
　

こ
ん
に
ち
は
。
本
日
は
、
一
般
に
女
性
崇
拝
の
文
学
で
あ
り
、
男
性
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
文
学
と
も
言
わ
れ
て
い
る
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
が
、
思
い
が

け
な
く
も
日
本
近
代
天
皇
制
（
＝
明
治
天
皇
制
）
批
判
と
い
う
鋭
く
深
い
思
想
性
を
持
っ
た
文
学
―
一
種
の
思
想
小
説
、
も
し
く
は
文
明
批
判
小
説

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
作
品
『
痴
人
の
愛
』
を
中
心
に
お
話
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
尤
も
谷
崎
自
身
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
一
度
も
発

言
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
谷
崎
の
文
学
者
と
し
て
の
非
常
な
用
心
深
さ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
谷
崎
文
学
に
お
け
る
、
そ
の
よ
う
な
思
想
の

存
在
は
、
谷
崎
の
創
作
―
小
説
と
か
戯
曲
な
ど
か
ら
の
み
、
帰
納
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

早
速
、
本
題
に
入
ら
せ
て
頂
き
ま
す
が
、
資
料
の
四
枚
目
に
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
九
月
、
第
二
次
「
新
思
潮
」
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た

『
誕
生
』
と
い
う
戯
曲
の
全
文
を
載
せ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
藤
原
道
長
の
長
女
で
あ
っ
て
、
一
条
天
皇
の
中
宮
彰
子
が 
皇  
子 
（
後
の
後
一
条
天

み 

こ

皇
）
を
産
む
御
産
の
話
で
す
。
色
々
の
物
の
怪
、
怨
霊
や
生
霊
が
や
っ
て
き
て
呪
い
を
か
け
、
産
ま
せ
ま
い
と
す
る
が
、
国
家
的
儀
式
め
い
た
盛
大

な
加
持
祈
祷
が
効
を
奏
し
、
漸
く
産
ま
れ
ま
す
。
そ
の
時
、
産
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
を
抱
い
て
、
祖
父
道
長
の
言
う 
白 
が
凄
い
。
そ
れ
が

せ
り
ふ

「（
微
笑
み
つ
つ
、
ぢ
ツ
と
皇
子
の
泣
顔
を
見
入
り
）
お
ゝ
お
勇
ま
し
い
お
泣
き
声
ぢ
や
。
そ
の
御
声
が
麿
に
取
つ
て 
此  
上 
な
き
宝
。
何
、
何
と
仰
せ

こ 

よ

ら
る
る
。
う
む
、
宜
い
わ
、
宜
い
わ
。
何
事
も
此
の 
祖
父 
が
心
得
て
居
り
申
す
わ
。
あ
は
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
。」
と
云
う
も
の
で
す
ね
。

お
ほ
ぢ

　

こ
の
道
長
の 
白 
が
余
り
に
凄
い
の
で
、
戯
曲
『
誕
生
』
の
モ
チ
ー
フ
や
主
題
が
そ
こ
に
あ
る
か
の
よ
う
に
一
瞬
錯
覚
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ

せ
り
ふ
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が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
め
つ
ぶ
し

�

�

�

�

で
あ
っ
て
、
真
の
主
題
が
そ
こ
に
あ
る
訳
で
は
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
こ
の
一
幕
一
場

の
短
い
戯
曲
の
内
容
の
大
部
分
は
、
中
宮
彰
子
の
御
産
、
そ
れ
も
難
産
を
め
ぐ
る
周
囲
の
騒
動
で
す
。
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
色
々
の
物
の
怪
、

生
霊
や
死
霊
が
や
っ
て
き
て
御
産
の
邪
魔
を
す
る
。
そ
れ
を
祓
い
除
け
よ
う
と
様
々
の
加
持
祈
祷
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
騒
ぎ
を
背
景
と
し
て
、

道
長
の
邸
に
仕
え
る
多
く
の
女
房
達
、
又
道
長
の
息
子
頼
道
、
娘
威
子
な
ど
の
兄
弟
姉
妹
、
そ
し
て
道
長
自
身
迄
が
登
場
し
て
、
中
宮
の
容
態
を
気

遣
い
、
又
、
自
分
自
身
の
将
来
を
気
遣
う
。
要
す
る
に
こ
の
戯
曲
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
御
産
を
す
る
彰
子
の
身
体
を
中
心
に
展
開
す
る
。
彰
子
の
身
体

が
ド
ラ
マ
の
主
役
な
の
で
す
ね
。

　　

明
け
方
に
な
っ
て 
漸 
く
皇
子
が
誕
生
す
る
。
し
か
し
、
皇
子
を
抱
き
な
が
ら
道
長
の
言
う
白
が
先
に
見
た
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
皇
子
さ
え

よ
う
や

も
主
役
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
宮
彰
子
が
皇
子
を
産
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
が
、
抑
も
皇
子
を
宿
す
彰
子
の
身
体
が
な
け
れ

ば
天
皇
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
世
に
誕
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
、
況
ん
や
道
長
を
始
め
と
す
る
他
の
人
間
達
の
運
命
を
や
と
谷
崎
は
言
お
う

と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
訳
で
す
。
そ
こ
に
、
こ
の
戯
曲
に
お
け
る
父
道
長
の
娘
彰
子
へ
の
崇
敬
の
念
の
発
生
す
る
所
以
も
亦
あ
る
の
で
す
。

　

以
上
を
要
約
す
る
と
、『
誕
生
』
の
主
題
は
、
こ
の
日
本
と
い
う
国
土
に
お
い
て
一
番
貴
く
偉
大
な
の
は
、
女
性
の
身
体
に
宿
っ
た
天
皇
よ
り
も
、

天
皇
を
産
む
女
性
の
身
体
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
、
戯
曲
『
誕
生
』
の
作
品
構
造
を
通
じ
て
、
谷
崎
は
言
っ
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。
そ
れ
を
作
品
構
造
を
通
じ
て
言
っ
て
い
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

処
に
谷
崎
の
文
学
者
と
し
て
の
用
心
深
さ
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
用
心
が
必
要
か
と
言
え
ば
、
産

ま
れ
て
く
る
天
皇
よ
り
、
天
皇
を
産
ん
だ
身
体
、
つ
ま
り
女
性
の
身
体
の
方
が
偉
い
の
だ
と
言
う
不
敬
に
し
て
不
遜
な
思
想
を
表
現
し
て
い
る
の
が

戯
曲
『
誕
生
』
で
あ
る
か
ら
で
す
。

　

勿
論
、
戯
曲
『
誕
生
』
で
も
、
産
ま
れ
て
く
る
の
は 
男 
皇
子
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
態
は
又
、
男
皇
子
（
＝
男

お
と
こ

性
天
皇
）
そ
の
も
の
よ
り
も
男
皇
子
を
産
ん
だ
女
性
の
身
体
の
方
が
貴
く
、
偉
い
の
だ
と
い
う
一
層
過
激
な
論
理
に
直
ち
に
逆
転
し
得
る
の
で
す
。

こ
う
し
て
、
戯
曲
『
誕
生
』
の
不
敬
に
し
て
不
遜
な
思
想
は
、
直
接
的
な
言
語
表
現
や
登
場
人
物
の
会
話
、
又
は
独
白
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
作
品
�

�

構
造
を
通
じ
て
の
み

�

�

�

�

�

�

�

�

表
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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な
ぜ
、
作
品
構
造
な
の
か
と
言
え
ば
作
品
構
造
と
言
う
も
の
は
、
主
観
的
に
ど
の
よ
う
に
で
も
弁
解
可
能
な
も
の
だ
か
ら
で
す
。
詰
り
、
そ
の
主

観
的
に
ど
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
と
い
う
原
理
的
曖
昧
さ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
作
者
の
本
音
（
作
品
の
主
題
）
を
隠
蔽
で
き
る
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
疑
わ
れ
な
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
疑
わ
れ
る
可
能
性
さ
え
で
き
る
限
り
少
く
す
る
方
が
良
い
に
極
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
現
代
か
ら

遠
く
離
れ
た
「
一
条
天
皇
の
寛
弘
五
年
（
＝
一
〇
〇
八
、
講
演
者
注
）
九
月
十
一
日
朝
、
京
都
藤
原
道
長
邸
に
於
け
る
出
来
事
と
す
。」
と
い
う
作

品
冒
頭
の
卜
書
き
に
記
さ
れ
た
作
品
発
表
時
の
現
代
を
一
〇
〇
二
年
も
遡
る
も
の
と
し
て
の
時
間
設
定
と
、
華
や
か
な
摂
関
政
治
の
中
心
人
物
た
る

べ
き
藤
原
道
長
の
邸
と
い
う
絢
爛
豪
華
な
空
間
設
定
の
妙
が
あ
り
、
か
つ
又
男
皇
子
誕
生
の
物
語
と
い
う
一
見
あ
り
ふ
れ
た
王
朝
戯
曲
と
し
て
の
枠

組
が
作
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
理
由
が
あ
る
と
言
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。
作
品
末
尾
に
お
け
る
道
長
の
白
も
こ
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
一
面
、
私
が
先
に
解
読
し
た
よ
う
な
谷
崎
の
天
皇
制
に
対
す
る
根
本
的
な
見
方
、
つ
ま
り
天
皇
制
と
は
女
性
の
身
体
を
起
原
と

し
、
そ
れ
故
、
女
性
性
、
も
し
く
は
女
性
原
理
性
を
本
質
と
す
る
も
の
だ
と
い
う
、
明
治
天
皇
制
の
男
性
原
理
性
に
対
峙
・
屹
立
す
る
真
の
〈
も
う

一
つ
の
天
皇
制
〉
観
を
打
ち
出
す
に
は
恰
好
の
時
空
、
恰
好
の
ジ
ャ
ン
ル
及
び
素
材
で
も
あ
っ
た
訳
で
、
こ
の
隠
蔽
と
表
出
と
い
う
相
対
立
す
る
二

つ
の
モ
チ
ー
フ
が
交
互
に
鬩
ぎ
合
う
と
こ
ろ
に
戯
曲
『
誕
生
』
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
の
根
本
原
理
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
モ
チ

ー
フ
を
成
功
裡
に
両
立
し
え
た
谷
崎
の
文
学
的
才
能
と
同
時
に
平
安
朝
の
故
事
、
風
俗
、
宮
廷
の
人
間
関
係
に
迄
精
通
し
た
深
い
学
殖
―
そ
し
て
何

よ
り
も
真
の
モ
チ
ー
フ
を
官
憲
に
悟
ら
れ
ま
い
と
し
て
数
々
の
設
定
を
生
み
出
し
た
谷
崎
の
徹
底
し
た
思
慮
深
さ
に
私
は
舌
を
捲
か
ず
に
は
居
ら
れ

な
い
の
で
す
。

　

戯
曲
『
誕
生
』
を
め
ぐ
っ
て
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
作
品
は
、
既
に
見
た
よ
う
な
谷
崎
の
〈
も
う
一
つ
の
天
皇
制
〉
観
の
誕
生

を
見
る
べ
き
作
品
で
す
が
、
同
時
に
そ
れ
が
、
女
性
の
身
体
へ
の
拝
跪
、
崇
拝
と
い
う
谷
崎
の
生
涯
に
わ
た
る
不
易
の
モ
チ
ー
フ
の
誕
生
で
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
や
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
申
し
上
げ
れ
ば
、
む
し
ろ
戯
曲
『
誕
生
』
は
、
こ
の
後
の
モ
チ
ー
フ
と
の
関
わ
り

で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
今
迄
見
て
き
た
よ
う
な
考
察
が
そ
れ
ほ
ど
不
適
切
な
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
反
近
代
天
皇
制
の
思
想
と
い
う
文
明
批
評
的

モ
チ
ー
フ
と
女
性
の
身
体
に
対
す
る
崇
拝
と
い
う
谷
崎
固
有
の
耽
美
的
姿
勢
と
は
、
同
時
に
誕
生
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
、
こ
れ
を
も
う
一
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歩
掘
り
下
げ
る
と
、
谷
崎
の
女
性
身
体
崇
拝
の
思
想
は
、
反
近
代
天
皇
制
の
思
想
―
〈
も
う
一
つ
の
天
皇
制
〉
の
思
想
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る

と
も
言
う
こ
と
が
出
来
、
さ
ら
に
は
、
谷
崎
の
女
性
身
体
崇
拝
の
文
学
と
云
う
も
の
は
、〈
も
う
一
つ
の
天
皇
制
〉
と
い
う
女
性
原
理
的
世
界
観
の

必
然
の
産
物
で
あ
り
、
こ
の
後
者
こ
そ
が
前
者
の
母
体
で
あ
る
、
と
云
う
よ
う
な
思
い
も
寄
ら
な
い
結
論
も
し
く
は
仮
説
に
迄
至
る
訳
で
す
。
寧
ろ

今
後
の
谷
崎
研
究
は
、
そ
の
方
向
性
に
お
い
て
こ
そ
豊
饒
な
未
来
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
マ
ア
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る

訳
で
す
。

×　

×　

×

　

次
い
で
谷
崎
は
、
明
治
四
十
三
年
十
月
の
「
新
思
潮
」
に
『
象
』
と
い
う
戯
曲
を
発
表
し
ま
す
。
こ
れ
は
江
戸
中
期
に
実
際
に
日
本
に
渡
来
し
た

象
が
江
戸
市
中
を
練
り
歩
く
様
子
を
武
士
、
僧
侶
、
町
人
な
ど
様
々
な
見
物
人
達
が
勝
手
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
送
迎
す
る
話
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

将
軍
上
覧
の
た
め
に
象
が
江
戸
城
内
に
入
る
段
に
な
っ
て
、
余
り
に
も
大
き
い
そ
の
頭
が
半
蔵
門
に
つ
か
え
て
動
き
が
取
れ
な
く
な
る
。
こ
の
象
の

頭
が
大
き
く
て
つ
か
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
作
品
の
味
噌
で
す
。
結
末
に
、
こ
う
あ
り
ま
す
。

　

町
家
の
隠
居　

そ
れ
、
半
蔵
門
の
方
を
御
覧
な
さ
い
。
象
の
体
が
御
門
を
一
杯
に
塞
い
で
了
ひ
ま
し
た
。

　

老
年
の
武
士　

成
る
程
。
―
―
は
て
な
、
首
を
半
分
御
門
へ
突
つ
込
ん
だ
ま
ゝ
、
後
へ
も
先
へ
も
動
か
れ
な
く
な
つ
た
や
う
ぢ
や
。

　

町
家
の
隠
居　

多
勢
寄
つ
て
蝟
集
つ
て
大
騒
ぎ
を
し
て
居
り
ま
す
な
。

　

老
年
の
武
士　

小
さ
な
門
へ
、
大
き
な
獣
を
入
れ
よ
う
と
す
る
の
は
、
若
い
者
の
無
鉄
砲
ぢ
や
。

　

町
家
の
隠
居　

左
様
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

　
　
　

両
人
顔
を
見
合
は
せ
、
暫
く
黙
し
た
る
ま
ゝ
下
手
へ
対
ひ
て
佇
立
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
象
の
頭
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
を
、
作
者
で
あ
る
谷
崎
の
頭
脳
の
大
き
さ
、
柔
軟
さ
を
隠
喩

    

し
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る

メ
タ
フ
ァ
ー

と
良
く
分
る
。
江
戸
城
は
皇
居
、
つ
ま
り
明
治
天
皇
制
の
隠
喩
で
す
。
俺
の
頭
の
中
の
世
界
―
つ
ま
り
、
高
遠
に
し
て
雄
大
な
〈
も
う
一
つ
の
天
皇

制
〉
の
思
想
な
ど
、
せ
せ
こ
ま
し
く
て
、
ち
っ
ぽ
け
な
近
代
天
皇
制
（
＝
明
治
天
皇
制
）
の
思
想
で
は
、
己
の
思
想
の
反
逆
性
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
よ

う
な
思
想
の
存
在
す
る
こ
と
す
ら
、
気
づ
く
こ
と
も
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
は
し
め
え
、
と
い
う
作
者
の
江
戸
ッ
子
弁
の
啖
呵
が
ど
こ
か
ら
か
聞
こ
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え
て
き
そ
う
な
作
品
で
す
。
つ
ま
り
、
近
代
日
本
の
検
閲
制
度
へ
の
大
胆
不
敵
な
挑
戦
な
の
で
す
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
で
は
意
図
不
明
の
駄
作

（
？
）
と
い
う
評
価
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

翌
十
一
月
の
同
じ
「
新
思
潮
」
に
谷
崎
は
、
有
名
な
『 
刺
青 

し
せ
い

』
と
い
う
小
説
を
発
表
し
ま
し
た
。
江
戸
の 
刺
青 
師
清
吉
が
理
想
の
美
女
（「
平
清

ほ
り
も
の

の
女
」）
を
見
出
し
、
そ
の
背
中
に
精
魂
込
め
て
巨
大
な
女
郎
蜘
蛛
を 
刺 
る
。
翌
朝
麻
酔
薬
か
ら
醒
め
た
女
が
朝
日
に
女
郎
蜘
蛛
の 
刺
青 
を
燦
爛
と

ほ 

い
れ
ず
み

輝
か
せ
つ
つ
、
清
吉
を
流
し
目
で
見
て
、「
親
方
、
私
は
も
う
今
迄
の
や
う
な
臆
病
な
心
を
さ
ら
り
と
捨
て
ゝ
し
ま
ひ
ま
し
た
。
―
―
お
前
さ
ん
は

真
先
に
私
の 
肥
料 
に
な
つ
た
ん
だ
ね
え
」
と
言
う
と
こ
ろ
に
、
男
性
を

こ
や
し

 
肥
料 
と
し
て
、
益
々
美
し
く
な
っ
て
行
く
谷
崎
的
な
女
性
、
つ
ま
り
�
女

こ
や
し

帝
�
の
誕
生
を
見
る
の
が
従
来
の
解
釈
で
、
私
も
基
本
的
に
は
賛
成
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
従
来
の
解
釈
は
、
谷
崎
の
意
図
の
半
分
を
言
い

当
て
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

こ
こ
で
「
平
清
の
女
」
に
対
し
て
仮
り
に
用
い
た
�
女
帝
�
と
い
う
語
は
、
肉
体
に
よ
っ
て
男
性
を
征
服
す
る
女
と
い
う
程
の
意
味
の
比
喩
に
過

ぎ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
実
は
文
字
通
り
女
性
天
皇
の
隠
喩

    

で
も
あ
る
こ
と
は
、
次
の
十
二
月
、「
新
思
潮
」
に
谷
崎
が
発
表
し
た
『
麒
麟
』
と
い
う

メ
タ
フ
ァ
ー

小
説
を
見
る
と
良
く
分
り
ま
す
。
小
説
『
麒
麟
』
は
、
中
国
の
古
代
、
春
秋
時
代
に
儒
教
の
祖
孔
子
が
魯
の
国
を
逐
わ
れ
、
諸
国
流
浪
の
旅
の
途
中
、

立
ち
寄
っ
た
衛
の
国
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
素
材
と
な
っ
て
い
ま
す
。
衛
の
国
の
国
主
霊
公
は 
妃 
南
子
の
美
し
い
肉
体
に
溺
れ
、
南
子
の
言
う
が
侭

き
さ
き

に
暴
政
を
布
い
て
い
た
の
で
す
が
、
孔
子
の
感
化
に
よ
っ
て 
政
事 に
熱
心
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
孔
子
を
敵
と
見
做
し
た
南
子
は
彼
を
脅
迫
し

ま
つ
り
ご
と

て
国
外
に
退
去
さ
せ
る
。
そ
し
て
孔
子
が
衛
の
国
を
去
っ
た
後
、
国
主
霊
公
は
再
び
南
子
の
支
配
下
に
戻
る
と
い
う
話
で
す
。
そ
こ
で
孔
子
の
去
っ

た
そ
の
夜
、
南
子
の
閨
を
再
び
訪
れ
た
霊
公
に
彼
女
が
言
う
白
が
凄
い
。
―
―
「
あ
ゝ
、
た
う
と
う
あ
な
た
は
戻
つ
て
来
た
。
あ
な
た
は
再
び
、
さ

う
し
て
長
へ
に
、
妾
の
抱
擁
か
ら
逃
れ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。」

　
『
麒
麟
』
と
は
、
英
雄
・
偉
人
の
出
現
を
祝
う
中
国
古
来
の
伝
説
上
の
動
物
で
す
。
動
物
園
の
キ
リ
ン
で
は
な
く
、
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
の
ラ
ベ
ル
の
麒

麟
で
す
。
そ
の
麒
麟
も
、
又
孔
子
に
似
て
い
る
と
い
う
中
国
古
代
の
聖
王
、
堯
や
舜
や
禹
の
徳
の
力
も
、
遂
に
南
子
の
肉
体
の
魅
力
に
は
敵
わ
な
か

っ
た
と
云
う
の
が
一
篇
の
主
題
で
す
が
、
谷
崎
の
真
意
は
、
こ
の
作
品
に
国
家
と
い
う
新
し
い
枠
組
を
与
え
た
と
こ
ろ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。『
麒
麟
』
の
霊
公
は
『
刺
青
』
の
清
吉
の
後
身
、
南
子
は
「
平
清
の
女
」
の
後
身
な
の
で
す
が
、「
平
清
の
女
」
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は
単
な
る
町
人
の
娘
で
す
が
、
南
子
は
国
主
霊
公
の
妃
な
の
で
す
ね
。
清
吉
と
霊
公
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ

の
結
果
、
作
品
の
示
し
て
い
る
の
は
、
男
性
君
主
が
女
性
君
主
と
入
れ
替
る
と
い
う
実
質
的
な
君
主
交
替
の
ド
ラ
マ
で
す
。
又
、
霊
公
の
背
後
に
は

孔
子
が
居
て
、
霊
公
と
南
子
の
対
立
は
徳
（
＝
ロ
ゴ
ス
）
と
肉
体
（
＝
エ
ロ
ス
）
の
対
立
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
先
に
言
っ
た
よ
う
な
国
家
、

国
政
を
め
ぐ
る
支
配
原
理
の
対
立
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
『
刺
青
』
に
な
か
っ
た
国
家
秩
序
と
い
う
問
題
が
、
密
か
に
設

定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
こ
で
あ
の
『
誕
生
』
と
い
う
作
品
の
、
天
皇
を
産
む
の
は
、
女
性
の
身
体
で
あ
る
と
い
う
谷
崎
の
女
性
原
理
的
天
皇
制
論
を
振
り
返
っ
て
見
れ

ば
、
南
子
の
霊
公
、
そ
し
て
孔
子
に
対
す
る
勝
利
は
、
中
国
古
代
、
衛
の
国
に
お
け
る
逸
話
と
い
う
枠
組
を
隠
れ
蓑
と
し
た
谷
崎
の
女
性
原
理
的
天

皇
制
の
主
張
、
つ
ま
り
明
治
の
男
性
原
理
天
皇
制
に
対
す
る
〈
も
う
一
つ
の
天
皇
制
〉
と
し
て
の
〈
女
性
原
理
的
天
皇
制
〉
論
の
立
場
か
ら
の
批
判

と
諷
喩
で
あ
る
こ
と
は
、
最
早
確
実
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
谷
崎
は
『
刺
青
』
と
『
麒
麟
』
を
併
せ
鏡
と
し
て
、
真
の
モ
チ
ー
フ
、

テ
ー
マ
を
浮
び
上
ら
せ
る
と
云
う
手
の
込
ん
だ
方
法
を
採
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
検
閲
制
度
に
対
す
る
谷
崎
の
用
心
深
い
配
慮
が
あ
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
少
く
と
も
作
品
『
刺
青
』
を
単
な
る
耽
美
的
な
谷
崎
固
有
の
性
倒
錯
趣
味
の
女
性
崇
拝
の
物
語
と
見
る
よ
う
な
単
純
な
読
み

取
り
方
は
、
も
う
許
さ
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

×　

×　

×

　

谷
崎
の
文
学
的
出
発
期
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
近
代
天
皇
制
の
間
隙
―
つ
ま
り
、
論
理
的
不
整
合
性
を
巧
妙
に
衝
く
作
品
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が

『
刺
青
』
と
同
月
に
、
同
じ
「
新
思
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
『T

he
A

ffair
ofT

w
o

W
atches

 
    
          
 
   
      
』（「
二
つ
の
時
計
の
物
語
」）
と
い
う
現
代
小
説
で
す
。

こ
の
作
品
は
、
東
京
帝
国
大
学
の
怠
惰
な
学
生
達
―
原
田
、
杉
、
山
崎
の
三
人
が
酒
を
飲
む
た
め
に
色
々
と
金
を
作
る
算
段
を
思
い
巡
ら
す
が
、
結

局
妙
案
を
考
え
出
せ
な
い
挙
げ
句
、
仲
間
の
持
っ
て
い
た
二
個
の
懐
中
時
計
を
質
に
入
れ
て
金
を
作
り
、
居
酒
屋
に
入
る
と
い
う
何
の
変
哲
も
な
い

ス
ト
ー
リ
ー
の
作
品
な
の
で
す
が
、
三
人
共
に
泥
酔
し
た
意
識
朦
朧
の
中
で
、
誰
か
が
「
尊
氏
は
偉
い
さ
。
ど
う
し
て
！
秀
吉
や
家
康
の
比
ぢ
や
な

い
か
ら
な
。」
と
叫
ん
だ
こ
と
が
、
主
人
公
に
し
て
語
り
手
で
あ
る
「
私
」（
山
崎
）
の
記
憶
に
残
っ
た
と
い
う
作
品
末
尾
の
設
定
に
眼
目
が
あ
り
ま

す
。
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尊
氏
と
は
足
利
尊
氏
、
あ
の
中
世
の
南
北
朝
の
対
立
の
発
端
と
な
っ
た
北
朝
を
刪
立
し
た
足
利
幕
府
の
初
代
将
軍
で
す
。
尊
氏
は
、
明
治
維
新
の

起
源
を
な
し
た
名
分
論
と
い
う
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
流
れ
の
中
で
は
、�
賊
�
と
さ
れ
て
い
る
人
物
で
す
。
北
朝
と
い
う
も
の
は
、
名
分
論
で

は
偽
の
朝
廷
で
す
。
そ
う
し
て
名
分
論
は
足
利
、
豊
臣
、
徳
川
と
続
い
た
武
家
の
天
下
を
正
し
、
国
政
の
実
権
を
天
皇
に
戻
せ
と
称
え
、
明
治
維
新

へ
の
起
爆
剤
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
如
何
せ
ん
、
実
現
し
た
明
治
国
家
の
主
権
者
で
あ
る
明
治
天
皇
は
、
北
朝
の
血
統
の
方
な
の
で
す
ね
。
こ
こ

に
近
代
天
皇
制
の
矛
盾
、
ひ
い
て
は
論
理
的
不
整
合
が
あ
る
。
こ
の
矛
盾
が
、
鋭
く
噴
出
す
る
の
が
、
谷
崎
の
『T

he
A

ffair
ofT

w
o

W
atches

 
    
          
 
   
      
』

が
発
表
さ
れ
た
翌
年
明
治
四
十
四
年
に
起
っ
た
南
北
朝
正
閏
問
題
な
の
で
す
。
谷
崎
は
、
そ
の
前
年
の
十
月
に
発
表
し
た
こ
の
作
品
で
、
既
に
北
朝

を
評
価
す
る
作
中
人
物
の
言
葉
を
以
て
、
近
代
天
皇
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
名
分
論
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
鋭
く
衝
い
た
。
そ
れ
が
、
先
の

正
体
不
明
の
―
と
言
っ
て
も
、
そ
の
発
話
者
は
山
崎
を
除
く
原
田
、
杉
の
い
ず
れ
か
で
は
あ
る
の
で
す
が
―
帝
大
生
の
言
葉
な
の
で
す
。
し
か
し
、

そ
れ
は
泥
酔
し
た
誰
か
の
言
葉
を
、
こ
れ
も
意
識
朦
朧
と
し
た
「
私
」
が
覚
え
て
い
る
と
い
う
設
定
で
そ
の
真
偽
を
国
家
権
力
に
対
し
て
言
い
逃
れ

で
き
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
谷
崎
の
検
閲
制
度
に
対
す
る
用
心
深
い
配
慮
が
あ
る
。
何
し
ろ
酒
の
上
で
の
話
で
、
水
に
流
す
の
が
一

般
と
い
う
慣
習
を
巧
妙
に
利
用
し
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
谷
崎
の
鋭
い
時
代
へ
の
嗅
覚
に
は
、
圧
倒
さ
れ
ま
す
。

　

こ
う
い
う
訳
で
、
谷
崎
の
文
学
的
出
発
期
に
は
、
用
心
深
い
虚
構
で
幾
重
に
も
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
近
代
天
皇
制
へ
の
大
胆
不
敵
な
原
理
的
批
判

を
沢
山
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。（
他
に
自
己
の
抱
く
反
逆
的
思
想
が
官
憲
に
見
抜
か
れ
て
捕
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
谷
崎

に
は
珍
し
い
私
か
な
恐
怖
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
『
信
西
』（
明
治
四
四
・
一
）
と
言
う
よ
う
な
作
品
も
あ
り
ま
す
が
、
時
間
の
都
合
で
省
き
ま
す
。）

そ
こ
で
、
一
体
、
こ
う
い
う
谷
崎
の
天
皇
制
批
判
の
モ
チ
ー
フ
は
、
直
接
的
に
は
何
に
起
因
し
て
い
る
の
か
。

　

私
は
、
そ
れ
を
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
六
月
に
発
覚
し
、
同
十
二
月
に
大
審
院
結
審
、
翌
四
十
四
年
一
月
に
幸
徳
秋
水
、
菅
野
ス
ガ
等

十
二
名
が
処
刑
さ
れ
た
大
逆
事
件
へ
の
怒
り
に
発
す
る
も
の
だ
、
と
推
定
し
て
い
ま
す
。
谷
崎
の
文
学
的
出
発
期
の
先
に
見
た
諸
作
品
の
モ
チ
ー
フ

は
、
日
本
近
代
史
上
最
大
の
デ
ッ
チ
上
げ
事
件
と
言
わ
れ
、
又
憲
政
史
上
最
大
の
暗
黒
事
件
と
し
て
今
日
み
な
さ
れ
て
い
る
大
逆
事
件
に
示
さ
れ
た

天
皇
制
国
家
の
暴
力
化
、
反
動
化
、
そ
し
て
非
合
理
化
に
対
す
る
深
い
憤
り
に
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
因
み
に
、
谷
崎
に
お

け
る
叙
上
の
諸
作
品
の
発
表
の
年
月
日
は
、
大
逆
事
件
の
発
生
と
終
結
の
歴
史
的
時
間
の
枠
の
中
に
総
て
収
ま
っ
て
い
ま
す
。
大
逆
事
件
を
背
景
に
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置
く
と
、
谷
崎
の
初
期
作
品
の
主
題
が
、
天
皇
制
と
は
何
か
と
い
う
基
本
命
題
へ
の
良
く
こ
な
れ
た
原
理
的
思
索
の
作
品
的
表
現
で
あ
る
こ
と
が
否

定
し
難
い
形
で
分
っ
て
き
ま
す
。

　

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
谷
崎
の
モ
チ
ー
フ
が
用
心
深
く
は
あ
る
が
、
論
理
的
に
否
定
し
難
い
形
で
作
品
に
刻
印
さ
れ
た
例
が
唯
一
つ
あ
り
ま

す
。
そ
れ
が
、
先
に
取
り
上
げ
た
『
刺
青
』
と
云
う
作
品
の
冒
頭
部
分
で
す
。
即
ち
、
そ
こ
に
は
、

其
れ
は
ま
だ
人
々
が
「 
愚 
」
と
云
ふ
貴
い
徳
を
持
つ
て
居
て
、
世
の
中
が
今
の
や
う
に

�

�

�

�

�

激
し
く
軋
み
合
は
な
い
時
分
で
あ
つ
た
。（
傍
点
講

お
ろ
か

演
者
）

と
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
中
に
あ
る
「
今
の
や
う
に
」
の
「
今
」
が
汎
世
界
的
な
二
十
世
紀
現
代
を
指
す
の
だ
、
と
云
う
の
が
一
般
的
解
釈
で
す
が
、

良
く
考
え
て
見
る
と
作
品
『
刺
青
』
の
発
表
さ
れ
た
「
今
」、
つ
ま
り
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
十
一
月
の
「
今
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
明
治
四
十
三
年
六
月
に
勃
発
し
、
現
在
大
審
院
で
審
理
中
の
大
逆
事
件
を
念
頭
に
置
い
た
「
今
」
に
相
違
な
い
か
ら
で
す
。
そ

し
て
、
そ
う
見
る
と
作
品
『
刺
青
』
の
世
界
は
、
そ
の
よ
う
に
「
激
し
く
軋
み
合
」
う
現
代
日
本
の
時
代
状
況
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
構

築
さ
れ
た
、「『
愚
』
と
云
ふ
貴
い
徳
」
を
柱
と
す
る
感
覚
美
の
世
界
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
て
来
ま
す
。
大
逆
事
件
を
直
接
、
間
接
に
批
判
し
た
文
学

者
は
、
決
し
て
少
く
な
か
っ
た
こ
と
が
今
日
分
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
谷
崎
が
大
逆
事
件
に
衝
撃
を
受
け
て
、
明
治
天
皇
制
の
原
理
的
考
察
に
取
り

か
か
り
、
男
性
原
理
性
で
は
な
く
女
性
原
理
性
に
天
皇
制
の
本
質
を
見
出
し
、
男
性
原
理
的
天
皇
制
と
し
て
の
明
治
天
皇
制
へ
の
批
判
を
中
軸
と
す

る
実
作
化
と
し
て
の
「
女
帝
」
の
文
学
の
創
作
に
至
っ
た
こ
と
を
仮
説
と
し
て
さ
え
提
起
し
た
研
究
者
は
、
ま
だ
一
人
も
居
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、

私
は
、
谷
崎
の
女
性
身
体
崇
拝
の
思
想
は
、
実
に
大
逆
事
件
に
見
る
近
代
（
＝
明
治
）
天
皇
制
の
暴
力
化
、
非
合
理
化
と
い
う
歴
史
現
象
へ
の
本
能

的
ア
ン
チ
パ
シ
イ
か
ら
発
生
し
、
根
づ
き
、
生
長
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
う
仮
説
を
こ
こ
に
提
出
す
る
こ
と
が
近
代
文
学
研
究
者
と
し
て
の
義
務
で

あ
り
、
又
責
務
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
尤
も
、
こ
こ
で
云
う
明
治
天
皇
制
も
し
く
は
近
代
天
皇
制
と
は
、
今
日
の
平
和
憲
法
が
規
定
す
る
象
徴
天

皇
制
と
は
以
て
非
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
あ
り
ま
せ
ん
。

×　

×　

×

　

谷
崎
文
学
の
全
体
像
を
踏
ま
え
て
み
れ
ば
、
谷
崎
の
近
代
天
皇
制
批
判
の
モ
チ
ー
フ
は
、
近
代
日
本
の
危
機
的
状
況
に
鋭
敏
に
対
応
し
て
文
学
的
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に
顕
在
化
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
近
代
日
本
の
歴
史
の
中
で
最
も
安
定
し
た
時
期
と
さ
れ
る
大
正
時
代
前
半
期
は
、
谷
崎
文

学
か
ら
反
近
代
天
皇
制
の
モ
チ
ー
フ
に
立
つ
作
品
群
が
姿
を
消
し
ま
す
。
し
か
し
、
社
会
矛
盾
が
激
化
し
、
日
本
共
産
党
が
地
下
で
結
成
さ
れ
、
治

安
維
持
法
が
制
定
さ
れ
る
大
正
後
期
か
ら
、
国
家
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
無
産
運
動
へ
の
激
し
い
弾
圧
か
ら
軍
国
主
義
へ
と
傾
斜
し
て
行
く
昭
和
初
期
、

そ
し
て
昭
和
十
年
代
の
天
皇
制
軍
国
主
義
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
代
に
か
け
て
、
谷
崎
は
多
く
の
女
性
原
理
天
皇
制
の
主
張
に
立
つ
作
品
群
を
書
き
、
時

代
へ
の
抵
抗
の
姿
勢
を
貫
き
ま
し
た
。『
春
琴
抄
』『
吉
野
葛
』『
細
雪
』
な
ど
の
傑
作
群
が
そ
の
徴
標
で
す
。

　

し
か
し
、
今
回
は
、
特
に
谷
崎
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
時
代
か
ら
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
時
代
へ
の
転
換
点
と
目
さ
れ
る
『
痴
人
の
愛
』
に
絞
っ
て
、
私

の
蕪
雑
な
話
を
締
め
括
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

作
品
『
痴
人
の
愛
』
は
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
に
大
正
十
三
年
三
月
二
十
日
か
ら
六
月
十
四
日
に
か
け
て
連
載
さ
れ
、
そ
の
後
一
旦
中
絶
し
、
雑
誌

「
女
性
」
に
舞
台
を
移
し
、
同
年
十
一
月
か
ら
翌
十
四
年
七
月
に
か
け
て
掲
載
、
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
連
載
終
了
と
同
時
に
改
造
社
か
ら
単
行
本
と

し
て
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
品
の
内
容
に
立
ち
入
る
前
に
、
と
り
あ
え
ず
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、『
痴
人
の
愛
』
が
雑
誌
「
女
性
」
に
連

載
中
の
大
正
十
四
年
四
月
に
反
体
制
思
想
取
り
締
り
の
強
化
を
目
的
と
し
た
治
安
維
持
法
が
成
立
、
公
布
さ
れ
た
こ
と
、
第
二
に
、
作
者
谷
崎
が
大

正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
に
箱
根
で
遭
遇
し
た
後
、
関
西
に
移
住
し
、
関
西
の
風
土
と
文
化
を
研
究
、
観
察
す
る
過
程
で
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
ク
ラ

シ
シ
ズ
ム
へ
と
移
行
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
時
代
の
総
括
、
清
算
と
し
て
の
『
痴
人
の
愛
』
が
執
筆
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

　

治
安
維
持
法
の
成
立
が
、
日
本
現
代
史
の
転
換
点
の
危
機
的
徴
標
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
迄
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、『
痴
人
の
愛
』

が
関
西
の
風
土
に
身
を
移
し
て
か
ら
後
の
作
品
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
改
め
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
谷
崎
は
、
以
後
彼
の
主
要
舞
台
と

な
る
関
西
空
間
に
身
を
置
く
こ
と
で
、
関
東
大
震
災
ま
で
の
東
京
・
横
浜
を
舞
台
と
す
る
自
分
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
時
代
を
批
判
的
に
相
対
化
、
総
括
し
、

清
算
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
無
論
、
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
谷
崎
論
の
常
識
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
谷
崎
が
関
西
―
京
阪
神
空
間
（
因
み
に
奈
良
は
入
り
ま
せ
ん
）
で
発
見
し
た
も
の
は
何
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
、
薄
っ
ぺ
ら
な
東
京

文
化
に
染
ら
ぬ
日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
り
、
人
情
で
あ
り
、
風
俗
で
す
。
そ
れ
ら
を
象
徴
す
る
も
の
が
関
西
の
女
性
で
す
。
つ
ま
り
谷
崎
は
関
西
の

女
性
の
身
体
と
精
神
を
発
見
し
、
以
後
、
関
西
の
女
性
を
実
質
的
主
人
公
と
し
、
女
性
原
理
的
な
関
西
の
文
化
、
風
土
を
バ
ッ
ク
と
す
る
作
品
を
書
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き
続
け
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
に
は
古
代
王
権
的
な
真
の
天
皇
制
文
化
に
回
帰
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
訳
で
す
。
そ
の
頂
点
が
昭
和
十
八
年
か
ら
昭
和

二
十
三
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
傑
作
『
細
雪
』
で
す
。

　

こ
の
傑
作
『
細
雪
』
を
到
達
点
と
し
て
、
そ
れ
迄
の
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
時
代
を
『
細
雪
』
の
高
見
か
ら
眺
め
返
す
と
分
っ
て
く
る
こ
と
が
沢
山
あ
り

ま
す
。
話
を
ア
ス
ト
レ
イ
さ
せ
な
い
た
め
に
言
え
ば
、『
細
雪
』
は
大
阪
の
旧
家
の
三
人
の
娘
―
―
幸
子
、
雪
子
、
妙
子
を
主
人
公
と
す
る
物
語
で

す
が
、
こ
の
三
人
は
、
総
て
が
「
女
帝
」
つ
ま
り
女
性
天
皇
の 
隠
喩 な
の
で
す
ね
。
幸
子
は
明
る
く
調
和
的
な
女
帝
、
雪
子
は
物
静
か
だ
が
芯
の

メ
タ
フ
ァ
ー

強
い
女
帝
、
妙
子
は
男
性
を
破
滅
に
追
い
や
る
凶
々
し
い
女
帝
、
こ
の
女
帝
三
姉
妹
が
、『
細
雪
』
の
主
人
公
で
す
。
肝
腎
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
三

姉
妹
が
、
東
京
文
化
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
登
場
せ
し
め
ら
れ
、『
細
雪
』
に
描
か
れ
る
関
西
文
化
圏
の
生
き
た
象
徴
た
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
、
作
品
『
細
雪
』
に
は
二
つ
の
文
化
空
間
が
あ
り
、
一
つ
は
、
関
西
文
化
空
間
、
他
の
一
つ
は
、
東
京
文
化
空
間
。
そ
し
て
作
品

の
主
要
プ
ロ
ッ
ト
は
、
三
人
が
こ
の
二
つ
の
文
化
空
間
を
往
復
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
は
谷
崎
の
隠
れ
た
意
図
が
あ

る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
関
西
文
化
空
間
を
中
心
軸
と
し
て
東
京
文
化
空
間
を
批
判
化
、
相
対
化
す
る
こ
と
で
す
。
因
み
に
作
品
『
細
雪
』
の
中
で
は
、

東
京
文
化
は
、
と
い
う
よ
り
東
京
空
間
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
凶
で
あ
り
、
粗
悪
で
す
。
人
間
か
ら
風
土
、
人
情
、
言
語
迄
が
カ
サ
カ
サ
乾
燥
し
て

合
理
的
で
あ
り
、
余
韻
が
な
い
、
含
蓄
が
な
い
。
そ
し
て
悪
い
こ
と
ば
か
り
起
る
。
良
い
も
の
は
宮
城
と
隅
田
川
、
そ
し
て
歌
舞
伎
ぐ
ら
い
。
悪
い

方
の
極
め
つ
き
が
戦
争
で
す
。
も
う
一
つ
、
東
京
文
化
空
間
を
象
徴
す
る
の
が
家
父
長
制
―
つ
ま
り
プ
チ
男
性
天
皇
制
。
実
は
、
蒔
岡
家
は
四
人
姉

妹
の
家
で
、
長
女
の
鶴
子
は
、
辰
雄
と
い
う
夫
を
養
子
に
迎
え
た
の
で
す
が
、
鶴
は
辰
に
敵
わ
な
い
。
三
人
の
妹
は
、
そ
れ
ぞ
れ
女
帝
な
の
に
、
鶴

子
だ
け
は
辰
雄
に
負
け
て
家
父
長
制
―
つ
ま
り
男
性
原
理
の
家
の
妻
と
し
て
主
体
を
抜
き
取
ら
れ
て
、
し
ょ
ぼ
く
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
鶴
子
の
夫

辰
雄
は
銀
行
員
な
の
で
す
が
、
や
が
て
東
京
の
丸
の
内
支
店
長
と
な
っ
て
蒔
岡
本
家
は
東
京
に
引
越
す
こ
と
に
な
る
―
因
み
に
こ
れ
は
事
実
だ
そ
う

で
す
。
―
の
だ
か
ら
、
谷
崎
の
寓
意
は
明
ら
か
で
す
。
丸
の
内
と
言
え
ば
、
皇
居
の
内
濠
の
直
近
の
空
間
で
す
。 
応 
に
辰
雄
の
家
は
、
近
代
天
皇
制

ま
さ

の
男
性
原
理
の
家
で
、
そ
の
上
、
男
の
子
ば
か
り
が
生
れ
る
の
で
す
か
ら
。

　

そ
れ
に
対
し
て
女
性
原
理
の
家
、
つ
ま
り
女
性
原
理
天
皇
制
空
間
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
登
場
す
る
の
が
次
女
幸
子
の
蒔
岡
分
家
―
神
戸
芦
屋
の

家
で
す
。
こ
こ
で
は
総
て
が
幸
子
を
中
心
と
し
て
運
営
さ
れ
る
。『
細
雪
』
で
有
名
な
春
夏
秋
冬
の
行
事
も
総
て
「
女
帝
」
幸
子
が
企
画
し
実
行
す
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る
。
そ
の
世
界
の
男
女
の
関
係
は
、
幸
子
の
夫
（
婿
養
子
）
が
貞
之
助
と
い
う
名
前
で
あ
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
ま
す
。
貞
と
い
う
の
は
、
夫
に

仕
え
る
妻
の
貞
節
が
原
意
で
す
が
、
こ
こ
で
は
夫
が
妻
に
仕
え
る
意
で
す
。
そ
れ
で
い
て
仲
が
良
い
。
さ
し
づ
め
、
英
国
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
と
エ

ジ
ン
バ
ラ
公
と
の
関
係
で
す
ね
。
こ
の
幸
子
夫
婦
が
『
細
雪
』
の
真
の
主
人
公
で
す
。
有
名
な
雪
子
は
、
プ
ロ
ッ
ト
を
推
進
す
る
上
で
は
中
心
人
物

で
す
が
、
必
ず
し
も
主
人
公
と
い
う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

も
う
お
分
り
と
思
い
ま
す
が
、『
細
雪
』
は
、
関
西
に
お
け
る
女
性
原
理
天
皇
制
空
間
を
伝
統
的
な
、
真
の
天
皇
制
空
間
と
し
て
定
立
し
、
東
京

を
中
心
と
す
る
男
性
原
理
天
皇
制
空
間
の
粗
悪
性
、
暴
力
性
、
贋
物
性
を
密
か
に
、
そ
し
て
徹
底
的
に
批
判
し
た
文
明
批
評
小
説
な
の
で
、
そ
こ
に

谷
崎
に
お
け
る
近
代
天
皇
制
批
判
の
集
大
成
と
し
て
の
こ
の
作
品
の
位
置
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
傑
作
『
細
雪
』
の
高
見
か
ら
関
西
移
住
に
よ
っ
て
谷
崎
が
発
見
し
た
も
の
を
端
的
に
要
約
す
れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
と
伝
統
に

根
づ
い
た
「
女
帝
」
の
文
化
空
間
で
あ
り
、
近
代
（
＝
明
治
）
天
皇
制
の
贋
物
性
に
対
す
る
〈
も
う
一
つ
の
（
＝
真
の
）
天
皇
制
〉
空
間
で
あ
っ
た

の
で
す
。

×　

×　

×

　

話
を
元
に
戻
し
ま
す
と
、
そ
の
よ
う
な
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
時
代
の
谷
崎
の
到
達
点
と
し
て
の
『
細
雪
』
の
高
見
か
ら
『
痴
人
の
愛
』
執
筆
時
代
の
谷

崎
を
振
り
返
る
と
、
関
西
に
移
住
し
た
谷
崎
の
第
一
の
仕
事
が
、
今
迄
東
京
・
横
浜
文
化
圏
で
ム
チ
ャ
ク
チ
ャ
や
っ
て
い
た
谷
崎
が
、
関
西
で
発
見

し
た
女
性
原
理
天
皇
制
文
化
の
空
間
の
現
実
性
を
足
が
か
り
と
し
て
、
今
迄
の
彼
の
仕
事
を
総
括
、
清
算
し
、
改
め
て
固
有
の
世
界
観
の
表
現
と
し

て
の
〈
も
う
一
つ
の
天
皇
制
〉
文
学
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
女
帝
ナ
オ
ミ
を
中
心
軸
と
す
る
作
品
『
痴

人
の
愛
』
を
産
ん
だ
根
源
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
私
は
思
う
の
で
す
。

×　

×　

×

　

そ
こ
で
作
品
『
痴
人
の
愛
』
で
す
が
、
こ
の
作
品
の
主
題
が
譲
治
と
い
う
青
年
と
奈
緒
美
と
い
う
少
女
と
の
風
変
り
な
恋
愛
、
そ
し
て
結
婚
生
活

の
八
年
に
わ
た
る
事
実
を
、
主
人
公
の
河
合
譲
治
が
「
出
来
る
だ
け
正
直
に
、
ざ
つ
く
ば
ら
ん
に
、
有
り
の
ま
ゝ
」（『
痴
人
の
愛
』
一
、
以
下
題
名

略
）
に
書
い
た
男
性
一
人
称
小
説
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
申
し
上
げ
る
迄
も
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
は
今
、「
小
説
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
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主
人
公
河
合
譲
治
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
八
年
間
の
ナ
オ
ミ
と
の
恋
愛
、
結
婚
生
活
の
「
正
直
」
な
、
何
事
も
隠
さ
な
い
「
有
り
の
ま
ゝ
の
事
実
」

に
基
づ
い
た
誠
実
な
「
記
録
」
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
「
記
録
」
の
内
実
と
は
、
ふ
つ
う
夫
が
世
間
に
向
っ
て
打
ち
明
け
る
こ
と
を
恥
と
す
る

妻
と
の
夫
婦
生
活
の
精
神
と
肉
体
に
相
亘
る
男
女
関
係
の
機
微
や
秘
密
な
の
で
す
か
ら
、
譲
治
の
言
う
「
記
録
」
と
は
、
実
は
「
告
白
」
の
意
味
で

あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
作
品
『
痴
人
の
愛
』
は
、
正
確
に
言
え
ば
、
男
性
一
人
称
告
白
体
小
説
で
あ
る
と
言
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

譲
治
は
、
続
け
て
「
そ
れ
は
私
自
身
に
と
っ
て
忘
れ
が
た
な
い
貴
い
記
録
で
あ
る
と
同
時
に
、
恐
ら
く
は
読
者
諸
君
に
取
つ
て
も
、
き
つ
と
何
か

の
参
考
資
料
と
な
る
に
違
ひ
な
い
」
云
々
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
結
末
部
分
で
の
「
此
れ
で
私
達
夫
婦
の
記
録
は
終
り
と
し
ま
す
。
此
れ
を

読
ん
で
、
馬
鹿
々
々
し
い
と
思
ふ
人
は
笑
つ
て
下
さ
い
。
教
訓
に
な
る
と
思
ふ
人
は
、
い
ゝ
見
せ
し
め
に
し
て
下
さ
い
。
私
自
身
は
、
ナ
オ
ミ
に
惚

れ
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、
ど
う
思
は
れ
て
も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
叙
述
と
相
俟
っ
て
、
作
品
『
痴
人
の
愛
』
で
遂
行
さ
れ
る
「
告
白
」

の
内
容
の
真
実
性
や
有
効
性
に
対
す
る
主
人
公
で
あ
り
、
語
り
手
で
あ
る
譲
治
の
深
い
自
信
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
殆
ん
ど
夏
目
漱
石
『
こ
ゝ

ろ
』
の
主
人
公
先
生
の
自
己
の
過
去
か
ら
得
た
思
想
の
内
発
性
に
対
す
る
深
い
自
信
と
衿
持
と
を
連
想
せ
し
め
る
程
で
す
。

　

漱
石
の
『
こ
ゝ
ろ
』、
そ
の
中
核
を
占
め
る
「
先
生
と
遺
書
」
の
篇
と
谷
崎
の
『
痴
人
の
愛
』
は
男
性
一
人
称
告
白
体
小
説
で
あ
る
と
云
う
点
で

も
共
通
し
て
い
ま
す
。
大
体
、
日
本
近
代
小
説
で
は
、
男
性
一
人
称
告
白
体
小
説
に
傑
作
が
多
い
。
鴎
外
の
『
舞
姫
』、
田
山
花
袋
の
『
蒲
団
』、
武

者
小
路
実
篤
の
『
お
目
出
た
き
人
』、
志
賀
直
哉
の
『
和
解
』
等
々
、
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。
私
小
説
で
あ
る
か
虚
構
小
説
で
あ
る
か
は
と

も
か
く
と
し
て
、
ど
う
し
て
こ
う
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
色
々
な
考
え
方
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
な
天
皇
制
と
い
う
与
え
ら
れ

た
枠
組
の
中
で
言
え
ば
、
こ
れ
ら
作
品
の
主
人
公
は
、
悉
く
プ
チ
天
皇
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
「
家
長
」
か
「
家
長
」
の
卵
で
あ
る
こ
と
か
ら
来
る
事

情
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
と
り
わ
け
漱
石
『
こ
ゝ
ろ
』
と
谷
崎
『
痴
人
の
愛
』
と
は
相
似
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
二
作
品
は
共
に
、
男
性
的
自
我
も
し

く
は
男
性
原
理
の
自
己
解
体
小
説
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
二
人
の
作
者
は
共
に
こ
れ
ら
の
作
品
で
、
自
己
の
拠
っ
て
立
つ
世
界
観
の
基
軸
を
精
神
か

ら
肉
体
へ
、
ロ
ゴ
ス
か
ら
エ
ロ
ス
へ
、
そ
し
て
男
性
原
理
か
ら
女
性
原
理
へ
移
す
こ
と
の
歴
史
的
必
然
性
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、

12



こ
の
歴
史
的
必
然
性
を
必
然
性
と
し
て
受
容
し
え
な
か
っ
た
『
こ
ゝ
ろ
』
の
主
人
公
先
生
は
、
精
神
�

�

に
殉
じ
て
死
に
、
必
然
性
を
必
然
性
と
し
て
受

容
し
え
た
『
痴
人
の
愛
』
の
主
人
公
譲
治
は
、
自
己
の
世
界
観
の
基
軸
を
精
神
か
ら
肉
体
�

�

に
移
し
て
生
き
続
け
る
の
で
す
。

　

見
方
を
代
え
れ
ば
、『
こ
ゝ
ろ
』
の
先
生
が
家
長
で
あ
っ
た
よ
う
に
、『
痴
人
の
愛
』
の
譲
治
も
家
長
で
す
。
彼
ら
は
二
人
と
も
子
供
の
な
い
夫
と

妻
二
人
暮
し
の
家
を
構
成
し
て
い
る
が
、
先
生
は
奥
さ
ん
に
対
し
て
、
家
長
で
あ
る
が
故
に
、
奥
さ
ん
に
自
己
の
過
去
を
告
白
す
る
こ
と
が
出
来
ず

自
殺
す
る
。
先
生
が
自
殺
す
る
に
当
っ
て
「
明
治
の
精
神
」
に
殉
死
す
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
矛
盾
で
は
な
い
。「
明
治
の
精
神
」
と
は
、

明
治
国
家
の
家
長
で
あ
る
明
治
天
皇
と
共
に
あ
っ
た

�

�

�

�

�

精
神
だ
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
先
生
も
プ
チ
〈
明
治
天
皇
〉
で
あ
っ
た
か
ら
、
明
治
天
皇
の
崩

御
し
た
後
、
時
勢
遅
れ
と
自
己
を
認
識
し
て
生
命
を
絶
つ
の
で
す
ね
。
先
生
は
、
明
治
天
皇
制
の
中
で
人
と
な
り
、
明
治
天
皇
制
に
殉
死
す
る
の
で

す
。

　　
『
痴
人
の
愛
』
の
譲
治
も
プ
チ
天
皇
と
し
て
の
家
長
で
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
死
ぬ
必
要
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
家
長
権
を
ナ
オ
ミ
に

譲
っ
た

�

�

�

か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
彼
の
名
前
は
譲
治
�

�

な
の
で
す
。
譲
治
な
ど
と
言
う
名
前
は
、
世
間
に
多
い
が
、
作
品
『
痴
人
の
愛
』
に
お
け
る
譲
治

と
妻
ナ
オ
ミ
と
の
確
執
、
闘
争
に
想
い
を
致
せ
ば
、
治
世
を
譲
る
と
い
う
意
味
の
譲
治
と
い
う
命
名
法
は
、
作
品
『
痴
人
の
愛
』
で
は
こ
れ
以
外
に

な
く
、
必
然
な
の
で
す
。
男
性
家
長
譲
治
に
代
っ
て
、
女
性
家
長
ナ
オ
ミ
が
位
に
つ
く
。
つ
ま
り
、
男
性
天
皇
が
女
性
天
皇
に
位
を
譲
っ
て
、
プ
チ

天
皇
制
と
し
て
の
家
＝
国
家
と
い
う
制
度
が
永
遠
に
安
定
す
る
。
そ
こ
に
男
性
中
心
原
理
的
天
皇
制
と
い
う
も
の
が
日
本
近
代
の
拵
え
上
げ
た
疑
似

天
皇
制
＝
モ
ダ
ニ
ズ
ム
天
皇
制
で
あ
り
、
伝
統
的
な
真
の
天
皇
制
と
い
う
も
の
は
女
性
中
心
原
理
的
天
皇
制
で
あ
る
と
す
る
谷
崎
の
文
明
批
評
に
し

て
国
体
批
判
の
モ
チ
ー
フ
が
、
巧
み
に
メ
タ
フ
ァ
ー
さ
れ
て
い
る
訳
で
す
。

　　
『
痴
人
の
愛
』
と
い
う
作
品
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
日
本
近
代
に
稀
な
る
思
想
小
説
、
文
明
批
評
小
説
で
す
。
そ
し
て
、
天
皇
制
の
本
質
が
、
女

性
原
理
性
―
感
情
と
か
感
覚
と
か
肉
体
と
か
エ
ロ
ス
性
に
あ
る
べ
き
で
、
精
神
と
か
理
性
と
か
ロ
ゴ
ス
と
か
―
男
性
原
理
性
と
か
は
、
そ
こ
か
ら
派

生
し
た
も
の
、
従
属
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
谷
崎
の
天
皇
制
観
は
、
単
に
日
本
の
天
皇
制
論
の
範
疇
に
留
ま
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
汎
二

十
世
紀
の
男
性
原
理
的
な
世
界
的
近
代
の
の
り
こ
え

�

�

�

�

の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
今
日
益
々
思
想
と
し
て
の
先
駆
的
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
主
張

し
え
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。
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因
み
に
、
漱
石
も
『
こ
ゝ
ろ
』
以
後
、『
道
草
』『
明
暗
』
の
世
界
で
男
性
原
理
に
対
す
る
女
性
原
理
の
優
越
性
こ
そ
、
来
る
べ
き
世
界
観
で
あ
る

こ
と
を
私
達
に
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
も
申
し
添
え
て
置
き
ま
す
。
以
上
で
、
私
の
拙
な
い
話
を
終
り
ま
す
。
長
時
間
、
御
静
聴
頂
き
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
終
）

 

（
こ
い
ず
み
・
こ
う
い
ち
ろ
う　

東
海
大
学
名
誉
教
授
）

 

二
〇
〇
九
年
度
十
月
十
日
成
城
国
文
学
年
度
大
会　

講
演
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