥
川
龍
之
介
の
芸
術
論
l

(

「
芥
川
龍
之
介
の
芸
術

論
』
―

1
0
0
0
・
七
、
現
代
思
潮
新
社
、
六
四
頁
）

(
7
)

國
末
泰
平
「
下
意
識
に
関
す
る
試
論
一
（
『
芥
川
龍
之
介
の
文
学
』

一
九
九
七
・
六
、
和
泉
書
院
、
—

-
0頁
）

(
8
)

一
柳
廣
孝
「
夢
を
書
＜
ー
「
奇
怪
な
再
会
」
ま
で
ー
」

（
『
無
意
識
と
い
う
物
語
近
代
日
本
と
「
心
」
の
行
方
』
二

0
-

四
・
五
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
ニ
ニ
八
頁
）

(
9
)

他
に
拙
稿
「
「
詩
的
精
神
一
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
文
学
研
究

論
集
』
二

0
一
三
・
―
―
)
で
も
＿
良
く
知
ら
れ
た
芥
川
の
自
己
批

判
」
な
ど
と
書
い
た
。
逆
に
、
菊
地
弘
「
芥
川
龍
之
介
の
文
学
」

（
『
芥
川
龍
之
介
ー
意
識
と
方
法
ー
』
一
九
八
―

-
•
1
0
、
明

治
書
院
、
一
六
頁
）
は
「
芥
川
が
意
識
的
芸
術
活
動
を
否
定
し
た

と
一
「
言
い
切
っ
て
い
い
も
の
か
問
題
が
残
る
」
と
し
て
お
り
、

本
論
は
こ
の
疑
念
の
延
長
に
自
己
否
定
説
を
再
考
す
る
。
＂

(10)

こ
の
他
、
「
詩
的
精
神
」
を
「
情
緒
的
要
素
」
に
換
言
す
る
先
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行
研
究
へ
の
批
判
は
、
拙
稿
一
「
詩
的
精
神
」
と
「
構
成
の
原
理
」

ー
芥
川
龍
之
介
「
蜃
気
楼
」
に
つ
い
て
」
（
『
芥
川
龍
之
介
研
究
』

―
1
0
一
八
・
七
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(11)

田
鎖
数
馬
「
谷
綺
と
芥
川
の
芸
術
観

I
'
「
小
説
の
筋
」
論
争

の
底
流
」
（
『
谷
崎
潤
．
郎
と
芥
川
龍
之
介
ー
一
表
現
」
の

時
代
ー
—
』
-
．o
―
六
・
三
、
翰
林
苫
房
）

(12)

稲
垣
達
郎
ぶ
介
川
龍
之
介
」
（
『
近
代

H
本
文
学
の
風
貌
」
一
九

五
し
・
九
、
未
米
社
、
一
三
九
貞
）

(13)

酒
井
英
行
了
又
芸
的
な
遺
苔
ー
r
蜃
気
楼
」

11'
（
「
芥
川
龍

之
介
作
品
の
迷
路
』
一
九
九
三
・
七
、
有
精
堂
、
二
七
六
頁
）

(14)

山
敷
和
男
「
芥
川
龍
之
介
の
芸
術
論
」
（
注
（

6
）
、
六
四
ー
六

五
頁
）

(15)

田
鎖
数
馬
一
芥
川
文
学
の
変
容
」
（
注
(11)
、
一
七
三
頁
）

(16)

三
好
行
雄
「
技
巧
の
美
学
，
＇
芥
川
龍
之
介
の
方
法
ー
一

（注

(
5
)
、
一
六
八
頁
）
、
ま
た
田
鎖
数
馬
「
芥
川
龍
之
介
と
「
表

現
」
」
（
『
国
語
国
文
』
―

-
0
一
三
・
九
、
五
四
頁
）
に
も
「
芸
術

活
動
は
全
て
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
初
め
て
変

更
し
た
の
は
、
大
正
ト
ニ
年
ヒ
月
に
発
表
さ
れ
た
「
保
儒
の
―

h
-
]

葉」

の
「
創
作
」
に
お
い
て
で
あ
る
ー
と
さ
れ
て
い
る
。

(17)

菊
地
弘
「
歯
卓
」
（
注
(
9
)
、
：
二
九
頁
）
は
「
保
儒
の
言
葉
一

「
創
作
」
に
触
れ
て
、
ー
そ
の
場
合
て
あ
っ
て
も
仮
に
作
品
に
自
己

の
心
境
か
無
意
識
的
に
反
映
し
て
い
た
と
し
て
も
、
着
想
や
構
成

に
計

g
し
た
特
異
な
独
創
が
示
さ
れ
て
い
る
と
な
れ
ば
、
意
識
に

装
い
を
凝
ら
す
こ
と
に
作
家
的
生
命
を
賭
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
，
一

と
し
て
い
る
（
＂

(18)

『
芥
川
龍
之
介
文
庫
目
録
』
(
-
九
七
七
・
七
、

日
本
近
代
文
学

館
）
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
芥
川
旧
蔵
書
に
は

D
o
u
g
l
a
s

A
i
n
s
l
i
e
に
よ
る
英
訳
シ
[
A
e
s
t
h
e
t
i
c
a
s
 s
c
i
e
n
c
e
 o
f
 e
x
p
r
e
s
s
,
 

i
o
n
 
a
n
d
 
g
e
n
e
r
a
l
 
linguistic" 
(
L
o
n
d
o
n
,
 
M
a
c
m
i
l
l
a
n
,
 

1
9
0
9
)

か
含
ま
れ
る
。
本
文
中
の
引
用
は
長
谷
川
誠
也
・
大
槻
憲

・
五
訳
「
美
学
』(
i九
i
·
:
o
•四、
春
秋
社
）
を
川
い
、
適
宜
英

訳
と
対
照
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
炎
訳
を
併
祀
し
た
上
で
訳
文
を

改
め
た
。

(19)

ク
ロ
ー
チ
ェ
『
美
学
』
（
注

(18)
、
長
谷
川
一
八
貞
、

Ainslie, p. 2
5
)
 

(20)

國
司
航
佑
「
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
美
学
理
論
の
発
展
に
つ
い
て
」

（
『
詩
の
哲
学
ー
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
イ
タ
リ
ア
類
廃

主
義
』
―

-
0
一
六
・
三
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
一
『
ハ
ー
ニ
九

頁
）
は
、
「
美
学
」
に
お
い
て
は
「
直
観
」
が
「
ま
ず
芸
術
と
同

一
の
も
の
で
あ
り
」
、
更
に
「
表
現
」
と
一
等
価
の
も
の
だ
と
規

定
さ
れ
る
」
と
整
理
し
、
「
〈
芸
術
1
1
直
観
〉
と
い
う
定
式
一
を

「
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
の
甚
本
的
特
徴
」
と
し
て
い
る
。

(21)

武
藤
大
祐
「
ク
ロ
ー
チ
ェ
「
精
神
の
哲
学
」
に
お
け
る
美
学

1

歴
史
の
現
象
学
と
解
釈
の
原
理
ー
」
（
『
美
学
』
二

0
0
0
.

九
、
一
五
貞
）

(22)

の
ち
に
問
題
と
す
る
泣
詞
的
枯
神
」
の
主
張
も
ま
た
、
．
方
で

ー
ど
う
云
ふ
思
想
も
文
坐
卜
の
作
品
の
中
に
盛
ら
れ
る
以
上
、
必

ず
こ
の
詩
的
精
神
の
浄
火
を
通
つ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
L

(

「文

芸
的
な
」
「
十
二
詩
的
粘
神
，
）
と
作
家
の
内
的
過
程
を
意
味
し
、

一
方
て
「
佼
は
こ
の
美
し
さ
詩
的
粘
神
の
無
い
と
こ
ろ
に
は
、

如
何
な
る
文
芸
上
の
作
品
も
成
り
立
た
な
い
と
さ
へ
思
っ
て
居
る
」

（
「
文
芸
雑
談
」
『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
七
•
一
）
の
よ
う
に
表
現
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（注

(18)
、
長
谷
川

を
意
味
し
て
い
る
。

(23)

ク
ロ
ー
チ
ェ
『
美
学
』

Ainslie, p. 
1/4) 

(24)

田
鎖
数
馬
「
谷
崎
と
芥
川
の
芸
術
観
」
（
注
(
1
1
)
、
五
三
頁
）

(25)

細
川
正
義
「
注
解
」
（
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
二
巻
、
一
九

九
六
•
1
0
、
岩
波
書
店
）

(26)

橘
昭
成
「
芥
川
龍
之
介
の
文
芸
観
I

ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
か
ら

の
影
響
関
係
を
中
心
に
ー
」
（
『
待
兼
山
論
叢
』
二
ヘ
）
一
三
・
一

二
、
六

0
頁
）
。
こ
の
橘
の
指
摘
は
、
田
鎖
数
馬
一
谷
崎
と
芥
川

の
芸
術
観
」
（
注
1
1
)
の
示
し
た
、
「
文
芸
的
な
」
の
芥
川
は
「
ク

ロ
ー
チ
ェ
に
触
発
さ
れ
、
芸
術
は
芸
術
家
の
「
意
識
的
」
な
「
表

現
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
嘗
て
の

立
場
か
ら
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
」
（
四

0
頁
）
と
い
う
理
解
に

修
正
を
迫
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
橘
の
「
詩
的
精
神
」
論
へ

の
理
解
は
「
文
芸
の
内
容
の
情
緒
的
方
面
の
多
寡
の
み
を
見
よ
う

と
す
る
」
（
七

0
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
本
論
が
「
形
式
」

の
問
題
に
着
目
す
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

(27)

以
下
、
ポ
ー
の
文
章
の
引
用
は
、
篠
田
一
士
訳
「
構
成
の
原
理
」

（
『
ポ
オ
全
集
」
第
三
巻
、
一
九
七
0
•

一
、
東
京
創
元
新
社
）
に

拠
っ
た
。

(28)

伊
達
立
晶
一
ポ
ー
の
「
構
成
の
哲
学
」
に
つ
い
て
一
（
『
文
芸
学

研
究
』
二

0
0
1
・
三
、
三
五
頁
）

(29)

「
芥
川
龍
之
介
『
ポ
オ
の
一
面
（
講
演
）
』
一
（
『
芸
術
時
代
』
一

九
二
七

•
I
0
)
。
な
お
、
上
記
資
料
の
存
在
は
、
庄
司
達
也

「
中
川
孝
筆
記
「
芥
川
龍
之
介
『
ポ
オ
の
一
面
（
講
演
）
』
」
及
び

新
潟
高
等
学
校
講
演
会
関
連
資
料
の
翻
刻
ー
「
芥
川
龍
之
介
の

―
―
頁
、

講
演
旅
行
」
補
遺
（
三
）
ー
一
（
『
東
京
成
徳
大
学
研
究
紀
要
』

―
-
0
0四
・
三
）
に
教
え
ら
れ
た
。

(30)

「
139
「
志
賀
直
哉
氏
の
短
篇

l

草
稿
」
（
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集

図
版
ー
』
一
九
九
三
・
―
一
、
山
梨
県
立
文
学
館
）
を
参
照
。

(31)

ク
ロ
ー
チ
ェ
『
美
学
』
（
注

(18)
、
長
谷
川
―
―
三
頁
、

Ainslie, p. 3
3
)
 

(32)

な
お
「
志
賀
直
哉
氏
の
短
篇
（
断
片
）
」
（
葛
巻
義
敏
編
『
芥
川

龍
之
介
未
定
稿
集
』
一
九
六
八
・
ニ
、
岩
波
書
店
）
に
は
「
知
的

（
数
学
的
）
」
と
の
記
載
も
あ
る
。

(33)

例
え
ば
山
敷
和
男
一
芥
川
龍
之
介
の
芸
術
論
」
（
注
（
6
）
、
一

五
頁
）
は
、
こ
の
一
節
を
「
芸
術
そ
の
他
」
と
は
「
言
々
句
々
す

べ
て
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
一
と
評
し
て
い
た
。

(34)

ま
た
「
芸
術
そ
の
他
」
で
の
「
知
っ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
分
ら
な

い
一
や
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
『
美
学
』
（
注
(18)
）
第

t
六
章
「
趣
味

と
芸
術
の
再
製
と
」
の
「
或
る
表
現
の
生
産
者
は
己
れ
の
精
神
の

内
に
何
事
が
生
起
し
つ
ヽ
あ
る
か
を
常
に
十
分
に
知
悉
し
て
ゐ
る

と
は
限
ら
な
い
」
（
長
谷
川
―
一
九
頁
、

Ainslie,
p. 1
9
6
)

も

同
じ
よ
う
な
限
定
の
身
振
り
を
示
し
て
い
る
。

(35)

江
日
裕
子
「
芥
川
龍
之
介
と
エ
ド
ガ
ア
・
ポ
オ
」
（
『
エ
ド
ガ
ア
・

ポ
オ
論
考
』
一
九
六
八
．
―
一
、
創
文
社
、
一
四

0
頁）

(36)

田
鎖
数
馬
「
谷
崎
と
芥
川
の
芸
術
観
」
（
注
（
1
1
)
、
―
-
六
頁
）

(37)

他
に
、
「
は
じ
め
か
ら
技
巧
の
効
果
を
」
「
計
算
し
て
文
章
を
書

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
山
敷
和
男
「
芥
川
龍
之
介
の
芸

術
論
」
（
注
(
6
)
、
六
七
頁
）
、
「
芥
川
が
い
か
な
る
実
作
品
の
隅
々

に
も
効
果
を
計
算
し
つ
く
し
、
意
識
し
つ
く
し
た
」
と
す
る
野
口

武
彦
「
芥
川
龍
之
介
と
谷
崎
潤
一
郎
」
（
『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
七
七
・
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三
、
一
―
一
三
頁
）
、
一
構
図
に
意
匠
を
凝
ら
す
計
算
が
働
い
て
い
る

面
が
強
く
感
じ
ら
れ
て
」
一
意
識
的
芸
術
活
動
を
維
持
し
て
い
る

風
貌
を
覗
け
る
」
と
す
る
菊
地
弘
「
歯
車
」
（
注
(17)
、
二
四
六

頁
）
な
ど
を
参
照
。

（
祁
）
「
96
「
-
―
-
卜
五
歳
の
小
説
論
一
（
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的

な
」
屯
稿
）
（
『
芥
川
龍
之
介
密
料
隻
図
版
ー
」
．
九
九
三
・

-
．
、
山
梨
県
立
文
学
館
）

（
団
）
高
田
瑞
穂
「
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
考
一
（
「
芥
川

龍
之
介
論
考
j

―
九
ヒ
六
・
九
、
有
精
堂
、
．
五
（
＇
）

1
-
五
一
貞
）

(40)

拙
稿
「
芥
川
龍
之
介
一
海
の
ほ
と
り

l

覚
え
書
ー
コ
話
」
ら

し
い
話
の
な
い
小
説
」
論
の
た
め
に
」
（
『
文
学
部
・
文
学
研
究
科

学
術
研
究
論
集
』
―

-
0
一
六
．
―
―
―
)

(
4
1
)篠
崎
芙
生
子
「
芥
川
龍
之
介
の
表
現
意
識
の
転
換
—
|
『
文
芸

一
般
論
」
な
ど
ー
一
（
『
年
刊
日
本
の
文
学
』
一
九
九
ニ
・
一

二
、
有
精
堂
、
二
五
三
頁
）

(42)

小
谷
瑛
輔
「
は
じ
め
に
」
（
『
小
説
と
は
何
か
？
芥
川
龍
之

介
を
読
む
ー
』
二

0
一
七
．
―
二
、
ひ
つ
じ
書
房
、
一
六
頁
）

(13)

早
く
に
吉
田
精
一
「
戯
作
三
昧
【
鑑
賞
】
一
（
『
近
代
文
学
鑑
賞

講
座
第
ト
一
巻
芥
川
龍
之
介
』
、
．
九
五
八
・
し
ハ
、
角
川
苔
店
、

八
五

1
八

4

ハ
貞
）
が
．
篇
に
「
物
語
の
筋
一
を
め
ぐ
る
「
作
品
と

一
般
読
者
の
問
題
]
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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