
私
達
魂
は
言
葉
や
文
字
よ
り
も
、
象
徴
の
方
が
分
り
い
い
ん
で
す
。
薔
薇
を
さ
し
あ
げ
ま
す
わ
。

（
川
端
康
成
「
慰
霊
歌
」）

序
――
「
も
う
死
ん
だ
も
の
」
の
「
切
実
な
生
命
」

幼
く
し
て
肉
親
す
べ
て
を
次
々
と
失
い
孤
児
と
し
て
育
ち
、
ま
た
戦
後
は
数
々
の
親
し
い
作
家
た
ち
の
死
を
看
取
っ
た
川
端
康
成
。

い
さ
さ
か
自
嘲
的
に
「
葬
式
の
名
人
」
あ
る
い
は
「
弔
辞
作
家
」
を
自
称
し
た
彼
が
、
自
ら
の
死
を
最
も
強
く
意
識
し
た
の
は
、
あ
る

い
は
一
九
七
二
年
の
唐
突
な
ガ
ス
自
殺
の
際
で
は
な
く
、
終
戦
と
い
う
国
家
の
〈
死
〉
に
直
面
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

終
戦
の
二
日
後
、
八
月
一
七
日
に
息
を
引
き
取
っ
た
友
人
の
作
家
、
島
木
健
作
に
捧
げ
ら
れ
た
追
悼
文
に
お
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
な

彼
自
身
の
遺
言
な
ら
ぬ
遺
言
を
発
し
て
い
る
――

古
美
術
の
／
と
い
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
―
―
戦
後
の
川
端
文
学
の
一
側
面

松

原

知

生

西
南
学
院
大
学

国
際
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化
論
集
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十
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第
二
号

二
六
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二
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年
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私
の
生
涯
は
﹇
…
…
﹈
す
で
に
終
つ
た
と
、
今
は
感
ぜ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
古
の
山
河
に
ひ
と
り
還
つ
て
ゆ
く
だ
け
で
あ
る
。

私
は
も
う
死
ん
だ
も
の
と
し
て
、
あ
は
れ
な
日
本
の
美
し
さ
の
ほ
か
の
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
一
行
も
書
か
う
と
は
思
は
な
い
。（「
島

木
健
作
追
悼
」﹇
昭
二
〇
・
一
一
﹈３４

：
４４ （

１
）

）

こ
こ
で
は
友
人
島
木
の
死
と
日
本
と
い
う
国
家
の
死
、
そ
し
て
川
端
自
身
の
死
が
奇
妙
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、

「
武
田
麟
太
郎
弔
辞
」（
昭
二
一
・
四
）
や
「
横
光
利
一
弔
辞
」（
昭
二
三
・
二
）
な
ど
の
弔
辞
、
さ
ら
に
は
「
哀
愁
」（
昭
二
二
・
一

〇
）、「
独
影
自
命
」（
昭
二
三
・
五
）、「
天
授
の
子
」（
昭
二
五
・
二
）
な
ど
の
作
品
で
も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
。
自
ら
が
「
生
涯
の

涯
」（「
独
影
自
命
」３３

：
２６９

）
に
行
き
着
き
、「
余
生
」
あ
る
い
は
「
残
生
」
と
い
う
生
な
ら
ぬ
生
、
死
後
の
生
を
生
き
て
い
る
と
い

う
感
覚
、
言
い
換
え
れ
ば
死
を
生
か
ら
切
断
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
生
と
死
の
区
別
さ
え
見
失
い
そ
の
あ
わ
い
を

朦
朧
と
漂
う
か
の
よ
う
な
不
気
味
に
空
虚
な
感
覚
は
、
終
戦
直
後
の
彼
の
作
品
群
に
も
深
い
影
を
落
と
し
、
そ
こ
に
一
種
異
様
な
妖
気

を
ま
と
わ
せ
て
い
る
。
敗
戦
後
、
彼
は
「
日
本
人
に
は
真
の
悲
劇
も
不
幸
も
感
じ
る
力
が
な
い
」（「
哀
愁
」２７

：
３９１

）
と
の
感
を
強

め
、
自
ら
も
「
い
き
ど
ほ
り
も
か
な
し
み
も
捨
て
よ
う
と
し
た
」（「
天
授
の
子
」２３

：
５６４

‐５

）
と
い
う
。
さ
ら
に
は
、「
敗
戦
を
涯
と

し
て
そ
こ
か
ら
足
は
現
実
を
離
れ
天
空
に
遊
行
」（「
独
影
自
命
」３３

：
２６８

）
し
て
ゆ
き
、「
現
実
な
る
も
の
も
あ
る
ひ
は
信
じ
な
い
」

（「
哀
愁
」２７

：
３９１

）
と
い
う
、
現
実
感
覚
の
麻
痺
し
た
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
と
行
き
着
く
。
そ
し
て
、
彼

は
そ
の
「
残
生
」
に
お
け
る
自
ら
の
作
家
活
動
を
、
主
体
的
で
能
動
的
な
自
己
表
現＝

表�

象�

と
し
て
で
は
な
く
、「
日
本
の
美
の
伝
統

の
あ
ら
は
れ
」（「
独
影
自
命
」３３

：
２６９

）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
彼
自
身
の
主
体
性
は
抹
消
さ
れ
、
そ
の
文
体
と

身
体
は
、
日
本
古
来
の
「
あ
は
れ
」
や
「
か
な
し
み
」
が
受
動
的＝

受
難
的
に
現�

前�

し
露
呈
す
る
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
空
虚
な
媒
体

－２６６－



と
化
す
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
〈
戦
後
と
い
う
死
後
〉
を
逆
説
的
に
生
き
る
こ
と
に
な
っ

た
川
端
に
と
っ
て
、
自
ら
を
生
の
世
界
へ
と
か
ろ
う
じ
て
つ
な
ぎ
と
め
る

結
節
点
を
な
し
て
い
た
も
の
が
、
古
美
術
で
あ
っ
た

（
２
）

（
図
１
）。

彼
が
古
美
術
を
蒐
集
し
た
の
は
主
に
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
す
で
に

戦
中
か
ら
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
が
初
め
て
記
録

に
現
れ
る
の
は
、
昭
和
二
十
年
三
月
八
日
の
三
島
由
紀
夫
宛
書
簡
に
お
い

て
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「﹇
…
…
﹈
疎
開
荷
造
中
の
物
を
見
に
行
き
ま
し

た
と
こ
ろ
で
、
宗
達
、
光
琳
、
乾
山
、
ま
た
高
野
切
石
山
切
、
そ
れ
か
ら

天
平
推
古
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
あ
る
の
が
嘘
の
や
う
な
物
沢
山
見
せ
て

も
ら
つ
て
、
近
頃
の
空
模
様
す
つ
か
り
忘
れ
ま
し
た
。
紅
梅
も
咲
い
て
居

り
ま
し
た
。」
と
書
か
れ
て
い
る
（
補
巻
二：

３３３
）。
川
端
に
同
伴
し
た

島
木
健
作
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
三
月
九
日
（
川
端
の
証
言
と
は
一
日
ず
れ

て
い
る
が
）、
川
端
は
陶
芸
学
者
の
小
山
冨
士
夫
と
と
も
に
島
木
の
も
と

を
訪
れ
、
彼
や
ほ
か
の
数
人
を
誘
い
、
蒐
集
家
の
呉
服
商
岡
本
孝
平
と
古

美
術
商
の
瀬
津
伊
之
助
の
自
宅
を
訪
れ
、
そ
の
所
蔵
品
を
見
せ
て
も
ら
っ

た
と
い
う
。「
疎
開
荷
造
中
」
の
岡
本
宅
で
は
「
漱
石
の
画
帖
、
歌
麿
、

図１ 聖徳太子立像（鎌倉時代）を見る川端康成、１９６５年
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写
楽
、
光
琳
、
乾
山
、
梅
原
、
安
井
」、
そ
し
て
瀬
津
宅
で
は
「
弘
仁
仏
、
古
土
佐
の
絵
、
宗
達
、
高
野
切
、
本
願
寺
三
十
六
人
集
の

う
ち
、
天
竺
マ
ン
ダ
ラ
」、
さ
ら
に
は
「
唐
津
の
茶
碗
、
志
野
の
茶
碗
粉
引
の
徳
利
」、「
伊
賀
焼
」
の
「
壺
」
な
ど
を
鑑
賞
し
た
。
特

に
瀬
津
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
感
動
し
た
島
木
は
、「
日
本
古
美
術
史
を
見
る
感
」
が
あ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る

（
３
）

。
簡
潔
な
川
端
の
書
簡

と
詳
細
な
島
木
の
日
記
に
お
け
る
作
品
の
記
述
を
比
較
す
れ
ば
、
川
端
の
ま
な
ざ
し
が
、
の
ち
の
関
心
を
先
ど
り
す
る
か
の
よ
う
に
、

と
り
わ
け
琳
派
の
絵
画
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
近
頃
の
空
模
様
」
と
は
、
天
候
の
み
な
ら
ず
、
当
時
関
東
地
方
を
繰

り
返
し
脅
か
し
て
い
た
空
襲
を
暗
示
し
て
も
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
東
京
大
空
襲
に
よ
っ
て
帝
都
が
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
る
の
は
、

奇
し
く
も
彼
ら
が
古
美
術
を
鑑
賞
し
た
翌
（
々
）
日
の
三
月
十
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
空
襲
警
報
が
鳴
り
響
く
空
の
下
、
少
な
か
ら
ぬ

文
人
た
ち
が
骨
董
を
抱
い
て
生
を
つ
な
い
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
川
端
が
古
美
術
の
息
吹
に
初
め
て
真
に
触
れ
た
の
も
、
死
の
影
に

脅
か
さ
れ
た
大
戦
中
の
空
気
の
中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

終
戦
後
、
川
端
は
本
格
的
に
古
美
術
の
蒐
集
を
開
始
す
る
。
昭
和
二
二
年
十
月
に
は
池
大
雅
と
与
謝
蕪
村
の
合
作
《
十
便
十
宜
図
》

を
、
二
五
年
五
月
に
は
浦
上
玉
堂
の
《
凍
雲
篩
雪
図
》（
図
２
）
を
購
入
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
川

端
の
文
人
画
趣
味
を
最
も
よ
く
示
す
名
高
い
所
蔵
品
と
な
っ
た
。
絵
画
以
外
に
も
書
蹟
、
仏
教
美
術
、
陶
磁
器
、
土
偶
、
埴
輪
、
ガ
ラ

ス
工
芸
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
、
美
術
商
や
友
人
の
証
言
か
ら
理
解
さ
れ
る

（
４
）

。
ま
た
、
全
集
の

巻
頭
に
は
川
端
の
所
蔵
作
品
の
う
ち
、
彼
自
身
が
選
択
し
た
も
の
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
「
口
絵
解
説
」

（
昭
三
五
・
一
〜
四
五
・
一
〇
）
は
、
収
蔵
品
に
関
す
る
彼
自
身
の
証
言
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
は
私
的
な
エ
ッ
セ
ー
の
域

を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
川
端
に
と
っ
て
古
美
術
愛
好
が
単
な
る
趣
味
に
終
わ
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
自
身
が
折
に
触
れ

て
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
戦
後
の
彼
は
、
座
右
に
小
さ
な
古
美
術
を
置
い
て
執
筆
す
る
こ
と
で
「
自
分
を
支
へ
た
」（「
天
授
の

－２６８－



子
」２３

：
５６６

）
と
い
い
、
古
美
術
に
対
す
る
自
ら
の
態
度
を
、
魯
山
人
の
言
葉
を
借
り
て
「
座
辺
師
友
」
と
呼
ん
で
い
る
（「
独
影
自

命
」３３

：
３５９

）。
そ
れ
は
単
に
愛
玩
の
対
象
で
は
な
く
、〈
死
後
の
生
〉
を
生
き
る
川
端
に
生
命
を
賦
与
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。「
い

い
も
の
に
出
会
ふ
と
自
分
の
命
を
拾
つ
た
思
ひ
が
あ
る
」（「
月
下
の
門
」２７

：
４５１

）
彼
に
と
っ
て
、
古
美
術
と
は
「
切
実
な
生
命
」

（「
独
影
自
命
」３３

：
４５７

）
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
古
さ
と
は
生
命
の
磨
耗
し
た
姿
で
は
な
く
、
逆
説
的
に
も
「
古
い
も
の
ほ
ど
新

し
」
く
（「
口
絵
解
説
」２３

：
４７５

）、
そ
れ
に
触
れ
る
者
に
新
た
な
生
命
を
吹
き
込
む
。
他
方
、
川
端
の
語
彙
に
お
い
て
「
古
美
術
」

に
対
立
す
る
の
が
「
骨
董
」
で
あ
る
。
骨
董
と
は
単
な
る
「
老
人
の
古
臭
い
道
楽
」（「
口
絵
解
説
」２３

：
４７５

）
に
す
ぎ
ず
、「
私
の
古

美
術
は
骨
董
な
ど
と
い
ふ
も
の
で
は
な
」
い
と
断
言
し
て
い
る
（「
独
影
自
命
」３３

：
５３９

）。

「
も
う
死
ん
だ
も
の
」
で
あ
る
彼
、
日
本
の
「
あ
は
れ
」
が
「
あ
ら
は
れ
」
る
空
虚
な
器
で
あ
る
彼
を
新
た
な
「
生
命
」
で
満
た
す

図２ 浦上玉堂《凍雲篩雪図》国宝、紙
本墨画淡彩、１９世紀初頭、川端康
成記念会

古美術の／というメディウム――戦後の川端文学の一側面－２６９－



「
古
美
術
」。
そ
れ
は
、
戦
後
の
川
端
作
品
の
霊
感
源
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
特
に
昭
和
二
十
年
代
に
お
け
る
彼
の
小
説
に
し
ば

し
ば
登
場
し
、
小
道
具
と
い
う
役
回
り
を
大
き
く
逸
脱
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
古
美
術
は
そ
こ
で
、
作
中
人
物
た
ち
の
関

係
性
を
駆
動
さ
せ
る
動
因
を
な
す
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
の
生
と
死
、
そ
し
て
再
生
を
左
右
し
さ
え
す
る
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
も
い
る
の

で
あ
る
。

一

起
源
と
末
世
――
「
反
橋
」

戦
後
の
川
端
作
品
の
中
で
、
古
美
術
が
中
心
的
な
役
目
を
果
た
す
最
初
の
作
品
が
、
昭
和
二
三
年
十
月
に
発
表
さ
れ
た
短
編「
反
橋
」

（
初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
は
「
手
紙
」）
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
翌
年
に
執
筆
さ
れ
た
「
し
ぐ
れ
」
お
よ
び
「
住
吉
」
と
、
登
場
人
物

や
形
式
の
点
で
共
通
し
て
お
り
、
ま
た
い
ず
れ
の
作
品
も
大
阪
の
住
吉
と
い
う
土
地
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
作
あ
わ
せ

て
「
住
吉
三
部
作
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
あ
な
た
は
ど
こ
に
お
い
で
な
の
で
せ
う
か
。」
と
い
う
呼
び
か
け
が
冒
頭
と

末
尾
で
反
復
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
異
な
点
に
お
い
て
も
、
三
作
は
共
通
し
て
い
る
。

い
ず
れ
の
作
品
も
主
人
公
の
行
平
が
一
人
称
で
独
白
を
語
る
形
式
を
と
る
。
彼
は
五
十
代
半
ば
の
男
性
で
、
古
美
術
を
愛
好
す
る
が
、

生
に
疲
れ
果
て
、
強
い
孤
独
を
抱
え
て
い
る
。
行
平
が
古
美
術
や
古
典
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
縁
」
と
し
て
、
三
人
の
死

者
と
彼
ら
に
ま
つ
わ
る
記
憶
を
想
起
す
る
こ
と
で
筋
は
展
開
し
て
い
く
。
そ
の
三
人
と
は
、
友
人
の
須
山
、
継
母
、
そ
し
て
生
母
で
あ

る
。
生
母
と
継
母
は
姉
妹
で
あ
り
、
文
中
に
明
瞭
に
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
行
平
の
父
が
妻
の
妹
と
不
義
の
関
係
を
結
び
、

妻
は
自
ら
命
を
絶
つ
。
そ
の
子
で
あ
る
行
平
を
妹
が
ひ
き
と
り
、
継
母
と
し
て
彼
を
育
て
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

（
５
）

。

ま
ず
「
反
橋
」
に
お
い
て
、
行
平
は
大
阪
の
住
吉
の
宿
で
、『
梁
塵
秘
抄
』
の
「
仏
は
常
に
い
ま
せ
ど
も
現
な
ら
ぬ
ぞ
哀
れ
な
る
、
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人
の
音
せ
ぬ
暁
に
ほ
の
か
に
夢
に
見
え
給
ふ
」
と
い
う
一
節
を
書
き
記
し
た
須
山
の
色
紙
を
偶
然
目
に
し
、
死
ん
だ
友
人
を
思
い
出
す
。

そ
し
て
帰
宅
後
、
住
吉
と
い
う
地
に
縁
の
あ
る
所
蔵
品
を
探
し
、
月
の
桂
を
描
い
た
吉
川
霊
華
の
掛
軸
を
床
に
か
け
、「
こ
れ
﹇
す
な

わ
ち
「
反
橋
」
と
い
う
こ
の
文
章
﹈
を
書
き
出
」
す
（７

：
３７８

）。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
ス
ー
チ
ン
の
少
女
像
、
竜
門
の
石
仏
の
首
、

の
ち
に
川
端
自
身
が
購
入
す
る
こ
と
に
な
る
浦
上
玉
堂
の
《
凍
雲
篩
雪
図
》（
図
２
）
や
《
夏
樹
野
橋
》、
池
大
雅
の
《
和
合
峰
の
図
》、

足
利
義
政
や
そ
の
子
義
尚
の
歌
切
、
藤
原
定
家
筆
の
伊
勢
集
、
三
条
西
実
隆
に
よ
る
住
吉
法
楽
百
首
と
三
六
歌
仙
の
色
紙
な
ど
、
一
見

脈
絡
の
な
い
古
美
術
の
数
々
が
次
々
と
言
及
さ
れ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
が
導
入
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
美
術
品
と
と
も
に
和
歌
も
ま

た
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
古
美
術
と
和
歌
、
い
に
し
え
の
イ
メ
ー
ジ
と
テ
ク
ス
ト
の
引
用
が
ゆ
る
や
か
に
協
働
し
つ
つ
プ

ロ
ッ
ト
が
進
行
す
る

（
６
）

。
そ
し
て
、
小
説
の
形
式
と
し
て
は
異
例
と
も
言
え
る
こ
う
し
た
展
開
の
果
て
、
紙
面
で
言
え
ば
八
割
ほ
ど
が
書

き
終
え
ら
れ
た
後
、
行
平
は
物
語
の
核
心
、
す
な
わ
ち
、
五
歳
の
頃
に
住
吉
神
社
の
反
橋
の
上
で
、
母
と
信
じ
て
い
た
女
性
が
実
の
母

で
は
な
く
継
母
で
あ
り
、
そ
の
姉
に
あ
た
る
実
母
が
最
近
死
ん
だ
と
い
う
告
白
を
継
母
の
口
か
ら
聞
い
た
際
の
ト
ラ
ウ
マ
的
な
記
憶
に

つ
い
て
、
よ
う
や
く
語
り
出
す
の
で
あ
る
。

川
端
が
行
平
を
自
分
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
異
論
の
余
地
は
な
い
。
両
者
と
も
「
生
に
や
ぶ
れ
果
て
」
た
（７

：
３８５

）
中
年

男
性
で
、
古
美
術
に
の
み
慰
め
を
見
出
し
て
い
る
。
自
分
が
「
死
の
な
か
か
ら
微
か
に
死
に
さ
か
ら
つ
て
い
た
に
過
ぎ
」
ず
、
古
美
術

を
「
見
て
ゐ
る
自
分
だ
け
が
こ
の
生
に
つ
な
が
つ
て
ゐ
る
や
う
な
思
ひ
」、
あ
る
い
は
「
そ
れ
を
見
て
ゐ
る
あ
い
だ
は
過
去
へ
失
つ
た

人
間
の
生
命
が
よ
み
が
へ
つ
て
自
分
の
う
ち
に
流
れ
る
や
う
な
思
ひ
」
が
す
る
（７

：
３７９

）
と
い
う
行
平
の
感
慨
は
、
上
述
し
た
川
端

の
古
美
術
に
対
す
る
態
度
と
重
な
り
合
う
。
石
浜
恒
夫
に
よ
れ
ば
、
川
端
が
こ
こ
で
言
及
し
て
い
る
作
品
は
、
彼
と
と
も
に
親
し
く
眺

め
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う

（
７
）

。
の
み
な
ら
ず
両
者
と
も
、
古
美
術
を
「
座
辺
師
友
」
と
し
て
座
右
に
置
い
て
文
章
を
執
筆
し
て
い
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る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
行
平
の
友
人
で
あ
る
故
人
の
須
山
に
は
、
昭
和
二
三
年
三
月
（「
反
橋
」
刊
行
の
七

か
月
前
）
に
逝
去
し
た
川
端
の
友
人
に
し
て
恩
人
、
菊
池
寛
の
面
影
が
明
ら
か
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
冒
頭
に
引
用
さ
れ

て
い
る
『
梁
塵
秘
抄
』
の
一
節
を
、
晩
年
の
菊
池
が
し
ば
し
ば
色
紙
に
書
い
て
い
た
こ
と
を
、
川
端
自
身
が
認
め
て
い
る
の
で
あ
る

（
８
）

。

次
々
に
言
及
さ
れ
る
古
美
術
群
は
一
見
脈
絡
を
欠
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
い
く
つ
か
の
点
で
関
連
を
有
し
て
い
る
。
第

一
の
共
通
点
は
、
行
平
自
身
も
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
「
住
吉
と
の
縁
」
で
あ
る
（
直
接
的
に
は
霊
華
に
よ
る
月
の
桂
と
三
条
西
実
隆

の
住
吉
法
楽
百
首
、
間
接
的
に
は
義
尚
の
歌
切
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
）。
あ
た
か
も
行
平
は
、
須
山
の
色
紙
を
見
た
現
在
の
住
吉
の

宿
か
ら
過
去
の
住
吉
の
回
想
へ
と
直
ち
に
遡
行
し
、
そ
こ
で
の
ト
ラ
ウ
マ
的
な
記
憶
――
「
私
の
生
涯
は
こ
の
時
に
狂
つ
た
の
で
あ
り

ま
し
た
」（７：

３８５

）
――
を
直
接
想
起
す
る
こ
と
は
あ
え
て
回
避
し
、
古
美
術
に
よ
る
「
縁
」
の
媒
介
を
不
可
避
の
遅
延
的
な
迂
回

う
ぶ
す
な

と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
彼
が
産
土
参
り
に
連
れ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
五
歳
の
彼
の
同
一
性
に
癒
し
が
た
い
亀

裂
を
入
れ
も
し
た
、
回
復
不
可
能
な
起
源
で
あ
る
住
吉
と
い
う
場＝

ト
ポ
ス
は
、
そ
れ
以
降
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な
い
彼
に
無
媒
介
の

接
近
を
禁
ず
る
タ
ブ
ー
の
地
な
の
で
あ
り
、「
私
は
住
吉
へ
行
つ
て
は
い
け
な
い
人
間
」（７

：
３８４

）
で
あ
る
と
い
う
述
懐
は
、
こ
の
こ

と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

川
端
の
引
用
す
る
古
美
術
が
も
つ
も
う
ひ
と
つ
の
共
通
点
は
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
「
末
世
の
人
」（７：

３７９
,３８３

）
の
手
に
な
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
。「
末
世
」
と
い
う
語
は
こ
こ
で
は
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
魂
の
病
ひ
」（７

：
３７９

）
を
病
ん
だ
近
代
（
霊

華
、
ス
ー
チ
ン
、
晩
年
の
ユ
ト
リ
ロ
、
玉
堂
な
ど
の
場
合
）、
あ
る
い
は
応
仁
の
乱
前
後
の
戦
乱
の
世
（
義
政
や
義
尚
、
実
隆
な
ど
）

を
も
指
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
川
端＝

行
平
も
、
世
紀
末
に
生
ま
れ
て
戦
後
を
生
き
て
い
る
と
い
う
点
で
、
二
重
の
意
味
で
の
「
末
世

の
人
」
な
の
で
あ
り
、
彼
は
古
美
術
を
介
し
て
現
在
の
自
己
を
複
数
の
過
去
へ
と
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
連
結
し
拡
散
し
て
い
る
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の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
古
美
術
を
め
ぐ
る
思
索
は
、
出
生
の
秘
密
と
い
う
個
人
史
的
な
起
源
、
お
よ
び
広
義
で
の
「
末

世
」
と
い
う
歴
史
的
・
一
般
的
な
過
去
へ
の
二
重
の
遡
及
を
媒
介
す
る
装
置
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
過
去
と
現
在
と
未
来
と
の

差
別
が
は
つ
き
り
し
な
い
」（７：

３７９

）
と
い
う
行
平
の
現
実
感
覚
の
欠
如
は
、
古
美
術
を
め
ぐ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る
連
想
（
妄
想
？
）

の
帰
結
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

他
方
、「
反
橋
」
で
引
用
さ
れ
る
和
歌
は
、
住
吉
に
ゆ
か
り
の
あ
る
も
の
が
多
い
が
、
な
か
で
も
夢
、
あ
る
い
は
夢
と
現
の
境
界
の

撹
乱
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
す
で
に
言
及
し
た
冒
頭
の
『
梁
塵
秘
抄
』
の
一
節
も
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
が
、

と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
足
利
義
尚
の
歌
切
に
書
か
れ
た
赤
染
衛
門
に
よ
る
一
首
、「
夢
や
ゆ
め
う
つ
つ
や
夢
と
わ
か
ぬ
か
な
い
か
な

る
世
に
か
さ
め
む
と
す
ら
む
」
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
乱
世
を
生
き
た
義
尚
自
身
の
心
情
を
表
現
す
る
と
と
も
に
、
五
歳
の
時
に
反
橋

を
渡
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
行
平
の
記
憶
の
曖
昧
さ
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
反

橋
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
構
造
全
体
を
入
れ
子
状
に
凝
縮
し
て
示
す
エ
ン
ブ
レ
ム
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、「
反
橋
」
の
語
り
の
プ
ロ
セ
ス
は
夢
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
。
幼
年
時
代
の
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
記
憶
の
〈
検
閲
〉
と
、

そ
れ
を
〈
置
き
換
え
〉
た
、
あ
る
い
は
〈
視
覚
像
に
翻
訳
〉
し
た
古
美
術
品
を
介
し
た
迂
回
的
・
媒
介
的
な
想
起
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
い

う
〈
夢
の
作
業
〉
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
見
脈
絡
を
欠
い
た
美
術
品
や
和
歌
が
次
々
と
換
喩
的
に
隣
接
す

る
こ
と
で
心
的
連
合＝

連
想
が
進
行
し
て
い
く
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
構
造
そ
れ
自
体
、
夢
の
構
造
と
似
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

夢
の
中
の
夢
、
象
徴
性
の
象
徴
――
「
し
ぐ
れ
」

住
吉
三
部
作
の
二
作
目
に
あ
た
る
「
し
ぐ
れ
」（
昭
二
四
・
一
）
に
お
い
て
は
、
行
平
を
「
古
い
日
本
の
か
な
し
み
に
引
き
い
れ
る
」
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（７
：
３９０

）
も
の
と
し
て
、
古
美
術
や
和
歌
の
ほ
か
に
、
よ
り
非
物
質
的
か
つ
感
覚
的
な
要
素
、
す
な
わ
ち
〈
音
〉
が
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
し
ぐ
れ
の
音
、「
私
の
遠
い
過
去
か
ら
で
も
聞
こ
え
て
来
る
や
う
」
な
落
葉
の
音＝

幻
聴
、
雷
鳴
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
幻
想
的
な
音
は
、「
山
の
音
」（
昭
二
四
・
九
）
で
信
吾
の
聞
い
た
山
の
鳴
る
音
や
、
の
ち
に
分
析
す
る
「
た
ま
ゆ
ら
」（
昭

二
六
・
五
）
に
お
け
る
勾
玉
が
触
れ
合
う
音
と
も
響
き
あ
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
秋
の
夜
に
降
り
出
し
た
し
ぐ
れ
の
音
か
ら
の
連

想
に
誘
わ
れ
て
、
行
平
は
し
ぐ
れ
に
ち
な
ん
だ
二
人
の
詩
人
、
す
な
わ
ち
芭
蕉
と
宗
祇
を
想
起
す
る
。
芭
蕉
に
つ
い
て
は
、「
西
行
の

和
歌
に
お
け
る
、
宗
祇
の
連
歌
に
お
け
る
、
雪
舟
の
絵
に
お
け
る
、
利
休
が
茶
に
お
け
る
、
そ
の
貫
道
す
る
も
の
は
一
な
り
」
と
い
う

『
笈
の
小
文
』
の
冒
頭
句
が
引
用
さ
れ
、
行
平
は
こ
の
言
葉
を
「
魔
よ
け
の
や
う
に
つ
ぶ
や
い
て
」、
そ
こ
に
「
古
今
を
貫
く
一
す
ぢ

の
稲
妻
」（７：

３９０

）
を
看
取
し
て
い
る
。
行
平
に
と
っ
て
芭
蕉
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
過
去
と
現
在
を
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に

結
び
つ
け
、
稲
妻
の
よ
う
な
生
命
力
に
よ
っ
て
不
吉
な
死
の
影
を
祓
う
魔
術
的
な
呪
文
な
の
だ
。
他
方
、「
乱
離
の
世
を
古
典
と
と
も

に
長
生
き
し
た
」（７：

３９２

）
こ
と
が
行
平
に
共
感
を
抱
か
せ
る
宗
祇
に
つ
い
て
は
、
い
ま
わ
の
際
に
夢
で
定
家
に
出
会
っ
た
と
い
う

『
宗
祇
終
焉
期
』
の
記
述
が
引
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
宗
祇
の
夢
と
死
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
と
、
行
平
も
ま
た
浅
い
眠
り
に
入
り
夢

を
見
る
の
で
あ
る
。
夢
が
夢
を
誘
い
、
夢
に
類
似
し
た
構
造
を
も
つ
テ
ク
ス
ト
の
中
に
夢
の
逸
話
が
挿
入
さ
れ
る
。
換
喩
的
に
隣
接
し
、

入
れ
子
状
に
嵌
合
さ
れ
た
複
数
の
夢
の
戯
れ
は
、
文
中
に
引
用
さ
れ
た
「
旅
の
世
に
ま
た
旅
寝
し
て
草
枕
夢
の
う
ち
に
ぞ
夢
を
み
る
か

な
」
と
い
う
千
載
和
歌
集
の
一
首
に
、
や
は
り
そ
の
エ
ン
ブ
レ
ム
的
な
表
現
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
夢
の
中
の
夢
〉
に

お
い
て
、
再
び
古
美
術
が
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。

こ
の
夢
の
中
で
行
平
は
、
二
枚
の
手
の
デ
ッ
サ
ン
を
見
て
い
る
。
一
方
は
黒
田
清
輝
に
よ
る
明
治
天
皇
の
手
を
描
い
た
「
き
び
し
い

絵
」、
他
方
は
大
正
時
代
の
洋
画
家
に
よ
る
大
正
天
皇
の
手
を
表
し
た
「
や
は
ら
か
い
絵
」
で
あ
る
（７：

３９２

）。
二
つ
を
見
比
べ
る
う
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ち
に
目
を
覚
ま
す
と
、
行
平
は
、
黒
田
清
輝
作
と
思
っ
て
い
た

も
の
が
実
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
一
五
〇
八
年
に
制
作
し
た
、
合

掌
し
た
使
徒
の
手
を
描
い
た
デ
ッ
サ
ン
（
図
３
）
で
あ
り
、
そ

の
手
が
死
ん
だ
須
山
の
手
に
似
て
い
る
こ
と
に
思
い
当
た
る
。

こ
こ
で
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
黒
田
清
輝
に
、
須
山
が
明
治
天
皇
あ

る
い
は
使
徒
に
、
そ
し
て
故
人
の
手
が（
合
掌
し
た
）手
の
デ
ッ

サ
ン
に
〈
置
き
換
え
〉
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
目
覚
め
た

行
平
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
画
集
を
取
り
出
し
て
使
徒
の
手
の
デ
ッ

サ
ン
を
眺
め
る
。す
る
と
そ
の
手
が「
い
よ
い
よ
生
き
て
来
て
」

（７
：
３９３

）、死
ん
だ
は
ず
の
須
山
が
復
活
し
て
自
分
に
向
か
っ

て
合
掌
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

「
天
の
象
徴
」（
昭
二
五
・
三
）
を
読
む
と
、
こ
の
夢
が
川

端
の
実
際
に
見
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
さ
ら
に
目
覚

め
た
彼
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
画
集
を
見
て
思
い
出
し
た
の
が
、
昭

和
二
二
年
十
二
月
に
逝
去
し
た
友
人
横
光
利
一
の
手
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。「
天
の
象
徴
」
執
筆
際
に
彼
の
原
稿
用
紙
の

上
に
文
鎮
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
ロ
ダ
ン
の
女
の
手
（
図
４
）

図３ アルブレヒト・デューラー
《使徒の手の習作》１５０８年頃、
ウィーン、アルベルティーナ版
画素描館

図４ オーギュスト・ロダン《女の手》
ブロンズ、１９‐２０世紀、川端康成
記念会
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か
ら
も
、
彼
は
横
光
の
手
を
思
い
出
す
。
手
を
表
象
し
た
美
術
品
と
い
う
「
象
徴
」
に
、
須
山
／
明
治
天
皇
／
使
徒
／
横
光
利
一
な
ど
、

現
実
と
虚
構
の
閾
を
超
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
が
〈
圧
縮
〉
さ
れ
て
い
る
（
さ
ら
に
言
え
ば
、
須
山
と
い
う
人
物
に
は
菊
池
寛
と
横
光

利
一
と
い
う
川
端
の
二
人
の
友
人＝

故
人
が
圧
縮
さ
れ
て
も
い
る
）。
ま
た
手
は
、
意
識
の
朦
朧
と
し
た
い
ま
わ
の
際
の
横
光
が
、
思

考
を
伝
え
よ
う
と
用
い
た
媒
体
で
も
あ
っ
た
。
顔
の
表
情
ほ
ど
に
意
味
が
明
瞭
に
伝
わ
ら
な
い
手
は
顔
よ
り
も
「
象
徴
的
」
で
あ
る
と

す
る
川
端
は
、
手
と
い
う
形
象
に
、
横
光
文
学
の
特
性
で
あ
る
「
象
徴
性
」
そ
の
も
の
の
象
徴
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

「
し
ぐ
れ
」
と
「
天
の
象
徴
」
に
お
け
る
手
を
表
し
た
美
術
品
は
、
行
平
／
川
端
を
死
者
（
須
山
／
横
光
）
の
回
想
へ
と
導
き
、
さ

ら
に
死
者
に
「
い
よ
い
よ
生
き
て
来
」
る
実
在
感
を
賦
与
す
る
媒
体
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
夢
に
隣
接
し
た
夢
、
夢
の
中
の
夢
、

あ
る
い
は
象
徴
性
そ
れ
自
体
の
象
徴
と
い
っ
た
よ
う
に
、
イ
メ
ー
ジ
の
無
限
連
関
に
包
摂
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
作
動
さ
せ
る
契
機

で
も
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
と
き
古
美
術
は
、
そ
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
が
本
来
は
ら
ん
で
い
る
豊
か
な
物
質
性
を
捨
象
さ
れ
、
表
象
を
紡
ぐ
た

め
の
記
号
と
し
て
し
か
機
能
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
実
際
「
反
橋
」
で
も
「
し
ぐ
れ
」
で
も
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は

美
術
品
の
主
題
表
象
の
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
そ
の
現
前
性
や
触
覚
性
や
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
と
い
っ
た
、
骨
董
愛
好
に
お
い
て
不
可
欠
の
要
素

で
あ
る
物
質
的
側
面
は
、
ほ
と
ん
ど
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
る
（
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
手
の
素
描
と
ロ
ダ
ン
の
手
の
塑
像
に
つ
い
て
の
二
つ
の

記
述
の
間
に
、
わ
れ
わ
れ
は
本
質
的
な
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
）。
こ
の
物
質
性
の
捨
象
こ
そ
が
、
川
端
に
と
っ
て
の
（「
骨

董
」
と
は
異
な
る
）「
古
美
術
」
の
特
異
性
で
も
あ
り
、
ま
た
限
界
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。「
天
の
象
徴
」
に
よ
れ
ば
、
横
光
が
息
を
引
き

取
っ
た
時
刻
、
彼
は
荻
須
高
徳
の
ア
ト
リ
エ
で
「
空
が
大
き
く
雲
の
多
い
」
二
枚
の
風
景
画
を
見
て
い
た
（２９

：
１３４

）。
横
光
の
死
後
、

彼
は
荻
須
か
ら
こ
れ
ら
の
絵
を
借
り
て
眺
め
、
雲
を
介
し
て
横
光
に
再
会
す
る
よ
う
な
感
覚
を
味
わ
っ
た
と
い
う
。
川
端
に
と
っ
て
の

「
古
美
術
」
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
雲
の
ご
と
き
何
か
、「
あ
な
た
は
ど
こ
に
お
い
で
な
の
で
せ
う
か
。」
と
い
う
生
者
か
ら
の
死
者
へ

－２７６－



の
呼
び
か
け
に
応
じ
、
天
上
と
地
上
と
を
ひ
と
と
き
結
ぶ
が
、
し
か
し
雲
と
同
様
に
そ
れ
自
体
で
は
ほ
と
ん
ど
触
知
で
き
な
い
、
非
物

質
的
な
「
天
の
象
徴
」
な
の
で
あ
る
。

「
し
ぐ
れ
」
に
続
く
住
吉
三
部
作
の
第
三
作
目
に
あ
た
る
「
住
吉
」（
昭
二
四
・
四
）
に
お
い
て
、
も
は
や
古
美
術
は
ほ
と
ん
ど
姿

を
消
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
幼
い
行
平
に
『
住
吉
物
語
』
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
「
母
﹇＝

継
母
﹈
の
声
」、
そ
し
て
彼
女
の
奏
で
る

「
琴
の
音
」
と
い
う
、
二
つ
の
非
物
質
的
な
音
声
が
、
行
平
を
幼
年
期
の
回
想
へ
と
い
ざ
な
う
。
そ
う
し
た
文
章
内
容
と
連
動
す
る
か

の
よ
う
に
、
形
式
面
で
は
、
古
典
の
引
用
が
さ
ら
に
増
大
し
、
地
の
文
と
引
用
文
の
区
別
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
ま
で
に
両
者
は
相
互

に
溶
解
し
融
合
し
て
い
く

（
９
）

。
母
の
音
声
と
古
典
の
引
用
に
埋
没
す
る
こ
と
で
主
体
的
な
自
己
を
消
去
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
こ
の

文
体
は
、「
日
本
の
ふ
る
さ
と
の
落
葉
に
埋
も
れ
る
」（「
独
影
自
命
」３３

：
２６８

）
こ
と
を
望
ん
だ
戦
後
の
川
端
に
の
み
可
能
な
、
き
わ

め
て
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
。

三

彼
岸
か
ら
／
へ
の
音
――
「
た
ま
ゆ
ら
」

川
端
作
品
に
登
場
す
る
古
美
術
が
有
す
る
こ
う
し
た
非
物
質
性
は
、
美
術
商
た
ち
が
証
言
す
る
よ
う
に
、
彼
の
愛
好
し
た
美
術
品
が
、

絵
画
と
い
う
表
象
的
な
視
覚
芸
術
を
中
心
と
し
て
い
た
と
い
う
事
実
に
も
由
来
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
よ
り
物
質
性
の
強
い
非

表
象
的
な
事
物
、
す
な
わ
ち
勾
玉
（
以
下
で
は
川
端
に
従
い
「
曲
玉
」
と
表
記
）
と
い
う
古
美
術
品
を
プ
ロ
ッ
ト
の
中
心
に
据
え
た
の

が
、
短
編
「
た
ま
ゆ
ら
」（
昭
二
六
・
五
）
で
あ
る
。

物
語
は
死
去
し
た
治
子
と
、
彼
女
が
祖
父
の
遺
品
と
し
て
所
持
し
て
い
た
三
つ
の
曲
玉
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
。
語
り
手
の
「
私
」

は
、
彼
の
娘
が
治
子
の
妹
・
礼
子
の
友
達
だ
っ
た
た
め
、
治
子
も
彼
の
家
に
遊
び
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
治
子
の
形
見
で
あ
る
三
つ

古美術の／というメディウム――戦後の川端文学の一側面－２７７－



の
曲
玉
は
、
彼
女
の
母
の
意
思
に
よ
り
、「
私
」
と
治
子
の
恋
人
の
瀬
田
、
そ
し
て
妹
の
礼
子
の
間
で
分
け
ら
れ
る
。
生
前
の
治
子
が

愛
し
た
の
が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
曲
玉
を
糸
に
通
し
て
ゆ
す
る
こ
と
で
聞
こ
え
る
か
す
か
な
音
で
あ
り
、
治
子
は
こ
の
音
を「
た
ま
ゆ
ら
」

と
呼
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
「
小
鳥
の
さ
へ
づ
る
よ
う
な
音
」
で
あ
り
、「
静
か
に
夢
見
る
や
う
な
さ
へ
づ
り
」（７：

４９３

）
で
あ
る
と
い

う
。
彼
女
が
息
を
ひ
き
と
る
間
際
に
も
、
治
子
の
耳
元
で
曲
玉
を
鳴
ら
し
、
た
ま
ゆ
ら
を
聞
か
せ
て
や
っ
た
母
は
、
治
子
の
命
日
に
も

曲
玉
を
も
ち
よ
っ
て
「
た
ま
ゆ
ら
」
を
聞
く
こ
と
を
提
案
す
る
。
彼
女
の
霊
が
た
ま
ゆ
ら
を
聞
く
た
め
に
家
へ
帰
る
よ
う
に
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
た
ま
ゆ
ら
は
「
生
と
死
の
あ
い
だ
に
通
う
さ
さ
や
き
」（７：

５０６

）
な
の
で
あ
り
、「
し
ぐ
れ
」
に
お
い
て
と
同
様
こ
こ
に

お
い
て
も
、
音
と
い
う
非
物
質
的
な
媒
体
が
天
上
と
地
上
の
交
通
を
可
能
と
し
て
い
る
。

「
た
ま
ゆ
ら
」
に
は
他
方
、
住
吉
三
部
作
と
は
異
な
り
、
曲
玉
と
い
う
古
美
術
品
つ
い
て
の
比
較
的
詳
し
い
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
以
下
は
、
新
緑
の
五
月
、「
私
」
が
曲
玉
を
目
に
近
づ
け
、
そ
の
向
こ
う
の
木
々
の
緑
を
透
か
し
見
よ
う
と
し
た
際
の
一
節

で
あ
る
――

青
碧
色
と
い
ふ
の
か
、
翠
緑
色
と
い
ふ
の
か
、
思
つ
た
よ
り
も
緑
の
勝
つ
た
青
で
、
こ
の
世
の
色
で
な
い
や
う
に
美
し
い
。
玉
そ

の
も
の
の
色
が
外
に
逃
げ
な
い
で
内
に
こ
も
る
と
い
ふ
透
明
度
で
、
曲
玉
の
な
か
に
深
い
色
の
世
界
が
あ
る
や
う
だ
。
夢
の
空
で
あ

る
か
、
夢
の
海
で
あ
る
か
、
し
か
し
、
あ
ざ
や
か
な
五
月
で
あ
る
。（７：

５００

）。

だ
が
続
い
て
、
内
に
こ
も
っ
た
曲
玉
の
深
い
色
は
、
瀬
田
に
対
す
る
治
子
の
愛
情
の
象
徴
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
こ
こ
で
も
古
美
術
が
、
恋
人
の
瀬
田
に
（
悪
）
夢
を
見
さ
せ
る
契
機
と
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
た
ま
ゆ
ら
」
に
お
い
て
も
や
は
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り
古
美
術
の
フ
ォ
ル
ム
や
メ
デ
ィ
ウ
ム
そ
れ
自
体
に
対
す
る
関
心
は
希
薄
で
（
驚
く
べ
き
こ
と
に
曲
玉
の
形
状
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く

記
述
さ
れ
て
い
な
い
）、
象
徴
と
い
う
「
深
い
」
世
界
へ
の
足
が
か
り
、
あ
る
い
は
「
夢
」
と
い
う
非
物
質
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
紡
ぐ
契

機
へ
と
、
い
つ
の
間
に
か
す
り
か
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

川
端
が
曲
玉
を
小
説
に
と
り
上
げ
た
の
は
、
銀
座
の
古
美
術
商
、
山
岡
�
兵
衛
に
た
ま
ゆ
ら
を
聞
か
せ
ら
れ
た
経
験
が
き
っ
か
け
で

あ
っ
た
。
彼
は
山
岡
に
何
度
か
曲
玉
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
見
せ
て
も
ら
い
、
説
明
も
聞
い
た
が
、
購
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
（「
独
影
自
命
」３３

：
５１６

）。「
た
ま
ゆ
ら
」
に
お
け
る
曲
玉
の
素
材
は
翡
翠
か
あ
る
い
は
琅

か
、
主
人
公
は
判
断
し
か
ね
て
い

る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
川
端
が
貴
石
製
の
古
美
術
品
に
対
す
る
強
い
関
心
を
作
品
に
定
着
さ
せ
た
の
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
。

と
り
わ
け
水
晶
で
で
き
た
数
珠
や
玉
は
、
彼
の
偏
愛
の
対
象
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
石
の
名
を
タ
イ
ト
ル
に
冠
し
た
短
編
「
水
晶
幻
想
」

（
昭
六
・
一
〜
七
）
に
お
い
て
、
作
品
の
中
心
を
占
め
る
モ
チ
ー
フ
は
、
主
人
公
の
「
夫
人
」
が
そ
の
前
に
座
っ
て
延
々
と
自
由
連
想

を
展
開
す
る
三
面
鏡
で
あ
る
が
、
夫
人
の
奇
妙
な
内
的
独
白
に
お
い
て
、
鏡
は
水
晶
と
ほ
と
ん
ど
同
一
化
し
て
い
る
――

近
眼
の
魚
の
眼
の
水
晶
体
。
水
晶
の
玉
。
ガ
ラ
ス
。
大
き
い
水
晶
の
玉
を
見
つ
め
て
ゐ
る
、
イ
ン
ド
な
の
か
、
ト
ル
コ
な
の
か
、

エ
ヂ
プ
ト
な
の
か
、
東
方
の
預
言
者
。
水
晶
の
玉
の
中
に
小
さ
い
模
型
の
や
う
に
過
去
と
未
来
と
の
姿
が
浮
か
び
上
が
つ
た
、
活
動

写
真
の
画
面
。
水
晶
幻
想
。
玻
璃
幻
想
。
秋
風
。
空
。
海
。
鏡
。

「
過
去
と
未
来
」
を
媒
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
「
空
」
や
「
海
」
が
内
包
さ
れ
た
小
宇
宙
と
し
て
の
水
晶
の
玉
は
、「
た
ま
ゆ

ら
」
に
お
け
る
曲
玉
と
類
似
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
直
接
続
く
文
章
に
お
い
て
、
こ
の
水
晶＝

鏡
か
ら
は
、
曲
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玉
が
発
す
る
た
ま
ゆ
ら
と
同
様
、
人
を
異
界
へ
と
い
ざ
な
う
音
な
ら
ぬ
音
が
聞
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
――

あ
あ
、
こ
の
鏡
の
な
か
か
ら
聞
え
て
ゐ
る
の
だ
わ
。
音
の
な
い
音
。
音
の
な
い
雪
の
や
う
に
海
の
底
へ
落
ち
る
白
い
死
骸
の
雨
。

人
間
の
心
の
な
か
に
降
り
注
ぐ
死
の
本
能
の
音
。﹇
…
…
﹈
私
は
こ
の
鏡
を
愛
す
る
、
私
は
可
哀
想
な
鏡
に
な
つ
て
し
ま
ふ
の
か
し

ら
。（３：

３５３
）

同
じ
頃
に
執
筆
さ
れ
た
「
抒
情
歌
」（
昭
七
・
二
）
に
お
い
て
も
、
や
は
り
三
面
鏡
と
水
晶
が
登
場
す
る
。
主
人
公
で
あ
る
龍
枝
は

霊
能
力
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
て
の
恋
人
で
、
彼
女
を
裏
切
り
、
そ
の
後
死
ん
だ
「
あ
な
た
」
の
転
生
し
た
姿
を
床
の
間
の
紅
梅
に
見

出
し
、
念
じ
つ
つ
そ
の
霊
に
語
り
か
け
る
。「
死
人
に
も
の
い
ひ
か
け
る
と
は
、
な
ん
と
い
ふ
悲
し
い
人
間
の
習
は
し
で
あ
り
ま
せ

う
。」（３：

４７３

）
と
い
う
冒
頭
の
言
葉
は
、
住
吉
三
部
作
の
冒
頭
と
末
尾
で
反
復
さ
れ
る
「
あ
な
た
は
ど
こ
に
お
い
で
な
の
で
せ
う

か
。」
と
い
う
呼
び
か
け
と
も
響
き
あ
う
。
龍
枝
が
母
を
喪
っ
た
後
「
あ
な
た
」
に
手
紙
を
書
き
、
不
可
思
議
な
仕
方
で
心
を
通
わ
せ

た
（
手
紙
を
出
し
た
直
後
に
「
あ
な
た
」
か
ら
も
同
内
容
の
手
紙
が
届
い
た
と
い
う
）
の
は
、
三
面
鏡
の
前
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
幼
い

彼
女
の
透
視
力
を
試
そ
う
と
、
小
学
校
の
校
長
が
そ
の
内
容
を
見
せ
ず
に
彼
女
に
書
名
を
当
て
さ
せ
た
の
が
『
枕
草
子
』
で
あ
り
、
ま

た
そ
の
一
節
が
「
あ
て
な
る
も
の
」
と
題
さ
れ
た
段
で
あ
っ
た
。
そ
の
文
章
に
お
い
て
「
あ
て
な
る
も
の
」
と
し
て
藤
の
花
な
ど
と
と

も
に
言
及
さ
れ
る
の
が
、「
水
晶
の
数
珠
」
な
の
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
の
同
じ
一
節
は
、
お
よ
そ
四
十
年
後
、
ま
さ
し
く
「
水
晶
の
数

珠
な
ど
」
と
題
さ
れ
た
随
筆
（
昭
四
五
・
五
〜
七
）
に
お
い
て
、
再
び
姿
を
現
す
。
こ
こ
で
晩
年
の
川
端
は
、
そ
の
前
年
の
秋
、
京
都

の
美
術
商
で
見
せ
て
も
ら
っ
た
鎌
倉
時
代
の
大
き
な
水
晶
の
数
珠
、「
あ
や
し
い
お
そ
ろ
し
さ
が
こ
も
つ
て
い
る
や
う
な
」
そ
の
数
珠

－２８０－



に
「
こ
は
い
ほ
ど
ひ
き
こ
ま
れ
」
た
経
験
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（２８

：
４５７

）。
さ
ら
に
、
年
代
的
に
「
た
ま
ゆ
ら
」
に
最
も
近
い
、

「
天
授
の
子
」
の
続
編
「
水
晶
の
玉
」（
昭
二
五
・
三
）
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
こ
う
。
川
端
を
モ
デ
ル
と
し
た
主
人
公
は
夜
更
け
、

は
こ
せ
こ

婚
礼
衣
装
の
函
迫
の
飾
り
だ
っ
た
と
い
う
古
い
大
き
な
水
晶
の
玉
を
掌
に
は
さ
み
合
掌
す
る
こ
と
で
、
そ
の
「
冷
た
さ
」
に
よ
っ
て
心

を
鎮
め
る
の
で
あ
る
（２３

：
６００

）。

他
方
、
曲
玉
に
あ
っ
て
水
晶
に
欠
け
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
不
透
明
な
色
彩
で
あ
る
。
治
子
の
内
面
的
な
愛
の
象
徴
で
あ
る
「
曲
玉

の
な
か
に
こ
も
る
深
い
色
」（７

：
５０４

）
は
、
治
子
の
死
ん
だ
五
月
の
緑
と
も
照
応
し
、
さ
ら
に
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
新
緑
の
生

命
を
凝
縮
し
物
質
化
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
曲
玉
を
治
子
の
妹
の
礼
子
に
返
そ
う
と
そ
の
命
日
に
参
っ
た
「
私
」
は
、
小
雨
に
降
ら
れ

て
輝
く
庭
の
若
葉
の
緑
が
礼
子
の
顔
と
治
子
の
遺
影
――
「
死
ん
だ
人
の
生
き
生
き
と
し
た
写
真
」（７：

４９５

）
――
の
両
方
に
映
る
様

子
を
見
て
感
慨
に
ふ
け
る
。
新
緑
の
季
節
に
死
ん
だ
姉
の
治
子
の
「
微
妙
な
女
の
生
命
」
は
、
緑
の
曲
玉
、
そ
し
て
姉
の
写
真
と
妹
の

現
実
の
顔
に
同
時
に
反
映
す
る
若
葉
の
緑
を
媒
介
に
、「
姉
か
ら
妹
へ
と
流
れ
る
」
の
で
あ
る
（７

：
５０７

）。
川
端
文
学
に
お
い
て
は
、

写
真
が
生
と
死
を
横
断
す
る
装
置
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る

（
１０
）

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
近
代
的
な
メ
デ
ィ
ア
が
古
美
術
の
メ
デ
ィ
ウ
ム

と
密
接
に
結
び
つ
き
、
生
命
伝
達
の
奇
跡
に
寄
与
し
て
い
る
。
遺
影
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
と
曲
玉
――
そ
の
か
た
ち
は
胎
児
を
模
し
た
も

の
と
も
言
わ
れ
る
――
の
「
深
い
色
」
が
死
と
生
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
表
象
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

四

降
霊
と
転
生
――
『
千
羽
鶴
』（
１
）

「
た
ま
ゆ
ら
」
に
お
い
て
曲
玉
を
受
け
と
り
、
そ
れ
を
つ
け
た
古
代
人
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
「
私
」
は
、
ふ
と
突
然
、
生
前

の
治
子
が
愛
の
時
に
曲
玉
を
身
に
つ
け
、
た
ま
ゆ
ら
を
聞
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
想
像
を
抱
く
。
そ
し
て
、
そ
の
「
美
し
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い
愛
の
さ
さ
や
き
」
を
聞
い
た
か
も
知
れ
な
い
瀬
田
に
対
し
、「
や
る
せ
な
い
悔
恨
の
こ
も
つ
た
」
嫉
妬
を
覚
え
る
（７

：
４９７

）。
か
か

る
古
美
術
と
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
の
共
謀
を
「
た
ま
ゆ
ら
」
以
上
に
は
っ
き
り
と
前
景
化
し
て
描
き
出
し
た
の
が
、
長
編
『
千
羽
鶴
』

で
あ
る
。

『
千
羽
鶴
』
は
別
個
に
発
表
さ
れ
た
五
つ
の
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。「
千
羽
鶴
」（
昭
二
四
・
五
）、「
森
の
夕
日
」（
昭
二
四
・
八
）、

「
絵
志
野
」（
昭
二
五
・
三
）、「
母
の
口
紅
」（
昭
二
五
・
一
一
〜
一
二
）、「
二
重
星
」（
昭
二
六
・
一
〇
）
で
あ
る
。
最
初
の
章
は
「
住

吉
」（
昭
二
四
・
四
）
の
直
後
に
発
表
さ
れ
、「
た
ま
ゆ
ら
」（
昭
二
六
・
五
）
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
「
母
の
口
紅
」
と
「
二
重
星
」
に

は
さ
ま
れ
た
時
期
に
お
い
て
で
あ
る
。
古
美
術
を
登
場
さ
せ
た
こ
れ
ら
の
作
品
が
、
時
間
的
に
も
相
互
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。主

人
公
の
三
谷
菊
治
は
二
十
代
後
半
で
、
生
者
の
登
場
人
物
の
中
で
は
唯
一
の
男
性
で
あ
る
。
彼
を
取
り
巻
く
四
人
の
女
性
は
い
ず

れ
も
、
死
ん
だ
菊
治
の
父
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
一
時
期
父
の
愛
人
で
あ
り
、
現
在
は
茶
の
宗
匠
を
し
て
い
る
栗
本
ち
か

子
、
彼
女
の
も
と
で
茶
を
習
う
稲
村
ゆ
き
子
、
父
の
友
人
の
妻
で
同
様
に
彼
の
愛
人
と
な
っ
た
太
田
未
亡
人
、
そ
し
て
そ
の
娘
で
あ
り
、

や
は
り
ち
か
子
の
弟
子
で
あ
る
文
子
で
あ
る
。
だ
が
主
人
公
の
菊
治
も
、
最
も
強
い
存
在
感
を
放
つ
ち
か
子
も
、
川
端
自
身
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
「
狂
言
回
し
」
に
過
ぎ
ず
（「
独
影
自
命
」３３

：
５３７

）、
茶
に
ま
つ
わ
る
古
美
術
、
と
り
わ
け
茶
碗
が
ほ
と
ん
ど
登
場
人
物

以
上
の
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
。

第
一
章
の
「
千
羽
鶴
」
は
、
ち
か
子
の
催
す
鎌
倉
円
覚
寺
の
茶
会
に
菊
治
が
逡
巡
し
つ
つ
赴
く
場
面
か
ら
始
ま
る
。
茶
会
の
案
内
状

を
読
ん
で
い
た
菊
治
は
、
幼
い
頃
に
見
て
し
ま
っ
た
ち
か
子
の
あ
ざ
を
思
い
出
す
。
父
に
連
れ
ら
れ
て
ち
か
子
の
家
に
行
く
と
、
彼
女

は
胸
を
は
だ
け
て
、
そ
の
黒
紫
の
あ
ざ
か
ら
生
え
て
く
る
ら
し
い
毛
を
切
っ
て
い
た
。
こ
の
衝
撃
的
な
光
景
は
そ
の
後
も
菊
治
に
取
り

－２８２－



憑
き
、
彼
は
こ
の
記
憶
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
茶
の
呪
縛
で
も
あ
っ
た
。
菊
治
の
父
の
死
後
ほ
と
ん
ど
中
性
化

し
、
世
事
に
長
け
た
毒
気
あ
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
ち
か
子
が
菊
治
を
茶
会
に
誘
っ
た
の
は
、
彼
に
ゆ
き
子
を
引
き
合
わ
せ
る
た
め

で
あ
っ
た
。
桃
色
の
縮
緬
地
に
白
く
千
羽
鶴
を
表
し
た
風
呂
敷
を
も
つ
清
楚
な
令
嬢
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
茶
会
に
は
、
ち
か
子
の

予
期
し
な
か
っ
た
客
も
訪
れ
る
。
魔
性
と
無
垢
が
奇
妙
に
同
居
し
た
女
性
で
あ
る
太
田
未
亡
人
、
そ
し
て
そ
の
娘
の
文
子
で
あ
る
。
彼

ら
は
同
じ
ひ
と
つ
の
黒
織
部
茶
碗
か
ら
茶
を
飲
む
。「
正
面
の
白
ぐ
す
り
の
と
こ
ろ
に
、
や
は
り
黒
で
早
わ
ら
び
が
描
い
て
あ
」
る
こ

の
茶
碗
（
参
考
図
１
）
は
、
太
田
か
ら
太
田
未
亡
人
、
菊
治
の
父
、
そ
し
て
ち
か
子
へ
と
受
け
継
が
れ
た
「
奇
怪
な
運
命
の
茶
碗
」
で

あ
る
（１２

：
２２

‐２３

）。
こ
の
茶
会
、
あ
る
い
は
こ
の
茶
碗
が
彼
ら
を
〈
魔
界
〉
へ
と
導
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
単
に
、

茶
碗
の
黒
い
色
が
不
吉
で
暗
い
運
命
や
死
を
象
徴
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い

（
１１
）

。
こ
の
黒
織
部
は
、
そ
こ
に
菊
治
の「
父
の
亡
霊
」（１２

：

２６

）
が
招
喚
さ
れ
る
〈
依
り
代
〉
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
ち
か
子
の
茶

会
が
期
せ
ず
し
て
そ
の
〈
降
霊
〉
の
儀
式
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
さ

ら
に
い
え
ば
こ
の
茶
碗
は
、
死
ん
だ
父
の
霊
魂
が
そ
こ
に
盛
ら
れ
る
器
す

な
わ
ち
身
体
な
の
で
あ
り
、
ち
か
子
や
太
田
夫
人
が
こ
の
茶
碗＝

身
体
を

「
唇
に
あ
て
た
り
、
手
で
撫
で
さ
す
つ
た
り
」
す
る
（１２

：
２３

）
と
い
う

行
為
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
含
意
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

し
て
、
黒
織
部
の
茶
碗
と
ち
か
子
の
「
あ
の
あ
ざ
に
祟
ら
れ
」
た
（１２

：

３２

）
菊
治
と
太
田
夫
人
は
、
茶
会
の
帰
り
に
肉
体
関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。

「
千
羽
鶴
」
に
お
い
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
が
、
強
い
物
質
性

参考図１ 黒織部筒茶碗
銘「さわらび」１７世紀、
福岡市美術館
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と
身
体
性
を
宿
し
た
こ
れ
ら
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
続
く
第
二
章
「
森
の
夕
日
」
に
お
い
て
は
、
よ
り
非
物
質
的
で

視
覚
的
な
形
象
が
た
び
た
び
登
場
す
る
。
場
面
は
菊
治
の
自
宅
の
茶
室
で
展
開
し
、
そ
こ
に
ゆ
き
子
と
太
田
夫
人
が
順
に
訪
れ
る
。
ゆ

き
子
に
つ
い
て
の
記
述
を
特
徴
づ
け
る
の
は
〈
光
〉
と
〈
香
り
〉
で
あ
る
。
菊
治
が
ゆ
き
子
が
待
つ
薄
暗
い
座
敷
に
入
る
と
「
令
嬢
の

明
か
り
が
ほ
う
つ
と
さ
し
て
ゐ
る
や
う
」（１２

：
５０

）
に
思
わ
れ
、
ま
た
ゆ
き
子
の
言
葉
を
聞
い
て
「
真
向
か
ら
光
の
き
ら
め
く
鞭
に

叩
か
れ
た
や
う
」（１２

：
５５

）
な
衝
撃
を
受
け
る
。
そ
の
夜
、
菊
治
は
ゆ
き
子
の
残
り
香
を
慕
っ
て
茶
室
に
行
っ
て
み
た
い
誘
惑
に
駆

ら
れ
、「
永
遠
に
彼
方
の
人
だ
。」（１２

：
５２

）
と
い
う
思
い
を
抱
く
。
そ
の
ゆ
き
子
を
象
徴
す
る
の
が
、
白
い
千
羽
鶴
を
あ
し
ら
っ
た

風
呂
敷
、
そ
し
て
こ
の
茶
席
の
床
に
掛
け
ら
れ
た
俵
屋
宗

む
ね
ゆ
き

達
の
歌
仙
絵
で
あ
る
。
源
宗
于
を
描
い
た
そ
の
作
品
は
、

「
お
ほ
ら
か
な
顔
」
を
し
て
お
り
、「
少
い
線
の
小
さ
い

絵
に
、
大
き
い
姿
が
感
じ
ら
れ
」、「
ほ
の
ぼ
の
と
清
ら
か

な
も
の
が
匂
つ
て
来
る
」（１２
：
５３

）。
他
方
、
川
端
自
身

の
証
言
に
よ
れ
ば
、
ゆ
き
子
の
千
羽
鶴
の
風
呂
敷
、
あ
る

い
は
こ
の『
千
羽
鶴
』と
い
う
作
品
全
体
の
発
想
源
と
な
っ

た
の
は
、
彼
の
友
人
で
美
術
史
家
の
徳
川
義
恭
が
所
持
し

て
い
た
尾
形
光
琳
の
香
包
み
の
千
羽
鶴
（
図
５
）、
そ
し

て
前
述
の
古
美
術
商
瀬
津
伊
之
助
が
雑
誌
の
広
告
に
出
し

て
い
た
、
宗
達
の
千
羽
鶴
の
下
絵
の
あ
る
光
悦
の
色
紙
で

図５ 尾形光琳《千羽鶴香包》絹本金地着色
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あ
っ
た
と
い
う

（
１２
）

（「
独
影
自
命
」３３

：
５３０

‐１

）。

こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ゆ
き
子
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
れ
ら
が
、
い
ず
れ
も
琳
派
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る

（
１３
）

。

戦
時
下
の
川
端
が
琳
派
の
絵
画
に
と
り
わ
け
心
を
動
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
た
と
え
ば
「
明
月
」（
昭
二
七
・

一
一
）
に
お
い
て
も
、
主
人
公
が
姪
の
月
子
（
仲
秋
明
月
の
日
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
ち
な
む
名
）
の
誕
生
日
に
贈
る
絵
と
し
て
、
川
端

自
身
が
私
蔵
し
て
い
た

（
１４
）

宗
達
の
墨
絵
の
月
と
兎
が
登
場
す
る
。「
ほ
の
ぼ
の
と
や
は
ら
か
く
、
温
か
に
広
い
」（８

：
１８４

）
と
形
容
さ
れ

る
月
の
兎
が
つ
い
て
い
る
の
が
、
中
国
の
伝
説
に
よ
る
と
「
不
死
の
仙
薬
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
（８

：
１８６

）、
誕
生
日
に
主
人
公
が
月

子
に
愛
蔵
の
宗
達
作
品
を
贈
る
と
い
う
行
為
は
、「
た
ま
ゆ
ら
」
と
同
様
に
生
命
伝
達
の
儀
式
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
宗

達
の
歌
仙
絵
も
光
琳
の
香
包
み
も
と
も
に
、
宗
達
研
究
家
で
あ
っ
た
徳
川
義
恭
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
川
端

と
親
し
か
っ
た
徳
川
は
一
九
四
九
年
十
二
月
、
偶
然
と
は
い
え
奇
し
く
も
「
千
羽
鶴
」
と
「
森
の
夕
日
」
が
発
表
さ
れ
た
同
じ
年
に
没

し
て
い
る
。
逝
去
し
た
友
人
に
ゆ
か
り
の
あ
る
古
美
術
は
、
作
品
の
中
で
永
遠
の
生
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
川
端
に
と
っ

て
琳
派
の
絵
画
――
特
に
千
羽
鶴
や
月
な
ど
地
上
か
ら
離
脱
し
た
主
題
を
扱
っ
た
も
の
――
は
、
生
命
賦
与
の
力
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
『
千
羽
鶴
』
に
お
い
て
も
、
当
初
の
川
端
の
案
と
し
て
は
、〈
魔
界
〉
に
堕
ち
た
菊
治
を
救
済
す
る
の
は
、
琳
派
の
絵
画
と

深
い
類
縁
性
を
も
ち
、
さ
ら
に
茶
碗
に
よ
っ
て
象
徴＝
物
象
化
さ
れ
て
い
な
い
、
ゆ
き
子
と
い
う
設
定
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い

（
１５
）

。
紙
や

縮
緬
な
ど
の
軽
く
し
な
や
か
な
支
持
体
に
描
か
れ
た
、
明
る
い
輝
き
に
満
ち
た
琳
派
の
絵
画
は
、
硬
質
で
物
質
的
な
重
さ
を
も
っ
た
黒

織
部
と
も
、
ま
た
ち
か
子
の
肉
体
に
刻
印
さ
れ
た
不
可
視
か
つ
不
定
形
な
、
そ
し
て
不
浄
な
あ
ざ
と
も
、
著
し
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な

し
て
い
る
の
で
あ
る

（
１６
）

。

そ
の
後
、
菊
治
は
同
じ
茶
室
で
太
田
夫
人
と
肉
体
関
係
を
も
つ
が
、
そ
の
晩
夫
人
は
自
殺
す
る
。
第
三
章
の
「
絵
志
野
」
は
、
菊
治
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ひ
と
な
の
か

が
太
田
夫
人
の
一
七
日
の
次
の
日
、
文
子
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
か
ら
始

ま
る
。
座
敷
に
入
る
と
、
太
田
夫
人
の
遺
影
の
前
に
骨
壷
が
置
か
れ
、
菊

治
が
前
日
に
送
っ
た
花
（
白
薔
薇
と
薄
色
の
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
が
飾
ら

れ
て
い
た
。
そ
の
花
が
活
け
ら
れ
て
い
る
の
が
、
太
田
夫
人
の
愛
用
し
て

い
た
、
絵
志
野
の
小
ぶ
り
な
筒
形
の
水
指
で
あ
る
（
参
考
図
２
）。「
白
い

う
は
ぐ
す
り

釉

の
な
か
に
ほ
の
か
な
赤
が
浮
き
出
て
、
冷
た
く
て
温
か
い
や
う
に

艶
な
肌
」
を
も
ち
（１２

：
７４

）、
そ
の
「
白
い
肌
は
深
み
か
ら
し
と
し
と

と
つ
や
が
照
り
出
て
」
い
る
（１２

：
１１２

）。
菊
治
は
文
子
に
対
し
、
こ
の

志
野
を
「
や
は
ら
か
い
、
夢
の
や
う
」
と
形
容
す
る
が
、
実
際
に
は
「
や

は
ら
か
い
女
の
夢
の
や
う
」
と
い
う
言
葉
を
想
像
し
て
い
た
。
ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
こ
の
志
野
が
「
名
品
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
太
田

夫
人
は
「
女
の
最
高
の
名
品
」
で
あ
っ
た
と
も
書
か
れ
て
い
る
（１２

：
１４１

）。
川
端
と
し
て
は
珍
し
く
陶
器
の
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
に
つ
い

て
の
記
述
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
志
野
の
「
肌
」
は
太
田
夫
人
の
肌
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
こ
の
志
野
の
水
指＝
花
立
が
置
か
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
え
る
と
、
さ
ら
に
際
立
っ
て
く

る
。
こ
こ
で
志
野
は
太
田
夫
人
の
遺
影
、
そ
し
て
骨
壷
と
と
も
に
三
つ
組
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
写
真
と
古
美
術
と
い
う
組
み
合

わ
せ
は
、「
た
ま
ゆ
ら
」
に
お
い
て
す
で
に
、
治
子
の
遺
影
と
曲
玉
、
そ
し
て
薔
薇
の
活
け
ら
れ
た
李
朝
白
磁
の
壺
と
い
う
形
で
実
現

し
て
い
た
が
、
姉
の
「
女
の
生
命
」
が
こ
れ
ら
を
通
じ
て
妹
へ
と
流
れ
込
ん
で
い
た
「
た
ま
ゆ
ら
」
に
お
い
て
と
同
様
、『
千
羽
鶴
』

で
も
、「
母
の
体
の
形
」
や
「
母
の
面
影
」
が
「
微
妙
に
娘
へ
移
さ
れ
て
ゐ
る
」（１２

：
８０

）
こ
と
を
菊
治
が
悟
る
の
は
、
遺
影
と
志
野

参考図２ 絵志野 草花文矢筈口水指、
牟田洞窯あるいは窯下窯、
１６世紀後半、萬野美術館旧蔵
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の
前
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
骨
壷
と
志
野
の
花
立
と
い
う
二
つ
の
容
器
の
取
り
合
わ
せ
も
看
過
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
前
者
が
死

者
の
〈
骨
〉
を
収
め
る
器
で
あ
る
の
に
対
し
、
花
を
活
け
た
後
者
の
肌
は
生
者
の
〈
肉
〉
を
思
わ
せ
る
。
こ
の
点
で
、
白
薔
薇
と
と
も

に
志
野
に
活
け
ら
れ
て
い
た
の
が
「
薄
色
の
カ
ア
ネ
エ
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
意
味
深

イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

長
な
偶
然
で
は
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
の
「
肉
（caro

）」
を
原
義
に
も
つ
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
を
象
徴
す
る
と
す
れ
ば
、

リ
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

こ
の
志
野
は
い
わ
ば
死
ん
だ
太
田
夫
人
が
土
と
釉
と
い
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
を
借
り
て
再
受
肉＝

転
生
し
た
姿
な
の
だ
。

続
い
て
文
子
は
、
了
入
の
手
に
な
る
と
い
う
赤
楽
と
黒
楽
の
「
湯
呑
に
手
ご
ろ
の
筒
茶
碗
」
に
番
茶
を
淹
れ
て
運
ん
で
く
る
。
菊
治

め

お

と

は
、
こ
の
茶
碗
が
父
と
太
田
夫
人
の
「
女
夫
茶
碗
」
あ
る
い
は
「
二
人
の
旅
茶
碗
」（１２

：
７８

）
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
し
、
こ
の

対
の
茶
碗
が
、
太
田
夫
人
の
自
殺
を
隠
蔽
し
た
「
二
人
だ
け
の
共
犯
」
で
あ
る
菊
治
と
文
子
の
間
に
「
共
通
の
悲
し
み
」
を
感
じ
さ
せ

る
。こ

こ
で
整
理
し
て
お
け
ば
、「
父
の
幽
霊
」
の
〈
依
り
代
〉
で
あ
っ
た
黒
織
部
が
契
機
と
な
っ
て
、
か
つ
て
父
の
愛
人
で
あ
っ
た
太

田
夫
人
が
子
の
菊
治
と
関
係
を
も
つ
結
果
と
な
る
一
方
、
菊
治
は
太
田
夫
人
の
形
見
で
あ
る
と
と
も
に
、
彼
女
の
〈
転
生
〉
し
た
姿
で

も
あ
る
絵
志
野
を
も
ら
い
う
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
娘
の
文
子
に
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
（
続
く
章
で
菊
治
は
文
子
に
、
志
野

を
見
て
い
る
と
彼
女
に
会
い
た
く
な
る
と
電
話
で
告
げ
る
こ
と
に
な
る
）。
換
言
す
れ
ば
、
父
と
息
子
、
母
と
娘
、
死
者
と
生
者
を
夢

の
中
で
の
よ
う
に
〈
圧
縮
〉
し
、
彼
ら
を
差
異
の
消
滅
し
た
「
け
じ
め
」
の
つ
か
な
い

（
１７
）

恐
る
べ
き
世
界
へ
と
い
ざ
な
う
の
は
、
こ
れ
ら

の
古
陶
な
の
だ
。
た
と
え
楽
の
筒
茶
碗
を
通
じ
て
菊
治
と
文
子
が
結
束
し
た
と
し
て
も
（
つ
ま
り
負
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
た
る
茶
陶
が
ひ
と

と
き
正
の
方
向
に
働
い
た
と
し
て
も
）、
彼
ら
は
こ
の
魔
界
か
ら
な
お
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
突
破

口
を
な
す
こ
と
に
な
る
の
が
も
う
ひ
と
つ
の
志
野
で
あ
る
。
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五

茶
の
冒
涜
、
陶
の
流
用
――
『
千
羽
鶴
』（
２
）

『
千
羽
鶴
』
の
第
四
章
「
母
の
口
紅
」
に
お
い
て
、
文
子
は
菊
治
に
、
死
ん
だ
太
田
夫
人
が
使
用
し
て
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
志
野
が

こ

ぶ
く

あ
る
こ
と
を
電
話
で
告
げ
る
。
そ
れ
は
太
田
夫
人
が
湯
呑
み
に
使
っ
て
い
た
「
小
服
の
筒
茶
碗
」
で
あ
る
が
、
文
子
に
よ
れ
ば
太
田
夫

人
の
口
紅
が
染
み
つ
い
て
い
て
「
ひ
と
と
こ
ろ
ぽ
う
つ
と
し
て
い
る
や
う
」（１２

：
９６

）
だ
と
い
う
。
川
端
は
こ
の
志
野
の
外
見
を
以

下
の
ご
と
く
記
述
し
て
い
る
――

今
朝
文
子
が
電
話
で
言
つ
た
や
う
に
、
そ
の
志
野
の
白
い
釉
は
ほ
の
か
な
赤
み
を
お
び
て
ゐ
る
。
し
ば
ら
く
な
が
め
て
ゐ
る
う
ち

に
、
白
の
な
か
か
ら
赤
が
浮
ん
で
く
る
や
う
だ
。

そ
し
て
口
が
こ
こ
ろ
も
ち
薄
茶
色
に
な
つ
て
ゐ
る
。
ひ
と
と
こ
ろ
薄
茶
色
が
濃
い
や
う
だ
。

そ
こ
が
飲
み
口
な
の
だ
ら
う
か
。

茶
渋
が
つ
い
た
と
見
え
る
。
し
か
し
唇
を
あ
て
た
よ
ご
れ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
薄
茶
色
も
ま
た
な
が
め
て
ゐ
る
と
、
や
は
り
赤
み
が
か
つ
て
見
え
て
来
る
。

今
朝
文
子
が
電
話
で
言
つ
た
や
う
に
、
文
子
の
母
の
口
紅
が
し
み
こ
ん
だ
あ
と
な
の
だ
ら
う
か
。

さ
う
思
つ
て
見
る
と
、
貫
入
に
も
茶
と
赤
の
ま
ざ
つ
た
色
が
は
い
つ
て
ゐ
た
。

口
紅
が
褪
せ
た
や
う
な
色
、
紅
ば
ら
が
枯
れ
し
ぼ
ん
だ
や
う
な
色
――
そ
し
て
、
な
に
か
に
つ
い
た
血
が
古
び
た
や
う
な
色
と
思

ふ
と
、
菊
治
は
胸
が
あ
や
し
く
な
つ
た
。
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吐
き
そ
う
な
不
潔
と
、
よ
ろ
め
く
や
う
な
誘
惑
と
を
、
同
時
に
感
じ
た
。

茶
碗
の
胴
に
、
青
み
が
が
つ
た
黒
で
、
太
い
葉
ば
か
り
の
草
が
描
い
て
あ
る
。
葉
の
な
か
に
錆
色
の
出
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

そ
の
草
の
絵
は
単
純
で
健
康
で
、
菊
治
の
病
的
な
官
能
を
さ
ま
す
や
う
だ
つ
た
。

茶
碗
の
姿
も
凛
と
し
て
い
た
。（１２

：
１０７

‐１０８

）

川
端
に
よ
る
古
美
術
作
品
の
描
写
と
し
て
は
例
外
的
に
き
わ
め
て
長
い
も
の
だ
が
、「
…
や
う
だ
」
あ
る
い
は
「
…
や
う
な
」
と
い

う
語
で
お
ぼ
ろ
げ
な
印
象
が
語
ら
れ
、
ま
た
頻
繁
に
改
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
濃
密
な
凝
縮
性
を
欠
い
た
、
い
さ
さ
か
冗
長
か

つ
散
漫
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
生
と
死
、
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
を
媒
介
す
る
両
義
的
な
メ
デ
ィ

ウ
ム
で
あ
る
古
陶
に
ふ
さ
わ
し
く
、「
不
潔
」
と
「
誘
惑
」
を
同
時
に
感
じ
さ
せ
る
外
観
を
有
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

文
子
が
こ
の
志
野
を
菊
治
に
手
渡
そ
う
と
彼
の
家
に
赴
く
と
、
そ
の
前
に
偶
然
ち
か
子
が
や
っ
て
き
て
お
り
、
三
人
で
茶
を
喫
す
る

こ
と
に
な
る
。
茶
を
点
て
る
ち
か
子
は
、
菊
治
が
も
ら
い
う
け
て
花
立
と
し
て
使
用
し
て
い
た
太
田
夫
人
の
形
見
の
志
野
を
、
本
来
の

用
途
で
あ
る
水
指
と
し
て
使
い
、「
や
は
り
水
指
は
、
お
茶
に
使
ひ
ま
せ
ん
と
、
生
き
て
き
ま
せ
ん
。」（１２

：
１１２

）
と
述
べ
る
。
こ
の

言
葉
に
対
し
文
子
は
、
母
も
花
立
に
用
い
て
い
た
し
、
ま
た
自
分
は
も
う
茶
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
、「
な
に
げ
な
く
」、
し
か
し
は
っ

き
り
と
答
え
て
い
る
（１２

：
１１３

）。
こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
二
つ
の
志
野
や
楽
の
筒
茶
碗
な
ど
、
太
田
夫
人
の
形
見
で

あ
る
茶
陶
が
い
ず
れ
も
、
西
洋
花
の
花
立
や
湯
呑
み
と
し
て
、
当
初
の
茶
の
用
途
と
は
異
な
る
目
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
（
こ
の
点
、
菊
治
の
父
の
形
見
で
あ
る
黒
織
部
と
は
対
照
的
で
あ
る
）。
文
子
は
一
見
控
え
め
な
が
ら
し
か
し
明
確
に
茶
に
反

ア
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
オ
ン

逆
し
、
太
田
夫
人
は
茶
陶
の
元
来
の
機
能
を
ず
ら
し
、
自
ら
の
目
的
の
た
め
に
い
わ
ば
〈
流
用
〉
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
菊
治
は
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さ
ら
に
歩
を
進
め
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
こ
の
茶
席
で
ち
か
子
に
対
し
、「
全
部
贋
物
の
お
茶
は
お
も
し
ろ
い
で
せ
う
ね
。」
と
述
べ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
菊
治
の
言
葉
は
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
――

「
こ
の
茶
室
に
も
、
僕
は
な
に
か
か
び
臭
い
毒
ガ
ス
が
こ
も
つ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
ん
だ
が
、
贋
物
づ
く
め
の
茶
会
な
ら
、

毒
気
払
い
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
を
親
父
の
追
善
に
し
て
、
お
茶
と
は
縁
切
り
だ
。
前
か
ら
縁
は
切
れ
て
ゐ
る
ん
だ

が
…
…
。」（１２

：
１１３

）

プ
ロ
フ
ァ
ナ
シ
オ
ン

贋
作
ば
か
り
の
道
具
を
集
め
た
茶
会
を
夢
想
す
る
こ
と
で
、
彼
は
茶
を
嘲
笑
し
愚
弄
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
茶
の
〈
冒
涜
〉
は
、

彼
が
和
敬
静
寂
の
空
間
た
る
茶
室
で
太
田
夫
人
や
（
ス
ト
ー
リ
ー
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
）
そ
の
娘
の
文
子
と
肉
体
関
係
を
も
つ
こ
と

で
、
頂
点
に
達
す
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
を
淫
欲
の
儀
式
へ
と
転
用
し
た
サ
ド
の
よ
う
に
、
菊
治
――
そ
の
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

性
格
に
議
論
の
余
地
は
な
い
――
は
茶
道
の
聖
性
を
汚
し
、
そ
の
価
値
を
完
全
に
転
倒
さ
せ
る
こ
と
で
、
茶
の
「
毒
気
」
を
祓
お
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
記
念
講
演
「
美
し
い
日
本
の
私
」（
昭
四
四
・
三
）
に
お
い
て
川
端
は
、「﹇
…
…
﹈
私
の
小
説
『
千

羽
鶴
』
は
、
日
本
の
茶
の
心
と
形
の
美
し
さ
を
書
い
た
と
読
ま
れ
る
の
は
誤
り
で
、
今
の
世
間
に
俗
悪
と
な
つ
た
茶
、
そ
れ
に
疑
ひ
と

警
め
を
向
け
た
、
む
し
ろ
否
定
の
作
品
な
の
で
す
。」（２８

：
３４８

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
茶
室
の
冒
涜
と
茶
陶
の
流
用
は
、
ち
か
子
に

よ
っ
て
代
表＝

表
象
さ
れ
る
「
俗
悪
と
な
つ
た
茶
」
に
対
す
る
「
否
定
」
の
意
志
の
現
れ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
茶
の
ド

ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
否
定
」
を
最
終
的
に
達
成
す
る
の
は
菊
治
で
は
な
く
文
子
で
あ
っ
た
。

最
終
章
「
二
重
星
」
に
お
い
て
、
ち
か
子
は
菊
治
に
、
ゆ
き
子
も
文
子
も
結
婚
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
嘘
を
告
げ
る
。
そ
し
て
菊
治

－２９０－



に
新
生
活
に
出
直
す
べ
く
茶
道
具
を
処
分
・
整
理
す
る
よ
う
勧
め
る
の
で
あ
る
。
ち
か
子
は
京
都
の
茶
道
具
屋
の
大
泉
と
組
ん
で
、
菊

治
か
ら
父
の
茶
道
具
を
巻
き
上
げ
よ
う
と
い
う
魂
胆
な
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
電
話
で
文
子
と
話
し
た
菊
治
は
、
文
子
が
結
婚
し
た
の

は
真
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
聞
き
、
彼
女
を
家
に
招
く
。
文
子
は
母
の
形
見
の
志
野
の
筒
茶
碗
を
菊
治
が
湯
呑
み
と
し
て
使
用
し

て
い
る
の
を
見
て
、
そ
れ
を
菊
治
に
与
え
た
こ
と
を
後
悔
し
た
と
話
す
。
そ
れ
が
あ
ま
り
い
い
志
野
で
は
な
く
、「
そ
れ
を
お
使
い
に

な
る
時
に
、
ほ
か
の
お
茶
碗
が
浮
ん
で
来
て
、
あ
の
志
野
の
方
が
い
い
と
お
思
ひ
に
な
る
こ
と
が
あ
つ
た
ら
、
母
も
私
も
か
な
し
い
」

（１２
：
１３９

）
か
ら
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
だ
っ
た
。
そ
し
て
文
子
は
菊
治
に
、
茶
碗
を
割
っ
て
破
棄
す
る
よ
う
執
拗
に
迫
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
紛
ら
わ
す
よ
う
に
菊
治
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
茶
碗
は
当
初
は
向
附
か
何
か
で
、
そ
れ
を
古
人
が
「
旅
の
茶
箱
に
し
こ
ん

で
」
大
事
に
し
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
、
自
分
の
父
も
旅
の
茶
箱
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
文
子
が
そ
の
茶
箱
に
収
め
て

あ
る
茶
碗
を
見
た
い
と
菊
治
に
強
く
頼
む
の
で
、
持
ち
出
し
て
開
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
や
は
り
、
湯
呑
に
も
な
り
さ
う
な
筒
形

で
、
小
服
の
唐
津
」
が
入
っ
て
い
た
。「
絵
つ
け
が
な
く
、
無
地
」
で
、「
枇
杷
色
が
か
つ
た
青
に
、
茜
も
さ
し
て
」
お
り
、「
腰
が
強

く
張
つ
」
た
、「
力
」
の
あ
る
茶
碗
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
た
文
子
は
、「
強
く
て
、
凛
と
し
て
」
お
り
、「
あ
の
志
野
よ
り
も
、
ず
つ
と

立
派
」
だ
と
評
す
る
（１２

：
１４３

‐１４４

）。
菊
治
と
文
子
は
、
唐
津
と
志
野
の
二
つ
の
旅
茶
碗
を
並
べ
る
と
、
ふ
と
目
が
合
い
、
そ
し
て

同
時
に
茶
碗
に
目
を
落
と
す
。「
男
茶
碗
と
女
茶
碗
」
の
よ
う
な
二
つ
の
器
は
、「
菊
治
の
父
と
文
子
の
母
と
の
心
の
や
う
に
」、
眼
前

に
並
ん
で
い
る
。

黒
織
部
と
志
野
水
指
に
よ
っ
て
す
で
に
物
象
化
さ
れ
て
い
た
菊
治
の
父
と
太
田
夫
人
は
、
こ
こ
で
今
一
度
、
一
対
の
旅
茶
碗
に
〈
再

受
肉＝

転
身
〉
し
て
現
前
す
る
。
だ
が
、「
美
し
い
魂
の
姿
を
な
ら
べ
た
や
う
」
な
そ
の
姿
は
「
健
康
で
、
病
的
な
妄
想
を
誘
ひ
は
し

な
い
。
し
か
し
、
生
命
が
張
り
つ
め
て
ゐ
て
、
官
能
的
で
さ
へ
あ
る
。」
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
茶
碗
を
前
に
し
て
座
っ
て
い
る
菊
治
と
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文
子
、「
自
分
の
足
も
と
に
も
死
が
あ
る
」
彼
ら
の
現
実
さ
え
、
浄
化
さ
れ
て
生
命
で
満
た
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

魔
が
降
霊
す
る
〈
依
り
代
〉
で
あ
る
と
同
時
に
、「
い
ろ
ん
な
罪
業
の
心
を
、
麻
痺
さ
せ
て
」
魔
を
祓
う
〈
魔
除
け
〉
で
も
あ
る
茶
陶

の
両
義
性
が
、
こ
こ
で
も
明
ら
か
と
な
る
（１２

：
１４４

‐１４５

）。
そ
し
て
、
茶
碗
を
前
に
し
た
菊
治
と
文
子
が
、
今
度
は
こ
れ
ら
の
茶
碗

に
よ
っ
て
象
徴
化
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
菊
治
と
父
、
文
子
と
母
は
、
一
対
の
茶
碗
と
し
て
今
一
度
〈
圧
縮
〉
を
経
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

菊
治
は
文
子
に
、「
旅
の
や
う
に
」
二
碗
で
茶
を
点
て
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
文
子
は
唐
津
で
茶
を
点
て
て
菊
治
に
差
し
出
し
た
後
、

今
度
は
志
野
を
前
に
置
い
て
茶
筅
を
取
る
の
だ
が
、
小
さ
な
茶
碗
に
「
茶
筅
が
か
ち
か
ち
縁
に
あ
た
つ
て
」、
手
首
が
こ
わ
ば
っ
て
し

ま
い
、
茶
筅
を
振
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
呪
縛
で
動
け
な
い
」
文
子
は
、「
お
母
さ
ま
が
、
立
て
さ
せ
ま
せ
ん
わ
。」
と
菊
治
に
告
げ

る
。
菊
治
は
文
子
を
助
け
起
こ
し
、
そ
し
て
二
人
は
そ
の
ま
ま
茶
室
で
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
（１２

：
１４６

‐１４７

）。

太
田
夫
人
に
よ
る
文
子
の
「
呪
縛
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
最
高
の
も
の
と
は
言
え
な
い
志
野
で
茶
を
点
て
る

こ
と
に
対
す
る
禁
止
か
、
い
っ
た
ん
湯
呑
と
し
て
〈
流
用
〉
さ
れ
た
志
野
を
再
び
茶
の
世
界
に
戻
す
こ
と
へ
の
嫌
悪
か
、
あ
る
い
は
菊

治
と
文
子
が
二
人
で
「
旅
」
に
出
て
歩
ん
で
い
く
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
茶
と
死
者
か
ら
の
二
重
の
「
呪

縛
」
を
解
く
べ
く
、
文
子
は
つ
く
ば
い
に
志
野
茶
碗
を
打
ち
つ
け
て
割
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
茶
碗
を
割
る
と
い
う
こ
の
行
為
は
、

上
述
し
た
茶
の
「
否
定
」
の
最
終
的
達
成
で
あ
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
二
つ
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
相
対
的
な
美
し
か
備
え
て
い
な

い
志
野
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
で
、
文
子
は
菊
治
に
と
っ
て
「
比
較
の
な
い
絶
対
」
と
な
る
。
他
方
そ
れ
は
、
文
子
の
処
女
喪
失
の
あ
か

ら
さ
ま
な
隠
喩
で
も
あ
る

（
１８
）

（
女
性
を
〈
器
〉
に
な
ぞ
ら
え
る
比
喩
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
見
出
さ
れ
る
）。「
文
子
の
純
潔
の
い
た
み
」

に
よ
っ
て
菊
治
は
浄
化
さ
れ
、
逆
説
的
に
魔
界
か
ら
救
済
さ
れ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、「
中
毒
し
て
い
た
毒
薬
を
最
後
に
極
量
服
毒

－２９２－



ホ
メ
オ
パ
シ
ー

し
て
、
そ
れ
が
解
毒
と
な
つ
た
奇
蹟
」（１２

：
１４９

）
で
あ
る
か
の
よ
う
な
同
毒
療
法
的
な
荒
療
治
で
あ
っ
た
。
茶
の
「
毒
気
払
い
」
は
、

菊
治
に
よ
る
倒
錯
し
た
〈
贋
物
茶
会
〉
で
は
な
く
、
文
子
に
よ
る
／
と
い
う
〈
器
〉
の
二
重
の
破
壊
に
よ
り
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
１９
）

。

だ
が
上
述
の
よ
う
に
、
そ
し
て
最
終
章
の
タ
イ
ト
ル
「
二
重
星
」
に
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
志
野
に
太
田
夫
人
と
文
子
の
存

在
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
割
る
こ
と
は
、
死
者
の
魔
を
祓
う
と
同
時
に
、
生
者
た
る
文
子
自
身
の
存
在
を
脅

か
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
実
際
、
こ
の
後
文
子
は
菊
治
の
前
か
ら
姿
を
消
し
て
行
方
不
明
と
な
り
、
菊
治
が
彼
女
を
捜
し
に
い
く
と

こ
ろ
で
物
語
は
終
わ
る
。
そ
し
て
、『
千
羽
鶴
』
の
続
編
『
波
千
鳥
』（
昭
二
八
・
四
〜
二
九
・
七
）
に
お
い
て
、
文
子
は
「
旅
」
の

空
か
ら
菊
治
に
別
離
の
手
紙
を
し
た
た
め
る
（
彼
女
の
割
っ
た
の
が
旅
茶
碗
で
あ
っ
た
こ
と
、
菊
治
と
の
最
後
の
茶
席
が
旅
に
見
立

て
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
）。
自
分
の
〈
依
り
代
〉
あ
る
い
は
〈
転
生
〉
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
を
自
ら
破
壊
し
て
し

ま
っ
た
彼
女
は
、
太
田
夫
人
の
よ
う
に
自
ら
命
を
絶
つ
こ
と
も
叶
わ
ず
、
九
州
の
観
海
寺
温
泉
の
「
地
獄
」
や
九
重
高
原
の
「
霊
場
」

を
――
肉
体
を
欠
い
た
亡
霊
の
よ
う
に
？
――
独
り
経
め
ぐ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

古
美
術
の
／
と
い
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
――
結
論
に
か
え
て

谷
口
幸
代
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
川
端
文
学
の
登
場
人
物
の
名
（『
名
人
』
の
浦
上
秋
男
、『
山
の
音
』
の
尾
形
菊
子
、
尾
形
信
吾
、『
明

月
』
の
月
子
、『
日
も
月
も
』
の
松
子
な
ど
）
は
、
古
美
術
と
関
連
の
あ
る
人
物
（
浦
上
玉
堂
、
尾
形
光
琳
な
ど
）
や
モ
チ
ー
フ
（
菊
、

月
、
松
な
ど
）
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
と
い
う

（
２０
）

。
こ
う
し
た
――
い
さ
さ
か
安
直
と
言
え
な
く
も
な
い
――
命
名
の

シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
わ
れ
わ
れ
も
逆
手
に
と
っ
て
、
こ
こ
ま
で
分
析
し
て
き
た
作
品
の
タ
イ
ト
ル
名
を
、
古
美
術
に
対
す
る
川
端
の
態
度

を
象
徴
す
る
も
の
と
と
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
川
端
に
と
っ
て
（
あ
る
い
は
彼
の
文
学
に
お
け
る
）

古美術の／というメディウム――戦後の川端文学の一側面－２９３－



古
美
術
と
は
、
あ
た
か
も
「
反
橋
」
の
よ
う
に
、
生
と
死
、
天
と
地
、
夢
と
現
、
過
去
と
現
在
、
起
源
と
終
末
、
清
浄
と
汚
穢
な
ど
の

メ
デ
ィ
ウ
ム

対
立
す
る
二
項
の
間
を
架
橋
し
、
そ
の
間
の
交
通
を
可
能
と
す
る
、
弁
証
法
的
あ
る
い
は
人
類
学
的
な
媒
体
で
あ
る

（
２１
）

。
だ
が
そ
れ
は
あ

く
ま
で
も
、
こ
れ
ら
の
両
極
が
そ
こ
に
お
い
て
踵
を
接
し
時
に
は
交
換
さ
れ
る
よ
う
な
一
種
の
間
隙
の
ご
と
き
場
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自

体
で
は
意
味
を
も
ち
え
な
い
よ
う
な
〈
場
な
き
場
〉
で
あ
る
。
実
際
そ
れ
は
「
し
ぐ
れ
」
や
「
た
ま
ゆ
ら
」
の
音
の
よ
う
に
実
在
感
に

乏
し
く
、
ま
た
空
を
飛
び
ゆ
く
「
千
羽
鶴
」
の
よ
う
に
捉
え
難
い
。
川
端
に
よ
る
古
美
術
作
品
の
記
述
は
、
物
質
性
に
対
す
る
無
関
心

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
が
美
術
品
を
形
容
す
る
際
に
し
ば
し
ば
用
い
る
「
ほ
の
ぼ
の
」
と
い
う
曖
昧
模
糊
と

し
た
語
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
特
性
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
彼
が
古
美
術
を
題
材
と
し
て
執
筆
し

た
小
説
に
限
っ
て
、
概
し
て
生
々
し
い
現
前
性
を
欠
い
た
、
掴
み
ど
こ
ろ
の
な
い
い
さ
さ
か
空
疎
な
文
体
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い

こ
と
で
あ
る
（『
千
羽
鶴
』
が
そ
の
最
た
る
例
で
あ
る
）。
あ
た
か
も
作
中
に
登
場
す
る
古
美
術
の
存
在
感
が
、
登
場
人
物
た
ち
の
実
在

性
の
み
な
ら
ず
テ
ク
ス
ト
の
生
気
を
も
吸
収
し
奪
い
去
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
だ
。
だ
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
作
中
の
古
美
術
が
そ

の
分
だ
け
確
固
た
る
現
前
性
を
備
え
た
姿
で
描
写
さ
れ
て
い
る
と
も
言
い
難
い

（
２２
）

。
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
古
美
術
の
メ
デ
ィ
ウ
ム

が
も
つ
豊
か
な
物
質
性
が
、
文
体
や
記
述
の
物
質
性
を
逆
に
奪
っ
て
し
ま
う
と
い
う
奇
妙
な
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
や
青
柳
瑞

穂
や
安
東
次
男
ら
の
文
体
に
、
彼
ら
の
愛
好
し
た
骨
董
の
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
が
明
確
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
印
象
批
評
を
離
れ
て

今
後
厳
密
に
論
じ
て
い
く
べ
き
問
題
だ
が
、
川
端
の
場
合
、
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
マ
テ
リ
ア
ル
な
水
準
に
お
け
る
古
美
術
か
ら
の
影

響
や
、
そ
れ
と
の
照
応
関
係
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
川
端
は
古
美
術
を
本
当
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
問

う
こ
と
も
確
か
に
で
き
よ
う
が

（
２３
）

、
わ
れ
わ
れ
の
念
頭
に
浮
ぶ
の
は
、
む
し
ろ
別
の
要
因
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
川
端
が
作
中
に
お
い
て

メ
デ
ィ
ウ
ム

メ
デ
ィ
ウ
ム

古
美
術
を
あ
く
ま
で
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
媒
体
と
し
て
利
用
し
て
い
る
以
上
、
古
美
術
の
素
材
そ
れ
自
体
が
は
ら
む
物
質
性
が
犠
牲
に
さ

－２９４－



れ
て
し
ま
う
の
は
、
論
理
的
に
考
え
て
当
然
の
帰
結
だ
っ
た
の
だ

（
２４
）

。
そ
し
て
、
川
端
の
「
古
美
術
」
が
も
つ
非
物
質
的
な
反
メ
デ
ィ
ウ

メ
デ
ィ
ウ
ム

ム
性
は
、
自
己
の
身
体
性
を
消
去
し
て
透
明
な
霊
媒
と
化
す
こ
と
で
い
に
し
え
の
日
本
の
「
あ
は
れ
」
を
招
喚
し
よ
う
と
し
た
、
戦
後

の
川
端
自
身
の
屈
折
し
た
反
主
体
主
義
と
も
、
明
ら
か
に
共
振
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

註

（
１
）
以
下
、
川
端
作
品
を
引
用
す
る
際
に
は
新
潮
社
版
三
五
巻
全
集
を
底
本
と
し
、
巻
と
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
併
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
旧
仮
名

遣
い
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
旧
漢
字
は
新
字
に
改
め
た
。
な
お
、
本
文
中
で
言
及
さ
れ
る
川
端
作
品
に
限
り
、
慣
例
に
従
い
発
表
年
月
を
和
暦
で
示

す
。

（
２
）
川
端
文
学
と
古
美
術
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
谷
口
幸
代
に
よ
る
一
連
の
論
考
が
き
わ
め
て
有
益
で
あ
り
、
本
論
も
氏
の
研
究
に
多
く
を
負
っ
て
い

る
。
総
論
と
し
て
は
、
谷
口
幸
代
「
川
端
康
成
と
古
美
術
」『
川
端
文
学
の
世
界

四

そ
の
背
景
』
田
村
充
正
・
馬
場
重
行
・
原
善
編
、
勉
誠

出
版
、
一
九
九
九
年
、
二
九
一－
三
〇
三
頁
を
参
照
。
さ
ら
に
、
没
後
三
十
年
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
の
カ
タ
ロ
グ
『
川
端
康
成
――

文
豪
が
愛
し
た
美
の
世
界
』
平
山
三
男
・
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
編
、
二
〇
〇
二
年
も
参
照
。

（
３
）『
島
木
健
作
全
集
』
第
十
五
巻
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
、
八
〇
頁
。

（
４
）
川
端
の
古
美
術
愛
好
に
関
す
る
美
術
商
た
ち
の
証
言
に
つ
い
て
は
、
川
端
の
生
前
の
も
の
と
し
て
は
、
薮
本
宗
四
郎
「
底
の
知
れ
な
い
趣
味
人
」

お
よ
び
吉
田
清
「
先
生
ら
し
い
骨
董
の
趣
味
」『
文
芸
読
本

川
端
康
成
』
一
九
六
二
年
、
河
出
書
房
新
社
、
そ
れ
ぞ
れ
二
七
六－

二
七
八
頁
、

二
七
八－

二
七
九
頁
を
参
照
。
ま
た
死
後
に
編
ま
れ
た
も
の
と
し
て
、『
芸
術
新
潮
』
一
九
七
二
年
六
月
号
の
特
集
「
川
端
康
成
の
〈
座
右
宝
〉」

に
お
け
る
、
薮
本
宗
四
郎
、
繭
山
順
吉
、
広
田
熙
ら
の
証
言
（
十
五－

二
〇
頁
）
が
参
考
に
な
る
。
さ
ら
に
、
青
柳
恵
介
「
柳
孝

骨
董
一
代
記
」

の
第
六
回
「
金
胎
仏
画
帖
と
唐
の
水
瓶
」『
芸
術
新
潮
』
二
〇
〇
六
年
六
月
、
一
四
八－

一
五
一
頁
も
参
照
。

（
５
）
原
善
「
川
端
康
成
の
戦
後
――
「
反
橋
」
三
部
作
か
ら
の
出
発
」、
川
端
康
成
『
反
橋
・
し
ぐ
れ
・
た
ま
ゆ
ら
』
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
二
年
、

二
七
〇
頁
。

（
６
）「
住
吉
三
部
作
」
に
登
場
す
る
古
美
術
や
古
典
に
つ
い
て
は
、
次
の
書
に
お
け
る
森
本
護
の
注
釈
が
有
益
で
あ
る
。
森
本
護
・
平
山
三
男
編
著

『
遺
稿
「
雪
国
抄
」・「
住
吉
」
連
作

注
釈
』
林
道
舎
、
一
九
八
四
年
。

古美術の／というメディウム――戦後の川端文学の一側面－２９５－



（
７
）
石
浜
恒
夫
「
回
想
の
�
川
端
美
術
館
�」『
芸
術
新
潮
』
一
九
七
二
年
六
月
、
二
四
頁
。

（
８
）
川
端
康
成
・
三
島
由
紀
夫
・
中
村
光
夫
「
座
談
会
」『
文
芸
読
本

川
端
康
成
』
前
掲
書
、
三
〇
〇
頁
。
さ
ら
に
、
石
浜
前
掲
論
文
、
二
四
頁
に

よ
れ
ば
、
昭
和
二
一
、
二
二
年
頃
、
川
端
は
ひ
と
り
で
住
吉
の
石
浜
宅
を
訪
れ
、
近
く
の
宿
に
一
泊
す
る
が
、
そ
の
頃
彼
の
家
の
欄
間
に
は
、
彼

の
従
兄
の
藤
沢
恒
夫
が
か
つ
て
淀
の
競
馬
を
見
る
た
め
に
大
阪
に
来
た
菊
池
寛
に
頼
ん
で
書
い
て
も
ら
っ
た
、『
梁
塵
秘
抄
』
の
色
紙
が
飾
っ
て

あ
っ
た
と
い
う
。

（
９
）「
住
吉
」
に
お
け
る
引
用
に
つ
い
て
は
、
三
浦
卓
「
川
端
康
成
「
住
吉
」
論
――
事
態
と
し
て
の
「
引
用
」」『
藝
文
研
究
』
慶
応
義
塾
大
学
藝
文

学
会
、
第
八
四
号
、
二
〇
〇
三
年
、
一
八－

四
〇
頁
も
参
照
（
た
だ
し
筆
者
と
は
視
点
を
異
と
す
る
）。

（
１０
）
川
端
文
学
に
お
け
る
写
真
の
役
割
に
つ
い
て
は
な
お
議
論
を
深
め
る
余
地
が
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
以
下
を
参
照
。
日
高
昭
二
「
写
真
と
い

う
装
置
――
川
端
康
成
の
視
線
」『
文
学
テ
ク
ス
ト
の
領
分
――
都
市
・
資
本
・
映
像
』
白
地
社
、
一
九
九
五
年
、
八
三－

一
〇
六
頁
。
高
根
沢

紀
子
「
川
端
康
成
と
写
真
」『
川
端
康
成
の
世
界
』
前
掲
書
、
二
六
五－

二
七
七
頁
。

（
１１
）
岩
田
光
子
「『
千
羽
鶴
』
に
お
け
る
美
意
識
と
魔
界
」『
川
端
文
学
へ
の
視
界
』
六
、
川
端
文
学
研
究
会
編
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
〇
年
、

一
三
〇－

一
三
三
頁
、
お
よ
び
菊
池
由
夏
「『
千
羽
鶴
』
――
運
命
を
彩
る
茶
器
」『
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
第
二
号
、
一
九
九
二
年
、
五

六－

五
八
頁
を
参
照
。

（
１２
）
た
だ
し
谷
口
幸
代
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
瀬
津
が
こ
の
色
紙
を
雑
誌
広
告
に
掲
載
し
た
の
は
『
千
羽
鶴
』
連
載
終
了
後
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
こ
れ

は
川
端
の
思
い
違
い
で
あ
る
と
い
う
（
谷
口
幸
代
「
川
端
康
成
と
琳
派
――
『
山
の
音
』
と
そ
の
エ
ス
キ
ー
ス
の
背
景
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
語
と
国

文
学
』
第
七
三
巻
第
一
二
号
﹇
通
巻
八
七
六
号
﹈、
一
九
九
六
年
、
四
三－

四
四
頁
）。

（
１３
）
川
端
の
琳
派
愛
好
に
つ
い
て
は
、
谷
口
前
掲
論
文
（
註
１２
）
を
参
照
。

（
１４
）
石
浜
前
掲
論
文
、
二
五
頁
。

（
１５
）
辻
成
史
「
川
端
康
成
――
一
九
五
二
年
」『
伝
統
――
そ
の
創
出
と
転
生
』
同
編
著
、
新
曜
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
一－

一
一
二
頁
。

（
１６
）
抽
象
的
な
視
覚
刺
激
と
し
て
の
ゆ
き
子
（
そ
れ
は
太
田
夫
人
の
具
体
的
な
触
覚
性
と
も
対
比
さ
れ
る
）
に
つ
い
て
は
、
オ
ク
ナ
ー
・
深
山
信
子

「『
千
羽
鶴
』
に
み
る
感
覚
材
料
の
用
い
方
」『
風
韻
の
相
克
――
山
の
音
・
千
羽
鶴
・
波
千
鳥
』
川
端
文
学
研
究
会
編
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、

一
九
七
九
年
、
一
一
五－

一
三
四
頁
を
参
照
。

（
１７
）「
住
吉
三
部
作
」
の
生
母
（
姉
）
と
継
母
（
妹
）、
あ
る
い
は
行
平
と
須
山
が
し
ば
し
ば
買
っ
た
双
子
の
娼
婦
、「
た
ま
ゆ
ら
」
の
治
子
と
礼
子
、『
千

羽
鶴
』
の
太
田
夫
人
と
文
子
な
ど
、
川
端
文
学
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「
二
人
に
し
て
一
人
、
一
人
に
し
て
二
人
」
の
魔
性
に
つ
い
て
は
、
吉
村

貞
司
「
ふ
た
ご
座
の
美
学
――
『
千
羽
鶴
』
に
お
け
る
古
典
回
帰
」『
風
韻
の
相
克
』
前
掲
書
、
一
三
五－

一
五
〇
頁
を
参
照
。
な
お
、
福
田
和
也
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は
こ
う
し
た
〈
け
じ
め
の
な
さ
〉
を
川
端
の
文
章
形
式
一
般
の
特
性
と
捉
え
て
い
る
（
福
田
和
也
「
い
つ
で
も
い
く
娼
婦
、
ま
た
は
川
端
康
成
の

散
文
に
つ
い
て
」『
日
本
人
の
目
玉
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
二
四
七－

二
九
一
頁
）。

（
１８
）
辻
前
掲
論
文
、
一
〇
八
頁
。

（
１９
）
つ
く
ば
い
（＝

清
め
の
た
め
の
水
を
張
る
〈
器
〉）
に
志
野
が
打
ち
つ
け
ら
れ
て
割
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
「
毒
気
払
い
」
と
い
う
行
為
と
無
関
係

で
は
な
い
だ
ろ
う
（
上
田
真
「
見
え
な
い
痣
に
呪
わ
れ
て
――
小
説
『
千
羽
鶴
』
の
一
解
釈
」『
川
端
康
成
―
―
現
代
の
美
意
識
』
武
田
勝
彦
・

高
橋
新
太
郎
編
、
明
治
書
院
、
一
九
七
八
年
、
六
〇
頁
）。

（
２０
）
谷
口
前
掲
論
文
（
註
１２
）、
お
よ
び
同
「
川
端
康
成
と
浦
上
玉
堂
――
『
名
人
』
論
を
め
ぐ
っ
て
」『
お
茶
の
水
大
学
人
間
文
化
研
究
年
報
』
第
二

一
号
、
一
九
九
七
年
、
三
九－

四
六
頁
を
参
照
。

（
２１
）
弁
証
法
的
・
人
類
学
的
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
性
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
美
術
史
学
か
ら
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
へ
」、
Ｖ
・
Ｉ
・
ス
ト
イ
キ

ツ
ァ
『
ピ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
効
果
――
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
の
歴
史
人
類
学
』
拙
訳
、
あ
り
な
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
三
九
三－

四
〇
八
頁
を
参
照
。

（
２２
）『
千
羽
鶴
』
に
関
し
て
は
、
川
端
自
身
こ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
――
「
夢
魔
の
や
う
に
朦
朧
と
し
た
人
物
の
動
き
の
中
心
、
あ
る
ひ
は
上
空
に
、

確
然
と
し
た
古
陶
の
美
が
浮
ん
で
ゐ
る
と
よ
か
つ
た
か
と
思
へ
る
が
、
美
が
確
実
と
書
け
な
く
て
、
古
陶
と
朦
朧
と
し
た
夢
魔
の
や
う
に
な
つ
て

し
ま
つ
た
﹇
…
…
﹈」（『
月
下
の
門
』２７

：
４６２

）。

（
２３
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
松
浦
寿
輝
「
見
る
こ
と
の
閉
塞
――
川
端
康
成
」『
物
質
と
記
憶
』
思
潮
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
一
九－

一
三
一
頁
も
参

照
。

（
２４
）
川
端
文
学
に
お
け
る
鏡
の
役
割
を
考
察
し
た
論
文
に
お
い
て
、
マ
シ
ュ
ウ
・
ミ
ゼ
ン
コ
は
、
そ
れ
が
「
主
体
と
客
体
の
障
壁
を
越
す
こ
と
を
可
能

に
す
る
魔
術
の
小
道
具
」
で
あ
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
正
当
に
も
、
鏡
と
類
似
し
た
機
能
を
も
つ
対
象
と
し
て
、『
千
羽
鶴
』
の
茶
碗
、『
山
の
音
』

に
お
け
る
山
の
音
や
古
い
慈
童
の
面
、『
眠
れ
る
美
女
』
で
裸
体
の
ま
ま
目
を
覚
ま
さ
な
い
少
女
た
ち
を
挙
げ
て
い
る
（
マ
シ
ュ
ウ
・
ミ
ゼ
ン
コ

「
川
端
文
学
に
お
け
る
〈
鏡
〉」『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
第
四
六
巻
四
号
、
一
九
八
一
年
、
一
六
四－

一
六
九
頁
）。
こ
の
リ
ス
ト
に
は
さ
ら

に
、
本
論
で
考
察
し
た
古
美
術
や
写
真
も
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
川
端
文
学
に
お
け
る
古
美
術
は
、
同
じ
く
媒
体
と
し
て
の
機
能
を
有

す
る
こ
れ
ら
一
連
の
オ
ブ
ジ
ェ
と
互
換
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
唯
一
無
二
の
独
自
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

図
版
出
典

図
１

『
川
端
康
成
――
文
豪
が
愛
し
た
美
の
世
界
』
平
山
三
男
・
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
編
、
二
〇
〇
二
年
、
六
一
頁

古美術の／というメディウム――戦後の川端文学の一側面－２９７－
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四
六
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図
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図
４

『
川
端
康
成
――
文
豪
が
愛
し
た
美
の
世
界
』
前
掲
書
、
六
二
頁

図
５

河
野
元
昭
『
尾
形
光
琳
』
日
本
美
術
絵
画
全
集
、
第
十
七
巻
、
一
九
七
六
年
、
図
一

参
考
図
１

『
松
永
耳
庵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
、
尾
崎
直
人
・
岩
永
悦
子
編
、
福
岡
市
美
術
館
・
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年
、
八

七
頁

参
考
図
２

荒
川
豊
蔵
・
竹
内
順
一
『
志
野
・
黄
瀬
戸
・
瀬
戸
黒
』
平
凡
社
陶
磁
体
系
、
第
十
一
巻
、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
、
図
三
八

付

記

本
稿
の
校
了
後
、『
芸
術
新
潮
』
二
〇
〇
七
年
二
月
号
（
特
集
「
お
そ
る
べ
し
！
川
端
康
成
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」）
が
刊
行
さ
れ
た
。
川
端
の
旧
宅
や
旧
蔵

品
の
写
真
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
お
り
興
味
深
い
。
収
録
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
、
こ
こ
で
の
結
論
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
福
田
和
也

と
高
橋
睦
郎
の
対
談
「
本
人
も
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
お
そ
ろ
し
い
」（
三
〇－

三
八
頁
）
が
、
と
り
わ
け
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
併
せ
て
参
照

さ
れ
た
い
。

－２９８－




