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一
、
は
じ
め
に

　

先
行
論
に
お
い
て
、
谷
崎
潤
一
郎
「
蓼
喰
ふ
虫
」〔『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九

二
八
年
一
二
月
四
日
〜
一
九
二
九
年
六
月
一
八
日
（『
東
京
日
日
新
聞
』
は
一

九
二
九
年
六
月
一
九
日
ま
で
）〕
は
、
谷
崎
作
品
の
転
換
点
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
き
た
。
中
村
光
夫
が
「
過
渡
期
の
記
念
碑
）
1
（

」
と
評
価
し
た
よ
う
に
、
こ
の
作

品
を
境
に
〈
日
本
回
帰
〉
的
作
風
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
そ

の
転
換
の
理
由
を
詳
ら
か
に
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
佐
藤
春
夫
へ
の

「
細
君
譲
渡
事
件
」
と
の
関
係
や
）
2
（

、
後
に
夫
人
と
な
る
根
津
松
子
と
の
出
会
い

が
指
摘
さ
れ
て
き
た
）
3
（

。
ま
た
、
関
西
文
化
と
の
接
触
、
と
り
わ
け
作
中
に
も
描

か
れ
る
人
形
浄
瑠
璃
か
ら
の
影
響
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
）
4
（

。
本
稿
で
は
、
こ

う
し
た
先
行
論
の
成
果
に
依
拠
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
詳
細
に
検
討
さ
れ

な
か
っ
た
、
小
出
楢
重
担
当
の
新
聞
挿
絵
と
小
説
と
の
関
連
を
考
察
す
る
。
と

い
う
の
も
、
後
年
谷
崎
は
小
出
の
挿
絵
に
つ
い
て
繰
り
返
し
言
及
し
、
そ
の
重

要
性
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
「
新
聞
小
説
を
書
い
た
経
験
」〔『
大

阪
毎
日
新
聞
』
一
九
三
三
年
二
月
九
日
〜
同
年
同
月
一
一
日
〕
に
お
い
て
「
小

出
君
が
立
派
な
挿
絵
を
書
い
て
く
れ
た
の
で
、
あ
ん
な
に
愉
快
に
仕
事
を
し
た

こ
と
は
な
か
つ
た
」
と
記
し
て
い
る
。「「
蓼
喰
ふ
虫
」
を
書
い
た
こ
ろ
の
こ
と
」

〔『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
五
年
二
月
一
五
日
〕
で
は
「
楢
重
君
の
素
晴
ら
し
い
さ

し
絵
に
励
ま
さ
れ
つ
つ
書
き
つ
づ
け
て
行
っ
た
の
で
、
あ
の
作
品
〔「
蓼
喰
ふ

虫
」
の
こ
と
│
│
引
用
者
注
〕
の
出
来
栄
え
は
楢
重
君
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
く

な
い
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
谷
崎
と
小
出
は
近
所
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ

り
、
家
族
ぐ
る
み
の
交
流
も
し
て
い
た
と
い
う
）
5
（

。
転
換
点
と
い
わ
れ
る
こ
の
作

品
に
お
い
て
、
挿
絵
と
小
出
の
存
在
が
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
当
時
の
谷
崎
と
小
出
の
芸
術
観
に
は
ひ
と
つ
の
共
通
点

が
あ
っ
た
。
谷
崎
は
小
説
の
技
術
に
関
し
て
、「
春
琴
抄
後
語
」〔『
改
造
』
一

九
三
四
年
六
月
〕
の
な
か
で
「
読
者
に
実
感
を
起
さ
せ
る
点
か
ら
云
へ
ば
〔
略
〕

巧
け
れ
ば
巧
い
ほ
ど
ウ
ソ
ら
し
く
な
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
若
手
の
作
家

挿
絵
と
い
う
体
験

│
│ 

谷
崎
潤
一
郎
「
蓼
喰
ふ
虫
」
と
小
出
楢
重
の
挿
絵
に
つ
い
て 

│
│

清
　
水
　
智
　
史
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が
小
説
技
術
の
「
巧
緻
を
競
」
う
こ
と
を
批
判
し
て
も
い
た
。
小
説
を
成
立
さ

せ
る
種
々
の
技
巧
が
、
小
説
の
「
自
然
」
さ
を
失
わ
せ
、
技
巧
そ
の
も
の
が
目

的
と
な
っ
て
い
る
小
説
を
忌
避
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
宅
壮
一
「
文
壇
ギ

ル
ド
の
解
体
期
│
│
大
正
十
五
年
に
於
け
る
我
国
ヂ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
一
断
面

│
│
」〔『
新
潮
』
一
九
二
六
年
一
二
月
〕
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
文
壇
状
況
の
変

化
の
機
運
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
根
底
に
円
本
ブ
ー
ム
以
降
の
文
学

の
商
業
化
の
影
響
が
あ
り
、
一
九
三
〇
年
前
後
に
活
躍
し
た
作
家
た
ち
の
多
く

は
こ
の
状
況
に
苦
慮
し
、
自
ら
の
小
説
表
現
を
模
索
し
て
い
た
の
だ
。
谷
崎
も

例
外
で
は
な
く
、
自
己
目
的
化
し
た
小
説
技
術
に
如
何
に
抗
し
て
い
く
か
と
い

う
課
題
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
）
6
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
「
蓼
喰
ふ
虫
」
の
執
筆
は
、
谷

崎
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
実
験
で
あ
っ
た
。「
そ
の
日
そ
の
日
の
出
た
と
こ
勝
負

で
筆
を
進
め
」〔「「
蓼
喰
ふ
虫
」
を
書
い
た
こ
ろ
の
こ
と
」〕、「
た
だ
何
と
な
く

そ
の
時
の
気
分
に
任
せ
て
書
い
て
行
つ
た
」〔「「
細
雪
」
回
顧
」（『
細
雪　

上

巻
』
新
潮
文
庫
版
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
）
7
（

）〕
と
後
に
語
る
よ
う
に
、
綿
密
な

計
画
を
立
て
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
新
聞
連
載
を
続
け
て
い
く
な
か
で
生
じ
る

偶
発
的
な
変
更
や
転
換
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
積
極
的
に
偶
然
を

呼
び
込
む
よ
う
な
執
筆
を
続
け
る
こ
と
で
「
自
然
」
の
獲
得
を
目
指
し
た
の
で

あ
る
）
8
（

。

　

一
方
小
出
は
、
一
九
二
六
年
に
芦
屋
に
移
住
し
た
が
、
当
時
の
阪
神
間
地
域

は
鉄
道
会
社
主
導
の
土
地
開
発
に
よ
り
、
モ
ダ
ン
な
雰
囲
気
を
湛
え
た
都
市
に

な
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
文
化
・
風
土
で
あ

り
、
小
出
は
そ
う
し
た
地
域
を
中
心
に
洋
画
家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
小
出

の
絵
画
は
し
ば
し
ば
近
代
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
が
）
9
（

、
実
際
に
ど
の
よ
う
な

意
識
の
下
で
作
品
を
製
作
し
て
い
た
の
か
。
小
出
は
静
物
画
に
つ
い
て
語
る
な

か
で
、「
自
然
に
と
り
ち
ら
か
さ
れ
た
室
内
の
情
景
に
偶
然
よ
き
構
図
や
モ

チ
ー
フ
を
発
す
る
方
が
よ
い
」
と
述
べ
、「
構
図
の
為
に
構
図
を
作
る
事
は
ど

う
か
す
る
と
厭
味
を
起
さ
し
め
る
」〔「
構
図
の
話
」（『
ア
ト
リ
エ
』
一
九
二
七

年
一
月
）〕
と
す
る
。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
「
構
図
の
為
に
構
図
を
作
る
事
」
は
、

先
述
の
自
己
目
的
化
し
た
小
説
技
術
と
近
似
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
小

出
は
『
油
絵
新
技
法
』〔
ア
ト
リ
エ
社
、
一
九
三
〇
年
一
〇
月
〕
に
お
い
て
「
あ

ら
ゆ
る
芸
術
或
は
す
べ
て
の
芸
事
に
於
て
技
法
の
無
い
芸
事
は
殆
ん
ど
な
い
」

と
し
て
製
作
技
術
の
重
要
性
を
示
し
な
が
ら
も
「
偉
い
画
家
の
描
い
た
も
の
や
、

古
来
神
品
と
も
称
さ
れ
て
ゐ
る
作
品
」
は
「
あ
ら
ゆ
る
技
法
が
完
全
に
作
品
の

裏
へ
隠
し
込
ま
れ
て
了
つ
た
処
の
も
の
」
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
「
技
法
は
人
間

の
智
恵
で
あ
り
普
通
教
育
で
あ
り
礼
儀
作
法
で
あ
り
常
識
」
と
し
、「
こ
の
事

〔「
技
法
」
│
│
引
用
者
注
〕
ば
か
り
気
に
す
る
も
の
は
小
癪
に
障
つ
て
ゐ
け
な

い
。
と
云
つ
て
智
恵
無
き
者
は
阿
呆
に
過
ぎ
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
、
小
出
が
技
術
の
誇
示
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
無

論
、
技
術
自
体
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
技
術
の
駆
使
が
明

け
透
け
に
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
技
術
の
自
己
目
的
化
を
忌
避
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
前
後
に
交
流
し
た
谷
崎
と
小
出
は
各
々
の
芸
術
領
域
に
お
い
て
共

通
の
認
識
を
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

如
上
の
創
作
意
識
を
も
つ
両
者
は
、「
蓼
喰
ふ
虫
」
を
共
作
す
る
。
挿
絵
製

作
の
依
頼
は
谷
崎
の
希
望
に
よ
る
も
の
で
、
挿
絵
に
つ
い
て
の
注
文
も
ほ
ぼ
な
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か
っ
た
）
10
（

。
小
出
は
挿
絵
一
般
に
つ
い
て
「
挿
絵
が
あ
ま
り
詳
細
に
事
件
や
主
人

公
や
風
景
を
説
明
し
過
ぎ
て
」
い
る
こ
と
を
嫌
い
、「
挿
絵
が
無
け
れ
ば
い
ゝ
」

と
思
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
と
語
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
私
は
小
説
に
よ
つ
て
私

自
身
の
心
に
起
つ
た
想
像
の
中
か
ら
絵
に
な
る
要
素
を
な
る
べ
く
引
出
し
て
正

直
に
絵
の
形
に
直
」
す
こ
と
を
心
掛
け
て
い
る
と
い
う
〔「
挿
絵
の
雑
談
」（『
ア

ト
リ
エ
』
一
九
二
九
年
三
月
）〕。
添
え
物
と
し
て
の
挿
絵
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
自
ら
の
読
解
を
示
す
挿
絵
を
目
指
し
て
い
た
。
こ
れ
は
谷
崎
が
そ
れ
ま
で
に

体
験
し
た
新
聞
小
説
と
挿
絵
の
関
係
と
は
大
き
く
異
な
る
。
日
高
佳
紀
は
「
黒

白
」〔『
東
京
朝
日
新
聞
』『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
八
年
三
月
二
五
日
〜
七

月
一
九
日
〕
の
新
聞
挿
絵
に
つ
い
て
、
物
語
内
容
と
そ
の
構
造
を
「
ビ
ジ
ュ
ア

ル
面
か
ら
下
支
え
」
し
、「
読
者
の
視
覚
に
直
接
的
に
働
き
か
け
、
読
書
行
為

を
方
向
づ
け
る
）
11
（

」
と
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
挿
絵
は
小
説
表

現
を
増
幅
す
る
も
の
と
さ
れ
、小
説
に
従
属
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。一
方
「
蓼

喰
ふ
虫
」
の
場
合
は
、
谷
崎
が
「
さ
し
絵
に
励
ま
さ
れ
」
た
と
述
べ
「
故
人
〔
小

出
の
こ
と
│
│
引
用
者
注
〕
の
芸
術
が
私
に
及
ぼ
し
た
感
化
の
跡
は
可
な
り
大

き
い
」〔
小
出
楢
重
『
大
切
な
雰
囲
気
』（
昭
森
社
、
一
九
三
六
年
一
月
）
の
序

文
〕
と
す
る
よ
う
に
、
新
聞
連
載
が
継
続
し
て
い
く
な
か
で
、
挿
絵
が
小
説
に

影
響
を
与
え
な
が
ら
創
作
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
偶
然
を

招
来
す
る
こ
と
で
自
己
目
的
化
し
た
小
説
技
術
に
抗
す
る
実
験
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。

　

そ
の
一
例
は
第
七
二
回
の
挿
絵
〔
図
１
〕
に
見
い
だ
せ
る
。
こ
の
場
面
は
主

人
公
の
要
と
、
要
の
妻
・
美
佐
子
が
自
宅
で
会
話
す
る
場
面
で
あ
り
、
両
者
が

く
つ
ろ
い
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
下
部
に
サ
ツ
キ
と
思
し
き
花
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
小
説
の
な
か
で
こ
れ
以
前
に
説
明
が
な
い
た
め
、
こ
の
回

の
時
点
で
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
第
七
三
回
に
は
、
美
佐
子
と

要
が
話
し
な
が
ら
煙
草
を
吸
っ
て
い
る
と
き
の
様
子
と
し
て
、「
煙
草
を
持
つ

た
方
を
延
ば
し
て
、
さ
つ
き

0

0

0

の
咲
い
て
ゐ
る
庭
の
面
へ
灰
を
落
し
た
〔
傍
点
マ

マ
、
以
下
同
〕」
と
い
う
描
写
が
あ
る
。
以
前
に
サ
ツ
キ
に
関
す
る
言
及
が
な

い
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
描
写
が
挿
絵
か
ら
発
想
さ
れ
こ
と
は
明
白
だ
ろ

う
。
小
説
に
書
か
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
挿
絵
に
描
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
挿
絵
に

描
か
れ
て
い
た
も
の
を
小
説
の
側
が
記
述
し
た
の
だ
。
あ
く
ま
で
こ
れ
は
モ

チ
ー
フ
上
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
連
載
が
進
ん
で
い
く
な
か
で
、

挿
絵
か
ら
小
説
へ
の
影
響
が
垣
間
見
え
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
小
出
の
挿
絵
と
「
蓼
喰
ふ
虫
」
に
関
す
る
研
究
で
は
、
挿
絵
が

ど
の
よ
う
に
小
説
表
現
に
寄
与
し
て
い
る
か
と
い
う
、
挿
絵
が
小
説
に
従
属
す

る
状
態
を
前
提
に
し
て
い
る
か
）
12
（

、
連
載
と
い
う
観
点
を
欠
い
た
も
の
が
多
い
）
13
（

。

し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
側
面
が
確
認
で
き
る
な
ら
ば
、
挿
絵
が
連
載
中
に
小

説
に
与
え
る
影
響
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
説
を
盛
り
立
て
る

も
の
で
は
な
く
、
小
説
に
変
容
す
ら
迫
る
挿
絵
の
あ
り
方
で
あ
る
。
よ
っ
て
本

稿
で
は
連
載
時
に
お
け
る
小
出
の
挿
絵
の
性
質
を
考
察
し
、
そ
れ
が
如
何
に
小

説
に
影
響
を
与
え
て
い
た
か
を
考
察
す
る
。
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二
、
延
長
す
る
挿
絵

　

多
く
の
新
聞
挿
絵
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
計
八
三
回
分
の
「
蓼
喰
ふ
虫
」

の
挿
絵
も
、
連
載
当
該
回
の
内
容
を
表
現
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。

た
だ
、
小
出
は
先
述
の
よ
う
に
「
私
自
身
の
心
に
起
つ
た
想
像
」
を
主
と
し
て

描
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
小
説
の
展
開
や
情
景
と
は
無
関
係
に
見
え
る
も

の
、
あ
る
い
は
何
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
判
別
し
か
ね
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
挿
絵
に
共
通
す
る
特
質
を
考
察
し
た
い
。

　

物
語
の
序
盤
、
第
三
回
の
挿
絵
〔
図
２
〕
に
は
、
左
側
に
い
る
要
が
右
側
に

い
る
美
佐
子
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
手
鏡
と
櫛
を
持
っ
て
お
り
、
美
佐
子
は
爪
を

研
い
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
該
回
で
は
そ
う
し
た
様
子

は
描
か
れ
て
い
な
い
。
要
と
美
佐
子
の
会
話
、
要
の
心
情
、
要
に
着
物
を
着
せ

る
美
佐
子
が
記
述
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
。
こ
の
挿
絵
は
何
を
表
し
て
い
る
の
か
。

そ
れ
は
、
前
回
に
あ
た
る
第
二
回
の
内
容
で
あ
る
。

美
佐
子
は
そ
の
時
も
ぼ
ん
や
り
空
を
見
張
つ
た
ま
ゝ
機
械
的
に
爪
を
こ
す

つ
て
ゐ
た
。
彼
女
は
縁
側
に
立
ち
な
が
ら
手
鏡
で
髪
を
さ
ば
い
て
ゐ
る
夫

の
方
へ
は
眼
を
や
ら
ず
に
、
三
角
に
切
ら
れ
た
左
の
拇
指
の
爪
の
、
ぴ
か

〳
〵
光
る
尖
端
を
間
近
く
鼻
先
へ
寄
せ
な
が
ら
い
つ
た
。

　

要
が
「
手
鏡
で
髪
を
さ
ば
い
て
ゐ
る
」
こ
と
、「
左
の
拇
指
」
と
い
っ
た
細

部
か
ら
第
三
回
の
挿
絵
に
は
第
二
回
の
内
容
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
佐
藤
淳
一
は
こ
の
挿
絵
に
つ
い
て
「
物
語
の
現
在
に
即
さ
な
い
情
景
」

を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
直
接
的
な
説
明
に
な
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い

る
）
14
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」
と
す
る
。
確
か
に
、
小
出
の
挿
絵
に
関
す
る
記
述
に
鑑
み
る
と
、
第
三
回

の
挿
絵
は
直
截
な
説
明
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
第
三
回
の

挿
絵
が
第
二
回
の
小
説
の
内
容
を
引
き
継
い
で
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
、
持
続

的
な
側
面
を
閑
却
す
べ
き
で
は
な
い
。
単
に
「
物
語
の
現
在
に
即
さ
な
い
」
だ

け
で
は
な
く
、
前
回
の
内
容
が
遅
れ
て
描
か
れ
る
、
あ
る
い
は
繰
り
越
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
着
目
す
べ
き
だ
。
そ
う
し
た
挿
絵
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当

該
回
が
前
回
の
延
長
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
、
挿
絵
が
記
述
さ
れ
る
物
語
よ
り

も
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
挿
絵
は
他
の
場
面
で
も
確
認
で
き
る
。
第
五
回
の
挿
絵
〔
図
３
〕

で
は
、
要
が
左
側
か
ら
右
側
に
い
る
美
佐
子
を
見
つ
め
て
い
る
。
美
佐
子
は
手

に
ピ
ン
を
持
ち
、
襟
足
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
回
の
小

説
の
内
容
は
、
美
佐
子
の
父
に
電
話
を
掛
け
た
こ
と
と
二
人
の
息
子
・
弘
を
心

配
す
る
様
子
が
主
と
し
て
書
か
れ
、
挿
絵
に
該
当
す
る
記
述
は
な
い
。
こ
ち
ら

も
前
回
の
第
四
回
に
記
述
さ
れ
た
部
分
が
挿
絵
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

か
れ
〔
要
│
│
引
用
者
注
〕
は
し
や
が
ん
で
ゐ
る
妻
の
襟
足
を
見
た
。
妻

の
膝
の
上
に
は
か
れ
が
好
ん
で
着
る
と
こ
ろ
の
黒
八
丈
の
無
双
の
羽
織
が

ひ
ろ
が
つ
て
ゐ
た
。
妻
は
そ
の
羽
織
へ
刀
の
下
げ
緒
の
模
様
に
染
め
た
平

打
ち
の
紐
を
着
け
よ
う
と
し
て
、
毛
ピ
ン
の
脚
を
ち0

へ
通
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。

　
「
し
や
が
ん
で
ゐ
る
妻
の
襟
足
を
見
た
」
と
い
う
記
述
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

襟
足
へ
の
着
目
と
美
佐
子
を
見
下
ろ
す
か
の
よ
う
な
位
置
関
係
が
挿
絵
と
等
し
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い
。「
毛
ピ
ン
」
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。

　

ま
た
、
中
盤
に
は
美
佐
子
の
父
、
お
久
と
三
人
で
淡
路
へ
赴
き
浄
瑠
璃
を
観

に
行
く
場
面
が
あ
る
。
そ
の
冒
頭
付
近
、
第
四
八
回
の
挿
絵
〔
図
４
〕
に
は
、

海
を
わ
た
る
汽
船
と
そ
の
背
景
に
山
々
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

も
挿
絵
の
内
容
と
当
該
回
の
小
説
の
内
容
は
乖
離
し
て
い
る
。
こ
の
回
で
は
三

人
が
地
唄
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
る
の
み
で
、
汽
船
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。

よ
り
直
接
的
な
描
写
は
や
は
り
前
回
の
第
四
七
回
に
み
ら
れ
る
。

　

開
け
放
た
れ
た
二
階
の
縁
か
ら
は
船
着
き
場
に
沿
う
た
一
と
す
ぢ
の
路

を
へ
だ
て
て
も
う
暮
が
た
の
海
の
け
し
き
が
展
け
て
ゐ
た
。
淡
の
輪
が
よ

ひ
の
船
で
あ
ら
う
、「
紀
淡
丸
」
と
記
し
た
汽
船
が
桟
橋
を
離
れ
て
行
く

の
だ
が
、
四
五
百
ト
ン
に
も
足
ら
な
い
ほ
ど
の
船
体
が
ぐ
る
り
と
船
首
を

向
き
変
へ
る
と
き
、
入
江
の
岸
が
船
尾
と
す
れ
す
れ
に
な
る
く
ら
ゐ
に
も

そ
こ
の
港
は
小
さ
い
の
で
あ
る
。

　

他
の
例
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
情
景
を
延
長
し
て
挿
絵
を
描
い
て
い
る
様
子

を
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
上
記
の
他
に
も
、
第
六
五
回
で
は
ル
イ
ズ
の
い
る
娼

館
の
庭
の
植
物
の
様
子
が
、
前
回
の
第
六
四
回
の
小
説
に
描
写
さ
れ
た
部
分
を

再
現
し
て
い
る
。
み
て
き
た
よ
う
に
「
蓼
喰
ふ
虫
」
に
は
新
聞
連
載
中
の
前
回

の
内
容
を
延
長
し
て
描
く
挿
絵
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
挿
絵
は
、
物
語
の

中
心
的
な
出
来
事
に
焦
点
を
当
て
ず
、
記
述
さ
れ
て
い
る
物
語
以
前
を
示
し
続

け
、
物
語
の
焦
点
を
定
ま
ら
せ
な
い
の
だ
。
こ
の
延
長
の
特
質
は
新
聞
連
載
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
物
語
の
連
続
性
を
保
つ
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ

が
そ
れ
以
上
に
、
語
ら
れ
進
行
し
て
ゆ
く
物
語
の
流
れ
に
棹
さ
し
、
記
述
の
中

心
点
を
脱
臼
し
て
も
い
る
。

三
、
外
縁
と
拡
大

　

上
記
の
よ
う
な
、
物
語
の
中
心
か
ら
逸
脱
し
て
い
く
挿
絵
は
、
内
容
が
延
長

さ
れ
る
も
の
以
外
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
第
六
回
の
挿
絵

〔
図
５
〕
で
は
、
樹
木
が
立
ち
並
ぶ
道
を
歩
く
要
と
美
佐
子
の
後
ろ
姿
が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
の
挿
絵
は
小
出
の
自
作
の
絵
を
も
と
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
と

の
指
摘
も
あ
る
）
15
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。
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
挿
絵
と
小
説
の
内
容
が

一
致
し
て
い
な
い
こ
と
だ
。
第
六
回
で
は
夫
婦
関
係
の
在
り
方
に
つ
い
て
悩
む

要
の
独
白
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
二
人
が
歩
い
て
い
る
描
写
は
な
さ
れ
て
い

な
い
。
前
回
に
あ
た
る
第
五
回
の
「
か
の
女
〔
美
佐
子
│
│
引
用
者
注
〕
が
夫

と
珍
し
く
連
れ
立
つ
て
出
た
の
は
、
も
う
二
時
半
を
過
ぎ
た
頃
だ
つ
た
。」
と

い
う
記
述
が
第
六
回
の
挿
絵
に
近
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
前
章
で
確
認
し
た
延
長

の
特
質
と
近
似
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
、
第
六
回
の
挿
絵
は
す
で
に

道
を
歩
い
て
い
る
場
面
で
あ
り
、
第
五
回
の
「
二
時
半
を
過
ぎ
た
頃
」
に
「
連

れ
立
つ
て
出
た
」
と
い
う
行
為
の
瞬
間
で
は
な
い
。
む
し
ろ
第
五
回
の
記
述
以

後
の
、
家
を
発
っ
た
後
の
状
態
が
描
か
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
。
こ
こ
で
は
、

記
述
内
容
の
外
側
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
、
い
わ
ば
物
語
の
外
縁
が
描
か
れ
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
特
質
は
第
二
一
回
の
挿
絵
〔
図
６
〕
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の

回
で
は
要
と
従
弟
の
高
夏
が
、
要
の
夫
婦
関
係
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
る
。
相
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談
の
行
わ
れ
る
場
所
が
神
戸
の
「
三
ツ
輪
」
と
い
う
料
亭
で
あ
る
こ
と
は
、
以

下
の
記
述
か
ら
わ
か
る
。

　

せ
つ
か
ち
と
い
ふ
ほ
ど
で
も
な
い
が
、
テ
キ
パ
キ
事
務
を
運
ん
で
行
く

習
慣
の
つ
い
て
ゐ
る
高
夏
は
、
三
ツ
輪
の
座
敷
に
足
を
の
ば
す
と
す
き
焼

の
鍋
の
煮
え
る
あ
ひ
だ
も
無
駄
に
放
つ
て
は
置
け
な
い
の
で
あ
つ
た
。

　

そ
し
て
第
二
二
回
の
挿
絵
に
は
「
三
ツ
輪
」
で
鍋
を
挟
ん
で
向
か
い
合
う
二

人
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
第
二
一
回
の
挿
絵
に
は
料
亭
自
体
で
は

な
く
、
街
の
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
挿
絵
は
小
出
が
自
ら
写
真
を
撮
り
、

そ
れ
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
り
）
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、
そ
の
写
真
は
神
戸
の
も
の

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
第
二
一
回
の
挿
絵
は
二
人
が
話
し
合
っ
て
い
る
料
亭
自

体
で
は
な
く
、
料
亭
が
位
置
し
て
い
る
都
市
を
描
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
小
説
に
中
心
的
に
描
か
れ
て
い
る
場
面
で
は
な
く
、
そ
の
外
側
を
描
い
て

い
る
の
だ
。

　

ま
た
、
第
五
一
回
の
挿
絵
〔
図
７
〕
も
同
様
で
あ
る
。
要
・
美
佐
子
の
父
・

お
久
が
淡
路
へ
行
き
、
宿
屋
で
一
泊
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
美
佐
子
の
父
と

お
久
は
同
室
に
宿
泊
し
、
要
は
一
人
部
屋
に
泊
ま
る
が
、「
暫
く
ぶ
り
で
ひ
と

り
で
寝
て
み
る
と
、
廊
下
を
越
え
て
き
こ
え
て
来
る
老
人
夫
婦
の
忍
び
や
か
な

話
ご
ゑ
の
方
が
、
今
の
妻
よ
り
は
ず
つ
と
眠
り
の
妨
げ
に
な
つ
た
」
と
い
う
。

「
他
人
の
夫
婦
仲
の
睦
ま
じ
い
の
を
見
る
と
自
分
た
ち
の
身
に
引
き
く
ら
べ
て

そ
の
幸
福
が
羨
ま
し
く
」
思
う
が
、「
三
十
以
上
も
歳
の
違
つ
た
組
み
合
せ
の

斯
う
い
ふ
様
子
を
見
せ
ら
れ
る
の
は
〔
略
〕
や
つ
ぱ
り
多
少
迷
惑
で
な
い
と
は

い
へ
な
い
」
と
感
じ
て
い
る
。
そ
う
し
た
要
の
心
情
を
表
す
よ
う
に
廊
下
が
挿

絵
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
煩
悶
す
る
要
の
様
子
は
描
か
れ
ず
、
彼
の
部

屋
の
外
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
二
七
回
の
挿
絵
で
、
布
団
の
中
で
思
案
す
る
美

佐
子
の
様
子
が
直
截
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
、
第
五
一
回
の
挿

絵
が
意
識
的
に
部
屋
の
外
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
も

物
語
の
中
心
は
描
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
他
に
、
第
六
三
回
の
挿
絵
〔
図
８
〕
で
は
、
美
佐
子
の
父
と
お
久

と
別
れ
、
一
人
神
戸
に
帰
る
船
上
の
要
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
要
は
二

人
の
順
礼
姿
と
袂
を
分
つ
こ
と
に
な
つ
た
」
と
い
う
記
述
や
「
要
は
陸
に
立
つ

て
ゐ
る
二
人
の
方
へ
帽
子
を
振
つ
た
」
と
い
う
記
述
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
人
の

姿
は
描
か
れ
な
い
。
描
か
れ
る
の
は
、
手
を
振
っ
て
い
る
か
判
然
と
し
な
い
要

と
小
説
中
に
言
及
の
な
い
甲
板
の
様
子
、
背
後
を
行
く
別
の
汽
船
の
み
で
あ
る
。

さ
ら
に
最
終
回
の
第
八
三
回
の
挿
絵
に
は
、
結
末
部
の
「
人
形
な
ら
ぬ
ほ
の
じ

ろ
い
顔
が
萌
黄
の
や
み
の
か
な
た
に
据
わ
つ
た
」
と
描
写
さ
れ
る
お
久
の
様
子

が
描
か
れ
ず
、
庭
の
ア
ジ
サ
イ
の
葉
と
そ
こ
に
し
が
み
つ
く
カ
エ
ル
、
雨
の
様

子
が
描
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
特
に
、
カ
エ
ル
は
「
蚊
帳
の
中
途
に
飛
び
つ
い

た
」
と
描
写
さ
れ
る
た
め
、
小
説
の
再
現
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
や
は
り
、

記
述
さ
れ
た
物
語
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
外
縁
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。

当
該
回
で
描
か
れ
る
べ
き
物
語
の
中
心
的
な
出
来
事
や
モ
チ
ー
フ
を
描
か
ず
、

そ
の
外
側
を
描
い
て
い
る
の
だ
。

　

こ
こ
ま
で
み
た
挿
絵
は
、
当
該
回
の
外
縁
を
描
く
こ
と
で
、
物
語
内
容
が
中

心
的
に
描
か
れ
る
こ
と
を
回
避
し
た
と
い
え
る
。
一
方
、
物
語
内
容
の
微
細
な

部
分
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
中
心
か
ら
離
れ
て
い
く
よ
う
な
挿
絵
も
確
認
で
き
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る
。
例
え
ば
第
二
回
の
挿
絵
〔
図
９
〕
で
は
、
要
が
入
浴
し
て
い
る
場
面
が
描

か
れ
る
。
し
か
し
、
作
中
で
は
入
浴
に
関
す
る
記
述
は
簡
潔
に
済
ま
さ
れ
て
い

て
「
要
は
妻
が
這
入
つ
た
あ
と
の
風
呂
へ
浸
か
つ
て
、
湯
上
り
の
肌
へ
西
洋
浴

衣
を
引
つ
か
け
な
が
ら
十
分
ば
か
り
で
戻
つ
て
来
た
」
と
言
及
さ
れ
る
に
過
ぎ

な
い
。
先
述
の
佐
藤
淳
一
の
指
摘
に
よ
れ
ば
「
物
語
の
現
在
に
即
さ
な
い
情
景
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
描
写
の
分
量
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
記
述
の
中
心
は

こ
こ
に
集
中
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
第
二
回
の
物
語
内
容
は
、
美
佐
子
の
父
の

こ
と
や
美
佐
子
の
愛
人
・
阿
曾
に
関
す
る
記
述
に
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
の
だ
。

ま
た
、
爪
を
研
ぐ
美
佐
子
と
そ
れ
を
見
つ
め
る
要
の
様
子
が
次
回
の
第
三
回
の

挿
絵
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
第
二
回
の

挿
絵
は
、
中
心
的
に
描
か
れ
る
物
語
と
は
異
な
る
微
細
な
部
分
を
拡
大
し
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
傾
向
は
、
第
九
回
の
挿
絵
〔
図
10
〕
に
も
見
い
だ
せ
る
。
要
夫
妻

と
美
佐
子
の
父
・
お
久
の
四
人
で
弁
天
座
へ
人
形
浄
瑠
璃
を
観
に
行
っ
た
場
面

で
、
小
説
で
は
お
久
の
挙
動
や
表
情
が
中
心
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

挿
絵
に
お
い
て
描
か
れ
る
の
は
要
の
方
へ
振
り
向
く
美
佐
子
で
あ
る
。
当
該
の

箇
所
は
「
美
佐
子
が
ち
ら
り
と
二
人
〔
要
と
お
久
│
│
引
用
者
注
〕
の
方
を
振

り
返
つ
た
が
、
す
ぐ
ま
た
顔
を
舞
台
に
向
け
た
。」
と
い
う
一
文
の
み
で
あ
る
。

た
し
か
に
、「
狭
い
升
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
自
分
た
ち
夫
婦
の
人
目
を
忍
ぶ
心

づ
か
ひ
を
ひ
そ
か
に
自
ら
苦
笑
し
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
」
と
い
う
要
の

心
情
が
そ
の
後
に
語
ら
れ
て
お
り
、
夫
婦
間
の
気
不
味
い
雰
囲
気
を
象
徴
す
る

一
文
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
回
は
お
久
が
初
め
て
中
心
的

に
描
写
さ
れ
る
回
で
あ
り
、
前
々
回
の
第
七
回
で
は
「
お
久
が
い
や
で
あ
つ
た
」

と
美
佐
子
の
心
情
が
直
截
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
お
久
の
存

在
感
が
き
わ
め
て
大
き
い
回
で
あ
る
。
す
る
と
、
挿
絵
に
描
か
れ
た
美
佐
子
の

一
瞥
は
、
第
九
回
に
お
い
て
は
決
し
て
中
心
的
内
容
と
は
い
え
ず
、
拡
大
さ
れ

て
描
か
れ
た
部
分
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
物
語
内
容
の
外
縁
を
描
く
こ
と
で
脱
中
心
化
す
る
挿
絵
、

あ
る
い
は
無
関
係
に
み
え
る
細
部
を
拡
大
す
る
こ
と
で
中
心
か
ら
遠
ざ
か
っ
て

い
く
挿
絵
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
章
で
検
討
し
た
、
物
語
内
容
を
延

長
し
て
描
く
挿
絵
も
踏
ま
え
れ
ば
、
小
出
が
描
く
挿
絵
は
、
描
か
れ
る
物
語
の

輪
郭
を
曖
昧
に
し
、
そ
の
中
心
点
を
作
ら
せ
な
い
。
直
接
的
な
説
明
を
避
け
る

だ
け
で
な
く
、
積
極
的
に
物
語
の
中
心
か
ら
遠
ざ
か
る
の
だ
。

　

こ
う
し
た
挿
絵
の
性
質
は
、小
説
の
性
質
と
無
縁
で
は
な
い
。こ
れ
ま
で
「
蓼

喰
ふ
虫
」
は
、
伊
藤
整
が
「
こ
の
作
品
に
は
三
つ
の
要
素
が
あ
る
）
17
（

」
と
し
た
よ

う
に
、
要
素
の
分
裂
が
度
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
松
本
清
張
は
「
本
筋
に
は
あ

ま
り
関
係
の
な
い
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
バ
ラ
バ
ラ
に
く
っ
付
い
て
い
る
）
18
（

」
と
し

て
批
判
し
た
が
、
統
一
的
な
主
題
や
明
確
な
起
承
転
結
の
な
い
作
品
と
捉
え
て

い
る
。
藤
田
修
一
が
「
俳
句
的
な
遠
心
性
）
19
（

」
を
読
み
取
り
、
ま
た
明
里
千
章
が

「〈
気
分
〉
と
〈
け
は
い
〉
を
描
い
た
小
説
）
20
（

」
と
し
た
こ
と
も
同
根
の
問
題
だ
ろ

う
。
こ
の
特
徴
の
原
因
と
し
て
、
先
述
の
よ
う
な
谷
崎
の
私
生
活
と
の
関
連
や

伝
統
芸
能
と
の
接
触
が
検
討
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
む
し
ろ
上
記
の
特
徴
は

挿
絵
の
特
徴
と
共
通
し
て
い
る
。
物
語
内
容
と
は
遠
ざ
か
る
よ
う
に
描
か
れ
、

中
心
的
な
注
目
点
を
避
け
る
よ
う
な
挿
絵
は
、
断
定
的
な
意
思
決
定
を
避
け
続
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け
る
要
の
物
語
と
近
似
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
こ
か
ら
、
小
説
の
側
が

挿
絵
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
を
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。「
蓼
喰
ふ

虫
」
が
偶
然
を
呼
び
込
む
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
先
述
の
「
さ
し
絵

に
励
ま
さ
れ
つ
つ
書
き
つ
づ
け
て
行
っ
た
」
と
い
う
谷
崎
の
発
言
を
思
い
出
し

た
い
。
脱
中
心
的
な
挿
絵
は
、
谷
崎
が
展
開
し
て
い
く
「
話
の
筋
」
を
常
に
脱

線
さ
せ
る
よ
う
に
、
谷
崎
の
眼
前
に
姿
を
現
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、

連
載
し
て
い
く
な
か
で
、
物
語
の
中
心
的
な
出
来
事
か
ら
外
れ
る
よ
う
な
内
容

の
挿
絵
が
添
え
ら
れ
た
自
ら
の
小
説
を
度
々
目
に
す
る
と
い
う
体
験
が
、
連
載

に
全
く
影
響
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。
谷
崎
が
挿
絵
と
い
う

自
ら
の
意
思
を
越
え
出
る
偶
発
的
な
要
素
を
歓
待
し
、
積
極
的
に
挿
絵
の
影
響

を
受
け
て
い
っ
た
可
能
性
を
捨
象
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
う
し
た
こ
と
の
実
証
的
証
明
は
困
難
だ
が
、
唯
一
谷
崎
が
原
稿
の
差
し
替

え
・
挿
絵
の
差
し
替
え
を
依
頼
し
た
第
七
八
回
は
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
離
婚
の
話
を
す
る
た
め
に
美
佐
子
と
美
佐
子
の
父
が
瓢
亭
と
い
う
料
亭
に

行
く
。
だ
が
小
出
宛
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
当
初
は
二
人
に
加
え
要
も
同
席
す
る

と
い
う
内
容
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
谷
崎
が
翻
意
し
、
慌
て
て
差
し
替
え
を
依

頼
し
た
と
い
う
）
21
（

。
た
つ
み
都
志
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
変
更
前
で
は
「
本
題
は

三
人
に
よ
る
観
念
的
な
「
話
し
合
い
」
が
中
心
）
22
（

」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、

荒
川
朋
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
お
久
と
二
人
き
り
で
残
さ
れ
る
と
い
う
場

面
は
描
か
れ
ず
、
要
の
「
永
遠
女
性
」
の
認
識
や
、
日
本
の
伝
統
へ
の
傾
倒
に

結
び
付
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
）
23
（

」。
要
だ
け
が
家
に
い
る
こ
と
に
よ
り
、

要
と
美
佐
子
が
互
い
の
心
情
を
直
接
的
に
吐
露
し
あ
う
場
面
を
回
避
し
得
て
い

る
の
だ
。
こ
う
し
た
結
末
へ
の
、
挿
絵
に
よ
る
影
響
を
度
外
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
小
出
の
挿
絵
が
持
つ
脱
中
心
化
的
性
質
が
、「
蓼
喰
ふ
虫
」

の
物
語
進
行
に
影
響
を
与
え
得
て
い
た
可
能
性
を
確
認
で
き
る
。
こ
こ
ま
で
は

挿
絵
の
性
質
と
そ
れ
が
新
聞
連
載
に
与
え
た
影
響
を
考
察
し
て
き
た
が
、
最
終

的
に
挿
絵
が
小
説
と
並
べ
ら
れ
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
う
る
か
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
主
人
公
・
要
の
性
質
と
挿
絵
の
性
質
は
き
わ
め
て
対
照
的

で
あ
る
。四

、
観
光
す
る
要

　

先
行
論
に
お
い
て
、
要
は
自
己
中
心
的
な
人
物
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

宮
内
淳
子
は
、
要
に
と
っ
て
は
「
女
性
に
し
ろ
風
景
に
し
ろ
〔
略
〕〈
ど
う
見

た
い
か
〉
と
い
う
思
い
に
寄
り
添
っ
て
変
化
し
得
る
も
の
）
24
（

」
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
う
し
た
自
己
中
心
性
の
行
き
つ
く
先
を
、
五
味
渕
典
嗣
は
「〈
男
〉
た

ち
は
、
た
だ
見
る
こ
と
に
専
心
す
る
主
観
を
織
り
上
げ
、
閉
じ
こ
も
る
こ
と
の

で
き
る
場
そ
の
も
の
を
購
っ
て
い
く
）
25
（

」
と
し
て
、
同
時
代
の
日
本
文
化
論
と
の

関
連
を
指
摘
す
る
。

　

そ
う
し
た
傾
向
が
特
に
顕
著
な
場
面
が
、
淡
路
行
き
の
場
面
で
あ
る
。
淡
路

行
き
の
場
面
は
第
四
七
回
か
ら
第
六
二
回
ま
で
で
あ
り
、
先
述
の
よ
う
に
要
・

美
佐
子
の
父
・
お
久
の
三
人
で
「
人
形
芝
居
の
元
祖
で
あ
る
淡
路
浄
瑠
璃
」〔
第

四
七
回
〕
を
観
劇
し
に
行
く
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
要
は
、
出
来
事
や
情
景
を
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自
ら
の
感
情
に
引
き
つ
け
る
よ
う
な
様
子
を
み
せ
る
。
第
五
七
回
で
は
、
寺
の

境
内
に
あ
る
芝
居
の
見
物
席
に
着
い
た
と
き
、
要
は
「
村
の
子
供
た
ち
が
駄
菓

子
や
蜜
柑
を
た
べ
な
が
ら
芝
居
の
方
は
そ
つ
ち
除
け
に
、
そ
こ
を
幼
稚
園
の
運

動
場
の
や
う
に
し
て
騒
い
で
ゐ
る
様
子
」
を
目
に
す
る
。
そ
の
光
景
と
舞
台
上

の
光
景
が
合
わ
さ
っ
て
「
何
か
童
話
的
な
単
純
さ
と
明
る
さ
と
を
持
つ
幻
想
の

世
界
」
の
よ
う
だ
と
形
容
す
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、「
童
話
的
な
単
純

さ
と
明
る
さ
」
が
眼
前
の
「
幼
稚
園
騒
ぎ
」
だ
け
に
起
因
す
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
だ
。
要
は
見
物
席
周
辺
に
あ
る
露
店
や
境
内
の
様
子
を
見
な
が
ら
「
こ
ん

な
こ
と
は
幼
い
時
分
に
人
形
町
の
水
天
宮
で
七
十
五
座
の
お
神
楽
を
見
た
以
来

で
あ
る
と
思
つ
た
が
、
こ
の
小
屋
掛
け
の
中
の
気
分
は
ち
や
う
ど
あ
れ
と
同
じ

で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
要
の
述
懐
を
作
者
自
身
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ

と
は
容
易
だ
が
、
淡
路
の
様
子
を
述
べ
る
と
き
に
、
自
ら
の
思
い
出
や
経
験
に

引
き
付
け
て
称
賛
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
実
際
に
両
者
の
光
景
が
似
て

い
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
要
の
中
で
結
合
し
、
要
だ
け
が
そ
れ
ら
を
美
し

い
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
重
要
だ
ろ
う
。
周
囲
の
光
景
が
要
の
記
憶

に
集
約
さ
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
第
五
九
回
に
お
い
て
は
、
要
ら
の
近
く
で
「
子
供
を
抱
い
た
か
み
さ

ん
が
、
土
間
の
通
り
路
で
着
物
の
前
を
開
け
さ
せ
て
、
水
道
の
栓
を
抜
い
た
よ

う
な
音
を
さ
せ
な
が
ら
土
を
掘
ら
せ
て
ゐ
る
」
場
面
に
遭
遇
す
る
。
食
事
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
「
老
人
も
こ
れ
に
は
参
つ
た
と
い
ふ
顔
つ
き
」
を
す
る

が
、
要
は
意
に
介
さ
な
い
。
直
後
「
そ
の
の
ん
び
り

0

0

0

0

し
た
、
も
の
う
い
や
う
な
、

甘
い
や
う
な
気
分
」
に
浸
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
淡
路
行
き
の
道
中
の
要
は
、

自
ら
の
世
界
に
没
入
し
、
そ
の
世
界
を
通
し
て
淡
路
を
見
つ
め
、
感
情
を
中
心

化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
自
己
の
記
憶
や
欲
望
を
中
心
化
し
て

感
傷
に
浸
り
、
そ
の
外
部
を
見
る
こ
と
は
な
い
。

　

如
上
の
性
質
を
増
幅
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
要
の
観
光
客
的
性
質
も
看
過
で

き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
要
た
ち
が
赴
い
た
淡
路
は
昭
和
初
期
に
観
光
地
化
し
て

い
っ
た
場
所
で
あ
り
、
山
口
政
幸
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
当
時
の
洲
本
町

は
「
刻
々
と
観
光
化
し
、
産
業
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
町
）
26
（

」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
だ

が
、
山
口
が
「
町
全
体
を
大
き
く
覆
っ
て
い
る
巨
大
な
「
近
代
」
か
ら
意
識
的

に
視
線
を
遠
ざ
け
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
変
貌
し
た
洲
本
町
の
様
子

は
作
中
に
一
切
描
か
れ
な
い
。
こ
れ
は
要
の
願
望
の
反
映
と
い
え
よ
う
。
ジ
ョ

ン
・
ア
ー
リ
、
ヨ
ー
ナ
ス
・
ラ
ー
ス
ン
は
観
光
と
い
う
営
み
が
観
光
者
の
「
社

会
行
為
と
そ
の
記
号
の
シ
ス
テ
ム
を
前
提
）
27
（

」
に
し
て
い
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
た

「
ま
な
ざ
し
」
で
対
象
を
認
識
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
さ
に
要
は
、
観
光

と
い
う
営
み
が
不
可
避
的
に
抱
え
込
む
観
光
客
の
中
心
化
と
対
象
＝
観
光
地
の

消
費
を
、
紛
う
こ
と
な
く
体
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
六
〇
回
に

お
い
て
美
佐
子
の
父
が
浄
瑠
璃
の
人
形
に
不
服
を
言
っ
た
際
に
、
要
は
「
も
う

少
し
原
始
的
な
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
も
い
ゝ
筈
」、「
淡
路
特
有
の
語
り
か
た
、
と

い
ふ
や
う
な
も
の
は
な
い
ん
で
せ
う
か
」
と
返
す
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
多

分
に
含
む
発
言
だ
が
）
28
（

、
要
は
自
ら
の
欲
望
を
投
影
し
た
情
景
を
語
る
だ
け
で
な

く
、「
原
始
的
」
な
も
の
や
「
淡
路
特
有
」
な
も
の
を
求
め
る
こ
と
で
対
象
を

周
縁
化
し
て
消
費
し
、
自
ら
の
中
心
化
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
し
て
い
る
の
だ
）
29
（

。

　

こ
う
し
た
要
の
性
質
に
対
し
、
挿
絵
は
い
か
な
る
性
質
を
持
つ
か
。
例
え
ば
、
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要
の
甘
美
な
記
憶
や
願
望
を
表
現
す
る
挿
絵
は
注
目
に
値
す
る
。
第
四
九
回
で

「
淡
い
あ
こ
が
れ
」
を
思
い
出
す
場
面
で
は
、
扇
形
の
縁
取
り
に
雲
の
よ
う
な

も
の
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
11
〕。
ま
た
、
第
五
五
回
で
お
久
を
「
永
遠
女
性
」

と
形
容
し
た
時
に
も
雲
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
る
〔
図
12
〕。
淡
路
行
き
以

外
の
場
面
で
も
、
第
一
五
回
の
空
想
す
る
場
面
で
雲
の
絵
柄
が
描
か
れ
る
よ
う

に
、
雲
の
絵
は
要
の
想
像
上
の
も
の
を
表
す
た
め
に
小
出
が
意
識
的
に
描
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
挿
絵
は
要
の
記
憶
や
願
望
を
盛
り
立
て
る
効
果

を
も
つ
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
要
の
内
面
に
萌
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
を
同
時
に
示
し
得
る
。
雲
の
描
出
は
、
記
述
さ
れ
た
こ
と
が
要
の

記
憶
や
願
望
で
あ
る
こ
と
を
示
す
符
牒
に
な
っ
て
い
て
、
読
者
は
そ
れ
を
見
れ

ば
小
説
に
記
さ
れ
た
内
容
が
記
憶
・
願
望
で
あ
る
こ
と
を
印
象
強
く
認
識
す
る

だ
ろ
う
。
記
憶
・
願
望
の
符
牒
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
要
の
視
点
を
示
す
挿

絵
も
あ
る
。
第
五
三
回
の
挿
絵
〔
図
13
〕
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
回
は
要

の
前
で
美
佐
子
の
父
が
お
久
の
着
物
の
帯
を
締
め
る
内
容
だ
が
、
挿
絵
で
は
美

佐
子
の
父
と
お
久
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
要
か
ら
見
た

0

0

0

0

0

二
人
の
様

子
が
描
か
れ
て
お
り
、
同
時
に
そ
れ
は
視
点
が
要
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。

次
回
の
第
五
四
回
の
挿
絵
で
は
三
人
が
揃
っ
て
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
第
五
三

回
の
挿
絵
が
二
人
を
見
る
要
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
要
の
視
点
か
ら
描
か
れ
た
挿
絵
は
、
描
か
れ
た
対
象
だ
け
で
な

く
、
要
と
い
う
視
点
人
物
の
存
在
と
介
在
を
強
調
す
る
の
だ
っ
た
。

　

淡
路
行
き
の
場
面
で
は
要
の
記
憶
や
願
望
を
明
ら
か
に
す
る
挿
絵
と
、
要
の

視
点
で
あ
る
こ
と
を
示
す
挿
絵
が
描
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
挿
絵
は
、
小
説

に
記
述
さ
れ
た
内
容
が
、
あ
く
ま
で
要
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
そ
れ
が
よ
り
直
接
的
に
描
か
れ
た
挿
絵
も
あ
る
。

例
え
ば
、
第
五
九
回
の
挿
絵
〔
図
14
〕
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
見
物
席
で

幼
児
が
放
尿
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
く
わ
し
、「
老
人
も
こ
れ
に
は
参
つ
た
と

い
ふ
顔
つ
き
」
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
挿
絵
に
は
、
そ
の
様
子
を
注
視
す
る
美

佐
子
の
父
と
お
久
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
横
で
要
は
、「
も
の
う
い

や
う
な
、
甘
い
や
う
な
気
分
」
に
浸
っ
て
い
て
、
ひ
と
り
だ
け
別
の
方
向
に
顔

を
向
け
て
い
る
。
要
が
み
ず
か
ら
の
感
傷
的
な
世
界
に
没
入
し
て
い
る
様
子
が

看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。
二
人
の
様
子
と
対
比
し
て
描
か
れ
、
要
だ
け
が
独
自
の

世
界
に
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
五
〇
回
の
挿
絵
〔
図
15
〕
で
は
、

要
が
二
人
を
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
眺
め
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
四

七
回
で
「
要
は
縁
側
に
座
布
団
を
敷
い
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
挿
絵
下
部
に
あ

る
座
布
団
に
座
っ
て
談
笑
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
上
が

り
欄
干
に
腰
か
け
、
二
人
を
見
つ
め
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
に
欄
干
に
移
動
し
た

描
写
は
な
い
。
や
は
り
、
要
は
あ
く
ま
で
視
線
を
投
げ
か
け
る
人
間
と
し
て
、

二
人
か
ら
離
れ
た
存
在
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　

み
て
き
た
よ
う
に
、
淡
路
行
き
の
場
面
の
挿
絵
は
、
要
の
視
点
の
介
在
を
顕

在
化
し
て
い
た
。
要
が
独
自
の
世
界
に
没
入
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
効
果
を
持

つ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
挿
絵
が
小
説
に
並
置
さ
れ
た
と
き
に
生
ま
れ
る
作
用

は
も
は
や
明
白
だ
ろ
う
。
確
認
し
た
よ
う
に
、
淡
路
行
き
の
場
面
は
、
要
の
甘

美
な
記
憶
や
願
望
と
眼
前
の
光
景
と
の
接
合
が
頻
発
し
、
対
象
の
周
縁
化
と
そ

の
消
費
と
い
う
観
光
客
的
性
質
も
多
分
に
包
含
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
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れ
ば
、
要
に
中
心
化
さ
れ
て
い
く
物
語
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
挿
絵
は
要
の
視
線
や
没
入
を
積
極
的
に
提
示
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
記

述
さ
れ
る
物
語
が
あ
く
ま
で
も
要
の
視
点
か
ら
の
み
語
ら
れ
た
、
局
所
的
な
も

の
で
し
か
な
い
こ
と
を
顕
在
化
し
、
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
要
の
視

点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
境
界
を
明
示
す
る
こ
と
で
、
要
の
述
懐
の
中
心
化
を

回
避
し
て
い
る
の
だ
。
前
述
の
通
り
、
小
出
の
挿
絵
は
物
語
の
外
部
を
描
く
脱

中
心
化
的
な
挿
絵
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
の
挿
絵
も
同
様
の
効
果
を
持
つ
。
要

の
視
線
の
介
在
を
明
ら
か
に
す
る
挿
絵
は
、
要
の
感
傷
を
相
対
化
し
そ
れ
が
感

傷
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
。
脱
中
心
的
な
挿
絵
が
要
の
中
心
化
さ
れ
た
物
語

に
並
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
物
語
の
外
部
が
示
さ
れ
続
け
た
と
い
え
よ
う
。

五
、
お
わ
り
に

　
「
蓼
喰
ふ
虫
」
に
付
さ
れ
た
小
出
楢
重
の
挿
絵
は
、
物
語
を
脱
中
心
化
す
る

性
質
の
も
の
を
多
く
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、
以
前
の
回
の
内
容
を
延
長
さ
せ

た
も
の
や
、
当
該
回
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
外
縁
を
描
い
た
も
の
、
物
語
の
中

心
的
で
な
い
微
細
な
箇
所
を
拡
大
し
て
描
い
た
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
挿

絵
は
小
説
に
物
語
の
外
部
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
並
置
さ
れ
続
け
て
き
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
淡
路
行
き
の
場
面
で
は
要
の
視
点
を
顕
在
化
す
る
挿
絵
が

描
か
れ
、
要
の
視
点
に
中
心
化
さ
れ
が
ち
な
物
語
を
逸
脱
さ
せ
て
い
っ
た
の
だ
。

　

挿
絵
が
記
述
さ
れ
た
物
語
の
中
心
を
逸
脱
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
谷
崎
に
と
っ

て
活
字
の
外
部
を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
た
体
験
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
谷

崎
は
「
蓼
喰
ふ
虫
」
執
筆
の
前
後
に
、
装
幀
に
興
味
を
持
ち
始
め
る
。「
装
幀

漫
談
」〔『
読
売
新
聞
』
一
九
三
三
年
六
月
一
六
日
〜
同
年
同
月
一
七
日
〕
で
は

「
近
頃
で
は
何
か
ら
何
ま
で
人
の
手
を
借
り
ず
〔
略
〕
自
分
で
一
冊
の
書
物
を

作
り
上
げ
る
の
が
此
の
上
も
な
く
楽
し
み
」
だ
と
し
て
い
た
。「
蓼
喰
ふ
虫
」

の
連
載
と
小
出
の
挿
絵
は
、
小
説
と
し
て
描
か
れ
る
物
語
の
外
部
を
示
し
得
る

も
の
と
し
て
│
│
人
称
操
作
な
ど
で
も
な
く
│
│
認
識
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
活
字
の
外
部
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
折
し

も
一
九
三
〇
年
前
後
は
、
出
版
資
本
の
拡
大
に
よ
る
活
字
文
化
の
専
制
が
問
題

化
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
）
30
（

。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
い
か
に
自
ら
の
小
説

を
立
ち
上
げ
る
か
と
い
う
課
題
へ
の
応
答
が
、「
蓼
喰
ふ
虫
」
に
は
垣
間
見
え

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
谷
崎
作
品
の
装
幀
に
つ
い
て
更
な
る
考
究
は
必
須
で
あ

る
が
）
31
（

、
こ
う
し
た
谷
崎
の
変
化
の
契
機
と
し
て
、
小
出
楢
重
と
そ
の
挿
絵
の
存

在
は
看
過
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。「
蓼
喰
ふ
虫
」
と
い
う
作
品
を
谷
崎
の
関

西
移
住
や
家
庭
問
題
な
ど
の
諸
体
験
の
表
出
と
捉
え
る
だ
け
で
は
な
く
、「
蓼

喰
ふ
虫
」
そ
れ
自
体
が
ひ
と
つ
の
鮮
烈
な
体
験
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

注

（
1
）　

中
村
光
夫
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』〔
講
談
社
文
芸
文
庫
版
、
二
〇
一
五
年
八
月
〕
一
七

四
頁

（
2
）　

松
本
清
張
「
潤
一
郎
と
春
夫
」〔『
昭
和
史
発
掘
３
』
文
芸
春
秋
、
一
九
六
五
年
一
二

月
〕、
た
つ
み
都
志
「『
蓼
喰
ふ
虫
』
考
│
│
「
人
形
」
の
形
象
に
つ
い
て
│
│
」〔『
谷

崎
潤
一
郎
・「
関
西
」
の
衝
撃
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
二
年
一
一
月
〕
な
ど
。

（
3
）　

宮
城
達
郎
「「
蓼
喰
ふ
虫
」
の
世
界
と
構
造
」〔『
国
語
と
国
文
学
』
第
四
四
巻
一
一
号
、
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一
九
六
七
年
一
一
月
〕、
清
水
良
典
「
神
の
巫
女
│
│
谷
崎
潤
一
郎
〈
松
子
サ
イ
ク
ル
〉

の
変
身
│
│
」〔
佐
藤
泰
正
編
『
文
学
に
お
け
る
変
身
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年
一

二
月
〕
な
ど
。

（
4
）　

佐
伯
彰
一
『
物
語
芸
術
論
』〔
講
談
社
、
一
九
七
九
年
八
月
〕、
佐
藤
淳
一
「
谷
崎
潤

一
郎
〈
芸
〉
の
思
想
│
│
「
蓼
喰
ふ
虫
」
と
「『
芸
』
に
つ
い
て
」」〔『
国
語
と
国
文
学
』

八
五
巻
二
号
、
二
〇
〇
八
年
二
月
〕、
千
葉
俊
二
「
女
房
の
ふ
と
こ
ろ
」〔
千
葉
俊
二
『
谷

崎
潤
一
郎　

狐
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
』
小
沢
書
店
、
一
九
九
四
年
六
月
所
収
〕
な
ど
。

（
5
）　

小
出
龍
太
郎
「
谷
崎
潤
一
郎
「
蓼
喰
ふ
虫
」
の
構
造
」
お
よ
び
「「
蓼
喰
ふ
虫
」
と

小
出
家
」〔
共
に
小
出
龍
太
郎
編
『
小
出
楢
重
と
谷
崎
潤
一
郎　

小
説
「
蓼
喰
ふ
虫
」

の
真
相
』
春
風
社
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
所
収
〕
に
詳
し
い
。

（
6
）　

谷
崎
は
一
九
二
七
年
に
芥
川
龍
之
介
と
「
小
説
の
筋
」
論
争
を
交
わ
し
、「
構
造
的

美
観
」
を
称
揚
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
後
年
の
谷
崎
は
、「
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
自
然

と
筋
が
出
来
上
つ
て
行
く
」〔「
雪
後
庵
夜
話
」（『
中
央
公
論
』
一
九
六
三
年
六
月
）〕

こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
と
述
べ
る
。
中
村
と
も
え
「
小
説
に
筋
を
も
た
ら
す
こ
と

│
│
谷
崎
潤
一
郎
『
刺
青
』
か
ら
『
蓼
喰
ふ
虫
』
ま
で
│
│
」〔『
国
語
と
国
文
学
』
八

二
巻
九
号
、
二
〇
〇
五
年
九
月
〕
で
は
「
小
説
の
筋
は
〔
略
〕
そ
れ
自
身
で
自
立
的
に

展
開
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
、「
蓼
喰
ふ
虫
」
が
そ
の
課
題
の

「
一
定
の
解
決
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
も
自
己
目
的
化
し
た
小
説
技
術
へ
の
対

抗
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
7
）　
「「
細
雪
」
回
顧
」
は
『
作
品
』
二
号
〔
一
九
四
八
年
一
一
月
〕
に
「「
細
雪
」
そ
の
他
」

と
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
修
正
・
改
題
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
8
）　

明
里
千
章
「〈
気
分
〉
を
写
す　

蓼
喰
ふ
虫
」〔『
谷
崎
潤
一
郎　

自
己
劇
化
の
文
学
』

和
泉
書
院
、
二
〇
〇
一
年
六
月
〕
に
お
け
る
詳
細
な
整
理
が
示
す
通
り
、「
蓼
喰
ふ
虫
」

は
休
載
が
著
し
く
多
い
。
こ
う
し
た
事
情
は
「
蓼
喰
ふ
虫
」
が
連
載
中
に
様
々
な
転
換

や
変
更
を
行
っ
て
い
る
こ
と
の
証
左
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
明
里
は
同
論
で
「
作
者

自
身
の
生
活
を
支
配
す
る
〈
気
分
〉
を
構
想
や
筋
よ
り
優
先
さ
せ
」
た
「「
出
た
と
こ

勝
負
」
の
実
験
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
9
）　

匠
秀
夫
「
小
出
楢
重
│
│
そ
の
日
本
的
伝
統
と
近
代
性
」〔『
美
術
手
帳
』
三
一
九
号
、

一
九
六
九
年
一
一
月
〕、
津
田
奈
菜
絵
「
小
出
楢
重
と
阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」〔『
表
現

文
化
研
究
』
八
巻
二
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
〕
な
ど
。

（
10
）　

小
出
楢
重
宇
野
浩
二
宛
書
簡
一
九
二
八
年
一
一
月
一
五
日
〔『
開
館
十
周
年
記
念　

小
出
楢
重
の
素
描　

小
出
楢
重
と
谷
崎
潤
一
郎
│
│
「
蓼
喰
ふ
虫
」
の
世
界
│
│
』
芦

屋
市
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
所
収
〕
に
「
谷
崎
氏
の
も
の
ゝ
挿
絵
を

か
く
事
は
／
〔
改
行
を
示
す
、
以
下
同
〕
大
分
以
前
よ
り
交
渉
あ
り
ま
し
た
」
と
あ
る
。

ま
た
、
谷
崎
自
身
も
「
谷
崎
文
学
の
周
辺　

挿
画
の
思
い
出
」〔『
日
本
の
文
学
23　

谷

崎
潤
一
郎
集
（
一
）』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
四
年
二
月
〕
に
お
け
る
円
地
文
子
と
の

対
談
で
、
自
ら
挿
絵
を
依
頼
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
挿
絵
に
つ
い
て
の
谷
崎
側
か

ら
の
注
文
は
数
少
な
い
が
、
例
え
ば
第
六
八
回
で
は
「
西
蔵
風
の
／
観
音
さ
ま
を
画
い

て
頂
く
／
と
大
へ
ん
い
い
と
思
ひ
ま
す
」
と
い
う
指
示
が
さ
れ
て
い
る
〔
谷
崎
潤
一
郎

小
出
楢
重
宛
書
簡
一
九
二
九
年
四
月
二
六
日
（
前
掲
『
開
館
十
周
年
記
念　

小
出
楢
重

の
素
描　

小
出
楢
重
と
谷
崎
潤
一
郎
│
│
「
蓼
喰
ふ
虫
」
の
世
界
│
│
』
所
収
）〕。

（
11
）　

日
高
佳
紀
「〈
狂
気
〉
へ
の
回
路
│
│
谷
崎
潤
一
郎
「
黒
白
」
の
読
者
と
挿
絵

│
│
」〔『
奈
良
教
育
大
国
文　

教
育
と
研
究
』
三
八
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
〕

（
12
）　

實
方
明
日
香
「
谷
崎
潤
一
郎
『
蓼
喰
ふ
虫
』
│
│
新
聞
小
説
に
お
け
る
挿
絵
の
問
題

│
│
」〔『
清
泉
語
文
』
二
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
〕
で
は
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
手
法
で
作

成
さ
れ
た
挿
絵
が
美
佐
子
の
愛
人
・
阿
曾
の
登
場
場
面
に
頻
出
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
れ
ら
の
挿
絵
を
、
阿
曾
を
「
幻
想
的
に
表
現
す
る
た
め
の
手
助
け
」
と
し
て
い
る
。

（
13
）　

佐
藤
淳
一
「
ま
な
ざ
し
の
生
成
│
│
「
蓼
喰
う
虫
」
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
（
１
）

│
│
」〔『
和
洋
国
文
研
究
』
四
九
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
〕
お
よ
び
「
重
な
り
合
う
形

象
│
│
「
蓼
喰
う
虫
」
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
（
２
）
│
│
」〔『
和
洋
国
文
研
究
』
五
〇

号
、
二
〇
一
五
年
三
月
〕
で
は
、
単
行
本
等
の
挿
絵
を
複
合
的
に
検
証
し
て
い
る
。
た

つ
み
都
志
「『
蓼
喰
ふ
蟲
』
成
立
事
情
〜
七
十
八
回
の
改
稿
の
動
機
と
意
味
〜
」〔『
武

庫
川
国
文
』
六
一
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
〕
で
は
「
谷
崎
は
楢
重
か
ら
〔
略
〕
さ
ま
ざ

ま
な
啓
示
を
受
け
て
小
説
を
書
き
す
す
め
る
こ
と
が
出
来
た
」
と
す
る
。
本
稿
の
問
題

意
識
は
こ
の
主
張
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
論
は
第
一
回
の
挿
絵
と
第
五
二
回

挿
絵
の
共
通
性
か
ら
、
谷
崎
が
第
一
回
の
挿
絵
に
影
響
を
受
け
て
第
五
二
回
を
執
筆
し
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た
と
す
る
も
の
の
、
こ
の
考
察
は
局
所
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
連
載
中
の
影
響
関
係
の

論
証
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
単
行
本
化
す
る
た
め
に
送
ら
れ
て
き
た
第
二
回
の

挿
絵
を
谷
崎
が
見
て
、
七
八
回
以
降
の
プ
ロ
ッ
ト
を
思
い
つ
い
た
と
す
る
が
、
こ
こ
も

や
は
り
局
所
的
な
指
摘
に
留
ま
っ
て
い
る
。

（
14
）　

佐
藤
前
掲
論
文
「
ま
な
ざ
し
の
生
成
│
│
「
蓼
喰
う
虫
」
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
（
１
）

│
│
」

（
15
）　

明
里
千
章
「「
蓼
喰
ふ
虫
」
挿
絵
の
方
法
」〔
前
掲
『
小
出
楢
重
と
谷
崎
潤
一
郎　

小

説
「
蓼
喰
ふ
虫
」
の
真
相
』〕

（
16
）　

同
右

（
17
）　

伊
藤
整
「「
谷
崎
潤
一
郎
全
集
」
解
説
」〔『
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
』
中
央
公
論
社
、

一
九
七
〇
年
七
月
所
収
〕

（
18
）　

松
本
清
張
前
掲
「
潤
一
郎
と
春
夫
」

（
19
）　

藤
田
修
一
「「
蓼
喰
ふ
蟲
」
論
│
│
主
人
公
要
の
姿
勢
を
軸
に
│
│
」〔『
駿
河
台
大

学
論
叢
』
四
号
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
〕

（
20
）　

明
里
前
掲
論
文
「〈
気
分
〉
を
写
す　

蓼
喰
ふ
虫
」

（
21
）　

谷
崎
潤
一
郎
小
出
楢
重
宛
書
簡
一
九
二
九
年
五
月
二
五
日
〔
前
掲
『
開
館
十
周
年
記

念　

小
出
楢
重
の
素
描　

小
出
楢
重
と
谷
崎
潤
一
郎
│
│
「
蓼
喰
ふ
虫
」
の
世
界

│
│
』
所
収
〕
に
よ
れ
ば
、「
も
う
一
度
／
七
十
八
回
か
ら
書
き
直
し
ま
す
」
と
あ
り
、

挿
絵
に
つ
い
て
も
「
こ
れ
か
ら
小
出
さ
ん
に
相
談
を
し
、
／
画
き
直
す
な
ら
直
し
て
も

／
ら
つ
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）　

た
つ
み
前
掲
論
文
「『
蓼
喰
ふ
蟲
』
成
立
事
情
〜
七
十
八
回
の
改
稿
の
動
機
と
意
味
〜
」

（
23
）　

荒
川
朋
子
「「
蓼
喰
ふ
虫
」
執
筆
状
況
と
挿
絵
を
め
ぐ
っ
て
」〔
前
掲
『
小
出
楢
重
と

谷
崎
潤
一
郎　

小
説
「
蓼
喰
ふ
虫
」
の
真
相
』
所
収
〕

（
24
）　

宮
内
淳
子
「「
お
伽
噺
の
国
」
へ
の
通
路
│
│
『
蓼
喰
ふ
虫
』
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」

〔『
淵
叢
』
六
号
、
淵
叢
の
会
、
一
九
九
七
年
三
月
〕

（
25
）　

五
味
渕
典
嗣
『
言
葉
を
食
べ
る
│
│
谷
崎
潤
一
郎
、
一
九
二
〇
〜
一
九
三
一
』〔
世

織
書
房
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
〕
二
〇
二
頁

（
26
）　

山
口
政
幸
「『
蓼
喰
ふ
虫
』
論
の
た
め
の
ノ
ー
ト
〈
Ⅱ
〉
│
│
洲
本
町
の
中
の
谷
崎

潤
一
郎
│
│
」〔『
専
修
国
文
』
六
七
号
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
〕

（
27
）　

ジ
ョ
ン
・
ア
ー
リ
、
ヨ
ー
ナ
ス
・
ラ
ー
ス
ン
著
、
加
太
宏
邦
訳
『
観
光
の
ま
な
ざ
し

〔
増
補
改
訂
版
〕』〔
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
〕
五
頁

（
28
）　

グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ケ
ズ
ナ
ジ
ャ
ッ
ト
「
谷
崎
潤
一
郎
『
蓼
喰
ふ
蟲
』
に
お
け
る
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
│
│
「
日
本
回
帰
」
を
再
考
し
て
│
│
」〔『
同
志
社
国
文
学
』
七
七
号
、

二
〇
一
二
年
一
二
月
〕
は
作
中
に
み
ら
れ
る
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
言
説
」
に
つ
い

て
、「「
西
洋
化
」
さ
れ
た
要
と
美
佐
子
（
そ
し
て
あ
る
程
度
美
佐
子
の
父
）
の
、
関
西

に
見
ら
れ
る
「
伝
統
的
な
日
本
」
へ
の
眼
差
し
が
こ
の
言
説
に
染
ま
っ
て
い
る
の
は
明

ら
か
」
と
し
て
い
る
。

（
29
）　

ア
ー
リ
、
ラ
ー
ス
ン
前
掲
書
に
お
い
て
観
光
が
「
記
号
の
集
積
」〔
八
頁
〕
と
定
義

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
観
光
者
が
、
パ
リ
で
キ
ス
を
し
て
い
る
カ
ッ
プ
ル
を
見
た
場

合
、
そ
の
ま
な
ざ
し
に
捕
ら
え
ら
れ
た
も
の
は
「
永
遠
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
パ
リ
」

と
な
る
」
状
態
で
あ
る
。
要
が
周
囲
の
風
景
を
中
心
化
す
る
こ
と
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

（
30
）　

紅
野
謙
介
『
書
物
の
近
代
』〔
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
、
二
〇
一
一
年
三
月
〕
で
は
「
商

品
化
さ
れ
画
一
化
さ
れ
る
書
物
の
状
況
に
抵
抗
す
る
べ
く
、
一
九
三
〇
年
前
後
が
新
た

な
書
物
論
の
時
代
と
な
る
」〔
一
八
一
頁
〕
と
し
て
い
る
。

（
31
）　
「
蓼
喰
ふ
虫
」
の
場
合
、
改
造
社
刊
〔
一
九
二
九
年
一
一
月
〕
の
単
行
本
は
小
出
が

装
幀
を
担
当
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
佐
藤
前
掲
論
文
「
ま
な
ざ
し
の
生
成
│
│
「
蓼
喰

う
虫
」
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
（
１
）
│
│
」
を
参
照
。

※
「
蓼
喰
ふ
虫
」
は
本
稿
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
初
出
紙
（『
東
京
日
日
新
聞
』）
か
ら
引
用

し
た
。
小
出
楢
重
の
挿
絵
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
他
谷
崎
潤
一
郎
の
作
品
は
『
谷
崎
潤

一
郎
全
集
』〔
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
五
年
五
月
〜
二
〇
一
七
年
六
月
〕
か
ら
引
用
し
た
。

そ
の
他
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。


