
　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
井
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
こ
の
よ
う
な
機
会
を
お
与
え
く
だ
さ
っ
た
こ
と
、
ま
ず
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。
私
の
専
門
は
、
比
較
文
学
、
米
文
学
で
す
の
で
、
本
日
は
場
違
い
な
話
を
し
て
し
ま
い
そ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
、
ど
う
か
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

最
初
に
、
今
日
お
話
し
す
る
こ
と
の
前
提
に
つ
い
て
、
少
し
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。
文
学
研
究
、
あ
る
い
は
そ
の
理
論
・
方
法
論
の
現
状
は
ど

う
な
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
ご
く
大
雑
把
に
見
積
も
っ
て
、
ア
フ
タ
ー
・
セ
オ
リ
ー
と
か
ポ
ス
ト
・
セ
オ
リ
ー
な
ど
と
呼
び
習
わ
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
状
況
に
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ピ
ー
タ
ー
・
バ
リ
イ
（Peter

B
arry
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が
二
〇
〇
三
年
で
す
の
で
（
邦
訳
『
ア
フ
タ
ー
・
セ
オ
リ
ー
―
―
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
超

え
て
』
は
二
〇
〇
五
年
刊
）、
広
が
り
と
影
響
力
を
も
っ
た
こ
れ
ら
批
評
の
書
の
刊
行
さ
れ
た
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
今
世
紀
初
頭
に
か
け

て
、
脱
理
論
の
傾
向
が
定
着
し
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
す
。
理
論
の
時
代
は
終
わ
っ
た
、
で
は
「
理
論
後
」
に
ど
こ
へ
向
か
う
べ
き
か
。
そ
の
方

向
性
が
様
々
に
模
索
さ
れ
て
い
る
の
が
現
況
な
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
で
こ
の
一
〇
年
、
い
や
二
〇
年
ほ
ど
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
で
、

様
々
な
原
資
料
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
が
、
外
国
文
学
研
究
に
お
い
て
も
容
易
に
な
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。
前
は
現
地
に
行
っ
て
図
書
館
に

通
い
つ
め
な
け
れ
ば
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
資
料
が
、
ネ
ッ
ト
で
も
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
歴
史
的
な
コ
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ン
テ
ク
ス
ト
を
掘
り
起
こ
し
、
再
現
す
る
こ
と
が
随
分
と
容
易
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
理
論
」
の
時
代
の
典
型
的
な
や
り
方
と
い
う
の
は
、
こ
う
で
す
。
な
る
べ
く
、
マ
イ
ナ
ー
な
、
そ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
作
品
を
、
あ

る
い
は
、
大
作
家
の
作
品
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
正
当
な
評
価
を
受
け
て
こ
な
か
っ
た
作
品
を
取
り
上
げ
、
文
化
論
的
な
視
点
、
新
歴
史
主
義
的
視
点

か
ら
分
析
し
て
見
せ
て
、
そ
こ
に
価
値
観
の
転
換
を
読
み
込
み
、
脱
キ
ャ
ノ
ン
を
試
み
る
。
あ
る
い
は
、
作
品
の
言
語
的
特
性
に
光
を
当
て
、
突
き

詰
め
て
見
て
い
け
ば
、
言
語
が
人
間
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
実
態
を
、
つ
ま
り
、
言
語
表
現
の
究
極
的
な
不
可
能
性
と
い
う
も

の
を
抉
り
出
し
て
み
せ
る
。
分
析
さ
れ
た
作
品
そ
れ
自
体
は
い
つ
の
間
に
か
後
景
に
退
い
て
、
そ
れ
を
分
析
す
る
評
者
の
知
性
が
ひ
た
す
ら
誇
示
さ

れ
る
。
こ
う
い
う
批
評
に
は
、
も
は
や
我
々
は
食
傷
気
味
で
、
作
家
が
全
知
全
霊
を
込
め
て
書
い
た
、
そ
こ
に
は
同
時
代
の
歴
史
や
世
界
観
ま
で
も

が
豊
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
は
ず
の
作
品
の
一
部
を
、
鋭
利
な
メ
ス
で
切
り
取
っ
て
見
せ
る
だ
け
で
よ
い
の
か
、
と
言
い
た
く
な
り
ま
す
。
様
々

な
批
評
言
説
が
、
そ
れ
ま
で
見
え
に
く
か
っ
た
も
の
を
前
景
化
し
て
く
れ
た
、
そ
の
功
績
を
認
め
る
に
吝
か
で
は
な
い
も
の
の
、
文
学
テ
ク
ス
ト
を
、

そ
れ
を
書
い
た
作
家
や
、
そ
れ
が
書
か
れ
る
上
で
意
味
を
持
っ
た
事
実
な
り
歴
史
な
り
に
、
今
一
度
突
き
合
わ
せ
て
、
繊
細
か
つ
詳
細
な
分
析
を
施

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
た
だ
解
体
、
脱
構
築
し
て
見
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
と
作
品
を
巡
る
状
況
を
再

構
築
し
て
い
く
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
課
題
と
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
今
や
、
そ
う
い
う
問
い
掛
け
が
、
再
び
意
味
を
持
つ
時

代
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
次
第
で
す
。

　

私
は
長
ら
く
、
日
本
文
学
と
西
洋
近
代
と
の
比
較
文
学
研
究
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本
の
近
代
文
学
が
西
洋
近
代
を
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
、

そ
れ
に
よ
っ
て
い
か
に
変
容
さ
せ
ら
れ
た
の
か
。
そ
こ
で
は
、
日
本
文
学
と
外
国
文
学
を
結
ぶ
重
要
な
回
路
で
あ
っ
た
翻
訳
文
学
の
研
究
が
、
重
要

な
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
翻
訳
文
学
研
究
の
分
野
に
も
、「
理
論
」
化
の
流
れ
が
あ
っ
て
、
一
九
八
〇
年
代
あ
た
り
か
ら
、
そ
れ
は
ト

ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
（
翻
訳
学
あ
る
い
は
翻
訳
研
究
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
や
諸
外
国
で
も
っ
と
も
活
況
を
呈

し
て
い
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
す
。
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
翻
訳
研
究
と
は
単
な
る
分
析
手
段
で
は
な
い
し
、
他
の
研

究
分
野
に
付
随
的
な
も
の
で
も
な
い
。
翻
訳
と
は
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
根
本
に
あ
る
営
為
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
研
究
す
る
翻
訳
学

は
、
比
較
文
学
を
含
め
た
諸
学
問
の
上
に
位
置
し
、
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
、
メ
タ
学
問
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
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デ
ィ
ー
ズ
が
は
た
し
て
日
本
に
ど
う
根
付
く
の
か
、
日
本
の
文
学
研
究
や
文
化
研
究
を
ど
う
変
え
て
い
く
の
か
。
そ
の
あ
た
り
は
、
刮
目
し
て
待
ち

た
い
と
思
い
ま
す
が
、
下
手
を
す
る
と
こ
こ
で
も
、
理
論
で
テ
ク
ス
ト
を
裁
断
し
て
し
ま
う
よ
う
な
愚
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧

も
同
時
に
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
、
文
学
テ
ク
ス
ト
を
、
そ
れ
を
書
い
た
作
家
や
、
そ
れ
が
書
か
れ
る
上
で
意
味
を
持
っ
た
事
実
な
り
歴
史
な
り
に
、

今
一
度
突
き
合
わ
せ
て
、
繊
細
か
つ
詳
細
な
分
析
を
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
本
日
は
、
そ
う
し
た
視
点
に

立
っ
て
、
大
正
作
家
が
自
ら
試
み
た
翻
訳
を
取
り
上
げ
て
、
少
し
具
体
的
に
論
じ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
大
正
時
代
、
特
に
谷
崎
潤
一
郎
と
佐
藤
春
夫
を
中
心
に
、
お
話
さ
せ
て
頂
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
な
ぜ
大
正
時
代
な
の
か
と
い

う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。
私
が
学
生
時
代
、
近
代
文
学
史
を
勉
強
し
た
と
き
に
は
、
関
東
大
震
災
に
よ
る
文
化
的
切
断
が
、
過
度
に
強
調

さ
れ
て
い
た
印
象
が
あ
り
ま
す
。
地
震
な
ど
に
よ
る
大
災
害
が
文
化
的
切
断
線
に
な
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
事
実
で
す
が
、
関
東
大
震
災
で
文
化

が
い
っ
た
ん
断
ち
切
ら
れ
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
成
立
し
た
、
あ
る
い
は
確
立
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
単
純
な
割
り
切
り
に
す
ぎ
る
の
で
は

な
い
か
。
関
東
大
震
災
以
降
が
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
、
代
表
的
モ
ダ
ニ
ス
ト
は
横
光
利
一
だ
と
し
て
、
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
し
ま
え
ば
事
は
簡
単

で
す
が
、
文
学
史
は
そ
こ
ま
で
綺
麗
に
切
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
時
代
は
、
連
続
性
の
層
の

も
と
に
改
め
て
捉
え
直
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
明
治
の
終
わ
り
か
ら
大
正
の
始
め
に
か
け
て
、
文
学
は
昭
和
の
始
め
に
負
け
な
い

ぐ
ら
い
モ
ダ
ン
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
切
に
そ
う
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
連
続
性
で
も
っ
て
大
正
期
の
文
学
を
見
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
、

私
の
基
本
的
立
場
で
あ
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
世
界
文
学
や
外
国
文
学
の
受
け
止
め
方
が
、
大
正
の
終
わ
り
あ
た
り
か
ら
大
き
く
変
わ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
同
時
代
文
学
あ
る
い
は
現
代
文
学
と
い
う
概
念
が
成
立
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も

一
九
世
紀
末
の
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
も
、
十
把
一
絡
げ
に
読
ん
で
い
た
の
が
、
一
九
世
紀
文
学
と
は
異
な
る
、
同
時
代
世
界
文
学
と
い
う
も
の
が

し
か
と
あ
っ
て
、
原
書
で
入
っ
て
き
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
堀
口
大
學
の
よ
う
な
人
に
よ
っ
て
す
ぐ
翻
訳
さ
れ
た
り
し
て
、
そ
れ
を

手
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
同
時
代
文
学
、
現
代
文
学
と
い
う
概
念
が
徐
々
に
成
立
し
て
き
て
、
そ
れ
に
し
た

が
っ
て
、
外
国
文
学
が
読
ま
れ
た
り
、
考
え
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
訳
さ
れ
た
り
す
る
、
そ
の
仕
方
も
大
き
く
変
わ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
昭
和
モ
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ダ
ニ
ズ
ム
期
の
特
徴
で
す
が
、
そ
う
し
た
流
れ
は
、
す
で
に
大
正
時
代
に
も
胚
胎
し
て
い
た
。
そ
う
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

二
葉
亭
四
迷
や
森
�
外
に
よ
る
翻
訳
文
学
が
、
時
代
を
切
り
開
き
、
同
時
代
日
本
文
学
を
活
性
化
し
た
明
治
と
は
、
条
件
や
状
況
は
も
ち
ろ
ん
異

な
り
ま
す
が
、
大
正
時
代
も
や
は
り
、
翻
訳
が
、
作
家
が
翻
訳
の
筆
を
執
る
こ
と
が
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
同

時
代
世
界
文
学
と
い
う
意
識
が
徐
々
に
芽
生
え
る
中
で
、
作
家
た
ち
が
、
翻
訳
文
学
に
、
あ
る
い
は
自
ら
翻
訳
す
る
こ
と
に
、
新
た
な
意
味
を
求
め

た
時
代
―
―
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
大
正
作
家
の
翻
訳
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
の
で
す
。

　

近
代
作
家
、
特
に
大
正
以
降
の
作
家
の
教
養
と
い
う
も
の
を
問
題
に
す
る
と
き
は
、
外
国
語
能
力
と
漢
文
能
力
を
常
に
秤
に
か
け
て
、
そ
の
作
家

の
中
に
ど
の
よ
う
な
比
重
で
、
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
存
在
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
常
に
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
谷

崎
潤
一
郎
は
、
日
本
橋
の
漢
学
塾
で
漢
文
の
素
読
を
習
い
ま
す
。
一
二
、
三
歳
の
頃
で
す
。
同
時
に
、
築
地
の
居
留
地
で
英
語
も
学
ぶ
わ
け
で
す
。

漢
文
の
素
読
と
英
語
を
並
行
し
て
学
ぶ
の
は
、
学
ぶ
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
方
法
論
は
一
緒
な
の
で
、
学
び
や
す
い
と
言
え
な
く
も
な
い
。
日
本
の

英
語
教
育
と
い
う
の
は
、
よ
く
も
悪
く
も
漢
文
の
素
読
の
方
法
を
適
用
し
た
わ
け
で
す
か
ら
。
こ
う
し
て
谷
崎
は
、
漢
文
と
英
文
を
ほ
ぼ
並
行
し
て

学
ん
だ
。
谷
崎
の
漢
文
能
力
は
、
漱
石
や
�
外
に
比
べ
る
べ
く
も
な
い
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
読
む
の
は
し
っ
か
り
読
め
た
。
だ
が
、
漢
文
を
自
ら

自
在
に
綴
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
行
か
な
か
っ
た
。
で
は
英
語
力
の
方
は
ど
う
か
。
谷
崎
の
英
語
力
は
、
い
さ
さ
か
過
大
に
考
え
ら
れ
て
い
る

感
じ
は
致
し
ま
す
。
芥
川
龍
之
介
は
十
分
、
英
文
学
者
と
し
て
通
用
す
る
読
解
力
を
持
っ
て
い
た
。
谷
崎
は
作
家
と
し
て
早
く
売
れ
て
し
ま
っ
た
の

と
、
あ
ま
り
勉
強
し
な
か
っ
た
の
と
そ
の
両
方
で
、
芥
川
ほ
ど
の
英
語
力
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
英
語
の
小
説
を
ざ
っ
と
読
ん
だ
り
は
し
た
。
そ

ん
な
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
佐
藤
春
夫
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
和
歌
山
の
新
宮
の
生
ま
れ
で
、
谷
崎
が
漢
学
塾
に
通
っ
て
い
る
一
二
、
三
歳
の
頃
、
彼
は
も
う
短
歌

を
書
い
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
大
変
早
熟
な
学
生
で
す
。
そ
れ
で
、
一
九
〇
九
年
、
ち
ょ
う
ど
大
逆
事
件
の
一
年
前
に
、
あ
る
講
演
会
に
関
わ

っ
た
こ
と
で
、
停
学
処
分
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
解
除
さ
れ
る
の
だ
け
れ
ど
、
同
盟
休
校
の
首
謀
者
だ
と
見
倣
さ
れ
て
居
づ
ら
く
な
り
、
親
の
配
慮

で
、
東
京
に
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
生
田
長
江
の
と
こ
ろ
に
下
宿
し
て
慶
応
に
通
う
。
佐
藤
春
夫
が
漢
文
や
英
語
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う

に
し
て
学
ん
だ
の
か
、
そ
の
正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
自
学
自
習
の
割
合
が
高
か
っ
た
の
は
確
か
で
し
ょ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
佐
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藤
春
夫
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
が
翻
訳
批
判
・
批
評
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り
目
を
引
く
事
実
で
す
。

　
「「
遊
蕩
児
」
の
訳
者
に
寄
せ
て
少
し
許
り
ワ
イ
ル
ド
を
論
ず
」（『
昴
』、
大
正
二
年
）
で
、
若
干
二
一
歳
の
佐
藤
春
夫
は
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド

の
翻
訳
の
誤
訳
の
数
々
を
指
摘
し
ま
し
た
。
誤
訳
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
実
は
な
い
の
で
す
。
翻
訳
者
は
本
間
久
雄
と
い
う
、
昭
和
を
代
表
す
る
英
文

学
者
、
ワ
イ
ル
ド
学
者
で
す
が
、
本
間
久
雄
の
訳
文
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
る
と
、
ワ
イ
ル
ド
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
わ
か
っ
て
い
な
い
、
ユ
ー
モ
ア
も

わ
か
っ
て
い
な
い
、
複
雑
な
言
い
回
し
は
取
り
違
え
る
。
つ
ま
り
は
、
ワ
イ
ル
ド
の
原
文
が
全
く
読
め
て
い
な
い
の
に
訳
し
た
翻
訳
な
の
で
す
。
よ

く
あ
れ
で
ワ
イ
ル
ド
学
者
が
務
ま
っ
た
と
思
う
く
ら
い
で
す
。
で
す
か
ら
、
佐
藤
春
夫
の
批
判
は
正
鵠
を
射
た
も
の
な
の
で
す
が
、
二
〇
歳
を
ち
ょ

っ
と
過
ぎ
た
く
ら
い
で
、
し
か
も
本
格
的
に
英
文
を
学
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
こ
れ
だ
け
の
語
学
セ
ン
ス
、
批
評
セ
ン
ス
を
発
揮
し
た
こ
と
は
、

や
は
り
特
筆
に
値
し
ま
す
。
佐
藤
春
夫
は
自
ら
訳
筆
を
執
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
欧
文
の
翻
訳
か
ら
漢
文
の
翻
訳
へ
転
向
し
て
い
き
、
そ
れ
に
と

も
な
っ
て
翻
訳
方
法
も
変
わ
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
申
し
述
べ
ま
す
。

　

大
正
作
家
に
よ
る
西
洋
文
学
の
翻
訳
略
年
表
を
つ
く
っ
て
み
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
頂
け
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
の
年
表
が
作
れ
る
と
い
う
こ
と

だ
け
で
、
十
分
に
あ
る
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
大
正
作
家
た
ち
は
、
外
国
文
学

に
、
自
ら
そ
れ
を
翻
訳
し
て
み
る
と
い
う
よ
う
な
能
動
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
も
っ
て
、
改
め
て
対
峙
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
明
治
時
代
、
翻
訳
や

国
字
国
語
を
め
ぐ
る
有
名
な
論
争
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。
一
番
有
名
な
の
は
、
文
部
大
臣
の
森
有
礼
が
、
日
本
語
を
英
語
に
す
る
、
英
語
第
一

言
語
論
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
馬
場
辰
猪
と
い
う
、
自
由
民
権
運
動
の
一
方
の
担
い
手
が
、
そ
れ
は
と
ん
で
も

な
い
こ
と
だ
と
反
論
し
ま
す
。
外
国
語
を
第
一
言
語
に
す
る
と
、
日
本
に
階
級
文
化
が
、
今
度
は
教
養
に
よ
る
よ
う
な
階
級
文
化
が
起
こ
る
と
主
張

し
ま
す
。
こ
う
し
て
翻
訳
主
義
と
反
翻
訳
主
義
が
ぶ
つ
か
り
合
う
の
で
す
が
。
面
白
い
の
は
、
そ
の
一
方
で
、
ど
ん
ど
ん
翻
訳
は
量
産
さ
れ
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
明
治
一
六
年
に
矢
野
龍
渓
が
書
い
た
、『
訳
書
読
法
』
と
い
う
、
翻
訳
書
を
ど
う
や
っ
て
読
む
か
と
い
う
本
が
あ
る
の
で
す

が
、
そ
の
中
に
、
訳
書
の
出
版
が
近
年
極
め
て
盛
ん
で
あ
る
と
い
う
一
節
が
出
て
き
ま
す
。
明
治
の
十
年
代
の
終
わ
り
あ
た
り
か
ら
、
二
葉
亭
、
森

�
外
の
時
代
に
翻
訳
の
ピ
ー
ク
が
来
た
と
し
て
、
そ
の
二
回
目
の
ピ
ー
ク
は
こ
の
略
年
表
の
時
代
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
略
年
表
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
も
う
一
つ
、
作
家
が
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
す
。
作
家
翻
訳
と
い
う
言
葉
は
、
勝
手
に
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私
が
作
っ
た
も
の
で
す
が
、
作
家
が
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と
が
格
別
の
重
み
を
も
つ
の
は
、
�
外
、
二
葉
亭
の
時
に
続
い
て
、
こ
の
大
正
時
代
か
ら

昭
和
の
初
め
、
堀
辰
雄
く
ら
い
ま
で
で
す
。
で
は
な
ぜ
大
正
時
代
に
、
作
家
翻
訳
が
多
く
見
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
色
々
と
考
え
る
角

度
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ま
ず
第
一
に
は
、
時
代
が
そ
れ
を
期
待
し
た
と
い
う
背
景
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
年
表
に
は
な
い
の
で
す
け

れ
ど
も
、
昭
和
二
年
に
谷
崎
潤
一
郎
が
ハ
ー
デ
ィ
の
「
グ
リ
ー
ブ
家
の
バ
ア
バ
ラ
の
話
」
と
い
う
翻
訳
を
出
し
ま
す
。『
中
央
公
論
』
の
「
作
家
の

翻
訳
」
特
集
号
に
載
り
ま
す
。
当
時
の
嶋
中
編
集
長
が
、
文
壇
の
閉
塞
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
作
家
に
翻
訳
を
さ
せ
る
べ
き
だ
と
、
そ
れ
な
り

の
お
金
を
払
っ
て
そ
う
い
う
企
画
を
立
て
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
芥
川
と
か
、
山
本
有
三
と
か
、
谷
崎
、
正
宗
白
鳥
、
佐
藤
春
夫
、
そ
う
い
う
連
中

が
加
わ
っ
て
、
企
画
を
立
て
る
運
び
と
な
り
ま
す
。
谷
崎
は
そ
こ
に
そ
の
ハ
ー
デ
ィ
の
翻
訳
を
載
せ
る
わ
け
で
す
が
、
作
家
が
翻
訳
す
る
こ
と
で
、

作
家
の
創
造
精
神
に
支
え
ら
れ
た
翻
訳
文
学
が
、
既
成
の
文
学
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
、
新
鮮
に
し
て
創
造
的
な
効
果
を
発
揮
す
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
期
待
が
、
こ
の
時
代
に
は
、
出
版
側
に
も
読
者
の
側
に
も
潜
在
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
作
家
修
行
の
場
と
し
て
、
若
い
作
家
が
翻
訳
に
手
を
染
め
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
伝
統
も
ま
た
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
作
家
の
小

遣
い
稼
ぎ
と
い
う
側
面
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
文
体
修
行
、
文
学
修
行
と
い
う
要
素
が
濃
厚
で
す
。
若
い
作
家
が
同
人
誌
な
ど
に

翻
訳
を
載
せ
る
。
翻
訳
す
る
こ
と
で
、
原
作
か
ら
多
く
の
も
の
を
吸
収
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
表
現
を
確
立
す
る
契
機
と
な
す
、
と
い
う
わ
け
で

す
。

　

作
家
翻
訳
と
い
う
も
の
に
対
す
る
、
出
版
側
、
読
者
側
の
期
待
。
訳
す
作
家
の
側
か
ら
言
う
と
、
そ
れ
は
作
家
修
行
の
場
な
の
だ
と
い
う
意
識
。

こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
翻
訳
を
読
ん
だ
り
、
翻
訳
を
自
ら
試
み
て
み
る
こ
と
が
、
作
家
の
創
造
性
と
い
う
も
の
と
、
ど
こ
か
で
深

く
繋
が
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
共
通
認
識
の
よ
う
な
も
の
は
、
お
そ
ら
く
、
戦
後
に
至
っ
て
も
維
持
さ
れ
て
い
く
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
で
実
際
に
『
中
央
公
論
』
特
集
号
の
成
果
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
読
者
の
反
響
は
ま
あ
ま
あ
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
当
時
の
『
中
央

公
論
』
の
敏
腕
編
集
者
で
あ
っ
た
木
佐
木
勝
な
ど
の
よ
う
に
、
根
本
的
な
疑
義
を
呈
す
る
人
物
が
、
身
内
か
ら
出
て
き
た
り
し
ま
す
。
到
底
ま
と
も

な
翻
訳
を
や
る
と
は
思
え
な
い
作
家
た
ち
に
、
あ
ん
な
に
金
を
払
っ
て
い
い
の
か
、
と
い
う
の
が
そ
の
言
い
分
で
す
。
そ
の
懸
念
は
半
ば
当
た
っ
て
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い
て
、
こ
の
特
集
に
寄
せ
ら
れ
た
翻
訳
の
大
半
は
下
訳
を
使
っ
た
も
の
で
す
。
こ
う
い
う
分
業
性
を
、
戦
後
、
シ
ス
テ
ム
化
し
た
人
に
、
ミ
ッ
チ
ェ

ル
『
風
と
共
に
去
り
ぬ
』
の
翻
訳
者
で
あ
っ
た
大
久
保
康
雄
が
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
、『
中
央
公
論
』
の
特
集
号
は
、
そ
の
よ
う
な
分
業
シ
ス

テ
ム
の
先
駆
け
と
し
て
し
か
、
歴
史
的
な
意
義
は
持
ち
得
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
昭
和
二
年
の
そ
の
雑
誌
の
特
集
よ
り
も
、
こ
こ

で
は
、
む
し
ろ
も
う
少
し
前
の
大
正
作
家
の
翻
訳
を
考
察
の
対
象
と
し
て
、
作
家
翻
訳
の
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
わ
け
で
す
。

　

谷
崎
潤
一
郎
の
翻
訳
を
考
え
る
前
提
と
し
て
申
し
上
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
谷
崎
の
場
合
は
そ
も
そ
も
、
校
注
、
解
題
の
し
っ
か
り
附

さ
れ
た
全
集
が
出
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
中
央
公
論
社
の
最
新
の
全
集
が
完
結
し
て
か
ら
、
も
う
三
〇
年
近
く
に
な
り
ま
す
。
こ
の

「
最
新
」
の
全
集
の
第
二
三
巻
に
は
、
翻
訳
が
五
篇
だ
け
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
月
報
に
は
、
谷
崎
の
翻
訳
に
は
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
な
ど
、
他
に
も

い
く
つ
か
あ
る
が
、
未
完
で
あ
っ
た
り
、
著
者
と
の
関
係
が
希
薄
だ
っ
た
り
す
る
の
で
、
収
録
し
な
か
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
三
巻

に
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
「
カ
ス
ト
ロ
の
尼
」
の
よ
う
な
未
完
の
翻
訳
も
、
し
っ
か
り
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、
著
者
と
の
関
係
が
希
薄

と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
根
拠
を
持
っ
て
そ
う
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
希
薄
か
ど
う
か
は
、
そ
の
後
の
研
究
の
成
果
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

す
。
加
え
て
、
こ
の
全
集
の
い
ち
ば
ん
由
々
し
き
問
題
は
、
雑
誌
の
初
出
情
報
の
重
要
な
も
の
、
こ
と
に
角
書
が
す
べ
て
落
と
さ
れ
て
い
る
点
で
す

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
ま
た
触
れ
ま
す
。

　

谷
崎
の
翻
訳
で
、
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
ト
マ
ス
・
ハ
ア
デ
ィ
「
グ
リ
ー
ブ
家
の
バ
ア
バ
ラ
の
話
」
で
、
こ
れ
は
例
の
「
作
家
の
翻
訳
」
号
に
谷

崎
が
寄
稿
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
端
書
き
に
こ
う
あ
り
ま
す
。「
私
は
語
学
に
自
信
が
な
く
、
翻
訳
に
馴
れ
て
ゐ
な
い
の
で
、
出
来
上
つ
た
も
の

を
読
み
返
し
て
見
る
と
、
少
し
ギ
コ
チ
な
い
所
が
あ
り
、
我
な
が
ら
飽
き
足
ら
ぬ
ふ
し
ぶ
し
が
多
い
。
折
よ
く
旧
友
辻
潤
君
や
澤
田
卓
爾
君
が
遊
び

に
来
た
の
を
掴
ま
へ
て
、
同
君
た
ち
に
教
へ
を
乞
う
た
」
そ
ん
な
に
都
合
良
く
友
人
が
訪
ね
て
く
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
、
こ
の
翻
訳
は
澤

田
が
下
訳
し
て
、
そ
れ
に
谷
崎
が
手
を
加
え
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
条
件
付
き
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
翻
訳
で
谷
崎
が
い
ち
ば
ん
心

を
砕
い
た
の
は
、
話
法
の
訳
し
方
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
話
法
の
翻
訳
は
、
翻
訳
研
究
、
特
に
翻
訳
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
最
重
要
課
題
の
一
つ
で
す
。
わ
が
国
の
英
語
教
育
で
は
、
直
接
話

法
と
間
接
話
法
は
教
え
ま
す
が
、
そ
の
中
間
形
態
で
あ
る
、
直
接
話
法
と
間
接
話
法
が
混
ざ
っ
た
形
態
で
あ
る
描
出
話
法
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
き
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ち
ん
と
は
教
え
な
い
。
一
方
で
、
間
接
話
法
と
い
う
も
の
を
、
日
本
語
に
お
い
て
も
、
直
接
話
法
と
並
び
立
つ
、
実
質
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ

う
に
教
え
る
。
お
ま
け
に
、
話
法
を
書
き
換
え
さ
せ
る
よ
う
な
、
く
だ
ら
な
い
演
習
を
さ
せ
た
り
す
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
英
語
の
直
接
話
法
と

間
接
話
法
と
描
出
話
法
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
訳
し
分
け
る
か
は
、
小
説
の
翻
訳
の
成
否
を
左
右
し
か
ね
な
い
ポ
イ
ン
ト
で
、
谷
崎
訳
「
グ
リ
ー
ブ
家

の
バ
ア
バ
ラ
の
話
」
か
ら
は
、
谷
崎
が
そ
の
点
に
意
を
注
い
だ
形
跡
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

す
で
に
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
に
、
大
正
の
終
わ
り
か
ら
昭
和
の
始
め
に
か
け
て
、
同
時
代
文
学
・
現
代
文
学
と
い
う
考
え
方
が
確
立
さ
れ
、
近
代

文
学
の
担
い
手
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
、
現
代
を
代
表
す
る
よ
う
な
、
モ
ダ
ン
な
斬
新
な
方
法
論
を
も
つ
外
国
作
家
に
飛
び
つ
き
ま
す
。
プ
ル
ー
ス
ト
、

ジ
ョ
イ
ス
、
エ
リ
オ
ッ
ト
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
な
ど
の
外
国
作
家
で
す
。
谷
崎
も
そ
う
い
う
作
家
は
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
ジ
ョ
イ
ス
に
つ

い
て
の
言
及
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
文
壇
の
最
先
端
に
い
て
、
同
時
代
外
国
文
学
の
知
識
も
あ
っ
た
人
が
、
わ
ざ
わ
ざ
ハ
ー
デ
ィ
の
よ

う
な
、
も
は
や
ち
ょ
っ
と
古
び
た
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
小
説
に
目
を
つ
け
て
訳
出
し
た
の
に
は
、
な
に
か
理
由
が
あ
る
は
ず
で
す
。
や
は
り
、

そ
の
語
り
や
話
法
の
問
題
に
、
谷
崎
の
大
き
な
関
心
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
グ
リ
ー
ブ
家
の
バ
ア
バ
ラ
の
話
」
が
『
春
琴
抄
』（
昭
和
八
年
）
の

ネ
タ
だ
と
い
う
定
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
有
力
な
根
拠
は
、
佐
藤
春
夫
が
「
最
近
の
谷
崎
潤
一
郎
を
論
ず
」（
昭
和
九
年
）
で
そ
う
コ
メ
ン
ト
し
た

か
ら
で
あ
り
、
た
し
か
に
こ
の
二
作
は
、
モ
チ
ー
フ
や
主
人
公
の
設
定
に
共
通
点
を
有
す
る
の
で
す
が
、
や
は
り
こ
れ
は
話
が
逆
な
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。『
春
琴
抄
』
の
よ
う
な
作
品
が
、
谷
崎
の
構
想
の
中
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ハ
ー
デ
ィ
み
た
い
な
時
代
遅
れ
の
作
家
に
目
を
付
け
て
、
そ

の
語
り
に
焦
点
を
絞
っ
て
翻
訳
を
し
た
、
あ
る
い
は
下
訳
に
手
を
入
れ
た
。
そ
う
考
え
て
は
じ
め
て
、「
グ
リ
ー
ブ
家
の
バ
ア
バ
ラ
の
話
」
の
翻
訳

と
谷
崎
の
創
作
と
の
真
の
関
係
は
、
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

谷
崎
に
は
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
「
サ
ロ
メ
」
な
ど
、
彼
が
訳
さ
な
か
っ
た
、
訳
す
予
定
で
い
な
が
ら
実
現
し
な

か
っ
た
翻
訳
も
あ
り
ま
す
。『
文
章
読
本
』（
昭
和
九
年
）
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
巨
魁
セ
オ
ド
ア
・
ド
ラ
イ
サ
ー
『
ア
メ
リ
カ

の
悲
劇
』（
一
九
二
五
）
の
翻
訳
を
、
ほ
ん
の
一
節
な
が
ら
試
み
て
い
る
の
も
、
そ
の
映
画
化
作
品
の
日
本
公
開
と
繋
が
る
だ
け
に
、
見
逃
せ
ま
せ

ん
。
こ
う
し
た
「
可
能
性
」
と
し
て
の
翻
訳
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

大
正
時
代
に
谷
崎
が
手
掛
け
た
翻
訳
で
、
谷
崎
文
学
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
最
も
重
要
な
の
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
散
文
詩
の
英
訳
か
ら
の
重
訳
で
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し
ょ
う
が
、
こ
こ
で
は
も
う
一
つ
、
大
正
期
の
谷
崎
文
学
と
深
い
つ
な
が
り
も
持
つ
翻
訳
の
試
み
と
し
て
、
ポ
ー
「
ア
ッ
シ
ヤ
―
家
の
崩
壊
」（
一

八
三
九
）
の
翻
訳
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。「
ア
ツ
シ
ャ
ア
家
の
覆
滅
」
と
い
う
題
で
『
社
会
及
国
家
』
と
い
う
マ
イ
ナ
ー
な
同
人
誌
に

掲
載
さ
れ
た
翻
訳
で
す
。
谷
崎
は
訳
の
第
一
回
が
掲
載
さ
れ
た
『
社
会
及
国
家
』（
大
正
七
年
七
月
号
）
に
「
こ
れ
は
創
作
に
は
あ
ら
ず
、
さ
れ
ど

探
偵
並
び
に
怪
談
小
説
の
大
家
な
る
ア
メ
リ
カ
の
ポ
オ
の
翻
訳
故
先
の
方
へ
行
け
ば
大
い
に
面
白
き
つ
も
り
な
り
。
且
純
文
芸
物
と
し
て
も
立
派
な

価
値
あ
る
も
の
に
候
、
全
部
訳
し
た
上
で
単
行
本
に
し
て
出
版
す
る
つ
も
り
で
す
」
と
い
う
断
り
書
き
を
付
し
て
い
て
、
こ
れ
を
見
る
限
り
で
は
、

谷
崎
は
本
気
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
明
治
の
終
わ
り
に
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
し
て
、
新
進
作
家
と
し
て
持
て
囃
さ
れ
て
、
や
や
行
き
詰
ま
り
を

感
じ
て
い
た
時
期
で
し
ょ
う
か
ら
、
も
う
一
回
外
国
語
を
勉
強
し
直
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
翻
訳
を
し
て
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
掴
も
う
と
い
う
気

は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
と
い
う
短
篇
は
、
日
本
近
代
に
と
っ
て
も
、
た
い
へ
ん
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
外
国
文
学
作
品
で
、
繰
り
返
し
翻
訳
さ

れ
て
い
ま
す
。
語
り
手
の
主
人
公
が
友
達
に
呼
び
出
さ
れ
て
、
陰
鬱
な
沼
と
古
い
屋
敷
が
あ
っ
て
、
周
り
に
ど
す
黒
い
空
気
が
た
れ
こ
め
て
い
る
よ

う
な
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
に
滞
在
す
る
。
そ
こ
で
不
思
議
な
体
験
を
す
る
。
親
友
の
ロ
デ
リ
ッ
ク
・
ア
ッ
シ
ャ
ー
は
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
末
裔
で
、
双
子
の

妹
が
い
て
、
そ
れ
が
も
う
死
に
か
か
っ
て
い
る
。
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
家
系
が
自
分
一
人
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
不
安
に
お
の
の
い
て
い
る
。

そ
ん
な
親
友
の
悲
嘆
を
慰
め
る
た
め
に
、
語
り
手
は
と
も
に
書
を
読
み
、
ロ
デ
リ
ッ
ク
の
奏
で
る
楽
器
の
調
べ
に
耳
を
傾
け
た
り
す
る
。
そ
う
こ
う

す
る
う
ち
、
妹
が
死
ん
で
館
の
地
下
の
窖
に
埋
葬
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
嵐
の
晩
に
そ
の
死
ん
だ
妹
が
蘇
っ
て
く
る
。
死
ん
だ
妹
は
蘇
っ
て
、
兄
の
上

に
倒
れ
こ
ん
で
兄
を
道
連
れ
に
す
る
。
こ
う
し
て
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
は
断
絶
す
る
わ
け
で
す
が
、
家
系
が
断
絶
す
る
と
、
そ
れ
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う

に
、
館
も
崩
れ
て
沼
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
。

　

こ
れ
は
大
正
時
代
に
非
常
に
よ
く
読
ま
れ
た
、
し
か
も
ポ
ー
を
代
表
す
る
作
品
で
す
。
こ
の
谷
崎
訳
の
前
に
、
弟
の
谷
崎
精
二
が
翻
訳
を
出
し
て

お
り
ま
す
。
原
文
は
非
常
に
精
緻
に
で
き
て
い
ま
す
。
ポ
ー
と
い
う
の
は
、
短
編
小
説
の
緻
密
な
構
成
を
重
視
し
、
一
語
た
り
と
も
無
駄
な
言
葉
が

あ
っ
て
は
い
け
な
い
、
全
て
が
全
体
の
意
図
、
効
果
達
成
の
た
め
に
整
え
ら
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
た
作
家
で
す
。
ポ
ー
は
雑
誌
の
敏

腕
編
集
長
で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
ど
う
や
っ
た
ら
読
者
の
気
持
ち
を
捕
ま
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
極
め
て
敏
感
で
し
た
。 

9 大正作家の翻訳しようとしたものは何か――谷崎潤一郎、佐藤春夫を中心に――
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そ
の
年
の
秋
の
、
重
々
し
い
雲
が
空
に
低
く
垂
れ
懸
つ
た
、
も
の
う
い
、
暗
い
、
ひ
そ
り
と
し
た
日
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
終
日
、
た
つ
た
独

り
馬
に
跨
つ
て
怪
し
く
荒
れ
果
て
た
田
舎
路
を
通
つ
て
行
つ
た
。
さ
う
し
て
日
脚
が
傾
い
た
時
分
に
、
や
う
や
う
陰
鬱
な
ア
ツ
シ
ヤ
ア
の
邸
が
見

え
る
所
ま
で
辿
り
着
い
た
。
私
に
は
其
れ
が
ど
う
云
ふ
訳
だ
か
分
ら
な
い
―
―
が
、
そ
の
建
物
を
一
と
目
見
る
や
否
や
、
或
る
堪
へ
難
い
悲
し
い

気
持
ち
が
、
私
の
胸
に
沁
み
徹
つ
て
行
つ
た
。
私
は
特
に
堪
へ
難
い
と
云
ふ
。
な
ぜ
か
と
云
ふ
の
に
、
人
間
の
心
と
云
ふ
も
の
は
た
と
へ
世
の
中

の
最
も
物
凄
い
、
ど
ん
な
に
荒
廃
し
た
、
ど
ん
な
に
恐
ろ
し
い
光
景
に
接
し
て
も
、
詩
的
な
感
情
に
助
け
ら
れ
て
半
ば
慰
め
ら
れ
る
の
が
常
で
あ

る
の
に
、
そ
の
時
の
気
持
ち
は
少
し
も
そ
ん
な
余
裕
を
許
さ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。（
谷
崎
潤
一
郎
「
ア
ツ
シ
ヤ
ア
家
の
覆
滅
」）

　　

原
文
は
文
が
長
く
、
理
詰
め
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
音
に
も
配
慮
さ
れ
て
い
て
、
第
一
文
で
は
ｄ
の
音
が
有
効
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
否
定

の
接
頭
辞
を
も
っ
た
単
語
も
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
文
章
の
つ
な
が
り
具
合
、
単
語
、
音
な
ど
、

様
々
な
要
素
を
駆
使
し
て
組
み
合
わ
せ
、
象
徴
的
に
、
あ
る
憂
鬱
な
風
景
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
ポ
ー
の
描
写
の
原
点

に
あ
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
一
八
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
ロ
マ
ン
派
の
時
代
に
か
け
て
成
立
し
た
、
新
た
な
美
的
感
受
性
で
す
。
簡
単
に

言
っ
て
し
ま
え
ば
、
人
間
の
想
像
力
が
そ
れ
ま
で
美
と
し
て
こ
な
か
っ
た
、
恐
怖
な
り
怪
奇
な
り
が
、
美
の
範
疇
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ

う
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
に
入
っ
て
き
て
、
ポ
ー
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
意
識
的
な
方
法
論
の
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下
、
完
璧
に
構
成
さ
れ
た
一
枚
の
陰
鬱
な
情
景
の
絵
と
し
て
こ
こ
に
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
作
品
を
訳
出
し
よ
う
と
し
た
谷
崎
が
、
作
家
の
本
能
・
感
性
か
ら
し
て
、
背
後
に
あ
る
そ
う
し
た
美
意
識
に
鈍
感
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
で
は
谷
崎
は
ど
の
よ
う
に
訳
し
た
の
か
。
結
論
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
谷
崎
の
翻
訳
は
、
徹
底
し
て
原
文
を
整
理
し
て
い
る
翻
訳
な
の

で
す
。
原
文
が
接
続
詞
な
ど
で
繋
げ
て
い
く
と
こ
ろ
を
、
セ
ン
テ
ン
ス
を
切
っ
て
、
文
意
が
通
り
や
す
く
す
る
。
さ
ら
に
、
セ
ン
テ
ン
ス
の
終
わ
り

方
に
意
識
が
行
き
届
い
て
い
て
、
過
去
時
制
を
「
た
」
で
受
け
て
、
そ
れ
で
セ
ン
テ
ン
ス
を
結
ぶ
、
と
い
う
よ
う
な
、
自
然
主
義
以
来
定
着
し
た
文

章
構
造
を
と
っ
て
い
な
い
。
色
々
文
末
を
変
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
文
末
の
問
題
は
、
日
本
語
の
過
去
時
制
を
、
時
制
（
テ
ン
ス
）
と
捉
え
る
か
、

相
（
ア
ス
ペ
ク
ト
）
と
し
て
捉
え
る
か
で
様
相
を
異
に
し
ま
す
が
、
今
は
そ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
と
し
ま
す
。
と
に
か
く
谷
崎
が
、
一
人

称
語
り
が
単
調
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
滑
ら
か
に
、
し
か
も
意
味
不
明
に
な
ら
な
い
よ
う
に
文
を
繋
い
で
い
る
と
い
う
点
に
、
ま
ず
着
目
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

　

英
語
は
、
と
い
う
よ
り
欧
文
は
、
い
く
ら
で
も
言
葉
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ
の
名
詞
に
、
形
容
詞
を
三
つ
四
つ
重
ね
て
、
関
係
代
名

詞
を
後
ろ
か
ら
つ
け
て
、
と
い
う
こ
と
が
造
作
な
く
で
き
る
わ
け
で
す
。
谷
崎
は
後
年
『
文
章
読
本
』
で
、
日
本
語
は
そ
う
は
い
か
な
い
の
だ
と
言

っ
て
、「
日
本
文
だ
と
、
ど
ん
な
に
英
文
の
真
似
が
し
た
く
て
も
、
さ
う
頻
繁
に
使
ふ
こ
と
は
文
章
の
体
裁
が
許
さ
な
い
。
最
初
は
正
確
に
使
ふ
積

り
で
ゐ
ま
し
て
も
、
い
つ
の
間
に
か
国
文
の
本
来
の
性
質
に
引
き
擦
ら
れ
て
、
真
似
が
続
か
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
日
本

語
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
に
英
文
の
真
似
を
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
国
文
で
出
来
る
範
囲
と
い
う
の
は
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
無
用
に
言
葉
を
重
ね

た
り
、
強
い
言
葉
を
乱
発
し
た
り
す
る
の
は
、
本
来
の
日
本
語
表
現
に
馴
染
ま
な
い
。
谷
崎
は
そ
う
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
『
文
章
読
本
』

か
ら
の
引
用
で
注
目
し
て
み
た
い
の
は
、
最
初
は
そ
う
や
っ
て
欧
文
の
真
似
を
し
て
い
て
も
、
い
つ
の
ま
に
か
国
文
本
来
の
性
質
に
引
き
ず
ら
れ
て
、

真
似
が
続
か
な
く
な
る
、
と
い
う
く
だ
り
で
す
。
作
家
自
身
の
持
っ
て
い
る
文
章
の
リ
ズ
ム
と
か
感
覚
と
か
、
思
考
の
リ
ズ
ム
み
た
い
な
も
の
が
、

ど
こ
か
で
出
て
き
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、
最
初
は
気
張
っ
て
、
欧
文
か
ら
何
か
を
学
ん
で
や
ろ
う
と
し
て
い
て
も
、
自
然
に
自
分
の
文
章
生
理

に
従
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
谷
崎
の
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
の
翻
訳
を
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
未
完
成
の
訳
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
そ
う

い
う
国
文
本
来
の
性
質
、
自
ら
の
文
章
の
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
に
引
き
ず
ら
れ
る
経
験
を
、
谷
崎
は
す
で
に
こ
の
大
正
中
期
に
お
い
て
、
翻
訳
を
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通
じ
て
見
せ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま
す
。
で
あ
れ
ば
、
後
に
『
文
章
読
本
』
な
ど
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
、
日
本
語
は
少
な
い
語
彙

で
、
そ
の
陰
翳
で
物
を
語
る
言
語
で
あ
る
と
の
認
識
は
、
必
ず
し
も
、
昭
和
の
、
関
西
移
住
後
の
谷
崎
が
新
た
に
獲
得
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
谷
崎
の
大
正
期
の
翻
訳
を
考
え
る
と
き
に
、
彼
が
散
文
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
目
を
付
け
て
い
た
と
い
う
事
実
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。
散
文
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
日
本
に
い
つ
頃
入
っ
て
き
た
の
か
、
そ
の
後
ど
う
い
う
展
開
を
し
た
の
か
と
い
う
の
は
、
そ
う
簡
単
な
問

題
で
は
な
い
の
で
す
が
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
散
文
詩
の
導
入
の
明
確
な
起
点
は
や
は
り
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
『
パ
リ
の
憂
鬱
』（
一
八
六
九
）
な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ボ
ー
ト
レ
ー
ル
の
達
成
が
一
つ
の
標
準
に
な
っ
て
、
ラ
ン
ボ
ー
、
マ
ラ
ル
メ
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
ツ

ル
ゲ
ー
ネ
フ
な
ど
が
そ
れ
に
続
く
と
い
う
形
を
と
り
ま
す
。
日
本
の
場
合
、
事
情
が
や
や
複
雑
な
の
は
、
散
文
詩
導
入
以
前
に
、
韻
文
と
散
文
の
中

間
形
態
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
が
、
つ
ま
り
、
小
品
文
や
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
と
呼
ば
れ
た
形
式
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
の
移
入
だ
け
で
、
あ
ま
り
簡
単
に
事
を
片
づ
け
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
が
、
こ
こ
ま
で
の
お
話
の
文
脈
で
確
認
し
て
お
き

た
い
の
は
、
谷
崎
潤
一
郎
が
散
文
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
、
一
時
期
、
か
な
り
真
剣
に
考
え
た
形
跡
が
あ
る
と
い
う
点
で
す
。
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
の
散
文
詩
の
、
英
訳
か
ら
の
重
訳
の
試
み
は
、
散
文
詩
と
い
う
も
の
の
可
能
性
に
寄
せ
る
思
い
が
あ
っ
て
こ
そ
実
現
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
思

う
わ
け
で
す
。
谷
崎
訳
「
ア
ツ
シ
ヤ
ア
家
の
覆
滅
」
と
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
翻
訳
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
散
文
詩
ジ
ャ
ン
ル
へ
の
関
心
―
―
こ
の
交
点
に

成
立
し
た
の
が
、「
魔
術
師
」（『
新
小
説
』、
大
正
六
年
一
月
）
と
い
う
短
篇
作
品
で
す
。

　
「
魔
術
師
」
の
原
稿
は
、
芦
屋
の
谷
崎
記
念
館
に
あ
り
ま
す
。
原
稿
を
確
認
し
た
限
り
で
は
、「A

Poem
in

Prose

 
      
         
」
と
い
う
副
題
、
さ
ら
に
「
散

文
詩
」
と
い
う
副
題
が
附
さ
れ
て
い
ま
す
。「
魔
術
師
」
は
『
人
魚
の
歎
き
』（
春
陽
堂
、
大
正
六
年
四
月
）
に
収
め
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
標
題
作

「
人
魚
の
嘆
き
」（
初
出
は
『
中
央
公
論
』、
大
正
六
年
一
月
）
に
も
「
散
文
詩
」
と
い
う
角
書
き
が
付
い
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
情
報
は

谷
崎
全
集
か
ら
は
全
く
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
の
谷
崎
は
、
散
文
詩
と
い
う
新
ジ
ャ
ン
ル
実
験
を
試
み
よ
う
と
し
て

い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
人
魚
の
嘆
き
」
と
「
魔
術
師
」
を
『
人
魚
の
嘆
き
』
と
し
て
一
冊
に
ま
と
め
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
『
人
魚
の
嘆
き
』
は
現
在
、『
人
魚
の
嘆
き
・
魔
術
師
』
と
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
水
島
爾
保
布
に
よ
る
カ
バ
ー
と
挿
絵
付
き
で
中
公
文
庫
に
入
っ
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て
い
ま
す
が
、
そ
の
解
説
で
中
井
英
夫
は
、
い
ま
は
評
価
が
低
い
け
れ
ど
も
、
当
時
は
か
な
り
実
験
的
な
作
品
で
、
谷
崎
文
学
の
可
能
性
の
一
端
を

物
語
っ
て
余
り
あ
る
作
品
だ
、
と
評
価
し
て
い
ま
す
。
伊
藤
整
も
高
い
評
価
を
与
え
て
い
ま
し
た
し
（『
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
』、
昭
和
四
五
年
）、

谷
崎
自
身
も
後
に
自
作
解
説
で
、「
作
者
が
真
に
鏤
心
彫
骨
の
苦
し
み
を
以
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
文
壇
で
は
随
分
評
判
の
高
か
つ
た
作

品
で
あ
る
が
、
今
読
ん
で
み
る
と
、
苦
心
し
て
書
い
た
物
が
必
ず
し
も
寿
命
が
長
い
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
発
見
す
る
」（「
明
治
大
正
文
学
全
集
谷

崎
潤
一
郎
篇
解
説
」、
昭
和
三
年
）
と
率
直
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
「
魔
術
師
」
は
、
浅
草
ら
し
き
公
園
に
催
眠
術
を
操
る
魔
術
師
が
い
て
、
愛
人
を
伴
っ
て
そ
こ
を
訪
れ
た
主
人
公
が
、
魔
術
で
変
身
さ
せ
ら
れ
る
と

い
う
、
大
正
時
代
の
谷
崎
の
あ
る
種
の
変
身
願
望
と
か
美
意
識
が
濃
厚
に
出
た
作
品
な
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
や
テ
ー
マ
に
で
は
な

く
、
比
較
文
学
的
、
ク
ロ
ス
ジ
ャ
ン
ル
的
関
心
か
ら
、
以
下
の
二
箇
所
に
着
目
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

又
ア
メ
リ
カ
の
ポ
オ
の
作
つ
た
、
恐
怖
と
狂
想
と
神
秘
と
の
、
巧
緻
な
糸
で
織
り
な
さ
れ
た
奇
し
い
幾
個
の
物
語
が
、
フ
イ
ル
ム
の
上
に
展
開

し
て
、
眼
前
に
現
は
れ
て
来
る
凄
さ
を
、
嘗
て
想
像
し
た
こ
と
が
あ
る
で
せ
う
か
。﹇ “  T

he
M

urders
in

the
R

ue
M

orgue

 
    
               
    
     ”   
の
中
に
描
か
れ
た

猛
獣
の
動
作
が
、
生
き
生
き
と
し
た
絵
画
と
な
つ
て
事
実
そ
の
ま
ま
に
演
ぜ
ら
れ
る
光
景
を
、
ち
よ
つ
と
で
も
考
へ
て
御
覧
下
さ
い
。
或
は
﹈

“  T
he

B
alck

C
at

 
    
      
  ”   
の
戦
慄
す
べ
き
地
下
室
の
情
況
や
、 “  T

he
Pit

and
the

Pendulum
 
                       

”   
の
暗
澹
た
る
牢
獄
の
有
様
が
、
小
説
よ
り
も
更
に
無
気

味
に
、
実
際
よ
り
も
更
に
鮮
か
に
、
強
く
明
る
く
照
し
出
さ
れ
る
刹
那
の
気
持
ち
を
味
は
つ
て
御
覧
な
さ
い
。
而
も
﹇
そ
う
し
て
﹈
そ
れ
等
の
幻

燈
劇
を
、
黙
つ
て
静
か
に
見
物
し
て
居
る
数
百
人
の
観
客
は
、
み
ん
な
悪
夢
に
魘
さ
れ
た
や
う
に
ビ
ツ
シ
ヨ
リ
と
冷
汗
を
掻
き
、
女
は
男
の
腕
に

絡
ま
り
﹇
手
を
捕
へ
﹈
男
は
女
の
肩
に
し
が
み
着
い
て
﹇
を
抱
い
て
﹈、
歯
を
喰
ひ
し
ば
つ
て
を
の
ゝ
き
な
が
ら
、
一
心
に
執
拗
に
、
昂
奮
し
た

怯
え
た
瞳
を
、﹇
昂
奮
し
た
怯
え
た
瞳
を
、
一
心
に
執
拗
に
﹈ 

映
画
の
上
に
注
い
で
居
る
の
で
す
。

　
　

魔
術
師
の
小
屋
の
あ
る
所
は
、
彼
の
女
が
云
つ
た
通
り
、﹇
今
歩
い
て
来
た
﹈ 

繁
華
な
街
区
の
果
て
に
あ
る
﹇
を
少
し
放
れ
た
稍
﹈ 

物
淋
し
い

一
廓
で
し
た
。（
中
略
）
其
処
に
使
は
れ
て
居
る
自
然
的
要
素
は
、
決
し
て
自
然
の
風
致
を
再
現
す
る
�
め
に
塩
梅
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
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寧
ろ
飽
く
ま
で
も
人
工
を
助
け
、
そ
の
拗
れ
た
技
巧
の
効
果
を
補
ふ
�
め
の
材
料
と
し
て
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
居
る
の
で
し
た
。
か
う
云
つ
た
ら

ば
或
る
読
者
は
、「
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の
領
地
」
と
か
、「
ラ
ン
ダ
ア
の
小
屋
」
と
か
云
ふ
ポ
オ
の
小
説
に
描
か
れ
た
園
藝
術
を
想
像
す
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
私
の
云
ふ
人
工
的
の
山
水
は
、
あ
れ
よ
り
も
も
つ
と
小
細
工
を
弄
し
た
、
も
つ
と
自
然
に
遠
ざ
か
つ
た
景
色
の
や
う
に
思
は
れ
ま
し

た
。（
中
略
）
そ
の
山
水
を
、
一
個
の
舞
台
装
置
と
し
て
評
価
す
﹇
観
﹈ 

れ
ば
、
た
し
か
に
凄
惨
な
、﹇
独
﹈
特
有
な
場
面
に
な
つ
て
居
て
、
到
底

自
然
の
風
致
な
ど
の
、
企
及
し
難
い
或
る
物
を
掴
ん
で
居
ま
し
た
。
其
処
で
は
一
本
の
樹
木
の
枝
、
一
塊
の
石
の
姿
ま
で
、
幽
鬱
な
暗
示
を
含
み
、

深
遠
な
観
念
を
表
は
す
や
う
に
配
置
さ
れ
﹇
て
﹈、
吾
人
は
其
れ
が
樹
木
で
あ
り
、
石
で
あ
る
事
を
忘
れ
る
迄
に
、
慄
然
た
る
鬼
気
を
感
ず
る
の

で
す
。

　　
「
魔
術
師
」
の
舞
台
の
、
こ
の
浅
草
ら
し
き
公
園
に
は
映
画
館
が
あ
っ
て
そ
こ
で
は
様
々
な
も
の
が
上
映
さ
れ
て
い
る
。
悪
夢
の
ご
と
き
映
画
が
上

映
さ
れ
て
い
る
。﹇ 
﹈
を
付
け
た
の
は
、
谷
崎
の
原
稿
で
削
除
さ
れ
た
り
、
傍
線
部
の
よ
う
に
書
き
換
え
ら
れ
た
り
し
た
箇
所
で
す
。
ち
な
み
に
谷

崎
の
原
稿
は
、
途
中
か
ら
代
筆
者
を
使
っ
て
い
る
形
跡
が
あ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
本
人
が
手
を
入
れ
た
か
が
、
判
定
し
づ
ら
い
の
で
す
が
、
そ
の
あ
た

り
に
つ
い
て
は
今
後
の
草
稿
研
究
を
待
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。
重
要
な
の
は
、
暗
い
、
白
昼
夢
の
よ
う
な
映
画
館
の
空
間
で
様
々
な
西
洋
の
名
作
が

上
映
さ
れ
る
と
い
う
設
定
で
す
。
つ
ま
り
は
、
西
洋
の
名
作
小
説
の
映
画
化
の
可
能
性
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
大
正
期
の
谷
崎
が
、
映
画
へ
の

並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
表
明
し
、
映
画
と
い
う
新
興
芸
術
の
可
能
性
を
賞
揚
し
、
つ
い
に
大
正
九
年
、
大
正
活
映
株
式
会
社
脚
本
部
顧
問
に
就
任
す
る

こ
と
は
周
知
の
事
項
で
す
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
三
年
前
に
発
表
し
た
「
魔
術
師
」
で
は
、
ポ
ー
の
作
品
が
孕
む
映
像
化
の
可
能
性
に
つ
い
て

語
り
、
そ
の
翌
年
に
は
、
ポ
ー
の
代
表
作
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
の
翻
訳
に
挑
戦
し
て
い
た
、
と
い
う
事
実
を
考
え
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の

時
期
の
谷
崎
が
目
指
し
て
い
た
も
の
が
詳
ら
か
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
谷
崎
の
映
画
体
験
の
土
台
を
形
成
し
た
、『
フ
ァ

ン
ト
マ
』（
大
正
四
年
五
月
、
日
本
公
開
）
や
『
プ
ラ
ー
グ
の
大
学
生
』（
大
正
三
年
四
月
、
公
開
）
な
ど
、
怪
奇
、
幻
想
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
な

ど
を
テ
ー
マ
と
し
た
映
画
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
明
治
末
、
封
切
り
の
活
劇
『
ジ
ゴ
マ
』
の
影
響
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
と
に

か
く
、
映
画
の
黒
と
白
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
織
り
成
す
白
日
夢
、
幻
想
体
験
、
新
興
芸
術
と
し
て
の
可
能
性
が
、
彼
が
翻
訳
を
試
み
た
ポ
ー
の
世
界
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に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
こ
ろ
を
、
ま
ず
は
確
認
し
て
お
き
た
く
思
い
ま
す
。

　
「
魔
術
師
」
の
公
園
に
は
、
舞
台
装
置
の
よ
う
な
人
工
的
な
山
水
が
設
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
の
、
館
の
前
の
陰
鬱
な
風

景
も
実
は
そ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
一
つ
一
つ
の
要
素
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
、
全
体
と
し
て
、
暗
鬱
た
る
構
図
（
コ
ン
ポ
ジ
シ

ョ
ン
）
を
作
り
上
げ
る
。
そ
こ
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
一
八
世
紀
の
終
わ
り
あ
た
り
か
ら
の
、
美
意
識
の
転
換
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
と
も

に
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
呼
ば
れ
た
構
成
原
理
も
ま
た
作
用
し
て
い
ま
す
。
同
時
に
そ
れ
は
、
広
い
意
味
で
の
、
象
徴
主
義
的
な
方
法
で
も
あ
る
。

暗
示
と
象
徴
の
方
法
で
も
あ
り
ま
す
。
谷
崎
自
身
が
映
画
に
つ
い
て
、「
就
中
ポ
オ
の
物
語
の
如
き
は
、
写
真
の
方
が
却
つ
て
効
果
が
現
は
れ
は
せ

ぬ
か
と
感
ぜ
ら
れ
る
」、「
或
る
場
面
の
内
一
部
分
を
切
り
抜
い
て
、
大
き
く
映
す
と
云
ふ
こ
と
、
即
ち
デ
イ
テ
イ
ル
を
示
し
得
る
こ
と
、
此
れ
が
ど

の
く
ら
ゐ
演
劇
の
効
果
を
強
め
、
変
化
を
助
け
て
居
る
か
分
ら
な
い
。
此
の
意
味
に
於
い
て
、
写
実
的
の
場
面
は
実
演
劇
の
其
れ
よ
り
も
一
層
絵
画

に
近
づ
い
て
居
る
」（「
活
動
写
真
の
現
在
と
将
来
」、『
新
小
説
』、
大
正
六
年
九
月
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
部
分
を
総
合

し
、
構
成
し
て
、
一
定
の
、
し
ば
し
ば
陰
鬱
で
怪
奇
な
情
緒
を
喚
起
す
る
絵
画
に
仕
立
て
上
げ
て
い
く
方
法
は
、
谷
崎
に
と
っ
て
映
画
芸
術
の
内
包

す
る
効
果
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

ポ
ー
翻
訳
や
「
魔
術
師
」
改
稿
の
経
緯
な
ど
を
合
わ
せ
考
え
て
い
く
と
、
谷
崎
は
こ
う
し
た
方
法
や
美
学
を
「
魔
術
師
」
に
お
い
て
、
絢
爛
た
る
、

過
剰
で
け
ば
け
ば
し
い
、
漢
文
調
を
駆
使
し
た
文
体
に
移
し
変
え
て
実
践
し
、
あ
る
憂
鬱
な
情
景
の
細
部
を
整
え
て
、
一
幅
の
絵
と
し
て
定
着
し
て

見
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
象
徴
主
義
的
方
法
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』（
大
正
十
年
五
月
、
公
開
）
を
「
俳
優
が
も
つ
と
大
胆
に

実
演
劇
の
要
領
を
離
れ
て
、
象
徴
的
の
演
出
を
試
み
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」（「「
カ
リ
ガ
リ
博
士
」
を
見
る
」、『
時
事
新
報
』、『
活
動
雑
誌
』、
大
正

十
年
）
と
評
し
た
谷
崎
の
映
画
観
と
、
そ
の
映
画
芸
術
へ
の
関
心
の
根
拠
と
、
無
理
な
く
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

　

佐
藤
春
夫
の
翻
訳
と
の
関
わ
り
合
い
の
道
筋
は
、
谷
崎
に
比
べ
る
と
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
い
、
単
線
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
す
で

に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
佐
藤
の
作
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
は
、
翻
訳
批
評
か
ら
、
ワ
イ
ル
ド
の
誤
訳
批
判
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か

ら
、
彼
が
師
事
し
て
い
た
生
田
長
江
の
影
響
も
強
く
受
け
る
。
生
田
長
江
は
、
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』（
明
治
四
四
年
）
の
翻
訳
者
で

す
。
大
正
二
年
に
出
た
フ
ロ
ー
ベ
ル
の
『
サ
ラ
ム
ボ
オ
』（
博
文
館
）
の
訳
者
序
文
で
生
田
は
、「
大
日
本
語
」
と
「
小
日
本
語
」
と
い
う
概
念
を
も
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っ
て
き
て
、
伝
統
的
な
日
本
語
は
、「
小
日
本
語
」
で
あ
る
、
だ
が
、
将
来
の
日
本
語
を
考
え
る
と
、
日
本
語
を
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
、
そ
の
際
の
規
範
と
な
る
べ
き
が
「
大
日
本
語
」
だ
、
そ
れ
に
は
、
欧
文
の
構
造
に
い
ま
一
度
学
ん
で
、
そ
れ
を
日
本
語
に
導
入
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
、
と
主
張
し
ま
す
。
こ
う
し
た
「
大
日
本
語
」
志
向
は
、
明
治
の
翻
訳
者
、
こ
と
に
二
葉
亭
四
迷
や
森
田
思
軒
に
す
で
に
あ
っ
た
も

の
で
、
生
田
は
そ
れ
を
大
正
初
め
に
、
あ
ら
た
め
て
、
一
層
偏
っ
た
形
で
持
ち
出
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
生
田
の
翻
訳
は
総
じ
て
読
み
に
く
い
、
と

言
う
よ
り
読
む
に
耐
え
な
い
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、
生
硬
で
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
、
漢
語
を
多
用
し
た
表
現
が
、
あ
る
種
の
魅
力
を
放
っ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
事
実
、
生
田
の
こ
の
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
生
硬
な
訳
文
は
、
新
感
覚
派
の
作
家
や
、
堀
口
大
學
に
強
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

生
田
訳
『
サ
ラ
ム
ボ
オ
』
は
、
た
と
え
ば
「
彼
に
そ
れ
を
持
っ
て
こ
さ
せ
よ
う
」
と
い
っ
た
使
役
動
詞
構
文
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
、
欧
文
の
構
造

を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
訳
文
で
す
。
谷
崎
は
こ
う
い
う
文
章
を
、
大
正
時
代
に
自
分
が
書
い
て
い
た
欧
文
風
の
文
体
も
含
め
て
、『
文
章
読
本
』

で
批
判
し
て
み
せ
る
。
で
は
、
谷
崎
の
文
体
が
そ
の
後
、
欧
文
風
で
な
く
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
ま
た
別
な
問
題
で
す
。
外
国
の
谷
崎
研
究

者
は
こ
ぞ
っ
て
、
谷
崎
の
日
本
語
は
、
後
期
の
作
品
に
お
い
て
も
、
実
に
わ
か
り
や
す
い
と
言
い
ま
す
。『
春
琴
抄
』、『
蓼
喰
う
虫
』
か
ら
『
細
雪
』

ま
で
、
谷
崎
自
身
が
、
平
仮
名
を
多
く
し
た
り
、
セ
ン
テ
ン
ス
を
意
図
的
に
長
く
し
た
り
し
て
、
色
々
工
夫
し
て
書
い
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
そ
う

言
う
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
谷
崎
は
そ
の
本
質
に
染
み
付
い
た
欧
文
脈
か
ら
は
、
終
生
、
完
全
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

佐
藤
春
夫
は
上
京
間
も
な
い
頃
、
生
田
長
江
流
の
欧
文
脈
風
文
体
の
影
響
を
強
く
受
け
ま
し
た
。
和
歌
山
に
居
ら
れ
な
く
な
っ
て
出
て
き
て
、
生

田
長
江
の
家
に
厄
介
に
な
っ
て
、
文
字
通
り
師
事
し
た
わ
け
で
す
か
ら
。
佐
藤
春
夫
は
「
西
班
牙
犬
の
家
」
で
作
家
デ
ビ
ュ
ー
す
る
前
に
、
ア
ナ
ト

ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
、
い
く
つ
か
翻
訳
を
手
が
け
ま
す
。
こ
の
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
翻
訳
と
い
う
の
は
、「
私
は
そ
れ
ら
の
罪
に
相
当
し

て
ゐ
る
」
式
の
直
訳
と
い
う
か
、
欧
文
の
構
造
を
そ
の
ま
ま
取
り
こ
む
タ
イ
プ
の
翻
訳
で
す
。
生
田
長
江
風
の
方
法
を
、
こ
の
時
期
は
学
ん
で
、
一

生
懸
命
実
践
し
て
み
せ
る
わ
け
で
す
。

　

一
つ
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
佐
藤
春
夫
は
、
ポ
ー
の 
「
ア
モ
ン
テ
ィ
リ
ャ
ド
の
酒
樽
」（“  T

he
C

ask
ofA

m
ontillado,

 
    
        
 
          ”  

1846

     
）
を
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「
復
讐
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
翻
訳
し
ま
す
。
か
つ
て
自
分
を
侮
辱
し
た
奴
に
復
讐
し
よ
う
と
し
て
、
有
名
な
シ
ェ
リ
ー
酒
を
飲
ま
せ
て
や
る
か
ら

と
言
っ
て
誘
っ
て
、
地
下
室
に
連
れ
込
ん
で
、
壁
に
塗
り
込
め
て
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
不
条
理
な
暴
力
を
テ
ー
マ
に
し
た
短
篇
で
す
。
酒
飲
み

は
気
を
つ
け
ろ
と
い
う
話
で
も
あ
り
ま
す
。
佐
藤
は
辻
潤
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
こ
の
ポ
ー
の
原
作
の
訳
を
口
述
し
て
み
せ
ま
す
。
そ
れ
が
上
手

い
訳
な
ん
で
す
。「
存
分
に
仇
を
返
す
に
は
、
下
手
人
が
世
間
へ
知
れ
た
の
ぢ
や
何
に
も
な
ら
な
い
。
そ
の
く
せ
相
手
に
は
今
仇
を
返
し
て
ゐ
る
の

だ
ぞ
と
い
ふ
こ
と
を
存
分
に
見
せ
つ
け
て
や
れ
な
い
で
は
、
こ
れ
も
亦
何
も
な
ら
な
い
」（「
吾
が
回
想
す
る
大
杉
栄
」、『
中
央
公
論
』、
大
正
一
二

年
）。
そ
れ
が
実
際
に
訳
す
段
に
な
る
と
、「
若
し
復
讐
者
が
罰
せ
ら
れ
る
程
な
ら
ば
、
そ
の
復
讐
は
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
同
じ
く
ま

た
復
讐
者
が
相
手
の
奴
に
復
讐
者
と
し
て
の
自
分
を
見
せ
つ
け
て
や
れ
な
い
や
う
で
は
そ
の
復
讐
は
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」（『
解
放
』、

大
正
八
年
）
と
い
う
調
子
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
佐
藤
春
夫
の
気
質
、
体
質
に
あ
っ
た
翻
訳
方
法
は
、
む
し
ろ
、
大
杉
栄
に
語
っ
て
見
せ
た
よ

う
な
や
り
方
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
彼
は
あ
る
段
階
か
ら
は
、
中
国
の
漢
詩
な
ど
を
素
材
に
し
て
、
英
訳
を
参
照
し
つ
つ
自
在
に
そ

れ
を
語
り
変
え
る
。
そ
う
い
う
飜
訳
法
に
転
換
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
時
代
は
、
生
田
長
江
の
影
響
も
あ
っ
て
逐
語
訳
主
義

に
立
っ
て
い
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
そ
の
傍
証
の
一
つ
に
は
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

佐
藤
春
夫
は
も
う
一
つ
ポ
ー
の
短
篇
（“  Shadow

,

      
 ”  

1935
     
）
を
訳
し
て
い
て
、「
影
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
翻
訳
は
、
や
は
り
逐
語
主
義
に
則
っ
て
い

ま
す
が
、
原
文
が
聖
書
の
文
体
を
模
し
た
寓
話
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
直
訳
調
が
効
果
を
あ
げ
て
い
る
箇
所
も
多
々
あ
り
ま
す
。

　

佐
藤
春
夫
は
才
能
の
塊
の
よ
う
な
人
で
し
た
。
彼
の
手
が
け
た
ジ
ャ
ン
ル
を
、
詩
、
短
篇
、
長
篇
、
戯
曲
、
批
評
、
随
想
、
評
伝
等
々
と
列
挙
し

て
い
く
と
、
む
し
ろ
佐
藤
の
手
が
け
な
か
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
を
数
え
た
ほ
う
が
早
い
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
大
正
期
の
短
篇
小
説
の
み
を
例
に
と
っ

て
も
、
幻
想
小
説
、
探
偵
小
説
、
Ｓ
Ｆ
小
説
か
ら
、
新
感
覚
派
を
先
取
り
し
た
よ
う
な
心
理
小
説
、
モ
ダ
ン
な
前
衛
小
説
ま
で
取
り
そ
ろ
え
ら
れ
て

い
て
、
唖
然
と
す
る
ほ
ど
で
す
。
彼
の
作
品
を
読
み
進
め
て
行
く
と
、
日
本
の
近
代
文
学
の
持
っ
て
い
た
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
数
々
の
可
能
性
が

次
々
に
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
佐
藤
が
そ
れ
に
相
応
し
い
評
価
を
必
ず
し
も
受
け
て
い
な
い
の
は
、
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。
あ
ま
り
に
多
く
の
作
品

を
書
い
た
が
た
め
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
駄
作
も
多
く
、
そ
れ
が
評
価
を
下
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。『
田
園
の
憂
鬱
』
だ
け

書
い
て
夭
折
し
て
い
た
ら
、
梶
井
基
次
郎
の
よ
う
な
扱
い
を
さ
れ
、
早
死
に
し
た
天
才
と
持
て
囃
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
佐
藤
春
夫
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の
本
質
は
、
そ
の
鋭
敏
す
ぎ
る
く
ら
い
に
鋭
敏
な
批
評
的
知
性
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
過
剰
な
批
評
性
が
、
結
果
と
し
て
、
彼
の
す
べ
て
の

小
説
を
、
良
く
も
悪
く
も
、
実
験
作
の
よ
う
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
大
正
の
希
有
な
批
評
的
知
性
、
佐
藤
春
夫
は
、
ポ
ー

の
文
章
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
翻
訳
し
て
み
た
体
験
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
率
直
に
語
り
ま
す
。

　

…
…
僕
は
『
ア
モ
ン
テ
ィ
リ
ャ
ア
ド
の
酒
樽
』
と
い
ふ
短
篇
を
一
つ
訳
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
ポ
オ
の
文
章
は
僕
に
と
つ
て
は
い
さ
さ
か
難
か

し
い
か
ら
、
僕
は
そ
の
多
く
を
他
人
の
訳
文
と
原
文
と
を
対
照
し
て
読
ん
だ
も
の
だ
が
、
一
度
自
分
で
訳
し
て
み
る
（
と
い
ふ
こ
と
は
つ
ま
り
最

も
詳
し
く
読
み
味
ふ
こ
と
だ
と
思
ふ
が
）、
こ
と
に
よ
つ
て
ポ
オ
の
文
体
を
よ
く
知
り
た
い
と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
の
﹇
＝
ポ
オ
の

文
体
の
﹈
立
体
的
で
、
し
か
も
余
情
な
ら
ぬ
余
情
（
と
い
ふ
の
は
読
者
の
空
想
力
を
刺
戟
し
て
置
い
て
、
わ
ざ
と
書
き
残
し
飛
躍
し
て
表
現
力
の

隙
間
を
読
者
自
身
に
補
は
せ
る
）
が
、
難
解
な
の
で
あ
る
。（「
幽
玄
の
詩
人
ポ
オ
」
、
東
京
創
元
社
版
『
ポ
オ
全
集
』
第
二
巻
月
報
、
昭
和
三
八
年
）

　

先
に
作
家
翻
訳
に
つ
い
て
述
べ
た
と
き
に
あ
げ
た
、
作
家
修
業
、
文
章
修
業
の
場
と
し
て
の
翻
訳
、
そ
の
典
型
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
注
目
す
べ

き
発
言
は
そ
の
後
で
す
。「
そ
の
立
体
的
で
、
し
か
も
余
情
な
ら
ぬ
余
情
」、「
読
者
の
空
想
力
を
刺
戟
し
て
置
い
て
、
わ
ざ
と
書
き
残
し
飛
躍
し
て

表
現
力
の
隙
間
を
読
者
自
身
に
補
は
せ
る
」
と
い
う
表
現
で
佐
藤
春
夫
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
言
い
換
え
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
単
な
る
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
い
作
品
、
象
徴
的
、
象
徴
主
義
的
と
形
容
す
べ
き
よ
う
な
作
品
は
、「
余
情
な
ら
ぬ
余
情
」
が
難
解
な
の
で
あ
る
。

そ
の
難
解
な
部
分
を
読
み
取
る
に
は
、
そ
の
「
表
現
力
の
隙
間
」
を
、
語
と
語
、
行
と
行
の
間
こ
そ
を
解
読
し
て
、
補
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
ポ
ー
原
文
を
読
む
英
語
圏
の
読
者
も
、
難
解
な
箇
所
に
つ
い
て
は
「
表
現
力
の
隙
間
」
を
、
自
ら
補
い
つ
つ
読
ん
で
い
る
は
ず
で
す
。
今
度
は

翻
訳
者
が
、
そ
の
隙
間
を
ど
う
や
っ
て
言
語
化
す
る
か
、
日
本
語
化
し
て
埋
め
る
か
、
あ
る
い
は
隙
間
の
ま
ま
に
残
す
べ
き
か
に
思
い
悩
み
な
が
ら

翻
訳
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
翻
訳
を
読
む
日
本
の
読
者
に
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
隙
間
は
、
形
を
変
え
つ
つ
も
、
し
か
と
残
っ
て
い
る
は
ず

で
す
。
完
璧
に
翻
訳
者
が
そ
こ
を
一
か
ら
十
ま
で
詳
し
く
説
明
し
な
い
限
り
は
、
隙
間
は
隙
間
と
し
て
残
る
わ
け
で
す
。
谷
崎
潤
一
郎
や
佐
藤
春
夫

な
ど
大
正
作
家
が
翻
訳
に
赴
い
た
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
佐
藤
春
夫
が
こ
う
し
て
代
弁
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
、「
表
現
力
の
隙
間
」
を
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志
向
し
て
、
言
語
を
重
ね
て
、
一
歩
で
も
そ
れ
に
近
づ
こ
う
と
す
る
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
表
現
力
の
隙
間
」
と
並
ん
で
、
佐
藤
春
夫
の
こ
の
回
想
で
も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
た
り
う
る
の
は
、「
立
体
的
」
と
い
う
語
で
す
。
こ
れ
は
一

つ
に
は
田
山
花
袋
の
平
面
描
写
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
こ
う
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
も
う
一
つ
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の

は
、
佐
藤
春
夫
自
身
が
立
体
派
風
の
絵
画
を
描
き
、
立
体
派
と
自
己
の
「
近
代
精
神
」（
佐
藤
春
夫
「
立
体
派
の
待
遇
を
受
る
一
人
と
し
て
」、『
読

売
新
聞
』、
大
正
六
年
）
と
の
間
に
共
通
す
る
も
の
を
認
め
て
い
た
と
い
う
点
で
す
。
と
に
か
く
、
リ
ア
リ
ズ
ム
や
自
然
主
義
の
、
単
調
な
書
き
方

に
対
し
て
、
も
っ
と
言
葉
と
言
葉
の
間
・
隙
間
、
行
と
行
と
の
空
隙
、
そ
こ
に
横
た
わ
る
神
秘
的
な
空
間
に
目
を
向
け
よ
う
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た

隙
間
や
空
隙
を
も
っ
て
し
て
、
何
か
を
語
ら
せ
る
よ
う
な
、
そ
の
表
現
方
法
に
着
目
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
、
こ
の
「
立
体
的
」
と
い
う
語
に
表
明

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

青
年
期
の
憂
鬱
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
あ
が
い
て
田
園
に
逃
避
し
た
自
分
は
古
来
の
東
洋
文
学
の
好
題
目
た
る
隠
遁
者
の
文
学
を
近
代
的
に
書
く

一
方
、
国
土
の
風
物
を
洋
画
風
に
描
い
て
見
よ
う
と
、
そ
の
た
め
に
前
に
読
ん
で
い
た
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
オ
や
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
文
学
を
自

己
流
に
解
釈
し
自
己
流
に
使
っ
て
、
文
体
に
も
国
文
の
平
面
的
な
文
脈
を
立
体
的
な
も
の
に
し
て
み
た
試
み
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
春
夫
「
気
ま
ま

な
文
学
」、『
毎
日
新
聞
』、
昭
和
二
八
年
）

　　

こ
の
回
想
談
で
は
、
ポ
ー
や
ワ
イ
ル
ド
に
学
ん
で
試
み
た
文
体
実
験
が
「
立
体
的
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
佐
藤
が
「
立
体
的
」
と
い
う
語
で
言

わ
ん
と
し
て
い
る
文
体
と
は
何
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
も
、
少
し
佐
藤
春
夫
の
作
品
の
世
界
に
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
と
し
ま
し
ょ
う
。

　

佐
藤
春
夫
は
、
ワ
イ
ル
ド
や
フ
ラ
ン
ス
の
翻
訳
体
験
を
経
て
、
創
作
に
転
じ
ま
す
。
佐
藤
自
身
の
言
に
よ
れ
ば
、「
ひ
と
り
田
舎
の
家
の
長
火
鉢

の
片
わ
き
に
寝
こ
ろ
ん
で
私
は
、
退
屈
の
あ
ま
り
書
き
出
し
た
の
だ
。
思
ふ
や
う
に
原
稿
用
紙
を
買
へ
な
い
か
ら
、
私
は
「
人
間
悲
劇
」
の
書
き
つ

く
し
を
う
ら
返
し
て
そ
こ
へ
そ
れ
も
小
さ
な
字
で
走
り
書
き
し
た
」（
佐
藤
春
夫
「
思
ひ
出
と
感
謝
」、『
新
潮
』、
大
正
一
三
年
）、
実
質
的
文
壇
デ

ビ
ュ
ー
作
こ
そ
が
「
西
班
牙
犬
の
家
」（『
星
座
』、
大
正
六
年
一
月
）
な
の
で
す
。
真
偽
の
ほ
ど
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
彼
の
作
家
と
し
て
の
出

19 大正作家の翻訳しようとしたものは何か――谷崎潤一郎、佐藤春夫を中心に――



発
点
に
そ
れ
ま
で
の
翻
訳
体
験
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ま
さ
に
象
徴
的
に
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
「
西
班
牙
犬
の
家
」
と
い
う
作
品
に
お
い
て
、
佐
藤
春
夫
は
そ
れ
ま
で
の
様
々
な
小
説
の
書
法
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
ま
す
。
単
な
る
反
自
然
主
義

と
い
う
よ
う
な
領
域
を
超
え
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
通
じ
る
よ
う
な
、
斬
新
な
表
現
法
を
実
践
し
て
い
る
の
で
す
。
す
で
に
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
に
、

関
東
大
震
災
の
前
に
も
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
あ
っ
た
、
新
感
覚
派
は
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
作
品
を
読
む
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　
　

フ
ラ
テ
（
犬
の
名
）
は
急
に
駆
け
出
し
て
、
蹄
鍛
冶
屋
の
横
に
折
れ
る
岐
路
の
と
こ
ろ
で
、
私
を
待
つ
て
居
る
。
こ
の
犬
は
非
常
に
賢
い
犬
で
、

私
の
年
来
の
友
達
で
あ
る
が
、
私
の
妻
な
ど
は
勿
論
大
多
数
の
人
間
な
ど
よ
り
よ
ほ
ど
賢
い
、
と
私
は
信
じ
て
居
る
。
で
、
い
つ
で
も
散
歩
に
出

る
時
に
は
、
き
つ
と
フ
ラ
テ
を
連
れ
て
出
る
。
奴
は
時
々
、
思
ひ
も
か
け
ぬ
や
う
な
と
こ
ろ
へ
自
分
を
つ
れ
て
ゆ
く
。
で
近
頃
で
は
私
は
散
歩
と

い
へ
ば
、
自
分
で
ど
こ
へ
行
か
う
な
ど
と
考
へ
ず
に
、
こ
の
犬
の
行
く
方
へ
だ
ま
つ
て
つ
い
て
行
く
こ
と
に
決
め
て
居
る
や
う
な
わ
け
な
の
で
あ

る
。
蹄
鍛
冶
屋
の
横
道
は
、
私
は
未
だ
一
度
も
歩
か
な
い
。
よ
し
、
犬
の
案
内
に
任
せ
て
今
日
は
そ
こ
を
歩
か
う
。
そ
こ
で
私
は
そ
こ
を
曲
る
。

　　

冒
頭
の
設
定
か
ら
し
て
こ
れ
は
、
ぶ
ら
ぶ
ら
散
歩
す
る
と
い
う
話
で
す
。
ポ
ー
に
名
を
借
り
て
、
江
戸
川
を
乱
れ
歩
く
、
と
い
う
意
味
の
筆
名
を

作
っ
た
江
戸
川
乱
歩
以
降
な
ら
、
別
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
大
学
を
出
た
イ
ン
テ
リ
が
、
た
だ
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く
だ
け
。
佐
藤
春

夫
は
あ
え
て
、
デ
ビ
ュ
ー
作
に
そ
う
い
う
話
を
選
ん
だ
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
彼
の
ス
タ
ン
ス
が
、
そ
れ
を
支
え
る
批
評
精
神
が
表
明
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
え
ま
す
。

　

そ
う
い
う
話
を
、
現
在
形
を
多
用
し
た
文
章
で
綴
っ
て
い
く
。
日
本
語
に
西
欧
語
と
同
じ
よ
う
な
時
制
の
体
系
が
あ
る
か
ど
う
か
は
ひ
と
ま
ず
置

く
と
し
て
、
こ
の
作
品
は
、
基
本
的
に
現
在
時
制
で
綴
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
「
…
た
」
で
終
わ
る
過
去
時
制
を
基
調
と
す
る
、
自
然
主
義
小
説
と

は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
そ
の
意
味
で
新
鮮
な
表
現
法
で
す
。
一
方
で
、
ま
る
で
翻
訳
小
説
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
一
人
称
代
名
詞
「
私
」
が
多
用
さ

れ
ま
す
。「
妻
は
」
と
言
え
ば
い
い
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
私
の
妻
は
」
と
い
う
風
に
言
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
口
語
が
大
胆
に
導
入
さ
れ
る
。

佐
藤
春
夫
は
武
者
小
路
実
篤
を
大
変
高
く
評
価
し
た
、
そ
の
意
味
で
は
珍
し
い
大
正
作
家
で
す
。
小
説
の
言
語
に
口
語
本
来
の
魅
力
と
効
果
を
導
入
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し
た
、
と
い
う
の
が
そ
の
主
た
る
理
由
で
す
。
こ
の
「
西
班
牙
犬
の
家
」
冒
頭
で
は
「
で
、
…
…
」
と
か
、「
よ
し
、
…
…
」
と
い
っ
た
言
い
方
が
、

口
語
表
現
に
あ
た
り
ま
す
。
さ
ら
に
こ
れ
は
、
話
法
の
実
験
に
も
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
谷
崎
の
と
こ
ろ
で
も
少
し
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
こ

で
試
み
ら
れ
て
い
る
の
は
、
要
す
る
に
、
直
接
話
法
で
も
な
け
れ
ば
間
接
話
法
で
も
な
い
、
内
面
を
自
由
に
描
写
す
る
話
法
、
す
な
わ
ち
描
出
話
法

で
す
。
日
常
的
で
、
く
だ
け
た
、
磊
落
な
調
子
か
ら
な
る
つ
ぶ
や
き
―
―
そ
ん
な
描
出
話
法
で
す
。「
そ
こ
で
私
は
そ
こ
を
曲
る
」
な
ど
は
、
意
図

的
に
翻
訳
口
調
を
用
い
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
主
語
の
多
用
と
あ
い
ま
っ
て
、「
西
班
牙
犬
の
家
」
の
読
者
は
、
翻
訳
の
幻
想
譚
で
も
読
ん
で
い

る
よ
う
な
気
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。
こ
う
し
た
表
現
の
意
匠
の
効
果
す
べ
て
が
、
佐
藤
が
「
立
体
的
」
文
体
と
呼
ぶ
も
の
の
実
態
を
形
成
し
ま
す
。

　

ぶ
ら
ぶ
ら
犬
と
一
緒
に
散
歩
し
て
い
る
私
が
、
林
間
の
空
間
に
あ
る
不
思
議
な
家
に
行
き
当
た
り
、
そ
こ
で
犬
が
人
間
に
変
身
す
る
と
い
う
、
ち

ょ
っ
と
超
自
然
的
な
現
象
を
目
撃
す
る
と
い
う
話
で
す
。
こ
れ
は
結
論
だ
け
を
申
し
上
げ
ま
す
が
、
佐
藤
春
夫
は
ポ
ー
の
短
篇
「
ラ
ン
ダ
ー
の
小

屋
」（“  Landor

      ’  s
C

ottage,”
1848-

   
              49   
）
を
下
敷
き
に
し
て
、
こ
の
「
西
班
牙
犬
の
家
」
を
書
い
て
い
ま
す
。「
ラ
ン
ダ
ー
の
小
屋
」
が
佐
藤
春
夫
の

お
気
に
入
り
の
ポ
ー
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
に
引
い
た
「
幽
玄
の
詩
人
ポ
オ
」
に
お
い
て
、
春
夫
自
身
が
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
犬
に
連

れ
ら
れ
て
散
歩
す
る
う
ち
に
、
不
可
思
議
な
人
工
的
な
風
景
の
中
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
設
定
に
お
い
て
、
こ
の
二
作
品
は
重
な
り
合
い
ま
す
。

　
　

斯
う
し
た
早
足
で
行
く
こ
と
三
十
分
ば
か
り
で
、
犬
は
急
に
立
ち
と
ま
つ
た
。
同
時
に
私
は
潺
湲
た
る
水
の
音
を
聞
き
つ
け
た
や
う
な
気
が
し

た
。（
中
略
） 
犬
は
耳
を
疳
性
ら
し
く
動
か
し
て
二
三
間
ひ
き
か
へ
し
て
、
再
び
地
面
を
嗅
ぐ
や
、
今
度
は
左
の
方
へ
折
れ
て
歩
み
出
し
た
。
思
つ

た
よ
り
も
こ
の
林
の
深
い
の
に
少
し
お
ど
ろ
い
た
。
こ
の
地
方
に
こ
ん
な
広
い
雑
木
林
が
あ
ら
う
と
は
考
へ
な
か
つ
た
が
、
こ
の
工
合
で
は
こ
の

林
は
二
三
百
町
歩
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　　

佐
藤
春
夫
は
ポ
ー
の
作
品
か
ら
、
そ
の
設
定
の
み
な
ら
ず
、
幻
想
的
な
空
間
を
、
こ
の
よ
う
に
数
字
を
列
挙
し
て
、
あ
え
て
具
象
的
に
描
い
て
い

く
筆
法
を
も
学
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
緻
密
な
デ
ィ
テ
ー
ル
を
整
え
て
い
く
こ
と
で
虚
構
を
支
え
て
い
く
書
き
方
は
、
そ
も
そ
も
デ
フ
ォ
ー
な
ど
、
一

八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
小
説
が
採
用
し
た
も
の
で
す
が
、
佐
藤
春
夫
の
幻
想
空
間
の
叙
法
は
、
や
は
り
、
ポ
ー
の
幻
想
的
風
景
シ
リ
ー
ズ
か
ら
学
ん
だ
も
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の
の
よ
う
で
す
。「
よ
う
な
…
…
」、「
気
が
し
た
」、「
か
も
知
れ
な
い
」
な
ど
の
不
確
定
な
、
様
態
表
現
の
多
用
も
、
こ
と
に
よ
る
と
「
ラ
ン
ダ
ー

の
小
屋
」
な
ど
、
西
洋
幻
想
小
説
の
叙
法
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
佐
藤
春
夫
は
や
が
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
「
リ
ッ
プ
・
ヴ
ァ
ン
・
ウ
ィ
ン
ク
ル
」（
一
八
二
〇
）
と
い
う
、
森
�
外
が
い
み

じ
く
も
「
新
浦
島
」
と
い
う
題
で
訳
出
し
た
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
を
伏
線
と
し
て
導
入
し
ま
す
。
語
り
手
の
私
に
、
自
分
の
運
命
を
あ
え
て
「
リ
ッ

プ
・
ヴ
ァ
ン
・
ウ
ィ
ン
ク
ル
」
に
な
ぞ
ら
え
さ
せ
る
の
で
す
。
そ
う
し
て
お
い
て
か
ら
、
最
後
の
最
後
で
肩
透
か
し
を
食
わ
せ
ま
す
。「
リ
ッ
プ
・

ヴ
ァ
ン
・
ウ
ィ
ン
ク
ル
」
の
主
人
公
は
、
異
空
間
か
ら
元
の
地
点
に
は
帰
還
で
き
ま
せ
ん
。
帰
還
し
た
ら
二
〇
年
が
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で

す
か
ら
、
戻
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
サ
ス
ペ
ン
ス
を
与
え
て
お
い
て
、
最
後
に
伏
線
と
し
て
機
能
し
て
き
た
こ
の
プ
ロ
ッ
ト

を
逆
転
さ
せ
て
、
長
閑
な
春
の
日
の
、
幸
せ
な
幻
想
譚
と
し
て
鮮
や
か
に
ま
と
め
て
見
せ
る
―
―
そ
ん
な
書
き
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
テ
ー
マ
か
ら
、
筆
法
、
描
写
法
、
文
体
に
至
る
ま
で
、「
西
班
牙
犬
の
家
」
は
、
佐
藤
春
夫
の
翻
訳
体
験
を
、
ポ
ー
な
ど
の
西
洋
文
学
の
読

書
体
験
抜
き
に
し
て
は
、
成
立
し
得
な
か
っ
た
作
品
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
翻
訳
体
験
や
読
書
体
感
か
ら
獲
得
し
た
も
の
を
、
才
気

に
任
せ
て
、
一
篇
の
幸
せ
な
幻
想
物
語
に
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
は
、
類
ま
れ
な
批
評
的
知
性
で
あ
る
佐
藤
春
夫
に
相
応
し
い

デ
ビ
ュ
ー
作
と
な
り
ま
し
た
。

　

結
論
に
な
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
最
後
に
翻
訳
と
創
作
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
言
だ
け
申
し
上
げ
て
、
こ
の
拙
い
話
の
結
び
と
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
い
う
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
、
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
の
思
想
家
が
い
ま
す
。
そ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
有
名
な
翻
訳
論

（「
翻
訳
者
の
使
命
」（
一
九
二
一
））
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
プ
ル
ー
ス
ト
を
翻
訳
し
て
い
て
、
こ
の
翻
訳
論
は
自
ら
の
プ
ル
ー
ス
ト
翻
訳
の
序
文
と
し

て
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
ド
イ
ツ
語
で
読
む
と
難
し
い
し
、
英
訳
で
読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
。
和
訳
で
読
む
と
も
っ
と
わ
か
ら
な
い
と
い
う
、
要
す

る
に
、
極
め
て
わ
か
り
に
く
い
エ
ッ
セ
イ
な
の
で
す
が
、
わ
か
ら
な
い
な
り
に
脈
絡
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
以
下
の
よ
う
な
事
を
言
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
り
ま
す
。

　

詩
人
あ
る
い
は
作
家
が
関
わ
る
言
語
は
基
本
的
に
は
一
つ
で
あ
る
。
か
た
や
、
翻
訳
者
と
い
う
の
は
、
常
に
複
数
の
言
語
に
関
わ
る
存
在
で
あ
る
。
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そ
れ
ゆ
え
翻
訳
者
は
、
作
家
に
対
し
て
下
位
に
位
置
す
る
二
次
的
な
存
在
な
ど
で
は
な
く
て
、
複
数
言
語
に
関
わ
る
と
い
う
点
で
、
創
作
者
と
は
次

元
を
異
に
す
る
表
現
者
と
し
て
の
機
能
、
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
翻
訳
者
が
も
つ
可
能
性
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が

「
純
粋
言
語
」
と
呼
ん
だ
、
様
々
な
言
語
の
共
通
部
分
、
言
語
を
超
え
て
存
在
す
る
部
分
―
―
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
言
語
の
影
響
は
も
ち
ろ
ん
受
け
る

け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
超
え
る
べ
き
概
念
と
し
て
措
定
で
き
る
部
分
―
―
に
、
単
一
言
語
性
を
基
盤
と
す
る
創
作
者
よ
り
、
容
易
に
接
近
で
き
る
可
能

性
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
う
考
え
ま
し
た
。
広
く
象
徴
主
義
的
な
も
の
と
い
う
の
も
、
言
語
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う

い
う
言
語
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
手
を
伸
ば
す
た
め
に
は
、
複
数
言
語
を
重
ね
て
い
く
し
か
な
い
。
翻
訳
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
接
近
し
て
い
く
し
か

な
い
。
翻
訳
を
繰
り
返
し
て
、
な
ぞ
っ
て
い
く
こ
と
で
、
複
数
言
語
の
可
能
性
を
塗
り
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
象
徴
主
義

的
な
も
の
も
見
え
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
け
ど
、
そ
れ
は
同
時
に
極
め
て
わ
か
り
に
く
い
、
そ
の
意
味
で
、
翻
訳
不
可
能
な
部
分
で
も
あ
る
。

で
も
逆
に
そ
れ
が
、
人
を
翻
訳
に
誘
う
の
だ
と
も
言
え
る
。

　

こ
れ
を
手
前
勝
手
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
翻
訳
可
能
か
不
可
能
か
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
は
、
ど
う
も
世
間
で
は
逆
に
考
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、「blue
    
」
を
「
青
」
と
訳
す
よ
う
な
翻
訳
は
可
能
で
あ
る
が
、
文
学
作
品
は
微
妙
な
感
情
が
そ

こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
翻
訳
困
難
で
あ
る
と
い
う
風
に
、
世
間
一
般
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
。
で
も
こ
れ
は
逆
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。「blue

    
」
を
「
青
」
と
訳
し
た
の
は
、
何
か
を
語
り
、
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
置
き
換
え
た
だ
け
な
わ
け
で
す
。
記

号
の
置
換
え
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
さ
っ
き
の
「
ア
ツ
シ
ヤ
ー
家
の
崩
壊
」
の
よ
う
な
、
精
緻
に
構
成
さ
れ
た
、
奥
行
の
あ
る
、
行
間
で
も
の
を

語
っ
て
い
る
よ
う
な
作
品
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
そ
の
奥
行
に
は
、
簡
単
に
は
手
が
届
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
だ
か
ら
こ
そ
翻
訳
を
し
よ
う
と

思
う
わ
け
で
す
。
翻
訳
し
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
翻
訳
可
能
に
し
て
同
時
に
不
可
能
な
そ
の
核
心
に
、
翻
訳
が
少
し
で
も
近
づ
い
て
い
く
努
力
を

重
ね
る
こ
と
で
、
翻
訳
の
不
可
能
性
は
可
能
性
に
少
し
ず
つ
近
づ
い
て
い
く
わ
け
で
す
。
置
換
え
で
は
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

む
し
ろ
文
学
作
品
は
翻
訳
可
能
な
の
で
あ
り
、
記
号
は
翻
訳
不
可
能
な
の
だ
と
い
う
、
非
常
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
と
い
う
か
大
雑
把
な
仮
説
を
最
後

に
出
し
ま
し
て
、
大
正
作
家
が
や
ろ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
そ
う
い
う
試
み
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
更
に
付
け
加
え
て
、
拙
い
お
話
の
結

び
と
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
静
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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﹇
大
正
作
家
（
谷
崎
、
佐
藤
、
芥
川
）
翻
訳
お
よ
び
関
連
作
品
略
年
表
﹈

〔
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）〕

佐
藤
春
夫
「「
遊
蕩
児
」
の
訳
者
に
寄
せ
て
少
し
許
り
ワ
イ
ル
ド
を
論
ず
」、『
昴
』（
六
月
）﹇
オ
ス
カ
ア
・
ワ
イ
ル
ド
作
、
本
間
久
雄
訳
『
遊
蕩
児
』

（
新
潮
社
、
四
月
、）O

scar
W

ilde

 
      
    

,
T

h
e

P
ic

tu
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f

D
o
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n
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y

   
 
 
  
  
  
 
 
  
   
 
 
  
 
  
 
 
 ,1891

      
﹈

〔
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）〕

柳
川
（
芥
川
）
龍
之
介
「
バ
ル
タ
ザ
ア
ル
（
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
）」、『
新
思
潮
』（
三
月
）→

「
バ
ル
タ
ザ
ア
ル 
芥
川
龍
之
介
訳
」『
新
小
説
』

（
大
正
八
年
七
月
）﹇F

rederic
C

hapm
an

ed.,

 
         
    
       

T
h

e
W

o
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k
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F
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n

 
 
   
 
  
  
 
 
  
   
 

﹈

柳
川
（
芥
川
）
龍
之
介
「「
ケ
ル
ト
の
薄
明
」
よ
り
（
イ
エ
ー
ツ
）」、『
新
思
潮
』（
四
月
）﹇W

.B
.Yeats,

 
   
   
      T

h
e

C
e
ltic

T
w

ilig
h

t,

 
 
 
  
 
    
  
 
    
 
  1893

     
﹈

柳
川
（
押
川
）（
芥
川
）
龍
之
介
「
春
の
心
臓
―
―W

.B
.Yeats

 
   
   
    

―
―
」、『
新
思
潮
』（
六
月
）﹇W

.B
.Yeats,

 
   
   
     

S
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 ,1913

      
﹈

「
ク
ラ
リ
モ
ン
ド
」、
ゴ
ー
チ
エ
作
久
米
正
雄
訳
『
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
一
夜
』（
新
潮
社
、
一
〇
月
）﹇T.G

autier,trans.by
Lafcadio

H
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 ,1899

      
﹈

〔
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）〕

佐
藤
春
夫
訳
「
エ
ピ
キ
ュ
ラ
ス
の
庭
よ
り
（
フ
ラ
ン
ス
）
」、『A

R
S

 
 
 
』（
一
〇
月
）﹇A

natole
F

rance
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h
e
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n

o
f

E
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 A

T
ranslation

  
  
           

by
A

lfred
A

llinson

    
       
        
（London:John

Lane,1908

                       
）﹈

＊
佐
藤
春
夫
に
は
こ
れ
以
前
に
、W

ilde

 
    
の
箴
言
集
の
翻
訳
「
い
い
小
説
家
と
い
い
息
子
と
」（『
番
紅
花
』
大
正
三
年
四
月
）、「
十
三
ク
ラ
ブ
」（『
我

等
』
大
正
三
年
七
月
）、「
エ
ピ
キ
ュ
ラ
ス
の
庭
よ
り
」
と
原
典
を
同
じ
く
す
る
「「
子
供
」「
憐
憫
」「
諷
刺
」」（『
処
女
』
大
正
三
年
六
月
）
の
訳
業

が
あ
る
。

〔
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）〕

谷
崎
潤
一
郎
「
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
詩
」、『
社
会
及
国
家
』（
六
月
）

〔
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）〕
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佐
藤
春
夫
「
西
班
牙
犬
の
家
」、『
星
座
』（
一
月
）

谷
崎
潤
一
郎
「
無
韻
長
詩 
人
魚
の
嘆
き
」、『
中
央
公
論
』（
一
月
）

谷
崎
潤
一
郎
「
魔
術
師A

Poem
in

Prose

  
     
         
」、『
新
小
説
』（
一
月
）

佐
藤
春
夫
訳
「
人
間
悲
劇
―
―
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
」、『
星
座
』（
三
月
、
四
月
）﹇F

rederic
C
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Lane,1909

               
）
の
巻
所
収
の “  T

he
H

um
an

T
ragedy

 
    
  
    
      ”  
﹈

谷
崎
潤
一
郎
「
活
動
写
真
の
現
在
と
将
来
」、『
新
小
説
』（
九
月
）

〔
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）〕

谷
崎
潤
一
郎
「
ア
ツ
シ
ヤ
ア
家
の
覆
滅
」、『
社
会
及
国
家
』（
七
月
、
八
月
）﹇E

dgar
A

llan
Poe,

 
      
          “  T

he
F

allofthe
H

ouse
ofU

sher,
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1839

     
﹈

佐
藤
春
夫
「
病
め
る
薔
薇
」、『
病
め
る
薔
薇
』（
天
佑
社
、
一
一
月
）

〔
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）〕

谷
崎
潤
一
郎
訳
『
ウ
ヰ
ン
ダ
ミ
ー
ヤ
夫
人
の
扇
』（
天
佑
社
、
三
月
）﹇O

scar
W

ilde,

 
      
      L

a
d

y
W

in
d

e
r
m

e
r
e
’s

F
a

n
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﹈

佐
藤
春
夫
『
改
作 
田
園
の
憂
鬱
』（
新
潮
社
、
六
月
）

谷
崎
潤
一
郎
訳
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
散
文
詩
集
」、『
解
放
』（
大
正
八
年
一
〇
月
号
、
大
正
九
年
一
月
号
）

　
「
酔
」「
月
の
賜
物
」「
ヴ
イ
ナ
ス
と
愚
人
と
」「
画
か
ん
と
す
る
願
望
」「
二
重
の
部
屋
」「
不
思
議
な
人
」　「
各
の
人
そ
のC
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」「
も
う
既
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）﹈

テ
オ
フ
イ
ー
ル
・
ゴ
ー
チ
エ
原
作
、
谷
崎
潤
一
郎
、
芥
川
龍
之
介
共
訳
「
ク
ラ
リ
モ
ン
ド
」
、『
社
会
及
国
家
』（
一
〇
月
、
一
一
月
、
大
正
九
年
一
月
）

佐
藤
春
夫
訳
「
復
讐
」、『
解
放
』（
一
一
月
）﹇E

dgar
A

llan
Poe,

 
      
          “  T

he
C

ask
ofA

m
ontillado,

 
    
        
 
          ”   1846

    
﹈

佐
藤
春
夫
訳
「
影
―
―
寓
話
（
エ
ド
ガ
ア
・
ア
ラ
ン
・
ポ
オ
）」、『
新
小
説
』（
一
一
月
）﹇E

dgar
A

llan
Poe,

 
      
          “  Shadow

      

：A
Parable,

 
         ”   1835

    
﹈

 

（
い
の
う
え
・
け
ん　

東
京
大
学
教
授
）
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