
序
――
小
説
の
中
の
数
寄
者
た
ち

井
伏
鱒
二
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
故
森
繁
久
彌
を
主
演
と
し
て
映
画
化
も
さ
れ
た
、
小
説『
珍
品
堂
主
人
』（
昭
和
三
四
年
）

の
主
人
公
、
珍
品
堂
こ
と
加
納
夏
麿
が
、
独
自
の
審
美
眼
を
も
つ
骨
董
愛
好
家
の
秦
秀
雄
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
実
際
、
小
説
に
お
い
て
珍
品
堂
は
、「
北
陸
方
面
の
」「
格
式
の
高
い
寺
の
生
れ
」
と
い
う
設
定
だ
が
、
秦
も
福
井
県
三
国

の
浄
土
真
宗
の
寺
院
に
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
珍
品
堂
は
「
戦
前
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
学
校
の
先
生
」
だ
っ
た
と
い
う
が
、
秦
も

同
様
に
福
岡
の
中
学
修
�
館
や
東
京
の
芝
中
学
で
一
時
教
鞭
を
執
っ
て
い
た

（
１
）

。
さ
ら
に
、
珍
品
堂
が
「
途
上
園
」
な
る
高
級
料
亭
を
開

き
、
料
理
や
食
器
に
趣
向
を
凝
ら
し
て
客
筋
の
よ
い
店
へ
と
展
開
さ
せ
る
も
、
最
後
に
は
従
業
員
た
ち
に
よ
っ
て
「
叩
き
出
さ
れ
」
て

し
ま
う
と
い
う
設
定
は
、
秦
が
一
時
期
支
配
人
を
務
め
た
「
星
ヶ
岡
茶
寮
」
か
ら
の
魯
山
人
追
放
劇
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
（
と

は
い
え
実
際
に
は
、
秦
は
逆
の
――
つ
ま
り
魯
山
人
を
「
叩
き
出
」
し
た
――
立
場
に
あ
っ
た
ら
し
い
の
だ
が

（
２
）

）。
小
説
と
映
画
が

共
振
す
る
両
義
性
――
青
柳
瑞
穂
と
骨
董

松

原

知
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ヒ
ッ
ト
す
る
と
、
秦
は
自
著
に
こ
の
呼
称
を
用
い
た
り
（『
珍
品
堂
骨
董
の
旅
』）、
箱
書
き
を
す
る
際
に
「
珍
堂
」
と
書
き
入
れ
た
り

す
る
よ
う
に
な
る
。
毀
誉
褒
貶
相
半
ば
す
る
秦
を
友
人
の
青
山
二
郎
は
「
分
裂
症
」
と
評
し
た
と
い
う

（
３
）

が
、
現
実
の
秦
が
、
彼
を
モ
デ

ル
に
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
中
の
人
物
で
あ
る
珍
品
堂
主
人
を
演
じ
、
さ
ら
に
そ
の
役
ど
こ
ろ
を
〈
生
き
る
〉
こ
と
に
な
る
の
は
、
い
か

に
も
秦
ら
し
い
「
分
裂
」
と
言
え
よ
う
か
。

他
方
、
こ
の
小
説
に
は
、
秦
や
井
伏
の
友
人
で
あ
る
目
利
き
や
骨
董
商
が
、
名
前
を
変
え
つ
つ
多
数
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
、
珍
品

堂
の
古
い
友
人
に
、「
天
才
的
な
目
利
の
男
」
で
あ
る
山
路
孝
次
と
い
う
洋
画
家
が
い
る

（
４
）

。
珍
品
堂
と
山
路
は
「
仲
が
よ
す
ぎ
る
た
め

か
、
お
互
に
相
手
を
口
惜
し
が
ら
せ
て
喜
ん
で
い
る
間
が
ら
」
で
あ
る
。
賭
碁
で
山
路
に
勝
っ
た
珍
品
堂
が
、
彼
か
ら
「
一
客
十
万
円

く
ら
い
の
」
ウ
ィ
ン
ザ
ー
チ
ェ
ア
を
強
奪
す
る
と
、
今
度
は
山
路
が
珍
品
堂
の
家
に
遊
び
に
来
た
ふ
り
を
し
て
、「
持
っ
て
来
た
安
い

火
箸
と
高
い
火
箸
を
取
り
か
え
て
持
っ
て
行
っ
て
」
し
ま
う
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
の
「
意
地
っ
ぱ
り
に
は
相
当
の
奥
行
が
あ

る
」、「
そ
の
く
せ
年
に
似
合
わ
ず
底
ぬ
け
の
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
」
で
あ
る
画
家
・
山
路
は
、
や
き
も
の
の
目
利
き
と
し
て
名
高
い
、
前
出

の
青
山
二
郎
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
青
山
は
実
際
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
の
装
丁
を
手
が
け
、
ま
た
ア
マ
チ
ュ
ア
画
家
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
小
説
の
中
で
、
珍
品
堂
と
山
路
は
と
も
に
、「
私
設
の
民
芸
美
術
館
」
を
運
営
し
て
い
る
「
人
格
円
満
」
な
「
篤
志
家
」

で
あ
る
「
金
尾
さ
ん
」
と
い
う
人
物
か
ら
陶
器
に
つ
い
て
教
え
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る

（
５
）

が
、
こ
の
「
金
尾
さ
ん
」
が
、
日
本
民
藝
館

の
創
設
者
・
柳
宗
悦
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
や
は
り
明
白
で
あ
ろ
う
。
秦
も
青
山
も
と
も
に
、
そ
の
愛
陶
家
と
し
て
の
歩

み
の
出
発
点
に
お
い
て
、
柳
の
民
藝
思
想
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、「
山
路
孝
次
の
古
く
か
ら
の
友
人
」
と
し
て
、
大
学
で
哲
学
を
教
え
つ
つ
文
学
的
な
著
述
も
執
筆
し
て
い
る
、
来
宮
竜
平
な

る
男
も
登
場
す
る

（
６
）

。「
骨
董
鑑
賞
の
上
で
は
素
直
な
目
を
持
っ
て
い
る
」
こ
の
来
宮
は
、
学
生
の
頃
か
ら
熱
心
な
読
書
家
で
、
も
と
も

－２７０－



と
骨
董
な
ど
弄
る
た
ち
で
な
か
っ
た
の
だ
が
、
失
恋
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
骨
董
に
没
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
設
定
で
、
骨
董

は
女
性
と
同
様
に
「
相
場
が
あ
る
よ
う
で
相
場
が
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
主
張
を
持
論
と
し
て
い
る
。
そ
の
職
業
と
い
い
、
山
路
（＝

青
山
二
郎
）
と
の
関
係
と
い
い
、
骨
董
に
の
め
り
こ
む
よ
う
に
な
っ
た
契
機
と
い
い
、
ま
た
骨
董＝

女
性
の
類
比
と
い
い
、
こ
の
来
宮

が
評
論
家
の
小
林
秀
雄
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
こ
と
も
、
彼
の
骨
董
愛
好
の
内
実
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
自
明
で
あ
る

（
７
）

。

自
分
の
経
営
す
る
「
途
上
園
」
か
ら
追
放
さ
れ
て
消
沈
す
る
珍
品
堂
を
知
的
な
議
論
と
冗
談
で
そ
れ
と
な
く
励
ま
す
来
宮
を
、
井
伏
が

「
口
は
悪
い
が
花
道
の
い
い
男
で
す
」
と
評
し
て
い
る
一
節
に
は
、
い
か
に
も
こ
の
著
者
ら
し
い
と
ぼ
け
た
味
わ
い
と
鋭
敏
な
人
間
観

察
と
が
認
め
ら
れ
る
。
珍
品
堂
・
山
路
・
来
宮
と
い
う
数
寄
者
の
ト
リ
オ
は
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
秦
・
青
山
・
小
林
と
い
う

個
性
の
強
い
「
眼
敵
眼
友

（
８
）

」
た
ち
の
、「
も
の
を
買
つ
た
り
、
も
の
に
惚
れ
込
ん
だ
り
、
物
を
弄
つ
た
り
、
そ
れ
で
友
達
と
わ
あ
わ
あ

い
つ
て
ゐ
る

（
９
）

」
生
き
生
き
と
し
た
様
子
が
、
卓
越
し
た
傍
観
者
・
井
伏
に
よ
っ
て
小
説
へ
と
昇
華
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
珍
品
堂
主
人
』
に
は
、
後
半
に
至
っ
て
さ
ら
に
も
う
一
人
、
青
田
梧
郎
な
る
愛
好
家
が
登
場
す
る
。
こ
の
人
物
が
と

り
わ
け
注
意
を
惹
く
の
は
、
山
路
（＝

青
山
）
や
来
宮
（＝

小
林
）
と
は
や
や
異
な
る
、
例
外
的
な
数
寄
者
の
タ
イ
プ
に
属
し
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
井
伏
は
青
田
を
次
の
よ
う
に
読
者
に
紹
介
す
る
――

こ
の
青
田
梧
郎
と
い
う
好
事
家
は
、
山
路
孝
次
や
来
宮
竜
平
な
ん
か
と
は
趣�

向�

を�

異�

に�

し�

て�

、
一
流
の
骨
董
屋
で
い
い
品
物
を
買

う
の
で
は
な
く
、
意
外
な
と
こ
ろ
か
ら
珍
品
を
掘
出
す
の
に
妙
を
得
て
い
る
男
で
す
。
屑
屋
の
よ
う
な
店
、
ま
た
は
と
ん
で
も
な
い

遠
方
に
出
か
け
て
行
っ
て
、
人
が
廃
品
同
様
に
し
て
い
る
品
物
の
う
ち
か
ら
気
に
入
っ
た
も
の
を
見
つ
け
出
し
て
来
る
。
そ
れ
に
は

忍
耐
と
、
費
す
年
月
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
る
の
で
す
（
傍
点
松
原
）。

共振する両義性――青柳瑞穂と骨董－２７１－



「
珍
品
や
風
変
り
な
品
物
を
掘
出
す
」
の
は
珍
品
堂
の
特
技
で
あ
っ
た
は
ず
が
、
こ
こ
で
は
青
田
こ
そ
が
そ
の
「
妙
を
得
て
い
る
」

と
さ
れ
る
。
と
は
い
え
青
田
自
身
は
、「
掘
出
し
」
と
い
う
い
さ
さ
か
通
俗
的
な
言
葉
は
用
い
ず
、
自
ら
の
行
為
を
「
埋
も
れ
た
文
化

を
探
し
得
」
る
こ
と
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
小
説
で
は
そ
の
例
と
し
て
、
浜
名
湖
の
北
方
の
寒
村
で
発
見
さ
れ
の
ち
に
国
宝
に
指

定
さ
れ
た
と
い
う
、「
素
朴
に
し
て
力
感
あ
る
翁
の
風
貌
」
を
捉
え
た
古
い
能
面
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
ご
っ
と
ん
ご
っ
と
ん
」
と
い

う
胸
の
動
悸
と
と
も
に
見
出
し
た
こ
の
面
を
珍
品
堂
に
開
陳
す
る
と
、
青
田
は
さ
ら
に
、「
乾
山
の
色
紙
皿
」
や
「
光
琳
伊
勢
物
語
絵

巻
の
残
欠
」
な
ど
も
見
せ
て
い
る
。

骨
董
文
学
に
あ
る
程
度
親
し
ん
で
い
る
者
に
と
っ
て
、
こ
の
青
田
の
モ
デ
ル
が
青
柳
瑞
穂
（
明
治
三
二
年－

昭
和
四
六
年
、
図
１
）

で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
掌
を
見
る
よ
り
明
ら
か
だ
ろ
う
。
若
き
日
は
詩
人
を
志
し
、
の
ち
に
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
翻
訳
と
骨
董
随
筆
と
に

よ
っ
て
名
を
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
瑞
穂
は
、
昭
和
一
〇
年
春
、
妻

の
実
家
に
近
い
静
岡
県
引
佐
郡
三
ヶ
日
の
農
家
に
お
い
て
、
正
和
五

ち
ち
の
じ
ょ
う

年
（
一
三
一
六
年
）
と
い
う
き
わ
め
て
古
い
年
記
の
あ
る
父
尉
の
能

面
を
発
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
２
）。
こ
の
体
験
が
瑞
穂
自
身

に
よ
っ
て
文
章
化
さ
れ
た
の
は
、新
潮
社
の
叢
書「
日
本
文
化
研
究
」

の
第
五
巻
・
七
と
し
て
昭
和
三
三
年
に
執
筆
さ
れ
、
翌
三
四
年
に
刊

行
さ
れ
た
、『
さ
さ
や
か
な
日
本
発
掘
』
が
最
初
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
井
伏
の
『
珍
品
堂
主
人
』
の
連
載
が
昭
和
三
四
年
の
一
月

か
ら
九
月
ま
で
で
あ
っ
た
と
い
う
符
合
は
興
味
深
い
。
だ
が
も
ち
ろ

図１ 水瓶を弄る青柳瑞穂

－２７２－



ん
、
瑞
穂
の
親
し
い
友
人
で
あ
っ
た
井
伏
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
こ
の
発
掘
譚

に
つ
い
て
詳
し
く
聞
き
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

（
１０
）

。

こ
の
ほ
か
に
も
、
瑞
穂
は
昭
和
一
二
年
、
青
梅
街
道
の
古
物
商
に
お
い
て
、

く
ら
の
す
け

尾
形
光
琳
に
よ
る
《
中
村
内
蔵
助
像
》（
図
６
）
を
発
見
し
て
い
る
。
光
琳

唯
一
の
肖
像
画
と
し
て
、
美
術
史
学
的
に
見
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
こ
の
作

品
は
、
の
ち
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
一
四
年
に
は
、
妻

の
郷
里
の
引
佐
郡
伊
平
村
に
お
い
て
、
自
然
釉
が
見
事
に
か
か
っ
た
平
安
時

代
の
壺
（
図
４
）
を
入
手
し
て
い
る
。
昭
和
一
七
年
の
慶
應
義
塾
大
学
――

奇
し
く
も
瑞
穂
の
母
校
――
日
吉
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
け
る
《
秋
草
文
壺
》（
国
宝
）
に
も
、
ま
た
昭
和
二
九
年
の
猿
投
古
窯
発
見
に
も

先
立
つ
こ
の
壺
の
発
掘
は
、
そ
れ
ま
で
陶
磁
史
に
お
け
る
暗
黒
時
代
と
考
え
ら
れ
て
き
た
平
安
期
の
や
き
も
の
の
存
在
を
世
に
知
ら
し

め
、
さ
ら
に
は
そ
の
鑑
賞
に
先
鞭
を
つ
け
た
点
で
、
特
筆
に
値
す
る

（
１１
）

。
こ
れ
ら
一
連
の
、
ほ
と
ん
ど
お
伽
噺
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
発
見

譚
の
数
々
は
、
前
述
の
よ
う
に
戦
後
に
な
っ
て
『
さ
さ
や
か
な
日
本
発
掘
』
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
、
世
の
骨
董
愛
好
家
た
ち
を
魅
了
す

る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
従
来
、
こ
れ
ら
華
々
し
い
発
見
の
物
語
に
注
目
が
集
ま
る
あ
ま
り
、
青
山
や
小
林
を
中
心
と
す
る
戦
中
戦
後
の
骨
董
愛
好
の
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
と
は
「
異
」
な
る
瑞
穂
の
「
趣
向
」
の
内
実
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
え
る
ま
な
ざ
し
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
問
わ

れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
小
論
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
前
提
と
し
て
、
瑞
穂
の
骨
董
遍
歴

を
追
跡
し
な
が
ら
、
彼
の
骨
董
エ
ッ
セ
ー
の
み
な
ら
ず
、
文
学
や
詩
や
翻
訳
に
つ
い
て
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
も
幅
広
く
参
照
す
る
こ

図２ 能面（父尉）、正和５年
（１３１６年）（青柳瑞穂旧蔵）

共振する両義性――青柳瑞穂と骨董－２７３－



と
に
よ
っ
て
、
そ
の
水
面
下
を
貫
い
て
通
奏
低
音
の
よ
う
に
流
れ
る
同
一
の
モ
チ
ー
フ
に
耳
を
澄
ま
せ
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

一

溶
媒
と
し
て
の
水

青
柳
瑞
穂
が
初
め
て
骨
董
屋
に
足
を
踏
み
入
れ
た
経
緯
は
、
昭
和
八
年
の
随
筆
「
或
る
時
代
」
に
、「
も
う
十
年
も
昔
の
話
」
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る

（
１２
）

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
慶
應
在
学
時
、
彼
は
あ
る
女
性
と
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
彼
が
結
婚
を
迷
っ
て
い
る
う

ち
に
、
結
局
相
手
は
「
下
町
の
或
る
商
屋
」
の
も
と
に
嫁
ぐ
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
そ
の
年
瑞
穂
は
落
第
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
「
一

年
、
一
年
半
」
と
「
自
堕
落
な
生
活
」
を
送
る
う
ち
、
大
正
一
二
年
に
関
東
大
震
災
が
起
こ
る
。
地
震
の
シ
ョ
ッ
ク
は
彼
を
怠
惰
か
ら

目
覚
め
さ
せ
る
と
同
時
に
、
件
の
女
性
に
対
す
る
愛
慕
を
も
甦
ら
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
屋
敷
を
震
災
で
失
っ
た
女
性
が
借
り
て
住
ん

で
い
る
と
い
う
家
を
や
っ
と
の
思
い
で
探
し
出
し
た
瑞
穂
は
、
そ
の
近
く
に
あ
る
神
社
の
境
内
に
足
を
運
び
、
彼
女
が
現
れ
る
の
を
来

る
日
も
来
る
日
も
待
っ
た
。
そ
し
て
あ
る
日
と
う
と
う
、
そ
の
女
性
の
姿
を
認
め
た
の
だ
が
、
瑞
穂
は
彼
女
の
後
を
追
う
の
で
は
な
く
、

な
ぜ
か
反
対
方
向
に
一
目
散
に
走
り
出
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、「
た
だ
消
え
て
し
ま
い
た
い
、
無
く
な
っ
て
し
ま
い
た
い
」
と
い
う

一
心
で
駆
け
こ
ん
だ
の
が
、
あ
る
古
道
具
屋
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

群
仙
堂
と
い
う
名
の
こ
の
古
道
具
屋
で
彼
を
迎
え
た
の
は
、「
奥
の
方
で
私
の
方
を
見
な
が
ら
皮
肉
そ
う
に
笑
っ
て
い
る
顔
」
で

あ
っ
た
。
し
ば
し
の
狼
狽
の
の
ち
、
そ
れ
が
「
南
洋
の
道
化
者
の
顔
」
す
な
わ
ち
面
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
彼
は
、
そ
れ
を
新
聞
紙

に
包
ん
で
も
ら
う
。「
薄
暗
い
ボ
ロ
道
具
屋
の
空
気
」、「
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
主
人
」、
さ
ら
に
そ
こ
で
働
く
「
震
災
で
母
親
を
失
っ
た

十
五
、
六
の
少
年
」
が
気
に
入
っ
た
瑞
穂
は
、
こ
れ
以
降
、
群
仙
堂
に
足
繁
く
通
い
、「
独
逸
製
の
マ
ー
ク
が
入
っ
て
い
る
手
風
琴
」、

「
一
八
…
…
年
の
年
号
が
入
っ
て
い
る
ピ
ス
ト
ル
」、
籐
の
ス
テ
ッ
キ
、「
徳
川
時
代
の
も
の
だ
と
い
う
朱
塗
の
う
ぐ
い
す
籠
」
な
ど
を

－２７４－



購
入
し
た
。
し
か
し
、
群
仙
堂
の
「
最
後
の
至
宝
」、
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
は
澄
ん
だ
青
色
を
呈
し
、
有
名
な
富
豪
も
所
望
し
た
と
い

う
が
、
震
災
で
火
中
し
て
代
赭
色
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
青
磁
の
花
瓶
を
二
円
五
十
銭
で
購
入
す
る
と
、
瑞
穂
の
足
は
群
仙
堂
か

ら
も
、
ま
た
女
の
家
か
ら
も
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る
。

失
恋
が
古
物
愛
の
遠
因
と
な
っ
た
点
は
小
林
秀
雄
の
ケ
ー
ス
と
や
や
類
似
し
て
い
る

（
１３
）

が
、
そ
こ
に
震
災
と
い
う
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
が
さ

ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
古
道
具
屋
の
「
薄
暗
い
」
空
気
へ
の
埋

没
と
自
己
消
去
の
欲
望
も
ま
た
、
の
ち
の
議
論
と
の
関
連
で
念
頭
に
置
い
て
お
く
べ
き
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
当
時
の
瑞
穂
が

あ
が
な
っ
て
い
た
品
々
に
、
い
わ
ゆ
る
骨
董
や
美
術
品
で
は
な
く
、
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
、
と
り
わ
け
舶
来
趣
味
を
濃
厚
に
含
ん
で
い
る
も

の
が
多
い
と
い
う
事
実
も
、
留
意
さ
れ
て
い
い
。
と
い
う
の
も
、「
薄
暗
い
」
空
間
に
並
べ
ら
れ
た
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
玩
の
品
々

は
、
瑞
穂
の
処
女
詩
集
『
睡
眠
』（
昭
和
六
年
）
の
劈
頭
を
飾
る
詩
「
子
供
部
屋
」
の
、
ま
さ
し
く
冒
頭
に
も
登
場
す
る
か
ら
で
あ

る
――

夕
ぐ
れ
方
の
子
供
部
屋

ひ
つ
そ
り
と
し
た
薄
あ
か
り
に

夢
見
る
歌
留
多

お
菓
子

こ
は
れ
た
人
形

あ
ら
び
あ
ん
・
な
い
と
の
赤
い
絵
よ

﹇
…
﹈

ラ
ン
プ

洋
燈
つ
く
前
の
子
供
部
屋

共振する両義性――青柳瑞穂と骨董－２７５－



だ
ん
だ
ん
影
が
ひ
ろ
が
つ
て
来
る
頃

と
な
り
部
屋
に
姉
娘
の
弾
く

ピ
ア
ノ
の
音
が
も
れ

か
あ
て
ん

ゆ
る
や
か
に
窓
帷
を
く
ぐ
つ
て

う
つ
ろ
な
室
を
ゆ
き
き
す
る
…
…

（
１４
）

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
瑞
穂
が
古
物
愛
好
の
世
界
に
最
初
に
足
を
踏
み
い
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
永
井
荷
風
や
萩
原

朔
太
郎
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
ハ
イ
カ
ラ
な
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
舶
来
嗜
好
が
、
少
な
か
ら
ぬ
役
割
を
果
た
し
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
通
常
、
瑞
穂
の
詩
作
と
骨
董
愛
好
は
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
段
階
に
お
い

て
、
両
者
は
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
群
仙
堂
に
通
っ
て
い
た
頃
の
瑞
穂
の
趣
味
は
、
ま
だ
古
道
具
蒐
集
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
ん
な
彼
を

本
格
的
に
骨
董
の
道
へ
と
誘
い
こ
ん
だ
の
は
、
友
人
の
詩
人
、
蔵
原
伸
二
郎
で
あ
っ
た

（
１５
）

。
慶
應
の
級
友
で
あ
っ
た
蔵
原
は
、
大
正
一
三

年
に
結
婚
す
る
と
、
瑞
穂
の
住
む
阿
佐
ヶ
谷
へ
と
移
っ
て
く
る
。
以
来
、
二
人
は
毎
日
の
よ
う
に
会
い
、
文
学
や
詩
に
つ
い
て
、
あ
る

い
は
そ
れ
よ
り
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
近
代
絵
画
や
宋
元
の
水
墨
画
、
ま
た
大
雅
や
竹
田
な
ど
の
日
本
画
に
つ
い
て
、
時
に
は
夜
を
徹
し
て

語
り
あ
っ
た
。「
そ
ん
な
あ
る
日
の
こ
と
」、
す
で
に
愛
陶
趣
味
を
も
っ
て
い
た
蔵
原
は
、
買
っ
て
き
た
ば
か
り
の
一
枚
の
古
い
皿
を
瑞

穂
に
見
せ
た
。
そ
こ
に
は
赤
と
緑
で
、
魚
と
鶏
の
絵
が
奔
放
な
筆
致
で
描
か
れ
て
い
る
。「
紙
に
描
い
た
絵
に
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
な

強
さ
」
を
も
つ
こ
の
絵
皿
と
の
衝
撃
的
な
出
会
い
を
、
瑞
穂
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
――
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こ
れ
は
ぼ
く
た
ち
が
こ
れ
ま
で
語
り
合
っ
て
き
た
よ
う
な
、
絵
画
と
い
う
、
抽
象
的
な
感
じ
さ
え
す
る
も
の
と
ち
が
っ
て
、
物
そ

の
も
の
で
あ
り
、
目
に
見
え
、
手
に
さ
わ
る
こ
と
さ
え
で
き
た
。
ゼ
ニ
の
よ
う
に
ハ
ッ
キ
リ
し
た
も
の
で
い
て
、
な
に
か
魅
力
的

だ
っ
た
。
さ
っ
そ
く
に
、
ぼ
く
は
さ
わ
ら
せ
て
も
ら
い
、
サ
カ
ナ
や
ニ
ワ
ト
リ
を
撫
ぜ
ま
わ
し
た
が
、
依
然
と
し
て
、
か
れ
ら
は
消

え
よ
う
と
も
せ
ず
、
ち
ゃ
ん
と
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
残
っ
て
い
た
。
そ
の
く
せ
、
こ
の
も
の
は
ク
ラ
ハ
ラ
に
も
ぼ
く
に
も
買
え
る
こ
と

の
で
き
る
よ
う
な
値
段
で
、
現
に
ク
ラ
ハ
ラ
は
、
ぼ
く
ら
の
住
ま
い
に
ご
く
ち
か
い
、
す
ぐ
そ
こ
の
青
梅
街
道
ぞ
い
の
古
道
具
屋
か

ら
、
い
ま
買
っ
て
き
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
中
国
の
い
わ
ゆ
る
呉
須
赤
絵
の
絵
皿
で
あ
っ
た
。
こ
の
皿
は
、
当
時
――
や
は
り
蔵
原
に
教
え
ら
れ
て
――
夢
中
に
な
っ

て
い
た
萩
原
朔
太
郎
の
一
篇
の
詩
と
同
様
に
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
瑞
穂
を
魅
了
し
た

（
１６
）

。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
回
想
の
中
で
瑞

穂
が
語
っ
て
い
る
、
彼
が
こ
の
皿
に
魅
か
れ
た
理
由
で
あ
る
。
眼
で
観
る
た
め
の
絵
で
あ
り
な
が
ら
、
手
に
と
っ
て
撫
で
さ
す
る
こ
と

の
で
き
る
物
質
的
な
実
体
を
備
え
て
も
い
る
、
つ
ま
り
可
視
的
な
表
象
と
可
触
的
な
現
前
の
は
ざ
ま
に
位
置
す
る
、
こ
の
絵
皿
の
〈
イ

メ
ー
ジ＝

も
の
〉
と
し
て
の
両
義
性
こ
そ
が
、
彼
の
眼
と
手
を
捕
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
義
性
と
い
う
モ
チ
ー
フ
こ
そ
、
さ

ま
ざ
ま
に
変
奏
さ
れ
な
が
ら
も
、
瑞
穂
の
骨
董
遍
歴
に
お
い
て
常
に
聴
き
と
ら
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
か
く
し
て
古
陶
に
開
眼
し
た
瑞
穂
が
、
最
初
に
自
分
で
骨
董
を
買
っ
た
の
は
、「
大
正
終
わ
り
、
昭
和
初
め
」
の
こ
と
で
、

「
古
染
の
鶏
闘
の
図
を
描
い
た
皿
」
を
五
〇
銭
で
購
入
し
た
と
い
う

（
１７
）

。
そ
れ
ゆ
え
瑞
穂
が
陶
磁
器
の
世
界
に
入
っ
た
の
は
、
呉
須
赤
絵

げ

て

や
古
染
付
な
ど
、
中
国
陶
器
と
し
て
は
緊
張
感
や
厳
格
さ
に
乏
し
い
、
明
末
清
初
の
味
わ
い
の
あ
る
（
や
や
下
手
の
）
や
き
も
の
か
ら

で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
井
伏
鱒
二
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
瑞
穂
も
蔵
原
も
、
や
は
り
阿
佐
ヶ
谷
に
住
ん
で
い
た
「
田
端
さ
ん
と
い

共振する両義性――青柳瑞穂と骨董－２７７－



ふ
骨
董
好
き
の
社
会
人
の
指
導
を
受
け
」
て
い
た
ら
し
い

（
１８
）

。
そ
の
後
の
昭
和
初
期
に
お
け
る
瑞
穂
の
や
き
も
の
遍
歴
を
逐
一
た
ど
る
の

は
容
易
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
昭
和
三
年
、
慶
應
の
カ
レ
ッ
ジ
ソ
ン
グ
「
丘
の
上
」
を
作
詞
し
た
瑞
穂
は
、
七
〇
円
と
い
う
当
時
と

た
い
ひ
さ
ん

し
て
は
大
金
を
礼
金
と
し
て
受
け
取
る
と
、
記
念
に
そ
れ
で
宋
代
の
玳
玻
盞
天
目
を
購
入
し
て
い
る

（
１９
）

。
ま
た
、
昭
和
八
年
に
書
か
れ
た

前
述
の
随
筆
「
或
る
時
代
」
の
末
尾
に
は
、「
私
の
机
の
上
に
は
﹇
震
災
で
﹈
焼
け
て
い
な
い
青
磁
の
花
瓶
も
あ
る
の
で
あ
る
」
と
い

う
文
章
で
終
わ
っ
て
い
る

（
２０
）

。
し
た
が
っ
て
、
彼
自
身
の
著
書
に
散
見
さ
れ
る
記
述
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
当
初
は
中
国
も
の
を
愛
好
し

て
い
た
ら
し
い
。
他
方
、
井
伏
鱒
二
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
瑞
穂
は
、「
こ
の
ご
ろ
李
朝
の
陶
器
が
流
行
つ
て
ゐ
る
。
最
初
、
李

朝
が
好
き
に
な
つ
て
、
そ
の
う
ち
に
土
器
が
好
き
に
な
る
ま
で
に
は
、
た
い
て
い
の
人
が
十
年
以
上
か
か
る
。
僕
は
三
年
で
土
器
が
好

き
に
な
つ
た
」、
と
自
慢
し
て
い
た
と
い
う

（
２１
）

。
こ
の
頃
の
瑞
穂
は
ま
た
、
当
時
に
お
け
る
陶
磁
史
の
最
高
権
威
で
あ
っ
た
奥
田
誠
一
の

著
作

（
２２
）

、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
小
野
賢
一
郎
が
昭
和
五
年
に
創
刊
し
た
や
き
も
の
趣
味
の
普
及
誌
『
茶
わ
ん

（
２３
）

』
な
ど
を
ひ
も
と
く
こ
と
で
、

独
学
で
や
き
も
の
の
歴
史
の
勉
強
を
し
て
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
初
期
の
瑞
穂
の
関
心
が
中
国
陶
磁
に
向
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
彼
が
や
き
も
の
に
つ
い
て
最
初
に
記
し
た
昭

和
七
年
の
文
章
が
、
中
国
陶
磁
器
の
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
知
ら
れ
た
横
河
民
輔
の
所
蔵
品
の
展
覧
会
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
も
分
か
る

（
２４
）

。
こ
の
中
で
瑞
穂
は
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
完
成
度
を
誇
る
中
国
陶
器
を
「
充
分
に
御
し
得
る
」
人
物
と
し
て
、「
目
」
と

「
腕
力
」
が
「
渾
然
と
し
」「
均
整
の
と
れ
た
」
横
河
の
蒐
集
態
度
を
賞
賛
す
る
。
と
同
時
に
、
中
国
陶
磁
の
「
頂
点
」
を
宋
代
と
し
、

さ
ら
に
そ
の
「
要
約
」
を
天
目
茶
碗
に
見
出
し
て
、
そ
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に
記
述
す
る
――

﹇
…
﹈
あ
の
内
に
籠
め
た
力
、
あ
の
美
事
な
釉
に
も
拘
は
ら
ず
、
更
に
て
ら
は
無
い
姿
。
限
り
無
い
火
熱
と
労
力
の
結
果
と
し
て

－２７８－



生
れ
な
が
ら
、
汗
の
跡
も
見
せ
な
い
、
実
に
楽
し
い
存
在
。
辻
君
の
や
う
に
通
行
人
を
呼
び
止
め
な
い
態
度
。
眺
め
入
る
人
に
の
み

解
る
そ
の
美
し
さ
。
そ
し
て
、
チ
ヤ
ン
ス
が
生
む
美
。
神
の
美
。

マ

マ

そ
し
て
、
か
つ
て
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
を
「
窯
変
天
目
」
に
比
較
し
た
こ
と
を
想
起
し
つ
つ
、「
僕
も
ま
た
、
破
片
で
も
い
ゝ
か
ら
、
天

目
の
や
う
な
詩
を
作
り
度
い
と
欲
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
文
章
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

こ
の
瑞
穂
の
処
女
骨
董
エ
ッ
セ
ー
に
は
、
注
目
す
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
天
目
と
詩
と
の
類
比
で
あ

る
。「
天
目
の
や
う
な
詩
を
作
り
度
い
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
当
時
の
彼
は
、
朔
太
郎
の
詩
と
い
う
「
大
き
な
暗
礁
」
に
乗
り
上
げ
、

ス
ラ
ン
プ
に
陥
り
、
詩
作
に
は
事
実
上
見
切
り
を
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
彼
の
処
女
詩
集
で
あ
る
『
睡
眠
』
が
刊
行
さ
れ
た

昭
和
六
年
に
は
、
彼
の
心
は
す
で
に
詩
か
ら
離
れ
て
お
り
、
こ
の
詩
集
を
「
見
る
の
さ
え
、
い
と
わ
し
い
く
ら
い
だ
っ
た
」
と
い
う

（
２５
）

。

だ
が
、
そ
の
「
詩
の
書
け
な
く
な
っ
た
空
白
時
代
」、
瑞
穂
は
「
俗
に
い
う
書
画
骨
董
と
い
う
、
朔
太
郎
の
詩
に
お
と
ら
ず
魅
惑
的
で

は
あ
る
が
、
お
よ
そ
非
生
産
的
な
、
お
そ
る
べ
き
世
界
」
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
、
深
み
に
は
ま
り
、
そ
の
「
病
魔
」
に
侵
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る

（
２６
）

。
先
の
末
尾
の
文
章
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
「
天
目
の�

や�

う�

な�

詩
を
作
」
る
努
力
は
放
棄
し
、
そ
れ

に
代
わ
っ
て
、
天
目
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
含
め
た
陶
器
）
そ�

の�

も�

の�

を
――
「
破
片
で
も
い
ゝ
か
ら
」
――
身
銭
を
切
っ
て
買
い
求
め

る
こ
と
に
血
道
を
上
げ
る
の
だ
。

そ
し
て
第
二
に
、
エ
ッ
セ
ー
の
テ
ー
マ
が
中
国
陶
磁
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
自
身
は
「
日
本
陶
器
を
好
き
」
だ
と
述
べ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
中
国
陶
磁
の
「
要
約
」
と
し
て
挙
げ
て
い
た
天
目
の
特
徴
も
、
そ
の
両
義
性
――
こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に

詳
述
す
る
――
や
、
衒
い
の
な
い
さ
り
げ
な
さ
、
あ
る
い
は
偶
然
性
の
介
在
な
ど
の
点
で
、
む
し
ろ
日
本
の
や
き
も
の
に
こ
そ
あ
て
は
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ま
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
自
分
を
真
の
意
味
で
の
「
骨
董
病
」
に
罹
患
さ
せ
た
の
は
、
完
璧
な
美
を
誇
る
中
国
陶
磁
で
は
な
く
、

あ
る
日
本
の
や
き
も
の
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
と
、
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る

（
２７
）

。
す
な
わ
ち
、
妻
の
実
家
の
あ
る
静
岡
県
引
佐
郡
伊
平
村

（
現
・
浜
松
市
北
区
引
佐
町
伊
平
）
に
お
け
る
、
石
皿
の
発
見
で
あ
る
。

こ
の
寒
村
に
滞
在
し
て
い
た
あ
る
日
、
散
歩
に
出
か
け
た
瑞
穂
が
、
同
地
の
伊
平
川
の
小
さ
な
支
流
を
板
橋
の
上
か
ら
眺
め
て
い
た

と
こ
ろ
、
石
で
流
れ
が
せ
き
止
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
鍋
や
釜
な
ど
と
一
緒
に
、
一
枚
の
皿
が
水
に
浸
か
っ
て
い
る
の
に
気
づ
い

た
。
そ
れ
は
「
一
尺
ば
か
り
の
黄
色
っ
ぽ
い
皿
」
で
、「
お
も
て
に
淡
い
藍
で
水
草
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
」。
そ
し
て
、
川
の
水
が
揺

ら
め
く
た
び
に
、「
皿
の
薄
青
い
水
草
も
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
た
」
と
い
う
。
そ
れ
は
、
江
戸
中
期
以
降
に
瀬
戸

で
多
く
焼
か
れ
た
雑
器
で
、
通
常
は
呉
須
と
鉄
で
闊
達
な
絵
付
け
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
石
皿
で
あ
っ
た
（
図
３
）。
こ
の
皿

に
魅
了
さ
れ
た
瑞
穂
は
、
ほ
ど
な
く
し
て
川
べ
り
に
や
っ
て
き
た
、
そ
の
持
ち
主
で
あ
る
農
家
の
老
婆
に
乞
う
て
、
譲
り
う
け
る
こ
と

に
成
功
す
る
の
で
あ
る

（
２８
）

。
こ
の
〈
発
病
〉
が
正
確
に
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
は
、

残
念
な
が
ら
定
か
で
な
い
。
瑞
穂
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
古
い
陶
磁
器
に
興
味
を
持
ち

は
じ
め
て
い
た
矢
先
き

（
２９
）

」
の
こ
と
で
あ
り
、
や
き
も
の
に
つ
い
て
は
な
お
無
知
で
、
石

皿
が
す
で
に
柳
宗
悦
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う

（
３０
）

。
ま

た
、
こ
の
体
験
に
つ
い
て
記
し
た
昭
和
二
五
年
の
エ
ッ
セ
ー
で
は
「
二
十
数
年
前
」
の

こ
と
と
さ
れ
て
お
り

（
３１
）

、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
、
蔵
原
に
呉
須
赤
絵
の
皿
を

見
せ
ら
れ
て
か
ら
そ
れ
ほ
ど
時
を
経
て
い
な
い
頃
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。

「
骨
董
病
」
発
病
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
の
石
皿
発
掘
体
験
に
お
い
て
と
り
わ
け

図３ 鶴文石皿（青柳瑞穂旧蔵）
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重
要
に
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
水
と
い
う
要
素
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
石
皿
に
描
か
れ
た
水
草
は
、
川
の
流
れ
を

受
け
て
揺
ら
め
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
瑞
穂
に
は
思
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
淡
い
色
の
呉
須
で
描
か
れ
た
水
草
が
川
の
水
の
中
に
溶
け
こ

む
こ
と
で
、
人
工
と
自
然
と
が
の
ど
か
に
融
和
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
、
あ
る
い
は
や
き
も
の
が
両
者
の
あ
わ
い
を
「
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ

る
」
そ
の
両
義
的
な
存
在
様
態
に
こ
そ
、
瑞
穂
の
眼
は
捕
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
瑞
穂
の
や
き
も
の
発
掘
の
う

ち
で
も
最
も
名
高
い
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
上
述
し
た
平
安
時
代
の
自
然
釉
壺
（
瑞
穂
は
「
ル
リ
色
の
壺
」
あ
る
い
は
「
青
い
壺
」
と
呼

ん
で
い
た
）
の
場
合
に
も
、
同
様
に
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
（
図
４
）。
昭
和
一
四
年
夏
、
瑞
穂
が
い
つ
も
の
よ
う
に
伊
平
村
を
訪
れ
る

と
、
掘
り
出
し
の
手
助
け
を
し
て
く
れ
て
い
る
地
元
の
友
人
の
「
友
さ
ん
」（
木
俣
友
吉
な
る
指
物
師
）
よ
り
、
同
地
の
付
近
を
流
れ

る
都
田
川
か
ら
自
然
釉
の
か
か
っ
た
壺
が
発
掘
さ
れ
、
そ
の
付
近
の
農
家
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
く
。
居
て
も
立
っ
て
も

い
ら
れ
な
く
な
っ
た
瑞
穂
は
農
家
を
訪
れ
、
友
さ
ん
を
介
し
て
交
渉
し
、
壺
の
入
手
に
成
功
す
る
の
で
あ
る

（
３２
）

。

瑞
穂
に
と
っ
て
こ
の
壺
の
最
大
の
魅
力
は
、
小
山
冨
士
夫
が
初
見
の
際
に
絶
賛

し
た
と
い
う
そ
の
モ
デ
リ
ン
グ＝

形
態
で
は
な
く

（
３３
）

、
表
面
に
た
っ
ぷ
り
と
降
り
か

か
っ
た
自
然
釉
が
呈
す
る
微
妙
な
色
彩
の
方
で
あ
っ
た
。
実
際
、
瑞
穂
は
こ
の
壺

を
前
に
し
た
印
象
を
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
――
「
形
が
あ
る
と
い
う
よ
り

は
、
た
だ
色
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
だ
け
、
私
に
は
夢
の
よ
う
に
も
、
虹
の
よ
う
に

も
思
わ
れ
た

（
３４
）

」。
そ
し
て
、
先
の
石
皿
に
お
い
て
、
表
面
に
呉
須
で
描
か
れ
た
淡

い
藍
色
の
水
草
と
、
そ
れ
が
浸
さ
れ
て
い
た
伊
平
川
の
水
の
流
れ
が
溶
け
あ
い
、

や
き
も
の
と
自
然
が
融
合
し
て
ひ
と
つ
の
〈
景
色
〉
を
形
成
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

図４ 自然釉壺（青柳瑞穂旧蔵）

共振する両義性――青柳瑞穂と骨董－２８１－



こ
の
壺
の
場
合
、
川
床
か
ら
掘
り
だ
さ
れ
た
後
で
さ
え
、
そ
の
表
面
に
は
、
都
田
川
の
水
の
流
れ
を
想
起
さ
せ
る
青
い
自
然
釉
の
〈
景

色
〉
に
よ
っ
て
、
固
体
で
あ
り
な
が
ら
も
液
体
の
ご
と
き
澄
ん
だ
潤
い
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
水
と
の
類
比
は
、
瑞
穂
が
こ

の
「
青
い
壺
」
に
ち
な
ん
で
詠
ん
だ
、
次
の
よ
う
な
歌
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
――

と
ほ
た
ふ
み
の

い
な
さ
ほ
そ
え
の

水
よ
り
も

青
き
こ
の
壺

め
で
た
か
り
け
り

（
３５
）

と
こ
ろ
で
、
瑞
穂
に
と
っ
て
水
は
、
や
き
も
の
の
発
見
の
み
な
ら
ず
愛
玩
の
場
に
お
い
て
も
欠
か
せ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ

は
、
古
壺
の
表
面
を
水
で
濡
ら
し
て
花
を
活
け
た
り
、
湿
ら
せ
た
器
に
懐
石
を
盛
っ
た
り
と
い
っ
た
、
伝
統
的
な
茶
人
的
所
作
で
は
な

い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
や
き
も
の
の
魅
力
と
は
、
そ
れ
を
手
に
し
、
持
ち
運
び
、
撫
で
さ
す
る
と
い
う
、
単
な
る
「
実
用
」
を
越
え
た
触

覚
的
な
「
快
楽
」
に
存
す
る
が
、
そ
れ
を
最
も
端
的
に
経
験
で
き
る
の
が
、
や
き
も
の
を
水
に
浸
し
て
洗
う
と
い
う
行
為
で
あ
る
と
い

う
。
他
の
美
術
工
芸
品
に
は
許
さ
れ
な
い
こ
の
行
為
に
こ
そ
、「
や
き
も
の
の
イ
ノ
チ
と
ヒ
ミ
ツ
は
あ
る
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
購
入
し
た
や
き
も
の
は
ま
ず
台
所
で
よ
く
洗
い
、
水
桶
の
中
に
浸
し
て
お
い
て
し
ば
ら
く
上
か
ら
眺
め
、

し
か
る
後
に
拭
っ
て
や
っ
て
、
よ
う
や
く
自
分
の
所
有
物
と
な
る
。
古
備
前
の
壺
な
ど
台
所
で
洗
え
な
い
大
き
な
も
の
は
一
緒
に
風
呂

－２８２－



に
入
る
。
窓
か
ら
射
し
こ
む
午
後
の
光
を
浴
び
な
が
ら
、「
太
古
の
よ
う
な
静
け
さ
」
の
中
、
壺
と
と
も
に
風
呂
に
浸
る
の
は
、「
人
生

の
最
も
楽
し
い
時
間
」
な
の
で
あ
る
。
瑞
穂
に
と
っ
て
水
と
は
、
自
分
（＝

主
体
）
と
や
き
も
の
（＝

客
体
）
を
互
い
に
融
和
さ
せ
、

所
有
あ
る
い
は
一
体
化
を
達
成
す
る
、
特
異
な
溶
媒
で
あ
り
、
茶
室
で
は
な
く
台
所
や
風
呂
場
と
い
っ
た
日
常
的
な
生
活
空
間
が
、
そ

の
特
権
的
な
場
な
の
で
あ
る

（
３６
）

。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
彼
の
詩
と
し
て
は
珍
し
く
や
き
も
の
が
登
場
す
る
、「
厨
房
の
歌
」
と

題
さ
れ
た
詩
に
も
現
わ
れ
て
い
よ
う
――

君
子
は
厨
房
に
入
ら
ず
と
や

し
か
し
私
は
好
き
だ

こ
の
部
屋
が

ま
る
で
自
分
の
書
斎
の
や
う
に
。

﹇
…
﹈

あ
ら
ひ
桶
の
中
で
は

南
京
皿
の
染
附
模
様
が

陽
を
あ
び
な
が
ら
揺
れ
て
ゐ
る
。

棚
に
な
ら
ん
だ
白
い
瀬
戸
引
き
の
小
壺
に
は

SU
C

R
E

,
SE

L
,

B
E

U
R

R
E

の
文
字
が
あ
ざ
や
か
に

さ
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
本
の
や
う
に
美
し
い
。
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家
人
の
不
在
に
こ
つ
そ
り
し
の
び
こ
み

私
は
こ
の
部
屋
で
思
索
す
る
の
が
楽
し
み
だ

（
３７
）

。

皿
そ
の
も
の
で
は
な
く
「
染
附
模
様
」
が
水
に
揺
れ
て
い
る
と
い
う
観
察
は
、
す
で
に
見
た
石
皿
発
見
の
体
験
と
も
通
底
す
る
も
の

が
あ
る
。
ま
た
、
厨
房
が
「
書
斎
の
や
う
」
で
あ
り
、
や
き
も
の
の
小
壺
が
「
フ
ラ
ン
ス
本
の
や
う
」
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
比
喩
は
、

瑞
穂
に
と
っ
て
の
骨
董
と
文
学
の
関
係
性
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
。

と
こ
ろ
で
、
骨
董
の
愛
玩
の
場
に
お
い
て
主
客
の
融
合
を
い
っ
そ
う
促
進
さ
せ
る
特
殊
な
水＝

溶
媒
と
し
て
酒
が
あ
る
。
同
じ
風
景

で
あ
っ
て
も
、
小
雨
や
狭
霧
と
い
っ
た
水
か
ら
成
る
「
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
通
す
と
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
様
相
へ
と
姿
を
変
え
る
よ
う
に
、

酒
と
い
う
ヴ
ェ
ー
ル
も
ま
た
、
や
き
も
の
の
姿
を
「
万
華
鏡
」
の
如
く
千
変
万
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
、
陶
器

の
も
つ
「
重
さ
」
と
酒
の
「
軽
さ
」
の
間
の
精
妙
な
関
係
が
あ
る
。
瑞
穂
に
よ
れ
ば
、
や
き
も
の
を
所
有
し
鑑
賞
す
る
こ
と
は
、
精
神

的
に
も
物
質
的
（＝

金
銭
的
）
に
も
負
担
が
重
い
。
こ
れ
に
対
し
、
液
体
で
あ
る
酒
に
は
、
固
体
と
し
て
の
実
質
も
な
け
れ
ば
、
何
ら

責
任
を
必
要
と
も
し
な
い
、
い
わ
ば
〈
軽
い
〉
存
在
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
古
陶
で
酒
を
酌
み
、「
陶
と
酒
と
の
、
重
と
軽
と
の
、

か
ら
み
あ
い
」
を
通
じ
て
、
複
雑
微
妙
な
中
和
作
用
を
生
み
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
弄
る＝

呑
む
者
は
「
無
限
の
世
界
」
あ
る
い
は
「
夢

幻
の
世
界
」
へ
と
い
ざ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る

（
３８
）

。
瑞
穂
が
文
士
仲
間
の
親
睦
会
で
あ
る
「
阿
佐
ヶ
谷
会
」
の
会
場
と
し
て
自
宅
を
提
供
し
、

古
陶
と
酒
で
友
人
た
ち
を
も
て
な
す
こ
と
を
愛
し
た

（
３９
）

（
図
５
）
の
も
、
単
に
性
格
や
人
柄
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
陶
／
酒
、

重
／
軽
の
「
か
ら
み
あ
い
」
を
演
出
す
る
場
を
設
け
る
と
い
う
意
味
も
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
瑞
穂
に
よ
れ
ば
、
貧
し
き
骨
董
者
が
器
物
に
向
か
う
態
度
そ
れ
自
体
も
、「
水
」
あ
る
い
は
「
水
蒸
気
」
の
よ
う
で
あ
る

－２８４－



べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
裕
福
な
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
貧
し
い
数
寄
者
は

「
自
分
の
好
み
な
ど
無
視
し
て
、
水
の
よ
う
に
澄
明
に
な
っ
て
、
相
手
の
器
物
に
は
な

し
か
け
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
同
様
に
、
知
識
や
学
問
を
用
立
て
る
の
も
富
裕
者

の
特
権
な
の
で
あ
り
、「
わ
た
し
た
ち
」
貧
数
寄
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
感
覚
が
長
年

の
経
験
に
よ
っ
て
昇
華
さ
れ
知
性
と
な
っ
た
、「
あ
の
水
蒸
気
の
よ
う
な
、
香
水
の
よ

う
な
部
分
」
だ
け
を
武
器
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。
確
固
た
る
実
質
を
有
し
た
、
不
透
明

な
固
体
で
あ
る
陶
磁
器
に
立
ち
向
か
う
に
は
、
水
や
酒
と
い
う
「
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
介
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
自
ら
透
明
な
液
体
あ
る
い
は
気
体
と
化
し
て
臨
機
応
変
、
融
通
無

碍
に
応
ず
る
に
如
く
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
再
び
古
陶
発
掘
に
話
を
戻
せ
ば
、
瑞
穂
に
と
っ
て
骨
董
の
「
掘
出
し
」
と
は
、

単
に
「
日
本
の
土
」
へ
の
愛
着
の
な
せ
る
技
で
あ
る

（
４０
）

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
深
奥
に

「
地
下
水
」
の
如
く
存
在
し
、
そ
れ
に
よ
り
美
術
品
が
日
本
中
を
巡
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
見
え
な
い
流
れ
」
を
「
じ
か
に
感
」
じ
、

掘
り
あ
て
、
そ
の
手
で
掬
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た

（
４１
）

。「
日
本
の
土
」
で
焼
か
れ
、
文
字
通
り
水
の
「
流
れ
」
の
中
か
ら
見
出
さ
れ
、
陸

に
上
げ
ら
れ
た
後
も
絵
や
釉
の
か
た
ち
で
水
の
記
憶
を
な
お
そ
の
表
面
に
留
め
て
い
る
石
皿
や
「
青
い
壺
」
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

ま
さ
し
く
極
め
つ
け
の
「
掘
出
し
」
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

図５ 阿佐ヶ谷会にて。右から青柳瑞穂、井伏鱒二、
河盛好蔵、中野好夫
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二

共
振
す
る
両
義
性

昭
和
一
四
年
に
発
見
さ
れ
た
「
青
い
壺
」
は
、
戦
時
下
の
瑞
穂
と
常
に
と
も
に
あ
り
、
彼
は
「
そ
の
自
然
釉
の
美
し
さ
に
日
々
の
不

安
を
ま
ぎ
ら
そ
う
と
し
た

（
４２
）

」
と
い
う
。
瑞
穂
は
終
戦
ま
で
疎
開
せ
ず
東
京
に
残
り
、
空
襲
警
報
が
鳴
り
響
く
空
の
下
、
骨
董
を
抱
い
て

日
々
を
過
ご
し
た
。
戦
後
の
彼
は
、
戦
時
中
（
と
り
わ
け
戦
争
末
期
）
ほ
ど
骨
董
に
没
頭
し
た
こ
と
は
な
い
と
述
懐
し
て
い
る

（
４３
）

。
戦
争

と
い
う
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
は
、
震
災
と
同
様
、
瑞
穂
の
骨
董
を
見
る
眼
、
弄
る
手
に
深
い
影
を
落
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
上
述
し
た
光
琳
の
肖
像
画
（
図
６
）
発
見
の
経
緯
で
あ
る
。
日
中
戦
争
が
勃
発
し
て
ま
も
な
い
昭

和
一
二
年
一
〇
月
、
瑞
穂
も
召
集
さ
れ
た
。
杭
州
湾
上
陸
作
戦
へ
の
参
加
が
彼
を
待
ち
う
け
る
運
命
で
あ
っ
た
よ
う
な
の
だ
が
、「
兵

隊
に
過
剰
人
員
が
で
き
た
た
め
」
と
い
う
（
い
さ
さ
か
不
可
解
な
）
理
由
か
ら
、
九
段
の
兵
舎
で
一
か
月
ほ
ど
過
ご
し
た
後
、
突
然
召

集
解
除
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
二
月
に
帰
宅
し
て
わ
ず
か
三
日
目
に
、
彼
は
青
梅
街
道
筋
の
古
物
商
・
佐
藤
春
之
助
の
も
と
で
、
光
琳

の
肖
像
画
と
出
会
い
、
七
円
五
〇
銭
で
購
入

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

（
４４
）

。

虫
喰
い
に
よ
る
損
傷
が
激
し
く
、
し
か
も

先
客
――
横
浜
で
開
業
し
て
い
る
「
Ｔ
君
」

な
る
業
者
――
に
よ
っ
て
光
琳
の
落
款
が
切

り
落
と
さ
れ
そ
う
に
な
る
と
い
う
、「
ま
さ

に
瀕
死
の
状
態
に
あ
っ
た
」
こ
の
肖
像
画
は
、

図６ 尾形光琳《中村内蔵助
像》重要文化財、元禄
１７年（１７０４年）、絹本
著色、大和文華館（青
柳瑞穂旧蔵）
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「
一
旦
死
を
覚
悟
し
」、「
や
は
り
大
陸
の
土
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
」
瑞
穂
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
救
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る

（
４５
）

。
し
か
も
、

こ
の
絵
を
最
初
に
見
た
と
き
に
彼
の
眼
を
惹
い
た
の
は
、「
徳
川
時
代
の
多
く
の
肖
像
画
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
、
あ�

の�

死�

の�

暗�

さ�

が

こ
の
絵
に
は
い
さ
さ
か
も
な
い
」（
傍
点
松
原
）
と
い
う
点
で
あ
っ
た

（
４６
）

。
生
死
の
際
に
あ
っ
て
な
お
死
の
影
を
逃
れ
て
い
る
こ
の
絵
に
、

当
時
同
様
の
状
態
に
あ
っ
た
瑞
穂
の
眼
と
手
が
共
鳴
し
た
と
い
う
の
は
、
単
な
る
偶
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
そ
こ
に
は

相
応
の
理
由
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
品
に
描
か
れ
た
像
主
で
あ
る
藤
原
信
盈
（
光
琳
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
中
村
内
蔵

介
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
の
ち
に
判
明
す
る
）
は
、
讃
に
よ
れ
ば
三
六
歳
で
あ
る
が
、
瑞
穂
は
『
さ
さ
や
か
な
日
本
発
掘
』
の
中

で
、
当
時
の
自
分
も
同
じ
年
齢
だ
っ
た
と
し
て
い
る

（
４７
）

。
だ
が
実
際
に
は
、
こ
の
頃
の
瑞
穂
は
三
八
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
回
顧
に

お
け
る
〈
年
齢
詐
称
〉
は
も
ち
ろ
ん
、
単
な
る
勘
違
い
で
は
な
く
、
光
琳
あ
る
い
は
内
蔵
助
と
の
「
出
会
」
を
劇
的
に
演
出
す
る
た
め

の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
の
み
な
ら
ず
、
瑞
穂
自
身
、
絵
の
た
ど
っ
た
数
奇
な
運
命
と
数
寄
者
た
る
自
ら
の
命
運
と
を
積
極
的
に
重

ね
あ
わ
せ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
太
平
洋
戦
争
末
期
に
至
っ
て
、
瑞
穂
の
骨
董
熱
は
最
高
潮
に
達
す
る
。
こ
の
頃
彼
が
入
手
し
と
り
わ
け
愛
好
し
た
の
が
二

つ
の
茶
碗
で
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
瀬
戸
唐
津
の
「
白
い
茶
碗

（
４８
）

」、
も
う
ひ
と
つ
は
青
井
戸
あ
る
い
は
奥
高
麗
の
「
青
い
茶
碗
」
で
、
後

者
に
は
「
老
鶯
」
と
い
う
銘
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
茶
碗
を
瑞
穂
は
か
わ
る
が
わ
る
箱
か
ら
出
し
、
眺
め
、
茶
を
た
て
て

日
々
を
過
ご
し
た

（
４９
）

。
さ
ら
に
、
瑞
穂
と
同
様
疎
開
せ
ず
に
東
京
に
留
ま
っ
て
い
た
友
人
の
外
村
繁
、
上
林
暁
、
亀
井
勝
一
郎
の
三
人
を

朝
の
茶
に
招
い
た
と
き
も
、「
秘
蔵
の
茶
わ
ん
」
た
る
こ
の
瀬
戸
唐
津
を
用
い
て
い
る
。
ち
な
み
に
そ
の
際
、
上
林
と
亀
井
は
鎧
兜
を

装
着
し
て
現
れ
、「
や
や
貧
弱
な
戦
国
の
武
将
を
思
は
せ
る
趣
き
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
菓
子
は
ブ
ド
ー
糖
で
代
用
し
、
化
学
を
学
ぶ

息
子
が
大
学
か
ら
調
達
し
て
き
た
ア
ル
コ
ー
ル
を
茶
で
割
っ
て
、
ぐ
い
の
み
に
て
供
し
た

（
５０
）

。
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連
日
の
空
襲
の
た
め
、
の
び
の
び
と
空
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
瑞
穂
は
、
自
室
に
閉
じ
こ
も
り
、
や
き
も
の
と
い
う
「
世
界

の
カ
ケ
ラ
」
あ
る
い
は
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
向
き
合
い
、「
大
き
な
自
然
」
す
な
わ
ち
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
美
し
さ
を
そ
の
中
に
必
死

に
な
っ
て
探
し
、
あ
る
い
は
自
ら
投
影
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
彼
は
の
ち
に
、
本
来
「
物
言
わ
ぬ
」
つ
ま
り
生
命
を
も
た
ぬ
静
物
で
あ

る
と
こ
ろ
の
や
き
も
の
た
ち
が
、
当
時
ば
か
り
は
ま
る
で
生
命
を
得
た
か
の
よ
う
に
、「
い
つ
ま
で
も
話
し
か
け
て
く
れ
た
」
と
も
回

想
し
て
い
る
。
瑞
穂
に
よ
れ
ば
、
や
き
も
の
（
特
に
日
本
の
そ
れ
）
の
美
し
さ
は
、
愛
玩
動
物
の
よ
う
に
こ
れ
見
よ
が
し
に
人
間
に
媚

び
る
こ
と
な
く
、「
冷
た
く
、
非
情
」
あ
る
い
は
「
無
表
情
」
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
存
し
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
「
生
命
の
な

い
も
の
の
生
命
」
の
秘
密
な
の
だ
と
い
う
。
生
命
の
な
い
や
き
も
の
に
仮
に
体
温
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
一
見
無
表
情
な
中
に

も
表
情
を
も
っ
た
「
ガ
マ
の
体
温
の
如
き
も
の
」
な
の
で
あ
る

（
５１
）

（
こ
こ
で
否
応
な
く
想
起
さ
れ
る
の
は
、
理
想
の
や
き
も
の
の
境
地
を

「
人
が
見
た
ら
蛙
に
化
れ
」
と
表
現
し
た
青
山
二
郎
の
言
葉
で
あ
る
）。
別
の
と
こ
ろ
で
瑞
穂
は
、
や
き
も
の
を
形
づ
く
る
土
は
あ
た

た
か
く
生
命
が
あ
り
、
原
初
の
や
き
も
の
は
い
ず
れ
も
「
生
命
の
躍
動
」
が
備
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
釉
薬
が
発
達
す
る
と
、
そ

れ
が
土
の
生
命
を
包
み
、
排
除
し
て
し
ま
う
の
だ
と
も
書
い
て
い
る

（
５２
）

。
や
き
も
の
一
般
の
は
ら
む
こ
う
し
た
生
／
死
の
弁
証
法
が
最
も

鋭
く
顕
在
化
し
た
の
が
、
戦
時
下
に
愛
好
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
茶
碗
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

か
つ
て
の
瑞
穂
は
、
深
さ
の
あ
る
壺
と
平
た
い
皿
の
中
間
に
位
置
す
る
「
ど
っ
ち
つ
か
ず
」
で
「
中
途
半
端
」
な
茶
碗
と
い
う
形
式

を
好
ま
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
戦
時
中
、
根
津
美
術
館
で
柿
の
蔕
茶
碗
「
滝
川
」
を
見
る
こ
と
で
、
茶
碗
に
開
眼
し
た
と
い
う

（
５３
）

。
そ
の

茶
碗
へ
と
至
る
道
に
は
、
彼
に
よ
れ
ば
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
そ
れ
を
「
道
具
」
と
し
て
「
使
用
」
す
る
「
用
」
の
道
、
も
う
ひ
と
つ

は
「
陶
磁
器
」
と
し
て
「
鑑
賞
」
す
る
「
美
」
の
道
で
あ
る
。「「
美
」
と
「
用
」
の
妙
趣
を
兼
備
」
し
て
い
る
茶
碗
は
、「
一
つ
に
し

て
二
つ
、
二
つ
に
し
て
一
つ
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
茶
碗
と
い
う
「
底
知
れ
ぬ
も
の
」＝

「
未
知
な
る
も
の
」
が
も
つ
「
複
雑
性
」
と
「
単
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純
性
」
が
あ
る
の
だ
と
い
う

（
５４
）

。
と
り
わ
け
、
雑
器
と
し
て
作
ら
れ
た
と
も
言
わ
れ
る
「
出
生
の
ア
イ
マ
イ
な
」
李
朝
初
期
の
茶
碗
は
、

男
性
的
な
「
勁
い
」
あ
る
い
は
「
渋
い
」
側
面
と
、
女
性
的
な
「
優
美
」
と
を
兼
ね
備
え
た
、「
複
雑
微
妙
な
美
し
さ
」
を
も
っ
て
い

る
（
５５
）

。
こ
の
よ
う
に
瑞
穂
に
と
っ
て
、
や
き
も
の
と
い
う
事
物
そ
れ
自
体
、
二
面
性
を
は
ら
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
茶
碗
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
、
な
か
で
も
両
性
具
有
的
な
高
麗
茶
碗
は
、
こ
う
し
た
両
義
性
を
幾
重
に
も
内
包
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
瑞
穂
が
高
麗
茶

碗
を
「
病
的
な
ま
で
に
美
し
い

（
５６
）

」
と
形
容
す
る
理
由
も
、
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
瑞
穂
の
蒐
集
し
た
骨
董
の
う
ち
、
こ
う
し
た
両
義
性
を
は
ら
ん
で
い

る
の
は
、
茶
碗
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
瑞
穂
は
、
彼
が
と
り
わ
け
愛
し
た
壺

（
図
７
）
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
魅
力
を
、「
遠
く
か
ら
も
望
み
見
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
同
時
に
「
近
づ
い
て
手
に
と
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
い
う
点
に
見
出
し
て
い

る
。
壺
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
や
き
も
の
が
織
り
な
す
風
景
の
中
で
の
「
山
獄
」
の
ご

と
き
も
の
で
あ
り
、
車
窓
か
ら
そ
の
全
容
を
遠
く
眺
め
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
接
近

し
て
自
分
の
足
で
登
る
こ
と
も
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
視
覚
的
な
遠
隔
視

と
触
覚
的
な
近
接
視
の
は
ざ
ま
を
永
遠
に
た
ゆ
た
う
曖
昧
な
オ
ブ
ジ
ェ
な
の
で
あ
り
、

壺
を
弄
る
と
い
う
こ
と
は
、〈
見
る
こ
と
〉
と
〈
触
れ
る
こ
と
〉
の
遠
／
近
法
の
あ

わ
い
を
果
て
し
な
く
往
還
す
る
こ
と
と
同
義
な
の
で
あ
る
。
壺
が
や
き
も
の
の
入
門

者
に
も
ベ
テ
ラ
ン
に
も
同
様
に
魅
力
的
で
あ
る
、
つ
ま
り
や
き
も
の
の
「
初
め
で
あ

り
、
終
わ
り
で
あ
」
る
所
以
も
そ
こ
に
あ
る

（
５７
）

。

図７ 瑞穂旧蔵の壺の数々
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ま
た
、
陶
器
の
中
に
は
、
硬
さ
と
柔
ら
か
さ
の
間
の
弁
証
法
的
な
二
面
性
を
具

え
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
信
楽
の
や
き
も
の
（
図
８
）
は
、「
岩
石
さ

な
が
ら
の
か
た
さ
」
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
い
間
眺
め
て
い
る
と
、

そ
の
荒
々
し
く
い
か
つ
い
肌
で
さ
え
「
ふ
ん
わ
り
と
や
わ
ら
か
そ
う
に
」
見
え
て

く
る
と
い
う

（
５８
）

。
さ
ら
に
、
長
次
郎
の
樂
茶
碗
に
も
、
堅
牢
さ
と
脆
さ
、
男
性
性
と

女
性
性
、
あ
る
い
は
「
桃
山
ら
し
い
大
き
さ
」
と
「
小
ぢ
ん
ま
り
」
と
し
た
「
洗

練
」
と
が
同
居
し
て
い
る
と
さ
れ
る

（
５９
）

。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
両
義
性
は
、
信
楽
で
も

樂
焼
で
も
初
期
に
の
み
限
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
て
惰
性

化
し
硬
直
す
る
中
で
、
こ
う
し
た
微
妙
な
両
極
性
の
戯
れ
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
樂
家
と
同
様
、
世
襲
に

よ
っ
て
伝
統
を
継
承
し
て
き
た
京
焼
の
清
水
六
兵
衛
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
瑞
穂
は
清
水
家
代
々
の
家
風
を
、「
軽
快
で
、

お
し
ゃ
れ
で
、
時
代
に
敏
感
」
と
い
う
、
京
焼
全
体
に
広
く
あ
て
は
ま
り
得
る
一
般
的
性
質
に
見
出
す
が
、
初
代
に
限
っ
て
は
、「
軽

快
と
瀟
洒
」
の
み
な
ら
ず
、「
豪
放
性
と
寡
黙
」
と
い
う
、
一
見
す
る
と
対
立
す
る
よ
う
な
特
徴
が
共
存
し
て
い
る
と
す
る
。
初
代
に

は
「
人
間
の
持
つ
い
ろ
い
ろ
な
要
素
」
が
手
つ
か
ず
の
ま
ま
雑
居
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
時
代
の
経
過
と
と
も
に
過
度
な
洗
練
を

経
る
こ
と
で
失
わ
れ
て
し
ま
う
類
の
も
の
な
の
で
あ
る

（
６０
）

。

と
は
い
え
瑞
穂
に
と
っ
て
、
こ
の
種
の
両
極
的
な
揺
れ
動
き
を
は
ら
む
古
美
術
品
は
、
や
き
も
の
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

古
代
ガ
ラ
ス
と
い
う
「
妖
し
い
ま
で
に
美
し
い
器
物
」
は
、
特
定
の
時
代
と
地
域
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
も
の
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、

し
か
し
そ
う
し
た
事
実
を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
な
、「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
異
国
的
」
な
――
あ
る
い
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
・
ユ
ー
ク
ロ 図８ 信楽の古壺（青柳瑞穂旧蔵）
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ニ
ー
的
な
――
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
砂
漠
の
夜
空
に
瞬
く
「
天
上
の
星
の
よ
う
に
は
る
か
」
な
、「
遠
い
」

存
在
な
の
で
あ
る
。
瑞
穂
は
「
遠
い
」
物
（
舶
来
品
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
、
日
本
の
古
美
術
な
ど
）
が
も
つ
魅
力
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
も
述
べ
て
い
る
――

わ
た
し
は
今
日
の
も
の
よ
り
も
昨
日
の
も
の
、
こ
こ
で
で
き
た
も
の
よ
り
、
あ
ち
ら
で
で
き
た
も
の
の
方
が
好
き
だ
。
つ
ま
り
時

間
的
に
も
、
空
間
的
に
も
遠
く
の
も
の
が
好
ま
し
い
わ
け
で
あ
る
。
遠
く
の
も
の
に
は
、
憧
れ
が
あ
り
、
夢
が
あ
り
、
そ
れ
独
特
の
、

い
う
に
い
わ
れ
ぬ
美
し
さ
が
あ
る

（
６１
）

。

だ
が
他
方
で
、
古
代
ガ
ラ
ス
は
手
に
と
っ
て
弄
る
こ
と
も
で
き
る
具
体
的
な
事
物
で
も
あ
り
、
ガ
ラ
ス
と
そ
れ
を
見
る＝

触
れ
る
者

と
の
間
に
は
親
密
な
「
接
触
」
と
「
対
話
」
が
生
ま
れ
る

（
６２
）

。
完
全
に
透
明
で
も
不
透

明
で
も
な
い
、
半
透
明
な
色
調
と
質
感
を
帯
び
た
古
代
ガ
ラ
ス
は
、
そ
の
向
こ
う
に

こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
を
垣
間
見
せ
想
起
さ
せ
つ
つ
も
、
し
か
し
や
は
り
今＝

こ
こ

に
た
し
か
に
現
存
す
る
可
触
的
な
物
質
で
も
あ
る
と
い
う
二
面
性
を
帯
び
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
両
義
性
を
視
覚
的
に
最
も
明
瞭
に
示
し
て
い
る
古
美
術
品
が
根
来
塗
で

あ
る
（
図
９
）。
黒
漆
に
よ
る
下
地
の
上
に
朱
漆
を
塗
り
重
ね
た
根
来
の
魅
力
は
、

長
い
年
月
を
か
け
て
使
用
さ
れ
る
う
ち
に
、
表
面
の
朱
漆
が
自
然
に
す
れ
て
、
そ
の

図９ 根来の薬器（青柳瑞穂旧蔵）
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下
の
黒
漆
が
現
れ
る
こ
と
で
、
赤
と
黒
の
二
色
が
醸
す
偶
然
の
妙
味
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
い
わ
ば
、「
ぬ
り
も
の
本
来
の
女
性
的
な
優

美
」
と
「
男
性
的
な
豪
快
性
」
が
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
光
と
影
の
た
わ
む
れ
」
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
、
人
工
（＝

塗
師
）
と
天
工
（＝

自
然
）
と
の
共
同
作
業
な
の
で
あ
る

（
６３
）

。
同
様
の
こ
と
は
、
銅
で
作
ら
れ
た
の
ち
、
長
い
あ
い
だ
地
中
に
埋
め
ら
れ

る
こ
と
で
表
面
に
生
成
し
た
緑
青
（
錆
）
の
美
し
さ
を
味
わ
う
、
平
安
期
に
作
ら
れ
た
経
筒
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
経
筒

は
「
冷
た
く
、
か
た
い
金
属
の
製
品
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
植
物
の
よ
う
な
す
が
す
が
し
さ
、
や
わ
ら
か
さ
」
を
も
同
時
に
湛
え
て
い

る
。
そ
れ
は
「
単
純
」
か
つ
「
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
」
で
「
男
性
的
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
女
性
の
、
深
い
複
雑
な
に
お
い
」
を
感
じ
さ

せ
も
す
る
、
高
麗
茶
碗
と
同
様
に
両
性
具
有
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
な
の
で
あ
る

（
６４
）

。

さ
ら
に
瑞
穂
は
、
個
別
の
作
品
を
論
じ
る
際
も
、
こ
の
種
の
両
義
性
に
つ
い
て
頻
繁
に
言
及
す
る
。
た
と
え
ば
、
妻
の
郷
里
に
ほ
ど

近
い
三
ケ
日
か
ら
奥
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
摩
訶
耶
寺
の
寺
宝
、
木
彫
の
千
手
観
音
像
を
瑞
穂
は
し
ば
し
ば
参
拝
し
た
が
、
こ
の
仏

像
の
「
魅
力
」
は
、
血
の
つ
な
が
り
さ
え
感
じ
さ
せ
る
「
肉
体
的
」
な
「
近
親
感
」
を
抱
か
せ
な
が
ら
も
、「
遥
か
な
遠
い
と
こ
ろ
」

に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
私
め
が
け
て
突
進
し
て
く
る
」
の
だ
が
、「
ど
う
し
て
も
私
に
は
ぶ
つ
か
ら
な
い
…
…
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た

（
６５
）

。

換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
近
し
く
親
密
な
（heim

lich
）
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
遠
く
隔
た
っ
た
、
さ
ら
に
は
不
気
味
な
（un-

heim
lich

）
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
瑞
穂
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
両
義
性
を
最
も
濃
厚
に
含
ん
で
い
る
も
の

と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
作
品
が
、
前
述
し
た
光
琳
に
よ
る
《
中
村
内
蔵
助
像
》（
図
６
）
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、「
大
様
」
対

「
精
緻
」、「
あ
た
た
か
さ
」
対
「
つ
め
た
さ
」、「
明
る
さ
」
対
「
暗
さ
」、「
豪
放
」
対
「
繊
細
」、「
華
美
」
対
「
哀
愁
」、「
あ
で
や

か
」
対
「
愁
い
」
と
い
っ
た
、
数
多
く
の
「
相
反
す
る
二
つ
の
要
素
が
画
面
ぜ
ん
た
い
を
支
配
」
し
、
像
主
は
そ
こ
か
ら
醸
し
だ
さ
れ

る
雰
囲
気
の
中
に
曖
昧
に
「
と
け
こ
ん
で
い
る
」
か
に
見
え
る

（
６６
）

。
召
集
解
除
直
後
、
生
と
死
と
い
う
「
相
反
す
る
二
つ
の
要
素
」
の
間
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を
彷
徨
う
よ
う
に
歩
い
て
い
た
瑞
穂
の
眼
を
惹
い
た
の
は
、
光
琳
作
品
が
は
ら
む
こ
う
し
た
揺
ら
ぎ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
一
見
す
る
と
種
々
雑
多
な
品
々
を
愛
好
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
瑞
穂
だ
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
両
義
性
へ
の
愛
着

（
偏
執
？
）
が
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
瑞
穂
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
両
義
性
は
、
対
象＝

客
体
レ
ベ
ル
に
の
み
留
ま
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
を
愛
玩
す
る
骨
董
者＝

主
体
の
側
に
も
本
来
的
に
備
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

晩
年
の
瑞
穂
は
い
く
つ
か
の
文
章
に
お
い
て
、
骨
董
愛
好
と
い
う
自
ら
の
「
業
病
」
を
振
り
返
っ
て
、
そ
れ
を
定
義
づ
け
よ
う
と
試

み
て
い
る

（
６７
）

。
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
み
る
と
、
彼
に
と
っ
て
「
美
術
好
き
」
の
在
り
方
に
は
、「
専
門
家
」、「
美
術
愛
好
家
」、「
骨
董

者
」
と
い
う
三
つ
の
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
。
ま
ず
専
門
家
と
は
、
美
術
館
や
博
物
館
に
勤
め
、
実
作
品
に
直
接
接
し
、
そ
の
調
査
を
職

業
と
し
て
い
る
者
で
あ
り
、「
鑑
定
」
あ
る
い
は
「
批
評
」
に
従
事
す
る
、「
冷
い
脳
髄
」
を
も
っ
た
「
知
性
的
」
な
、
悪
く
言
え
ば

「
無
感
覚
」
で
「
不
感
症
」
的
な
存
在
で
あ
る
。
次
に
美
術
愛
好
家
は
、
ガ
ラ
ス
の
ケ
ー
ス
越
し
に
、
あ
る
い
は
画
集
な
ど
で
作
品
を

眺
め
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
「
鑑
賞
」（「
観
賞
」）
す
る
の
は
「
骨
董
」
で
は
な
く
「
美
術
」
で
あ
り
、「
熱
い
心
臓
」
で
「
感

覚
的
」
な
物
の
見
方
を
す
る
の
だ
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
「
精
神
だ
け
」
の
営
為
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
鑑
賞
と
は
、「
幸
福
」
で

「
素
直
」
な
、「
す
き
と
お
っ
た
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
、
単
純
な
」
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
ス
マ
ー
ト
で
、
お
上
品
で
、
イ
ン
テ
リ

風
で
さ
え
あ
る
」。

そ
し
て
、
こ
の
両
者
い
ず
れ
と
も
異
な
る
の
が
、
骨
董
と
い
う
「
い
や
ら
し
い
、
お
そ
る
べ
き
名
」
で
呼
ば
れ
る
対
象
に
魅
せ
ら
れ

た
骨
董
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
美
へ
の
憧
憬
の
み
な
ら
ず
物
へ
の
所
有
欲
に
も
囚
わ
れ
、「
心
臓
を
ド
キ
ド
キ
さ
せ
る
」
物
に
し
か
興

味
を
抱
か
な
い
と
い
う
意
味
で
、
精
神
の
み
な
ら
ず
肉
体
ま
で
冒
さ
れ
た
、「
最
も
凄
惨
」
で
「
傷
だ
ら
け
」
の
「
患
者
」
で
あ
る
。

骨
董
と
は
、
い
く
ば
く
か
の
出
費
と
引
き
換
え
に
所
有
欲
を
満
た
す
と
い
う
点
で
「
女
道
楽
と
共
通
」
し
、
真
贋
の
見
極
め
と
い
う

共振する両義性――青柳瑞穂と骨董－２９３－



「
イ
チ
か
バ
チ
か
の
体
あ
た
り
」
が
不
可
避
で
あ
る
点
に
お
い
て
「
バ
ク
チ
を
思
わ
せ
る
」
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
悪
徳
の
臭

い
」
さ
え
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
身
銭
を
切
っ
て
買
う
と
い
う
物
質
的
な
負
担
を
要
し
、
購
入
し
た
の
ち
に
は
鑑
賞

――
愛
好
家
の
そ
れ
と
は
異
な
る
「
奇
妙
な
鑑
賞
」
――
と
い
う
別
の
、
今
度
は
精
神
的
な
負
担
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
そ
の

品
に
贋
作
の
疑
念
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
さ
ら
に
物
質
的
な
負
担
へ
と
舞
い
戻
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
こ
の
行
き
来
は
果
て
る
こ
と

が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
知
性
の
み
を
頼
り
に
す
る
専
門
家
と
も
精
神
一
辺
倒
の
愛
好
家
と
も
異
な
る
骨
董
者
と
は
、「
物
質
と
精
神
間
の
長

い
往
還
」
に
永
遠
に
囚
わ
れ
た
者
で
あ
り
、
彼
が
彷
徨
う
の
は
、「
た
そ
が
れ
」
の
よ
う
に
「
も
の
の
あ
や
め
も
定
か
な
ら
ぬ
薄
明
の

世
界
」
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
「
泥
沼
」
に
は
ま
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
骨
董
者
に
も
、
一
転
し
て
救
済
さ
れ
、
そ
こ
に

「
白
い
睡
蓮
」
の
よ
う
に
清
浄
な
美
の
鑑
賞
が
開
花
す
る
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い

（
６８
）

。
ち
な
み
に
蓮
は
、
瑞
穂
の
詩
や
エ
ッ
セ
ー

に
頻
繁
に
登
場
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
睡
眠
』
所
収
の
「
春
夜
」
と
題
さ
れ
た
詩
の
一
部
を
引
用
し
よ
う
――

い
ま

春
の
夜
は
し
づ
か
に
息
づ
き

け
む
り
て
う
る
ほ
ふ
空
気
の
な
か
に

は
か
な
く
ゆ
ら
ら
ぐ
情
愁

は
ち
す

お
ぼ
ろ
げ
る
蓮
の
花
の
大
き
な
影
を
追
ひ
て

は
づ
か
し
く

た
め
ら
ひ

ふ
る
え

身
を
な
げ
か
け
る

（
６９
）
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時
間
設
定
が
「
た
そ
が
れ
」
で
は
な
く
（
萩
原
朔
太
郎
的
な
）「
春
の
夜
」
で
あ
る
と
は
い
え
、
煙
っ
た
空
気
の
中
、
水
蒸
気
の

「
ヴ
ェ
ー
ル
」
越
し
に
「
お
ぼ
ろ
げ
」
に
認
め
ら
れ
る
「
蓮
」
の
影
を
追
い
か
け
「
身
を
な
げ
か
け
」
つ
つ
も
「
た
め
ら
ひ

ふ
る

え
」
る
と
い
う
、
前
進
と
逡
巡
の
曖
昧
な
姿
勢
に
は
、
骨
董
と
い
う
「
も
の
の
あ
や
め
も
定
か
な
ら
ぬ
薄
明
の
世
界
」
に
お
け
る
両
義

的
な
「
往
還
」
の
在
り
方
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。

加
え
て
、「
た
そ
が
れ
」
あ
る
い
は
「
薄
明
」
が
瑞
穂
の
と
り
わ
け
好
ん
だ
詩
的
情
景
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で

も
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
詩
集
『
睡
眠
』
を
ひ
も
と
く
と
、
夕
暮
れ
や
黄
昏
、
と
り
わ
け
そ
れ
に
浸
さ
れ
た
部
屋
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、

き
わ
め
て
頻
繁
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
――
「
夕
ぐ
れ
方
の
子
供
部
屋
」、「
ふ
る
さ
と
の
古
び
し
部
屋
の
隅
に
﹇
…
﹈
そ
こ
は
か
と

な
く
漂
へ
る
秋
の
夕
べ
の
匂
」、「
薄
ぐ
ら
い
恋
び
と
の
部
屋
」、「
夕
ぐ
れ
の
物
か
げ
」、「
う
す
ぐ
ら
い
障
子
の
そ
ば
」、「
薄
暮
の
ほ
の

か
な
る
あ
た
り
」、「
た
そ
が
れ
近
い
部
屋
の
中
」、「
ば
ら
の
花
の
や
う
に
／
薄
ぐ
ら
い
室
の
な
か
で
／
夕
刊
が
や
さ
し
く
匂
ふ
こ
ろ
」、

等
々
。
こ
れ
ら
詩
の
中
の
〈
翳
り
ゆ
く
部
屋
〉
は
、
す
で
に
見
た
群
仙
堂
を
は
じ
め
と
し
て
、
瑞
穂
の
好
ん
だ
（
高
級
骨
董
商
で
は
な

い
）「
薄
暗
い
ボ
ロ
道
具
屋
の
空
気
」
と
相
似
形
を
な
し
て
い
る
と
同
時
に
、
骨
董
と
い
う
両
義
的
な
「
薄
明
の
世
界
」
の
存
在
様
態

そ
の
も
の
を
隠
喩
的
に
先
取
り
し
て
い
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
瑞
穂
の
愛
し
た
骨
董
品
の
み
な
ら
ず
、
彼
を
含
む
「
骨
董
者
」
も
ま
た
、
知
性
／
感
性
、
精

神
／
物
質
、
美
／
醜
、
明
／
暗
、
真
／
贋
な
ど
の
両
極
を
不
安
定
に
揺
れ
動
き
往
き
来
す
る
、
両
義
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

だ
と
す
れ
ば
骨
董
と
は
、
主
体
と
客
体
――
仮
に
こ
う
し
た
明
確
な
分
割
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
――
双
方
が
は
ら
む
両
義
性
が
相
対

し
て
火
花
を
散
ら
す
「
決
闘

（
７０
）

」（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
）
の
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
骨
董
が
あ
る
と
き
に
は
至
福
の
美
へ
と
上
昇

し
、
ま
た
あ
る
と
き
は
下
劣
な
醜
へ
と
転
落
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
こ
の
両
者
の
両
義
性
が
激
し
く
共
振
し
て
、
正
あ
る
い
は
負
の
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効
果
が
相
乗
的
に
増
幅
さ
れ
る
が
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。

三

翻
訳
と
骨
董

と
こ
ろ
で
瑞
穂
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
両
義
性
は
、
骨
董
（
者
）
に
の
み
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
彼
は
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
――

﹇
…
﹈
す
ぐ
れ
た
芸
術
と
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
、
こ
の
﹇
重
さ
／
軽
さ
と
い
う
﹈
相
反
す
る
要
素
を
、
か
ね
そ
な
え
て
い
る

（
７１
）

﹇
…
﹈。

す
ぐ
れ
た
芸
術
は
、
文
学
で
も
、
音
楽
で
も
、
美
術
で
も
、
こ
の
﹇
高
麗
茶
碗
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
﹈
男
女
両
性
が
、
調
和
の
度

は
区
々
に
し
て
も
、
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
日
頃
か
ら
、
わ
た
く
し
は
思
っ
て
い
る

（
７２
）

。

た
と
え
ば
、
日
本
の
文
学
に
か
ん
し
て
は
、「
す
ぐ
れ
た
文
人
は
い
つ
も
両
極
を
具
え
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、
そ
の
典
型
を
、
師

で
あ
る
「
知
性
と
感
性
の
詩
人
」
堀
口
大
學
に
見
出
し
て
い
る

（
７３
）

。
ま
た
、
友
人
の
井
伏
鱒
二
も
ま
た
、「
肉
体
的
に
は
田
舎
者
」
で
あ

る
が
「
精
神
的
に
は
都
会
人
」
で
あ
り
、「
ふ
て
ぶ
て
し
さ
と
神
経
質
が
同
居
」
す
る
と
い
う
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
と
さ
れ
る

（
７４
）

。
他

方
、
外
国
の
文
学
者
（
と
り
わ
け
彼
自
身
が
翻
訳
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
や
詩
人
）
と
し
て
は
、「
饒
舌
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
沈
黙

的
」
な
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
の
『
マ
ル
ド
ロ
ー
ル
の
歌

（
７５
）

』、「
生
と
死
の
間
を
、
歓
楽
と
寂
寞
の
間
を
、
た
え
ず
彷
徨
し
つ
づ
け
る
」
晩
年

－２９６－



の
モ
ー
パ
ッ
サ
ン

（
７６
）

、「
作
用
」
と
「
反
作
用
」、「
満
潮
」
と
「
干
潮
」、「
狂
気
」
と
「
理
性
」
と
い
う
「
二
つ
の
対
蹠
的
な
風
貌
」
を

も
つ
「
心
中
の
矛
盾
」
を
表
現
し
た
ア
ベ
・
プ
レ
ヴ
ォ
ー

（
７７
）

、
さ
ら
に
は
、「
詩
人
の
感
覚
」
と
「
小
説
家
の
観
察
眼
」
を
兼
備
し
、「
甘

美
」
で
あ
る
当
時
に
「
辛
辣
」
な
ア
ン
リ
・
ド
・
レ
ニ
エ

（
７８
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

そ
し
て
瑞
穂
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
文
学
に
お
け
る
「
二
重
性
」
を
最
も
明
瞭
か
つ
激
烈
な
か
た
ち
で
体
現
し
て
い
る
の
が
、
晩
年

の
ル
ソ
ー
で
あ
る
。
自
ら
訳
出
し
た
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
の
あ
と
が
き
に
お
い
て
瑞
穂
は
、
ル
ソ
ー
が
は
ら
む
「
分
裂
」
あ
る

い
は
「
混
合
」＝

「
ア
マ
ル
ガ
ム
」
に
つ
い
て
、
一
連
の
二
項
対
立
を
畳
み
か
け
る
か
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
――

一
方
に
は
遅
鈍
な
精
神
が
、
重
苦
し
い
思
念
が
、
暗
い
頭
が
あ
る
か
と
思
う
と
、
他
方
に
は
、
沸
騰
し
て
い
る
性
格
が
、
感
動
し

や
す
い
心
が
あ
る
。
活
動
的
な
魂
と
、
懶
惰
な
天
性
が
と
な
り
合
っ
て
い
る
。
平
静
と
あ
き
ら
め
が
、
癇
癪
と
激
怒
の
発
作
と
交
互

し
て
い
る
。
迫
害
の
苦
痛
の
直
後
に
、
孤
独
の
甘
味
が
く
る
。
剽
軽
で
生
真
面
目
で
、
貪
欲
で
浪
費
者
で
、
無
知
で
博
学
で
、
冷
静

で
激
動
的
で
、
賢
明
で
狂
人
で
あ
り
、
狂
人
じ
み
た
賢
人
で
あ
る
。
こ
の
内
面
的
の
絶
え
間
な
い
抵
触
が
、
尊
大
で
柔
和
な
心
に
、

懦
弱
で
強
情
な
性
格
に
、
欲
望
的
に
は
熱
烈
で
、
行
動
的
に
は
懶
惰
な
魂
に
、
痛
々
し
い
ほ
ど
の
争
闘
を
起
し
、
あ
た
か
も
大
波
の

打
ち
あ
う
よ
う
に
、
彼
の
な
か
で
衝
突
し
合
う
の
で
あ
る

（
７９
）

。

こ
の
よ
う
に
、
翻
訳
の
対
象
と
し
て
の
ル
ソ
ー
と
は
瑞
穂
に
と
っ
て
、
骨
董
に
お
け
る
茶
碗
（
と
り
わ
け
高
麗
の
そ
れ
）
と
同
等
に
、

き
わ
め
て
両
義
的
な
対
象
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
両
者
の
間
に
は
、
さ
ら
に
無
視
で
き
な
い
類
縁
性
が
存
在
す
る
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、

瑞
穂
が
こ
れ
ら
二
つ
の
魅
力
に
捕
え
ら
れ
た
の
が
、
い
ず
れ
も
太
平
洋
戦
争
末
期
だ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
茶
碗
に
つ
い
て
は
す

共振する両義性――青柳瑞穂と骨董－２９７－



で
に
述
べ
た
が
、
彼
が
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
に
最
初
に
接
し
た
も
は
や
は
り
戦
争
末
期
の
こ
と
で
あ
り
、
友
人
の
上
林
暁
――

瑞
穂
と
同
じ
く
疎
開
し
な
か
っ
た
「
帝
都
残
留
仲
間
」
で
、「
白
い
茶
碗
」
を
用
い
た
上
述
の
戦
時
下
の
茶
会
に
も
招
か
れ
た
――
が
、

彼
に
翻
訳
を
熱
心
に
勧
め
た
ら
し
い

（
８０
）

。

第
二
に
、
そ
の
常
軌
を
逸
し
た
心
酔
の
度
合
い
に
お
い
て
も
、
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。
二
つ
の
茶
碗
を
手
に
入
れ
た
瑞
穂
は
、
連

日
「
骨
董
三
昧
に
ふ
け
」
り
、「
骨
董
の
た
め
に
、
日�

本�

の�

運�

命�

な�

ど�

忘�

れ�

て�

い�

た�

」
（
８１
）

と
い
う
が
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
瑞
穂

は
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
の
熟
読
と
翻
訳
に
没
頭
す
る
あ
ま
り
、「
国�

家�

の�

運�

命�

を�

さ�

え�

忘�

れ�

た�

瞬�

間�

も�

あ�

っ�

た�

程�

で
あ
る

（
８２
）

」（
傍

点
い
ず
れ
も
松
原
）
と
も
述
懐
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
茶
碗
と
い
う
「
病
的
に
ま
で
美
し
い
も
の
」
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
頃

の
自
分
を
、
の
ち
に
瑞
穂
は
「
病
気
」
に
か
か
っ
て
い
た
と
し
て
い
る

（
８３
）

が
、
同
様
に
、
ル
ソ
ー
翻
訳
中
の
彼
は
、
ほ
と
ん
ど
ル
ソ
ー
が

乗
り
移
っ
た
か
の
よ
う
に
情
緒
不
安
定
で
、
神
経
衰
弱
に
陥
っ
て
い
た

（
８４
）

。
瑞
穂
に
と
っ
て
骨
董
／
翻
訳
に
没
頭
す
る
こ
と
は
、
単
に
対

象
を
所
有
し
玩
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
逆
に
対
象
に
よ
っ
て
占
有＝

憑
依
さ
れ
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
瑞
穂
が
骨
董
と
翻
訳
の
も
つ
創
造
的
な
価
値
に
真
に
目
覚
め
た
の
も
、
戦
時
下
に
お
け
る
二
つ
の
茶
碗
お
よ
び
ル

ソ
ー
と
の
出
会
い
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
青
柳
い
づ
み
こ
に
よ
れ
ば
、
瑞
穂
の
周
辺
の
文
士
仲
間
の
間
に
は
、
翻
訳
に
対
す
る
差
別

意
識
が
存
在
し
て
お
り
、
瑞
穂
も
ま
た
戦
前
に
は
、
創
作
よ
り
格
の
低
い
非
創
造
的
な
作
業
で
、
金
を
得
る
た
め
の
や
む
を
得
な
い
手

段
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
の
瑞
穂
が
、
翻
訳
を
創
作
と
対
等
の
も
の
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
訳

出
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う

（
８５
）

。
同
様
に
、
こ
の
頃
の
瑞
穂
は
、
自
分
の
骨
董
発
掘
を
創
作
行
為
と
同
等
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い

た
ふ
し
が
あ
る
。
井
伏
鱒
二
に
よ
れ
ば
、
瑞
穂
が
、
自
分
の
発
掘
し
た
能
面
（
図
２
）
を
友
人
た
ち
に
披
露
し
よ
う
と
箱
か
ら
出
し
た

際
、
そ
こ
に
い
た
作
家
の
田
畑
修
一
郎
が
ふ
と
笑
み
を
漏
ら
し
た
。
馬
鹿
に
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
瑞
穂
は
激
怒
し
、
田
畑
と
絶
好
状

－２９８－



態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
瑞
穂
の
言
い
分
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
――
「
端
的
に
云
つ
て
、
田
畑
君
の
書
く
作
品
と
僕
の
見
つ
け

る
古
美
術
品
と
、
ど
ち
ら
が
芸
術
的
に
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
か
。
い
や
、
ど
ち
ら
が
後
世
に
残
さ
れ
る
と
思
ふ
か
」。
こ
れ
に
対
し
井
伏
は
、

「
だ
が
、
小
説
の
価
値
と
能
面
の
価
値
を
較
べ
て
は
拙
い
」
と
冷
静
に
た
し
な
め
て
い
る

（
８６
）

が
、
瑞
穂
に
と
っ
て
の
骨
董
と
創
作
の
等
価

性
を
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
示
し
た
言
葉
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
瑞
穂
に
と
っ
て
翻
訳
と
骨
董
が
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
お
い
て
相
似
的
な
営
み
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
瑞
穂
が
晩
年
に
翻

訳
に
つ
い
て
記
し
た
次
の
よ
う
な
文
章
を
、
骨
董
へ
と
引
き
つ
け
て
読
ん
で
み
た
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち
牽
強
付
会
と
は
言
え
な
い
で

あ
ろ
う
――

翻
訳
と
い
う
の
は
、
お
か
し
な
も
の
で
あ
る
。
自
然
の
よ
う
で
も
あ
り
、
不
自
然
の
よ
う
で
も
あ
り
、
難
解
の
よ
う
で
も
あ
り
、

平
易
の
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
両
極
の
行
き
来
で
あ
り
、
ま
た
は
そ
の
ご
た
混
ぜ
で
も
あ
ろ
う
。

ど
こ
か
遠
い
と
こ
ろ
に
、
テ
キ
ス
ト
と
い
う
見
え
な
い
原
書
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
に
一
本
の
糸
で
つ
な
が
れ
て
、
ふ
ら
ふ
ら

と
、
た
え
ず
揺
れ
て
い
る
の
が
、
翻
訳
と
い
う
も
の
の
姿
の
よ
う
で
あ
る

（
８７
）

。

最
初
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
見
出
さ
れ
る
「
両
極
」
性
に
つ
い
て
は
、
骨
董
に
関
し
て
も
す
で
に
詳
し
く
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り

返
さ
な
い
。
注
目
し
た
い
の
は
、
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
語
ら
れ
る
特
異
な
翻
訳
観
で
あ
る
。
瑞
穂
に
と
っ
て
翻
訳
（trans-ducere

）
と

は
、
原
書
と
自
己
を
「
一
本
の
糸
」
で
つ
な
ぎ
、
そ
れ
を
道
し
る
べ
と
し
て
原
テ
ク
ス
ト
を
他
言
語
と
い
う
〈
彼
岸
〉（trans

）
へ
と

〈
導
く
〉（ducere

）、
一
方
向
的
で
一
過
的
、
不
可
逆
的
で
目
的
論
的
な
作
業
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
、
一
本
の
か
細
い
糸
の
み
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を
介
し
て
テ
ク
ス
ト
に
つ
か
ず
離
れ
ず
に
寄
り
添
い
、
し
か
し
そ
の
震
え
と
揺
ら
ぎ
に
「
た
え
ず
」
敏
感
に
反
応
し
、
戯
れ
あ
い
、
共

サ

ス

ペ

ン

ス

振
し
よ
う
と
す
る
、
語
の
真
の
意
味
に
お
け
る
ど
っ
ち
つ
か
ず＝

宙
吊
り
の
様
態
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
瑞
穂
に
と
っ
て
骨

董
愛
好
と
は
、
現
前
し
て
い
る
事
物
の
物
質
的
な
マ
チ
エ
ー
ル
を
手
前
に
引
き
寄
せ
て
粘
着
す
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
的
な
近
接
視
と
も
、

そ
の
彼
岸
に
垣
間
見
え
る
（
と
想
定
さ
れ
る
）
死
者
た
ち
の
「
形
」（
小
林
秀
雄

（
８８
）

）
や
「
魔
界
」（
川
端
康
成

（
８９
）

）
へ
と
想
像
力
を
飛
翔
さ

せ
、
そ
れ
を
透
明
に
表
象
し
よ
う
と
す
る
遠
隔
視
と
も
異
な
る
、
も
っ
と
「
ふ
ら
ふ
ら
」
と
し
た
、
曖
昧
で
両
義
的
な
、
い
わ
ば
〈
弱

い
〉
態
度
で
あ
る
。

あ
る
い
は
こ
う
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
瑞
穂
に
と
っ
て
、
翻
訳
が
一
方
で
、
創
作
に
「
対
等
す
る
一
種
の
も
の

（
９０
）

」（
青
柳
い
づ

み
こ
）
で
あ
り
、
他
方
で
彼
が
訳
し
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
ラ
ル
ボ
ー
に
と
っ
て
と
同
様
「
鑑
賞
家
と
し
て
す
ぐ
れ
た
文
学
を
味
わ
お
う
と

す
る
欲
求

（
９１
）

」
の
産
物
で
も
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
創
作
と
鑑
賞
、
書
く
こ
と
と
読
む
こ
と
の
は
ざ
ま
に
位
置
し
、
そ
の
あ
わ
い
を

行
き
つ
戻
り
つ
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
瑞
穂
に
と
っ
て
の
骨
董
愛
好
（
と
り
わ
け
掘
出
し
）
が
、
単
な
る
鑑
賞
を
超
え
た

「
一
種
の
創
作

（
９２
）

」（
小
林
秀
雄
）
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
骨
董
品
あ
る
い
は
骨
董
体
験

が
も
つ
特
異
性
と
い
う
、
非
合
理
的
で
本
来
は
言
語
化
不
可
能
な
体
験
を
文
章
化
し
た
、
つ
ま
り
言
語
へ
と
翻
訳
し
た
瑞
穂
に
よ
る
一

連
の
骨
董
エ
ッ
セ
ー
は
、
創
作
／
鑑
賞
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
座
標
軸
が
相
交
わ
る
と
こ
ろ
に
結
晶
化
し
た
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
翻
訳
と
骨
董
と
い
う
二
つ
の
営
み
が
は
ら
む
両
義
性
が
共
振
現
象
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ

う
か
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
ク
ス
ト
あ
る
い
は
オ
ブ
ジ
ェ
と
「
一
本
の
糸
」
で
つ
な
が
れ
て
宙
を
た
ゆ
た
う
瑞
穂
の
姿
は
、
彼
の
愛
し
た
語

彙＝

行
為
で
あ
る
「
散
歩
」、
あ
る
い
は
宇
宙
遊
泳
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
糸
」
は
、
宇
宙
飛
行
士
と
宇
宙
船
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を
つ
な
ぐ
命
綱
の
よ
う
に
安
全
を
保
証
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
テ
セ
ウ
ス
を
導
き
迷
宮
か
ら
脱
出
さ
せ
た
ア
リ
ア
ド
ネ
の
赤
い
糸

の
よ
う
に
翻
訳
／
骨
董
の
謎
の
ほ
つ
れ
を
解
く
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
対
象
が
は
ら
む
潜
在
的
な
両
義
性
の
振
幅
が
大
き
け
れ
ば

大
き
い
ほ
ど
、
そ
の
振
動
は
「
糸
」
を
通
じ
て
瑞
穂
に
も
伝
わ
り
、
彼
の
散
歩＝

遊
泳
を
危
険
に
満
ち
た
も
の
に
変
え
る
。
そ
し
て
骨

董
の
場
合
、
最
も
大
き
く
、
そ
し
て
最
も
恐
る
べ
き
振
幅
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
真
／
贋
の
間
の
そ
れ
で
あ
る
。
実
際
、
晩
年
に
至
っ

て
瑞
穂
は
、
ふ
と
し
た
縁
と
い
う
「
一
本
の
糸
」
を
た
ど
る
こ
と
で
乾
山
の
や
き
も
の
に
目
覚
め
、
そ
れ
を
通
じ
て
佐
野
乾
山
事
件
と

い
う
鬱
蒼
と
し
た
「
真
贋
の
森
」（
松
本
清
張
）
へ
と
迷
い
こ
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
サ
ス
ペ
ン
ス
ま
が
い
の
一
件
、

お
よ
び
そ
の
中
で
瑞
穂
が
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
役
割
に
つ
い
て
遺
漏
な
く
論
ず
る
に
は
、
他
日
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

註

（
１
）
井
伏
鱒
二
『
珍
品
堂
主
人
』
中
公
文
庫
、
昭
和
五
二
年
、
五
、
四
三
頁
。

（
２
）
山
田
和
『
知
ら
れ
ざ
る
魯
山
人
』
文
藝
春
秋
、
平
成
一
九
年
。
な
お
、
秦
秀
雄
『
目
き
き
の
眼
――
や
き
も
の
の
見
方
』
徳
間
書
店
、
昭
和
三

六
年
、
七
八－

七
九
頁
に
も
、
こ
の
事
実
を
示
唆
す
る
記
述
が
あ
る
。

（
３
）
白
州
正
子
「
珍
品
堂
主
人

秦
秀
雄
」（
昭
和
五
六
年
）、
同
『
遊
鬼
――
わ
が
師
わ
が
友
』
新
潮
文
庫
、
平
成
一
〇
年
、
二
六－

四
三
頁
（
特

に
三
五
頁
）。

（
４
）
井
伏
前
掲
書
、
一
七－

二
一
、
一
四
四－

一
四
五
頁
。

（
５
）
同
二
八－

三
一
頁
。

（
６
）
同
二
一－

二
三
、
一
四
五－

一
四
七
頁
。

（
７
）
小
林
の
骨
董
愛
好
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
を
参
照
。「
物
質
（
化
）
へ
の
情
熱
――
小
林
秀
雄
と
骨
董
」『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
第

二
二
巻
第
二
号
、
平
成
二
〇
年
、
一
〇
一－

一
四
四
頁
。

（
８
）
秦
前
掲
書
、
二
三
五
頁
。
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（
９
）
青
山
二
郎
「
贋
物
と
真
物
に
つ
い
て
」（
昭
和
三
五
年
）、
同
『
青
山
二
郎
全
文
集
』
上
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
一－

二
一
一

頁
（
引
用
は
二
〇
九
頁
よ
り
）。

（
１０
）
井
伏
前
掲
書
、
一
一
一－

一
一
三
頁
。
こ
の
体
験
談
が
最
初
に
瑞
穂
に
よ
っ
て
活
字
に
さ
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
、
瑞
穂
と
井
伏
が
と
も
に
参
加
し

た
、
次
の
座
談
会
に
お
い
て
で
あ
る
。
青
柳
瑞
穂
・
井
伏
鱒
二
・
佐
藤
醇
造
・
谷
口
千
吉
「
掘
り
出
し
帖
」『
日
曜
日
』
二
巻
一
号
、
昭
和
二
七

年
一
月
、
九
〇－

一
〇
〇
頁
（
特
に
九
四
頁
）。

（
１１
）
青
柳
瑞
穂
「
平
安
の
壺
」『
陶
説
』
第
六
一
号
、
昭
和
三
三
年
四
月
、
二
八－

三
〇
頁
。

（
１２
）
同
「
或
る
時
代
」（
昭
和
八
年
）、
同
『
古
い
物
、
遠
い
夢
』
新
潮
社
、
昭
和
五
一
年
、
三
一－

三
五
頁
。

（
１３
）
野
々
上
慶
一
「
あ
る
回
想
――
小
林
秀
雄
と
河
上
徹
太
郎
」、
同
『
高
級
な
友
情
――
小
林
秀
雄
と
青
山
二
郎
』（
平
成
六
年
）、
講
談
社
文
芸

文
庫
、
平
成
二
〇
年
、
一
九
五－

二
二
〇
頁
。

（
１４
）
青
柳
瑞
穂
「
子
供
部
屋
」、
同
『
睡
眠
』
第
一
書
房
、
昭
和
六
年
、
五－

七
頁
。
な
お
、
原
文
で
は
ほ
と
ん
ど
の
漢
字
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る

が
、
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
特
殊
な
読
み
方
を
す
る
も
の
に
ル
ビ
を
限
定
す
る
。

（
１５
）
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
は
、
同
「
蔵
原
伸
二
郎
と
の
交
遊
」（
昭
和
四
三
年
）、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
二
〇－

二
六
頁
に
詳
し
い
。

（
１６
）
こ
れ
よ
り
十
数
年
後
、
骨
董
の
「
狐
」
に
憑
か
れ
た
小
林
秀
雄
が
最
初
に
自
分
で
あ
が
な
う
こ
と
に
な
る
の
も
や
は
り
「
呉
須
赤
絵
の
見
事
な
大

皿
」
で
あ
っ
た
の
は
、
興
味
深
い
一
致
で
あ
る
。

（
１７
）
同
「
田
舎
の
土
蔵
」、
同
『
壺
の
あ
る
風
景
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
四
五
年
、
七－

二
一
頁
（
こ
こ
で
は
一
八
頁
）。

（
１８
）
井
伏
鱒
二
「
青
柳
瑞
穂
と
骨
董
」（
昭
和
四
七
年
）、
同
『
焼
物
雑
記
』
文
化
出
版
局
、
昭
和
六
〇
年
、
六
〇－

七
六
頁
（
引
用
は
六
〇
頁
よ
り
）。

（
１９
）
青
柳
瑞
穂
「「
丘
の
上
」
の
作
者
と
し
て
」（
昭
和
三
一
年
）、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
二
八－

二
九
頁
。

（
２０
）
同
「
或
る
時
代
」
前
掲
文
、
三
五
頁
。

（
２１
）
井
伏
前
掲
文
、
六
〇－

六
一
頁
。

（
２２
）「
も
と
も
と
、
奥
田
、
北
原
、
脇
本
な
ど
と
い
う
著
名
な
陶
磁
学
者
に
よ
っ
て
、
ぼ
く
の
や
き
も
の
勉
強
は
は
ぐ
く
ま
れ
た
﹇
…
﹈」。
引
用
は
青

柳
瑞
穂
「
わ
が
光
琳
と
乾
山
」（
昭
和
四
四
年
）、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
二
八
二－

二
九
二
頁
（
引
用
は
二
八
七
頁
よ
り
）。

（
２３
）
の
ち
に
彼
は
、
や
き
も
の
入
門
の
き
っ
か
け
を
秦
秀
雄
に
尋
ね
ら
れ
た
際
、『
茶
わ
ん
』
を
読
ん
で
、
と
答
え
た
と
い
う
。
秦
秀
雄
「
わ
が
陶
師
・

陶
友
（
３
）
小
野
賢
一
郎
」『
陶
説
』
一
一
二
号
、
昭
和
三
七
年
七
月
、
五
二－

五
四
頁
（
五
三
頁
）。

（
２４
）
青
柳
瑞
穂
「
横
河
氏
支
那
古
陶
展
」『
セ
ル
パ
ン
』
二
二
号
、
昭
和
七
年
一
二
月
、
五
三－

五
六
頁
。

（
２５
）
同
「
帰
れ
る
蕩
児
の
如
く
」（
昭
和
三
〇
年
代
初
頭
）、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
五
一
頁
。
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（
２６
）
同
「
蔵
原
伸
二
郎
と
の
交
遊
」
前
掲
文
、
二
三
頁
。

（
２７
）
同
「
わ
が
骨
董
の
歴
史
」（
昭
和
二
五
年
）、『
青
柳
瑞
穂

骨
董
の
あ
る
風
景
』
青
柳
い
づ
み
こ
編
、
み
す
ず
書
房
、
平
成
一
六
年
、
一－

一
〇

頁
（
五
頁
）。

（
２８
）
同
「
さ
さ
や
か
な
日
本
発
掘
」、
同
『
さ
さ
や
か
な
日
本
発
掘
』（
昭
和
三
五
年
）、
講
談
社
文
芸
文
庫
、
平
成
二
年
、
第
二
章
「
石
皿
と
の
出
会
」

（
一
六
〇－

一
六
六
頁
）
を
参
照
。

（
２９
）
同
一
六
二
頁
。

（
３０
）
同
「
わ
が
骨
董
の
歴
史
」
前
掲
文
、
五
頁
。

（
３１
）
同
上
。

（
３２
）
同
「
さ
さ
や
か
な
日
本
発
掘
」
前
掲
文
第
五
章
「
壺
と
の
出
会
」
一
九
一－

二
〇
〇
頁
。
さ
ら
に
、
同
「
平
安
の
壺
」
前
掲
文
、
お
よ
び
同
「
あ

る
コ
レ
ク
タ
ー
の
告
白
」（
昭
和
四
二
年
）、『
青
柳
瑞
穂

骨
董
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
一
一－

三
九
頁
（
三
五－

三
七
頁
）
も
参
照
。
ち
な

み
に
瑞
穂
は
、
自
分
の
誕
生
日
で
あ
る
五
月
二
九
日
、
こ
の
壺
を
箱
か
ら
と
り
出
し
、
花
を
い
っ
ぱ
い
に
活
け
る
こ
と
を
毎
年
の
習
慣
に
し
て
い

た
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
「
赤
絵
の
水
滴
」（
昭
和
二
二
年
）、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
一
二
五－

一
二
八
頁
（
一
二
六
頁
）
を
参

照
。

（
３３
）
同
「
壺
と
の
出
会
」
前
掲
文
、
一
九
七
頁
。

（
３４
）
同
一
九
六
頁
。

（
３５
）
同
一
九
八－

一
九
九
頁
。

（
３６
）
同
「
や
き
も
の
と
水
」、
同
『
さ
さ
や
か
な
日
本
発
掘
』
前
掲
書
、
九
八－

一
〇
一
頁
。

（
３７
）
初
出
は
『
栄
養
と
料
理
』
第
一
七
巻
第
一
号
、
昭
和
二
六
年
、
五
頁
。
な
お
、
こ
の
詩
が
詩
集
『
睡
眠
前
後
』（
大
雅
洞
、
昭
和
三
五
年
）
に
再

録
さ
れ
た
際
（
三
四－

三
五
頁
）、
一
行
目
が
「
君
子
は
厨
房
に
入
ら
ず
と
。」
と
改
変
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
初
出
の
も
の
に
従
う
。

ち
な
み
に
、
こ
の
詩
と
同
様
の
内
容
は
、『
壺
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
の
「
歎
美
抄
」
中
の
一
篇
「
根
来
の
美
し
さ
」（
四
五－

四
八
頁
）
に
お

け
る
、
次
の
よ
う
な
一
節
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
――
「﹇
…
﹈
わ
た
し
は
妻
に
か
く
れ
て
厨
房
に
し
の
び
込
み
、
あ
ぶ
ら
で
汚
れ
た
や
き

も
の
類
を
、
ラ
イ
ポ
ン
で
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
洗
い
お
と
す
、
あ
の
快
味
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
と
き
ど
き
こ
れ
を
敢
行
し
ま
す
が
、
時
に
は
見
つ
か
っ

て
、
な
ん
で
す
、
君
子
が
お
台
所
に
近
よ
る
な
ん
て
！

と
山
の
神
さ
ま
の
顰
蹙
を
買
う
こ
と
で
す
」（
四
五－

四
六
頁
）。

（
３８
）
同
「
陶
と
酒
と
油
と
」（「
や
き
も
の
の
中
の
散
歩
」
中
の
一
篇
）、
同
『
壺
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
二
一
八－

二
二
四
頁
。

（
３９
）
阿
佐
ヶ
谷
会
に
つ
い
て
は
、『「
阿
佐
ヶ
谷
会
」
文
学
ア
ル
バ
ム
』
青
柳
い
づ
み
こ
・
川
本
三
郎
監
修
、
幻
戯
書
房
、
平
成
一
九
年
を
参
照
。

共振する両義性――青柳瑞穂と骨董－３０３－



（
４０
）
青
柳
瑞
穂
「
さ
さ
や
か
な
日
本
発
掘
」
前
掲
文
、
第
一
章
「
村
と
の
出
会
」
一
四
一－

一
六
〇
頁
（
一
五
九－

一
六
〇
頁
）。

（
４１
）
同
「
田
舎
の
土
蔵
」、
同
『
壺
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
七－

二
一
頁
（
こ
こ
で
は
九
、
二
一
頁
）。

（
４２
）
同
「
壺
と
の
出
会
」
前
掲
文
、
一
九
八
頁
。

（
４３
）
同
「
骨
董
病
」（「
や
き
も
の
の
中
の
散
歩
」
中
の
一
篇
）、
同
『
壺
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
二
一
四
頁
。
同
「
わ
が
骨
董
の
歴
史
」
前
掲
文
、

九
頁
。

（
４４
）
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
同
「
さ
さ
や
か
な
日
本
発
掘
」
前
掲
文
、
第
四
章
「
光
琳
と
の
出
会
」
一
七
九－

一
九
一
頁
。

同
「
あ
る
コ
レ
ク
タ
ー
の
告
白
」
前
掲
文
所
収
「
光
琳
の
肖
像
画
」
三
一－

三
五
頁
。
同
「
肖
像
画
――
ほ
り
だ
し
も
の
が
た
り
――
」（
掲

載
誌
不
明
）、『
古
い
物
』
前
掲
書
、
三
一
六－

三
一
七
頁
（
抄
録
）。

（
４５
）
同
「
光
琳
と
の
出
会
」
前
掲
文
、
一
八
五
頁
。
同
「
光
琳
を
得
る
日
」（
掲
載
誌
不
明
）、『
古
い
物
』
前
掲
書
、
三
一
四－

三
一
六
頁
（
三
一
五

頁
）。

（
４６
）
同
三
一
六
頁
。

（
４７
）
同
「
光
琳
と
の
出
会
」
前
掲
文
、
一
八
五
頁
。

（
４８
）
ち
な
み
に
こ
れ
は
、
同
「
田
舎
の
土
蔵
」
前
掲
文
（
一
五－

一
八
頁
）
に
図
版
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
瀬
戸
唐
津
の
茶
碗
と
は
別
の
も
の
と
思

わ
れ
る
。
瑞
穂
が
こ
の
後
者
の
瀬
戸
唐
津
を
諫
早
の
Ｎ
家
の
土
蔵
で
発
見
し
た
の
は
戦
後
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
４９
）
同
「
わ
が
骨
董
の
歴
史
」
前
掲
文
、
九
頁
。
同
「
茶
碗
へ
の
道
」、
同
『
壺
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
一
一
三－

一
二
〇
頁
（
一
一
六－

一
一
八

頁
）。
同
「
茶
碗
が
旅
を
し
た
は
な
し
」（
昭
和
四
〇
年
頃
の
草
稿
）、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
一
九
八－

一
九
九
頁
。

（
５０
）
同
「
亀
井
勝
一
郎
君
を
悼
む
」『
群
像
』
昭
和
四
二
年
一
月
、
二
五
六－

二
五
九
頁
（
二
五
七
頁
）。

（
５１
）
同
「
や
き
も
の
の
体
温
」、
同
『
さ
さ
や
か
な
日
本
発
掘
』
前
掲
文
、
六
七－

七
〇
頁
。

（
５２
）
同
「
や
き
も
の
と
生
命
力
」、
同
上
、
九
三－

九
七
頁
。

（
５３
）
同
「
た
た
み
の
上
の
茶
碗
」（「
や
き
も
の
の
中
の
散
歩
」
中
の
一
篇
）、
同
『
壺
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
二
三
六－

二
四
三
頁
（
二
三
八－

二

三
九
頁
）。

（
５４
）
同
「
茶
碗
へ
の
道
」、
同
『
壺
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
一
一
三－
一
二
〇
頁
（
特
に
一
一
三－

一
一
五
頁
）。

（
５５
）
同
「
た
た
み
の
上
の
茶
碗
」
前
掲
文
、
二
三
九－

二
四
一
頁
。

（
５６
）
同
「
茶
碗
が
旅
を
し
た
は
な
し
」
前
掲
文
、
一
九
九
頁
。

（
５７
）
同
「
壺
の
あ
る
風
景
」（「
や
き
も
の
の
中
の
散
歩
」
中
の
一
篇
）、
同
『
壺
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
二
三
〇－

二
三
六
頁
（
特
に
二
三
〇－

二
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三
一
頁
）。

（
５８
）
同
「
芸
術
の
あ
る
見
方
」、
同
一
四
六－

一
五
三
頁
（
特
に
一
五
二－

一
五
三
頁
）。

（
５９
）
同
一
五
二
頁
。
同
「
た
た
み
の
上
の
茶
碗
」
前
掲
文
、
二
四
三
頁
。
座
談
会
「「
長
次
郎
」
吉
祥
寺
を
荒
ら
す
」
亀
井
勝
一
郎
・
小
森
松
庵
・
青

柳
瑞
穂
・
磯
野
風
船
子
、『
陶
説
』
四
七
号
、
昭
和
三
二
年
二
月
、
一
一
三－

一
一
七
頁
（
一
一
四－

一
一
五
頁
）。

（
６０
）
同
「
清
水
六
兵
衛
名
陶
六
代
展

家
風
と
時
代
の
空
気

初
代
の
創
造
う
け
つ
い
で
」『
読
売
新
聞
』
昭
和
三
八
年
四
月
一
五
日
、
七
頁
。

（
６１
）
同
「
長
崎
を
想
う
」、
同
『
壺
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
四
九－

五
八
頁
（
引
用
は
五
一－

五
二
頁
よ
り
）。

（
６２
）
同
「
古
代
ガ
ラ
ス
を
想
う
」（「
歎
美
抄
」
中
の
一
篇
）、
同
四
三－

四
五
頁
。

（
６３
）
同
「
根
来
の
美
し
さ
」
前
掲
文
。

（
６４
）
同
「
経
筒
」（「
歎
美
抄
」
中
の
一
篇
）、
同
『
壺
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
六
三－

六
六
頁
。

（
６５
）
同
「
さ
さ
や
か
な
日
本
発
掘
」
前
掲
文
、
第
三
章
「
面
と
の
出
会
」
一
六
六－

一
七
九
頁
（
特
に
一
七
〇－

一
七
二
頁
）。

（
６６
）
同
「
光
琳
と
の
出
会
」
前
掲
文
、
一
八
五－

一
八
六
頁
。

（
６７
）
同
「
鑑
賞
の
ふ
し
ぎ
さ
」、
同
『
壺
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
二
二－

二
六
頁
。
同
「
モ
ノ
を
介
在
し
て
」、
同
六
七－

六
九
頁
。
同
「
骨
董
病
」

（「
や
き
も
の
の
中
の
散
歩
」
中
の
一
篇
）、
同
二
一
二－

二
一
七
頁
。
同
「
わ
が
光
琳
と
乾
山
」
前
掲
文
、
二
八
二－

二
八
四
頁
。
同
「
光
琳
に

つ
い
て
」『
三
彩
』
三
五
号
、
昭
和
二
四
年
一
〇
月
、
一
〇－

一
三
頁
（
特
に
一
〇
頁
）。
同
「
に
せ
も
の
・
ほ
ん
も
の
」『
群
像
』
昭
和
三
四
年

一
一
月
、
二
一
八－

二
二
二
頁
（
特
に
二
一
九
頁
）。

（
６８
）
同
「
陶
と
酒
と
油
と
」
前
掲
文
。

（
６９
）
同
「
春
夜
」、
同
『
睡
眠
』
前
掲
書
、
四
五－
四
七
頁
（
引
用
は
四
六
頁
よ
り
）。

（
７０
）
同
「
骨
董
病
」
前
掲
文
、
二
一
六
頁
。

（
７１
）
同
「
芸
術
の
あ
る
見
方
」
前
掲
文
、
一
四
九
頁
。

（
７２
）
同
「
た
た
み
の
上
の
茶
碗
」
前
掲
文
、
二
四
〇
頁
。

（
７３
）
同
「
堀
口
大
学
の
詩
」（
昭
和
四
三
年
）、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
一
一
三－

一
一
五
頁
。
同
じ
内
容
の
こ
と
を
瑞
穂
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
ル
イ
・

フ
ィ
リ
ッ
プ
と
の
関
連
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
――
「
い
っ
た
い
、
偉
大
な
作
家
は
、
己
れ
の
中
に
、
北
風
と
南
風
を
、
こ
の
相
反
す
る

力
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
﹇
フ
ィ
リ
ッ
プ
﹈
の
尊
敬
し
て
や
ま
な
い
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
」。

同
「
あ
と
が
き
」、
フ
ィ
リ
ッ
プ
『
マ
リ
・
ド
ナ
デ
ィ
ユ
』
青
柳
瑞
穂
訳
、
白
水
社
、
昭
和
二
八
年
、
二
五
九－

二
六
三
頁
（
引
用
は
二
六
一
頁

よ
り
）。

共振する両義性――青柳瑞穂と骨董－３０５－



（
７４
）
同
「
庶
民
の
中
の
小
説
家
――
井
伏
鱒
二
の
人
と
作
品
――
」『
別
冊
文
芸
春
秋
』
昭
和
三
〇
年
一
月
、
一
三－

二
一
頁
（
特
に
一
六
頁
）。

（
７５
）
同
「
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
に
関
す
る
断
想
」（
昭
和
二
二
年
）、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
六
六－

七
〇
頁
（
特
に
六
七
頁
）。

（
７６
）
同
「
晩
年
の
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
」（
昭
和
二
三
年
）、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
九
三－

九
五
頁
（
特
に
九
三
頁
）。

（
７７
）
同
「
解
説
」（
昭
和
三
一
年
）、
ア
ベ
・
プ
レ
ヴ
ォ
ー
『
マ
ノ
ン
・
レ
ス
コ
ー
』
青
柳
瑞
穂
訳
（
昭
和
三
一
年
）、
新
潮
文
庫
、
平
成
一
六
年
、
二

九
七－

三
〇
二
頁
（
特
に
三
〇
一－

三
〇
二
頁
）。

（
７８
）
同
「
レ
ニ
エ
小
伝
」（
昭
和
四
三
年
）、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
七
二－

七
三
頁
（
特
に
七
三
頁
）。

（
７９
）
同
「
ル
ソ
ー
に
関
す
る
断
想
」（「
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
を
め
ぐ
る
散
歩
」
中
の
一
篇
）、
ル
ソ
ー
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
青
柳
瑞
穂
訳
（
昭

和
二
三
年
）、
新
潮
文
庫
、
平
成
一
八
年
、
二
〇
八－

二
二
三
頁
（
引
用
は
二
一
二－

二
一
三
頁
）。

マ
マ

（
８０
）
同
二
二
一－
二
二
二
頁
。
同
「『
孤
独
な
散
策
者
の
夢
想
』
ノ
ー
ト
」（
昭
和
二
一
年
）、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
九
五－

九
六
頁
。

（
８１
）
同
「
わ
が
骨
董
の
歴
史
」
前
掲
文
、
九
頁
。

（
８２
）
同
「『
孤
独
な
散
策
者
の
夢
想
』
ノ
ー
ト
」
前
掲
文
、
九
六
頁
。

（
８３
）
同
「
茶
碗
へ
の
道
」
前
掲
文
、
一
二
〇
頁
。

（
８４
）
同
「
赤
絵
の
水
滴
」
前
掲
文
、
一
二
八
頁
。
青
柳
い
づ
み
こ
『
青
柳
瑞
穂
の
生
涯
――
真
贋
の
あ
わ
い
に
』（
平
成
一
二
年
）、
平
凡
社
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
、
平
成
一
八
年
、
二
〇
〇－
二
〇
一
頁
。

（
８５
）
同
一
四
二－

一
四
三
頁
。

（
８６
）
井
伏
鱒
二
「
青
柳
瑞
穂
と
骨
董
」
前
掲
文
、
六
四
頁
。

（
８７
）
青
柳
瑞
穂
「
翻
訳
と
い
う
も
の
」、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
八
五－

八
七
頁
（
引
用
は
八
五
頁
よ
り
）。

（
８８
）
前
掲
拙
論
を
参
照
。

（
８９
）
川
端
康
成
の
古
美
術
愛
好
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
古
美
術
の
／
と
い
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
――
戦
後
の
川
端
文
学
の
一
側
面
」『
西
南
学
院
大
学
国
際

文
化
論
集
』
第
二
一
号
第
二
巻
、
平
成
一
九
年
、
二
六
五－
二
九
八
頁
を
参
照
。

（
９０
）
青
柳
い
づ
み
こ
前
掲
書
、
一
四
三
頁
。

（
９１
）
同
「
ヴ
ァ
レ
リ
・
ラ
ル
ボ
ー
」（
昭
和
七
年
）、
同
『
古
い
物
』
前
掲
書
、
五
六－

六
〇
頁
（
引
用
は
五
九
頁
よ
り
）。

（
９２
）
小
林
秀
雄
「
真
贋
」（
昭
和
二
六
年
）、『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
一
〇
巻
、
新
潮
社
、
平
成
一
四
年
、
一
九－

三
二
頁
（
引
用
は
二
五
頁
）。

－３０６－




