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The implication of "Siren" 

The lotus has been the theme of painting, and there many master works which delineate it. Its 

nower is pure and innocent, and gives the feel ing of loneliness and silence after it is wi出ered

Chiba is where ancient lot:11s was discovered a.i1d its life was reinstated. CoincidentaUy, the Chiba Ctiy 
Museum of Art is located on a street made by reclaimiog the lotus field called Lotus Pond 

(Hasu-ike) in ancient times. Siren has the same µhonetic expression as Siren in Greek mytholo窃

who lured mariners to tlieir dcstn1clion. 1ne name o f the bulletin was dec ided with the intention 

to weave lhe beautiaes of both present and 皿cient times as if harvesting the lotus and to discuss the 

ruts which lure us]jke a Siren 

蓮
は
古
来
の
画
題
で
あ
り
そ
れ
を
描
い
た
名
画
は
多
い 。
そ

の
花
は
清
浄
無
垢 、
ま
た
枯
れ
て
は
寂
益
の
情
を
も
た
ら
す 。

千
業
は
古
代
連
の
種
が
発
掘
さ
れ
現
代
に
命
を
復
活
し
た
町

で
あ
り 、
奇
し
く
も
千
葉
市
美
術
館
は
古
に
は
蓮
池（
は
す
い

け）
と
呼
ば
れ
蓮
の
椋
う
池
を
埋
立
て
た
と
い
う
い
わ
れ
の
繁

蔀
街
に
位
置
す
る 。
音
通
す
るsire
n
は
美
声
を
し
て
船
采
り

を
誘
惑
し
難
破
さ
せ
る
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
海
の
精
で
あ
る 。
蓮

を
採
る
が
如
く
古
今
の
美
を
紡
ぎ 、
妖
精
の
如
く
人
を
魅
惑

す
る
芸
術
に
就
い
て
論
ず
べ
く
本
誌
の
週
を
定
め
た 。

採
蓮
の
い
わ
れ

Chiba City Museum of Art 千
葉
市
美
術
館

こ
＞

4
 



で
米
て
頂
い
た
の
は
如
何
に
商
売
と
は
い
え、

彼
も
初
期
版

芸
術
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り、

版
元
や
刊
行
の
烈
図、

招
数

あ
ま
り
売
れ
も
し
な
い
の
に、

わ
ざ
わ
ざ
土
＂
森
く
ん
だ
り
ま

自
立
し
た
芸
術
作
品
と
し
て
鑑
伐
さ
れ
る
の
は
必
ば
し
い
が、

を
ぎ
ょ
ろ
つ
か
せ
て
、

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
な
め
て
い
た
。

く
な
い
。

か
つ
て
忠
ま
れ
な
い

撹
遇
に
あ
っ
た
版
両
た
ち
が

郷
里
の
先
輩、

棟
方
志
功、

下
沢
木
鉢
郎、

鷹
山
宇
一

等
の

奸
助
出
品
を
お
願
い
し、

中
島
重
太
部
の
応
援
を
求
め
た
。

中
島
は
前
川
干
帆
の
帝
展
人
選
作
「
屋
上
展
望
」
や
川
上
滋
生

の
「
兵
縁
」
や
新
東
京
百
蚊
の
内
の
何
点
か
を
陳
列
し
て、

光

約
に
応
じ
た。
（
中
略）
中
島
巫
太
郎
は
洒
は
た
し
な
ま
な
い
ら

し
く、

懇
親
の
座
談
会
で
は、

少
し
禿
げ
上
が
っ
た
額
に
H

あ
っ
た
り
背
後
に
頒
布
会
が
存
在
し
た
り
す
る
こ
と
が
少
な

扱
わ
れ
な
が
ら、

実
は
あ
る
店
が
発
行
し
た
述
作
の
一

点
で

近
代
版
画
の
楊
合

数
多
い
。

版
画
家
関
野
準
i

郎
は
、

本
格
的
な
修
業
の
た
め
に
生
地

胄
森
か
ら
東
京
に
移
り
住
む
は
る
か
前、

早
く
も
中
学
生
の

頃
か
ら
中
島
重
太
郎
な
る
人
物
を
介
し
て
版
圃
作
品
を
手
に

入
れ
、

逍
具
や
画
材
を
整
え
て
い
た
。

そ
の
彼
が
一

九―1

0

年
代
は
じ
め
を
回
想
し
た
文
店
に、

次
の
よ
う
な
く
だ
り
が

あ
る
。

「
郷
里
残
留
組
の
版
画
研
究
会
「
坪ダ
人
社」
に
よ
っ
て、

相
変

わ
ら
ず
何
人
版
画
誌
を
作
り、

時
々
、

版
画
展
笈
会
を
開
他

し
た。

同
人
の
下
手
な
版
両
で
は
見
せ
物
に
な
ら
な
い
の
で、

は
じ
め
に

版
画
屋

中
島
重
太
郎

画
を
並u
及
し
た
大
切
な
恩
人
で
あ
っ
た」（
註
1
)

本
稿
は、

近
代
版
画
の
「
大
切
な
恩
人」
中
島
直
人
郎（
な
か

じ
ま

じ
ゅ
う
た
ろ
う

額
緑
に
収
ま
り
単
独
の
作
品
と
し
て

一

八
八
し
、

九
七
四）
の
足
跡
を
た

ど
ろ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る（
図
1)
o

cl
島
せ
太
郎
と
い
え

ば
、

R
本
の
近
代
版
画
を
通
観
す
れ
ば
必
ず
出
会
う
人
物
で

あ
り、

と
り
わ
け
i

lL.
i
八
年
に
始
ま
る
連
作
版
画〈
新
東
京

百
は
〉
を
頒
布
し
た
「
創
作
版
両
倶
楽
部」
の．
E
人
と
し
て
知
ら

れ
る
。

ほ
か
に
も
雑
品「
版
両
C
L
U
l3j
や
版
圃
躯『
き
つ
つ
き」

と
い
っ

た
巫
要
な
仕
事
を
残
し
て
い
る
。

彼
は、

小
野
忠
爪

氏
に
よ
る
と
栄
え
あ
る
敢
も
古
い
創
作
版
脚
商
な
の
で
あ
る

が（
註
2〉、

そ
の
業
紹
が
ま
と
ま
っ

た
形
で
語
ら
れ
る
こ
と
は

極
め
て
少
な
く（
註
3
)、

ま
た
創
作
版
圃
俣
楽
部
を
版
元
と
し

な
が
ら
そ
れ
と
明
記
さ
れ
ず
に
紹
介
・

展
示
さ
れ
る
作
品
も

西
山
純
子

図
1

中
島
祖
太
郎
六
0
代
の
頃、

採
K
か
に一J
.

5

島
江
久
f
氏
の
こ
促
は
に
よ
る



九．
叫
年
の

イ
ズ
や
質、

招
数
を
n
ら
決
め
た
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ

訪
れ、

大
阪
の
文
芸
誌
に
寄
稿
な
ど
も
し
て
い
る
か
ら
不
自

一
介
の
版

應問
で
あ
り
·
t
宰
誌
に
お
い
て
さ
え
11

本
作
刊
行
中、

存
果
党
は
東
求
に
移
転
し
て
い
る。

既
述

伝
う
ぺ
く」
刊
行
さ
れ
た
も
の
四
枚
を
収
め
た
袋
に
は「
粁

果
常
板」
と
の
文
字
が
あ
る。

一
現
代
浪
化
の
各
廊
に
於
け
る
風
俗
の
情
趣
を
版
画
を
迪
じ
て

一
八
年
ヒ
JJ
に
は
完
成
し
て
い
る（
註
15）
（
図
4）。
→

L一
ヒ
rr

｝

グ
イ9

一
九

第．
集

然
で
は
な
い。

図
3
fl
Jt
柏
卒^
＇小
湯＞
一
九
1四
年、
木
版
多
色
用

い。
さ
ら
にr、
II
画
自
刻
自
摺」
を
旗
印
と
し
た
い
わ
ゆ
る
剖

作
版
圃
に、

他
招
あ
る
い
は
他
刻
他
摺
の
将
及
品
が
多
く
存

在
す
る
こ
と
は、

そ
う
し
た
梢
報
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
確
品

機
会
を
得
た（
註
4)。
社
久
子
氏
の
淡
品
と
こ
れ
ま
で
の
知
見

を
も
と
に、

忘
れ
ら
れ
た
ひ
と
り
の
版
両
屈
の
輪
郭
を
た
ど

わ
け
中
島
が
版
画
に
関
わ
り
は
じ
め
た
大
正
期
に
つ
い
て
は

極
め
て
情
報
が
少
な
く、
FIf
果
常
や
11
本
風
扱
版
両
会
設
立

の
経
紺
は
明
ら
か
で
な
い。
ま
た
彼
ば「
ru
果
党」「
日
本
風
贔

版
両
会」「
創
作
版
両
倶
楽
部」
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
屈
号
を

川
い
て
い
る
が、

そ
れ
ら
は
年
代
顧
に
整
然
と
並
べ
う
る
も

の
で
は
な
く、

消
え
た
か
と
思
う
と
ま
た
現
れ
る
不
nT
鮒
を

ぷ
す。
作
家
た
ち
の
文
章
に
手
が
か
り
を
求
め
て
も、

版
画

を
承
知
の
う
え
で
知
り
褐
た
梢
報
を
整
理
す
る
こ
と
に
す
る

が、

雅
し
い
刊
行
作
品
の
aF
細
は、

記
録
ヒ
に
の
み
現
れ
る

も
の
も
含
め、

後
ろ
の
リ
ス
ト
に
ま
と
め
た。

[-
]
仔
果
咲

巾
品
屯
太
郎
は
一
八
八
七（
明
治.·
o)
年
九
月
ニ
ヒ
LI、

と
こ
ろ
で（
卜．q
り京〉
に
関
わ
っ
た
三
店
は
ふ
つ
う「
版
尤」

と
さ
れ
る
が、
こ
れ
は
正
確
で
は
な
い（
註
7)。
と
い
う
の
も

柏
氾＇
は
自
伝
の
な
か
で
取
仔
洞
を「
発
行
所」
と
し、

紙
の
サ

る（
註
8)。

光
太
郎
に
し
て
も
柏
必
に
は
好
い
顔
を
し
た
よ
う

だ
が、

南
滋
辿
宛
占
簡
で「
あ
れ
は
無
茶
苫
茶
に
耽
人
が
剥
っ

た
の
で
す」
と
投
げ
や
り
な
も
の
い
い
を
し
て
い
る（
註
9〉。
こ

れ
で
は
版
元
と
は
い
え
ま
い。

柏
射
と
ICIJ
果
党
の
勘
合
も
巾

伯
は
同
じ
で、

版
元
は
誰
か
と
問
う
な
ら
ば、

柏
＃
本
人
で

あ
ろ
う（
註
10)。

版．
JC
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
1
島
が
版
画
を
扱
っ
た
蚊

初
の
作
品
と
思
し
き〈
東
点
ト
ニ
尿〉
で
あ
る
が、
こ
こ
で
問

題
と
な
る
の
は
彼
が
本
作
に
関
わ
り
は
じ
め
た
時
期
で
あ
る

EIi
果
常
の
開
業
は
い
つ
な
の
で
あ
ろ
う
か。

刊
行
再
開
に
あ
た
り、

柳
庄たぃ
店
は「
み
づ
ゑ」
や「
現
代
の
洋

訓」、

そ
し
て
店
の
LI
録
を
兼
ね
た
機
関
誌で
夭
術
と
文
芸」

に
広
店
を
出
し
た（
註
11)。
け
れ
と
も
青
果
常
に
関
し
て
は、

同
年
の
記
サ
や
広
店
を
稿
名
は
未
だ
確
認
し
て
い
な
い。

伊

t
凡＂9
11

伝
を
tz
い
た
祖
m
浩

氏
に
よ
れ
ば、（
ト一
ぷ兄〉
の
彫

版
を
手
伝
っ
た
f
塚
迅ー
か
ら、
，
九
、
几
年
作〈
下
谷〉
の

奥
付
と
し
て「
発
行
元
は
大
阪
の「
行
果
棠」
で、
中
島
直
太
郎」

「
中
島
の
仕
所
は、
「
大
阪
市
東
区
東f．ぢ
町
一
f
H
四
番
地」」

と
の
情
報
を
得
た
と
い
う〈
註
12)。
た
だ
し
祖
川
の
い
う
〈
下

界
の
投
Ji
に
向
け
ら
れ
な．．．
 い葉
は
決
し
て
多
く
な
い。

ポ
抽

ご
存
じ
な
か
っ
た。
た
だ
中
島
は

＂印
屯W
果
を
敬
愛
し、

俳

で
あ
る。
じ＂
果
滋
時
代
に
つ
い
て
は＂汗
久，
ナ
氏
も
北
し
く
は

し
か
し
な
が
ら
尖
際、

わ
か
ら
な
い
こ
と
は
多
い。
と
り

っ
て
み
た
い。

品
直
太
郎
の，．．
 女
ぷ2
久
f
氏
か
ら
お
話
を
う
か
が
う
伐
前
な

的
な
濶木tL
は
未
だ
充
分
で
は
な
い。

寺
い
木
秘
準
備
中、

中

で
き
る
の
で
あ
る。

近
代
版
圃
と
い
う
分
野
に
お
い
て
基
礎

価
格
な
ど
の
情
報
が
抜
け
裕
ち
て
し
ま
っ
て
よ
い
わ
け
は
な

人
阪
市
東
区
東
衣
町
:l
H
四
番
地
に
生
ま
れ
た。
EIJ
年
の

頃
か
ら
絵
や
音
楽、

芝
居
を
菱
し
た
と
い
う
が、

長
じ
て．
二

和
銀
行
の
前
身
で
あ
る
ニ
ト
四
銀
行
に
入
る。

畦
地
梅
太
郎

に
よ
る
と
行
U
峙
代
す
で
に、
「
平
福(rl
穂）、
（
森
田）
恒
友、

“
片
兄
佑（
柏心[9•
鶴；．）、

そ
の
当
時
と
し
て
は
無
名
で
あ

っ
た
n
本
画、

洋
圃
の
変
り
帥
を
見
い
出
し
て、

色
紙
短
冊

の
小
も
の
を
さ
か
ん
に
集
め
て
い
た
の
で
打
名」
だ
っ
た
と
い

う（（
）
内
は
憐
者・
註
5)。
後
述
す
る〈
U
本
風
娯
版
画〉
の
描

き
千
た
ち
に、

早
く
か
ら
it
u
し
て
い
た
ら
し
い。
そ
し
て

火
正
期
は
じ
め、

銀
行
勤
め
を
し
な
が
らじIr
果
堂
と
い
う
店

を
聞
く0
.J
の
E
II

果
党
か
ら
発
行
し
た
石
片
柏
＃
作
〈
東
京

じi
娯〉（
図
2)
に
よ
り、

中
島
は
版
両
史
t
に
姿
を
現
す
の

り
を
「
行
果」
と
い
っ
た
か
ら、

店
名
は
そ
れ
に
ち
な
む
も

の
だ
ろ
う
と
い
う。
店
舗
を
構
え
た
わ
け
で
は
な
く
自
も
で

の
商
い
で
あ
り、

ま
た
経
済
的
に
は
裕
福
な
実
家
の
援
助
が

あ
っ
た
も
の
と
も
椎
測
さ
れ
て
い
る
（
註
6〉。

“
井
柏
年
の〈
東
京
卜．一
浜〉
は
彫
師
に
伊
t
凡
竹
を
迎
え

て
一
九
一
0
年
に
発
刊、

は
じ
め」
凶
村
光
太
郎
が
神
田
淡
路

町
1
1

聞
い
た
画
廊
取
奸
洞
で
売
ら
れ
た。
一・
作
が
成
っ
た
と

こ
ろ
で
柏
＃
渡
欧
の
た
め
中
断、

帰
国
後一
九一
四
年
に
再

開
さ
れ
て
柳
斥
占
店
とに日
果
党
を
発
行
所
と
す
る
も、
゜
九

：じ
年
の
JL
作
U
で
刊
行
を
終
え
て
い
る。
柳
尾
・
甘
果
党

と
も
に
大
阪
の
店
で
あ
る
が、

当
時
柏心，r
は
顔
槃
に
点
阪
を

谷〉
は
再
刊
第一
作
す
な
わ
ち：
JL
·
四
年
刊
が
正
し
く、

あ
る
い
は
こ
の
や
り
と
り
は、

当
時
す
で
に
存
果
堂
か
什
在

し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
か
も
し
れ
な
い。
稿
者
が
知
る
限

り、

上H
果
堂
を
示
す
最
も
占
い
脊
料
は
．
九
一
五
年
八
月
の

も
の
で
あ
る（
註
13)。
い
ず
れ
に
し
て
も
存
果
常
は
．
九
一
匹

年
か
遅
く
と
も
翌
年
に
は
開
業
し
て
い
た
の
で
あ
る
が、

開

業
の
時
期
や、〈
十．．
 蚊〉
を
扱
い
ぱ
じ
め
た
時
期
の
確
実
な
と

こ
ろ
は
明
ら
か
で
な
い。

い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
に〈
東
京
卜．
ばい〉
を
扱
っ
た
に
せ
よ、

作
名
の
が
片
柏

心ふ”
中
島
直
太
郎
に
と
っ
て
決
定
的
な
慈
味

を
持
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る。
E日
果
棠
に
続
く
屈
号
で
あ

る「
LI
本
風
筑
版
圃
会」
は
柏
卒
十
凡
竹
と
い
う
同
じ
コ
ン
ピ

に
よ
る〈
日
本
風
娯
版
画

北
陸
ヽ＜
部〉
で
は
じ
ま

る
し、〈
n

本
瓜
尿
版
両〉
全一
〇
集
の
描
さ
手
は、

弟
の
競．一，

を
の
ぞ
い
て
い
ず
れ
も、

柏
亭
が
則
函
的
な
指
導
者
を
つ
と

め
た
雑
kg「
方
寸」
の
同
人
で
あ
っ
た。
ま
た
中
島
自
身「
木
版

画
の
年
鉗
状
に
就
て」
と
い
う
小
文
の
な
か
で
柏
年
に
ふ
れ
て

、

。

＞
る

数
少
な
か
っ
た
彼
の、

既
釈
な
肉上だ
と
い
え
る
同
文
に
は
次

の
よ
う
な．
節
が
あ
る。

「
石
井
鶴
二
氏
と
知
遇
を
碍
た
の
は
IJI
端
に
屈
ら
る
る
頃、

た
し
か
大
正
六
年
頃
で
あ
っ
た、

そ
の
翌
の
正
月
に
買
っ
た

年
賀
状
が
自
刻
自
招
版
画
で
あ
っ
た。
そ
の
時
既
に
柏
亭
仄

は
自
刻
版
画「
木
場」
を
発
表
さ
れ
て
い
た
の
で、

鶴f：．
さ
ん

も
n
分
で
刻
ら
れ
た
の
か
と
思
っ
た
と
同
時
に、
こ
れ
が
JJ

図
2
b
井
柏
卒
〈
東
京
1．一
原〉
よ
りへ
下
谷〉
一
九

※
ぷ
稿
中
の
図
版
は
す
ぺ
て
↑
必
市
X
iii
餓
疱威
作
品
四
年、
木
訳
多
色
摺

画
か
と
思
っ
た」（
註
14）（
図
3）

「
刀
両」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く、

創
作
版
画
最
初
期、

喰

に
よ
ら
ぬ
刀
の
画
の
誕
生
を
JJ
強
く｛
11．
言
し
た
際
の．ゴ
5

業
で

あ
る。

後
年
中
島
は
創
作
版
面
倶
楽
部
を
興
し、

あ
ま
た
の

清
新
な
創
作
版
画
を
祉
に
送
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が、

そ
の

原
点
に
は
柏
年
が
い
た
の
で
あ
る。
か
の「
柏
＃
n
伝」
が
も

し
伯
号
の
死
で
中
断
し
な
か
っ
た
な
ら
ば、

ヤげ
果
党
か
ら
H

本
風
娯
版
画
会
に
か
け
て
の
中・
品
が
お
そ
ら
く
登
楊
し
た
で

あ
ろ
う。
そ
し
て
彼
の、
よ
り
立
体
的
な
像
が
今
11
に
伝
え

ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
と
残
念
で
な
ら
な
い。

さ
て、

廿
果
常
が〈
卜．．
 号ふ〉
に
統
い
て
手
が
け
た
の
は
北

野
恒
ば
喰〈
廓
の
春
秋〉^
ょ
四
作
で
あ
る。
．
九
．
四
年一
―

月
頃
の〈
秋
南
地
湯
t
り〉
に
は
じ
ま
り、〈
在
新
町
稽
古
の
間〉

〈
以
堀
江
の
夕〉
と
紬
い
て
＂取
後
が^
冬
新
地
鋭
の
前〉、

.
J
の
行
呆

骨者口
鉗（「

ぜ殷5」
li
0
:i\-'
付
録、
註
16
)

に
よ
れ
ば、

し
た．
九一
五
年
八
月
の
品
＊
に
は「
大
阪
東
区
東
公
町一
ノ

四
行
果
堂」
と
あ
る
の
に
対
し、

や
は
り
既
出
の
．
九：
ヒ
年

―
一
月
の
fl
録
で
は「
東
京
府
代
々
木一
．
9．
四
111
島tIJ
果
党」

と
な
っ
て
い
る。
立
公ハ·
r

氏
に
よ
れ
ば
引
越
し
は
．
九一
六

年
頃、

理
由
ぱ
勃
務
先
の
銀
行
が
京
橋
に
支
店
を
設
け
る
こ

—- ―

，
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白
の
八
年
の
ど
こ
か
で
中
島
は
銀
行
を
辞
め
て
い
る。
と
も

-
JL
二
九
年
は
じ
め

依
頼
し、

招
り
上
が
っ
た
作
品
の
す
べ
て
を
献
じ
て
い
る
し

れ
た
小
さ
な
版
画
が
貼
り
込
ま
れ
て
い
る（
図
5)。
広
告
に
よ

関
与
は
な
か
っ
た
も
の
の
離
職
し
た
ら
し
い。
5

出
久
＋
氏
は

て
ほ
か
に
な
い。

と
に
な
り、

そ
れ
に
伴
う
転
勤
な
の
だ
と
い
う。
こ
の「
東
麻

府
代
々
木一
r•
四」
（
あ
る
い
は
「
東
古念町
代
々
木
山
谷―
-ii

四」）
に
屈
を
定
め、

中
島
虹
太
郎
は
日
本
風
菜
版
両
会
や
剖

作
版
画
似
楽
部
を
主
宰、

後
に「
代
々
木
グ
ル
ー
プ」
と
呼
ば

れ
る
版
画
村
の
．
角
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る。

仔
呆
救
と
し
て
の
三
番
目
の
仕
サ
に
山
村
耕
化
がド（
五
節
句

遊
び〉
が
あ
る。
一
九一
七
年―
一
月
頃
の
発
刊（
註
17
)、
彫
り

を
17
論
ん
だ
も
の
だ
と
い
う。

第一
作
の〈
若
菜〉
は
枇
に
出

た
が、

あ
と
の
四
点
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
て
い
な
い。
下If

い
空
白
を
経
て一
jLi-ii
二
年
の
佐
藤
春
夫
著
・
硲
伊
之
助
両

「
絵
人
み
よ
こ」
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く。

そ
し
て
中
島
は、

i
九一
ヒ
年
は
じ
め
か
ら
日
本
風
尿
版
画
会
主
宰
者
と
し
て

の
活
動
を
す
で
に
は
じ
め
て
い
る。

[ii]
H
本
風
蚊
版
画
会

中
島
巫
太
郎
の
ふ
た
つ
め
の
屈
号
で
あ
る
日
本
風
屎
版
画

会
は一
九一
七
年→
月、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
辿
作^

日本

風
景
版
画〉
を
も
っ
て
は
じ
ま
る。
こ
こ
か
ら「
北
怪」「
会
消」

「
東
北」「
下
総」「
天
が」「
筑
紫」「
琉
球」「
朝
鯨」「
東
京
近
郊」

「
日
本
ア
ル
プ
ス」
を
主
題
と
す
る
瑞
々
し
い
版
画
焦
が．
0

点
刊
行
さ
れ
た。
い
ず
れ
も
台
紙
付
き
の
作
品
五
点
を
原
紙

た
と
う
に
収
め
る
体
裁
で、

た
と
う
に
も
タ
イ
ト
ル
の
刻
ま

中
島
は
一
九
二
九
年
に
剖
作
版
画
倶
楽
部
を
飩
す
に
あ
た

り、

山
本
鼎
と
石
井
銃
三
を
顧
問
的
存
在
と
考
え
て
い
た
ふ

し
が
あ
る。
と
い
う
の
も〈
新
東
京
百
娘〉
の
推
脱
文
を
鼎
に

a
19)、
「
版
画
C
L
UBJ
寄
稿
者
の
な
か
で
鶴．
二
を
別
格
扱
い
し

て
い
る
の
で
あ
る（
註
20
)
0〈
日
本
風
拭
版
圃）
刊
行
中
に（
柏
亭

と）
伯一．一
を
介
し
た
創
作
版
画
と
の
出
会
い
は、
「
版
圃
モ」
山

本
鼎
へ（
註
21
)、

さ
ら
に
は
後
述
す
る
点
上
札
メ
ン
パ
i
へ
と

中
島
を
結
び
つ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

後
刊
行
は
遥
れ、

〈
H
本
風
欺
版
両）
は
当
初
隔
月
で
の
発
行
を
f
定
し
て
い

た
が、
．
九
一
七
年
こ
そ
五
集
が
世
に
出
た
も
の
の、

そ
の

1
0
�
が
完
成
し
た
時
に
は
i
九一
.
o

;;;.

に
な
っ
て
い
た。
こ
の
後
約
八
年
間、

ま
で
日
本
風
依
版
画
会
を
発
行
元
と
す
る
作
品
を
稿
者
は
確

認
し
て
い
な
い。
す
で
に
創
作
版
画
倶
楽
部
が
発
足
し
た
後、

〈
新
東
京
百
拭〉
開
始
と
ほ
ぼ
同
じi
九
二
九
年
二
月
頃
に
な

っ
て、〈
日
本
風
依
版
画
会
御
大
典
記
念
出
版

屎
鈷
十一
ぷ兄〉

が
日
本
風
梨
版
画
会
か
ら
刊
行
さ
れ
る（
柏・
牛・
鶴
三
・
鼎．

恒
友
ら
参
加）。
つ
い
で
川
K
澄
生〈
n
本
新
八
＂ぷ
版
画

第

一
柾

栢
厳
之
沌
及
日
光
之
部〉、
前
川
千
帆〈
H
本
風
尿
版
両

怪
井
沢
之
部〉（
図
6)、
坂
本
繁
二
郎〈
日
本
風
梨
版
画

阿
蘇

之
部〉
へ
と
続
い
て
ゆ
く（
註
g)。
ち
な
み
に、
い
ま
述
べ
た
空

に
大
阪
か
ら
転
勤
し
た
京
桃
支
店
艮
が
賄
賂
の
絡
ん
だ
事
件

を
起
こ
し
て
辞
肱、

支
店
長
に
可
愛
が
ら
れ
て
い
た
中
品
も、

果
堂
と
い
う
名
称
は
こ
こ
で
い
っ
た
ん
消
え、

お
そ
ら
く
艮

る。

は
伊
上
凡
骨
に
よ
る。
五
枚一
組
で、

柱
絵（
長
絵）
の
復
活

う
と
企
図
さ
れ
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る。
描
き
手
は
柏
年
お
よ

び
森
田
恒
友、

f
tFo
百
穂、

坂
本
槃．一
郎、

小
杉
未
醗、

石

井
鶴
二
の
全
六
名。
こ
れ
も
先
に
ふ
れ
た
が、

鶴．―-
以
外
の

ガ
名
は
旧「
方
寸」
圃
人
で
あ
る。

柏
亭
が
一
•
四
＇
八
果
を

担
当、
い
ず
れ
も
彫
り
は
伊
上
凡
竹
で
あ
る。」
と
を
衿
え
あ

わ
せ
る
と、

柏
＃
が
親
し
い
画
家
と
名
手
凡
骨
に
芦
を
か
け、

中
島
の
と
こ
ろ
に
持
ち
込
ん
だ
企
圃
と
推
測
さ
れ
る。
各
た

と
う
の
奥
付
に
は、
「
発
行
者

中
島
瓜
太
郎」
の
文
午
が
見
え

こ
の〈
LI
本
風
菜
版
両）
は
各
画
人
の
個
性
的
な
憎
致
を
殺

さ
ず、

そ
れ
で
い
て
木
版
な
ら
で
は
の
硬
質
な
美
を
什
分
に

見
せ
る
優
品
な
の
で
あ
る
が、

中
島
凩
人
郎
そ
の
人
に
と
っ

て
も
正
要
な
足
が
か
り
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る。
い
う
ま
で

も
な
く〈
11
本
風
娯
版
画〉
は「
自
刻
n
摺」
をJ11
と
す
る
創
作

版
圃
で
は
な
い
が、

彼
は
木
作
刊
行
中
に
創
作
版
両
と
の
出

会
い
を
果
た
し
て
い
る。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
石
ル
鶴→．．
 

の「
刀
画」
を
見
た
の
が
お
そ
ら
く．
jL
-
八
年
の
IE
月、

自

刻
門
摺
作
品
を
手
に
し
た
は
じ
め
で
あ
る（
註
18)。
そ
し
て
翌

年
か
ら
次
の
年
に
か
け
て
の〈
日
本
風
屎
版
画〉
最
後
の一．
巣

は
鶴
三
が
手
が
け
る
こ
と
に
な
る

創
作
版
両
の
将
及
と
い

う
後
年
の
構
想
と、

実
作
者
た
ち
の
輪
へ
と
中
島
を
導
い
た

蚊
初
の
き
っ
か
け
は、
こ
の
時
期
の
鶴一．
と
の
接
触
を
お
い

昭
和
の
は
じ
め
頃
と
推
測
さ
れ
る
が、

詳
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い。
こ
の
頃
中
島
は、

戟
勘
の
い
ざ
こ
ざ
に
対
処
し
な

が
ら、

版
圃
届
と
し
て
立
つ
構
想
を
紬
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る。
辞
靱
は
創
作
版
画
但
楽
祁
設
立
の
直
前
か
も
し
れ
な
い。

以
L
見
て
き
た
日
本
風
梨
版
画
会
で
の
活
動
は
し
か
し、

後
年
の
活
動
に
比
し
て、

ど｝）
ま
で
中
島
が
版
元
と
し
て
動

い
た
の
か
わ
か
ら
な
い。
小
野
忠
碩
が「
作
家
自
BlL
と
す
る

よ
う
に（
註
23)、

“
井
柏
心＇
を
rl
心
と
す
る
作
家
・t
荘
の
企
両

で
あ
っ
た
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
そ
し
て
＿
九·1
0
年
代

末、
い
よ
い
よ
巾
島
重
太
郎
の、

創
作
版
圃
の
伝
逍
師
と
し

て
の
本
格
的
な
活
勅
が
は
じ
ま
る。

[-―.]

創
作
版
両
恨
楽
部

中
島
咽
太
郎
が
創
作
版
画
倶
楽
部
を
興
し
た
の
は
一
九
一

九
年一
月
で
あ
っ
た。
直
太
郎
は
戦
後
に
至
る
ま
で
断
紬
的

な
が
ら
も
版
両
の
刊
行
に
関
わ
り
続
け
た
よ
う
だ
が、

彼
の

年
質
状
に
印
別
さ
れ
た
差
出
元
を
見
る
と、

創
作
版
両
倶
楽

部
の
名
称
は一
九二
ご
年
ま
で
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い（
註
24
)。

五
年
に
満
た
な
い
短
い
期
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
が、
こ
の

五
年
が
版
画
届
中
島
直
太
郎
の
蔽
も
店
福
な
時
代
で
あ
っ
たc

剖
作
版
圃
但
楽
部
主
人
と
し
て
雑
5
2『
版
両
CL
U
B」
や
版
両
果

i
き
つ
つ
き」
を
発
行
し
た
ほ
か、〈
新
東ぃ
足
百
磁〉
を
は
じ
め
と

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
頒
布
し
て
い
る

代
表
的
な
も
の

に
恩
地
孝
四
郎
作〈
今
代
婦
人
八
態〉、

棟
Jj
志
功
作〈
星
座
の

現
在
の
日
本
が
付
す
る
多
種
多
様
な
自
然
を
木
版
画
に
残
そ

れ
ば

か
つ
て
北
頑
や
広
凩、

祈
親
が
そ
う
し
た
よ
う
に

し•
L

1
1
々

¥q
和

9
本

底

景

板
古＿

図
4

北
野
恒
官
〈
廓
の
介
fx〉
よ
り

ト
版
多
色
招

冬
汁
地
沌
の
椛

図
5
石
it
柏
序
(
n・
ギ
凩
共
版
匝
第
四
低
ド
裕
之
部〉
た
と•)
·
JL

し
年．
．
 
木
版
多
色
摺

図
6

前
111
F
帆
(
H
本
閲
屎
版
困
牡
片
沢
之
部）
た
と
う

小
版
多
色
用

-
IL一
八
年、

n
令4

II 1/) 



（
註
29

一
将
其
価
俯
を
ホ
す
と
共

一
年一
号
の「
訓
付
に
あ
た
り
て」
に
は「
美
術
界
に
新

人
郎（
千
駄
ヶ
谷
原
宿）
と「
版
画
・
代
々
木
グ
ル
ー
プ」
を
な

し
て
い
た。
ド
山
木
鉢
郎
か
版
画
に
眼
を
む
け
た
棟
方
志
功

を
連
れ
て、

f
塚
迅一
を
訪
ね
た
の
も
そ
の
頃
で
あ
っ
た」

侶
楽
部
の
巾
務
所
は
硝
f
張
の
建
物
で、「
温
室」
と
呼
ば
れ

て
い
た。
な
か
に
は
桐
の
箪
笥
が
あ
り、

版
両
が
ぎ
っ
し
り

収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と、

箪
笥
を
こ
っ
そ
り
聞
い
て〈
11
本
風

屎
版
両〉
な
ど
を
見
た
こ
と
を、

沢
久
f
氏
は
記
将
さ
れ
て
い

る。
こ
の
拗
所
に、

中
上
社
を
は
じ
め
と
す
る
版
画
家
の

面
々
が
足
繁
く
通
っ
た
の
で
あ
る。
や
は
り
喜
久
子
氏
に
よ

れ
ば、

家
の
門
の
横
に
は
但
楽
部
の
祈
動
を
知
ら
せ
る
掲
示

板
が
あ
っ
た
と
い
う。
や
や
ド
る
が一
九
て一．一
年
五
月
に
中

島
家
の
隣
に
越
し
て
き
た
貨
本
憲
吉
が、

f
供
連
れ
で
外
出

す
る
時
な
ど、
こ
の
掲
示
板
を
し
げ
し
げ
と
眺
め
て
い
た
そ

う
で
あ
る。

剖
作
版
両
俣
楽
部
時
代
の
中
島
を
知
る
に
は、

機
関
心

「
版
画
C
LU
BJ
が
最
も
有
効
で
あ
る。
本
点
は
一
九
二
九
年
四

月、

別
摺
版
画
を
挿
み
込
ん
だ
八
貞
の
冊
＋
と
し
て
創
刊
さ

し
P
)
0

i

t

 

し
い
分
野
を
拓
い
た
創
作
版
画
は
漸
く
机
の
注
目
す
る
所
と

な
り
ま
し
た。

此
時
に
当
っ
て、

に、

人
々
に
そ
れ
を
頒
ち
所
蔵
に
供
え
る
た
め
に
当
倶
楽
祁

が
起
こ
り
ま
し
た。「
新
東
京
百
屎」
は
そ
の
第；
歩
で
す」
と

あ
る。
頁
数
を
徐
々
に
増
や
し
最
大
二
四
頁
と
な
る
も、
ニ

年
二＂グ(-
JL
『
0
年
二
月）
が
出
た
と
こ
ろ
で
経
営
難
の
た

力
を
求
め、
つ
い
に
剖
作
版
画
倶
楽
部
品
生
と
な
っ
た
わ
け

で
あ
る。

屯
上
汁
イ
コ
ー
ル
創
作
版
両
限
楽
部
で
は
な
い
が

め
休
刊
と
な
る。
翌
年
八
）‘

ぃ早
ヒ
礼
の
八
人
を「
同
人」
と

明
記
し
て
復
刊。

別
摺
作
品
は
消
え
て
八
貞
に
戻
る
が、
一

九
三
二
年
四
月
の
四
年．＿i
り
ま
で
存
統、

計.
Jハ
冊
が
世
に

出
た。
は
じ
め
は〈
百
9ボ〉
の
会
報
的
色
合
い
が
沿
か
っ
た
も

の
の、

次
第
に
触
手
を
広
げ、

記
事
の
内
容
は
多
般
に
わ
た

っ
た

た
と
え
ば
展
屁
会
合
評
録、

版
圃
芸
術
論、

版
画
界

同
顧、

技
法
研
究、

道
具
や
画
材
の
紹
介、

投
秘
作
品
批
評、

同
人
の
新
作
披
心5、

新
人
作
家
紹
介、

版
画
家
の
ア
ト
リ
エ

訪
問
記、

版
画
家
た
ち
の
消
息、

版
画
に
関
す
る
各
種
イ
ベ

ン
ト
の
作
知
な
ど
ー
ま
さ
に
創
作
版
画
の
総
合
柏
報
誌
と
い

っ
た
趣
で
あ
る。
中
島
は「
版
画
C
LU
BJ
が「
広
告
雑
誌」
に
な

ら
な
い
よ
う
努
め
た
と
い
う
（
註
30)。
も
ら
ろ
ん
愉
快
な
旦叫
み

物
あ
り、

自
刊
作
品
の
広
岩
も
あ
る
が、

当
時
こ
れ
ぽ
ど
の

佑
報
を
集
め
た
版
画
雑
誌
は
ほ
か
に
な
い。「
H
本
唯

の
版

画
雑
誌J
と
の
自
負
も（
註
31

)、

あ
な
が
ち
大
げ
さ
で
は
な
い
の

で
あ
る。

「
版
画
CL
U
BJ
に
は
中
島
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
が
品
録
さ
れ
て

い
る。
本
人
は
ほ
と
ん
ど
語
っ
て
い
な
い。
座
淡
会
で
も
d

会
進
行
あ
る
い
は
苫
記
に
徹
し
て
お
り、

口
数
は
少
な
い
。

け
れ
ど
も
誌
面
の
そ
こ
こ
こ
に、

彼
の
人
と
な
り
が
西
出
し

て
い
る。
先
に
あ
げ
た
内
容
の
多
彩
さ
は
縦
巣
者
と
し
て
の

才
立
を
示
す
も
の
だ
が、

時
代
の
先
端
風
俗
を
写
そ
う
と
す

る、

優
れ
た
版
元
と
し
て
の
眼
も
現
れ
て
い
る。
山
11
源
作

〈
モ
ダ
ン
タ
イ
プ〉
や
恩
地
孝
四
郎
作〈
今
代
姑
人
八
態〉（
図
8)

は
そ
う
し
た
中
島
の
視
線
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
が、

か
ら
生
ま
れ
た
屯
上
社
が、〈で11
蚊〉
頒
布
に
あ
た
り
中
島
に
協

図
8

恩
地父”
四
郎
（
今
代
婦
人
八
態〉
よ
り〈
鋭

用
牢

図
7

前
川
千
帆
（
新
求
凩
g
尿）
よ
りへ
戌
谷
百
軒
店〉

多
色
摺

．
九
ご
九
年，
ド
吃

九→．
九
年、
木
版
多
色

ーし
1

•一ーア→' ’" " 

索．
の、

芸
術、

芸
術
と
お占向
く
と
ま
っ
て
い
な
い
で「
住
ん

が
好
成
紐
で
一
杯
も
：
杯
も
洒
が
は
い
っ
た
折
り
に、

深
沢

「
平
塚
さ
ん
の
稿
に
あ
る
よ
う
に、
こ
の
直
前
の
点
ヒ
仕
展

の
終
り
に
近
づ
き
て」）（
註
25

メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ム
と
い
え
る
も
の
で
あ
る。
そ
の
流
れ

床
市
外
代
々
木
山
谷
こ
二四
の
中
島
籠
太
郎
方
版
画
倶
楽
部

を
囲
ん
で、

前
川
↑
帆
（

代
々
木
中
山
谷）、

f
塚
述
一

（

代
々
木
上
原）、

前
田
政
雄（
代
々
木
ヒ
原）、

柿
原
俊
男

（

代
々
木古＂
ヶ
谷）、

村
山
観
光（
代
々
木
窃
ヶ
谷）、

畦
地
栂

な
か
な
か
出
米
に
く
い
人
仕
巾
だ」（
前
川
千
帆「
新
東

占盆日
談

群
の
な
か
で
も
中
央
の、

日
本
訓
作
版
両
協
会
に
も
縁
深
い

「
昭
和
六
年
頃
の
日
本
版
圃
協
会
目
録
名
簿
を
見
る
と、

東

両
氏
の
努
力
で
逐
に
最
後
迄
来
た
が

一
個
人
の
仕
ボ
で
は

連
な
り
ば、

大
正
か
ら
昭
和
の
は
じ
め
に
か
け
て
の
版
画
誌

り
大
い
仕
巾
だ。
同
人
八
人
の
連
帝
灯
任
で
あ
り、

中
島
版

両」
か
ら『
的
と
版
向」「
港」『
Jll」『
再
刊
風」
に
t
る
版
両
品
の

問
の
仕
事
と一
広
う
も
の
は
忙
し
い
今
n
の
llt
の
巾
で
は
rrI
な

上
果」
を
ま
ず
思
い
起
こ
さ
せ
る。
-
IL．
二
年
創
刊
の「
版

で
あ
る。
い
ず
れ
に
し
て
も
巾
品
は
i
九
二
九
年
か
ら、

創

作
版
両
似
楽
部
主
人
と
し
て
点
上
社
の
面
、々

ま
た
さ
ら
に

芯
い
作
家
た
ち
と
組
ん
で
多
彩
な
活
動
を
は
じ
め
る。
そ
し

て「
代
々
木
グ
ル
ー
プ」
と
貯
ば
れ
る
版
画
村
の
大
切
な．
員

と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る。

中
島
版
画
氏
の
肝
前w
り
で
始
め
て
も
う
五
年
に
な
る。
冗
年

「
屯
上
社」
と
い
う
名
に
し
て
も、
「
詩
と
版
両」
の
雑
北
欄「
序

に、

百
屈
の
頒
布
会
を
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
云
う
の
で、

社
の
八
名
の
み
が
作
品
を
寄
せ
る
と
い
う
下
態
に
な
る（
註
27)。

共
阿
出
品
と
し
て

新
東
京
百
扱
を
：
枚
づ
つ
陳
列
し
た
時

「
再
刊
Jtl」
.
"庁（

九
：
九
年
四
月）
に
な
る
と
ま
さ
に
卓
上

「
確
か
昭
和―
1
年
の
秋、

屯
t
社
の
第·
回
展
屁
会
に
圃
人

IE
式
に
合
流
す
る
の
だ
が、「
屈j
に
も
屯
上
社
の
れ
名
が
参
加、

と
添
え
ら
れ
て
い
る

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
創
作
服
画
似
楽

部
に、

か
つ
て
の
日
本
風
菜
版
画
会
が
吸
収
さ
れ
た
か
た
ち

沢
索一
。
前
川
千
帆
と
小
野
忠
直
の
言
葉
を
引
こ
う。

k

凪」
へ
と
引
き
継
が
れ
て「
lil」-
1
り
(
T

JL．．
 八
年：一
fl)
で

た「
11
本
風
以
版
画」
も
そ
の
姉
妹
樹
と
し
て
紐
刊
す
る
f'心」

点
が〈
g
屈〉
の
発
端
で
あ
る（
図
7)。

頒
布
会
の
発
案
者
は
深

除
く）。「
詩
と
版
画」
は
1
二
粒
で
休
刊、

実
質
的
に『
港」

光
之
部〉
の
広
岩
が
掲
載
さ
れ、「
此
柑
と
並
ん
で
往
年
発
行
し

テ
ー
マ
に
．
作
ず
つ
を
摺
り
t
げ、

持
ち
寄
っ
た。
こ
の
八

六
人
ま
で
を
阿
人
に
迎
え
て
い
る（
前
川
千
帆
と
諏
訪
枇
紀
を

は
川
上
澄
生
作(
n
本
新
八
似
版
画

第．
北

屯
厳
流
及
＂

ら
は
M
年
同
月
の
卓
上
仕
第．
回
展
に、「
東
点
風
娯」
を
共
通

で
あ
る
が

九
餅（一
九．一
冗
年一
月）
の
時
点
で
中
上
社
の

し
れ
な
い。「
版
画
CL
U
B」一
年＇
四＂グ
(

1

JL．．
 九
年
八
月）
に

深
沢
索．
、

藤
森
消
雄、

逸
見方
そ

前
川
F
帆
の
八
名。
彼

「
版
画」
を
後
縦
し、

大
正
期
未
を
代
表
す
る
収
要
な
版
画
誌

作
版
画
恨
楽
部
の
泊
動
ft

〈品を
凋
達
し
よ
う
と
し
た
の
か
も

員
は
恩
地
孝
四
郎、

川
t
澄
生、

諏
劫
原
紀、

f
塚
運
一
、

は「
詩
と
版
画」
あ
た
り
に
求
め
る
こ
と
が
で
さ
る。

本
誌
は

り
も
枇
問
の
理
解
を
得
や
す
い
杞
や
か
な
作
品
を
必
っ
て
剖

屯
上
礼
の
結
成
は
一
九・

八
年
の
．
0
H
で
あ
る。

構
成

は
卓
ヒ
社
と
は
い
か
な
る
果
団
な
の
か
と
い
う
と、

そ
の
源

に
刺
激
さ
れ
た
結
果
な
の
で
あ
ろ
う。
あ
る
い
は〈に11
娯〉
よ

で
あ
る
点
上
tt
に
ま
で
遡
ら
ね
ば
な
ら
な
い

「
中
島
版
画
氏」
の
大
仕
ポ
の
は
じ
ま
り
で
あ
る。
そ
れ
で

を
典
し
さ
ま
ざ
ま
な
計
画
を
練
る
な
か
で、

版
圃
紐�
が
大
い

経
稼
に
つ
い
て
は〈
百
景）

さ
ら
に
は
同
作
の
描
き
手
果
団

た」（
小
野
忠
重「
店
き
日
の
平
塚
迅．
」）（
註
26)

と
は
既
に
述
べ
た。
お
そ
ら
く
は
当
時、

創
作
版
両
但
楽
部

ね
た
印
刷
物
で
あ
っ
たc
従
っ
て
創
作
版
両
倶
楽
祁
設
立
の

中
島
諏
太
郎
が
販
売
を
受
け
も
ち、

丘
_
点
限
池
で
発
足
し

〈
百
娯）
頒
布
と
同
時
に
日
本
風
蚊
版
両
会
が
復
沿
す
る
こ

会
と
と
も
に
は
じ
ま
り、「
版
画
CL
U
B」
は
そ
の
会
報
を
も
兼

創
作
版
両
恨
楽
部
の
名
で

小
さ
な
版
画
梨
を
出
し
て
い
た

正
確
に
い
う
と
創
作
版
両
俣
楽
部
は〈
新
東
京
百
菜〉
の
頒
布

つ
後
世
に
残
し
て
お
こ
う
じ
ゃ
な
い
か」
に
は
じ
ま
っ
た。

花
嫁〉、

谷
中
安
規
作〈
方
ナ
版
圃
小

幻
想
集）
な
ど
が
あ
る。

で
い
る
こ
の
東
京
の
空
気
の
匂
い
や
人
の
息
づ
か
い
を

（
註
28)、

巾
島
は
当
時「
旬」
の
創
作
版
画
家
た
ち
と
手
を
組
む

こ
と
に
な
っ
た。
そ
し
て→
九
r.3一
年
ま
で
に、
〈
新
東
京
lj

蚊〉L11
作
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
偉
業
を
成
す。

13 12 



小
生
の
Ill
作．
l

：·
。

各
々
曲
家
の
特
長
を
比
較
し、

甚
だ
得

見
氏、

f
探
氏、

蘇
森
氏、

山
17
進
氏
等
諸
作
家
の
尤
作
と

点
近
く
を
網
羅、

甚
だ
11←
る
ぺ
く、

“
井
氏、

前
川
氏、

逸

訓
ち
創
作
版
画
発
祥
時
代
の
既
北
な
る
山
本
鼎
氏
の
作
品
卜

恩
地
は〈
八
態〉
に
つ
い
て「
削
版
倶
楽
部‘
E
人
は、

余
録
座
に

於
て
中
四
郎
な
ら
ぬ
孝
四
郎
丈
を
し
て「
今
代
婦
人
八
態」
を

扮
せ
し
め
て、

作
々
し
く
登
場
せ
し
め
た」
と
点
り、
こ
の
テ

ー
マ
が
中
島
の
依
穎
に
よ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
註

32〉
0〈
百
屈〉
で
取
り
t
げ
る
勘
所
に
つ
い
て
も
彼
が
し
ば
し
ば

提
案
し、

時
に
は
作
家
を
連
れ
だ
し
て
と
も
に
現
地
で
構
図

を
決
め
た
こ
と
が
同
人
た
ら
の．．t．"
菜
か
ら
わ
か
る。
祈
作
の

仕
掛
け
人
と
し
て
は、

版
圃
巣「
さ
つ
つ
き」
を
取
り
k
げ
た

い

一
JL--0
0
年
ヒ
月、「
版
両
CL
U
BJ
�
E::
中
に
剖
刊
さ
れ

た
InJ
果
は、

卓
ヒ
社
M
人
を
顧
問
的
位
閥
に
す
え
て
各
EJJ-

0
点
の
オ
リ
ジ
1
ル
版
両
を
収
録、

情
骰
誌『
版
直
C
L
U
BJ

の
袖，心
役
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た。「
き
つ
つ
き」
は
帥

号
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
を
改・，止
し、

作
家
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の

剖
意
を
競
わ
せ
る
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
て
い
る
が、

lnl
使
奥
付

に
は
中
品
が
今
後
の
テ
ー
マ
と
す
べ
く
温
め
て
い
た「
課
題」

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る。
そ
l

)

に
ば「
夜
の
東
点」「
橋
梁」「
現
代

風
俗」「
キ
ネ
マ」「
泊
動
女
優し「
以
阪
の
建
物」
な
ど
が
並
び、

い
か
に
彼
が
新
鮮
な「
時
代
性」
と
創
作
版
圃
と
の
桜
点
を
校

索
し
て
い
た
か
が
わ
か
る

そ
し
て
新
た
な
版
匝
作
家
の
兌

掘
も
忘
れ
て
は
い
な
い。「
き
つ
つ
き」一．
号
が
藤
牧
義
夫
の
投

（
選
者
は
藤
森
消
雄）、
ほ
か
に
も
前
田
政
雄、

叫
地
悔
太
郎、

ー
ー
t-‘

�
 
、

J

川
西
英、

稲
虹
知
雄、

前
川
藤
四
郎、

棟
ガ
志
功、

野
村
俊
彦、

徳
力宮m
占
郎、

武
HI
新
太
郎、

春
村
た
ゞ
を
ら

の
作
品
を
収
鉗、

む
手
作
家
や
関
西
の
作
家
に
発
表
の
舞
台

る
所
あ
る
も
の
で
あ
っ
た」（
註
36
)

「
突
然
似
楽
部
‘£
人
が
あ
る
夕、

ぐ
る
ぐ
る
無
造
作
に
ま
い

た
汚
ら
し
い
紙
を
担
っ
て
来
た。
見
ろ
と
い
う
の
だ。
そ
の

沿
い
た

；ル
は
ぽ
ろ
ぽ
ろ
に
な
っ
て
い
る。

何
を
か
つ
い
で

求
た
ん
だ
と
思
っ
て
あ
け
て
み
た
ら
ば、

そ
れ
が
卜
年
脳
裡

に
明
滅
し
て
い
た「
研
路」
で
あ
っ
た」（
註
37)

〈
埓
路〉
と
は、

山
本
鼎
が
愛
犬
祈
路
と
火
人
と
を
刻
ん
だ

大
利
の
木
版
画
で
あ
る。

招
数
が
少
な
か
っ
た
も
の
か
極
め

て
稀
少
で、「
幻
の
作
品」
と
も
い
わ
れ
る
C

こ
の
よ
う
な
中
島

の
初
期
創
作
版
画、

と
り
わ
け
鼎
の
作
品
に
寄
せ
る
然
は
創

作
版
向
倶
楽
部
の
原
動
力
に
も
な
り、

再
刊
な
っ
た「
版
画

C
L
U
B」
を，
IL日
の「
ガ
ナ」
の
よ
う
に
し
た
い
念
願
で
す」
と
い

わ
せ（
註
38
)、
さ
ら
に
は「
版
圃
CL
U
BJ:'�
終
り
で「
山
本
鼎
氏
版

画
会」
を
告
知
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
の
だ
ろ
う（
註
39)。

鼎
の
自
山
圃
迎
動
や
混
民
美
術
迅
動
に
も
彼
は
協
JJ
を
惜
し

ま
な
か
っ
た。
大
正
期
は
じ
め
以
米
の
中
此
の
足
跡
を
振
り

返
る
と、

石
井
柏
卒、

石
井
鶴一
こ、

山
本
鼎
と
い
う、
「
平
LI.」

や「
方
寸」
に
砕
身
し
た
創
作
版
画
の
開
拓
者
た
ち
か
ら
多
く

の
財
発
を
受
け
紹
い
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

鼎
た
ち
が
蒔

い
た
種
が、
..
 0
年
あ
ま
り
を
経
て
確
実
に
実
を
結
ん
で
い

る
の
を
見
る
気
が
す
る。

似
作
11Uil〈
朝
姦〉
を
掲
載
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が

巾
島
に
は
ま
た、

興
行
師
と
し
て
の
頷
も
あ
る。『
版
圃

CL
U
B」「
き
つ
つ
さ」
ほ
か
の
打
料
か
ら、

創
作
版
両
恨
楽
部

，
E
樅
の
イ
ベ
ン
ト
を
拾
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る。

·
-
IL
i
九
年
八
＂
飢作凡他
摂太郎↑
阿れ
田灰(.."IhFl
ttlt沢ォナル

九
二
九
年
ご
月
版
圃
研
究
岱汲
会
で
公"
l
野
飢
松
亨一

．
一
几：．
0
年
：
IJ
頃
郎作応囲阻象渾＂とEほし一
ふ祝
ば版的研究．5ば立が‘

•
•
九[..
 
]をハ
Ij
飢
作
版
曲
研
究
懐
閲
さ
つ
つ
さ
会
設
立
か

●

f

L-―
 
）

．
五
H
祈
lFi-「
越｝

．
．
九．f"f
年・ハ
＂
人
分
版
雨
溝
習^•i
『-
H
\
fi
日
大
分
帥
範
95・
校）

．
．
几．．．．
 年・八
n
fir沢版刈会の
人分出
如
料
苔
ム‘
六＂
人分小竹町人“

．
九-:ー→
9

年
秋
粁
卯
版
也
展
仕^
盆
開
催
か
（
靖
裕ご．
越―

は
じ
め
に
あ
げ
た
軽
ル
沢
で
の
股
英
会
は、

IU
n
源
が

「
似
梨
部
‘E
中
肋
氏
は、

総
数1
0
九
点
の
逸
品
を
幣
し
て
出

動
し、

そ
れ
を．
t
裁（
マ
マ）
し
た」
と
JinII
る
も
の
で
あ
る
が、

中
島
ば
本
展
の
会
期
に
あ
わ
せ、

そ
の
且
F
と
し
て
前
川
千

帆
の
新
作
を
仕
上
げ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
見
せ
て
い
る

（
註
33
)
0

．一．．
 年
の
新
帥
版
圃
会
展
笈
会
で
は
前
田
政
雄、

武

＂
吟ハ
郎
と
と
も
に、

か
の
谷
中
安
規
が
受
践
し
て
い
る
の
だ

が、
t)
の
縁
か
ら
中
島
は「
版
画
C
L
U
B」
四
年
：
り(-
JL
-
•
1

二
年：•，
JJ)
の「
新
人
紹
介」
で
も
谷
中
を
取
り
L
if
て
い
る

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
中
島
重
太
郎
は、

削
作
版
画

in
楽
部．K
人
と
し
て、

版
圃
を
広
め
る
べ
く
多
彩
な
れ
業
を

梃
開
し
た。
し
か
し
な
が
ら「
き
つ
つ
き」
は
�
九
二
：
年．

一
月
の
四＂
グ（
公
園
号）
あ
た
り
で
と
だ
え、
「
版
圃
CL
U
Bj
も

二
二
年
四
月＂ゲ
が
蚊
後
と
な
っ
た。
作
品
頒
布
も一
云
年
以

降
め
っ
き
り
減
っ
て
い
る。
．．．
 氏
年
あ
た
り
ま
で
は
少
な
く

と
も
祈
作
の
叶
圃
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が（
註
40
)、「
昭
和
八
年
正

月」
と
印
制
さ
れ
た
年加只
状
に
は「
小
生
も
版
両
業
務
に
従
巾

以
米一．
十
幾
年
を
閲
み
巾
候
近
来
の
創
作
版
画
も
少
数
限
応

頒
布
よ
り
も
や
、
多
数
制
作
に
転
換
す
べ
き
に
あ
ら
ず
や
と

仔
候」
と
あ
り（
註
41
)、

版
画
屋
と
し
て
の
軌
迫
修
正
を
迫
ら
れ

て
い
る
惑
が
あ
る。
サ
実、
Efj
果
党
刊
の「
絵
入
み
よ
こ」
を

除
さ、

中
島
の
仕
井
は
廉
価
で
簡
浪
な
大
衆
的
版
画
へ
と
向

、

o
力ヽ
つ
．．．
 一
年
刊
行
の
シ
リ
ー
ズ〈
時
の
人
版
画〉
や〈
十
銭
版

圃〉
は、

実
に（
文{f
ど
お
り）
卜
銭
と
い
う
値
段
で
あ
る。
版

両
の
将
及
に
お
い
て
廉
価
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
マ
イ
ナ
ス

ば
か
り
で
は
な
い
が、
や
は
り
造
形
的
に
も
見
所
の
少
な
い、

手
牡
な
版
行
に
な
っ
た
の
は
否
め
な
いc
彼
の
11
線
は
あ
る

い
は、
〈
武
述
長
久
版
画〉
な
ど
戦
時
色
汲
い
作
品
へ
も
血
か

う，

何
よ
り
も
時
代
が
n
山
な
活
動
を
許
さ
ず、

そ
の
放
に

ー
版
画
と
い
う
大
衆
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
使
い
手
で
あ
っ
た
か

ら
か
ー
什
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
9『
版
圃
C
L
U
l3」

飯
終
サ
谷
頭
の
深
沢
索
r

の···-c
菜
は、

そ
れ
を
予
告
し
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
C

「
今
時
こ
ん
と
ん
た
る
社
会
梢
努
は、

行
く
と
こ
ろ
ま
で、

：几ir：石
年
月
糾
作
版
曲
潟初＂^
を．
L
111．
九
II
神
111
又
り
も

一
九
w
.

年-
0
月
哨ー
1

回
牧
西
研
究^
2.
八
H
上
野
韻
松・や）

九：
：
年
九
月
版
酎
凸
濱
会｛
八
lJ
虚・冗
妍
旧
社
貨
亡

年
L
H
版
両
潟
府
会一．八
U
I

九一＿ー・
年
六
月
新
棟
版
倒
会
展
覧
会

を
与
え
て
い
る。

H

袢
ffl
文
房
心＿

図
9

谷
巾
安
規

〈
方
寸
版
函

小
肋
多
色
招

冥

凶

ロ

逼

あ
る。

し、〈
ガ
寸
版
両
果〉
の
創
刊
り
で
あ
る〈
幻
想
集〉
を
依
頼
し
て

•1
1・・
年
に
IlJ
行
し
て
い
る（
区
9)

ち
な
み
に
谷
中
は
後
に、

こ
と
に
な
る。

文
演
を
ふ
く
む
版
画
講
習
会
も
中
島
は
何
度

か
開
他
し
て
い
る。
．．．
 ：
年
大
分
で
の
会
に
つ
い
て
は、

武

lil
rl
平
が「
私
が
中
央
へ
版
圃
を
出
品
す
る
様
に
な
っ
た
の
は

昭
和
六
年
か
ら
で
あ
り
ま
し
て
こ
の
歳、

版
画
恨
楽
部
の
中

島
屯
太
郎
氏
が
大
分
で
版
両
の
滋
習
を
さ
れ
講
師
は
中
塚
さ

ん
で
し
た
が、

ギ
塚
さ
ん
に
よ
っ
て
私
の
版
両
は
IE
し
い
軌

逍
に
来
る
こ
と
が
出
来
た
と．，．．
 iえ
ま
し
ょ
う」
と
lnl
想
す
る（
註

34)。
イ
ペ
ン
ト
の
い
く
つ
か
は
構
想
の
み
に
終
わ
っ
た
か
も

し
れ
ず、

実
現
し
た
と
し
て
と
こ
ま
で
什
な
義
な
も
の
で
あ

っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い

版
両
家
た
ち
の
助．．
 いが
あ
っ
た
の
た
ろ
う
し、

中
島
屯
太
郎

ひ
と
り
の
什
れ
に
帰
す
べ
さ
で
な
い
こ
と
も
ら
ろ
ん
で
あ
る。

け
れ
ど
も
版
圃
好
及
へ
の
然
を、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
形
に
し
て

い
っ
た
行
動
jJ
は
邸
く
買
わ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う。

中
島
の
い
ま
ひ
と
つ
屯
要
な
韻
は、
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て

の
そ
れ
で
あ
る。
大
内
行
圃
ば
，
JL．;
JL
年→
0
月
の
銀
座

で、
「
ド
ラ
ク
ロ
ア
の
石
版
画
を
か
か
え
こ
ん
だ
中
島
氏」
に

呼
ぴ
止
め・
、つ
れ
た
と，中
し
て
い
る（
註
35
)。
恩
地
孝
四
郎
に
も、

巫
太
郎
の
版
圃
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
ふ
た
つ
の
証
言
が

「（
版
両
講
習
会
で
ー
稿
者）
但
楽
部
‘E
人
蔵
す
る
所
の
版
山

ニ
ト
数
点
を
増
間
に
掲
げ
て
之
を
会
は
の
研
翔
に
供
し
た

釘
刈＂ゲ

幻
想
衣．〉
よ
り

九
弓r
年．

展
屁
会
や
研
究
会
に
し
て
も中ー
然

戦
後
ま
も
な
い
時
期
の
中
品
を
伝
え
る
買
直
な
手
紙
を
ドII
V

If, 14 



マ
に〈
版
画
東
京〉〈
版
面
横
成〉〈
版
画
京
都〉
ほ
か
を
刊
行
す

る
こ
と 、

将
兵
の
t

廂
用
に〈
駐
屯
革
記
念
版
圃
集〉
や
郷
t

玩
具
の
新
作
を
考
え
て
い
る
こ
と 、

店
の
名
は「
廣
名
組
合
版

両
俣
楽
部」
で
あ
る
こ
と
ー

な
ど
で
あ
る 。「
進
眈」「
駐
屯」
と

い
う
文
9
の
頻
出
に
と
ま
ど
う
が 、

敗
戦
の
It
を 、

祉
界
に

冷
る
べ
き
版
画
で
い
や
そ
う
と
す
る
気
持
ち
の
伝
わ
る
手
紙

で
あ
る 。

そ
の
冒
頭 、
「
小
生
敗
戦
以
来
何
も
の
も
手
に
つ
き

ま
せ
ん
で
し
た
が」
に
続
い
て
品
さ
れ
る
の
が〈
版
画
東
京〉
な

の
で
あ
る 。

谷
中
安
規
に
依
頼
し
た
テ
ー

マ
は「
松
牛
活」 、

ほ
か
に
石
井
柏
亭 、

小
泉
癸
巳
男 、

11
地 、

下
沢
木
鉾
郎 、

恩
地
孝
四
郎 、

人
内
廿
圃 、

f
尿
述
一

、

石
井
f

介
に
声
を

相
手
の
店
を
聞
く
準
備
を
し
て
い
る
こ
と 、

耽
屯
地
を
テ
ー

か
ら
な
い 。

少
し

梢
報
が
蓄
梢
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

中
島

住
む
芙
し
い
妖
精
の
よ
う
な
眼」
の
ひ
と（
註
55
)。

目
の
ひ
と
さ

此
す 。

太
郎
に
込
っ
た
f
紙
に
も
登
場
す
る（
註
51
)。

中
島
を
知
る
に

料
治
熊
太
の
い
う〈
版
両
東
心小〉
は 、

当
時
中
恥
が
畦
地
梅

睛
買
力
に
応
じ
符
る
と
云
う
点 、

そ
の
烈
味
で 、

報」
．

間
が
斜
っ
た
の
で
あ
ろ
う 。

鑑
箕
料
の

k
悶
獲
得
が
可
能
な
だ
け 、

極 ．．
 

→
0

す
れ
ば
大
衆
的
で
あ
る
丈 、

他
の
美
術
よ
り
幾
分
の
余
脈
を
保
ち
得
る
が 、

そ
れ
と
て
も 、

[
四]

戦
後
に
ポ
る
あ
し
あ
と

小
野
忠
枢
氏
は
中
島
巫
太
郎
に
つ
い
て「 ·

こ
七
年 、

シ
ナ
事

変
に「
使
釆J
し
た
武
渾
恒
久「
守
護
の
虎」
が
発
祭
と
な
る
あ

た
り
で 、

消
息
は
失
わ
れ
る」
と
占
い
て
い
る
が｛
註
43
)、

彼
の

版
圃
届
と
し
て
の
あ
し
あ
と
は
断
統
的
な
が
ら
も
戦
後
ま
で

-
JL ・
ニ
四
年
頃
か
ら
駐
号
を「
版
両

ボ
業
と
し
て
さ
し
ゑ
協
会
と
そ
の
図
109

館・’'」
と
あ
り（
註
44

)、

こ
の
頃
創
作
版
画
許
及
と
は
別
の 、

挿
絵
を
扱
う
半
業
に
乗

り
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る 。

や
や
F
る
が「
11
本
版
両
協
会
々

i
り(

.
九i
二
六
年
六
Hハ）
の「
梢
息」
に
も「
挿
絵
恨
楽

部
創
立

協
会
々
員
石
井
恩
地 、

河
野 、

棟
力
諸
氏
参
加 、

中
島
前
太
郎
氏・ 9上
北
就
任
の
山」
と
あ
る
か
ら（
註
45
)、

挿
絵
画

家
を
集
め
る
具
体
的
な
動
き
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う 。

科
治
熊
太
が
編
集
し
た
谷
中
安
規
の
年
譜
に
は「
挿
絵
俣
楽
部

山
口
源
ら
が
版
画
協
会
名
薄
を
た
よ
り
に
会
貝
の
消
息
を
確

か
め
て
い
た
頃
の
も
の 。

谷
中
は
生
き
て
い
る
ら
し
い
が
ど

う
し
て
い
る
か
と
皆
で
案
じ
て
い
た
ら
手
紙
が
来
た
と
い
う 。

そ
の
後
恩
地
か
ら
金
を
北
さ
れ
た
関
野
が
谷
中
に
会
い
に
ゆ

く
が 、

甲
斐
な
く
彼
は
死
ぬ
の
で
あ
る（
註
49〉 。

前
述
し
た
谷

―
一
月 、

中
島
直
兵
衛
か

中
の
年
譜
に
は
「（
一
九
岡
五
年）

ら「
版
両
東
京」
の
仕
t
を
た
の
ま
れ
る」
と
あ
る
か
ら（
註
50
)、

中
島
が
た
ず
ね
た
の
は
前
年
の
秋 、

投
函
さ
れ
る
ま
で
に
時

は
誠
に
毀
前
な
こ
の
手
紙
に
は 、

彼
が
焼
け
跡
で
考
え
た
版

Imi
の
新
ポ
架
が
・油
載
さ
れ
て
い
る 。

す
な
わ
ち 、

進
財
将
兵

お
わ
り
に

ま
は
り

候 、

先
生
に
は
戦
禍
を
ま
ぬ
か
れ
な
さ
れ
し
を
も
む

ま
た「
昭
和
十
年
新
春」
と
印
刷
さ
れ
た
年
竹
状
に
は「
本
年
の

倶
楽
部」

と
改
め 、

名
前
は
一
時
期「
中
島
凧
太」
と
な
る 。

た
ど
る
こ
と
が
で
き
る 。

の
は
谷
中
が
恩
地
孝
四
郎
に
宛
て
た
一
九
四
六
年
四
月

谷
中
安
規
が
パな
ら
す
堀
立
小
陀
に
姿
を
現
す ＂
以
ド
に
引
く

そ
し
て
戦
後
ま
も
な
く 、

中
島
は
現
在
の
東
京
都
北
厄

に
な
る
と
届
号
は「
ス
タ
ン
プ
協
会」
と
な
る 。

や
は
り
年
質

状
の
印
刷
文
に
項
太
郎
の
動
向
を
求
め
る
と 、

版
圃
頒
布
業

か
ら
離
れ
た
ら
し
い
こ
と 、

中
古
郵
券
を
扱
っ
て
い
た
ら
し

い
こ
と
が
わ
か
る（
註
47

)。

け
れ
ど
も
版
圃
と
の
緑
が
完
令
に

切
れ
た
わ
け
で
は
な
く 、
一
九i •→
JL
年
に
は
小
川
芋
銭
作

「
作
画
帖」
第
1

校
をじIJ
果
常
か
ら
だ
し
て
い
る 。

ま
た

．
JL

四．．
 年
に
な
っ
て
シ
リ
ー

ズ
〈
詩
と
版
両
軍
船
郎
金
作
品
躯
成

大
東
亜
の
花
ご
よ
み〉
を
刊
行
し
て
い
る 。

恩
地
孝
四
郎
に
よ

る
こ

こ
ま
く
さ〉
と
熊
谷
守 こ
に
よ
る〈
こ
山
百
合
花〉
を
確

忍
し
た
が 、

彫
・

招
を
琺
人
に
ま
か
せ
た
簡
単
な
も
の
で
あ

る 。
奥
付
に
記
さ
れ
る
の
は「
中
島
爪
兵
衛」
と「
版
画
似
楽
部」 。

か
つ
て
の
創
作
版
画
倶
楽
部
か
ら「
創
作」
が
消
え 、

名
も
変

わ
り 、「
詩
と
版
画」
に「
准
檻」
が
結
ぴ
つ
く
と
は
10

,···:,t�
を

失
う
ば
か
り
で
あ
る 。

必
久
子
氏
に
よ
れ
ば 、

侃
と
長
兄
が
病
に
倒
れ
た
た
め 、

-
JL1··
0
年
代
小
ば
頃
か
ら
重
太
郎
は
大
阪
に
加
る
こ
と
が

多
か
っ
た 。

戦
争
も
激
し
く
な
っ
て 、

版
画
ど
こ
ろ
で
は
な

く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る 。

も
と
も
と
売
れ
な
い
版
画
が
ま
す

ま
す
尤
れ
な
く
な
り 、

都
立
点
校
の
ボ
務
且
を
し
て
い
た
時

期
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

直
太
郎
か
ら
碩
兵
衛
へ
の
改
名
に
つ

か
け
た
と
い
う 。

喜
久
＋
氏
は 、

っ
て
し
ま
っ
た 。

戦
後
魂
の
抜
け
た
よ
う
に

な
っ
た
中
島
に
や
や
気
力
の
戻
っ
た
時 、

彼
が「
銀
座
の
焼
け

ピ
ル
を
買
っ
て
版
画
の
商
売
を
し
た
い」
と
語
っ
た
こ
と
を
品

悟
さ
れ
て
い
る 。

版
圃
陀
と
し
て
の
財
産
す
べ
て
を
失
っ
て

も
な
お 、

版
画
の
刊
行
に
こ
だ
わ
り
統
け
て
い
た
の
で
あ
る 。

け
れ
ど
も
残
念
な
が
ら 、

こ
れ
ら
の
北
業
は
立
ち
消
え
に
な

こ
の
手
紙
を
終
生
捨
て
な
か
っ
た
畦
地
梅
太
郎
は
代
々
木

グ
ル
ー

プ
の
ひ
と
り
で
あ
り 、

中
島
と
は
と
て
も
親
し
か
っ

た 。

版
画
家
の
な
か
で
最
も
多
く
中
島
を
謡
っ
て
い
る
の
は

こ
の
人
で
あ
ろ
う 。

畦
地
は
繰
り
返
し 、

往
し
い
時
代
に
仕

ポ
を
阿
し 、

未
然
な
自
分
を
励
ま
し
た
恩
人
と
し
て
中
島
を

回
想
し
て
い
る
が 、
一
九
ヒ
六
年
の
文
な
で
は
次
の
よ
う
に

「
金
銭
を
度
外
視
し
て
版
画
の
将
及
に
尽
さ
れ
た
中
島
氏

は 、

い
分
で
も
版
画
が
好
き
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
人
で
あ
っ

た 。（
中
略）
版
圃
に
尽
さ
れ
た
中
島
氏
も 、
つ
い
先
年
長
紆
を

全
う
さ
れ
て 、

他
界
さ
れ
た」（
註
52
)

中
島
巫
太
郎
は
．

九
七
四
年
八
Jj
九
H 、

八
七
歳
で
肌
を

去
っ
た 。

戦
後
は
病
気
が
ち
で 、

俳
句
と
切
手
の
収
渠
に
熱

中
す
る
ほ
か
は 、

た
だ
El
々
を
咋
ら
す
と
い
う
ふ
う
だ
っ
た

と
い
う 。

自
叙
伝
を
記
し
て
い
た
と
も
い
う
が 、

所
在
は
わ

品
を
疎
開
さ
せ
る
話
に
も
な
っ
た
だ
ろ
う
に
と
森
久
f
氏
は

悔
や
む 。

版
画
屈
と
し
て
の
仕
事
の
す
べ
て
を
焼
い
た
こ
と

に
対
し 、

彼
は
た
っ
た
の

．
度
も
泣
き ．．．．
 いを
も
ら
さ
な
か
っ

た
そ
う
で
あ
る 。

家
を
な
く
し
た
中
島
家
は
現
在
の
相
模
原

市
す
す
き
の
町
に
転
居 、
「
中
島
並
兵
衛」
は
晩
年
を
そ
こ
で

過
ご
す
こ
と
に
な
る 。

11
付
の
手
紙
の
一
節
で
あ
る ，

「
か
く
て 、

冬
も
ど
う
や
ら
糾
を
こ
し
て
こ
ご
え
死
に
も
し

ま
せ
な
ん
だ 。
い
つ
だ
っ
た
か
中
島
重
さ
ん（
版
両
出
版
屋
版

画
倶
楽
部
じ
人）
が
ヒ
ョ
ッ
コ
リ
と
こ
の
牛
小
足
を
お
と
づ
れ

て 、

い
ろ
い
ろ
の
ば
な
し 、

先
生
の
御
無
事
の
こ
と 、

千
帆

さ
ま
は
故
里
へ
そ
か
い
の
お
も
も
き
な
と
そ
れ
ぞ
れ
う
け
た

き
を
し
り
よ
ろ｝J
び
を
り
ま
す（
中
略）
小
泉
夫
人
が
そ
か
い

先
で
私
の
仕
所
を
し
り
な
さ
っ
た
の
は
巾
品
さ
ん
が
知
ら
せ

た
の
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す」（
註
48
)

関
野
準 ．
郎
に
よ
れ
ば
こ
の
f
紙
は 、

戦
後
関
野
や
恩
地 、

中
島
重
太
郎
が
版
両 、

と
り
わ
け
木
版
圃
に
輿
味
を
抱
い

た
の
は
明
治
の
末
で
あ
っ
た 。

先
に
も
引
い
た
小
文「
木
版
画

の
年
質
状
に
就
て」
に
よ
れ
ば 、

中
島
は
「
四
ト ー一 ・

年
の
F
月

か
ら
菅
楯
彦
氏
に
依
頼
し
て
木
版
の
年
質
状
を
造
る
様
に」

な
り 、

東
京
に
移
っ
て
か
ら
は
行
の
絵
を「
例
の
伊
ヒ

凡
竹
氏」

に
彫
ら
せ
た
と
い
う 。

木
版
加以
状
の
世
界
で
は
占
株
だ
と
胸

を
張
る
よ
う
な
文
面
で
あ
る 。
ち
な
み
に

．
JL

；
八
年
か
ら

干
支
ひ
と
ま
わ
り
ぶ
ん
は 、

石
井
鶴 ．一 ．
の
手
に
な
る（
註
53
)。

本
松
で
し
ば
し
ば
参
照
し
た
質
状
に
は 、

観 ．一 ．
に
よ
る
趣
深

い
動
物
た
ち
が
摺．
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る 。

そ
し
て
中
島

は
大
IE
期
は
じ
め
か
ら 、

年
質
状
で
は
な
く
版
画
を
扱
う
よ

両
限
楽
部、
て
人
と
な
っ
た

う
に
な
る 。
E日

果
徴
・

日
本
風
拭
版
両
会
を
経
て 、

創
作
版

数
々
の
版
雨
家
と
父
わ
り 、

数
々
の
作
品
を
世
に
出
し
た 。

小
川
訛
彦
に
よ
れ
ば
あ
だ
名

は「
ギ
ョ
ロ
さ
ん(
E
IIN）」（
註
54） 、

大
内
廿
圃
に
よ
れ
ば「
海
に

わ
印
象
的
な
ひ
と
だ
っ
た
と
見
え
る 。

こ
れ
だ
け
の
仕
t
を
残
し
な
が
ら
中
島
に
ほ
と
ん
ど
光
が

当
た
ら
な
い
の
は 、

彼
が
ひ
と
り
の
衷
方
に
す
ぎ
ず 、

そ
れ

も「
版
両
届」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う 。

出
版
人
で
あ
れ
ば 、

そ
の
名
と
作
品
と
が
離
れ
離
れ
に
な
る
こ
と
も
な
く 、

も
う

の
よ
う
な
創
作
版
画
の
版 ．
JC
に
は
ほ
か
に
神
戸
版
両
の
家
の

111
n
久
吉
や
Il
本
版
画
社
の
艮
谷
川
常
牛
が
い
る
が 、

頒
布

H
直
を
要
す
る
は
計
を
ま
た
ず」（
社
42
)

ゞ
、

る
カ

関
辿
が
あ
る
も
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る 。
一 ．．
 六
年

111
島
が
大
阪
と
東
京
の
行
き
米
に
忙
し
く
な
か
っ
た
ら 、

作

ゆ
か
ね
ば
お
さ
ま
ら
ず 。

芸
迫
ま
た
然
り
で
あ
る 。

枇
相
百

般
往
杵
の
観
な
く 、

刻
々
逼
追
の
気
を
深
く
す
る 、

画
芸
術
は 、

取
っ
て
大八出
に
染
め
て
い
た
直
太
郎
の
姿
を
品
憶
さ
れ
て
い

っ
た 。「
温
冦」
は 、

版
両
と
版
木
も
ろ
と
も
す
っ
か
り
焼
げ
た 。

点
で
は
明
ら
か
で
な
い

召
久
f
氏
は 、

新
聞
挿
絵
を
切
り

九
四
Ji
年
冗
月 、

代
々
木
山
谷
の
中
島
家
は
戦
災
に
滋

誡
に
愁

梢
を
お
ぼ
ゆ
る
あ
り
と
云
う
ぺ
し 。（
中
略）
美
術
の
→

分
科
版

多
研
生
産
の
可
能
な
点 、

従
っ
て
安
価
な
る 、

と
な
る」
と
あ
り（
註
46ク 、

同
じ
グ
ル
ー

フ
か
と
も
思
う
が
現
時

彼
は 、

軍
兵
衛
と
し
て
生
涯
を
送
っ
て
い
る 。

を
解
泊
し‘

n

本
挿
絵
両
家
協
会
設
立 。

安
規 、

そ
の
客
員

い
て
は 、

病
床
の
母
が
言
い
つ
け
た
も
の
だ
と
い
う

以
後

17 ーIi 



の
規
校
に
お
い
て
彼
ほ
ど
の
人
は
い
な
い
と
思
う
し、

時
代

本
稿
で
は
111
島
の
版
歴
を
追
う
こ
と
に
終
始
し、

脊
科
に

現
れ
る
作
品
が
現
実
に
世
に
出
た
か
ど
う
か、

ま
た
何
よ
り

も、

直
要
な
自
招
•
他
招
の
問
題
に
つ
い
て
あ
ま
り
考
察
で

き
な
か
っ
た。「
自
画
自
刻
自
摺」
を
旗
印
と
し
た
創
作
版
lmj
で

あ
る
が、

中
島
の
周
辺
を
調
ぺ
る
と、

頒
布
作
品
の
楊
合
他

摺
が
む
し
ろ
あ
た
り
ま
え
で、
「
特
別
に」
わ
ず
か
な
自
摺
品
が

作
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る。

摺
り
を
担
当
し
た
版
画
家
の
卵

た
ち
が、

や
が
て
次
代
を
担
う
作
家
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う

「
中
島
煎
太
郎
氏
企
画
の
「
新
東
京
百
屎」
は、
（
中
略）
恩
地

先
生
の
も
の
は、

Ili
n

源
氏
と
わ
た
し
が、

ギ
採
先
牛
の
も

の
は
二
度
ほ
ど
わ
た
し
が、

川
ヒ
先
生
の
も
の
は、

ほ
と
ん

ど
全
祁
わ
た
し
が、

逸
見
先
牛
の
も
の
は
一
度
だ
け
わ
た
し

が、

こ
う
し
た
協
力
の
ヒ
で、
「
新
東
京
百
＂ぶ」
は
完
成
し
た。

わ
た
し
は、「
新
東
点
百
数」
の
刷
り
の
手
伝
い
で、
い
く
ら
か

生
活
の
上
に
も、

う
る
お
い
が
あ
っ
た。

そ
れ
に
も
ま
し
て

刷
り
の
勉
強
に
な
っ
た
の
は
大
き
か
っ
た」
（
畦
地
梅
太
郎

「
恩
地
先
生
の
思
い
出」）（
註
56
)

体
的
な
検
討
を
董
ね‘

版
両
屋
1
島
瓜
太
郎
を
め
ぐ
る
版
圃

界
の
全
貌
に
少
し
で
も
近
づ
く
こ
と、

そ
れ
が
今
後
の
課
題

で
あ
る。

画
デ
ッ
サ
ン
論j
を
脊
稿
す
る
が、
同
号
の「
倶
楽
部
だ
よ
り」
に
は「
石

井
鶴．二
氏
の
「
版
画
と
デ
ッ
サ
ン
マh
頂
け
た
巾
を
大
な
る
謗
と
し
ま
す」

と
の
記
述
が
あ
る。

⑳
「
�
�CLUBJ
el
年一二
号(-
九．ー
＝＝一
年・
さ
月）
に
はr
lll
ぷ
鼎
氏
版

向
会」
の
告
知
が
見
ら
れ
る。「
版
画
CL
URJ
は
本
号
を
も
っ
て
終
刊
と

な
り、
こ
の
版
画
会
が
実
現
さ
れ
た
か
ど
う
か
定
か
で
な
い
か、
そ
の

湖
文
句
に
い
わ
く「
版
画
王
の
溌
刺
た
る
新
作」，

四
〈
燦
端
r-i
梨〉
と〈
阿
蘇
之
部〉
の
1
作
は
稿
者
未
見
3『
版
咆C
LUBJ

一
年
四
号(-
九一．
九
年·ハ
月）
で
前
川
r
帆《
n

本
新
八
泉

別
府〉
と

深
沢
索．
〈
n
本
風
鋲
版
画

奈
良〉
の
萩
川
を
f
告
し
て
い
る
が、
こ

の
作・
90
秘
者
末
見

ま
た〈
咽
厳
之
滝
及
U
光
之
部〉（
軽
井
沢
之
部〉

は〈
日
本
風
E出
版
画〉
と
阿
体
紋
の
作
品
だ
が、
実
は
創
作
版
画
似
楽
部

刊
で
あ
るい
そ
れ
ま
で
と
箕
な
り
自
刻
作
品
だ
か
ら
創
作
版
両
倶
来
部

と
し
た
の
だ
ろ
う
か。
つ
い
で
に
い
え
ば
紺
か
い．）
と
だ
が、
中
品
は

．
九·

o

年
代
に「
振
替
三
六
六
九
八J('If
果
常〉「
振
替．
l
-

三
六
丘
六
L

(
n
本
風
屎
版
向
会）
と
い
う
ふ
た
つ
の
振
杵
番
サ
を
打
し
て
い
る
が、

ャ汀
果
立
の
「
三
六
六
九
八」
が
後
年
飢
作
版
画
倶
楽
部
に
糾
承
さ
れ、
な

ぜ
か
H
本
風
談
版
画
会
の「一r．二
六
五
六」
が

：几．．．
 i-．
年
に「
絵
人
み
よ

こ」
で
再
登
場
す
る
RIJ
果
堂
に
糀
承
さ
れ
る
と
い
う
奇
妙
な
現
象
が
起
き

て
い
る。

g

丘
2)
に
阿
じ。

珈
．
九一―1
0
年、
三i
年、
．二＝
年、
三
四
年、
二．
五
年．

万ハ
年、

-r
じ
年
の
竹
状
の
柏
報
を、
岩
切
侶．
郎
氏
よ
り
こ
提
供
い
た
だ
い
た

差
出
元
は一·-i一一
年
ま
で
は
「
創
作
版
画
俣
楽
部

中
島
頂
太
郎」、

9
-
-

Irg

年
は「
版
両
似
楽
部

中
島
韮
太」、
・・
五
年
が，
版
画
ク
ラ
プ

中
島
重

太」、

万ハ
年
は「
ス
タ
ン
プ
協
会

中
島
凪
K
郎」、
一1
七
年
は「
中
島

直
太
郎」
の
み
と
な
っ
て
い
る[

5
「
版
両CLU
BJ
四
年
二
り（一
九．
二
年
二
月）

碑
「
平
塚
述
一
版
両
集」、
溝
談
社、
一
九
七
八
年、
一
JL
O
貞

「
ギ
塚
さ
ん
の
稿」
と
は、
ヤ
塚
述＿
「
快
か
し
や
新
東
古小
百
Eぎ

（『
た叫

11
グ
ラ
フ
別
冊

版
画
で
見
る
恨
か
し
の
東
京j、
注
1
参
照）
を
指
す『

四

各
雑
t2

の
月ir
時
期
は
以
下
の
と
お
り

「
版
巴（
叛
画
社
[

;公一
号（一
九一i·
年
i
n)
1一
忍一「
号

（一
几．―
l．
年
四
月）

「
詩
と
版
画
j(
LI
本
創
作
版
画
協
会
よ
杓
会
社
ア
ル
ス
ー
詩
と
版
画

社）
i
-
輯(i
九ii一・
年
九
月）
＼一
1
·
·

枡（．
九一一
五
年
八
H)

今
日
残
さ
れ
た
情
報
と
作
品
群
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具

か
ら
く
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る。

悩
い
評
価
を
受
け
る
べ
き
人
物
で
あ
る
と
考
え
る。

を
活
写
す
る
テ
ー
マ
の
選
択
や
新
人
の
発
掘
と
い
う
点
で
も

l

よ
l

（

閲
野
池．
郎「
祈
東
京
百
娯
の
八
人」（「
毎
H
グ
ラ
フ
別
冊

版
画

で
見
る
懐
か
し
の
東
ど、
紺
n

祈
聞
社、
一
九
七
六
年
六
月）
ち
な
み

に
中
島
は「
洒
を
た
し
な
ま
な
い」
ゎ
げ
で
は
な
か
っ
たe「
版
両Cl̀
UB」

一
年q-
iej(-
JL

元
年
五
月）
の「
屯
上
油
片」
に
日
身
の
飲
洒
に
関
す

る
文
朽
が
あ
る
し、
三
女
の”5
久
＋
氏
に
よ
れ
ば、
中
島
は
晩
酌
を
欠

か
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う

ま
た
喜
久
＋
氏
は「
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
を
な
め
て
い
た」
と
の
品
述
も
怪
し
い
と
指
摘
す
る

中
島
前
太
郎
は

生
汎、
？
い
盛
り
で
あ
っ
て
も、
冷
た
い
も
の
は．
切
ri
に
し
な
か
っ

た
そ
う
で
あ
る

121

小
野
忠
碩「
近
代
日
本
の
版
画」、
三
彩
社、
一
九
し．
年、
九
四

頁131

右
品
文
献
の
ほ
か、
岩
切
は．
郎
「
糾
作
版
画
倶
楽
部
の
主
宰
者

巾
島
爪
太
郎」（「一
寸」
冗＂ガ、
吝
痴
同
人
発
行、
『
0
0
一
年．
月）
が

あ
る

m

中
ぬ
正
太
郎

は
ま
夫
K
Ii
．
男r-
女
に
が
ま
れ
た

今
回
お
H

に
か
か
っ
た
せ
久
＋
氏
は
未
子
に
あ
た
る
3

氏
は
削
作
版
両
倶
交
部
時

代
の
中
島
爪
太
郎
と
作
家
た
ち
と
の
交
流
を、
幼
い
な
が
ら
も
煎
味

寸
々
に
眺
め
て
お
ら
れ
た
と
い
う
L11F
L
社
圃
人
の
ほ
か、
畦
地
梅
人

nli、
石
井
柏
年、
大
内
廿
圃、
坂
本
緊一→
郎、
谷
中
安
規、
松
本
彩
苫、

棟
方
志
功・り
の
姿
を
ご
品
怪
で
あ
る

柚
方
志
功
は
中
必
家
の
門
を
く

ぐ
る
な
り、
例
の
大
声
で「
中
島
さ
ー
ん
1.」
と
叫
ん
だ
と
い
う．

151

畦
地
梅
太
郎
か
ら
小
野
忠
iR
に
宛
て
た一
九
七
0
年
八
月一
JL
H

付
の
手
紙
よ
り，
小
野
忠
収
は「
版
画
の
存
春」
を
執
喰
す
る
際
に
版
両

家
た
ち
に
質
問
状
を
送
っ
て
お
り、
こ
の
手
紙
は
そ
の
返
は
で
あ
る，

本
惰
料
の
付
在
は、
和
南
城
愛
理
氏
を
通
じ
て
小
野
忠
並
版
画
館
よ
り

ご
教
ホ
い
た
だ
い
た．

161

g
久‘
i
氏
に
よ
る
と
追
太
郎
の
長
兄
は
大
阪
の
大
地
・モ
で、
甫
太

郎
と
は
親
f
ほ
ど
も
年
が
迫
っ
た．
屯
太
郎
の
就
殿
や
売
れ
な
い
版
両

足
と
し
て
の
生
活
に、
長
兄
は
何
か
と
枇
話
を
焼
い
て
く
れ
た
ら
し
い

m

か
く
い
う
伯
名
も
か
つ
て
1

よ店
を「
版
元」
と
記
し
て
し
ま
っ
た

（『
口
木
の
板
両
ー．
．
九
0
0
_―
九＿
o
．
版
の
か
た
ち
百
相j「
n

本
の
版
幽
u．
：
九―
．
|―
九
一
〇

刻
ま
れ
r「
個」
の
繁
攻j
展
災

会
図
録、
一
九
九
ヒ
年
お
よ
ぴ一
九
九
九
年）。
こ
こ
に
訂
IE
し
た
い

181
「「
東
京
ト
ニ
荻」
は
彫
版
印
刷
を
伊
L
凡凡＂
に
頻
み、
ら
ょ
う
と
科

付
光
太
郎
が
淡
路
町
に
店
を
開
か
せ
た
ば
か
り
の
瑕
汗
洞
を
発
行
所
と

「
港」（
港
社）
i
-
号（．
九ー
エハ
年―
二
月）
1
五
号(-
九
二
七
年
七
月）

「
Jtt」（
風
発
行
所
)

[

l

サ(-
九
二
七
年ー
0
月）
1
四
竺i
九．一
八
年

七
月）

同
刊
風」（
風
発
行
所）i
-
サ(i
九→
元
年
四
月）
1
四"々
(
lej
年
九
月）

硲
「
版
囲
CLU
BJ
I

年
丘
号
(

1

九一．
九
年
JL
月）
の「
編
枡
後
記」
に

「
十
月
に
は
当
部
と
困
縁
深
い
中
ヒ
社
の
第
二
回
展
が
あ
り
ま
す」
と
の

品
述
が
あ
る（
傍凸
祓
者）。

g

関
野
準i
郎「
畦
地
梅
太
郎」（「
わ
が
版
画
師
た
ち
—
近
代
□
木
版

画
求
伝j、
講
談
社、
一
九
八
二
年、
二
O
l
'·lll:)

g
「
版
両
CLUBJ一
年
ti
号（．
九一．
九
年
九
月）
の
潟
枡
後
品」
に、

磁
輯
助
手
が
本
り
に〈
軽
井
沢
之
部〉
の
批
評
を
収
め
よ
う
と
し
た
と
こ

ろr
恨
渫
部
上
人
巾
々
裔＂
冗

離
れ
が
し
て
い
て、
庄
岩
雑
誌
じ
み
る
か
ら

よ
せ
と
云」
っ
た、
と
の
記
ド
が
あ
る

Jl

無
抒
名「
年
頭
辞」（「
版
画CLUBJ
I

1

�
 l
号、
一
九
三
0
年

月）

8

恩
地
孝
四
郎「「
今
代
蛉
人
八
態」
の
ガ」（「
版
曲C
LUB」一
年
二
簡

一
九
：
JL
年
九
月）

⑬

山
口
源「
軽
井
沢
に
於
け
る
剖
作
版
画
展
覧
会」（「
版
両Cl�
U
B」

年
五＂グ、
．
九．

9

九
年
九
月）

Oil

武
田
由
平「
私
の
生
い
た
ちJ(「
エ
＇
チ
ン
グ」、
口
が
エ
ッ
チ
ン
グ

研
究
所`
→
九
四
0
年―
一
月
乃）

05

大
内
が
圃，
じり
上
社
展
記
憾j(「
版
画CL
UB」一
年
六
り、
．
九一．

九
年一
1
月）

伽

悠
地
孝
四
郎「
版
画
ぷ
習
会
を
終
え
て」（「
版
両
CL
UBJ
§[
年一
号、

．
九二．．
 一
年

月）

珈

恩
地
孝
四
郎「「
研
路」
の
団」（「
版
雨
C-、U
Rj．一
年
四
ぢ、
一
九．．．
 

一
年ー
一
月）

＠
「
糾
tlt
後
バ凡一（「
版
画CLUBJ:·
年
9

号、
一
九一．f一
年
八
月）

図

前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
版
画
会
が
実
現
し
た
か
舌
か
は
が
明
で
あ

る
が、
111
本
鼎
氏
創
作
版
両^
＾
趣
意
占」（
滝
沢
恭
司
氏
の
こ
教
示
に
よ

さ
に
よ
れ
ば
大
錦
判
の
木
版
色
摺
仝
六
枚
を
予
定、
価
格
は一
枚
卜

円、
限
定，
0
0
祁
で
あ
っ
た，
lOl
苫
に
寄
せ
た
LIi
水
鼎
の
文
代
に
は、

n
lll
教
村
や
災
民
美
術
に
熱
中
し
て一
五
年
ほ
と
割
作
か
ら
泣
ざ
か
っ

て
い
た
か
今
圃「
翻
然
復
掃」、
中
島
の
勧
め
に
よ
り
版
画
の
頒
布
会
を

よ
み
る、
と
あ
る，
ま
た
中
島
も．
文
を
奇
せ、
「
沈
滞
せ
る
版
画
界
に

祈
t
命
を
開
拓
さ
れ
度3U
懇
願
し
て
以
来
三
ヶ
H」、
よ
う
や
く
版
両
E

を
n

説
さ
浴
と
し
た
と
内
く

さ
ら
に「
版
画
の
頒
布
会
も
柳
か
氏
傷
の

し
た（
中
略）
私
は
判
を
史
濃
判、
用
紙
を
が
け
に
し、
色
版
の
疫
数
は

ト
数
皮
を
越
え
な
い
こ
と
r

し
た（
略）
出
来
上
っ
た
の
を
必
村
に
ぷ
し

た
ら、
思
っ
た
よ
り
上
品
で
い
い
と
彼
は
言
い、
そ
れ
ん`
Hャ
述
店
頭
に

化
し
た」（
石
井
柏
＃「
柏
年
自
伝j、
中
央
公
ぶ
美
術
出
版、
『
ヒ
じ
貞）

心
心四
村
尤
太
郎
は
H
両
自
刻
n
招
に
よ
る
倣
初
期
の
割
作
版
両
に
深

い
理
解
を
脊
せ、
浪
肝
制
で
南
成
造
の
木
版
画
を
多
く
扱
っ
た

そ
の

南
作
品
を
讃
え、
比
に
5叫

く
際
の
価
格
に
つ
い
て
問
い
か
け
な
が
ら
次

の
よ
う
に
K5
い
て
い
る。
石
ル
れ
の
東
京
十一．
は
は．
枚`
．
丘
践つ
、

で
す
が
あ
れ
は
国
茶
苦
茶
に
駐
人
が
刷
っ
た
の
で
す
か
ら
比
校
に
は
な

り
ま
せ
ん」｛．
九一
．
年．

9

月
パ
U
巾
燦
造
へ
の
打
簡、
「
高
tt
光
太
郎

全
染」
第一．．
 巻、
筑
lr仄り
房、
．
九
九’ハ
年）

叩

柳
圧Kぃ
店
が
発
行
し
た「
災
術
と
文
芸j
(
'
'
'

C

ゼ
令
"
I

櫛
ril」
と
改

思）
の「
日
録し
に
は、〈
東
京
十→＿
設〉
が
長
期
に
わ
た
っ
て一
九―i.「
年

頃
ま
で
褐
仙
さ
れ
て
い
る
が、
抑
届
が
版
元
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
品
述
は
見
ら
れ
な
い

仰

広
告
の
初
出
は「
み
づ
己{]
は
一
0
八
り（一
九．
四
年
二
月）＇「
現

代
の
洋
両j
は．一
六
号（一
九．
四
年
万
月）、
「
美
術
と
文
芸」
は
二
Eゲ

（一
九．
四
年
ヒ
Ji)
で
あ
る

四
「
匠
の
柑
像』、
朝
n

新
聞
it、
:
JL
八・八
年、

八
九
n

⑱
「
浮
世
絵
I.
9"ゲ（
浮
llt
絵
計、
一
九i
丘
年
八
月一
の，
ょ
も
や
ま」

に、
後
述
す
る〈
廓
の
が
秋〉
の
発
行
所
と
し
て「
大
阪
東
µ
東

小岱町ー
ノ

四
ャ＂
果
党
也」
と
あ
る．

⑪

中
島
市
太
郎「
ぶ
版
画
の
年
竹
状
に
就
て」（「
版
画CLU
BJ
I

'

l,;,-一

サ、
一
九r-
0
年．
Jj）

的
I

浮
阻
給iJ
三
八
及
ャU
枇
絵
社、
．
JL．
八
年
七
月）
に〈
加
の
作
秋〉

が
「
四
枚
完
成」
と
の
品
市
が
あ
る

⑮

本
竹
料
は
む
切
信．
郎
氏
よ
り
ご
提
供
い
た
に
い
た，

⑰
「
美
術
と
文
芸」
一
0
号一
柳
屈
件
店、
．
九→
ヒ
年ー
一
月）
に
写

真
付
さ
で
広
告
が
掲
杖
さ
れ
て
い
る`

⑱
（
註
14）
に
loJ
じ

llg
〈
祈
求
京
白
娯〉
推
漑
文
は「
ア
ト
リ
エ」
六
咎
1"グ
二
JL-·
九
年ー一

月）
に
転
載
さ
れ
た
も
の
を
参
照
し
た

ま
た「
版
曲CLU
BJ'
.!i;-i
1
1

号
(-
九
二
九
年
五
月）
の「
説
者
及
会
ft
だ
よ
り」
に、〈
新
東
京
6
屎〉

の
各
作
品
を「
生
み
の
親
と
し
て
111
本
さ
ん
へ
呈
L
す
る」
と
い
う
必
述

が
あ
る。

8
「
版
画iCLUBj
四
年一
1

号—.
JL→―――

箪一
月）
に
石
井
競
三
は「
版

気
味
が
あ
り
ま
す
の
で
当
似
楽
部
の
頒
布
会
も
こ
の
会
を
以
て
［
り
と

し
た
い
の
で
あ
り
ま
すf
と
続
け、
創
作
版
両
倶
楽
部
の
活
幼
が
ド
火L'

な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
に
お
わ
せ
て
い
る

叩
（
註
24)
に
同
し

暉
（
註
24)
に
同
じ

⑫

深
沢
索一
「
伎
の一
而
観」（「
版
画
CLU
BJ
四
年
三
り、
i
九‘-.

『
年，
fj)

13

小
野
忠
“「
近
代
n
本
の
版
固j‘
..
 f彩
社、
一
九
ヒ一
年、
九
Jl

a

「
武
遥
長
久
「
守
没
の
虎J」
を
栢
者
は
確
泌
し
て
い
な
い

創
作
版

画
似
楽
部
か
ら
大
内"11
圃
の〈
武
運
長
久
版
両〉
シ
リ
ー
ズ
が
出
て
い
る

が、
．
九
三．一
年
の
刊
行
を
知
ら
せ
る
品
t
し
か
確
”竺J
き
な
か
っ
た。

仰
（
北
24)
に
旧
じ

旧
「
日
本
版
直
協
会
々
讃j．
．
 り、
n

本
版
画
協
会、
一
九
三
六
年

六
月

5

元＇
吋屯（
料
治
熊
太
紺「
鬼
オ
の
固
人

谷
中
安
規j、
ア
ポ
ロ
ン
社、

一
九
し一
年）

g
(
at
24)
に
圃
じ

心

関
野
ivi．
郎「
版
画
を
築
い
た
人
」々、
又
術
出
版
社、
一
九
じ`→．

年、
九
九
—;
0
0
H
か
ら
引
川
し
た（

叩

閃
野
準

郎「
わ
が
版
両
師
た
ち
ー
近
代
H
本
版
画
家
伝j‘
滋
訣

社、
．
九
八r．
年、

八
O·
u

g
（
北
46）
に
阿
し

邸

こ
の
手
紙
は
畦
地
家
肌
威、
町
lB
rli">
日
際
版
画
及
術
館
に
寄
贈

さ
れ
た
も
の
で
あ
る

封
筒
は
な
く、
K"
か
れ
た
止
確
な
時
期
は
わ
か

ら
な
い。

認

畦
地
梅
太
郎「
彫
り
も
刷
り
も
遠
い
版
画
の
追J(「
股
両
芸
術」

る四

号、
一
九
し
六
年
し
月一

凶

正
14}
に
詞
じ

な
お「
昭
相
ー
五
年
正
月
L

と
記
さ
れ
た
竹
状（
小

野
忠
収
版
向
館
蔵）
に
よ
れ
ば、
）ぷ
の
時
か
ら「
行
井
蛇
．
氏
の
あ
と
を

引
つ
ぎ
大
内
計
間
氏
の
拓
摺
版
国
を
じ
年
間
の
連
作
と
し
て」
ス
ク
ー

ト
し
て
い
る

的

小
川
龍
彦「
思
い
出
の
断
片」（「
版
両
協
会
五
1
年
系
譜」、
日
本
脱

画
協
会、
一
九
t'一
年）

本
文
で
小
川
は、
1

九-
1一
年
か
ら一こ・・・
年

に
か
け
て
の
化
点
時
代
を
伐
か
し
み、
親
交
の
あ
っ
た．．．．
 人の
名
を

短
い
形
容
と
と
も
に
品
し
て
い
る

そ
の
な
か
に「
唯．
の
版
画
商
ー
版

両
倶
楽
部
の
中
島
氏
は
ギ
ョ
ロ
さ
ん（
巨
眼
」
と
あ
る

19 18 
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廓
の
＃
fk

廓
の
¢
秋

廓
の
介
秋

仇
の
介
秋

h
節
句
必
ぴ

11
人
撚
糾似
両

＂
本
昂出
版
叫

＂
木
風
沿
版
両

＂
卜
屈
鋲
版
画

ー
小
Jil
誤
版
圃

＂
小
風
＂ポ
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0
年

一
九――1
0
年

『
九
一11
0
年

一
九.よ'
O
<li

-
九
-
0
年

-
九
.
0
年

九
一王
る
年

→
九一•
t)
年

．
九
一―1
0
年

→
九一·1
0
年

一
九一9-
0
年

一
九一·i
O
年

一
九·11
0
年

九一―-
0
年

-
JLiv
c
年

元
コ
0
年

一

ん―i
O
年

元――-
0
年

一
九一,;
o
年

一
九――'
O
l.li

一
九――·
o
�

一
九――'
0
"'1-

一
九
一

二
0
年

一
九＝＝一
年

刊
行
時
期

平
以
逍一

思
地
年
四
郎

必
森
衿
雄

逸
見
？

f
塚
連．

深
沢
＊·

＂
訪
兼
紀

藤
森
浄
雄

111
上
沈
生

前
111
F
帆

恩
地
そ
四
郎

逸
見
な

北
訪
捉
紀

藤
森
浄
雄

深
沢
索—

Ill
上
澄
生

前
川
干
帆

恩
地
羊
四
郎

平
埃
遠一

逸
比
が

深
沢
索．

諏
訪
兼
紀

豚
森
紆
雄

藤
森
静
雑

深
沢
索一

恩
地
孝
四
郎

干
塚
迷一

前
111
r
帆

諏
訪
兼
紀

川
ヒ
滋
生

逸
見
年

恩
地
学
四
郎

藤
森
消
雄

諏
訪
戻
紀

深
沢
索一

逸
兄
立

平
塚
遍一

前
JII
F
帆

川
ヒ
沿
生

逸
見
卒

恩
地
羊
四
郎

戊
幼
兼
紀

深
沢
索．

川
上
澄
牛

藤
森
浄
紺

恩
地
孝
四
郎

前
川
千
帆

平
塚
述一

川
上
澄
生

深
沢
索．

逸
見
＃

恩
地
年
四
郎

諏
訪
放
紀

平
塚
迷一

釘
川
千
帆

川
上
澄
生

麻
森
祐
雄

逸
見
亨

平
塚
迷一

深
沢
索一

前
川
千
仇

恩
地
羊
四
郎

汲
幼
兼
紀

藤
森
俯
雄

llI
L
滋
生

藤
森
怜
雄

画
者

平
塚
述

忍
地
年
匹
郎

祓
森
枡
様

逸
見
年

平
塚
迷一

深
沢
ホi

諏
訪
兼
紀

岱
森
汁
雄

川
上
沿
生

前
川
干
帆

恩
地
年
四
郎

逸
il
ク

諏
訪
兼
紀

”
籾
森
悼
雄

深
沢
＊·

川
ヒ
澄
生

泊
川
F
帆

恩
地
年
四
郎

f
塚
逍一

逸
兄
？

深
沢
ぷ·

森
訪
兼
紀

藤
森
約
雄

藤
森
浄
雄

深
沢
索1

息
地
年
四
郎

平
塚
迷―

前
川
千
帆

ぷ
Jh
猿
紀

Ill
上
母
生

逸
見
身

思
地
孝
四
郎

蘇
森
浄
雄

項
訪
辰
紀

深
沢
ホi

逸
見
享

ギ
塚
運一

前
川
千
帆

Ill
上
澄
生

逸
見
7

恩
地
ギ
四
郎

よ
訪
康
紀

深
沢
本i

川
上
澄
生

藤
森
浄
雄

恩
地
苓
匹
郎

泊
川
千
汎

f
塚
迷i

川
上
澄
生

深
沢
索．

逸
見
亨

忍
地
孝
四
郎

諏
訪
兼
紀

平
塚
迷一

前
川
F
訊

llI
K
澄
牛

藤
森
符
雄

逸
見
享

平
採
迷f

深
沢
ボ一

前
川
F
帆

恩
地
孝
四
郎

点
訪
北
紀

藤
森
静
雄

川
上
澄
牛

藤
森
静
雄

彫
師

干
塚
遠．
？

思
地
孝
四
郎
？

藤
森
静
雄
？

逸
見
亨
？

平
塚
逍一
？

深
沢
索1
?

諏
訪
北
紀ッ

摺
師

一．
円

ii
円

・一
円

こ
円

二
円

二
円

二
円

二
円

ニ
円

二
円

・一
円

ニ
円

9-
Pl

二
円

二
円

二
門

二
円

二
円

=-
flj
 

―-
Pl
 

二
円

ご
円

→·
円

t．
円

一
直り

．．
 円

・・
円

一
面り

一．
円

一一
円

q一
円

二
円

�
而り

ニ
円

．．
 円

：
円

こ
円

:
nJ
 

..
 ,'
 

"r直い
二
円

『一
円

二
円

―-
n,�

二
円

1

-

p

．
丙

二
円

-
r,

一

面り
.
l

-

p

一．
円

．．
 円

．．
 円

ご
円

．

丙面り
．＿
円

二
円

：
円

..
 n‘
 

•→
Jー
「
r

.

.
 lー
.

“り
二
旧

二
p

価
格

限
定
五
0
部

限
定
h
o
部

限
定
h
o
品

阪
定
五
0
部

限2
生
五
0
部

限
定
丘
0
部

限
定
Ii
o
部

限
定
五
0
部

限
定
丘
0
部

限
定
五
0
部

限
定
斤
〇
部

限
定
万
0
部

限9
学n
o
部

限
定
互
0
部

限
定
万
0
部

限
定
丘
0
部

限
定
五
0
部

限
定
丘
0
部

取
定
五
0
祁

阪＇性
バ
0
部

限
池
Ji
9
部

限
屯
五
0
部

嬰疋
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
h
o
部

限
定
h
o
部

限
定
h
o
部

限，lu
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
JL
O
部

限i心
五
0
部

限
屯
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
丘
0
部

限
9心
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
fi
o
部

限
定
ム
0
部

限
定
h
o
部

限
迫
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
丘
0
部

限
定
冗
0
部

限t4
丘
〇
邪

限
定
丘
0
部

限
｛心
五
0
部

限
定
丘
0
部

限
定
丘
〇
祁

限
定
丘
0
部

限
定
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
五
0
部

限
定
万
0
部

限
定
丘
0
部

限，性
li
o
部

限
定
丘
0
部

限
兌
ム
0
部

備
考

一
射．
二
号

一
虹
四3ゲ

一
寮
五
号

一
染
さヵ

一
虻
じ
号

一
災
八
号

＾
災
九
”

．
染
·

o
号

．
集．

＂
万

一
災·

五”

．
災？
r-
井
？

ご竺
四
サ
？

こ竺

荏ゲ
？

f
果

六＂ゲ

·
史一
ヒ＂グ

．
集＿
八
り

-
比-
lL
サ

也―i
O"
グ

→

集一一
号

一

菜一t-
g

一

瓜一．―＿
号

一
災
二
四
り

一

媒·
E
サ

一
侭一
nゲ

一
簗
：
号

こ
限ー
＃‘

二
集
四
号

一

函
五
牙

ニ
杞
六
Cウ

二
渠
ヒ
サ

て
躯
八
号

二
也
九
号

一
菜．
0
号

こ
llS-
→
号

1
函一
＿．
号

二
災―――斥ロ
グ

二
果

1四
”グ

ー，
集；
丘
号

二
染一
六
号

二
染一
し5
グ

＿＿
渠一
八
り

ニ
梨．
九
分

梨―-
0
号

二
簗．一
刃

二
集`
――五
序

一

菜
二＿

芍

一

菜
二
四＂5

一

菜ー
パ＂ゲ

―――
染．
＂ゲ

..
 -災
．
サ

.
1
集ir"”―

．，
函
四
uり

一．
康
五
り

そ
災
六
サ

9．
染
し
砂

一．．
 集
八
号

一一
応
九
g

―-
虹i
On'.:

そ
竺

ごヶ

-「
四
．t
号

＝
艇
『
l

-

cり

-「
集

ぷ四
号

一
二
渠·
五
号

＝正竺
六
号

一
盃
竺
七
号

＝
取（：
八
り
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風
臣
版
両
袋
沿

風
娯
版
両
虻
下＂

第
二
集

北
哉
湖
の
冬

第一
伍�

秋
田
じ→
Ii
俎

剖
作
版
面
似
楽
部

創
作
版
両
倶
凍
部

一
九11·
0
年

-
JL3-,
0
年
？

中
西
義
男

勝
ギ
得
之

巾
西
義
男

勝
ギ
得
之

創
作
版
両
絵
究
芥

創
作
版
両
絵
菜
内

眼
の
お
lE
H

i、

決．
心

一．．
 
絵
入
り
な
げ
節

四

新
版
う
ん
す
ん

F
両

勺Tiゾ
海
辺
の
巌

朝
海

楼沿t元
nぷ
y-
t
橋

切
必

第一
集

第一

函
9"
島
俎

然
海
の
部

剖
作
版
両
倶
楽
部

剖
作
版
両
似
楽
祁

一
九―-
IL
年

一
九――-
0
年

創
作
版
画
年
釘
絵
菜
苔

創
作
版
同
年
匹
絵
栄
苔

幻
作
版
面
限
楽
部

剖
作
版
両
年
買
絵
葉
芥

邪
珠
蛮
ナ

壱
な

モ
ダ
ン
タ
イ
プ

創
作
版
画
似
楽
部

創
作
版
画
供
染
部

創
作
版
向
恨
楽
部

創
作
版
両
倶
楽
部

創
作
版
両
倶
楽
部

一
几
『
九
年

-
JL
こ
九
年

•
ILf•
九
年

今
代
婦
人
八
態

新
r

創
作
版
画
俣
朱
部

一
九→-i
k
年

今
代
婦
人
八
態

湯
K
が
り

一
九・
三
四
年

＇^
代
紺
人
八
熙

珈
琲

創
作
版
画
似
凍
部

し．．．
．
 r
 

}

ィ・

日
本
新
八
拾
版
画

霰
両
CL
UB
j

今
代
婦
人
八
態

第

孟心

華
敢
瀧
及
H
光
之
部

剖
作
版
画
倶
楽
部

．
年i
号
1
四
年＝「＂グ

剖
作
版
両
似
楽
部

鏡

創
作
版
曲
棋
楽
部

．
九一，
九
年

Lル
ニ
几
ー・“．囀
歪＇

一
九
『
九
年

H
本
風
殷
版
両

濠
端
十i.
95

祈
東
涼
6
泉

祈
束
以
[U

棗

新
東
京
”日
梨

新
東
京
百
荻

新
痕
兒
ICi
屎

新
屯
裕n
は

新
東
兄n
煉

祈
東
卓
白
袋

新
東
京
百
娯

新
束
払
白
屈

新
東�
い
d
釈

新
東
以
ri
菜

新
屯
＂小
百
訊

祈
東
京
Tu"ポ

新
東
凩
日
尿

新
東
ぶrLI
尿

新
東
点
U
屈

新
東
京
ra
洪

祈
東
京a”ぶ

新
東
凩
百
供

新

屯以
百
尿

祈
東
晃n
咲

新
束
界
百
登

新
巾
京
百i�小

祈
束

径＂
菜

祈
束
点
0
案

新
山・
訊
g
屎

新
束
晃
白
棗

祈
屯

昂日
娯

新
康
足n
炊

新
求
点：LI
鋲

新
東
京
白
鋲

軽
井
沢
之
部

赤
坂
雄
宮

康
凩
府
及
術
館

昭
和
通

新
係

地
下
鉄

康
兄
駅

行
寺
迅
路

本
郷
元
町
展
甲
公
園

新
布
夜
原

坂
F
門

新
k
野
駅

江
戸
川
公
団

井
之
頭
公
園

市
公^
が
党

魚
河
化

笑
災
記
念
党

ペ
ピ
ー
ゴ
ル
フ

芝
浦
ハ
ネ
嬌

rip
111
ク
原

代
々
木
ケ
原

；・
越
附
近
Jg
望

神
宮
球
場＂ャ
慶
載

浜
離
窮

東
劇
斜
協

明
治
神i呂
投
参
必

束
以
駅
八
直
洲
LI

帝
国
汲
f
堂

11
反
UJ
駅

千
住
大
低

麻
布よ`
聯
隊

竹
ほ
残
T�

錦
糸
公
肉

点
橋

ン
リ
ー
ズ
タ
イ
ト
ル

タ
イ
ト
ル

8
木
瓜
京
版
画
会

倒
作
版
向
倶
楽
部

剖
作
版
向
恨
楽
部

創
作
版
両
倶
屯
部

剖
作
版
両
阻
楽
部

剖
作
版
曲
飢
交
部

創
作
版
両
倶
丸
祁

創
作
版
両
似
楽
部

剖
作
版
両
似
楽
部

創
作
版
画
倶
楽
部

創
作
版
面
似
楽
部

創
作
版
両
仮
楽
部

創
作
版
向
仮
楽
部

削
作
版
両
倶
楽
部

剖
作
版
画
倶
楽
部

創
作
版
面
但
楽
部

創
作
版
匝
俣
楽
祁

印
作
版
両
倶
楽
祁

剖
作
版
両
倶
女
部

洞
作
版
画
俣
梵
部

創
作
版
画
似
汲
部

創
作
版
画
倶
楽
部

洞
作
版
画
恨
梨
部

創
作
版
画
俣
茉
部

創
作
版
圃
倶
糸
部

剖
作
版
雨
倶
楽
部

剖
作
版
画
倶
楽
部

剣
作
版
両
倶
楽
部

割
作
版
画
倶
楽
部

創
作
版
両
倶
楽
部

創
作
版
両
似
楽
祁

創
作
版
画
似
楽
部

創
作
販
両
俣
楽
部

創
作
版
両
倶
楽
部

発
行
元

一
九一
．
．
 年

·
九一＿．．
 年

一

丸
二
年

九．．
 一
年

-
IL._-i
年

元――・
・
年

元
W―
年

:
JL1.-―
年

-
JL;-i
年

-
JL.
V
]"

．
IL-i-
年

．
九
三．
年

•
IL-·一
一
年

-
L-•-.
C,

J.

9‘

一丸．
祁

i
九一
「

年

元＝
二
年

元·
1一
年

一
九・ニ．
年

一
九、．．
．
 年

；や
二
年

•
IL:1一
年

-
Jt-•
こ
年

→
九，一
：
年

．
九r．

年

·
九i-.
.
 5

·
L-9··
:
 ..

J”

4‘

,
L•
V→.
ド

J
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一
九一r
一
年

-
JL，ー―
-
年

.
JL
:―

企＇

一
九→一→

荼＇

→
L.,
9}UL
 

)
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一
九一．
九
年
八
月

刊
行
時
期

逸
見
屯

ぶ
沢
＊．

ギ
塚
運一

前
111
千
飢

恩
地
孝
四
郎

み
肋
兼
紀

逸
兄
ワ

前
IIl
千
帆

深
沢
索一

係
森
静
雄

中
塚
il.

思
地
学
四
郎

改
訪
兼
紀

川
上
沿
生

森
森
浄
雄

前
111
で
帆

北
uJj
原
紀

必
兄”r

平
塚
運→

藤
森
祁
雄

深
沢
索→

川
上
澄
生

恩
地
羊
四
郎

逸
見
ク

平
塚
運．

諏
訪
袋
紀

前
111
千
帆

深
沢
索一

川
ヒ
液
生

恩
地
学
四
郎

逸
見
亨

深
沢
索一

息
地
年
四
郎

前
川
F
訊

川
上
澄
牛

深
沢
索．

諏
油
兼
紀

稲
坦
知
紙

石
井
r
"̂

下
lIi
木
絆
郎

稲
坦
知
雄

棟
方
ぶ
iJJ

前
田
政
紙

稲
玩
知
雄

石
井
f
介

Ill
n
進

畦
地
海
人
郎

稲
坦
知
雄

111
ロ
曲

恩
地
年
四
郎

恩
地
孝
四
郎

恩
地
年
四
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The Business of Selling Prints: Nakajima Jutaro 

N ishiyama Junko 

This essay traces the activi1ies of one man in the print business 、 Nakajima Jf11血1「o (1887-1974) 
Nak哨ma is beヽ1 known as the leader of the泌saku-Hanga Club (Creaiive P「int Association) that put 
out the famous Shin Tokyo Hyakkci (One Hundred Views or New Tokyo), a se1 of prints to which dif
fcrcnt artis1s co111ribu1cd. Ahhough his legacy included a number of olhcr irnponanl publications, 
including the Ha11ga CLUB (Prim Club) magazine and the prinl collcc1ion Kitsutsuki (Woodpecker). his 
achievements have nol been properly recognized. Given the lack of basic r℃search in 1he field of mod
em prints - the ga1hering of infom1ation on publishers, publication designs, priming. prices, and the 
like - I came to恥licve that looking "behind-the-scenes" would yield useful results. For this rcaヽon.I
have chosen 1he career of Naka」ima J01a,u as rny subject of s!udy. 

Nakajima was born on Scp1cmbcr 27, 1887 in Osaka. By the end of Lhe Meiji period he had dcvel
ored a deer interest in woodblock pri111s、 and when, in early Taisl-..i he started working at a bank, he 
alヽo established 1he print shop Seikad6. He began hi, print-selling business with 1he publication of 
Tokyo珈ikci (Twelve Views or Tokyo) by Ishii Hakutei. Hakutei not only collabora1cd with Nakajima 
in bringing high-quality works of art to public auention. bu1 al�o introduced hiin to 1hc world of sosaku
hanga, creative prints based on the ide<1 of lhe �nisl's "own design. own carving, own printing", Around 
1916 Nakajima moved 1()Tokyo. scllling down in Yoyogi San'y<1. Herc he conctuc1cd his print business, 
belor'じSuffじring extensive war damage. 

Nakajima opened his shop under the new name o「Nihon Fukei Hang:-.kai in January of 1917. As one 
would expec1 from the name. the first publicmion was the beautiful Nihon Fi,kci H&ng:1 (Scenes of 
Jap;,n)、 a series done by a group of a11ists led by Ishii Hakutei. While 1his pro」ect was u ndcrwa y, 
Nakajima met HakuLei's younger brother Ishii Tsuruzo. Tsuru乙o had an important influence on 
Naka」ima. guiding him lOwards the idea of promoting so紐ku-hnnga and possibly introducing him 10 the 
artis1 known as the "father of sosaku-hanga". Yamamoto Kanae, and the members of the Takujかsha.
Up until this time 、 NakajimJ had followed the artists' lead in deciding what and how to print their 
de.signヽ．and was thus somewhat different from a true publisher. His role as a genuine promoter of 
sbsaku-hanga dated from the end of 1he 1920、

Nakajima started the Sosaku-hanga Club in January of I 929. The five short years that he acted as 
head or 1he association were 1hc hJppiest of his life. He pul out a variety of woodblock prints by up
andべ：orning artists, beginning wi1h the eight member� of the T:1k11j6-sha who undertook the Shin Tokyo 
Hy.-ikkei series - Onchi K6shir6. Kawakami Sumio, Hiratsuka Un'ichi、 Fuka7,awa Sakuichi. Fujimori 
Shizuo, Henmi Takaヽhi. and Maekawa Scnpan. Also at lhis time he became an important member of 
whm was known as the "Yoyogi Group". While working behind 1he scenes to see prints into production, 
Nakajima played a number of different roles as publisher of sosak11-hanga, including that of shrewd edi
tor, skilled publisher of avant-garde scene prints, enabler for new projecrs, discoverer of new print 
artists, and promoter supervising 1hc teaching of printing; he also collcc1cd sosak11-hangu himself. From 
the middle of the 1930s, however. his ac1ivi1ies began to decline. The intensification of the war meant 
chat he was obliged 10 produce prints cheaply, and 1he prints he did publish were imbued with the patri
otic mood of wai1ime. Even !hen the prints did not sell. and he was finally forced to close his business 
In May of I 945. Nakajima's house suffered severe darnage fro111 the war, and all hi, prin1s and the wood 
blocks u;,ed for printing were bumed: he had lived through the shock of Japan's defeat only to have his 
entire prinling business destroyed. Even though he held onto his dream of producing new prints, ii 
proved impossible. and consequently he was forgotten in the print and publishing world. One wonders 
what so11 of original 、 daring. and intcres1-filled works we might have now if times had been different 
Nakajima passed away on Augus1 9, 1974 at 1he age of 87. From the end of the war un1il his death. he 
was prey to numerous illnesses, and while he cn1husiastically pursued such activities as writing haiku 
and collecting st.1r11ps, he wcn1 about his daily life in an abs1rac1ed, dazed way 

No other publisher of prints living in Nakajima's time equaled him in 1em1s of the quantity or quality 
of his work. His discovery of new anists and his choice of !hemes that vividly reflect the age also make 
him an cx1remely valuable figure. My plans for further research include looking at whether works 
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て
い
た
の
で
あ
る。

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
jR
要
性
を
増
し、

東
光
院
像
は
正
に

ぐ
っ
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
：＇。
こ
う
し
た
問
題
は
東

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

七
仏
薬
師
と
妙
見
菩
薩

ー
千
葉
氏
発
生
の
謎
に
つ
い
て
1

[-
]
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
叫
催
の
経
綽

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は、「
房
総
の
神
と
仏
展」
の
関
連
企
両

と
し
て
平
成
ト
ニ
年
十一
月
ト
ニ
El
午
後
二
時
よ
り
午
後
六

時
ま
で、

様
々
な
議
論
が
あ
る
東
光
院（
干
栄
市
平
山
町
所
在）

の「
伝
じ
星
ヒ
仏
薬
師
像」（
以
下
束
光
院
像）
を
め
ぐ
っ
て
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
る。

東
光
院
像
に
つ
い
て
は
彫
刻
史
で
も、

制
作
年
代
に
つ
い
て、

七
む
が
．
具
で
あ
る
か、

あ
る
い
は

当
初
か
ら
七
仏
薬
師
像
で
あ
る
か
否
か
等
様
々
な
レ
ベ
ル
で

問
題
が
あ
り、

歴
史
学
の
面
か
ら
も
ギ
忠
常
等
の
両
総
平
氏

と
の
関
係
や、

千
葉
氏
の
妙
見
偏
仰
と
の
関
わ
り
な
ど
を
め

光
院
像
が
房
総
の
木
彫
仏
の
初
湘
朋
を
代
K
す
る
大
作
で
あ

る
こ
と、

あ
る
い
は
平
忠
常
や
そ
の
流
れ
を
汲
む
f
葉
氏
が

平
安
巾
期
か
ら
中
世
に
掛
け
て
房
総
に
君
臨
し
た
大
袋
族
で

「
房
総
仏
教
美
術
史
最
大
の
謎」
と
も
言
う
べ
き
什
在
と
な
っ

幸
い、

東
光
院
の
格
別
の
配
慮
に
よ
っ
て
秘
仏
で
あ
る
と

こ
ろ
の
東
光
院
像
が
展
屁
会
に
出
品
さ
れ
る
こ
と
と
な
り、

appearing in catalogues and books actually sold. and studying the eases in which artists printed their own designs a、

opposed to Lhose in which the designs were printed by others. 1 believe that such topics will serve lo funhcr illumi・

natc the entire 、vorld or printmaking in which Nakajima lived and work叫

(Translated by Carol Morland) 

ま
た、

小
松
寺
の
謡
粒
や、

松
虫
寺
の
じ
仏
薬
師
像、

東
庄

町
束
氏
所
蔵
の
妙
見
菩
薩
像
な
ど、

参
考
と
な
る
像
も
数
多

く
出
品
さ
れ
た。

更
に
東
光
院
論
争
の
最
前
線
に
立
た
れ
て

い
る
研
究
者
が
い
ず
れ
も
こ
の
展
笈
会
の
関
係
者
で
あ
る
こ

と
か
ら、
い
さ
さ
か
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
テ
ー
マ
で
は
あ
っ
た
が、

す
ば
り
束
光
院
像
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
を
聞

備
す
る
こ
と
を
提
茶
し
た。

は、

正
に「
飯
強
の
布
陣」
と
言
う
べ
き
か、
い
ず
れ
も
こ
の

問
題
を
導
門
と
す
る
研
究
者
で、

予
想
に
違
わ
ず
内
実
あ
る

い
11・ハ
剣
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た。

あ
ま
り
に
専
門
的
な
テ
ー
マ

で
も
あ
り、
バ
ネ
ラ
ー
選
定
に
当
た
り
知
名
桜
や
話
題
性
に

は
全
く
配
慮
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で、

市
民
の
反
応
が

花
干
危
惧
さ
れ
る
部
分
だ
っ
た
が、

企
画
が
公
表
さ
れ
る
や

西
や
聴
講
希
望
者
が
殺
到
し、

当
日
も
超
満
貝
の
盛
況
と
な

っ
た。

改
め
て
千
英
rli
民、

あ
る
い
は
f
菜
児
民
の
千
菜
氏

に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
実
感
し
た。

ネ
ラ
ー
が
そ
れ
ぞ
れi
9．
卜
五
分
ほ
ど
の
枯
調
公
演
を
行
い、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
具
体
的
な
構
成
だ
が、

ま
ず一
1
人
の
バ

そ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
っ
て
依
頼
し
た
3
人
の
パ
ネ
ラ
ー

浜
名
徳
順

「
房
総
の
神
と
仏
展」

企
画
実
行
委
員
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け
て
玄
武
を
踏
ま
え
哨
チ
形
の
妙
見
舒
薩
像
は、

中
国
に
お

ト
U
ハJJ
問
休
憩
の
後f．
時
間
ほ
ど
パ
ネ
ラ
ー
伺
士
が
討
論
を

行
う
と
い
う
形
式
で
行
わ
れ
た。
通
常
こ
の
手
の
シ
ン
ボ
ジ

ウ
ム
の
討
品
は
聴
衆
か
ら
も
質
問
を
受
け
付
け
て
行
わ
れ
る

が、

今
回
は
論
点
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で、

司
会
者
の

問
題
提
起
に
従
っ
て
パ
ネ
ラ
ー
同
上
で
質
疑
応
答
す
る
形
と

し
た。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
令
体
を
再
現
す
る
こ
と
は
紙
数
の

関
係
で
If
nr
能
な
の
で、

以
下、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
コ
ー
デ

内
容
を
災
約
し
て
報
告
し
た
い。

最
後
に
議
論
に
つ
い
て
の

感
想
を^
一、
．―-
付
け
加
え
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
う。

ま
ず、

林
氏
は「
日
本
に
お
け
る
凩
信
仰
と
妙
見
蓉
薩」
を

テ
ー
マ
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
全
休
の
「
前
提」
と
な
る
よ
う
な
内

谷
を
活
し
た。

代
以
降
で、

四
火
王
寺

『

H
本Itlei
紀」
推
占
十
年
な
ど
の
諸
記
録
に
も
窺
う
こ
と
が
出

日
本
で
＂生
侶
仰
が
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
の
は
飛
島
時

法
隆
卜J
等
の
七
凩
剣
等
の
逍
品
や、

米
る。
こ
れ
は
百
済
rkl
等
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
11
本
に
も

が
現
存
し
て
い
る。
三
井
寺
や
法
輪
寺
に
は
龍
上
に
片
足
立

ち
す
る
四
W
の
妙
見
像
が
伝
え
ら
れ、

的
呈
モ（
そ
ん
じ
ょ
う

問
題
も
複
雑
な
様
相
を＂E
し
て
い
る
よ
う
に
思
う。

た
ら
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が、

店
本
的
に
は
陰
陽
L
行

説
に
よ
る
中
国
の
天
体
観
を
元
に
し
て
い
る。
陰
陽
fL
行
説

を
要
約
す
る
と
陰
と
陽
が
字・
面
を
司
る
2
k
元
素
で、

そ
れ

ぞ
れ
は
月
と
太
陽
に
代
表
さ
れ
る。
こ
の
て
つ
の
気
が
混
ざ

り
な
が
ら
火
•
水
・
木
・
金
．
t
の
五
行
を
生
み
出
し、
こ

れ
ら
が
更
に
お
互
い
を
引
き
付
け
合
い、

反
発
し
合
い
な
が

犬
体
の
辿
行
を
設
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
の
動
き
を
知

る
こ
と
が
出
来
る。

そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
歴
も
発
達
し
た

と．
広
え
る。

も
う．
つ
中
国
に
は
北
辰
を
中
心
と
す
る
火
体
観
が
あ
る。

こ
れ
は
じハ
空
の
述
動
の
中
心
に
あ
る
北
辰（
北
極
星）
を
天
の

支
剃
者
（

天
帝）
と
見
る
考
え
で、
こ
れ
を
指
し
示
す
北
斗
じ

選
ば
れ
て
地
上
の
支
配
権
を
委
ね
ら
れ
た
者
と
考
え
ら
れ
る

な
ど、

北
辰
も
し
く
は
北
斗
を
煎
視
し
た
天
体
観
が
発
展
し

て
ゆ
く。
こ
の
北
辰
星
に
対
す
る
信
仰
が
日
本
に
伝
来
し
て

妙
見
侶
仰
と
な
る。

ま
た、

中
国
に
は
イ
ン
ド
起
源
の
仏
教
的
な
星
信
仰
も
あ

っ
て、
/J
れ
は
誼
教
の
天
文
学
で
あ
る
陰
陽
道
に
対
し
て、

｛伯
咄
逍（
す
く
よ
う
ど
う）
と
呼
ば
れ
る。

陰
陽
道
で
は
北

斗•
北
辰
と一．
卜
八
術
が
中
心
と
な
る
が、
｛伯
曜
道
で
は
九

曜
星
信
仰
が
中
心
と
な
る。

北
斗
斐
荼
羅
を
見
る
と
こ
の
両

方
が
合
体
し
て
い
る。
こ
の
よ
う
に
中
固
の
星
倍
仰
は
桜
雑

け
る
道
教
の
炸
格
で、
LI
世
紀
初
頭
頃
に
成
立
し
た
兵
武
神

の
影
雰
を
受
け
て
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
現
什
の
作

例
を
探
せ
ば
東
庄
町
東
氏
所
蔵
の
妙
見
菩
株
立
像
（

以
ド
東
庄

像）
が
初
源
と
考
え
ら
れ、
こ
れ
は
作
風
か
ら
鎌
倉
後
期
13
枇

紀
後
半
頃
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る。

真
武
神
像
は
四
神
の
内

の
北
ガ
守
護
神
で
あ
る
玄
武
を
元
と
し、

そ
れ
に
北
斗
七
足

の
第
六
星
で
あ
る
武
訓
星（
ぶ
き
ょ
く
せ
い）
の
竹
格
を
盛
り

込
ん
で
祈
た
に
神
将
形
で
具
現
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。

像

容
の
特
徴
は
玄
武（
亀）
を
踏
ま
え
る
点
と、

も
う．
つ
指
で

付
け
の
愛
を
長
く
伸
ば
す「
披
髪」（
ひ
は
つ）
と
呼
ば
れ
髪
烈

で
あ
る。

東
庄
像
令
の
千
葉
妙
比
は
そ
れ
ま
で
の
11
本
の
神

仏
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い、
こ
の
1
つ
の
図
像
的
特
徴
を

こ
の
新
像
容
を
成
立
さ
せ
た
の
は
f
架
氏
の
関
係
者
で
あ
る

す
れ
も．
木
造
り、

腹
品
と
脚
部
の
矧
ぎ
付
け
面
が
丸
太
状

今
u一
般
に「
f
菜
妙
見」
と一
が
わ
れ
る、

革
鎧
を
身
に
沿

千
葉
に
火
武
神
形
の
妙
見
の
占
像
が
染
中
す
る
現
状
か
ら、

え
る
こ
と
が
出
来
る。

東
光
院
像
は
等
身
を
t
佃
る
←楽
師
如
求
形
の
中

的芦」、
は

ぼ
穿
身
の
六
体
の
活
薩
形
の
脆

凶ぷ“
付
随
す
る
群
像
で、
い

（
東
京
H
立
文
化
財
研
究
所）

れ
る
と
い
う
11
本
中
肌
の
窟
f
伍
仰
と
習
合
し
た
結
果
と
考

院
像
が
妙
見
伝
仰
関
辿
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る＂

津
田

徹
英

際
し
て、

珀
fnl
す
る
水
天
像
や、

神
が
簡
の
姿
を
取
っ
て
現

が
あ
る。
F
先
で
は
し
り化
ヒ
仏
薬
師
像
と
伝
水
さ
れ
る
東
光

す
る
部
分
も
あ
る
が、
こ
れ
は
見
伯
れ
ぬ
像
容
を
5岩

入
す
る

凶古生
王
像
な
ど、

林
氏
も
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
様
々
な
像
容

を
展
開
し
た。

に
乗
り、

蛇
を
手
に
す
る
点
な
ど
真
武
神
の
像
容
と
は
相
途

れ
る。
そ
の
他、

古
粁
天
に
頬
lul
す
る
も
の

井
寺
系
の

休
例
を
元
に
T"
9ぷ
妙
見
の
成
立
と
東
光
院
像
に
大
胆
な
解
釈

も
ち
ろ
ん
咽
f
形
を
取
る
点、

あ
る
い
は
玄
武
で
は
無
く
亀

十
七
星
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
妙
見
像
と
判
断
さ

沖
HI
徹
英
氏
は
2
台
の
ス
ラ
イ
ド
映
f生
機
を
駆
使
し、

具

す
る
と
い
う
真
武
神
の
性
格
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

線
刻
像
が
卜
げ
ら
れ
る。
こ
れ
は
舒
侮
形
だ
が，

頭
上
に
北

が

こ
れ
は
天
帝
の
命
を
受
け
t
界
に
ド
っ
て
悪小叱
を
退
治

迅
品
と
し
て
は
火
f
時
代
の
も
の
で
奈
良
の
朴
H
Lli
石
窟
の

い
て、

f
安
以
前
の
妙
見
信
仰
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る

奈
良
時
代
に
は
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り、

最
古
の

1f

の
本
炸
は
亀
に
乗
っ
た
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ
て、
．
が
地
仏
の

千
染
氏
の
伝
水
で
は
妙
見
菩
片
が
9フ
箭
神
と
し
て
描
か
れ
て

べ
て
お
き
た
い。
妙
見
像
は
正^
い
院
文
れ＂
な
ど
"luL
鉗
か
ら

が、

妙
見
佑
仰
の
本
拠
地
の

つ
で
あ
る
九
州
八
代
の
妙
見

備
え
て
い
る。

更
に「
源
f
闘
争
鉢」
等
の
説
品
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
自
分
の
考
え
を
述

の
関
係
を
’^
lnI
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
取
り
沙
汰
し
て
い
る

そ
の
侶
仰
も
複
雑
な
展
開
を
見
せ
る。
ヒ
仏
架
帥
や
観5"
と

ら
れ
て
い
る。
-)
の
よ
う
に
妙
見
の
像
容
は
多
種
に
渡
り

像
や
犬
帝
像
を
源
流
と
す
る
も
の
が
あ
り、

画
像
が
数
点
知

に
も
や
は
り
中
匪
以
降
の
も
の
と
し
て
近
教
の
鎖
、屯
虚
符
神

そ
の
時
代
に
は
宋
版

こ切
経
に
施
財
7pL
録
を
残
す
r
葉
寺
f

行
が
い
て、

千
業
氏
が
中
央
を
通
さ
ず
に
直
接
巾
国
の
佑
報

を
仕
入
れ
る
こ
と
も
nJ
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。

さ
て、

真
武
神
形
の
妙
見
の
成
立
を
こ
の
よ
う
に
¥J
え
る

が、

そ
れ
以
前、

例
え
ば
平
安
期
の
f
必
の
妙
見
像
は
ど
の

真
武
神
像
が
彩
神
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
そ
の
他

が
あ
っ
た
と
す
る
の
も
魅
JJ
的
な
仮
説
と
思
わ
れ
る。
ま
た

で、
こ
れ
に
は
111
国
西
以
時
代
に
成
立
し
た
北
方
の
守
護
神

統
権
を
、モ
張
す
る
た
め
の
シ
ン
ポ
ル
と
し
て
新
像
容
の
成
立

踏
ま
え
た
痰
f
形
の
妙
見
像
は
鎌
倉
時
代
後
期
以
降
の
も
の

千＂
架
に
あ
る
よ
う
な
や
鉛
を
析
川
し、

玄
武（
げ
ん
ぶ）
を

お
う）
像
と
も
呼
ば
れ
て
い
る。

温
（
文
化
庁）

星
も
lOl
様
に
巫
視
さ
れ
る。

国
の
皇
帝
は
北
辰（
天
帝）
か
ら

[
 ..
 ]
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
災
約

イ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
っ
た
n
分
が
各
パ
ネ
ラ
ー
の
f
解
の
下
に

ぞ
れ
代
表
す
る
莉
担
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら、

日
月
と
併
せ

ら
様
々
な
物
質
現
象
を
生
み
出
し
て
い
る。
五
行
に
も
そ
れ

な
構
込
を
持
っ
て
い
る、

そ
れ
が
祁
人
さ
れ
た
日
本
の
抵
伯

仰
も、

妙
見
信
仰
を
含
め
て
道
教
的
な
要
素
と
仏
教
的
な
要

素
が
箱
み
合
っ
て、

板
め
て
複
雑
な
様
相
を
見
せ
る。

そ
こ
で
日
本
に
お
け
る
妙
見
倍
仰
の
尖
例
を
見
て
み
る
と、

栞
戒
（

き
ょ
う
か
い）
の
「
H
本か将
異
記」
に
具
体
的
な
品
述
が

あ
る
が、

水
難
を
救
わ
れ
る、

あ
る
い
は
失
わ
れ
た
も
の
が

妙
見
の
加
設
で
再
び
発
見
さ
れ
る
な
ど
極
め
て
現
世
利
益
的

な
色
彩
が
濃
い。
一
方
で、

中
同
に
倣
っ
た
政
治
的
信
仰
も

皇
至
に
あ
っ
て、

天
皇
が
北
辰
に
燈
明
を
捧
げ
る「
御
燈」

（
ご
と
う）
と
云
う
儀
礼
も
年
中
行
巾
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た

品
鉗
が
あ
る。

れ
も
極
め
て
複
雑
で
あ
る。
そ
の
理
由
と
し
て、

正
純
密
教

の
規
範
と
な
る
空
海
伝
の
両
界
快
荼
羅
に
含
ま
れ
て
い
な
い

浮
格
で
あ
る
こ
と
が
．
つ
半
げ
ら
れ
る。
ま
ず、
「
卜
巻
抄」

等
種
々
の
密
教
杏
に
吉
袢
天
に
似
た
妙
見
像
が
報
告
さ
れ
て

い
て、

場
合
に
よ
っ
て
は
現
在
古
袢
天
像、

あ
る
い
は
像
容

的
に
類
同
す
る
雨
宝
窯
了（
う
ぼ
う
ど
う
じ）
像
と
さ
れ
る
も

の
の
中
に
当
初
は
妙
見
像
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
が
あ
る

の
で
は
な
い
か。
例
え
ば
平
安
期
の
も
の
だ
が
三
重
惧
金
湖

証
寺
の
甫
宝
背
＋
像
な
ど
は
伊
勢
信
仰
と
妙
見
佑
仰
と
の
関

係
も
あ
っ
て、

当
初
は
妙
見
像
と
し
て
作
ら
れ
た
可
能
性
を

指
摘
出
来
るe

ま
た、

諸
図
像
果
に
は
蒋
薩
形
の
妙
見
像
も
掲
栽
さ
れ
て

い
る。
こ
れ
は
数
少
な
い
が
大
分
限
な
ど
に
平
安
期
の
実
例

可
能
性
が
岱
い。
そ
こ
で
鎌
紅
後
期
の
千
栄
氏
を
好
え
る
と、

千
葉
介
の
継
水
を
め
ぐ
っ
て
本
家
争
い
が
激
化
し
て
い
て、

双
方
が
設
持
俯
を
使
っ
て
呪
晶
し
合
う
状
況
す
ら
あ
っ
た
こ

と
が
金
沢
文
枢
文
ドロ
等
か
ら
知
ら
れ
る
が、
こ
の
F
総
・
九

州
に
分
か
れ
た
千
菜
両
家
の
本
家
争
い
の
過
程
の
中
で、

正

妙
見
活
面
の
像
容
に
つ
い
て
H
本
で
の
実
例
を
見
る
と
こ

33 
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形
成
し
得
て
い
た
も
の
と
衿
え
ら
れ
る 。

忠
常
の
乱
の
後
に

令
t

に
勢
力
を
広
げ 、

園
総
f
氏
と
も
呼
ぶ
べ
き
武
t

団
を

良
文
の
係
に
中J
た
る 。
忠
甜
の
頃
に
は
良
文
系
ギ
氏
は
切
総

を
ま
さ
こ
も
大
反
乱
を
起
こ
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
忠
常
ば

り
か
ら
茨
城
県
南
部
に
か
け
て
だ
ろ
う 。

両
総
お
よ
び
安
房

的
に
は
将
門
の
乱
の
lfl
後
頃 、

相
馬
領
と
は
現
在
の
柏
Iii
辺

肌
忍
さ
れ
た
成
胤
の
活
糾
で
あ
る

の
相
馬
領
の
獲
得
に
瑞
を
発
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る

時
期

ト
疾
氏
の
源
流
で
あ
る
良
文
系
f
氏
の
房
総
進
出
は
良
文

を
お
さ
え
て
閻
き
た
い
c.

の
問
填
を
ぢ
え
る
に
あ
た
り
↑
業
氏
の
発
生
と
辰
聞
の
概
略

と
な
る

の
は「
源
平
闘
争
録」
で
あ
る 。
干
葉
氏
が
始
祖
と
仰
ぐ
ヤ
良

文
が
将
門
と
と
も
に
妙
見
に
救
わ
れ
る
話 、

あ
る
い
は
常
胤

の
係
成
胤
が
結
城
浜
の
合
戦
で
妙
見
の
加
護
を
得
て
千
田
親

政
を
破
る
話
は「
干
菜
妙
見
火
緑
起
絵
巻」
等
で
布
名
だ
が 、

こ
う
し
た
妙
見
説
話
は「
源
キ
闘
争
録」
に
初
め
て
現
れ
る
も

の
で
あ
る 。
師
胤
の
名
を
出
す
な
ど
神
代
本
系
図
と
種
々
の

点
で

．
致
す
る
部
分
を
持
つ
「
源
f
闘
争
篠」
は
古
系
図
が
九

州
に
渡
る
前 、

Hll
ち
頼
胤
が
九
州
に
ド，

阿
す
る
弘
安
年
間
以

前
と
衿
え
ね
ば
な
ら
ず 、
こ
こ
に
妙
見
が「
長
髪
の
5

屯卜」
で

し
か
も
巾
神（
い
く
さ
が
み）
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
す
れ

ぱ 、

先
代
米
問
題
と
な
っ
て
い
た←
11バ
武
神
形
の
妙
II心
像
の
成

立
や
千＂
果
妙
見
の
説
話
の
成
立
も
H
ず
か
ら
こ
の
直
前
頃
に

比
定
出
米
る
だ
ろ
う 。
そ
れ
で
は
何
ゆ
え
に
こ
の
時
期
に
f

栄
氏
は
妙
見
説
活
を
創
案
し
た
の
だ
ろ
う
か 、

そ
れ
は
ま
た

ど
の
よ
う
な
H
的
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
こ

房
総
は
一
時
期
疲
弊
す
る
が 、

忠
常
の
十
孫
常
将
や
常
長
が

こ
れ
を
復
興
す
る 。
や
が
て
大
つ
の
武
上
団
に
分
裂
し
た
も

の
と
Ill心
わ
れ 、

そ
の
中
で
ヒ

総
地
域
に
多
く
の
所
領
を
持
ち 、

相
馬
領
も
継
承
し
た
諾
賄
の

．
族
が
蚊
大
の
勢
力
を
持
ち
正

に
向
総
f
氏
の
統
領
的
な
地
位
を
占
め
る 。
ち
な
み
に
こ
の

f
係
が
L

総
介
広
諮(
L

総
氏）
で
あ
る 。

→
方 、

当
初
臼
井 、

白
片
町
あ
た
り
を
鋲
付
し 、
や
が
て

現
在
の
千

染
市
t

気
町
辺
り
を
領
t
と
し
た
大
椎
氏
が
常
凍 、

窃
収
の
代
に
千＂
染
祁
を
開
拓
し
て
＾I
LI
の
我
々
が
呼
ぶ
千
菜

氏
が
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。
当
初
f
菜
氏
は
両
総

f
氏
の
中
で
さ
ほ
と
大
き
な
勢
ル
を
持
っ
て
い
た
ボ
で
ば
な

く 、

そ
の
領
t

ば
現
在
の
f
葉
Iii
の
区
域
と
ほ
ぼ
屯
な
る
程

疫
だ
っ
た
が 、

頓
朝
の
録
介
硲
府
設
立
に
指
脱
が’U
献
し
た

こ
と
に
よ
り
俄
に
勢
力
を
広
げ 、

滅
亡
し
た
K

総
介
．仏
常 ．

派
の
領
L
も
併
合
し
て 、
ほ
ぽ
必
総
全
ヒ

を
よ
配
す
る
こ
と

常
胤
の
後 、

そ
の
禎
k

は
f

孫
が
分
割
し
て
相
紬
す
る
が 、

そ
の
巾
で
最
大
の
勢
ル
と
な
っ
た
の
が
111
広
詣
領
を
rl．
心
に

相
紬
し
た
祢
胤
の
孫
指
秀
で
あ
る ＇
こ
の
勢
力
を
我
々
は
k

方 、

r
菜
郷
な
ど
千
菜
氏

給
糸
f

菜
氏
と
畔
ん
で
い
る 。

Ill
禎
を
斜
い
だ
の
が
指
秀
の
11JL
弟
で
あ
る
成
胤
で 、
こ
の
勢

力
は
ド

総
系
f
悌
氏
と
呼
ば
れ
る 。
T"
9ぷ
氏
に

．
つ
の
K
さ

な
勢
力
が
あ
る
中
で 、
卜

総
系
千
葉
氏
は，
9．
浦
氏
と
と
も
に

,l
治
合
載
（ ・
→＿
叫
七
年）
に
辿
廂
し
て
滅
亡
し
て
し
ま
い 、

両
総 、

あ
る
い
は
全
日
に
仏
が
っ
た
F
袋 ．
族
に
動
揺
が
起

こ
る 。

更
に 、

凡
冦
に
際
し
て
総
領
の
頼
胤
が
九
州
へ
の
下

阿
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て 、

し
よ
う
と
し
た
の
が『
源
干
闘
争
録」
に
あ
る
妙
見
説
話
と
日

分
は
考
え
て
い
る 。

．
族
の
危
機
を
屎

妙
見
説
語
の
成
立
を
ド

総
系
の
IE
統
性
を
、E

張
す
る
た
め

の
も
の
と
見
る
理
山
と
し
て 、
「
枷
中
闘
乍
録」
に
良
文
を
甥
の

将
門
の
炎
f
と
す
る
奇
妙
な
説
話
が
あ
る
こ
と
が
ト

If
ら
れ

る 。
そ
し
て
守
没
神
で
あ
る
妙
見
は
将
門
か
ら
必
f

の
良
文

に
受
け
継
が
れ
た
と
さ
れ
て
い
る

妙
見
佑
仰
の
依
拠
す
る

経
典
で
あ
る「
妙
兄
跨
佐
神
呪
経」
に
は 、

エ
が
ふ
き
わ
し
か

ら
ざ
る
者
で
あ
る
場
合
に
は 、

妙
見
が
付
能
な
者
を
t
に
擁

{

>ず
る
と
い
う
思
想
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
日
分
は

思
う
が 、

成
胤
も「
源
f
闘
t
鈷」
や「
千
学
果
抜
枠」
で
は
殺

f
と
さ
れ
て
い
る
の
で 、

直
系
血
族
で
は
無
く
て
も
T
染
介

の
正
就
を
継
ぐ
こ
と
が
出
米
る
こ
と
を
妙
見
成
話
に
よ
っ
て

正ヤ ー
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
？
尖
踪 、

妙
見
品
品

がり取
も
咀
視
し
て
い
る
の
は
粘
城
浜
の
合
戦
の
際
の
妙
見
に

＂以
後
に
そ
う
し
た
妙
見
品
話
以
前
の
千
菜
氏
の
妙
見
侶
仰

に
つ
い
て
は
現
在
の
f
葉
神
社 、

か
つ
て
の
妙
見
宮
の
別
％

炉
で
あ
る 、

作
光
院
＾ふ
別
授
ーf
が
江
Ii1
期
に
発
行
し
た
改
符

に
二
帷
頬
あ
る
こ
と
が
参
衿
に
な
る ，
、

つ
は
玄
武
を
踏
ま

i令
る
哨
f
形
の
い
わ
ゆ
る
f
菜
妙
見
咆
戸
が 、

も
うi
つ
は

る
こ
と
を
強
調
し
て 、

伺
族
の
結
末
を
再
疫
強
固
な
も
の
と

り
越
え
る
た
め 、

現
在
の
ド

総
系
こ
そ
が
f
葉
の
正
統
で
あ

こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。

史
に
忠
常
の '
I

の
中
に
鎚
打
と

前
の
r
菜
氏
の
状
況
に
つ
い
て
多
く
の
伝
水
を
持
つ
神
代
本

さ
て 、

f凶
ぷ

氏
の
妙
見
況
話
を
衿
え
る
L

で
舷
も
直
恢
な

の

天
像
が
あ
っ
て 、

古
時
房
総
屈
指
の
大
寺
院
で
あ
っ
た

は「
大
系
料』
と
は
様
々
な
相
辿
点
を
持
ち 、

し
か
も
鎌
貪
以

c
｝
 

‘,
 

t
が
あ
り 、

あ
る
い
は
し
仏
薬
師
像
以
外
に
も 、

絨
く
時
代

It日
か
れ
た
も
の
が
九
州
に
持
参
さ
れ
た
と
衿
え
る
べ
き
だ
ろ

実
際
に
東
光
院
の
裏
IJf
か
ら
は
h
11
Ji
や
f
安
古
閲
磁
の
出

団
J(
以
ド『
火
系
図」）
に
依
拠
す
る
も
の
で 、
こ
れ
ま
で
の
傭

究
も
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
を
典
拠
と
し
て
い
た 。
し
か
し
蚊
近

考
え
にし＞
て
ば
師
胤
と
心
す
神
代
本
系
図
は
そ
の
年
以
前
に

の
で 、
こ
れ
に
胎
蔽
界
伎
荼
羅
中
の
足
術
像
な
と
＂生
佑
仰
の

様
々
な
図
像
を
斜
み
合
わ
せ
て
東
光
院
像
が
妙
見
仏
仰
の
本

地
仏
と
し
て
剖
案
さ
れ
た
可
能
件
を
指
摘
出
来
る
C

ま
た 、

後
他
の
tt
科
で
し
か
確
品
で
き
な
い
が 、

東
光
院

は
か
つ
て
f
山
か
と
呼
ば
れ 、

T
忠
常
ら
の
付
仰
を
虹
め
た

村
総
f
氏
の
氏
卜ぶ
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
残
っ
て
い
る

f
葉
氏
の
系
図
に
は
数
柿
あ
る
が 、

多
く
は『
卜

葉
氏
大
糸

か
の
理
111
で
名
前
を
変
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る

そ
う
し
た

以
降
は「がり
女
鋭j
で
は
帥
常
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で 、

何
ら

千
葉
di
立
郷
t

拇
物
館
館
k-

い
う
名
前
も
見
ら
れ
る 。

師
胤
に
関
し
て
言
え
ば
文
治
四
年

丸
井

敬
司

「（
北
条
本）
紆
屁
鋭」
に
は
治
水
四
年（

•
-
八
O
)

に
胤
成
と

も
文
治
四
年

八
八）
に
は
師
胤
と
い
う
名
前
が
見
ら
れ

展
開
さ
せ
た 。

と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る 。
実
は「
g
屁
鋭」
に

釈
迦
と
必
師 、

妙
見
と
観
廿
雰
を
Inl
体
視
す
る
考
え
も
あ
る

卜
刊
形
成
と
の
関
わ
り
の
中
で
理
胎
し
よ
う
と
す
る
澁
坪
を

で 、
こ
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
師
霜 、

胤
盛
と
占
か
れ
る「
K
系
図」

組
み
合
わ
せ
が
思
い
浮
か
ぷ
が

ヤ ー
時
金
佐
釈
迦
と
妙
IIル

比
較
検
討
し
な
が
ら
r
佐ぷ
氏
の
妙
見
＂
話
を
両
総
ギ
氏
の
武

の
第
二
f
を
相
馬
師
胤 、

・
ト
を
武
石
胤
成
と
し
て
い
る
点

っ
て
発
案
さ
れ
た
六
字
経＂

笞烈
維
の
金
輪
釈
湛
と
六
観
行
の

蚊
後
に
丸
井
敬
川
氏
は
軒
史
学
の
立
場
か
ら 、

品
文
献
を

さ
て 、

神
代
本
糸
の
系
図
で
我
々
が
注
Ij
す
る
の
は
常
胤

剖
み
合
わ
せ
た
群
像
と
し
て
は
百
竺T
11｛
が
小
野
流
の
忍
海
に
よ

を
駆
利
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る

盛
行
し
た
時
削
で
も
あ
る

例
え
ぱ

一
姐
来
とし
食
品凡
を

だ
ろ
う
か

て 、

紀
術
で
あ
る
珀
胤
と
及
に
JL
州
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

期
は
密
教
家
の「
意
楽」（
い
ぎ
ょ
う）
に
よ
る
H
山
な
造
像
が

氏
の
妙
見
伍
仰
の
所
性
と
す
る
の
が
ぷ
直
な
見
方
で
ば
な
い

柑
争
う
こ
と
と
な
る 。
神
代
本
系
図
は
千
虻
本
家
の
証
と
し

光
院
像
は
沢
例
と「 ．．
 いわ
ざ
る
を
碍
な
い
が

平
安
中
期
1

後

い
る
な
ら
ば

東
光
院
像
は
両
総
ギ
氏

い
わ
ぱ 。フ
レ
f
菜

と
九
州
に
分
裂
し 、

や
が
て
両
家
は
本
領
の
相
絞
め
ぐ
っ
て

で
あ
っ
て 、

如
米
形 ．
体
と
舒
供
形
六
体
で
梢
成
さ
れ
る
求

に
も
妙
見
舒
薩
の
本
地
は
し
仏
薬
師
で
あ
る
と
明 ．
り
さ
れ
て

長
f｛ぷ
胤
も
九
州
に
留
ま
っ
た
こ
と
か
ら
f
栄
本
家
は
ド

総

為日
に
小
さ
な
如
未
像
を
六
体（
も
し
く
は
し
体）
け
け
る
形

妙
見
炉（
現
千
葉
神
社）
の
諸
＂
鉢
を
ま
と
め
た「
f
学
果
抄j

家
の
総
領
で
あ
る
頓
胤
が
九
州
に
ド

向
し
て
早
死
し 、

そ
の

並
べ
る
も
の
か 、
も
し
く
は
新
薬
師
炉
像
の
よ
う
に
中
凶ズ
の

星
で
あ
る
と
す
る
品
が「
小
野しハ
軟」
等
に
あ
り 、

ま
た
千
葉

に
分
裂
し
た
}

L

と
が
t

if
ら
れ
る

袋
古
弱
米
に
阪
し
て
本

通
常

し
仏＂
楽
師
は
松
虫
トヵ
像
の
よ
う
に
薬
師
如
米
を
ヒ
体

こ
こ
ま
で
の

．
致
が
あ
っ
て 、

史
に
妙
見
浩
＂料
は
北
中
ヒ

た
則
由
と
し
て 、

鎌^
い
後
期
に
千
菜
氏
本｛
冬
が
九
州
と
ド

給

に
し
仏＂
楽
師
像
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
椎
走
さ
れ
る

収
格
七
仏
染
師
で
あ
る
束
光
院
像
と
符
合
し
て
い
る

っ
た
系
図
だ
が 、

九
州
と
ド

総
に
料
な
っ
た
系
図
が
伝
求
し

れ
ば
各
像
に
相
関
関
係
が
あ
っ
て 、

し
体 ．
JIハ
で
ギ
友
中
期

六
字
経
曼
荼
羅
の
影
評
を
強
く
感
じ
さ
せ
な
が
ら
火
台
系
の

等）
に
注
目
が
果
ま
っ
て
い
る 。
こ
れ
は
九
州
千
葉
氏
に
伝
わ

見
複
雑
に
見
え
る
脇
ウ
の
手
勢
も
後
補
部
分
を
除
い
て
衿
え

剖
案
し
た
忍
海
の
弟
f

の
中
に
も
天
台
俯
鎚
り
が
あ
っ
て

朴
本
f
菜
系
図」 、「
平
朝
F
徳
島
系
図」 、「
徳
島
木
千＂
咎
系
図」

の
仙
線
を
ポ
す
な
ど 、

作
風
・

構
造
に
共
通
点
が
多
く 、

い
う
僧
が
い
た
と
い
う
1
nL

鉗
も
あ
る
が 、

六
字
紆＂
客
余
罹
を

く
ま
じ
ろ
ぼ
ん）
系
の
系
図（「
神
代
本
r"

染
系
図」「
鍋
島
文

.1$ :14 



中
茂
は
後
匪
に
改
変
を
受
け
て
い
る。

後
祉
の
改
変
に
よ
っ

け
な
い。
発
表
で
も
話
し
た
よ
う
に
下
眼
を
嵌
入
す
る
な
ど

津

る現
在
の
よ
面
的
な
形
だ
け
で
年
代
観
を
判
断
し
て
は
い

か
も
天
台
で
は
六
．9
法
は
兜
観in
法
を
川
い
る
と
あ
る。

に
川
い
ず
に
古
態
な
栽
師
と
し
た
の
か
釈
然
と
し
な
い。
し

は
確
か
に
魅
力
的
だ
が、

何
故
に
本
来
の
釈
迦
金
恰
を
中
腺

ヽカ
？’’

の
信
仰
で
あ
る。
津
田
氏
の
六
字
経
虻
荼
羅
を
川
い
た
解
釈

畠
と
す
る
説
と
あ
る
が
そ
も
そ
も
本
地
仏
と
は
ど
ん
な
も
の

時
期
に
造
像
さ
れ
た
品
録
も
あ
る。
六
観
音
も
元
々
火
台
系

も
出
来
る。

実
際
法
成
寺
等
で
は
ヒ
仏
薬
師
と
六
観5n
が
同

た
と
え一
共
で
あ
る
に
し
て
も
薬
師
と
六
観
音
と
見
る
こ
と

印
象
が
あ
り

i
n^
か
ど
う
か
疑
間
が
拭
え
な
い
。
ま
た

林：
止
直
な
と
こ
ろ
脇
店
に
比
べ
て
中
森
が
造
形
的
に
弱
い

浜
二
東
光
院
像
に
つ
い
て
は
美
術
史
の
lit
界
で
も，
こ
れ
を

の
で
は
？

妙
見
の
本
地
仏
は
r

ご
血
そ
れ
と
も
し
仏
槃
師

浜
：
東
光
院
像
は
本
当
に
ヒ
仏
茨
師
か

述
う
見
方
も
あ
る

【
東
光
院
像
は
し
仏
槃
師
か】

な
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
C

の
中
心
で
あ
っ
た
盆
厳
寺
も
北
山
に
あ
っ
て、
し
か
も
天
台

系
の
寺
だ
っ
た。

浜
：
ヒ
仏
薬
師
は
ど
ん
な
功
徳
を
期
待
し
て
信
仰
さ
れ
た
の

か、

天
空
制
御
や
怨
虚
鎖
め
等
の
意
味
も
あ
っ
た
の
で
は
？

津

立学
直
に
病
気
平
癒、

そ
れ
か
ら
飢
饉
の
時
に
も
定
領
寺

等
に
＂楽
師
の
修
法
が
命
じ
ら
れ
た
記
録
が
あ
る。

佐
渡
同ハfJ

寺
に
は
JL
末
ー
ト
世
紀
頃
の
柴
師
像
が
現
存
す
る
が、

困
家

の
災
難、

人
々
の
苫
し
み
を
拒
す
仏
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
と

い
う
の
が
主
た
る
祁
分
じ
ゃ
な
い
か．．．o

i
木
造
り
の
体

て
印
象
が
一
変
し
て
し
ま
う
例
は
枚
常
に
暇
が
無
い。
そ
こ

晶
図
像
巣
に
あ
る
よ
う
な
菩
薩
形
で
あ
る。
ま
た、
「
千
学
兆

抜
枠』
の
記
述
に
は
妙
見
宮
の
別
当
卜沈か
f
安
末
に
遡
る
こ
と

を
窺
わ
せ
る
部
分
が
あ
る
の
で、

現
在
は
焼
失
し
て
し
ま
っ

た
か
も
知
れ
な
い
が、

平
安
に
遡
る
菩
倍
形
の
妙
見
像
が
江

戸
期
ま
で
f
栄
神
社
に
存
在
し
た
IIT
能
件
が
あ
る
も
の
と
思

う。
と
す
れ
ば
記
録
の
ヒ
で
さ
し
て
深
い
粘
び
つ
き
が
あ
る

と
は
恩
え
な
い
東
光
院
像
を
両
栓
ギ
氏
の
妙
見
仏
仰
の
恨
本

本
凶r
と
考
え
る
の
は
如
何
な
も
の
か
と
思
う。

【
し
仏
梨
帥
と
は】

浜：
東
光
院
の
じ
仏
茨
帥
像
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が、
こ

こ
で
七
仏
楽
師
と
は
ど
ん
な
仏
な
の
か
確
か
め
て
お
き
た
い。

林い
典
拠
と
な
る
経
典
は
義
浄
ボ
の「
染
師
瑠
瑞
光
如
来
し
仏

本
卯
功
徳
経j
で、
こ
こ
に
は
東
ガ
に
晶ぷ
師
如
来
を
始
め
と
し

て
し
人
の
如
来
が
い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る。
ト
11

い
作
例

と
し
て
は
中
国
敦
悦
の
第
:
1
0
窟
に
ヒ
体
の
如
米
像
を
ル

べ
た
初
糾
時
代
の
画
像
が
あ
る

fl
本
で
の
古
例
は
犬
平
求

I
f
安
初
期
の
祈
薬
師
寺
像
あ
た
り
で、
こ
れ
は
中
央
に
大

う
に
収
り
付
け
ら
れ
て
い
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る

の
よ
う
に
し
体
の
如
来
を
並
べ
る
も
の
が
蚊
も
正
統
な
姿
と

ぷ
え
る。
こ
こ
で
問
埴
に
な
っ
て
い
る
東
光
院
像
の
よ
う
に

．
如
米
と
lハ
ゃ
品団
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
は
日
分
は
知
ら
な

松
虫
寺
像

さ
な
鉗
師
如
米
像
が
あ
り、

他
の
六
体
は
光北日
に
化
仏
の
よ

る
が
こ
れ
が
妙
見
と
の
習
合
の
接
点
に
な
っ
た
IIr
能
性
は
？

浜
ぃ
七
仏
炭
師
法
が
ヒ
の
倍
数
に
よ
る
献
灼
を
直
視
し
て
い

た
像
は
ほ
ぼ
天
台
系
に
限、
つ
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
C

光
行
の
化
仏
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
も
の
で、

ヒ
体
分
化
し

質
疑
応
答

ヒ
仏
楽
師
の
侶
仰
は
何
時
頃
か
ら
か
は
っ
き
り
分
か
ら
な

い
が、
7
nL

録
の
ヒ
で
多
く
現
れ
て
米
る
の
は
ギ
安
後
期
の
よ

う
に
思
う。
例
え
ば
藤
原
道
長
の
法
成
作
や
白
河
法
皇
の
法

勝
与
分
に
は
大
規
悦
な
七
仏
染
師
像
が、

丘
大
明
卜
像
や
六

観
音
像
等
と
と
も
に
祀
ら
れ
て
い
た

浜

こい
教
大
師
が
し
仏
楽
帥
の
信
仰
を
持
っ
て
い
た
，世絲
が

あ
る
し、

比
叔
山
の
根
本
巾
咲
に
も
祀
ら
れ
て
い
た
の
で、

平
安
初
期
に
は
流
行
し
て
い
た
伍
仰
と
思
う
が
？

津
．
「
叡
111
人
師
伝」
や「
叡
岳
要
ー中」「
四
帖
秘
決」
等
に
よ
っ

て、

f
安
初
朋
の
天
台
に
ヒ
仏
妬
師
が
盛
行
し
て
い
た·-)
と

ば
明
ら
か
だ
と
恩
う。

但
し、

＇具―]
け
系
に
は
余
り
見
ら
れ
な

い
信
仰
で
あ
る。

真
4··

2

系
で
明
ら
か
な
も
の
と
し
て
は
最
近

仁
和
与
で
発
見
さ
れ
た
小
さ
な
像
が
あ
る。
こ
れ
も
中
凶ナ
と

る 林

了大
い
に
あ
り
う
る。

妙
見
は
仰
で
も
平
安
期
の
卓
寮
が

「
御
燈」
と
い
っ
て
呑
と
秋
に
献
灼
を
行
っ
て
い
た
品
鉢
も
あ

七
と
い
う
数
で
も
妙
Hル
は
北
他
11生
も
し
く
は
北
斗
し
星

の
神
格
化
な
の
で、

し
仏
薬
師
と
何
体
視
さ
れ
る
要
出
は
允

分
に
あ
る。
ま
た
比
叙
111
を
考
え
る
と
都
の
北
に
位
置
す
る

こ
と
も
収
要
で
は
な
い
か。
実
際、
八
部
院
と
い
う
党
に
妙

見
が
祀
ら
れ
て
い
た
品
録
も
あ
る
し、

平
安
期
に
妙
見
信
仰

で
変
わ
ら
な
い
構
造
部
分
に
注
目
す
れ
ば、

幹
部
と
脚
部
を
矧
ぎ
つ
け
る
の
に、

体
部
に
丸
太
の
よ
う
な

曲
線
を
残
す
や
り
方
は、

平
安
中
期
の
東
国
に
盛
行
す
る
特

殊
な
も
の
で、

類
同
す
る
例
と
し
て
千
葉
市
内
大
型
寺
の
小

動
明
王
坐
像
等
が
あ
る。
こ
れ
を
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
踏
襲

し
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い。

ま
た、

中
性
と
脇
炸
で
作
風
が
追
う
と
の
指
摘
も
受
け
た

が、

例
え
ば
松
虫
寺
像
の
中
牲
と
脇
点
も
衣
文
線
が
全
く
異

な
っ
て
い
て、
.
tiパ
の
も
の
で
も
中
秒
と
脇
救
で
作
風
が
異

其
の
L
仏
交
師
と
す
る
見
方
と
そ
う
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
と

す
る
見
方
と
両
ガ
が
什
在
す
る
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
い

か
と
思
う。
こ
の
辺
で
話
を
本
地
仏
の
問
題
に
移
し
た
い
。

妙
見
菩
級
の
本
地
仏
か
七
仏
楽
師
と
す
る
説
と、

十

：即
観

林
�
神
仏
習
合
の
本
地
垂
迩
説
に
店
づ
く
も
の
で、

そ
も
そ

も
日
本
固
れ
の
神
も
そ
の
本
体
は
仏
な
の
だ
が、

人
々
を
救

う
た
め
に
神
の
姿
で
化
現
し
て
い
る。
例
え
ば
存
11
神
杜
で

言
え
ぱ
四
つ
の
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
が、

そ
れ
ぞ
れ
本
体
は

地
蔵
舒
薩
だ
と
か
釈
迦
如
未
だ
と
か―ずり
わ
れ
て
い
る、
こ
れ

ヽ
0

し

が
本
地
仏。
そ
う
し
た
考
え
の
基
硫
と
な
っ
た
の
は

密
教
で、

胎
蔵
界
虻
荼
羅
を
例
に
取
れ
ば
数
百
の
収
が
描
か

れ
て
い
る
が、
こ
れ
は
皆
中
心
の
大
H
如
来
が
時
と
場
合
に

応
じ
て
化
身
し
た
も
の
と
さ
れ
る。
つ
ま
り
極
お
す
れ
ば
全

本
地
仏
と
は
極
め
て
曖
昧
な
考
え
で、
こ
こ
で
い
う
妙
見

杜蔑
に
対
し
て
ヒ
仏
楽
師
や
卜．
而
観
音
等
複
数
の
本
地
が

想
返
さ
れ
て
も
／
思
議
で
は
無
い^）
こ
う
し
た
本
地
関
係
が

細
か
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
平
安
末
か
ら
鎌^
い
時
代

で、

そ
の
背
娯
に
は
反
＇日
本
社
は
と
い
う、
こ
れ
も
極
め
て

フ
ァ
ジ
ー
な
思
想
の
成
昇＂
が
あ
っ
た
と
思
う

浜
ここ
れ
ま
で
七
仏
妬
師
の
問
題
が
話
さ
れ
て
き
た
が、

本

地
卜．
而
派
の
代
表
で
あ
る
丸
井
さ
ん
は
何
を
元
に
そ
う
考

え
る
の
か
？

丸
1

「
源
平
闘
争
録」
に
は
っ
き
り
妙
見
の
本
地
が
卜．
血
だ

と
北
か
れ
て
い
る。
千
菜
氏
の
妙
見
信
仰
に
関
す
る
最
古
の

舒
料
な
の
で
弔
視
す
べ
き
だ
と
思
う。
そ
れ
か
ら
も
う．
つ、

ト
Ji
世
紀
の
千
栄
氏
の
分
裂
の
時
に
こ
ん
な
事
尖
も
あ
る。

本
家
統
領
の
胤
直
と
叔
父
の
馬
加
康
胤
が
t
う
の
だ
が、

胤

直
は
ト
一
血
観立い
を
簡
＜
侶
仰
し
て
い
て、

乱
の
直
前
に
妙

見
宮
の
別
当
寺
で
あ
る
炸
光
院
の
支
院
の
上
地
を
卜

面
設

音
を
祀
る
銚
子
の
円
福
寺
に
施
人
し、

そ
れ
を

占虚
保恥
が
訴

え
る
と
い
う
t
件
が
起
こ
っ
て
い
る。
本
家
と
別
当
寺
の
争

い
と
い
う
妙
な
話
で
あ
る。
や
が
て
康
胤
ガ
が
勝
利
し
た
後、

そ
の
支
院
が
復
別
さ
れ
る
に
芍
た
り
し
仏
弟
師
に
近
い
如
意

て
の
仏
は
大
IJ
如
米
の
畢
述
と
い
う
こ
と
に
な
る。

つ
は

37 
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丸
；
別
に
祁
び
た
と
こ
ろ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て、

が
多
い。

際、

ギ
安
の
古
例
と
し
て
は
房
総
は
十一
面
よ
り
柴
師
の
方

ら
十一
面
へ
と
本
地
の
名
え
も
変
わ
っ
た
と
も
行
え
る。

丈

浜
：
丸
几
十一
面
説
の
基
盤
を
な
す『
源
平
闘
争
録」
を
こ
こ

で
検
証
し
た
い
が
？

津

了丸
井
さ
ん
考
え
で
は
両
総
平
氏
の
本
拠
地
は
も
っ
と
北

の
今
の
利
根
川
寄
り
で、

当
時
東
光
院
の
あ
る
千
葉
市
平
山

町
は
ま
だ
開
拓
さ
れ
て
い
な
か
っ
た、

そ
ん
な
と
こ
ろ
に
大

寺
が
建
つ
わ
け
が
無
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
が、

東
光
院

は
か
つ
て
は
平
山
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た。
そ
こ
で
山
寺
（
さ

ん
じ）
と
い
う
も
の
の
伝
統
を
考
え
る
必
要
が
あ
る。
例
え
ば、

奈
良
時
代
に
自
然
智
宗
の
本
山
で
比
蘇
山
寺（
ひ
そ
さ
ん
じ）

が
あ
っ
た
し、

平
安
期
で
も、

比
叔
山
寺（
延
暦
寺）
や
高
雄

111
寺（
神
護
寺）
と
か、

む
し
ろ
人
里
離
れ
た
所
に
あ
る
種
の

寺
院
が
建
立
さ
れ
て
い
る。
ま
し
て、

東
光
院
か
ら
は
布
日

瓦
等
が
出
土
し、

あ
れ
だ
け
の
古
像
も
あ
る
の
だ
か
ら、

忠

常
の
介
在
を
老
え
る
の
が
索
直
な
見
方
で
は
な
い
か。

浜
二
両
総
平
氏
の
本
貫
の
地
か
ら
離
れ
て
い
て
も、

そ
こ
に

祈
願
寺
が
建
立
さ
れ、

し
か
も
根
本
本

酋必ゲ
造
立
さ
れ
て
も

お
か
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
？

津：
そ
う。
そ
れ
か
ら
ヒ
仏
薬
師
と
い
う
の
は
甚
本
的
に
天

台
系
の
仏
で、

平
山
寺
も
か
つ
て
は
天
台
だ
っ
た
と
思
う
が、

平
安
の
房
総
は
天
台
の
勢
力
が
強
い
か
ら
両
総
平
氏
も
そ
ん

な
文
化
認
に
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
も
nI
能
だ。
そ
れ
が
鎌

倉
期
に
入
っ
て
真i-•日
系
の
北
斗
山
金
剛
授
寺
の
力
が
千
菜
氏

の
小
で
段
々
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た。
そ
れ
で
七
仏
薬
師
か

平
山
寺
な
る
寺
が
全
然
古
記
鋒
に
出
て
こ
な
い
の
に
両
総
乎

氏
の
氏
寺
云
々
の
話
を
す
る
の
は
ど
う
か
と
言
っ
て
い
る。

そ
ん
な
枢
要
な
寺
な
ら
ば
確
実
な
ft
料
で
あ
る「
神
代
本
系
図j

津
二
東
国
の
歴
史
を
妍
究
す
る
上
で
文
字
ft
料
が
少
な
い
の

は
宿
命
で
あ
る。
そ
ん
な
時
に
は
物
を
し
て
語
ら
し
め
る
と

い
う
手
法
を
取
る
し
か
な
い。
そ
ん
な
中
で
自
分
は
あ
れ
ほ

ど
の
群
像
は
千
栄
市
内
に
は
皆
無
だ
し、

房
総
で
も
打
数
の

も
の
だ
け
に、

東
光
院
像
は
芍
時
最
大
の
勢
力、

常
と
関
述
付
け
る
べ
き
と
考
え
て
い
る。

つ
ま
り
忠

浜

二大
台
系
の
f
山
寺
か
ら
襄．
d
[

系
の
金
測
授
寺
に
氏
寺
が

変
わ
っ
た、

そ
れ
で
本
地
の
父
代
が
あ
っ
た
と
い
う
注
田
さ

丸
]

r

千
学
集
抜
粋」
に
妙
見
函
別
当
で
あ
る
北
中
111
停
光
院

（
金
剛
授
寺）
に
Ill
王
仕
云
々
の
話
が
出
て
米
る
し、
「
r"
呆
妙

見
大
縁
起
絵
巻」
に
も

泊苓伐
院
境
内
図
に
Ill
王
社
が
描
か
れ
て

い
るc
山
じ
権
現
を
此．．．
 1系
の
寺
で
祀
る
こ
と
は
付
り
得
な

い
か
ら、

自
分
は
金
測
授
寺
も
あ
る
114
期
ま
で
犬，
日
系
だ
と

恩
う。
特
に
甜
胤
の，
卜
に
H
胤
と
い
う一1
井
ャず
の
僧
が
い
る

記
録
が「
柱
災
鋭」
に
あ
る
の
で、

犬
台
卜ず
門
派
を
考
え
た
ら

良
い
か
と
思
う。
そ
ん
な
訳
で
大
台
系
ヒ
仏
薬
師
か
ら
兵
言

系
十．
面
と
い
う
流
れ
は
付
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か。

【
妙
光
寺
の
妙
見
像】

浜
り
本
地
仏
問
題
と
東
光
院
像
は｝）
れ
く
ら
い
に
し
て、

も

ん
の
考
え
は
？

や「
源
平
闘
争
鈷J
に
出
て
来
る
は
ず
だ。

あ
る
こ
と。
本
地
・
瑶
迩
と
は
そ
ん
な
風
に
関
な
っ
た
解
釈

林
＂
自
分
は．
lnIt
l

き
t
め
っ
た
な
こ
と
も
言
え
な
い
が
：·
何

れ
に
せ
よ
鎌
倉
後
期
以
降。
や
や
灼
瑣
な
感
じ
が
あ
る
の
で、

東
庄
像
よ
り
は
後、

謙

＾見水
ー
南
北
朝
煩
を
衿
え
た
方
が
良

い
か
も
知
れ
な
いc

伺
じ
頃、

あ
ち
ら
は
正
安
年
聞
の
銘
が
あ
る
の
で、

鎌
倉
末

頃
を
考
え
た・っ
ど
う
か。

津

二止
直、

与
＇共
よ
り
は
新
し
く
感
じ
た。
同
じ
形
で
は
成

束
町
の
懸
仏
の
ガ
が
古
い
と
思
う，

占
く
て
も
林
さ
ん
の．；．
9

っ
た
南
北
朝
ぐ
ら
い、

ち
ゃ
ん
と
曲
ぷド
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が、

協
合
に
よ
っ
て
は
江-
JI
の
可
能
性
も
あ
る，
そ
れ
だ

か
ら
価
俯
が
ド
が
る
の
で
は
な
く、

千
111
庄
に
伝
来
し
た
像

容
的
に
も
巾
緒
止
し
い
像
で、

中
111
法
作
経
寺
や
H
蓮
な
ど

と
も
つ
な
か
っ
て
く
る
像
な
の
だ
と
思
う
か
：●

浜
ぶ
界
内
の
吃
町・
江
Ii／
の
像
と
比
較
し
て
あ
ん
な
像
を
江

.
J
に
人
っ
て
作
る
だ
ろ
う
か・・・
日
蓮
家
の
造
像
と
し
て
は
江

斤
朋
に
法＂
平
経
寺
の
教
線
で
妙
見
像
が
盛
ん
に
造・ら
れ
る
が、

た
在咆冗
ラ
ン
ド
の
像
と
刀
印
等
具
辿
す
る
部
分
が
あ
る
の
で

力
強
い
像
と
い
う
印
象
が
あ
る，
伊
勢
の
常
明
寺
に
伝
米
し

丸
�
自
分
は
也
門
で
は
無
い
の
で、

何
と
も
ば
え
な
い
が

う
披
嬰
の
姿
だ
が
…
林
さ
ん
か
ら

が、

あ
の
W
は
必
保
の
銘
が
あ
る
後
補
で、

沖
IH
さ
ん
の
言

い
？
こ
れ
ま
で
は
胄
を
沿
け
た
姿
の

写＂公
が
流
布
し
て
い
た

容
も
界
な
る
し

J
れ
を
ど
う
考
え
る
の
か
聞
い
て
み
た

像
が
あ
る。
東
庄
像
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
千
袋
妙
見
と
は
像

う→
っ
房
総
の
妙
見
像
で
重
要
な
も
の
に
多
古
の
妙
光
か
の

さ
れ
る。「
源
平
闘
争
録」
に「
か
む
ろ
な
る
瓶」
と
描
か
れ
る
妙

変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か、

そ
ん
な
仮
品
を
立
て
ら
れ
たc

う
思
う
か
？

な
ら
ば、

東
庄
像
は
真
武
神
形
の
祁
入
直
後
の
制
作
と
推
定

の
グ
ル
ー
プ
も
い
て、

内
紛
に
七
仏
派
が
勝
利
し
て
本
地
も

て
い
る
が、

it
fll
さ
ん
は
丸
井
さ
ん
の
本
地
卜．
面
説
を
ど

天
な
ど
他
の
像
の
形
を
参
衿
に
し
て
造
像
し
て
い
る
と
す
る

見
の
本
地
仏
は
ト一
面
だ
っ
た
が、

別
に
妙
見・
七
仏
楽
師

な
所
に
な
ぜ
根
本
本
炉f
を
府
い
た
の
か
と
疑
問
も
提
ボ
さ
れ

言
及
が
無
い。

し
か
も
真
武
神
の
姿
そ
の
も
の
で
な
く、

水

問
題
に
移
り
た
い。
先
程
の
丸
井
さ
ん
ば
喝
初
本
家
筋
の
妙

甘
時
は
ま
だ
千
菜
郷
に
両
総
ヤ
氏
は
人
っ
て
い
な
い

そ
ん

親
が
あ
る。
鎌
倉
中
期
の
密
教
苫
に
は
こ
の
図
像
に
対
す
る

年
代
観
に
若
干
の
刻
駈
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
し
て、

別
の

浜

□歴
史
家
の
立
場
と
し
て
丸
井
さ
ん
は
東
光
肱
像
の
制
作

そ
の
根
拠
と
し
て
真
武
神
形
の
初
源
で
あ
る
東
庄
像
の
年
代

災
術
史
家
の
日
と
歴
史
家
の
目
で
見
た「
源
平
闘
争
録」
に
は

を
受
け
る
曖
昧
さ
を
本
来
持
っ
て
い
る。

州
・
下
総
の
本
家
争
い
の
時
期
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か。

浜
i
こ
の
問
逍
ば
か
り
話
し
て
い
る
ポ
に
は
行
か
な
い
の
で

の
｀て
張
よ
り
も、

む
し
ろ
も
う
少
し
時
代
の
下
が
っ
た
九

40
年
の
追
い
が
あ
る。

け
本
地
に
小
空
鞘
索
と
釈
迦
如
求
と
2
体
を
描
い
た
も
の
が

え
る
な
ら、

頼
胤
代
の
成
胤
流
の
常
秀
流
に
対
す
る
正
統
性

得
な
い
表
現
が
あ
り、

そ
う
す
れ
ば
2
人
の
慈
見
に
は
30
1

っ
た

面
白
い
の
は
在
n
租
迩
曼
荼
羅
の
中
に
は

，
宮
だ

津

「
源
平
罰
争
録」
を
妙
見
説
話
の
創
作
と
関
辿
付
け
て
考

「
源
乎
闘
争
録」
に
は
系
切
が
九
州
に，
11
＜
前
で
無
い
と
11
り

米
だ
と
賄
伝
し
た
の
で
何
時
の
間
に
か
そ
う
変
わ
っ
て
し
ま

前
に
成
A
II

し
て
い
る
と
司
っ
て
い
る。

先
程
活
し
た
よ
う
に

肝
脱
房
貞
慶
と
い
う
煎
福
寺
の
俯
が
1

i
呂
の
本
地
は
釈
迦
如

n
分
は「
源
f
闘
争
録」
の
妙
見
品
揺
は
頼
胤
の
九
州
下
向
以

（
ふ
く
う
け
ん
じ
ゃ
く
か
ん
の
ん）
だ
っ
た
の
が、

f
安
末
に

[「
源
平
闘
争
録」

成
立
の
時
期】

丸

は逃
う

宗
胤
．
胤
貞
な
ら
も
う
14
肌
紀
近
く
に
な
る

に
あ
っ
て、

そ
も
そ
も
存
H
．
宮
の
本
地
は
不
空
新
索
観
g

津こ
自
分
は
13
軋
紀
後
半
を
考
え
て
い
る。

本
地
が
変
わ
っ
た
例
と
し
て
は
先
程
も
話
し
た
朴
H
大
H

え
ら
れ
た
の
で
は
無
い
か

一一
人
の
意
見
は一
致
し
て
い
る
の
で
は
？

紛
争
の
時
に
表
面
化
す
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
うv

康
胤
系
が
千
葉
の
主
流
と
な
っ
た
の
で

本
地
仏
も
そ
う
変

の
成ぃリ
を
録^
は
後
期
13
世
紀
後
平
と
す
る
点
で
は
基
水
的
に

妙
見
伍
仰
と
本
地
云
々
の
関
係
が
出
米
る

そ
ん
な
迎
い
が

一
面
と
し
て
い
た
と
自
分
は
恩
う。
そ
の
後
七
仏
薬
師
派
の

浜
：
論
争
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら「
源
ギ
闘
争
録」

そ
れ
ぞ
れ
に
|
―
面
や
し
仏
薬
師
の
信
仰
が
あ
る、

そ
こ
で

は
否
定
し
な
い
が、

当
初
千
葉
嫡
家
で
は
妙
見
の
本
地
を
ト

を
創
作
し
た
と
考
え
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
？

と
い
う
こ
と
じ
ゃ
冊
い
と
思
う

そ
う
じ
ゃ
な
く
て

先
に

る。
七
仏
疾
帥
と
妙
見
菩
薩
が
本
地
関
係
を
持
ち
う
る→
L

と

胤｛ぷ
代
に
自
分
の
IE
就
性
を
t
張
す
る
た
め
に、

妙
見
説
詰

林
こ）
の
拗
合、

本
地
仏
の
述
い
が
原
因
で
騒
動
が
起
さ
る

を
わ
ざ
わ
ざ
北
極
品
と
苫
き
直
し
た
脊
料
も
見
つ
か
っ
て
い

様
了
か
ら
衿
え
て
も、

床
胤
＇
胤
滋
代、

あ
る
い
は
胤
貞

木
地
仏
交
代
の
問
逍】

が
あ
り、

妙
見
を
北
斗
七
星
の
化
身
と
心
か
れ
て
い
た
も
の

寺
了
行
の
入
宋
の
時
朋
や、

護
持
僧
が
以
ガ
を
呪
晶
し
合·
1

そ
う
し
た
論
争
は
江
戸
期
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
た
様
f

ま
た、

中
国
か
ら
真
武
神
形
を
導
人
出
米
得
る
人
物
千
葉

と
な
る
こ
と
が
あ
る
の
か

伴
っ
て
い
た
可
能
性
がi
品
い。

胤
の
代
よ
り
も
少
し
後
と
衿
え
た
方
が
良
い。

る
と
い
う
実
例
が
あ
る
の
か

そ
ん
な
こ
と
が
↑
い
の
原
因

争
い
が
本
地
十一
面
説
と
ヒ
仏
薬
師
説
と
い
う
宗
教
論
争
も

で
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
い。
す
る
と『
源
平
闘
争
緑」
は
頼

性
が
あ
る
と
そ
ん
な
話
だ
が

林
さ
ん、

本
地
仏
が
交
代
す

輪
観
音
が
本
点
と
さ
れ
る
な
ど、

ど
う
も
本
家
と
分
家
と
の

見
の
姿
は、
．
II

窯氏
神
形
の
導
入
．
uII
ち
東
屯
像
を
見
て
か
ら

本
地
仏
の
問
題
が
本
家
争
い
に
も
複
雑
に
絡
ん
で
い
る
可
能

39 
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加
え
さ
せ
て
頂
い
た。

以
卜
蛇
足
な
が
ら
今
囮
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
感
想
を
付
け

妙
光
寺
像
は
も
っ
と
詳
し
く
週
在
し
て、

年
代
観
等
を
明
ら

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う。

房
総
に
お
け
る
本
拠
地
千
田
庄
に
所
在
す
る
名
利
で
あ
る

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
も
妙
光
寺
は
九
州
千
葉
氏
の

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

本
当
に
各
先
生
有
雅
う。

な
い
。

妙
見
以
外
の
像
で
も、
「
こ
れ
が
法
疱
経
寺
の
本
む5
か
」
と
小
思

議
に
思
え
る
程
小
さ
い
。

そ
の
辺
の
追
い
を
浪
旧
さ
ん
は
ど

う
説
明
す
る
の
か
？

津
�

千
栄
妙
見
の
像
は
ど
れ
も
小
さ
い
。

念
持
仏
的
と
い
う

か、

法
嵌
耗
抒
も
私
的
な
持
仏
常
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。

妙
光
寺
像
は
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
正
統
な
妙
見
像

か
ら
外
れ
る
安
素
で
も
あ
る
。

確
か、

家
仔
柑
秋
に
当
た
っ

て
系
図
と
像
を
必
し
出
し
た
と
い
う
記
鉗
が
何
か
に
あ
っ
て、

r
葉
妙
見
は
小
さ
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
？

丸
：

そ
の
点
は
「＂
染
硲」
だ
と
思
う
が、

像
と
系
図
じ
ゃ
な
く

て、

画
像
と
JJ
だ
。

小
さ
い
と
い
う
話
は
何
処
に
も
出
て
こ

浜
・

論
争
は
ま
だ
ま
だ
尽
き
な
い
が、

時
間
を
は
る
か
に
オ

ー
バ
ー
し
た
の
で
こ
の
辺
で
本
ll
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
わ

り
に
し
た
い
。

こ
の
辰
災
会、

あ
る
い
は
こ
の
シ
ン
ボ
ジ
ウ

ム
に
よ
っ

て
房
総
仏
教
史、

あ
る
い
は
仏
教
芙
術
史
と一
ム
う

テ
ー
マ
が
始
め
て
表
立
っ
て
点
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

学

問
は
議
溢
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
進
歩
す
る
の
で
、

今
後
と
も

各
先
生
に
は
研
究
を
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
お
晰
い
し、

ま
た

今
回
を
引
き
維
ぐ
よ
う
な
展
哀
会、

シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
が
開
催

そ
れ
と
は
像
容
も
迩
う
し、

法
華
経
寺
系
の
像
は
小
さ
い

東
光
院
像
に
つ
い
て

[i·→]

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
議
溢
へ
の
感
想

妙
見
信
仰
H
体
を
考
え
る

今
佃
は
妙
見
菩
悦
と
柴
師
如
来、

あ
る
い
は
十
．

lhi
設
七II

と
の
関
係
が
f
視
さ
れ
て
い
た
の
で
、

今
―

つ
妙
見
菩
薩
そ

の
も
の
に
対
す
る
議
論
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う。
I
絞
H

本
品」
等
の
品
記
録
か
ら
も
窺
え
る
群
馬
妙
見
寺
や
秩
父
の
妙

見
信
仰
な
ど
奈
良
＇

f
安
期
の
関
東
に
広
ま
っ
て
い
た
妙
II
lu

侶
仰
の
性
格
を
把
握
し、

そ
の
中
か
ら
千
葉
原
の
妙
見
信
仰

を
考
え
て
行
き
た
い
。

ま
た、

朝
鮮
半
恥
か
ら
妙
見
倍
仰
が

も
た
ら
さ
れ
た
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、

朝
鮮
t
品
で
の
妙
見
信

仰
に
つ
い
て
も、

で
あ
る
。

そ
の
追
＂
血
な
ど
検
討
し
て
行
き
た
い
部
分

1

、2
 

，
 

舒
廂
形
の
ヒ
仏
茉
師
像
が
あ
り
う
る
か
否
か
に
議
論
が
犯

中
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
が、
「
1
沙
縛
抄」
に
は、

両
国
に
伝

教
大
師
制
作
と
称
す
る
秤
併
形
の
ヒ
仏
茨
師
像
が
あ
る
こ
と

が
報
告
さ
れ
て
い
る。

箪
者
小
川
水
沿
は
大
き
さ
が
「
叙
山
人

師
伝」
と
異
な
り、

ま
た
む
薩
形
を
呈
す
る
も
の
な
の
で、

大

師
作
の
も
の
で
は
熙
か
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
が、

伝
教
大

師
作
云
々
は
別
に
し
て、

あ
る
い
は
当
初
何
像
と
し
て
制
作

さ
れ
た
か
も
不
明
だ
が、

少
な
く
と
も
鎌
〈い
時
代
に
送
薩
形

の
七
仏
薬
師
像
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
追
い
無
い
ボ
尖
で
あ
る
。

丈
際、

太
秦
広
隆
寺
に
も
吉
祥
尺
の
姿
を
し
た
中
安
初
期

若
干
相
違
す
る
二
つ
の
像
容
を
持
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
詐

但
し、

そ
れ
が
平
忠
常
に
関
連
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
別
問

題
だ
ろ
う、

た
と
え
丸
の
出
上
が
あ
り、

ヤ
安
期
に
東
光
院

が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
も、

津
田
氏
の
品
く
平
氏

と
の
閃
係
は
仮
説
の
域
を
出
る
も
の
で
は
無
い
。

':‘
 
3
 妙

光
打
の
妙
見
＂帝
仇
椅
像
に
つ
い
て
は、

今
同
は
年
代
観

に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
が、

東
庄
像
と
共
に
千
葉
氏
の
妙
見

に
仰
を
考
え
る
し
で
項
要
な
お
像
だ
と
思
う。

大
将
庫
像
と

の
像
容
の
一

致
を
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
来
た
が、
山
口
が
後

補
で、

名
初
は
津
田
氏
の
云
う
披
髪
の
お
姿
で
あ
っ
た
こ
と

が
今
回
の
展
屁
会
で
は
っ

き
り
し、

妙
見
像
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
を
谷
れ
な
く
な
っ
た。

東
庄
像
が
水
人
の
像
容
の
影
押

を
受
け
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
ち
ら
は
大
将
車
像
の
彩

押
を
受
け
た
も
の
と
衿
え
ら
れ
、

文
武
神
像
を
導・
人
す
る
に

ヤー
た
り、

ま
だ
像
容
が
定
ま
ら
な
い

時
期
に
2
種
の
姿
が
並

存
し
た
可
能
性
を
指
摘
出
米
る
。

し
か
も、

大
将
“
は
天
の

大
将
軍
で
あ
り、

太
白
星、

つ
ま
り
金
星
の
神
格
化
で
あ
っ

て、

同
じ
星
の
悩
仰
と
い
う
こ
と
で
妙
見
と
の
つ
な
が
り
を

持
っ
て
い
る。

九
州
・

下
総
両
千
策
氏
の
対
立
の
中
で
妙
見
の
新
像
容
が

導
入
さ
れ
た
と
の
仮
説
の
L
に
立
つ
な
ら
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
が

妙
光
寺
像
に
つ
い
て

仏
楽
師
で
あ
る
nI
能
性
は
充
分
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

の
楽
師
如
求
像
が
仔
介
し
て
お
り、

東
光
院
像
が
楳
形
の
七

41 
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た
ね 。

か
っ
た
の
か
な
あ 。

中
西
夏
之(
-
九
三
五
生）
君
も
阿
級
で
し

た」

と
言
っ
て
い
た
の
で 、

彼
の
方
が
ぽ
く
と
会
っ
た
の
が
早

一
人
ず
つ 、

高
松
次
郎（
一
九
三
六
ー

九
八）
と
の
出
会
い
に
つ

い
て
簡
朕
に
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す 。

中
原

高
松
君
と
最
初
に
会
っ
た
の
が
何
時
だ
っ
た
か
は
余
り

は
っ
き
り
し
ま
せ
ん 。
一
九
五
0
年
代
の
お
し
ま
い
ご
ろ
か
ら

読
元
新
聞
社
主
催
の
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
に
出
品
し
て
い
た
の

で 、

そ
の
会
湯
だ
っ
た
か
な 。

た
ぶ
ん 、

そ
う
だ
と
思
う
ん
で

し
ま
せ
ん 。

高
松
君
は
東
京
藝
術
大
学
で
油
絵
を
専
攻
し
て 、

年
に
卒
業
し
て
い
ま
す 。

た
ま
た
ま
ぽ
く
が
五
七
年
に 、

た
し

か
古
本
隆
明
さ
ん
と
一

緒
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も 、

帳
大
で
講
派
を
頼
ま
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す 。

後
に
高
松
君
か

卒
業
し
て
か
ら
作
品
の
発
表
を
始
め
る
わ
け
で
す
が 、

何
年

に
ど
こ
で
会
っ
た
の
が
一

番
早
か
っ
た
の
か 、

と
う
い
う
こ
と

は
臆
え
て
い
ま
せ
ん 。

早
い
時
期
の
こ
と
で
は
っ
き
り

椋
え
て

盗
村

い
る
の
は
ハ
イ
レ
ッ
ド
・

セ
ン
タ
ー

の
時 。

あ
の
時
は
「
ぜ
ひ

提
灯
を
持
っ
て
く
れ」
っ
て
言
う
ん
で 、

発
会
に
際
し
て
小
さ

な
文
京
を
し

3

い
て
応
援
を
し
ま
し
た（
註
1) 。

そ
の
頃
は
も
う 、

た
ぴ
た
び
会
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す 。

私
も
何
時
会
っ
た
か
は
全
然
憶
え
が
な
い
ん
で
す
ね 。

も
っ
と
も 、

中
原
さ
ん
と
高
松
次
郎
と
の
関
わ
り
合
い
と
較
べ

れ
ば
私
の
方
は
非
常
に^
布
薄
な
ん
で 、

恨
え
が
な
い
の
も
当
然

か
と
は
思
う
ん
で
す
が
：•

今 、

く
つ
き
り
と 、

非
常
に
強
い

イ
メ
ー

ジ
で
思
い
出
す
の
は 、
i
九
六
八
年
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
・

ピ
エ
ン
ナ
ー

レ
に
彼
が
参
加
し
た
時
の
こ
と
で
す 。

そ
の

時
の
高
松
次
郎
は 、

今
の
若
い
み
な
さ
ん
に
は
想
像
も
で
き
な

い
ぐ
ら
い 、

も
の
す
ご
い
ス
タ
ー

だ
っ
た
ん
で
す
ね 。

輝
け
る

現
代
美
術
界
の
プ
リ
ン
ス
と
い
う
具
合
で 、

何
か 、

ア
ウ
ラ
を

発
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
た 。

｝）
の
時
の
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
は 、

三
木
富
雄(
-
九
三
七

ー

七
八）
も
参
加
し
て
い
た 。

彼
は
高
松
よ
り
も
ち
ょ
っ
と
若
い

ん
で
す
け
れ
ど
も 、

非
常
に
対
照
的
な
作
風
で
す 。

他
に
は 、

パ
リ
に
居
た
菅
井
汲(
-
九
一
九
ー

九
六）
さ
ん
だ
と
か 、

当
時

ア
ー
ト
を
や
っ
て
い
た
山
口
勝
弘(
-
九
二
八
生）
さ

ん
が
一
緒
に
参
加
し
て
い
た
け
れ
ど
も 、

占
参
の
彼
ら
に
較
べ

ラ
イ
ト

ら
「
ぼ
く
が
ま
だ
学
生
の
時 、

中
原
さ
ん
の
講
演
を
聴
き
ま
し

一
九
五
八

中
厭
佑
介
（
美
術
評
論
家
・
ぃ

凩
都
梢
栢
人
学
教
授）

系
村
敏
明
（
美
術
評
論
家
・

多
康
美
術
大
学
教
授）

建
畠

哲
（
美
術
評
論
家
・

多
岸
美
術
大
学
教
授）

採
科
英
也
(
riJ
会
進
行
／
本
館
学
芸
貝）

て
む製
松
と
三
木
は
非
常
に
輝
い
て
見
え
ま
し
た 。

ふ
た
り
は
気

伍
い
込
ん
で
い
ま
し
た ，

あ
の
頃
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と 、

彼
ら
の
気
兵
い
は
も
っ
と
も
な
ん
で
す
ね 。

そ
れ
ま
で
の
よ
う

に 、

年
功
が
列
の
頗
番
で
海
外
の
展
覧
会
に
出
し
て
打
っ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら 。

ま
だ
弱
輩
な
ん
だ
け
れ
ど
も 、

LI
本
の
現
代
美
術
界
で
余
り
に
も
輝
い
て
い
る
ん
で
出
ざ
る
を

得
な
か
っ
た 。

い
る
の
が 、

じ
つ
に
面
白
か
っ
た 。
つ
ま
り 、

い
か
に
自
分
が

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
や
ア
メ
リ
カ
の
コ
レ
ク
タ
ー

な
ど
か
ら
引
き
合
い

が
来
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
チ
ラ
ッ 、

チ
ラ
ッ
と
見
せ
合
い

な
が
ら
梢
報
交
換
を
や
っ
て
い
る 。

微
笑
ま
し
い
光
殺
で
し

、
I
O
f

こ
の
一
九
六
八
年
と
い
う
の
は 、

あ
と
で
話
が
出
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が 、

森
松
の
作
風
が
視
詑
の
操
作
と
い
っ
た
要
素

が
非
常
に
強
か
っ
た
時
期
で
す
ね 。

返
近
法 、

あ
る
い
は
逆

遠
近
法
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
視
位
の
構
造
と 、

物
体
の
あ
り
よ
う
と
を
か
み
合
わ
せ
る
こ
と
の
可
能
性（
ま
た

は
不
可
能
さ）
の
問
題
に
取
り

組
ん
で
い
た 。

こ
れ
は 、

言
葉

は
悪
い
ん
で
す
が
「
高
松
が
ト
リ
ッ

キ
ー

な
作
風
に
な
っ
た
時

す
が 。

何
回
目
の
展
覧
会
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り

こ
の
ふ
た
り
が 、

食
事
の
間
に
も
さ
や
の
当
て
っ
こ
を
し
て

ー
鼎
談
に
入
る
前
に 、

本
R
ご
出
席
い
た
だ
い
た
方
々
に 、

お

鼎
談

Symposium 11Shichibutsu Yakushi and Myoken Bosatsu 
_:_Mysteries Surrounding the Rise of the Chiba Clan11

「
高
松
次
郎
を
発
見
す
る」

On November 3. 1999 、 a symposium entitled.. SI、1ichibutsu Yakushi and Myoken Bosatsu

Mysteries Surrounding the Rise of the Chiba Clan" was lteld in conjunction with the fall exhibition 

"Gods and Buddhas of B臨"at the Chiba City Museum of An. The three panelists were Hayashi On 

(Agency for Cultural Affairs), Tsuda Tetsuei (Tokyo National Culwral Properties Research institute). 

and Marui Keiji (Chiba City Museum); Hamana Tokujun (S.hibayama Kannonky正ji) oversaw the plan

ning of the e入hibition and chaired the panel. 

Taking as its theme the worship of Myokcn Bos.usu by the powerful Chiba clan, rulers of B臨111

the Karnakura and M uromachi periods、 the symposium focused on the possible connection between 

M預ken belief and the ヽtatuc traditionally identified as Shichibmsu Yakushi belonging 10'loko-in in 

Chiba cityー1he major image in 1hc exhibition. Tn his paper opening the symposium. Mr. Hayashi 

explained that Myoken belief was based on the deification of a certain group of stars. and thai the 

Japane�e version consisted of a complex mix of native tradition� and Indian beliefs with Chinese star 

worship. He 11scd slides to show the various 1ypcs of My百ken images in Japan which reilect these diヽ•

parate sources of in「lucncc.
Mr. Tsuda conjectured that the My蔀en si,,tue depicted in the 1ales o「Myoken belonging to 1hc 

Chiba clan likely came in10 being during 1he laner part of the Kamakura period and was based on 1hc 

Chineヽe Daoist god Zhenwu. In the late Kamakura. a dispute aroヽe between two branches of the Chiba 

family, one living in Kyushu and the other in Shimofusa, over which was the legi1imate heir to the fief

dom. It was as a way of asse,ting 1heir claim that 1hc Shi mofuゞa branch establish双I a new image of 

Myoken. Myoken恥lief practiced by the Chib;1 clan before lhJt time is somewhat problematic, due to 

the lack of images of the boヽatsu in Chiba prefecture rna<lc before the latter part of the Kamakura pcl'i

。<l. However. vnrious stories connect the Chiba clan to冗ko・in'ヽShichibutsu Yakushi (dating to the 

rnid-Hcian period), raising the s1rong possibilily 1ha1 1his statue was the main Buddhist image (honjibu1-

su) on which the clan's worship of Myokcn was focused 

Mr. Marni had a different theory. laking note of the ract that the genealogical chart of the Chiba 

family, a document handed down only in the Kyushu br:mch. is conヽistcnt with information in the 

Gcmpci tosoroku. where the Chiba Myokcn talcs first appear. he surmised that the tale, date to hefore 

the 1ranspo11 of the genealogical chan to Kyushu. He conducted thal 1he statue was made in Yorilane's 

time to strengthen the sovereignty of 1he Chiba clan. wl1ich had been ヽevcr<!ly shaken by the de�t「uction

of the Kawsa branch of the family in the Hoji wur. 

The second half of the ヽymposiu111 was given ove「1() quCSlionヽand answerヽ．In response to prob

lems raised by Mr. Hamana. the three panelistヽdiscussed various issues. Theヽe included an examination 

of the basic character of Shichibutsu Yakushi as a buddha: 1he question of whether 1he image in the 

T _k_-in is indeed Shichibut5u Yakushi: whether the tiue Buddha manifestation (honjibutsu) of Myokcn 

is Shichibutsu Yakushi or Juichi-mじn Kannon: the determination of the date the Gempci to,oroku wa、
written; the problern of the honjibutヽu changing. and the proper interpretation of the image of Myoken 

ai Myoko-ji in Takoinachi. a work somewhat different in fo1m from the Chiba Myokcn. 

Al lhe end of the ヽy111posium. the coordinator added his impresヽions. He thought. for example、1hal

My蔀en helief匹If needed further investigation and discusヽion: that while a good argument could be 

n1il(fe for the 1可kをin image heing Shichibutヽu Yakuヽhi. the,℃la1ionship of 1ha1 image with the Taira 

family of both Shimofusa and Kazusa wa� a,cparatc problem. and that more imr,ortancc �houlcl be 

given 10 the statue of Myokcn in the Myok砂．
(Translated by Carol Morland) 
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も、

絵
と
し
て
影
が
描
か
れ
て
い
た。
で、
9"阿
松
店
に「
彩
を

キ
リ
コ。
俺
も
そ
う
な
ん

で
す
C

考
え
方
が
必
ず
し
も
阿
じ
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
と

人
か
の
面
家
が「
彩」
を
描
い
た
作
品
を
発
表
し
て
い
た
わ
け

代」
と
よ
<-i.
2

わ
れ
ま
す。
こ
の
こ
と
は
私
も
た
ぴ
た
び
再

っ
て
お
り
ま
す。
し
か
し、
r
ト
リ
ッ
キ
ー」
と
い
う
こ
と
は

彼
の
拗
合
悪
い
こ
と
で
は
な
い。
私
は、

彼
の
こ
の
時
期
の

作
品
に
対
し
て
批
刊
的
な．―-口
辞
と
し
て
こ
の．．．
 ぃ
葉
を
川
い
る

こ
と
に
輿
味
が
あ
り
ま
せ
ん。

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が、「
ま
っ
す
ぐ
な
人」
で
す
ね。
卑
し
さ

が
ま
っ
た
く
な
い

c

ま
あ、

頻
写
兵
を
ご
5地
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
お
判
り
に

し
た。

自
分
の
抱
え
て
い
る
問
題
を
ま
っ
す
ぐ
に
出
し
て、

他
人
を
引
っ
掛
け
た
り、

成
り
K
が
る
た
め
に
手
練
手
評
を

弄
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た。
で
す
か
ら、

さ
き
ほ

ど
の「
ト
リ
ッ
キ
ー」
と
い
う
こ
と
も
も
っ
ぱ
ら
彼
が
早
い
時

期
か
ら
抱
懐
し
て
い
た、

視
貨
と
実
在
そ
の
も
の
と
の
関
係

を
ま
っ
す
ぐ
に
出
し
て
い
た
結
果
で
す。
他
人
を
引
っ
掛
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
地
位
を
良
い
方
に
持
っ
て
行
く、

そ
の
よ
う
な「
含
み」
は
ま
る
で
な
い
ん
で
す
ね。

初
め
て
の
出
会
い
の
話
か
ら
走
り
過
ぎ
た
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が、「
ま
っ
す
ぐ
な
人」
と
い
う
印
象
が
強
い
も
の
で
す
か
ら

一
石
い
添
え
ま
し
た。

私
の
場
合、

邸
松
さ
ん
の
仕
ド
を
批
謹
的
に
支
え
て

ぼ
く
は
第
六
回
の
ド
ク
メ
ン
タ
に
行
っ
て
い
な
い
ん

そ
の
た
め、

想
像
は
で
き
ま
す
け
れ
ど
も、
11ベ
体
的

に
印
象
の
迫
い
を
巾
し
ヒ
げ
ら
れ
ま
せ
ん。

〈
錆
び
た
大
地〉
の
前
の
で
き
ご
と
に
な
り
ま
す
が、

れ
も
言
及
し
て
い
た〈
pgrspec1ive
Di
menlion
 Park〉(
：
生ハ

し）
を
発
表
し
た一
九
六
八
年
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ピ
エ
ン
ナ

ー
レ
の
前
年
に
パ
リ
tu
年
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
が
あ
り、
ぽ
く
が

コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
を
依
頓
さ
れ、
ャ回
松
U
は
じ
め9-
L
企
い
雄

の「
M」
な
ど
他
に
何
人
か
の
作
品
を
バ
リ
に
持
っ
て
行
き
ま

し
た。
そ
こ
で
さ
っ
き
の
建
畠
店
の
品、

作
品
の
IKI
際
的
な

評
価
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す。
高
松
の
出
品
作
は〈
遠
近
法

邸
松
ll
は
ど
ん
と
ん
作
品
の
ス
タ
イ
ル、

形
式
が
変
わ
っ

て
い
っ
た
K
術
琢
で、

の
絵
を
や
め
て、

辿
近
法
に
取
り
絹
ん
で
い
た
ん
で
す。
そ

れ
で、
そ
の
作
品
を
バ
リ
に
持
っ
て
行
っ
た
わ
け
で
す
け
れ

ど
：

つ
げ
加
え
ま
す
と、

彼
は
切
め
て
外
川
に
行
っ
た
の

が
こ
の
展
究
会
で
し
た。
パ
リ、

そ
れ
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

と、
ひ
と
月
以
上
ほ
と
ん
と
，
緒
に
ぼ
く
と
同
じ
ホ
テ
ル
に

泊
ま
っ
て
珍
道
中
を
や
り
ま
し
た。

そ
の、

し
4、
ヒ
ド・）•ヽ
J.}
f
っ
た
寺

）

ノ

ノ
r

l
`

/

1

ー、，ー

ー

バ
リ
で
も
何

れ
が＂団
松
社
に「
れ
は，
·
o
�
紀
の
絵
描
き
で
誰
に
興
味
が
あ

り
に
私
に
と
っ
て
大
切
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
し
た
か
ら
そ
う

し
て
い
る
わ
け
で
す。
で、
と
ん
な
話
に
な
っ
た
か

荒
JII

何
と
な
く
当
↑
り
樟
り
の
な
い
こ
と
を
し
ゃ
べ
っ
た
ん
じ
ゃ

＿
九
六
0
年
代
の
お
し
ま
い
切
は「
彩」

の
テ
ー
プ
ル
〉（→
九
六
じ）
で
し
た。

すc峯
村

し
話
を
続
け
ま
す。

ま
あ、

高
松
次
郎
に
つ
い
て

で
す

中
原

い
く
ば
く
か
で
も
知
っ
て

っ
た
の
で
は
な
い
か

そ
の
話
を
思
い
出
し
て

ん
は
ど
の
よ
う
に
名
え
て
お
ら
れ
ま
す
か。

だ」
と
い
う
こ
と
で、
そ
の
後；
時
間
ぐ
ら
い
デ

キ
リ
コ
名

お
ら
れ
た
中
原
さ
ん
や、

高
松
さ
ん
と
伺
い
年
の
条
村
さ
ん

そ
の
感
想、

な
い
し
は
印
組
の
迎
い
に
つ
い
て

h'
尿
さ

ー

建
畠

し
た。

ノ
ー
プ
ル
と一ゴロ
っ
て
良
い
よ
う
な＇．．
 

峯
村

と
は
追
い
ま
す。
峯
付
さ
ん
が．．．
 いわ
れ
た
よ
う
に、

0
年
代
のi"回
松
さ
ん
は
今
の
時
代
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う

な
圧
倒
的
な
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
で
し
た。
ち
ょ
う
と
私
は
学

生
の
頃
だ
っ
た
ん
で
す
が、

作
家
と
し
て
鑑
竹
し
た
と．べi
E

う

よ
り、

高
松
さ
ん
の
作
品
を
教
科
＂口
と
し
て
勉
強
し
た
と
い

う
惑
じ
で
す
ね。
作
品
の
屎
開
や
彼
の
言
説、
そ
れ
か
ら
中

原
さ
ん
の
邸
松
さ
ん
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
を
文

9十

通
り
受
験
参
老
片
の
よ
う
に
し
て
線
を
引
き
な
が
ら
学
ん

だ。
そ
ん
な
記
枢
が
あ
り
ま
す

そ
う
い
う
什
在
は、

時
代

が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
今
は
た
ぶ
ん
い
な
い
し・・・

私
が
勤
務
し
て
い
た
国
立
国
際
災
術
館
に
た
ま
た
ま、
カ

ッ
セ
ル
の
ド
ク
メ
ン
タ
に
出
品
さ
れ
た〈
銹
び
た
大
地〉(-
九

七
ヒ）
が
芍
時、

常
設
展
ボ
さ
れ
た
ん
で
す。
そ
れ
は
ち
ょ
う

と
学
芸
H｛
全
の
前
の
中
庭
に
俗
い
て
あ
っ
て、

悔
17
そ
れ
を

目
に
し
て
い
た。
ま
た、
あ
の
美
術
館
で
は、

品
松
さ
ん
と

元、
水
定
止
さ
ん
の
展
災
会
を

九
八
0
年
に
開
催
し
ま
し
た。

こ
れ
は
ぼ
く
が
担中ー
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
が、

側
血
か
ら

手
伝
っ
て
燦
然
た
る
ス
ー
ハ
ー
入
タ
ー
の
人
柄
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た。
そ
れ
ほ
ど
長
い
お
つ
き
合
い
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も、
非
常
に
真
血
日
で
誠
丈
な
方
で、

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
際
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
展
詑
会
に
出
品

さ
れ
た
再
制
作
に
つ
い
て、

駆
け
出
し
の
学
芸
具
の
素
人
臭

ぃ
竹
問
に
も
い
ろ
い
ろ
丁
序
に
答
え
て
く
れ
ま
し
た。

描
い
て
い
る
絵
描
き
に
会
っ
て
み
よ
う
か」
と
言
う
と、
「
ぜ
ひ

会
い
た
い」
と
の
こ
と
だ
っ
た〕
彼
ら
の
ア
ト
リ
エ
ま
で
行
っ

て
凶
松
れ
と
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

で
す
か
ら、
あ
の
時
の
ピ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
硲
松
れ
の
「
影」

の
絵
を
も
し
出
品
し
て
い
れ
ば、
ち
ょ
っ
と
評
価
が
追
っ
て、

あ
る
い
ば
も
う
少
し
反
関
が
大
き
か
っ
た
か
な、
と
い
う
気

が
し
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
ハ
リ
で
は一―·
本
の「
耳」

の
方
が
関
心
が
高
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら

〈
鉗
ぴ
た
大
地〉
と
直
接
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
が、
も
う
少

池
川
修
作(-
九
：
•
4ハ
生）
は
高
松
れ
と
ほ
と
ん
と
日
肌
代

で、
い
ち

＂！＼
彼
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
制
作
し
て
い
ま
し
た。

あ
の
人
も、
ャ回
松
村
と
は
迩
う
け
れ
ど
も
も
の
の
影
を
描
い

た
り
し
て
い
た。
荒
川
君
が
渡
米
す
る
前、

も
ち
ろ
ん
ふ
た

り
は
交
流
が
あ
っ
た
の
で、
ぼ
く
と
高
松
村
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
行
っ
た
時、

彼
と
荒
川
れ
の
ア
ト
リ
エ
に
行
き
ま
し
た。

ぽ
く
は
ち
ょ
っ
と
雄
れ
て
ウ
イ
ス
キ
ー
か
何
か
呑
ん
で
い
た

ん
で
す
が、

そ
こ
で
彼
ら
が
し
き
り
と
芸
術
論
を
や
り
だ
し

た。
ち
ら
ち
ら
刷
い
て
い
る
と、

非
噛
に
お
L
い
が
相
手
の

作
品
を（
大
体、
ど
ん
な
作
品
か
は
知
っ
て
い
ま
す
が）
気
に

る
？」
な
ん
て
こ
と
の
探
り
を
人
れ
て
い
る。
そ
う
す
る
と
彼

が「
い
や、
ぽ
く
は
デ
・
キ
リ
コ
に
非
常
に
関
心
が
あ
る」
と

答
え
た
わ
け
で
す。
荒
川
は「
デ

る
と
か
押
し
の
け
る
と
い
っ
た
気
卍
の
感
じ
ら
れ
な
い
人
で

そ
ん
な
学
生
時
代
を
過
ご
し
ま
し
たc

な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か。
そ
れ
か
ら、

他
人
を
貶
め

が
凩
な
る
ス
ー
バ
ー
ス
タ
ー
だ
っ
た
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う。 彼

れ
ど、
そ
の
後
た
ぴ
た
び
会
っ
て．
緒
に
洒
な
ど
を
呑
ん
だ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
会
っ
た
印
象
が
非
常
に
強
い
ん
で
す
it

を
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る、

何
肌
代
の
彫
刻
家
の
若
林
併（·

九一
元ハ
生）
さ
ん、
そ
う
い
う
方
が
ド
ク
メ
ン
タ
と
か
ヴ
ェ
ニ

ス
な
ど
に
出
品
さ
れ
る
け
れ
ど
も、

な
か
な
か
国
院
的
な
評

価
が
定
沿
し
な
い
ん
で
す
ね。
そ
れ
が
あ
る
必
味
で
も
ど
か

し
い。
我
々
に
と
っ
て
は
こ
れ
だ
け
刺
激
的
な
仕
事
が
な
ぜ

海
外
に
持
っ
て
行
っ
た
時
に
反
応
が
熊
い
の
か
と
い
う
こ
と

こ
れ
ば、

私
ぐ
ら
い
の
世
代
の
学
芸
員
の
ひ
と
た
ち
が

一
九
ヒ
0
年
代
に
さ
か
ん
に
語
し
合
っ
て
い
た
こ
と
で
す。

そ
れ
が、
占回
松
さ
ん
に
対
す
る
印
象
と
思
い
出
で
す
ね。

ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た＂

こ
れ
か
ら、

皆
さ
ん
に
お
話
し
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と

し
て、
〈
銹
び
た
大
地〉
か
ら
話
を
始
め
た
い
と
思
う
ん
で
す

が。
こ
の
作
品
は
建
畠
さ
ん
の
お
品
に
も
あ
っ
た
よ
う
に、

一
九
ヒ
ヒ
年
に
第
六
lnl
の
ド
ク
メ
ン
タ、
八
0
年
に
は
国
立

同
際
芙
術
館
で
の
展
屁
会
に
出
品
さ
れ
て
い
ま
す。

か
つ
て
の
展
屁
会
で
実
院
に
作
品
を
ご
買
に
な
っ
て、

今

回
干
業
で
再
び
作
品
に
接
し
た
方
々
の
反
応
は
異
日
同
音
に、

以
前
の
展
笈
会
で
は
作
品
が
か
な
り
弱
く
見
え
た
け
れ
と
も

足
術
館
の
展
示
毎
で
改
め
て
見
る
と
強
い、
と
い
う
も
の
で

を
や
っ
て
い
ま
し
た。
高
松
は
彼
の
マ
ネ
キ
ン
の
絵
は
そ
ん

な
に
映
味
が
な
く
て、
ピ
ス
ケ
ッ
ト
の
絵、

あ
れ
は
本
喝
に

ふ
し
ぎ
な
絵
だ
と···,c
う
ん
で
す。
何
で
あ
ん
な
も
の
を
描
い

た
の
か。
5況
川
も
そ
う
だ、
と
：·

い四
松
召
の
あ
の
こ
ろ
の「
影＇
の
絵
を
見
る
と、
と
こ
か（
ご
く

わ
ず
か
な
部
分
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が）
爺
川
店
と、

絵
画
は
何

を
描
く
か、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
共
通
し
た
と
こ
ろ
が
あ

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
活
を
し
ま
し
た。

〈
鉗
び
た
大
地〉、

私
は
ド
ク
メ
ン
タ
で
見
て
お
り
ま

私
ば
中ー
時
現
代
必
術
の
紹
介
と
い
う
こ
と
で
テ
レ
ピ
香
糾

を
作
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら、
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
ん
な
作
品

を
撮
影
し
た
ん
で
す
が、

残
念
な
が
ら〈
鈷
ぴ
た
大
地〉
を
ーI

し
て、

作
品
に
つ
い
て
さ
ち
ん
と
Jig
っ
た
か
と
う
か、
あ
ま

り
出
悦
が
な
い
ん
で
す

rJ
し
て
解
品
を
品
し
た
と
し
て
も

な
い
か。
つ
ま
り
そ
の
く`
つ
い、

私
も
現
場
で
見
て
が
っ
か

り
し
た
一
人
な
ん
で
す，
い"fnJ
松
次
郎
と
い
う
人
は、
そ
れ
な

と
う
期
待
し
て
ド
ク
メ
ン
タ
を
見
に
行
っ
た
ん
で
す
が、
が

っ
か
り
し
た
と
い
う
の
は
こ
れ
は
も
う
否
定
の
し
よ
う
が
な

ヽ
邸
松
さ
ん
と
か、

や
は
り
大
き
な
存
在
で
今
も
い
い
仕
¥

し
た。

ー
が
固
際
的
な
地
位
を
か
ち
得
な
い
と
い
う
も
ど
か
し
さ
で

-
JL
六

そ
れ
と
並
行
し
て
私
が
感
じ
て
い
た
の
は、
Fl
本
の
ス
タ

45 44 



X
J
 

コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
は
触
れ
合
っ
て
い
な
い

成
で
す。
私
は 、

高
松
さ
ん
は
介屈い
と
し
て
は
構
成、
E

義
的

的
な 、

シ
ャ
ー

フ
な
辿
形
は
い
わ
ゆ
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
な

ら
れ
て
傾
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も 、

あ
れ
を
外
す
と
ペ
タ
ッ

で
は
な
く 、

床
の
面
に
写
っ
た
影
が
大
巾
だ
っ
た
ん
で
す 。

ま
せ
ん 。

非
常
に
帷
し
い
I
,
C

い
ガ
で
す
け
れ
ど
も 、

彼
の
知

つ
ま
り
あ
の
作
品
は 、

本中i
は
立
体
的
な
構
込
が
f
災
な
の

て
考
え
ま
し
た

の
領
域
の
中
で 、

深
く
問
遁
を
快
っ
て
行
く
と
い
う
方
血
て

実
験
的
な
精
神
と
い
う
も
の
が
鍛
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば 、

ホ
作
品
の
ひ
と
つ
で 、

節
fl
日
に
し
て
お
り
ま
し
た 。
11
常

的
な
話
を
す
れ
ば 、

展 ．
が
場
所
は
届
外
で
す
か
ら 、

船
の
役

が
か
か
る
ん
で
す
ね

月
に

．
回
ぐ
ら
い
作
品
に
パ
ケ
ツ
で

水
を
か
け
て
洗
っ
て
い
た
ん
で
す ，

今
lul 、

久
し
振
り
に
展

ぷ
会
場
で
再
会
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も 、
ポ
ッ
ン
と
一
か
祈

だ
け
的
の
沢
が
残
っ
て
い
た
の
が
お
か
し
か
っ
た
で
す 。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
ひ
と
つ
思
い
出
が
あ
る
の
は 、

人点四

倹( .
JL- ·―しハ
t)
さ
ん
が
災
術
館
に
未
ら
れ
た
時
の→）
と
で

す
〈
銹
び
た
大
地〉
の
前
に
立
た
れ
て 、「
僕
な．
ら 、
こ
の
鉄
板

を
無
垢
の
塊
に
す
る」
と一マ
LI

わ
れ
た

あ
っ
て 、

な
こ
と
で
し
た 。

確
か
に
こ
の
作
品
は
鉄
板
で
圃
っ
た
箱
で

そ
れ
は
外
側
か
ら
見
て
も
す
ぐ
招
る
わ
け
で
す c

乍
さ
ん
の
よ
う
な」
1
拗
な
ら
ば 、

彼
は
物
質
の
リ
テ
ラ
ル
な

あ
り
よ
う
が
碩
要
な
ん
で
す
ね

c

あ
る
が
ま
ま
の「
物
ft」
が 、

そ
の
ま
ま
で「
什
在」
と
し
て
の
強
度
を
持
っ
て
い
る

こ
れ

は
彼
に
と
っ
て
作
品
を
成し1
さ
せ
る
た
め
の
要
件
だ
と
息
い

ま
す
が 、

そ
の
ぶ
味
で ．f
LI

う
と 、
こ
れ
は
考
え
方
の
問
涎
で

す
が 、

高
松
さ
ん
の
場
合
は
観
念
と
し
て
の
空
間
と
か 、

構

な
と
こ
ろ
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
jj
だ
と
思
い
ま
す

つ
き 、

峯
村
さ
ん
がr
実
験
室」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
が 、

非
指
に
知
的
で
リ
フ
ァ
イ
ン
さ
れ
た 、
デ
リ
カ
シ
ー

の
あ
る

作
品
で
す
ね 。
だ
か
ら 、

私
も
こ
の
会
場
で
見
て
い
い
作
品

だ
と
思
い
ま
し
た
け
れ
ど
も 、

そ
れ
は
関
り
に
さ
ま
ざ
ま
な

廿
物
が
あ
る
11
常
的
な
勾
境
の
中
よ
り
は 、
ピ
ュ
ア
な
彼
の

こ
れ
は 、

後
で
紐
り
返
す
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が 、

彼
は
あ
る
対
淡
で（
中
脱
さ
ん
が
彼
の
こ
の
発
心
を
取
り

卜
げ
て^
呼
じ
て
い
ま
す
け
れ
ど） 、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
リ

ア
リ
テ
ィ
と
い
う
内
ガ
を
大
切
に
投ノ
え
て
い
る
と
発
ば
し
て

い
ま
す（
註
2) 。
彼
の
制
作
を
見
て
い
る
と
時
期
に
よ
っ
て
は

ど
ち
ら
か
に
傾
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
も 、

し
ば
ら
く
経
つ
と

走
る
と
い
う
こ
と
と
「
真
丈ー
と
の
ど
ち
ら
を
も
抱
え
込
ん
で

い
た
と
思
う
ん
で
す

,
IL
六
ーし
年
代
全
般 、

あ
る
い
は
今

リ
フ
ァ
イ
ン
さ
れ
た
問
地
が
純
粋
結
品
で
き
る
よ
う
な
空
閥

の
中
で
よ
り
良
く
そ
の
慈
味
が
伝
わ
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い

分
の
ま
ま
に
登
楊
さ
せ
る 、

作
品
と
し
て
ば
物
体
と
し
て
什

在
し
て
い
る
ん
で
す
が 、

そ
ん
な
あ
り
よ
う
が
；．

私
は
先

程
凶
際
性，
ぷ
々
と
い
う
油
を
し
ま
し
た
が 、
あ
た
か
も
国
際

的
な
文
脈
の
よ
う
に・
灼
松
さ
ん
か
ら
学
ん
で
き
た
ん
た
け
れ

ど
も 、
ひ
ょ
っ
と
し
て 、

例
え
ば
近
い ．．．
 ば米
で ．．
 けえ
ば
ミ
ニ

マ
リ
ズ
ム
と
か
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
欧

米
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
系
品
と
し
て
あ
る
と
し
た
ら 、

て
見
え
る
け
れ
ど
も 、

辿
っ
た
ゲ
ー

ム
を
し
て
い
た
の
か
な 、

と
い
うICA
も
し
ま
す
ね 。
こ
れ
は 、

作
し
悪
し
の
問
題
で
は

な
い 。
そ
れ
が 、

我
々
の
森
松
次
郎
の
国
際
的
な
評
価
を
な

か
な
か
か
ち
碍
ら
れ
な
い
こ
ち
ら
側
の
残
念
な
思
い
と
も
ど

か
し
さ
で
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
し 、

そ
れ
が 、＾
錆
び

た
大
地〉
が
こ
の
会
拗
で
良
く
見
え
た
と
い
う
こ
と
か
も
矧
れ

ど
と
い
う
も
の
と
は
関
わ
り
無
い
わ
け
で
す
が 、
で
は
純
枠

に
コ
ン
セ
プ
チ
4
ア
ル
か
と→ ●1い
う
と 、
お
ぞ
ま
し
い
ま
で
の

概
念

と
衣
問 、

物
体
と
を
対
立
項
と
し
て
捉
え
な
い
よ
う
な 、

非

甜
に
未
ら
か
な：

微
妙
な ．．．．
 いい
力
で 、
あ
え
て
誤
絣
の
多

い ．
い
い
方
を
し
て
し
ま
う
と 、
「
フ
ュ
テ
シ
ズ
ム
な
さ
ア
ニ
ミ

ら
ラ
イ
ト
を
当
て
て
彩
を
強
く
出
し
て
い
る
ん
で
す（
註
3) 。

一
見
似

ズ
ム」 J
汎
神
論
と
で
も ．9、
11

う
ん
で
し
ょ
う
か

な
ん
て
汀
う
と
逆
の
ガ
向
に
蛸
釈
さ
れ
る
げ
れ
ど

し
い
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
と
か
お
ぞ
ま
し
い
コ
ン
七
プ
チ
ュ
ア

ア
ニ
ミ
ズ
ム

リ
ズ
ム
と
は
無
稼
な
H
本
の
文
化
風
t

み
た
い
な
も
の
が
あ

っ
て 、

そ
こ
が
彼
の
作
品
の
良
さ
で
も
あ
り 、

確
か
に
お
ぞ

ま
し
い
作
品
群
と
比
較
さ
れ
た
時
の
お
と
な
し
さ
に
も
な
っ

て
い
る 。「

似
合
体」
の
シ
リ
ー

ズ 、

そ
の
後
の
木
を
用
い
た「
杜

と
空
間」（
こ
れ
も
広
い
吝
詑
公J「
複
合
体」
と
ぶ
っ
て
良
い
と

思
い
ま
す） 、

と
い
う
連
作
が
あ
り
ま
す
ね

災
術
館
で 、

作
品
の
う
し
ろ
に
煤
い
コ
の
字
利
の
什
切
り
を

作
っ
た〈
柱
と
窄
間〉(
-
JL
八

，
）
が
生
前
発
表
さ
れ
た
最
後

の
作
品
に
な
り
ま
す
か 、

あ
の
作
品
で

．
番
大
切
な
の
は
あ

の
本
の
構
成
で
は
な
く
て 、

床
に
iょ
；
如彩
な
ん
で
す 。

こ
れ
ば 、

今
lul
の
展
屁
会
の
カ
タ
ロ
グ
を
こ
邸
に
な
る
と

判
る
ん
で
す
が 、

彼
は
こ
の
作
品
の
マ
ケ
ッ
ト
だ
け 、

横
か

こ
れ
は
初
期
に「
彩」
を
描
い
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
て 、
「
複

合
体
の
連
作
を
含
め
て 、
し
リ
体
作
品
で
は
あ
る
け
れ
ど
も 、

ど
う
や
っ
て
立
体
で
あ
る
こ
と
を
阻
く
し
て
し
ま
う
か 、

と

い
う
こ
と
が
彼
の
枯
本
に
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す e

〈
鉗
ぴ
た
大
地〉
も
．

部
分
が
ワ
イ
ヤ
ー

で
引
っ
張
り
上
げ

そ
れ
が
非
常
に
印
象
的

甜
山
県し＞
近
代

中
原

そ
の
よ
う
な 、

空
間
と
践
念
を

．
項
対しリ
で
は
な
く
不
可

か
と
い
う
気
も
し
ま
す

お
ぞ
ま

拙
松
さ
ん
が
ジ
ョ
ル
ジ
ョ

デ
・

キ
リ
コ
に
非
常
に
関
心
を

聞
樅
さ
れ
て
い
る
七
0
年
代
の
作
品
も
含
め
て 、

そ
のし以
問

の
勤
務
し
て
い
た
国
立
国
際
た
術
館
の
も
っ
と
も
初
期
の
屎

す 。
中
瓶
さ
ん
の
油
を
聞
い
て
い
て
面，11
い
と
思
っ
た
の
は 、

て
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど 、

先
程
111
し
L

げ
た
よ
う
に 、

私

そ
れ
は
非
常
に
店
ん
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で

建
畠

私
は
も
ら
ろ
ん
ド
ク
メ
ン
タ
で〈
鋳
び
た
人
地〉
を
見

「

hハ
尖
と
9...
 9

い
直
し
て
い
ま
す

彼
は「
廿
尖」
の
ま
ま
つ
つ

ん
じ
ゃ
な
い
か

は（
人
間
の
心
に
適
う
と
い
う
必
味
だ
と
私
は
HI心
い
ま
す
が

限
定
的
な
窄
間
の
中
で
は
実
験
六r
の
柘
神
が
う
ま
く
生
き
る

い
と
い
う
こ
と
で
も
な
か
っ
た

そ
の
よ
う
な
絵
圃
の
固
付

身
は
鮮
り
や
す
く
前
行
は「
t
文」
の
こ
と
で
あ
っ
て 、

後
者

わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う

で
も 、

及
術
館
と
い
う
圃
わ
れ
た

し
て 、

そ
れ
を
誰
も
作
し
ま
な
か
っ
た
し 、

そ
れ
が
別
に
悪

ま
た ．
方
に
ゆ
り ．
尿
し
て
い
る 。
難
し
い
よ
う
で
す
が
彼‘
ll

も
構
わ
な
い
よ
う
な
環
培
で
展 ．
が
し
た
時
に 、
と
う
も
そ
ぐ

圃
は
日
然
的
な
冊
界
と

応
切
り
削
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
成
{

II

作
法
な
蜆
客
が
ど
か
ど
か
と
作
品
の
K
を
歩
い
て
し
ま
っ
て

み
4

＼
て
ら
れ
る
仕
北
は 、

初
め
か
ら
絵
両
や
彫
刻 、

牡
に
絵

中
で
の
思
考
尖
験
と
い
う
側
面
が
大
き
い
た
め 、

野
外
で
無

俎
も
あ
り
ま
す 。
実
験
窄 、
ア
ト
リ
上
の
中
で
し
つ
か
り
組

倣
底
で
き
な
か
っ
た

ど
ち
ら
か
と →；
E

う
と 、

あ
る
限
界
の

た
だ 、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
什
北
か
ど
う
か

、

と
＞
う
椙

だ
か
ら 、〈
鉗
び
た
大
地〉
と
い
う
作
品
も
ひ
と
つ
の
Jj、
InJ
に

す
る
仕
t'
もヤ ー
然
あ
っ
て
し
か
る
べ
さ
で
し
ょ
う

う
も
の
に
対
す
る
考
寮
を
ず
っ
と
失
わ
な
い
で
い
た e

で
す
が 、

あ
る
い
は
災
術
館
や
両
廊
の
中
で
き
ち
ん
と
成
立

か
っ
た

や
っ
ぱ
り 、

芸
術
と
か

何
ら
か
の
秩
が
と
い

す
4

尖
験
衣
の
中 、

芸
術
固
有
の
問
姐
で
あ
れ
ば
ア
ト
リ
エ

ま
す

が 、
で
も
そ
ち
ら
の
み
で
つ
つ
走
る
と
い
う
0

}

と
も
で
き
な

こ
れ
は
あ
ま
り
大
し
た
問
題
で
は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま

さ
れ
な
い
積
板
的
な
伯
神
の
は
た
ら
き
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

郎
と
い
う
人
に
も 、

そ
ん
な
過
激
な
側
面
が
あ
っ
た
ん
で
す

と
い
う
も
の
を
高
く
評
価
す
る
よ
う
な
傾
阿
に
あ
り
ま
す
が

は
絵
圃
を
捨
て
て
他
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
と ．fい
っ
て
は
消
ま

れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
糾
な
い
わ
け
で
す
か
ら

高
松
次

尖
粽
の
n
然
の
環
境
に
出
て
行
っ
て
成
り
し↓
つ
よ
う
な
什
卜

眈
代
の
中
で
仕
卜
を
せ
ざ
る
を
褐
な
か
っ
た

尖
際 、

彼
に

ん
行
っ
て
し
ま
う

過
激
な
非

芸
術
的
な
思
衿
を
受
け
人

て「
実
験
室
の
芸
術
家
L

た
っ
た
の
で
は
な
い
か 。

今 、

な
ん
と
な
く
現
代
美
術
の
方'
lnJ
が
街
へ

、

あ
る
い
は

で
通
す
こ
と
が
何
か

血い
く
な
い
よ
う
に
恩
え
る 、

そ
ん
な

っ
て
杓
通
の
巾
物
と
椛
界
が
無
い
よ
う
な
と')
ろ
に
と
ん
ど

代
の
全
て
の
勅
向
が
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
が 、「
絵
両
ひ
と
筋」

繰
を
は
み
出
し 、

両
廊
空
間
を
は
み
出
し 、

台
所
を
と
り

払

さ
ん
は
良
い
心
味
で
も
悪
い
な
味
で
も
ぜ
ん
ぷ
ひ
っ
く
る
め

の
生
iil
が
済
ん
だ
わ
け
で
す
が 、

高
松
次
郎
の
場
合 、

il
寺
I

 

っ
た
の
か
と
思
う
ん
で
す 。
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
'‘

な
ら
ば
額

け
る
こ
と
は
良
く
な
い
と
は
思
い
ま
す
が

や
っ
ぱ
り
糾
松

デ

キ
リ
コ
は 、

絵
両
を
や
り
尽
く
す
と
い
う
こ
と
で
そ

方
で
手
格
く
や
っ
て
い
る 、
と
い
う
こ
と
が
Uf
能
で
は
な
か

品
松
次
郎
に
つ
い
て
あ
ま
り
吊
く
決
め
つ

か
げ
で
な
妙
な
現
象
も
伴
い
ま
し
た
け
れ
ど 。

や
り
切
っ
て
い
る
と 、

ど
ち
ら
か
とi ．．
 いえ
ば
リ
ア
リ
テ
ィ

の

で
す
か
ら

私
も
以
前
に
見
た
印
象
と
今
lul
の
追
い
に
つ
い

を
も
う→
疫
蘇
ら
せ
よ
う
と
身
を
挺
し
た
圃
家
で
す
ね 。
お

品
松
が
も
し 、

絵
両
を
デ
・

キ
リ
コ
の
よ
う
に
微
底
し
て

な
り
の
ク
オ
リ
テ
ィ
を
ち
ゃ
ん
と
備
え
た
作
品
な
ん
で
す
ね

て
柏
治
し
た
近
代
絵
両
を
叩
い
て 、

絵
両
の
す
ご
い
奥
行
さ

い
う
も
の
が
く
っ
き
り
と
出
て
い
た
の
で
は
な
い
か

し
か
し 、

今
回
の
展
屁
会
で
団
じ
作
品
を
見
る
と 、

そ
れ

持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す 。
デ
・

キ
リ
コ
は
日
を
極
め

の
ど
ち
ら
か
に
傾
斜
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
眈
削
の
朴
徴
と

47 •i6



す
ね。

な
も
の
を
組
み
合
わ
せ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も、

多
摩
川
の

硲

描
く
と
大
き
さ
が
出
て
き
て、

そ
れ
で
だ
ん
だ
ん
膨
れ
て
画

中
原

し
か
し、

今
何
作
品
を
比
て
も、

あ
る
い
は
絵

高
松
の
初
期
の
作
品
に一
点」
と「
線」
の
絵
画
やし＞一
体
が
あ

と
な
っ
て
し
ま
い、

立
体
性
か
梢
え
て
し
ま
うc
し
か
し、

思
い
ま
す。

〈
錆
び
た
大
地〉
も
そ
う
で
す
が、「
複
合
体」
の
連
作
は
大
多

数
が
斜
め
の
祁
分
を
持
っ
て
い
ま
す
〈
杜
と
九
孟回〉
も
そ
う。

亜
直
と
水
平
で
は
な
く
て、
．
部
分
を
必
ず
傾
け
て
い
る。

立
体
が
立
体
で
あ
る
け
れ
ど
も
本
5
1

は
立
体
が
壊
れ
て
蚊
終

的
に
は
f
血
と．．．．
 いう
か、

な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
賠
ぷ

で
は
な
い
か

で
す
か
ら
梢
成
的
で
は
あ
る
ん
で
す
が、

建

畠
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
彼
が
梢
成・
下
義
的
な
考
え

峯
付
さ
ん
の
発
言
に
あ
っ
たf
,

5

菜
を
乱
暴
に
用
い
て
い
ま
す

が
ご
免恐
じ
ら
れ
ま
し
た
か。

彫
刻
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ、

と
い
う
こ
と
を
ど
の

「
単
体」
の
シ
リ
ー
ズ
で
木
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
彫
り
出
し

て`

ま
た
そ
の
代
み
に
か
け
ら
を
埋
め
尿
す
と
い
う
作
品
が

あ
り
ま
し
た
ね。
こ
れ
は
中
原
さ
ん
が「
ふ
た
つ
の
媒
体
を
含

む
と
こ
ろ
の
削；
の
物
体」
と、

非
常
に
面
白
い
ば
い
方
を
さ

り
ま
す
ね。
占�
の
果
令
が
線
に
な
る
わ
け
で
す
が、
こ
の
北

合
は
無
限
で
す。
ま
た、

そ
の
後
の
彼
の
作
品
に、

多
麿
川

の
河
原
や
銀
府
の
街
角
の
石
に
ひ
と
つ‘つ
つ、

小
数
点
以
下

の
数
字
を
心
し
た〈
右
と
数
字〉(
-
九，ハ
九）
が
あ
り
ま
す。

小
数
点
以
ド
の
数
字
は
無
限
に
あ
る
わ
け
で
す
が‘

線
を
ど

こ
ま
で
も
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に、
こ

の
作
品
は
無
限
定
な・
11
然
や
宇
宙
の
拡
が
り
と
対
応
し
て
い

る。
こ
れ
は
全
く
事
実
の
世
界
と→．，り
っ
て
良
い
で
し
ょ
う。

そ
の
出
さ
れ
た
数
字
が
全
て
小
数
点
以
下、
つ
ま
り「
ー」
ま

で
と
い
う
こ
と
が
而
白
い
と
息
う。
全
部
そ
れ
を
梨
め
た
な

ら
ば
概
念
上
は「
l」
に
な
る
筈
で
す。

そ
れ
で、

そ
の
後
で

「
単
休し
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
が
始
ま
り
ま
す。
こ
れ
は、

代
骰

右
と
同
じ
で、

全
部
最
終
的
に
は「
lJ
に
戻
る
と
い
う
関
係

を
持
っ
て
い
る。

中
原
さ
ん
の
品
が
面
白
い
と
思
っ
た
の
は、「
複
合
体」
の
発

展
形
態
と
し
て
制
作
さ
れ
た「
柱
と
空
間」
が、

立
体
と
し
て

の
n
立
を
LI
指
す
と
い
う
方
loj
よ
り
ば、

崩
壊
す
る
方
向、

む
し
ろ
平
面
的
な
も
の
へ
の
志
，阿
が
あ
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た。
私
は
な
る
ほ
ど
な、
と
思
い

ま
し
た。

そ
う
言
え
ば、
「
複
合
体」
を
制
作
し
て
い
る
過
秤、

あ
る
い
は
そ
の
後
で「
複
令
休」
の
杉
え
を
ギ
面
に
持
ち
込
ん

だ「
平
而
上
の
空
間，
と
い
う
作
品
を
制
作
し
て
い
る。
あ
れ

は
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
物
理
的
な
弔
体
性
を
活
用
し
て
い
た
ん
で

れ
て
い
ま
す（
註
4)。

逆
品
的
で
す
ね。
こ
こ
に
は、

ま
ず
ひ

と
つ
ば
峯
村
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
ト
リ
ノ
キ
ー
な
採

作
が
高
松
さ
ん
の
中
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す

そ
し
て、

も

う
ひ
と
つ
に
は
高
松
さ
ん
独
特
の
物
体
概
念
が
あ
っ
た。
·)

れ
は、「
物
買
概
念」
と―,J
う
よ
り
は「
物
体
概
念」
だ
と
思
う
ん

で
す。

例
え
ば、
セ
ラ
が
匝
い
鉄
板
を
切
断
し
た
り、

傾
け

た
り、

お
ぞ
ま
し
い
ま
で
の
什
仕
の
す
ご
さ
を
突
出
さ
せ
る

の
に
対
し
て、

高
松
さ
ん
は
彼
の
よ
う
に
は
物
体
を
捉
え
て

い
な
か
っ
た。

非
常
に
柔
ら
か
な、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
愁
受
性

の
中
で
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
捉
え
な
が
ら
し
か
も
知
的
で
シ
ャ
ー

フ
な
仕
卜
を
し
て
い
た。

そ
れ
が〈
錯
び
た
大
地〉
の
行
後
に

う
に
ロ
ー
プ
で
→
番
端
を
領
け
な
い
と
作
品
と
し
て
成，IL
し

な
い
訳
で
す
が、

あ
の
傾
け
方
で
も
セ
ラ
の
よ
う
に
我
々
の

心
身
に
不
安
を
か
え
る
よ
う
な
傾
け
方
と
は
迫
っ
て、

や
っ

ぽ
り
物
体
と
世
界
に
対
す
る
笞
え
方
の
柔
ら
か
さ
み
た
い
な

も
の
が
あ
そ
こ
に
は
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す。

も
う．
つ、

中
原
さ
ん
が」＂回
松
さ
ん
が
反
11
構
成、
t
筏
だ

私
も
そ
の
通
り
だ
と
は
思
う
ん
で
す

邸
松
さ
ん
が
構
成、
E

義
を
自
分
の
原
理
に
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
し、

そ
の
烈
味
で
は
む
し
ろ
収
対
の
立
楊
を
と
っ
て
い
た
の
か
も

知
れ
な
い高

松
れ
が
中
学
と
か
邸
等
学
校
の
時
に、

数
学
に
ど

れ
だ
け
関
心
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は、

狂
聞
に
し
て
知

り
ま
せ
ん
が、

彼
が
点
や
線
に
つ
い
て
言
う
時、

実
体
は
な

い
ん
で
す。

本
当
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
概
念
と
同
じ

こ
と
で。

要
す
る
に、

線
は
長
さ
し
か
な
い。
上
野
公
園
で

紐
を
ず
っ
と
は
わ
せ
た
時（
．
九
六．一i)
も、「
私
の
関
心
に
あ

る
の
は「
長
さ」
だ。
別
に
紐
で
な
く
て
も
い
い」
と
言
っ
て
い

た
ん
で
す
が、

残
念
な
こ
と
に
我
々
が
長
さ
と
い
う
も
の
を

知
る
に
は
11．ハ
体
的
に
長
い
「
何
か」
が
な
い
と
感
筵
で
捉
え
ら

れ
な
い
か
ら
紐
を
使
っ
た
ん
で
す。

さ
て、

点
も
尖
際
に
は
見
え
な
い
。
数
学
で
項nn
ら
れ
る
点

は
位
岡
が
あ
る
だ
け
で
大
き
さ
が
な
い
も
の
を
言
う
わ
け
で

す
か
ら。

大
き
さ
の
な
い
も
の
は
我
々
に
は
見
え
な
い。

絵

は
視
北
に
対
応
す
る
わ
け
だ
か
ら、

本
当
の
と
こ
ろ
邸
松
君

は「
点」
を
描
さ
た
く
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
ね。
し
か
し、

絵
で
点
を
表
現
す
る
と
な
る
と
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

面
か
ら
手
前
に
は
み
出
し
た
よ
う
な
作
品
に
な
っ
た。
そ
れ

か
ら、

部
分
と
全
体。

峯
村
さ
ん
も．『い
わ
れ
たへ
石
と
数
字〉

に
な
り
ま
す
が、
こ
れ
は
カ
ン
ト
ル
の
無
限
の
問
題：·

松
君
は
い
つ
も
そ
ん
な
問
題
を
考
え
て
い
た
よ
う
な
感
じ
が

し
ま
す。

今
度
の
カ
タ
ロ
グ
に
も
彼
の
文
窄
が
再
緑
さ
れ
て

い
ま
す
け
れ
ど
も、

彼
は
部
分
と
全
体
の
ど
ち
ら
に
も
割
り

切
ら
な
い（
註
5
)
0

i
番
蛸
り
や
す
い
の
は、「
O」
と「
l」
の
間。

こ
れ
は
熊
限
で
あ
っ
て、

全
部
の
数
字
を
記
す
こ
と
は
で
き

取
っ
て
し
ま
う
こ
と
は、
ハ回
松
さ
ん
の
物
体
と
空
間
の
観
念

と
い
う
も
の
を、
一．
項
対
立、

あ
る
い
は
対
立
項
と
し
て
弁

別
し
て
捉
え
る
こ
と
を
し
な
い
造
形
m心
衿
を
誤
裕
さ
せ
て
し

ま
う
q
構
成
主
義
で
あ
っ
た、
と
い
う
こ
と
は
前．’―-
11

を
撤
阿

な
い。
あ
る
い
は「
複
合
体」
シ
リ
ー
ズ
の
初
期
に
制
作
さ
れ

た〈
万
物
の
砕
き〉(i
九
ヒ
0
|'
八
0)、
こ
れ
は
巣
合
論。

ま
あ
彼
が
厳
布
に、
い
ち
い
ち
数
学
と
対
応
さ
せ
て
い
ろ

い
ろ
な
作
品
を
考
え
て
い
た
と
は
思
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も、

ど
う
も
高
松
店
は
数
学
に
相
当
関`
心
が
あ
っ
た
か
な、
と
い

う
感
じ
が
し
ま
す。

で、
こ
れ
は
峯
村
君
に
反
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ

け
れ
ど
も（
笑）、「
lii
体」
と「
複
合
体」
は
や
は
り
セ
ッ
ト
で
は

な
い
と
思
い
ま
す。
全
然
述
う
と
思
う
ん
で
す
ね。「
単
体」
を

制
作
し
て
い
た
際
に
彼
は
再
謡、

言
栄
と
い
う
も
の
に
関
心

が
あ
っ
た。「
存
在
す
る
も
の」
と「
観
念」、

あ
る
い
は「
実
在

す
る
も
の」
と「
言
揺」
の
関
係
を
言
っ
て
い
た
ん
で
す。

一
九
ヒ
0
年、
ぽ
く
が
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
を
務
め
た
東
京

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
時、

彼
に
依
頼
し
た
ら、

あ
の
杉
の
作
品、

〈
十
六
の
杉
の
単
体〉（．
九
七
0)
を
出
品
し
た。
こ
れ
は
t

だ
け
を
立
方
体
な
ど
に
削
っ
て、

下
は
皮
が
つ
い
た
ま
ま
の

作
品。
こ
の
時、「「
惟
体」
と
は
一
体
何
な
の
？」
と
彼
に
訊
い

た
ら、
「
い
や、
こ
れ
は
削
っ
て
も
皮
が
付
い
て
い
て
も「
杉」

と
言
う
ん
で
す
ね。

同
じ
言
菜
で
言
う
け
れ
ど
も、

し
か
し

述
う」
と．．
 目う
の
で、
ぼ
く
が「
じ
ゃ
あ―
F
11

葉（
あ
る
い
は
観
念

と
言
っ
た
か
も
知
れ
な
い）
の
問
題
か」
と．’―-
5

っ
た。

で、

そ
の
よ
う
な
発
想
が「
複
合
体」
に
は
な
い
と
恩
う
ん

で
す。
あ
る
烈
味
で
も
っ
と
造
形
的。
こ
れ
は
峯
村
召
の
背心

見
に
同
9心
な
ん
で
す
が、「
投
合
体」
は
f
而
の
問
題
で
あ
っ
て、

「
言
語」
と「
＃
在」
の
問
題
斉対
滋
は
な
か
っ
た
ん
で
は
な
い
か。

ま
す（
笑）

が、

両
方
を
滴
足
さ
せ
る
高
松
践
と
い
う
も
の
が
私
に
あ
り

峯
村

私
は
め
っ
た
に
閣
伶
者
に
な
る、）
と
は
な
い
ん
で
す

よ
う
に
捉
え
る
か
に
な
り
ま
す
が，

理
み
た
い
な
も
の
で
考
え
て
は
い
な
い
ん
だ、
と
い
う
こ
と。

的
な
tt邸只
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す，

建
岳

．
k
義
的
に
見
え
る
け
れ
ど
も、

空
間
構
成
の
幾
何
学
的
な
似

な
体咄以、「
祁
襟
さ」
と
い
う
こ
と
の
中
に
広
い
必
味
で
の
構
成

っ
た
と
指
摘
さ
れ
た
点
に
つ
い
て。
彼
の
立
体
が
一
見
構
成

し
ま
す
け
れ
ど
も、

そ
れ
で
も
な
お
か
つ
私
は
彼
の
造
形
的

彫
刻
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
み
た
い
な
も
の（
こ
れ
は
先
程
の

を
こ
此
に
な
っ
て
い
て、

他
の
野
外
彫
刻
に
あ
る
よ
う
な

ー
建
畠
さ
ん
が
1
立
1
際
災
術
館
で
卜
数
年〈
猜
び
た
大
地〉

い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す

我
々
が「
柱
と
空
間」
を
一
見
し
て
構
成、
E
義
と
し
て
受
け

を
持
っ
て
い
た
と
は
思
わ
な
い

む
し
ろ
構
成
を
ぷ
11

定
し
た

が
な
か
っ
た
の
で
は
っ
き
り
と
は
判
り
ま
せ
ん
がc

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か。
中
原
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ

て
い
た
の
か
は、
こ
の
こ
と
で
高
松
さ
ん
と
話
を
し
た
こ
と

し
て
の
構
成
主
義
に
つ
い
て
邸
松
さ
ん
か
ど
の
よ
う
に
考
え

→→
9只
つ
て
し
ま
っ
た
の
は
ぷ
鮮
が
多
い．一．．
 りい
ガ
で、

イ
ズ
ム
と

紡以
を
持
っ
て
い
た
と
私
は
思
い
ま
す

私
が
構
成・
t
義、

と

的
に
は
表
現
主
義
的
な
も
の
と
は
か
な
り
距
離
を
骰
い
た
休

っ
き
り
現
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も

そ
れ
で
も
最
終

た
の
で
は
な
い
か。，
淮
体」
の
シ
リ
ー
ズ
の
よ
う
に
あ
ま
り
は

高
松
さ
ん
の
造
形
的
な
ft印ハ
と
し、

かい
化
的
に
い
つ
も
あ
っ

う
や
っ
て
最
小
限
の
立
体
性
を
持
つ
か

そ
こ
に
あ
っ
た
と

た
と
い
う
こ
と
と、

必
す
し
も心り
馳
す
る
も
の
で
は
な
い
c

か
ら
具^
い
か
悪
い
わ
け
で、
｛
高
松
荏
の
関
心
は
鉄
の
箱
を
ど

と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す

そ
れ
は
反
11
梢
Jit．
じ
義
で
あ
っ

一
枚
の
鉄
板
で
や
る
と
性
質
の
泣
う
作
品
に
な
る
わ
け
で
す

て
も

T

ど
こ
か
に
構
成
的
な
体
質
ば
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

両
の
「
神
f
nU
L

シ
リ
ー
ズ
と
か、

線
を
中
心
と
し
た
作
品
を
見

49 48 



U
に
彼
の
と
こ
ろ
に
頼
繁
に
顔
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た。

マ
に
取
り
組
ん
だ
作
家
の
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
が。

一
九
ヒ
0
年
代
の

こ
れ
は
展
党
会
図
録
の
経
歴
を
ご
覧
に
な
る
と
判
る

ん
で
す
が、
．
九
ヒ
0
年
に
n

本
中
を
吹
き
荒
れ
た
大
学
紛

争
が
あ
っ
て、

そ
の
頃、
古lQJ
松
君
も
ぽ
く
も
多
府
芙
術
大
学

で
教
え
て
い
ま
し
た。
そ
の
時
に
彼
も
ぽ
く
も
大
学
を
辞
め

ま
し
た。
そ
の
後、

高
松
B
は
H
分
の
ア
ト
リ
エ
で
「

熱」
と

い
う
名
前
の
私
然、

そ
れ
を
開
い
た。
ぼ
く
も

「

塾」
が
あ
る

中
原
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が、
あ
ま
り
に
も
類
似
し
て
い
る
の
で。

私
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
わ
け

う
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
す。

な
か
た
ち
で「
複
合
体」
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る、
こ
の
よ

核
に
し
て
衿
え
る
と、

そ
れ
に
対
応
す
る、

内
帆
す
る
よ
う

で
す。

す
る
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す。
で、「
単
子」
と
い
う
も
の
を
中

「
点」
と
か「
線」
の
作
品
は
実
体
と
観
念
上
の
点
や
線、

位
誼

し
か
な
い
も
の、

長
さ
し
か
な
い
も
の
が
だ
ん
だ
ん
と
展
開

し
て

番
最
後
に「
複
合
体」
で
空
間
の
中
の
造
形
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
い
た
の
か。

た
だ
こ
れ
が
立
休
で
あ
る
の
か

「

複
合
体」
以
降
の
絵
は
「

影」
と
は
全
然
述
っ
て
い
て、
い

わ
ば
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す。
「

影」
も
絵
両
に

は
述
い
な
い
で
す
け
れ
ど、

晩
年
の
一
述
の
も
の
と
は
嵩
松

次
郎
の
中
で
そ
う
と
う
意
味
が
変
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か。
そ
の
様
目
に
な
っ
た
の
が「
投
合
体」
で、

彼
も
制
作
し

な
が
ら
悩
ん
で
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す。「
限
体」
の

ガ
は
悩
ん
で
い
た
よ
う
に
見
え
な
い
ん
で
す
が。

今
回
の
会

場
に
陳
ん
で
い
る
作
品
だ
け
を
見
て
も、

非
常
に
叫
苦
八
苫

し
て
や
っ
て
い
る
の
か
な、
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
ま
す。

ー
中
原
さ
ん、

峯
村
さ
ん
ど
ち
ら
で
も
よ
ろ
し
い
ん
で
す
が、

-
JL
七
六
年
に
東
京
画
廊
で
発
表
さ
れ
た「
複
合
体」
を
初
め

て
ご
覧
に
な
っ
た
印
象
は
い
か
が
で
し
た
か。
そ
れ
ま
で
の

ん
で
し
ょ
う
か。

え（
笑）。

構
付
い
て
行
け
る
ん
で
す
ね。
つ
ま
り、

跳
ぶ
こ
と
を
初
め

か
ら
予
定
し
て
い
ま
す
か
ら。

前
回
と
何
も
変
わ
ら
な
け
れ

と
言
っ
て
い
た。
そ
れ
以
外
の
も
の
は
全
て
「

複
合
体」（
言
栄

で
は
「

渠
合
体」
と
言
っ
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が）
で
あ
る、

と。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ラ
テ
ン
語
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
ま

し
た
が、
「
lii
子
論」
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
魯
か
れ
て
い
ま
す。

フ
ラ
ン
ス
五g
で
複
合
体
の
こ
と
を、
•le
co
mpose,
と
し
ま
し

た。
つ
ま
り•co
mpound,0
 
":JE'.
松
も
「

複
合
体」
を
同
じ
よ
う

に
呼
ん
で
い
る
ん
で
す
ね。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
．
番
肝
心
な
「

単
子」
を'oneness,
と
同

じ
よ
う
な
慈
味
で
捉
え、

そ
れ
以
外
の
も
の
をー
複
合
体」
と

し
て、

心
味
が
な
い
も
の
と
し
て
分
け
て
い
る
の
で
は
な
い。

分
け
て
し
ま
う
と
デ
カ
ル
ト
的
二
冗
論
に
な
っ
て
し
ま
う。

彼
は
「
単
子
治」
の
中
で、

必
ず
そ
の
間
に
あ
る
対
応
が
＃
在

い
て
も
そ
れ
は「（
そ
れ
ま
で
と）
迫
う
な
あ」
と一t.
LI

っ
て
驚
く

こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
ん
で
す。
む
し
ろ
そ
の
述
っ
た
こ
と

を
一
休
何
な
ん
だ
ろ
う、

と
考
え
る
こ
と
が
楽
し
く
な
り
ま

す
か
ら。
だ
か
ら、

あ
の
時
ど
ん
な
印
象
を
持
っ
た
か
と
い

う
こ
と
は
あ
ま
り
記
椋
が
な
い。

こ
れ
は、

中
原
さ
ん
が
言
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
反
論
で

は
な
い
ん
で
す
が、

私
が
な
ぜ
「

単
体」
と

「

複
合
体」
を
セ
ッ

ト
だ
と
9．．．
 いっ
た
か
に
つ
い
て
少
し
話
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い。

こ
れ
ば、

見
て
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
か
ら
で
す。

彼
の
最
後

の
作
品
群
と
な
っ
た「
形」
は
ま
た
別
で
す
が、

そ
れ
ま
で
は

常
に
：・
芸
術
家
は
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
で
は
ア
ー
ト
に
な
り

ま
せ
ん
か
ら、

心
の
傾
斜
と
し
て
は
絶
え
ず
リ
ア
リ
テ
ィ
を

実
現
し
た
い、

把
握
し
た
い
と
い
う
ガ
向
に
向
か
い
ま
す
ね。

つ
ま
り、

「

事
実」
で
は
な
く
て「
真
実」。
仮
に
「
ボ
実」
を
突

き
付
け
ら
れ
て
も、

そ
れ
を「
真
実」
に
ま
で
持
っ
て
行
か
な

け
れ
ば
ア
ー
ト
を
や
っ
て
い
る
中
斐
が
な
い
わ
け
で
す
よ。

だ
か
ら
ツー
然
な
ん
で
す
け
れ
ど、

結
局「
複
合
体」
は
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
の
方
に
絶
え
ず
輿
味、

非
常
に
知
的
な
関
心
が

あ
っ
た。
中
掠
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
数
学
に
つ
い
て
の
関
心

も
そ
う
だ
し、

そ
れ
か
ら
彼
が
よ
く
話
坦
に
出
す
プ
ロ
野
球

観
戦
の
話
と
か（
笑）。
そ
ん
な
卑
近
な
こ
と
が
ら
も
彼
は、

よ
く
思
考
の
回
路
に
入
れ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
が、

そ
の

ぽ
く
は
彼
の
本
棚
を
よ
く
見
て
い
た
つ
も
り
だ
っ
た
ん
で

す
が、

記
枢
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う

な（
笑）。
た
だ、

本
棚
は
熱
牛
に
解
放
さ
れ
て
い
て、

今
u

そ
う
だ
な、

こ
の
会
勘
に「
塗
にに
在
籍
し
て
い
た
呼
論
家
の
高
島（
直
之）

さ
ん
が
来
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
：

ラ
イ

た
ぶ
ん、

私
も
彼
は
読
ん
で
い
な
い
と
思
う
ん
で
す。

こ
こ
で、

廿回
松
さ
ん
は
何
が．『
番
の
取
り
柄
だ
っ
た
か
と

い
う
問
題
に
な
り
ま
す
が，

ち
ょ
っ
と
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
フ
ィ

ッ
ク
な
力
向
に
傾
き
過
ぎ
て
は
い
た
け
れ
ど
も、
や
っ
ぱ
り

H
本
の
美
術
の
歴
史
の
1
で
彼
が
珍
し
く
存
在
論
的
な
問
い

を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
私
は
大
き
な
意
味
を
感
じ
て
い
る
ん

点
と
か
線
と
か、
巾
物．
般
の
こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ

な
い
け
れ
ど、

し
か
し、

当
然
彼
の
中
に
は「
モ
ノ
が
件
在
す

る
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ」
と
い
う
こ
と

へ
の
問
い
が
シ
ャ
ー
プ
に
あ
っ
た
と
思
う。

冴
然、

そ
の
よ

う
な'J
と
を
真
剣
に
考
え
て
行
く
と、

そ
っ
く
り
で
は
な
い

に
し
て
も、
か
な
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
存
在
溢
の
系
渇

の
ど
こ
か
に
類
似
し
た
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は

な
い
と
思
い
ま
す。

ー
谷
村
さ
ん、

そ
の
＃
在
論
的
な
話
で、

初
頭
は
品
松
さ
ん
以
外
に
も
R
本
国
内
に
そ
の
よ
う
な
テ
ー

と
い
う
ガ
向
に
持
っ
て
行
く
わ
け
で
す。
そ
の
こ
と
と
同
様

に、
「

複
合
体」
的
な
性
格、
こ
れ
は
タ
イ
ト
ル
と
し
て「
粒^
＂

体」
と
呼
ば
れ
る
前
か
ら
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
作
品
が
あ

り
ま
す
が、

そ
れ
が
あ
る
程
度
時
訓
が
箱
つ
と、

あ
る
い
は

初
め
か
ら「
単
体」
的
な
も
の
の
中
に
内

倍c
れ
る
よ
う
に
し

て
出
て
来
る。

私
は
こ
の｝）
と
で
中
原
さ
ん、

あ
る
い
は
こ
沿
族
の
方
に

記
悦
が
あ
れ
ば
教
え
て
欲
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
す。

彼
の
読
ん
で
い
た
本、

私
は
こ
の
間
ア
ト
リ
エ
を
お
訪
ね

し
た
時
に
占
側
を
チ
ラ
ッ
と
見
た
ん
で
す。

彼
は
サ
ル
ト
ル

が
好
き
で
し
た
よ
ね。

非
常
に
よ
く
戚
ん
で
い
た。
そ
れ
は

判
る
ん
で
す
が、
ひ
ょ
っ
と
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の「
吊
了
論J

は
な
か
っ
た
の
か。

彼
は
間
違
い
な
＜iア
カ
ル
ト
ぱ
成
ん
で

い
ま
し
た
け
れ
と、
デ
カ
ル
ト
を
あ
る
意
味
で
批
判
し
な
が

中
原
さ
ん
も
以
前
指
摘
し
て
い
ま
し
た
が、

彼
が
「

単
体」

の
言
葉
造
い
を、
•si
mple'sub、1ance•
で
は
な
く[
oncnc�s,

と
言
っ
て
い
る
こ
と
は、

そ
れ
な
り
に
慈
味
が
あ
る
筈
で
し

ょ
う。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の「
単
＋」
に
も'si
mple,
と
い
う
慈

味
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が、

Jlf
．

心
な
も
の
は^
rnonade,
で

あ
っ
て、

分
割
で
さ
な
い
も
の
の
こ
と
で
す。
物
理
的
に
分

陪
し
た
な
ら
ば
な
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の

ラ
イ
プ

ニ
ソ
ツ
は
基
本
的
に
牛
命
と
か
魂、

栢
神
と
い
う
も
の
を
「
単

峯
村

こ
れ
は、

あ
ん
ま
り
先
走
っ
て
も
い
け
な
い
と
思^
J

て
黙
っ
て
い
た
ん
で
す
が、

同
祉
代、

あ
る
い
は
後
続
し
た

ttt
代
と
の
関
係
で
言
い
ま
す
と、

高
松
は、

今
言
っ
た
点
と

か
線
と
い
う
も
の
を
た
だ
造
形
的
な
問
題
と
し
て
で
は
な
く、

天
地
自
然
の
中
で
何
を
意
味
す
る
の
か、

あ
る
い
は
人
間
が

い
る
と
い
う
こ
と、

市
物
が
在
る
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う

に
考
え
る
の
か、

そ
し
て
そ
れ
を
知
鎚
す
る、

忍
識
す
る
と

い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
か、

と

い
う
こ
と
を
初
め
て
愚
直
な
く
ら
い
考
え
た
人
で
は
な
か
っ

た
か。
も
ち
ろ
ん
造
形
に
則
し
て
思
考
し
た
人
で
あ
れ
ば
い

く
ら
も
い
る
で
す
が。

彼
の
場
合
は
仰
か
れ
悪
し
か
れ
造
形

そ
れ
は、

彼
が
多
原
美
に
絃
を
持
つ
前
か
ら、

現
代
美
術

の
中
で
絶
え
ず
問
題
を
提
起
す
る
存
在
で
あ
っ
た
た
め
に、

舷
識
の
醒
め
た
若
者、

学
生
た
ち
に
非
諮
に
大
き
な
影
評
を

与
え
た
と
思
い
ま
す。
影
郭、
とi."J
う
よ
り
刺
激
で
す
ね。

河
ri
龍
夫（一
九
四
0
生）
さ
ん
が
ま
ず
そ
う
で
す
し、

彼

と
ほ
ぽ
阿
じ
枇
代
の、
や
は
り
山ー
時
多
限
共
に
い
て
今
ミ
ラ

ノ
で
制
作
し
て
い
る
長
渇
炎
俊（：
九
四
0
生）
。
彼
の
場
合

も`
ミ
ラ
ノ
に
消
い
た：
JL
六
ヒ、

八
年
頃
の
作
品
を
見
る
と

極
め
て占回
松
次
郎
と
lnJ
じ
よ
う
な
問
俎
を
扱
っ
て
い
る
ん
で

す
ねc
そ
れ
か
ら、
や
は
り
多
咲
美
で、
こ
れ
は
直
接
教
え

ら
れ
た
り
し
て
接
触
の
あ
る
関
根
伸
犬（．
九
四．．
 生）。
そ

し
て、

彼
の
＾
、
二
年
後
輩
た
ち。
後
に「
も
の
派」
と
呼
ば

ヽ
、
』
0

L"

f

か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
考
え
て

峯
村

、
、
o
し
カ

プ
ニ
ッ
ツ
の
話
は
あ
ま
り
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な

え
て
も、

絶
え
ず
そ
れ
を
「

兵
実」
と
し
て
は
ど
う
な
の
か

r」
と
し
て
把
据
す
る
と
地
上
の
全
て
の
も
の
は
理
解
で
き
る

よ
う
な
こ
と
も
令
部
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
姻
と
し
て
考

味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は、

そ
の
人
が
相
当
飛
趾
し
て
も
結

私．
人
の
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が、
一
人
の
作
家
に
興

峯
村

昔
の
こ
と
を
言
わ
れ
て
も、

リ
ア
リ
テ
ィ
は
な
い
ね

高
松
次
郊
の
作
品
の
印
象
と
は
迩
っ
た
も
の
を
を
持
た
れ
た

る
と、
こ
れ
は
大
変
面
内
い
ん
で
す
が。

ら
も
発
展
さ
せ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
も
し
咸
ん
で
い
た
と
す

反
11
立
体
な
の
か
；•

そ
の
後、

絵
に
行
く
ん
で
す
が。

ば
ガ
ッ
カ
リ
で
つ
ま
ら
な
い。
だ
か
ら、

ず
い
ぶ
ん
迩
っ
て
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れ、
ャ回
松
次
郎
が
先
珀
を
切
っ
て
い
た
同
時
代
の
い
ろ
ん
な

や
り
方
を
r
呟
し、

高
松
を
何
と
か
克
服
し
な
け
れ
ば
と
い

ぅ
lM．
心
を
燃
や
し
な
が
ら
同
じ
問
迎
の
楊
に
連
な
っ
て
考
え

て
い
た。
ま
あ、

年
凩
埃
は
ま
た
別
の
系
統
か
ら
出
て
来
て

0
年
代
末
の
H
本
の
災
術
は
独
特
の
転
換
点
を
迎
え
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
が、

そ
の
全
て
を
名
え
た
貼
に、

高
松
次

郎
と
い
う
人
が
不
思
議
な、

異
凩
人
み
た
い
な
感
じ
で
什
在

論
的
な
問
迎
を
提
ぷ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
大
がそ
き
な

こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ま
す。

本
来
の
英
除
の
語
義
に
従
っ
て
正
し
い
か
ど
う
か
は

別
と
し
て、

さ
っ
き
峯
村
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
ア
ク
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
を
「

t
実」、

リ
ア
リ
テ
ィ
を「

“な人」
と
い
う
よ
う

な
こ
と
で
尖
在
の
問
題
を
考
え
ま
す
と、

例
え
ば「
影」
の
作

品
は．．
 項
対
立
的
な
こ
と
で
全い
う
と、
「
影」
と「
実
在」
と
い
う

ペ
ア
に
な
る
と
思
う
ん
で
す。
と
こ
ろ
が、
マ
グ
リ
ッ
ト
の

作
品
で
は
虚
実、

イ
メ
ー
ジ
の
衷
切
り
の
よ
う
な
形
でi凍
出

さ
れ
て
い
る。

高
松
次
郎
の
場
合
は
「

影」
と
い
う
も
の
が、

彩
だ
け
が
描
か
れ
て
い
て
そ
れ
を
裏
切
る
物
体
と
い
う
も
の

は
そ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
は
な
い。

離
反
す

を
屈
開
し
て
い
た。
そ
れ
は
IJ
本
の
文
化
風
t
の
中
で
の
前

衛
的
な
闘
い
で
あ
っ
た

私
は
こ
れ
ま
で
作
品
の
表
出
力
な

ろ
も
あ
り
ま
し
た。
し
か
し
今
回
の
展
笈
会
会
場
で
作
品
を

見
て、
あ
あ
い
う
風
な
か
た
ち
で
作
品
を
提，
が
で
き
る
の
は、

西
欧
的
な
慈
味
で
の
表
出
力
の
強
い
災
術
作
品、

と
い
う
概

念
か
ら
見
れ
ば
確
か
に
淡
泊
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
け
れ
ど
も「
我
々
の
文
化」
な
ん
だ
な、

と
い
う
気
が
し
ま

し
た。
抱
え
て
い
る
問
題
は
什
在
論
的
な
と
こ
ろ
に
辿
じ
る

と
こ
ろ
が
あ
る
げ
れ
ど
も、

本中ー
は
辿
っ
た
ゲ
ー
ム
を
し
て

今
の
建
れ
札
の
発．．
 311
に
あ
っ
た
文
字
の
こ
と
で
す
が、

高
松
次
郎
と
い
う
又
術
家
は
時
々
も
の
す
ご
く
分
か
り
易
い

作
品
を
発
表
し
て
い
た。
七
つ
の
文
字
が
あ
る
か
ら、
「

こ
の

じ
つ
の
文
9i」。
あ
る
い
は、

0
と
ー
の
間
の
数
｛＋
を
Kッ
く
と

い
う
こ
と
も、

そ
れ
は
無
限
に
数
9
が
あ
る
わ
け
で
す
が、

無
限
に
占
く。

"
T
HE
ST
OR
Y,
 (一
九
ヒ→一）
と
い
う
作
品
が
あ
っ
て、

か
ら
順
番
に
タ
イ
プ
で
打
っ
て
行
く
訳
で
す。
す
る
と、

炎

点
の
単
品
に
な
る
も
の
が
時
々
出
て
来
る。
令
然
単
品
に
な

ら
な
い
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
繋
が
り
も
あ
る。
す
る
と．
“oIi
ull、

ば
染
と
い
う
も
の
は｝）
の
よ
う
に
や
っ
て
い
る
と
偶
然
に
単

点
に
な
る
も
の
も
あ
る、

と

必
然
と
偶
然
と
い
う
も
の
を

あ
あ
い
う
か
た
ち
で
や
る
と、

あ
ま
り
に
も
分
か
り
が
良
く

て、

ち
ょ
っ
と
単
純
過
ぎ
や
し
な
い
か
？
と
い
う
作
品
が

中
原

a

い
る
ん
で
す

い
た
ん
し
ゃ
な
い
かc

時
に
は、

そ
の
フ
ラ
ッ
ト
な
リ
テ
ラ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
う

パ
ン
ジ
ー
と
い
う
化
の
イ
メ
ー
ジ
の
死
を
前
提
の
上
で、

表

出
力
の
強
い
も
の
に
な
っ
て
米
る。
し
か
し、

高
松
次
郎
の

「
彩」
は、

藤
枝（
見
雄）
さ
ん
が
批
判
的（
そ
の
点
私
と
は
述
う

け
れ
ど
も）
な
意
味
で、「
サ
パ
ー
・
ク
ラ
プ
の
幣
画
で
あ
れ
ば

い
い
よ
う
な
も
の
で
す
ね」
と
い
う
話
を
し
て
い
る
ん
で
す（
註

6)。

実
際
にサ砂
松
さ
ん
は
そ
の
よ
う
な
サ
ロ
ン
と
か、

外
部

に
持
ち
出
し
て
い
ま
す。
私
が
勤
務
し
て
い
た
国i
又
国
際
が

所
蔵
し
て
い
た「
影」
は
展
示
立
の
巾
で
は
な
く
て、
ロ
ピ
ー

ー
に
出
現
し
て
い
る
と
い
う、

虚
実
の
相
互
的
な
裏
切
り
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
て、

そ
の
作
品
の
前
に
い
る
人
の

彩
も
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
自
然
に
沿
け
込
め
ぱ、

描
か
れ
た
影
と

あ
る
い
は〈
LI
本
品
の
文
字〉(-
九
七
0)
と
い
う
版
画
作

品。
こ
れ
は、「
こ
の
七
つ
の
文
字」
七
文
字
で
品
述
し
て
い
ま

す
か
ら、

ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
さ
る。

品
さ
れ
た〈
英
語
の
単
点〉(
-
九
じ
0)。
こ
れ
と
よ
く
似
た

打
は
そ
ん
な
に
大
し
た
t
を
考
え
て
制
作
し
て
い
な
い
ん
じ

ゃ
な
い
か、

と
思
え
た
り
も
す
る
の
だ
け
れ
ど、

彼
は
必
然

と
偶
然
を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
視
覚
化
す
る
か、

大
変
な

問
題
怨
点
で
や
っ
て
い
る。し

ば
し
ば、
影
と
丈
体」
と
己
わ
れ
ま

す。
少
な
く
と
も、

影
は
手
で
触
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ

ど、
あ
れ
は
杞
然
た
る
物
理
現
象
な
の
で
あ
っ
て、

我
々
の

LI
に
見
え
る
わ
け
で
す
「
実
体」、
モ
ノ
も
U
に
見
え
た
り
触

っ
た
り
で
き
る。「
彩
と
安
体」
を「
什
在
し
な
い
も
の
／
す
る

も
の」
で
語
り
が
ち
だ
げ
れ
と
も、

あ
れ
ば
両
ガ
共
存
在
し
て

だ
か
ら、

あ
れ
は
建
畠
村
が．．百
及
し
た
虚
尖

で
は
な
い
と
思
い
ま
す。

影
を
描
い
た
絵
は
も
う
卜
じ
川
紀
頃
か
ら
い
っ
ぱ
い
あ
る

わ
け
で
す。
ヨ
ー
ロ
ソ
バ
に
行
っ
て
昔
の
災
術
館
に
行
く
と、

時
々
レ
ン
ガ
塀
に
影
が
描
い
て
あ
る。
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら

も
又
術
家
が
ILeIJ
か
ら
影
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
鮮
り

ま
す
が、

そ
れ
ら
の
絵
は
必
ず
人
が
描
か
れ
て
い
て、

そ
の

向
こ
う
に
影
が
あ
る。

絵
の
中
で
人
間
と
そ
の
影
が
お
互
い

に
関
係
を
補
っ
て
い
る
た
め
に
イ
メ
ー
ジ
が
自
足
す
る。

邸
松
店
の
発
想
の
す
ご
い
と
こ
ろ
は、

フ
ッ
ク
が
両
面
か

ら
突
さ
出
て
い
て、

鍵
や
洋
服
の
プ
ラ
シ
だ
け
が
影
し
か
な

い
作
品
が
あ
る。
あ
れ
だ
と、

絵
が
n
足
し
て
い
な
い

そ
こ
に
本
当
の
鍵
を
ぶ
ら
F
げ
て
あ
れ
ば、

鍵
と
影
は
完
結

し
て
し
ま
う。
だ
か
ら、

あ
れ
ら
の
絵
は
存
在
と
非
II
存
在

「

影」
の
作
品
も

ぁ

ど
の
点
で
正
直
に
[

r

え
ば
マ
イ
ナ
ス
に
解
釈
し
て
い
た
と
こ

時
々
あ
り
ま
す
ね。
そ
ん
な
作
品
だ
け
見
て
み
る
と、

ャ回
松

る
関
係
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い◇

ま
た
は
伺
じ
よ
う
な
版
画
で^
T
H
ESE
T
H
R
EE
 W
O
R
DS,
と

い
る。
luj
居
で
き
る
よ
う
な、

ゆ
る
や
か
な
什
在
の
し
か
た
を
し
て

建
S

そ
の
作
品
は
実
体
を
裏
切
っ
た
彩
だ
け
が
そ
こ
に
ト
リ
ッ
キ

に
お
考
え
で
し
ょ
う
か。

の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
わ
け
で
す。

そ
こ
に
あ
る
と、

ー
建
，晶
さ
ん
は
そ
の
什
在
論
的
な
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

き
る
だ
け
の
問
俎
慈
識
を
持
っ
て
い
た。
彼
ら
に
よ
っ
て
六

い
る
ん
で
す
が、

そ
れ
と
ピ
ノ
タ
リ
屯
な
り
つ
つ
も
批
判
で

も
の
は
実
在
と
し
て
の
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー
の
破
産
と
か、

ル
が
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー
と
か
パ
ン
ジ
ー
の＂化
を
描
い
た

リ
ッ
ク
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
て、
ア
ン
デ
ィ
•
ウ
ォ
ー
ホ

れ
る
よ
う
に
な
る
人
た
ち
が
い
る。

彼
ら
は
多
か
れ
少
な
か

こ
れ
は
話
が
飛
ぷ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が、

そ
の
よ
う
な
ト

総
合
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す。

ト
ロ
ジ
ー
の
絵
解
き
と
し
て
装
謹
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い。

例
で、

ジ
ョ
ゼ
フ

コ
ス
ス
(.
JL
四
丘
生）
が
赤
い
ネ
オ
ン

往
で'
NE
O
N
EL
E
CTRI
CAL
 
LI
G
H
T
 E
N
G
LIS
H
 GL
ASS

LE
TTE
RS
 R
E
D
 EI
G
H
T,
と
記
述
し
た^
One
and
 E
i
g

h
t,a

Descri
p
l
 ion(
R
ed),
 (
·
九
六
五）
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す。

高
松
さ
ん
と
コ
ス
ス
の
作
品
の
述
い
を
あ
え
て
言
う
と、
コ

ス
ス
の
作
品
は
品
号
と
し
て
の
デ
ー
タ
を
考
え
れ
ば、

そ
れ

は
ネ
オ
ン
行
が
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
出
米
て
い
よ
う
と
イ
ン

ク
で
占
か
れ
て
い
よ
う
と
ど
う
で
も
い
い
事
な
ん
で
す。「
ガ

ラ
ス」
を
ガ
ラ
ス
で
記
述
す
る。
だ
か
ら
ど
う
な
ん
だ、「
黄
色」

と
い
う
文
字
を
黄
色
で
朴
こ
う
と
緑
色
で
It
11

こ
う
と
同
じ
で

は
な
い
か
ー

当
然、

そ
ん
な
反
論
が
出
て
来
ま
す。
し
か

し、「
ガ
ラ
ス」
と
い
う
文
・手
を
ガ
ラ
ス
で
記
述
す
る
と、
と
ぐ

ろ
を
咎
く
よ
う
な
論
理
に
な
っ
て
し
ま
い、

観
念
上、

無
理

矢
理
強
引
に
引
き
起
こ
し
た
t
故
の
よ
う
な
も
の
が
我
々
の

現
実
認
識
を
歪
ま
せ
て
し
ま
う。

と
こ
ろ
がむ四
松
さ
ん
の
場
合
は、

そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は

な
く
て、
も
っ
と
知
的
な
ゲ
ー
ム
と
し
て「
こ
の
七
つ
の
文
字」

が
存
在
す
る。
コ
ス
ス
の
よ
う
に
我
々
を
ド
ロ
ド
ロ
し
た
観

念
と
尖
在
の．．
 瑣
対
立
の
悪
循
閃
に
引
き
ず
り
込
ま
な
い。

そ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
る。
だ
か
ら
私
は
先
程、
「
柔
ら
か
な
ア

ニ
ミ
ズ
ム」
と
い
う
誤
肝
の
多
い一:··u
い
方
を
し
た
ん
で
す
が。

私
が
今
に
し
て
思
え
ば、

高
松
さ
ん
は
尖
在
論
と
か
併
在

溢
の
悪
循
森
の
中
で
観
念
的
な
市
故
を
次
々
と
引
き
起
こ
し

て
行
く
よ
う
な、

西
欧
的
な
コ
ン
七
プ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム、

あ

る
い
は
物
飛
的
な
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
と
無
柑
な
と
こ
ろ
で
仕
t

の
閣
係
性
で
は
な
い。

描
か
れ
た
影
で
す
か
ら
絵
な
ん
で
す

が、

別
に
9
思
議
で
も
何
で
も
な
い
わ
け
で、

あ
れ
だ
け
で

絵
は
完
結
し
な
い。「
完
結
し
な
い
こ
と」
だ
け
が、

我
々
が
不

思
議
に
思
う
こ
と
な
ん
で
す。

中
原
さ
ん
の
烈
見
は
令
く
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す。

建
畠

〈
H
本
語
の
文
字〉
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と→—..
 iい
ま
し

た
け
れ
と、
こ
れ
だ
け
で
は
何
の
心
味
も
な
い
わ
け
で
す
ね。

「
こ
の
じ
つ
の
文
字」、
こ
の
漢
字
の「
ヒ」
を
ひ
ら
が
な
で「
な

な」
に
憤
き
換
え
て
し
ま
う
と
八
文
字
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け

で、
．．
 
→り
語
学
的
に
は
何
の
慈
味
も
な
い
詭
弁
な
ん
で
す
が、

言
語
学
的
な
整
合
性
ば
こ
の
作
品
の
価
伯
と
は
何
も
関
係
が

な
い
わ
け
で
す
か
ら、
こ
れ
は
我
々
に
小
思
議
な
思
考
を
迫

る、
い
ろ
い
ろ
な
t
を
考
え
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
ゲ
ー
ム
で
あ

る。
た
だ
も
ち
ろ
ん、

作
品
を
よ
く
見
る
と
で
す
ね、
こ
れ

は
キ
萬
娯
さ
ん
も
指
摘
し
て
い
ま
し
た
け
れ
ど、

き
れ
い
な

タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
で
h3
い
て
あ
る
の
で
は
な
く
て、
こ
の
版

画
は
あ
ち
こ
ち
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な．ン
ミ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
あ
っ
て、

作
品
と
し
て
も
美
し
い（
註
7)。

単
な
る
ト
ー

も
う
ひ
と
つ
は、

9
狐
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た、

影
だ
け

が
あ
っ
て
そ
れ
が
n
己
完
結
し
て
い
な
い、

と
い
う
こ
と
に

つ
い
て。
も
し、

完
結
す
る
絵
両
だ
っ
た
ら
人
物
が
あ
っ
て、

影
が
あ
る。
マ
グ
リ
ッ
ト
な
ど
だ
っ
た
ら
こ
ち
ら
側
に
馬
が

描
か
れ
て
い
て
彩
が
人
間
の
も
の
に
な
っ
て
い
る、

と
か
そ
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人
々
の
慈
識
を
混
乱
さ
せ
る、

と
い
う
↑
は
多
少
考
え
て

峯
村

ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す。

今
日
は
こ
の
会
瑞
に
河
口
舵
夫
さ
ん
の
他
に
李
氏
喚
さ
ん

腎
が
な
い。

確
品
し
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も、

た
ぶ
ん
そ
う
じ

そ
ん
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
グ
ル
ー
プ
と
し
て
や
っ

て
い
た
け
れ
ど、

例
え
ば
赤
瀬
川
が
巾
西
の
影
神
を
受
け
た

と
か、

そ
れ
ぞ
れ
の
制
作
し
た
作
品
に
は
あ
ま
り
相
冗
の
影

な
？

お
互
い
に、

あ
ん
ま
り

影
界
し
て
な
い
ん
で
す
ね。
あ
れ
が
な
か
な
か
面
白
か
っ
た。

た
だ、
ハ
プ
ニ
ン
グ
だ
け
は
一
緒
に
な
っ
て
山
手
線
を
グ
ル

グ
ル
廻
っ
て
み
た
り、

極
め
付
き
は
東
点
都
の
消
伽
迅
動。

東
京
画
節
の
近
く
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も、

並
木
通

り
の
木
の
根
本
や
鉄
板、
マ
ン
ホ
ー
ル
の
盗
も
や
っ
た
か

円
札
も
出
luJ
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
ね。
そ
れ
で
赤
瀬
川
原
平

が
あ
の
犯
人
だ
ろ
う、
と
嫌
疑
が
か
か
っ
て。
高
松
店
は
そ

れ
に
刺
激
さ
れ
て「
序
加
次
郎
は
：．」
な
ん
て（
笑〉。
も
ち
ろ

ん，
几
談
で
す
け
ど
も。

ー
峯
村
さ
ん、
ハ
イ
レ
ッ
ド

造
が
文
衣
を
あ
ま
り
寄
せ
て
い
な
い
作
家
ぱ
品
松
さ
ん
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か。

セ
ン
タ
ー
の
巾
で、

瀧
11
修

た
り
し
た
筈
な
ん
で
す
が、
ご
く
身
近
な
と
こ
ろ
で
美
術
界

で
言
栄
を
用
い
る
存
在、

し
か
も
人
生
の
先
糀
と
し
て
中
原

佑
介
と
い
う
人
が
い
た
と
い
う
t
は、

非
諾
に
大
き
か
っ
た

と
思
い
ま
すc
人
の
こ
と
を
勝
手
に．
ゴ竺
っ
て
申
し
訳
な
い
け

れ
ど、
こ
れ
は
悲
い
慈
味
も
含
ん
で
の
こ
と
で
す。

中
原

た
ぶ
ん
そ
う
言
う
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た。

高
松
村

に
は
申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
た
か
な
あ、
と
い
う
気
も
す
る

ん
で
す
が。

中
原

い
や、

あ
の
時
は
チ
サ
な
ん
と
か
っ
て
言
う
ニ
セ
千

）
と
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も

人
が
渠
ま
っ
て
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
た
の
か
時
々
解
ら
な
い

9 |l 

））孔

し
て
い
る
と
は
言
え
な
い。
試
行
錯
誤
的
な
性
格
も
強
い
で

『
.̀、
0

す
ふ”

す。
そ
の
う
ち
に「
反
芸
術
姶
か
否
か」
な
ん
て
討
澁
会
を
や

っ
た
り
し
て
い
た。

け
れ
ど
も
た
ぶ
ん、
ぼ
く
の
記
憶
す
る
限
り、

高
松
次
郎

と
い
う
人
は
ほ
と
ん
ど「
反
芸
術」
と
い
う
ボ
を
名
え
て
い
な

か
っ
た。
彼
は
や
っ
ば
り「
芸
術」
と
い
う
事
を
考
え
て
い
た。

「
自
分
の
や
っ
て
い
る
サ
は
非
常
に
突
飛
な
廿
で、

絵
凹
や
彫

刻
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と、

ま
さ
に「
反
芸
術」
的
だ」
と
い

う
よ
う
な
意
改
を
持
た
な
か
っ
た
美
術
家
で
す
ね。
ハ
イ
レ

ッ
ド
・
セ
ン
タ
ー
の
中
で「
反
芸
術」
の
慈
識
が
非
常
に
強
か

っ
た
の
は
赤
瀬
川
原
平
君
だ
と
思
い
ま
す。
中
西
区
之
利
も、

「
収
芸
術」
と
い
う
言
い
ガ
に
そ
れ
ほ
ど
関
心
が
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
け
れ
ど
も、

高
松
次
郎
よ
り
は
多
少
意
識
が
あ
っ

た
ん
じ
ゃ
な
い
か。
だ
か
ら一i]
人．一＂
梯
で、
と
う
し
て
あ
の

い
た
け
れ
ど
も、
こ
れ
も
度
合
い
が
あ
っ
て、

そ
れ
を

；杏

は
っ
き
り
と
示
し
た
の
は
赤
瀬
川
君
の
千
円
札
を
写
真
製
版

し
た
作
品、〈
校
製
f
円
札
ー〉（

：几
六―-)
で
す。
そ
れ
で、

そ
の
次
ぐ
ら
い
に
中
西
村
が、

実
家
の
荒
物
屋
で
売
っ
て
い

た
ク
リ
ッ
プ
を
用
い
た
〈
仇
濯
バ
サ
ミ
は
攪
拌
行
動
を
、t
張

す
る〉(
-
九
六―.-)
と
い
う
作
品c
そ
れ
に
蚊
べ、

品
松
れ
に

も
他
の一

人
み
た
い
に、

人
問
の
慈
識
や
泌
識
を
ど
う
や
っ

て
動
か
せ
る
か
と
い
う
問
い
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が、

脱
乱

だ
と
か
度
胆
を
抜
く
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す。

峯
村

観
念
と
し
て
は、
ほ
ら、

あ
の
頃
流
行
っ
て
い
た
絆

弾
事
件
の
虹
加
次
郎。
高
松
さ
ん
は、

自
分
が
次
郎
な
も
の

だ
か
ら「
草
加
次
郎
は
私
で
も
あ
る」
と
言
っ
て
い
た。「
私」
と

い
う
の
は
ハ
イ
レ
ッ
ド

セ
ン
タ
ー
で
も
あ
る、

と
い
う
よ

う
な
非
前
に
危
険
な
匂
い
を
出
し
て
い
た
で
し
ょ
。

尖
験
室

的
に
は
そ
う
言
う
ん
だ
け
れ
ど（
笑）。

よ
く
名
え
る
と「
反
芸
術」
は「
芸
術」
で
は
な
い
わ
け
で
す

か
ら、
こ
れ
は
一
種
のP
£
盾
し
た
言
い
方
で、
「
工
藤
哲
已
の

作
品
は「
反
芸
術」
と
言
う
名
の「
芸
術」
だ」
と
な
る。
深
読
み

す
る
と「
東
野
何
言
っ
て
ん
だ」
っ
て
こ
と
に
な
り
ま
す
が、

尚
松
次
郎
と
評
論
家
と
の
縁
は、

嫌
が
る
か
も
知
れ
な
い

け
れ
ど、

や
っ
ば
り
中
原
さ
ん
な
ん
で
す。
中
原
さ
ん
が
理

論
物
理
学
を
修
め
た
人
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し、
ど
こ
か

気
質
が
辿
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら、

ま
あ、

兄
弟

み
た
い
な
関
係
だ
っ
た。「
関
係」
と
い
う
こ
と
で
言
う
と、
―

九
六
0
年
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
美
術
界

に「
関
係」
と
い
う
巾
柄
に
対
す
る
関`
心
が
あ
っ
て、

肌
代
的

に
は
高
松
次
郎
の
後
で
あ
る
inr
口
泥
夫
さ
ん
な
ど
は
そ
れ
を

は
っ
き
り
杵
っ
て
い
た。

言
袋
で
は
言
わ
な
く
て
も、
六
0

年
代
の
終
わ
り
頃
に
は
多
く
の
美
術
家
た
ち
に
と
っ
て
無
視

の
で
き
な
い
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
た？
そ
の
時
に
：＇

さ
ん
は
大
体
が
実
体
論
者
で
は
な
い
ん
で
す。「
実
体」
と
い
う

考
え
方
を
披
も
激
し
く
拾
て
て
い
る
人
で、

そ
れ
が
品
松
さ

ん
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
え
る
ヒ
で、

身
近
に
中
原
さ
ん
の

よ
う
な
評
論
家
が
い
た
こ
と
は
凪
要
で
し
ょ
う。

必
松
さ
ん

n
身
で
物
理
学
の
t
を
勉
強
し
た
り、

当
然
同
じ
ボ
を
考
え

時
ど
の
よ
う
に
見
え
た
の
か
は
コ
メ
ン
ト
で
き
ま
せ
ん
が

識
と
は
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

私
は
運
動
の
実
体
を

宮
川
君
の
叩
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
そ
こ
な
ん
だ
と
思
う
ん
で

私
は
伺
時
代
的
に
体
験
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
当

考
え
て
い
て、

必
ず
し
も
芸
術
の
埒
外
へ
出
よ
う
と
す
る
意

ボ
実
化」、
「
ポ
実
の
打べ
実
化」
み
た
い
な
交
換
可
能
な
状
態
に

え
れ
ば、
古回
松
さ
ん
自
身
の
言
菜
を
人
れ
替
え
る
と「
真
実
の

見
を
伺
っ
て
い
る
と、

閉
じ
ら
れ
た
造
形
作
品
と
し
て
完
結

ば
卑
近
な
n
常
性
も
関
わ
っ
て
米
ま
す
が、
こ
の
点
か
ら
考

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も、

中
原
さ
ん
の
意

（
真
実）
の
問
剋
が
あ
り
ま
す
ね。

前
者
は
そ
の
ま
ま
で
行
け

ず
る
の
に
使
っ
た。

私
は
洪
解
も
含
め
て
構
成`
［
義
的
な
完
結
性
を
持
っ
て
い
る

ヒ
げ
ら
れ
た、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ（
巾
実）
と
リ
ア
リ
テ
ィ

く
亡
く
な
っ
た
［
藤
哲
巳(.
JL→――
五
ー
JL
O)
の
作
品
を
論

建
畠

い
や、

中
原
さ
ん
の
意
見
に
引
き
ず
ら
れ
て（
笑）
。

埒
外
に
出
る
廿
を
目
指
し
た
か。
さ
つ
き
峯
村
さ
ん
が
取
り

野
芳
明
で
す。
東
野
村
が

こ
れ
も
占令
凩
芸
大・
任
職
中
に
旱

と
空
間」、
あ
れ
ら
の
作
品
も
完
結
し
て
い
な
い
と
？

紅
味
で
の
反
芸
術
や、

卑
近
な
日
常
性
へ
の
下
降、

芸
術
の

す。
あ
の
で
11

葉
を
．
番
最
初
に
言
い
出
し
た
の
は
伺
業
の
東

ー
で
は、

建
畠
さ
ん
は
現
在
展．
小
し
て
い
る「
複
合
体」
や「
柱

そ
の
よ
う
な
中
で
邸
松
さ
ん
は、
i
呂
川
さ
ん
が
批
判
し
た

術
に
つ
い
て
文
咽
を
Itu
い
た
の
は
建
畠
さ
ん
の
言
う
通
り
で

し
て
い
る。

判
す
る
わ
け
で
す（
註
8)。

り
し
た
こ
と
は
そ
ん
な
に
な
い
ん
で
す
が

心山
川
れ
が
反
芸

は
自
己
{
R

結
し
な
い
作
品
の
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の
を
提
ボ

に
よ
っ
て
什
在
し
て
い
る」
と
い
う
有
名
な
言
葉
に
よ
っ
て
批

中
原

ぽ
く
は、

反
芸
術
と
い
うー
百
菜
を
件
い
た
り
使
っ
た

い
。
何
か
も
う
ち
ょ
っ
と
述
い
ま
す
が、

高
松
さ
ん
の
作
品

IIJ
能
性
を
己
っ
た。「
芸
術
は
什
任
し
な
い
こ
と
の
不
uT
能
性

な
ん
で
す
が。

し
か
柔
ら
か
く
聞
く

融
辿
無
縦、
と
言
っ
て
は
い
け
な

験
室
で
の
実
験
を
認
め
た
t
で
の、

拡
大
枡
釈
的
な
言
い
ガ

提
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
完
結
的
な
空
間
を
な
に
が

う
に
立
ち
卜
が
っ
て
米
る
の
を
見
て
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ

た、
と。
そ
ん
な．叶
い
ガ
を
し
て
宮
川
さ
ん
は
反
芸
術
の
不

、
、

な
い
カ

そ
ん
な
気
が
し
ま
す
P

彼
の
純
枠
結"rm
的
で、

実

の
周
棚
に
現
実
の
影
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
空
間
の
中
に

芸
術
の
埒
外
で
の
盆
与
の
中
か
ら「
芸
術」
の
影
が
亡
孟
の
よ

次
郎
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
辿
っ
た
あ
り
よ
う
も
あ
っ
た
の
で
は

時
に
こ
ち
ら
に
い
る
人
物
を
想
定
し
た
り、

あ
る
い
は
作
品

て
し
ま
う。
で、

反
芸
術
の
人
た
ち
は
n
分
た
ち
が
作
っ
た

を
中
原
さ
ん
な
ど
の．マ・
悶心
を
通
じ
て
私
が
学
ん
で
い
た
凶
松

不
思
議
も
な
い
の
だ
け
れ
ど、

し
か
し
そ
れ
を
我
々
が
見
た

プ
ニ
ン
グ
と
か
オ
プ
ジ
ェ
な
ど
の
ひ
弱
な
芸
術
か
並
ぴ
立
っ

の
チ
ャ
ン
ヒ
オ
ン
と
し
て
刺
激
的
な
論
理
を
展
聞
し、

そ
れ

れ
た
も
の
で
す
か
ら、

そ
の
よ
う
な
絵
が
存
在
し
て
も
何
の

血
や
彫
刻
の
外
に
出
た、

し
か
し
結
果
と
し
て
そ
の
横
に
ハ

て
い
た
理
治
家
と
し
て
の
高
松
次
郎、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

な
ん
で
す
ね。
実
際
の
影
で
は
な
く
て
顔
科
を
使
っ
て
描
か

ー
に
ぶじ
る
収
芸
術
を
批
判
し
て
い
ま
す。

彼
ら
は
確
か
に
絵

な、

聞
か
れ
た
仕
事
を
展
開
し
て
い
た

私
が
当
貼
思
っ

ま
っ
て
お
り、
し
か
も「
影」
の
絵
と
い
う
も
の
は「
影
の
絵」

宮
川
怜
さ
ん
が
ネ
オ
・
ダ
ダ
か
ら
ハ
イ
レ
ッ
ド
•
セ
ン
タ

考
に
こ
だ
わ
ら
な
い

い
ろ
ん
な
も
の
を
受
け
人
れ
る
よ
う

な
強
力
な
表
象
を
提
出
す
る
の
で
は
な
く
て、

開
か
れ
て
し

る
ん
で
す。

ど
こ
か
表
現
と
し
て
は
閉
じ
ら
れ
て
い
な
い。

対
立
的
な
思

し
ま
っ
て
い
る。
そ
こ
で
観
念
の
t
故
を
引
き
起
こ
す
よ
う

人
と
比
較
す
る
と、

ち
ょ
っ
と
例
外
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ

高
松
さ
ん
は
先
鋭
に
ロ
ジ
カ
ル
な
実
験
を
行
い
な
が
ら、

高
松
さ
ん
の
粉
合
は
空
間
の
あ
り
よ
う
に
対
し
て
開
か
れ
て

他
の
赤
瀬
川
原
平(
-
JL．
ニ
ヒ
生）
さ
ん
と
中
西
以
之
さ
ん
の

す
が。

の
中
で
ト
リ
ッ
キ
ー
な
ゲ
ー
ム
を
展
聞
す
る
ん
で
し
ょ
う
が

晶
松
さ
ん
は
ハ
イ
レ
ソ
ド
・
セ
ン
タ
ー
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て

H
略
し
て
い
な
い
た
め
に
断
哲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
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そ
れ
と
も
うi
つ
は、

介
峯
村
れ
が
取
り
上
げ
た
カ
ラ
フ

中
原

番
最
後
の
作
品
は
廿
の
線、

峯
H
君
の

邸
松
さ
ん
に
訊
い
た
ら
否
定
さ
れ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が。

た
り
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か。
こ
れ
ば

化
し
ま
し
た。

も
知
れ
な
い

客
村
さ
ん
が
先
程
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の「
粒＇
ナ」

っ
た
人
だ
っ
た。
彼
は「
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
ア
ン
ド

も
お
見
え
に
な
っ
て
い
ま
す
が、

人i
さ
ん
に
は「
関
係
瑣」
と

い
う
作
品
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
る。「
関
係，
と
い
う
ば
葉
を
使
っ

た
の
は
も
う
1

人、

現
在
は
ド
イ
ツ
と
H
本
を
往
復
し
て
い

気
に
な
っ
た
の
は
サ
実
で、

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と

そ
れ
だ
け
で
は
作
品
は
で
き
ま

せ
ん
け
れ
と
も、

高
松
れ
と
は「
関
係，
に
つ
い
て
話
し
合
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す。

今
回
の
展
屁
会
カ
タ
ロ
グ
の
拙
文
に

宇
宙
に
は
熊
数
し
色
々
な
も
の
が
存
在
し
て
い
て、

そ
の

間
に
関
係
が
あ
る、

と
パ
え
ば
み
ん
な
あ
る

で
も、

全
部

熊
凋
係
だ
と
も．ゴ
3

え
る
わ
け
で、

そ
う
で
あ
れ
ば
災
術
は
そ

れ
ら
の
間
に「
関
係」
を
作
り
出
す')
と
だ。
仮
に、r
閃
係」
が

あ
れ
ば
災
術
家
は
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を
漬
し
て
別
の
「
関
係J

に
関
き
換
え
る
か、

あ
る
い
は
無「
関
係」
に
す
る
か・・・

か
に、

彼
は「
関
係」
と
い
う
11
を
考
え
粒
け
て
い
た。

そ
れ
で、

ら
ょ
う
ど
IE
反
対
な
位
叩門
に
あ
るー
複
合
体」
の

仕
北
で、

あ
る
種
の
他
険、

と,·,い
う
か、

す
さ
ま
じ
い
も
の

に
r

fl
v'
ャ
兆
を
感
じ
さ
せ
た
の
が〈
万
物
の
砕
き〉
で
す

c

あ

れ
は
組
み
立
て
る
と
か、「
吊
体」
の
方
に
行
く
こ
と
が
な
く
て

も、

様
々
な
も
の
を
み
ん
な
壊
し
て、

そ
の
パ
ラ
バ
ラ
な
も

の
が
あ
そ
こ
に
も
あ
り
こ
こ
に
も
あ
る、

そ
ん
な
こ
と
で
．

向
に
構
わ
な
い
作
品
で
す。

し
か
し
あ
の
作
品
は
そ
の
後、

そ
の
ま
ま
ど
こ
ま
で
も
行
く、
と
い
う
よ
う
な
危
険
な
方
佃

を
辿
ら
な
か
っ
た。

•

1、
．．
 柿
ffl
の
屎
質
の
金
属
を
組
み
合

わ
せ
て、

し
か
も
そ
れ
を
鈷
ぴ
る
と
い
う
時
澗
的
な
媒
JJ
性

を
介
人
さ
せ
な
が
ら
し
か
し
色
彩
的
に
は
全
体
的
に
箔
に
よ

っ
て
統．
さ
せ
る
こ
と
で、

杞
や
か
に
収
め
て
い
る
ん
で
す。

そ
の
よ
う
な
仕
サ
と
は
産
っ
た
こ
と
で、

最
後
の
絵
両
は

線
そ
の
も
の
は
初
め
か
ら
方
向
を
決
め
な
い
で
始
め
な
が
ら、

そ
こ
か
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
単
f
の
性
格
を
備
え
た「
か
た

ち」、

分
割
す
る
こ
と
が
慈
味
の
な
い
よ
う
な
形
態
を
t
み
出

し
て
い
る。
あ
る
い
は、

生
み
出
さ
れ
て
米
る
の
を
彼
が
受

け
入
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
す
る。
私
は
今
で
も、

彼
が

こ
の
仕
が
を
あ
と一
て
：：
卜
年
紬
け
て、

ど
の
よ
う
に
展
開

し
た
の
か
見
た
か
っ
た。

巧
い
こ
と
を．．
 3E
う
ねc

先
程
汎
か
れ
た
東]
り小
両
廊
の「
複
合
体」
の
感
想
に
戻
り
ま

す
が、

私
は「
単
体」
と
比
較
し
て
雌
分
変
わ
っ
た
な、

と
い

う
氣
が
し
た
ん
で
す。

峯
村

こ
れ
ま
で
油
坦
に
出
て
米
な
か
っ
た「
形」
シ
リ
ー
ズ

で
す
が、

あ
れ
は
さ
っ
き
私
が．＇り
っ
た「
彩」
の
絵
と
も、

後

の「
北I
血
上
の
空
間」
と
も
辿
う
も
の
だ
と
恩
う。
中
原
さ
ん

は
先
社、

あ
れ
は
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
け

れ
ど、

私
は
も
う．
つ
別
の
邸
味
を
持
っ
て
い
ま
す。

＇^
中

原
さ
ん
が
古
っ
た
こ
と
と
全
部
関
係
が
あ
る
ん
で
す
が。

「
関
係」
に
よ
っ
て
見
る9.
O
靴
紀
の
れ
物
観、
こ
れ
は
不IJ

定
し
が
た
い
思
潮
だ
と
思
う
ん
で
す。「
実
休」
と
い
う
こ
と
を

考
え
る
こ
と
が
も
は
や
破
産
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
認
め

て
い
い
と
思
い
ま
す
が、

た
だ
ど
う
し
て
人
頷
が「
実
体」
な

ん
て
い
う
観
念
を
持
ち
た
く
な
っ
て
な
か
な
か
手
放
せ
な
い

の
か
と
い
う•J
と
は、

ち
ょ
う
ど
例
え
ば
人
間
と
か
生
物
を

g
え
る
時
に
私
た
ら
が「
た
ま
し
い」
と
い
う
言
菜
を
ど
う
も

拾
て
難
い
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思

う。

我
々
の
牛
命
が
肉
体
や
様
々
な
神
経
の
梨
禎
体
で
あ
る

｝）
と
は
認
め
て
良
い
け
れ
ど、

果
た
し
て
そ
れ
だ
け
な
の
か、

と
い
う
感
じ
が
ど
う
し
て
も
残
っ
て
し
ま
う。
先
程
の
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
話
を
す
れ
ば、

様
々
な
要
F系
の
北
合
体
と
し
て

考
え
て
行
く
と、
ど
こ
か
で
分
解
で
き
る
わ
け
で
す。

分
け

る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う。
牛
命
体
も
ま
た「
複
合
体」
に
な

邸
松
次
郎
は「
複
合
体」
的
な
µ
実
川
弄
に
関
心
を
持
っ
て

い
て、

そ
れ
を
「
関
係」
と
い
う
概
念
で
把
相
す
る
こ
と
を

ル
な
線
の
作
品
の
前
に
制
作
さ
れ
て
い
た「
f
而
上
の
窄
間」

は、

絵
か
ら
色
と
か
色
彩
を
ど
の
よ
う
に
し
て
取
ろ
う
す
る

か、

と
い
う
慈
益
が
あ
る。

圃
面
の
端
か
ら
端
ま
で
辿
っ
て

い
る
線
も
あ
り
ま
す
が、

ど＿）
か
で
線
が
途
切
れ
て
い
る

c ·

白
っ
ぽ
い
空
間
が
非
常
に
大
き
い。
あ
あ
い
う「
中
血
ヒ
の
空

間」
の
後
で、

波
形
の
綿
で
色
が
沢
111
あ
る
作
品
が
出
て
米
た

の
で、

蚊
初
に
見
た
時
は
変
わ
っ
た
と
思
い
ま
し
たc

高
松
れ
ば
絵
本
を
何
冊
か
描
い
て
い
ま
し
た
ね。

そ
の
中

に
波
形
の
バ
タ
ー
ン
で
色
を
着
け
た
も
の
が
あ
っ
た（
註
10
)。

「
f
lui
上
の
空
間」
も
ぼ
く
が「"11r
月」
に
掲
載
し
た「
レ
コ
ー
ド

盤
守
宙
論」
に
寄
せ
た
絵
が
伺
じ
も
の
で（
註
11
)、

そ
の
絵
な
ど

を
見
て
い
る
と、
「
影」
か
ら
繋
い
で
云
ダ

そ
う
す
る
と、

す
が。

と、

ぼ
く
も
考

え
た
け
れ
と、

そ
も
そ
も
彼
は
敵
初
か
ら
線
に
関
心
の
強
か

レ
・
マ
ッ
ソ
ン
に
す
こ
く
輿
味
が
あ
っ
た
ん
で
す」
と
言
っ
て

い
ま
し
た。
マ
ッ
ソ
ン
は
自
動
喰
叫、

オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク

で
線
を
使
っ
て、

線
だ
け
で
絵
を
描
い
て
い
たc
む9
松
れ
か

ら
そ
ん
な
話
を
聞
い
て
い
た
の
で、

そ
の
た
め
に
彼
が
あ
れ

だ
け
線
に
典
味
を
持
っ
て
い
た
の
か、

と
い
う
こ
と
を
思
い

；こい
う「
終
わ
り
の
な
い
線」
に
対
す
る
関
心
が
ま
た
甦
っ
て、

や
っ
ぱ
り
邸
松
次
郎
の
作
品
だ
な、

と
納
併
し
よ
う
と
努
JJ

し
て
い
る
わ
け
で
す。

本
当
は
ま
だ
納
得
し
て
い
な
い
ん
で

建
畠

そ
う
で
し
た
か
ね

c

色
々
や
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す°
言
語、

晶
乃、

数
学
あ
る

い
は
視
立
の
問
遁。
し
か
し、

そ
れ
を
ど
こ
か
で
指
向
性
と

し
て「
単
体」
的
な
ガ
に
持
っ
て
行
こ
う
と
す
る

辿
後
の
と

こ
ろ
で、

私
が．．．
 りっ
た
よ
う
な
撤
底
し
て「
た
ま
し
い」
レ
ヴ

ェ
ル
の「
単
体」
性
に
ま
で
持
ち
込
も
う
と
し
て
い
る
ん
で
す

が、
こ
れ
は
彼
の
体
府
と
し
て
で
き
な
か
っ
た。
亡
く
な
る

ま
で'J
の
格
本
的
な
性
格
は
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
も、

蚊
後

の「
形」
シ
リ
ー
ズ
だ
け
は
作
品
の
構
造
が
ち
ょ
っ
と
遥
う
よ

う
に
思
う。
あ
れ
は
尖
に
た
く
さ
ん
の
線
が、

時
に
は
人
り

乱
れ
る
よ
う
に
繰
り
出
さ
れ
て
い
て、

そ
の
線
は
初
め
か
ら

中
で
は
卜
分
に
f
測
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん。
し

か
し、

少
な
く
と
も
彼
が
見
せ
た
か
っ
た
の
は
そ
う
で
は
な

く
て、

線
と
い
う
も
の
が
巾
実
上
無
限
定
に
な
っ
て
い
る。

と
に
か
く、

そ
れ
ぞ
れ
の
線
が
圃
血
に
人
る
と
こ
ろ
と
出
る

と
こ
ろ
が
迫
っ
て
い
て、

ど
こ
に
行
っ
て
し
ま
う
の
か
分
か

ら
な
い
熊
限
返
な
空
間
の
中
に
鉗
綜
し
て
い
る。
そ
の
綿
の

巣
梢
に、

人
が
描
く
と
い
う
肉
体
と
精
神
の
全
体
的
な
働
き

で
関
わ
っ
て
行
く
時、

な
ぜ
か
あ
る
形
態
が
生
ま
れ
て
米
る。

窃
松
が
私
に
話
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が、

そ
の
形
態
は、

彼
に
と
っ
て
と
う
し
て
も
否
定
で
き
な
い
何
か
あ
る
．
定
の

「
か
た
ち
L

が
出
て
求
て
し
ま
う、
と
評
っ
て
い
ま
し
た。
こ

れ
は、

そ
れ
ま
で
の
彼
の
仕
事
の
中
に
は
な
か
な
か、

な
か

っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

ー
建
品
さ
ん、

診」
の
作
品
と、「
平
而
L
の
牢
問」

が
緒
に

並
ん
だ
展
覧
会
は
．
九
八
0
年、

国
立
国
際
の
時
が
初
め
て

で
し
た
ね。

，
九
八
九
年、

私
が「
ド
ロ
ー
イ

ン
グ
の
現
在」
と
い
う
展
屁
会
を
や
っ
た
時
に，
ア
ン
ド
ロ
メ

ダ」
と
い
う、

や
は
り，
形」
シ
リ
ー
ズ
に
連
な
る
ド
ロ
ー
イ
ン

グ
の
作
品
を
出
品
し
た
ん
で
す。
ア
ト
リ
4
で
確
忍
し
た
わ

け
で
は
な
い
け
れ
ど
も、

そ
の
時
に
思
っ
た
の
は、

あ
の
線

は
比
校
的
ゆ
っ
く
り
引
か
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か、

と
い

う
こ
と
で
し
た。
そ
れ
が
非
常
に
輿
味
が
あ
っ
て、

な
ぜ
ゆ

っ
く
り
引
か
れ
た
の
か
を
勝
千
に
考
え
て
い
た
ん
で
す。
ゅ

っ
く
り
引
く
う
ち
に、

線
に
い
ろ
ん
な
も
の
が
参
照
さ
れ
る。

身
体
的
な
出
悦
も
あ
る
で
し
ょ
う
し、

自
分
の
裡
に
備
わ
っ

て
い
る「
か
た
ち」
の
祖
朋
み
た
い
な
も
の
も
現
れ
て
来
る
か

に
つ
い
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
け
れ
ど
も、

私
も
確
か
に
そ
の
よ

う
な
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
思
い
ま
す。

即
郎
的
な
線
の
中
か

ら
慈
識
下
の
線
が
現
れ
る
と
い
うf)
と
も
あ
る
け
れ
ど、

悩

松
さ
ん
の
鳩
合
は、
ゆ
っ
く
り
線
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て「
か

た
ち」
の
祖
型
が
お
の
ず
と
立
ち
ヒ
が
っ
て
米
た
り、

参
照
し

そ
れ
が、
生
物
の
エ
イ
の
よ
う
な
形
と
か、

受
け
手
に
と
っ

て
も
何
か
を
初
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な「
か
た
ち」
に
粘
び
付
く

場
合
も
あ
る
し、

令
然
川
ら
な
い
も
の
も
あ
る。
あ
る
い
は、

碓

っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
け
れ
どc

もIt臼
さ
ま
し
た。

け
で
は
令
然
な
い
ん
で
す
が、「
関
係」
と
い
う
こ
と
が
非
噛
に

を
ぃし
い
て
い
た
ん
で
す
ね。
ぼ
く
は
そ
の
影
向名
を
受
け
た
わ

い
う
哲
学
者
が「
尖
体
概
念
と
関
係
概
念」
と
い
う
有
名
な
木

は
初
め
か
ら
彼
の
眼
の
中
で
構
成
さ
れ
て
い
て、

実
験
室
の

中
原
「
は
あ
？」
な
ん
て．―-口
わ
れ
て

予
庄
潤
和
的
に
何
か
を
牛
み
出
す
と
は
見
え
な
い

実
際
に

峯
村

そ
ん
な
失
礼
な
こ
と
は
し
て
な
い
よ
（
笑）。

（
計
9)、

峯
村
A
に
軽
く
せ
せ
ら
笑
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど（
笑）。

美
術」
に「
Ut
界
の
関
係
像
に
つ
い
て」
と
い
う
文
衣
を
占
い
て

「
関
係」
だ
っ
た

ば
く
は、

ヤj
時
ぶ
談
社
か
ら
出
た『
現
代
の

ん
作
品
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
が、

あ
の
頃
は
や
は
り

肉
体
と
喉
問
の
関
係
に
つ
い
て
始
め
て、

そ
れ
か
ら
だ
ん
だ

る
柏
松
乍．．
 （、
九
四
ヒ
生）
君
も
そ
う。
あ
の
人
は
最
初
に

中
原

そ
う
ね
入、「
複
合
体」
が
ど
う
な
る
の
か
な
ぁ。

ー
そ
れ
はり以
後
ま
で
ず
っ
と
紐
い
て
い
た
ん
で
す
か。
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ら
は
構
成
的
に
作
り
出
さ
れ
た
と
言
う
よ
り
は 、

ゆ
っ
く
り

と
引
く
線
の
rl
か
ら
立
ち
ヒ

が
っ
て
米
て
い
る・・・
「
ゆ
っ
く

り
引
か
れ
た
線」
と
言
っ
て
い
る
の
は 、

私
の
勝
手
な
想
像
な

ん
で
す
が
、

即
典
的
に
そ
ん
な
実
験
を
し
た
人
は
い
る
け
れ

と 、

あ
ん
な
描
法
で
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
し
た
と
い
う
こ
と

は 、

非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
世
界
を
H
指
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す 。

ー
そ
ろ
そ
ろ
締
め
く
く
り
と
し
て 、

も
う
一
度
中
原
さ
ん
か

ら
順
番
に 、

何
か 。

「
高
松
が
あ
と
ニ
ト

年
あ
ん
な
仕
ボ
を
し
て
い
た
ら，
＇」

と
い
う
峯
村
社
の
発
言
で
す
け
れ
ど 、

あ
の
作
品
を
統
け
て

い
な
い
と
思
い
ま
す 。
あ
れ
をi-
4'
年
紐
け
る
の
は
苫
痛
だ

と
思
い
ま
す
が 、「
形」
シ
リ
ー

ズ
は
線
で
す
か
ら 、

ま
た「
影」

を
描
い
て 、
「
遠
近
法」
を
や
っ
て•••

そ
れ
で
ま
た
質
の
迩
う

仕
事
を
し
て 、

そ
れ
か
ら
ま
た
蚊
後
の
シ
リ
ー

ズ
に
戻
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
か 。

何
し
ろ
高
松
B
ぱ
生
涯
を
駆
け
足
で
f
え

た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も 、

見
て
い
る
と 、

彼
は
思
い
付
き
で
は
な
く
て 、

色
々
考
え
て
作
品
を
制
作
し
た
人
な
の
で 、

ま
た
や
っ
ば
り

別
の
考
え
を
碁
に
し
な
が
ら
何
ら
か
の
展
開
が
ま
た
あ
っ
た

私
に
は
記
憶
は
あ
り
ま
せ
ん 。

割
と
最
近
ア
ト
リ
エ

に
お
伺
い
し
て 、

本
棚
を
急
い
で
見
た
こ
と
は
あ
る
ん
で
す

け
れ
ど
も 。
あ
と 、
「
然」
の
方
で
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
葉
が

出
た
か
ど
う
か
は
思
い
出
せ
ま
せ
ん
が 、

ラ
イ
フ
ニ
ッ
ツ
の

こ
と
を
中
心
に
し
ゃ
べ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す

む
し
ろ
本
棚
を
見
て
あ
あ
そ
う
か 、

と
思
っ
た
の
は
と
子
・

壮
＋
で
す
ね 。

ま
あ
老
了
の
方
な
ん
で
す
け
れ
ど 。

そ
れ
に

つ
い
て
高
松
さ
ん
が
何
か
お
品
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
し

こ。f
 

ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た 。「
砧」
で
は
斎
藤
筏
市（ ．
九

0
四
生）
さ
ん
を
招
い
て
老
了
を
泣
む 、

と
い
う
よ
う
な
補
究

存
在
論
的
な
こ
と
を
甜
松
次
郎
が
考
え
て
い
た 、

と
い
う
事
に
つ
い
て 。「
影」
の
シ
リ
ー
ス
な
ど
は「
不
在
竹」
が

テ
ー

マ
の
よ
う
に
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
c

甜
松
さ
ん
は
一
九

六一 ．一
年
の「
不
在
の
部
届
朕」
と
い
う
展
邸
会
に
出
品
さ
れ
て

い
ま
し
た
が 。

そ
の
「
不
在
性」
と
デ
・

キ
リ
コ
の
形
血
上
学

的
な
と
こ
ろ
を
も
う
少
し
お
話
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か 。

当
時

の
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
「
旗」
な
ど
も
関
係
が
あ
る

ん
に
つ
い
て「
表
象
作
業
か
ら
出
会
い
の
枇
界
へ
」
と
い
う
作

家
治
を
朴
か
れ
て
い
た
り（
註
12) 、

．
人
で
対
談
な
ど
も
行
っ

そ
れ
と
、

「
も
の
派」
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト 、

李
氏
換
が
高
松
さ

ん
で
し
ょ
う
か 。

こ
と
で
す 。

本
当
は
芸
術
家
の
内
的
な
ア
ト
リ
エ
み
た
い
な

と
こ
ろ
で
キ
ッ
チ
リ
や
っ
て
買
い
た
い
も
の
だ
と
思
う 。

そ
の
点
が 、
iり阿
松
さ
ん
の
場
合 、

番
敵
初
の
水
彩
削
か

ら「
点J
あ
た
り
ま
で
あ
っ
た
ん
で
す
が 、

ま
た
最
後
に
な
っ

て「
形」
と
い
う
迪
作
を
生
む
作
業
の
中
で 、

良
い
慈
味
で
の

実
験
宅
的
な
性
格
が
戻
っ
た
の
で
は
な
い
か 、

と
い
う
感
じ

て
い
ま
す
が（
註
13) 、

高
松
さ
ん
の
、モ
知 ．卜
義
の
よ
う
な
も
の

が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で「
も
の
派」
に
影
罪
を
り
え
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か 。

「
不
在
の
部
怜
展」
で
た
ま
た
ま

不
在」
と
い
う →••
E

虻

を
使
い
ま
し
た
け
れ
ど 、
こ
れ
は
形
而
ド

的
な
タ
イ
ト
ル
で

し
た ゥ
あ
れ
は
何
人
か
の
作
品
を
祈
捻
の
内
科
画
廊
に
陳
ペ

て
行
っ
た
展
笈
会
で
す 。

そ
ん
な
に
雅
し
い
慈
図
で
行
っ
た

も
の
で
は
な
く
て 、

我
々
の
H
常
牛
活
で
割
合
に
な
じ
み
の

あ
る 、

部
届
に
結
び
付
い
た
も
の
に
よ
る
展 ．
ホ
だ
っ
た 。
ベ

ッ
ド
に
息
の
剥
製
が
あ
る
も
の
と
か
：

ま
で一よ ．
府
の
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

で
個
朕
を
や
っ
て
い
た
清
水

見(
-
九
9
-
.

4ハ
生）
枯
の
作
品
で
し
た 。
古四
松
君
は 、

テ
ー

プ

ル
と
柏
f
に
用
い
紐
が
あ
る
作
品 。

赤
瀬
川
掠
f
君
は
M
風

機
と
ラ
ジ
オ
を
ハ
ト
ロ
ン
紙
で
梱
蝕
し
て
い
た

で 、

甚
本
に
あ
っ
た
の
は
家
H ．ハ
な
ん
で
す 。

家
具
な
ん
だ
け

れ
ど
も 、

み
ん
な一
捻
り
も
二
捻
り
も
し
て 、
い
か
に
も
部

届
の
よ
う
に
作
品
を
展
示
し
て
あ
る
け
れ
ど
も
実
は
部
屋
で

は
な
い 、

だ
か
ら「
不
在
の
部
届
展」
と
い
う
展
覧
会
名
に
し

た
ん
で
す 。

そ
ん
な
ボ

そ
れ
か
ら 、
「
彩」
の
絵
に
つ
い
て 。
こ
れ
は
小
在
と
か
非
在

れ
は
関
係
な
い
と
思
う 。
あ
の
絵
を
見
て
ボ
在
も
非
在
も
な

い
訳
で 、

彩
が
描
か
れ
て
い
る 。
た
だ 、
「
も
の」
が
な
い 。

彩

が
あ
れ
ば「
も
の」
が
あ
る 、

と
い
う
巾
に
つ
い
て
我
々
は
普

通
の
体
験
で
知
っ
て
い
る
け
れ
ど 、

あ
の
絵
を
見
て

ー『
も
のj

中
原

ぽ
く
は 、

さ
っ
き
も
ち
ょ
っ
と
言
っ
た
ん
で
す
が 、

あ

峯
村

に
お
譲
り
し
ま
す 。

キ
リ

「
も
の
派」
と
の
関
係
は
専
門
琢
が
い
ま
す
の
で 、

そ
ら
ら

質
問
者

ぼ
く
も 、

代
表
作
を
コ
5

う
と
：·

ま
り
材
料
11
が
か
か
っ
て
な
い
け
れ
と（
笑） 。

今
同
の
カ
タ

ロ
グ
に
も
苫
さ
ま
し
た
が
、

代
表
作
と
言
っ
て
良
い
と
思
い

ま
す 。

会
い
ま
し
た
が 、

あ
れ
は
一
番
蚊
後
の
部
屋
に
あ
っ
た
の
を 、

H
立
つ
よ
う
に
し
た 。

建
品
君
が
目
頭
を
熱
く
し
た
の
で
大

SluJ
島（
直
之）
れ 、

高
松
の
ア
ト
リ
エ
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

が
な
い」
と →．
い
う
の
は 、

El
，吊
で
の
経
験
を
適
用
し
て
い
る 。

だ
か
ら 、

あ
れ
は
彩
だ
け
の
絵 。

カ
タ
ロ
グ
に
も「
彩」
と「
速
近
法」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ち

よ
っ
と
しり
い
た
ん
で
す
が 、

甜
松
れ
が
訓
作
し
た
に
洋
服
プ

ラ
シ
の
影
の
作
品
の
丈
物
を
学
生
に
見
せ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す 。

随
分
昔
の
話
で
卜

年
以
じ

前
な
ん
で
す
が 、
「
こ
の
絵
を

ど
う
思
う
か」
と 。

そ
の
煩
の
学
生
は
高
松
れ
の
元
氣
な
頃
で

す
か
ら 、

彼
の
作
品
を
知
っ
て
い
る 。

そ
の
時
学
生
が 、
「
先

生
こ
の
絵
は
遠
近
法
が
こ
ち
ら
に
来
て
ま
す
ね」
と
は
っ
た 。

つ
ま
り 、

壁
に
万
っ
た
影
で
す
か
ら 、

向
こ
う
側
が
な
い
沢 ゜

画
面
か
ら
絵
が
始
ま
っ
て
い
る
か
ら 、

こ
ち
ら
に
し
か
あ
の

絵
の
空
間
は
殷
開
し
な
い 。
こ
ち
ら
側
の
窄
問
を
絵
の
一
部

だ
と
考
え
る
と 、

我
々
も
絵
の
中
に
い
る
と
い
う
事
に
な
る

か
ら 、

小
思
議
に
恩
え
る 。

そ
れ
を
小
在
と
か
非
在
と
い
う

言
裟
で
況
明
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
け
れ
ど
も 、

あ
ま
り

深
入
り
す
る
と 、

ど
う
か 。「
そ
ん
な
に
絵
と
い
う
も
の
は
難

し
い
も
の
な
ん
で
す
か
？」
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
な
の
で 。

中
原
さ
ん
か
今 、
「
彩」
の
絵
に
つ
い
て
不
在
性
が
関
係

な
い
よ
う
に
言
わ
れ
た
け
れ
ど 、

そ
う
か
な 。

私
は
関
係
あ

る
と
思
う
げ
れ
ど
も 。

デ
・

キ
リ
コ
に
つ
い
て
の
高
松
の
関
心
も
た
だ
の
様
式
の

問
埴
で
は
な
い 。
私
もmlJ 、

と
言
っ
て
も「
影」
を
描
い
た
時

期
で
は
な
く
て 、

も
っ
と
後
な
ん
で
す
が 、

彼
と
デ

＊
 

会
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
ね 。

J
れ
は 、
こ
の
前

窓
島

本
は
あ
っ
た
か
な
あ 。

質
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん。
し
か
し 、

ど
の
シ
リ
ー

ズ
も
今
の

と
も
か
く
ぽ
く
は 、

ど
の
作
品
、

ど
の
シ
リ
ー

ズ
も
同
じ

成
功
で
し
た（
笑） 。

よ
う
に
思
い
ま
す 。

ざ
目
立
つ
よ
う
に
展
ぷ
し
た
ん
で
す 。
ぽ
く
は
展
示
に
立
ち

よ
く
あ
れ
ほ
ど
次
々
と

実
は 、

建
，品
れ
の
よ
う
な
観
客
が
い
る
と
思
っ
て
わ
ざ
わ

島
で
や
る
よ
う
な
も
の
で 、

見
る
側
に
と
っ
て
は
た
迷
惑
な

柑
て 、

街
で
実
験
し
て
し
ま
う
と
い
う
作
品
が
多
い
ん
で
す

が 、

あ
れ
は
水
爆
実
験
を
自
国
で
や
れ
ば
い
い
も
の
を
南
の

行
っ
た
り
す
る
よ
り
は
ま
し
だ
と
思
う 。

最
近
は
其
験
玉
を

中
原

あ
の
作
品
は
あ
ん

ぷ
つ
か
り
合
う
こ
と
を
す
れ
ば 、

こ
れ
は
な
ま
じ
街
に
出
て

し‘

体
で
肉
体
を
働
か
せ
て
、

そ
こ
で
実
在
す
る
モ
ノ
と
本
当
に

れ
て
い
て 。

特
さ
ん 、

ぜ
ひ
も
う
一
度
ご
党
に
な
っ
て
卜
さ

し
か
し 、

実
験
至
で
何
か
や
る
と
い
う
こ
と
は 、

実
験
立
自

と
口
う
か
n
碩
が
熱
く
な
っ
た 。

拗
所
も
他
の
作
品
か
ら
離

中
原

な
い
傾
向 ｀

と一
ら
う
か
元
来
が
実
験
宇
的
な
芸
術
で
あ
る 。

な
い
で
す
よ
0

判
ら
な
い
け
れ
ど 、

私
は
久
し

振
り
に
感
動 、

を
持
っ
て
い
ま
す
が 。

そ
の
意
味
で
は
高
松
さ
ん
の
物
足
り

来
ま
し
た
ね c

邸
松
次
郎
の
代
表
作
と
言
っ
て
良
い
か
判
ら

以
上
に
手
と
肉
体
が
拗
い
て
い
て 、

作
品
と
し
て
も
肉
体
性

品
に
非
常
に
感
動
し
ま
し
た 。
こ
れ
は
見
て
い
て
ジ
ー
ン
と

と
続
い
た 。

最
初
の
「
点」
の
シ
リ
ー

ズ
は
頭
で
こ
し
ら
え
る

ん
で
す
が 、〈
椅
子
と
レ
ン
ガ
〉（

九
ヒ

一
／
八
0)
と
い
う
作

に
す
る
た
め
に
作
品
を
作
る
よ
う
な 、

そ
ん
な
傾
向
が
ず
っ

建
畠

今
疫
の
展
9丸
会
を
今
17
だ
け
で
は
な
く
前
に
も
見
た

そ
れ
を
作
品
と
し
て
検
証
し
た
り 、

具
体
的
に
見
え
る
よ
う

の
で 、

残
っ
た
者
が
勝
手
に
想
像
す
る
だ
け
な
ん
で
す
が 。

つ
は
悪
い

森
松
さ
ん
が
と
う
し
て
も
頭
で
考
え
て

ん
だ
の
で
は
な
い
か c
J
れ
は 、

本
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る

い
ま
す 。

飛
ぶ
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、

あ
の
制
作
に
の
め
り

込
ん
だ

目
い
ま
し
た 。
こ
れ
に
は
両
方
の
判
断
が
出
る
だ
ろ
う
と
111
心

そ
の
前
と
ち
ょ
っ
と
性
格
が
迩
う
の
で 、

蝶
が
化
を
求
め
て

峯
村

私
は
さ
っ
さ
実
験
至
的
な
ア
ー

テ
ィ
ス
ト

だ
ろ
う
と

や
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が 、

で
も
蚊
後
の
絵
の
取
り
糾
み
は

よ
う
な
も
の
が
現
れ
て
い
た
り 、

様
々
な
の
で
す
が

そ
れ

内
容
を
多
く
含
ん
だ
作
品
を
作
り

続
け
た
人
だ
と
思
い
ま
す 。

だ
か
ら
中
原
さ
ん
が ．．．．
 いう
よ
う
に 、

彼
は
ま
た
別
な
市
も

画
面
を
細
か
く
分
断
す
る
勘
合
や 、

反
対
に
全
体
を
占
め
る

美
術
の
問
題
を
引
っ
張
り
出
そ
う
と
思
え
ば
そ
れ
が
や
れ
る

が
し
ま
す 。

59 
58 



こ
と
を
老
え
る
と、

彼
は
困
難
な、
ン
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
あ

る
彫
刻
と
い
う
も
の
を、

ど
こ
か
に
手
掛
か
り
に
よ
っ
て
作

ろ
う
と
は
強
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す。

た
だ
し、

彫
刻
に
つ
い
て
は
よ
く
考
え
て
い
ま
し
たc

た
だ、
「
彫
刻
的」

と
言
う
と
さ
っ
き
も
話
題
に
な
っ
た、

上
を
削
っ
て
い
る
杉

の
「
限
体」。

あ
の
ヒ
の
部
分
だ
け
を
見
れ
ば、

木
彫
で
す
ね。

＊
こ
0
0
0
年
六
月
二
四
n
(
+)

於
千
葉
市
美
術
館·
一
階
講
常

も
精
神
と
物
質
の
云

、々

と
い
う
話
で
す
け
れ
ど
も。

そ
の

(71 

李・
高
松
前
掲
対
成
1
八
九
ー

り

中
原
酌
掲
文9
0-
il
O
貞

りぷ”」
の
第
五
番

谷
川
雁（
訳）「
水
仙
月
の
四
El」

別
迭

代
に
お
い
て
難
し
い
ジ
ャ
ン
ル
に
な
っ
て
い
る
か

し—·

�l 

ゆ

展
庭
会
図
録·
o
六
真
（
カ
タ
ロ
グ
番
号
3
|
9

そ
の
意
味
で
も「
彫
刻」
と
い
う．i-口
薬
を
被
せ
に
く
い。

て
衿
え
て
い
た
と
思
う
ん
で
す

ち
ょ
っ
と
付
け
足
し
ま
す
と、

高
松
は
彫
刻
に
つ
い

な
ぜ
か
と
言
う
と、

彼
は

プ
ラ
ン
ク
ー
シ
に
非
常
に
輿
味
を
持
っ
て
い
て、

カ
タ
ロ
グ

に
も
再
鉗
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
プ
ラ
ン
ク
ー
シ
の
彫
刻
に

つ
い
て
述
ぺ
て
い
て（
註
14)、

彫
刻
と
い
う
も
の
が
い
か
に
現

主言〇\
-
JL
六
そ
年一一
月
に
新
宿
第．
画
廊
で
開
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さ
れ
た
「
第
五
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｀
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I
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す。
こ
の
文
秤r

お
よ
ぴ
展
菟
会
に
つ
い
て
は、

赤
瀬
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版
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九
六」ハ
年）

m

41
原「
軋
界
の
関
係
像
に
つ
い
て」『artno
w
現
代
の
笑
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現
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思
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九
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頁

団
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沢
腎
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ニ
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テ
ー
プ
出
版
．
九
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Ill

中
原（
文）
・
尚
松（
画）「
レ
コ
ー
ド
盤
宇
宙
溢」「
11，
月」
第
八
八
号

｝
九
じ．
二
年
六
月
n.p

一
九
ヒ
四
年一「
月
に
切
出
誌
の
抜
刷
を
基
に、「
秘
冊

知
蹂
の
統
御」「
み
づ
ゑ」
第
九
〇一再
号

中
原

と
ん
と
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね。

て
い
た
様
々
な
造
形
原
理
の
よ
う
な
も
の
は
邸
松
さ
ん
ば
は

付
さ
か
も
Xii
れ
ま
せ
ん
が、

高
松
は「
点」
や「
線」
の
項
か
ら

J
っ
た
と
い
う
こ
と
は
も
の
す
ご
く
屯
要
な
こ
と
だ
と
思
い

と
し
て
刊
行。

⑫

年「
明
U
を
ひ
ら
く
芸
術
＇水

10
高
松
次
郎

—
表
象
作
業
か
ら
出

会
い
の
枇
界
へ
」「
美
術
手
帖」
第
三

’

l

Q
号
＿
九
六
九
年i
-.
H

二
四
0
-1
六
五
fi

13

年
と
為
松
に
よ
る「
連
載
対
政」
は、
一
九
七―r
年
の「
美
術
手
帖」

伍ハ
回
に
互
っ
て
連
載
さ
れ
だ
掲
載
は
F
記
の
通
り。
こ
月（
第二
六

四
号）
•
三
月（
第
三
六
五
号）
•
五
月（
第
二
六
ヒ
号）
．
9ハ
月（
第一
f
六

八
り）
・
ヒ
月（
第一
二
六
九
号
／
辻
2
参
照）
・
九
月｛
第一―-
t-
"
ゲ）

141

高
松r
物
質
性
と
存
在
感」
展
覧
会
図
鉗
―
i
九
ーー
·'
0
頁
（
初

出．
九
ヒ
六
年）

本
鼎
故
は
当
必
術
館
の
展
覧
会「
品
松
次
郎
I→
JL
t
0
年
代
の
立
体

を
中
心
に」(11
0
0
0
年
五
月i
しハ
H
I
ヒ
月一
六
IJ)
に
あ
わ
せ
て
開

催
さ
れ
た

c

本
誌
掲
載
に
あ
た
っ
て`

喰
耕
な
ら
び
に
北
記
Ii，
ギ
館
学
芸
員
の
桑

科＂た
也
が
行
い、
出
席
さ
れ
た
各
氏
に
ご
確
泌
を
お
瀬
い
し
た一

直，
jJ
に
抗
し
た
構
槃
性
と
い
っ
た
本
来
の
近
代
彫
刻
が
持
っ

「
彩
を
描
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
う」
と
彼
が
考
え
た
こ
と
は
思
い

し
い
も
の
が
出
て
求
る
関
係
が、

H
本
の
中
で
内
発
的
に
起

し
た
。

確
か
に
求
心
的
なり
直
塊
性
と
か
允
尖
し
た
マ
ッ
ス

）
で
は
な
い
だ
ろ
う」
と
呼
び
か
け
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る。

私
は
何
か
を
否
定
す
る、

何
か
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
祈

で
は
な
い
の
か」
と
疑
問
を
早
し
た
品
を
さ
っ
き
申
し
上
げ
ま

t
物
だ
け
し
か
見
よ
う
と
し
な
い
人
に
対
し
て、
「
問
題
は
そ

ん
だ
際
に「
も
の
派」
と
い
う
も
の
が
成
立
し
た。

て
い
る〈
鉗
び
た
大
地〉
を
本
さ
ん
が
見
て「
な
ぜ
無
垢
の
鉄
板

そ
こ
に
依
ま
れ
て
い
る
問
題
な
点
に
し
ろ、

11
に
見
え
る

な
も
の
を
災
返
す
よ
う
な
か
た
ち
で
踏
み
台
に
し
て
前
に
進

る
こ
と
が
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う。

そ
し
て、

今
展
示
さ
れ

な
く
て、

タ
イ
ト
ル
の
「
小
化」
と
い
う「
り
業
に
し
ろ、

何
か

係
を
令
部
転
倒
さ
せ、

否
走
的
媒
介
項
と
し
て
高
松
次
郎
的

言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た。

そ
の
中
で
彫
刻
と
し
て
晶
ら
れ

っ
て
何
か
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
と
息
う。

つ
ま
り、

様
式
で
は

刹
松
が
最
初
に
提
起
し
た
視
北
の
問
題
や
知
党
と
実
在
の
閃

と
い
う
言
菜
が
使
わ
れ
な
か
っ
た。「し
11．
体」、
『
f
面」
と
い
う

を
制
作
す
る
少
し
前
で
す
よ
ね
？

私
は
こ
れ
が
甜
松
に
と

は
ど
う
も
突
破
で
き
な
い
問
題
を
く
っ
さ
り
と
泌
識
し
て

そ
れ
か
ら

九
ヒ
0
年
前
後
に
現
代
災
術
の
中
で「
彫
刻」

中
原
さ
ん
の
や
っ
た

9
在
の
部
届
展」
は、

あ
れ
は

影」

て
影
符
を
受
け
て
い
る
ボ
で
す。

だ
け
ど
彼
ら
は、

そ
れ
で

ろ
う、

と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
恩
い
ま
すc

と．．
 いっ
て
良
い
の
か
判
ら
な
い
c

ん
と
の
人
た
ら
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
視
w廷

の
操
作
に
つ
い

と
っ
て
→
つ
の
空
間
忍
点
の
パ
y
ク
ポ
ー
ン
に
あ
っ
た
ん
だ

で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す。

だ
か
ら、

形
而
ー
的
な
関
心

ご
く
強
か
っ
た。

こ
れ
は
後
に「
も
の
派
らJ
評
ば
れ
る
ほ
と

画
で
あ
っ
た。

そ
こ
か
ら
絵
画
と
い
う
も
の
が
邸
松
さ
ん
に

あ
っ
た。

精
神
的、

虚
的
な
問
題
と
し
て
衿
え
る
の
は
好
き

ン
ズ
の
彩
愕
と
か
マ
グ
リ
ッ
ト
に
対
す
る
関
心
の
風
潮
が
す

ず
っ
と
取
り
組
ま
れ
た
の
が
比
較
的
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
絵

理
現
采
や
視
鎚
的
な
問
題
に
見
体
的
に
散
き
換
え
る
傾
，阿
が

は
高
松
だ
け
で
は
な
く
て、

％
時
は
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ジ
ョ
ー

f
ン
ス
キ
ー
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
絵
画
を
描
き

＂販
晩
年
に

り
ま
す
が、

彼
ぱ
形
而
L
的
な
関
心
と．
9・い
っ
て
も
そ
れ
を
物

な
り
ti
立
つ
よ
う
な
作
品
の
時
期
に
中ー
た
っ
て
い
る

c

こ
れ

つ
は、

出
発
点
に
お
い
て
中
原
さ
ん
が
言
っ
た
カ
ン
デ

な
い
か。

こ
れ
は
形
而
k
的
な
思
考
の
．

端
の
よ
う
で
は
あ

も
か
く、

ち
ょ
う
と
．
九
六
ヒ、

八
年
は
視
鎚
の
操
作
が
か

由
が
あ
る
と
思
い
ま
す。

つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
f
然
な
が
ら
あ
っ
た
の
で
ば

に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る。

特
に
彼
の
初
期
作
品
な
ら
ば
と

と
は
抒
無
と
い
っ
て
い
い
と
思
う
ん
で
す
が

、

、
"L

し
く
つ
力
E

ノ
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
通
し
て、

IJ
に
見
え
な
い
何
か
に

て
発
1・・ロ
し
た
ん
で
す
が、
「
も
の
派」
は
高
松
を
批
刊
す
る·)
と

建
畠

高
松
次
郎
は
彫
刻
家
の
文
脈
に
お
い
て
じ叩
ら
れ
る

ら
格
理
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
と、

や
は
り「
モ

に
な
っ
て
し
ま
う。

私
は
別
に
そ
れ
で
も
構
わ
な
い
と
思
っ

て
晶
る
時
に
出
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
ん
で
す
が。

そ
の
叫
の
関
心
の
あ
り
よ
う
は、
「
彩」
の
時
期
の
問
題
烈
品
か

点
に
な
っ
て
い
る、

と．4•
3

つ
て
し
ま
う
と、

は
し
よ
る
こ
と

質
問
者

「
彫
刻」
と
い
う→·-
E

染
が
本
rl
．

段
も
作
品
に
つ
い

れ
に
つ
い
て
彼
が
特
楳
な
t
と
し
て
点
っ
て
い
た
ん
で
す。

で、
「
も
の
派」
の
と
こ
ろ
ま
で
高
松
の
付
在
函
が
ー
つ
の
培

象
だ
っ
た。

見
え
な
く
て
彩
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
作
品
が
あ
っ
て、

そ

の
中
原
さ
ん
の
発．．
 口が
そ
う
だ、

と
は
思
え
な
い

を
踏
み
台
に
し
て
前
進
し
た
の
は
H
本
に
お
い
て
稀
打
な
現

な
ん
で
す
が、

デ
・
キ
リ
コ
の
絵
に
は
両
面
の
rl
に
も
の
が

す
る
契
機
に
な
っ
て
も
小
思
議
で
は
な
い

そ
の
た
め、

今

れ
ど
も，
i"（
松
次
郎
に
も
間
追
い
は
あ
っ
た
に
せ
よ、

そ
れ

か
モ
ノ
が
あ
る
よ
う
に
彩
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
中ー
た
り
前

っ
と
脹
ま
せ
る、

も
っ
と
迩
う
角
度
か
ら
拙
り
下
げ
よ
う
と

に
飛
び
つ
く
こ
と
が
11
本
の
．

般
的
な
や
り
ガ
だ
っ
た。

け

リ
コ
の
描
く
影
に
撤
底
し
た
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た。

何

う
こ
と
が
頭
に
あ
り
ま
す
か
ら、

あ
の
展
笈
会
が
そ
れ
を
も

ら
新
し
い
様
式
を
持
っ
て
来
て、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
そ
れ

コ
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す。

彼
は
デ
＂
キ

我
々
が
見
て
い
る
も
の
は
「
実
在
す
る
モ
ノ
」
と
は
追
う
と
い

ま
す。

新
し
い
こ
と
を
や
ろ
う
と
す
る
時．

大
体
が
外
H
か
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This symposium was held in conjunction with the exhibition "Takamaisu Jiro: Threc-cJjmcnsional 
Works of the 1970s" nt Chibil City Museum of An. The exhibition featured Compound. a series pro
duced during the 1970s by the important post-war Japanese artist Takamatsu Ji,も(1936-98). In display
ing these works, 1hc exhibition $Ought to determine the influence Takamatsu has had on thrce-dimcn
sional art in Japan since the I 970s. 

The three panelists. a.ri critics Nakahara Yusuke. Minemurn Toshiaki. and Tatehaia Akira, had all 
crossed paths with Takama1,u in the world of art exhibitions and art criticism, and in examining 
Takamatsu•� three-dimensional works of the 1970s, the symposium cliscussecl the anisr·� oeuvre as a 
whole. His art can be divided into four pa11s: T.切 ["Poin1"j and Sen !"Line"] d111ing from the 1950s 
1hro11gh 1he first half of the 1960s; paintings and three-dimensional works on 1he themes Kagc 
I "Shadow" I andじnkinhb I "Perspective·• I: autonomous. 1nree-dimcnsional works in rne ial「rom lhC 
1970s (these can be compared to the "primary structures" being done in Europe and America at the 

same time), and p,lintings from the I 980� on. Withiu thiヽbody of work. the three-dimensional construe・
1ion� of the 1970s llave been the least exa111ined. 

Nakahara. who knew Takamatsu best. pointed out evidence of an1 i-consr ructivism in the al1i$t'、
1hree-dimen、ional wol'ks of 1he 1970s. Tatehata wus of tne opinion that when Takamatsu's w()rk is 
viewed as a whole, it is cle、1r that he delibera1ely disianced himselr from Expressionism. In response 10 
Nakahara, Tatehata stated that one must recogni,.e constructionist aspects in Takarna1su·s 、vork. The 
opinions of rhese 1wo critics were no1 completely opposed, however. Tatchata believed 1ha1 
Takarnatsu's works arc diffcreni from Minimalist and Conccptualist art as uncl.::rstood and prnc1iced in 
Europe and 1hc United StMcs. and both critics agreed that while Takamatsu's oeuvre may be construe・

tionist in character. it stands apart from the type of Constructivism that was es iablished in the 201h cen
tUl"f. Minemurn continued 1he discussion saying that he believed Takamaisu to be an artist who was 
aware of 0111ological questions. a rare phenomenon in the history of Japanese :1rt. Takamatsu's though1 
contained simil,u·itics to Leibniz's idea of the "monadc", which differed from the theory of duality of 
Descartes. 

The symposium deah only with Takammヽu as an individual and did not include the activities of H,
red Center, a group he forrned i11 the 1960s with Akascgawa Genpci (b. 1937) and Nakanishi Natsuyuki 

(b. 1935). 

(• •「ranヽlatcrl by Carol Morland) 
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