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一

自
ら
﹁
偏
奇
館
﹂
を
以
て
居
り
﹁
世
を
拗
ね
た
人
﹂
と
定
評
さ

れ
て
︑
永
井
荷
風
は
ど
う
か
す
る
と
明
治
大
正
期
作
家
の
累
計
か

ら
食
み
出
し
た
人
で
あ
る
か
に
観
ら
れ
て
い
る
︒

が
︑
そ
の
﹁
偏
奇
館
﹂
と
い
い
﹁
世
を
拗
ね
た
﹂
と
称
ば
れ
る

こ
と
の
根
本
は
︑
氏
が
︑
解
放
さ
れ
た
人
間
の
世
界
を
打
樹
て
る

こ
と
に
絶
望
し
︑
調
和
的
な
美
の
世
界
の
望
み
難
さ
を
憤
っ
た
が

故
に
︑
社
会
か
ら
遺
棄
さ
れ
た
片
隅
の
世
界
に
残
存
す
る
所
謂
人
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間
味
へ
の
思
慕
を
煽
ら
れ
︑
亡
ぼ
さ
れ
︑
或
は
失
わ
れ
か
け
て
い

る
美
へ
の
郷
愁
を
強
め
た
と
こ
ろ
に
︑由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

其
処
に
作
家
と
し
て
の
氏
の
立
場
の
二
元
性
が
ま
ず
認
め
ら
れ
る

訳
だ
ろ
う
︒
氏
の
頭
は
近
代
的
な
人
間
解
放
を
思
想
し
︑
氏
の
心

は
抽
象
さ
れ
た
美
の
法
則
に
泥
も
う
と
す
る
︒
そ
の
二
元
的
立
場

の
錯
綜
が
︑
氏
の
作
品
を
複
雑
に
性
格
づ
け
︑
一
筋
縄
で
は
括
り

分
け
ら
れ
ぬ
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒﹁
野
心
﹂︵
明
治
三

十
五
年
二
月
︶
や
﹁
あ
め
り
か
物
語
﹂︵
四
十
一
年
七
月
︶
に
見
え

た
寧
ろ
素
朴
と
も
見
え
る
氏
の
近
代
文
化
讃
美
と
︑
そ
の
根
柢
に

あ
る
人
間
の
力
へ
の
信
頼
と
に
︑
氏
の
解
放
思
想
の
拡
が
り
を
観
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た
者
は
︑﹁
新
帰
朝
者
の
日
記
﹂︵
四
十
二
年
七
月
︶
や
﹁
冷
笑
﹂︵
四

十
三
年
二
月
︶
に
は
︑
そ
う
し
た
人
間
の
力
や
近
代
文
化
建
政
の

た
め
の
努
力
が
︑
旧
き
美
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
の
み
憎
悪
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
︑
恐
ら
く
面
喰
わ
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
讃
美
し
信

頼
す
る
も
の
を
同
時
に
憎
悪
す
る

︱
此
の
心
境
的
な
割
切
れ
な

さ
が
︑
近
代
主
義
を
思
想
し
な
が
ら
江
戸
芸
術
を
愛
す
る
と
い
う

矛
盾
を
︑
氏
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
と
し
て
い
る
の
だ
︒
そ
れ

故
の
﹁
偏
奇
館
﹂
で
あ
り
﹁
ひ
ね
く
れ
た
拗
ね
者
﹂
で
あ
っ
た
の

だ
が
︑
さ
て
そ
の
心
境
的
な
矛
盾
も
︑
結
局
は
近
代
主
義
の
調
和

的
な
実
現
に
絶
望
し
た
と
こ
ろ
か
ら
誕
生
し
て
来
た
も
の
で
あ
っ
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て
み
れ
ば
︑
氏
の
芸
術
は
︑
或
る
意
味
で
は
近
代
主
義
敗
北
の
記

録
で
あ
っ
た
と
も
云
え
る
明
治
大
正
文
学
の
性
格
と
︑

︱
少
と

も
そ
れ
の
持
つ
一
面
と
︑
多
く
齟
齬
す
る
質
の
も
の
で
は
な
く
︑

却
っ
て
そ
れ
を
顕
著
に
示
す
位
の
も
の
で
あ
っ
た
と
云
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
︒

と
同
時
に
︑
上
記
で
も
幾
ら
か
其
点
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
よ

う
に
︑
氏
の
芸
術
に
は
︑
其
処
に
著
し
い
感
傷
の
深
さ
・
激
し
さ

が
あ
る
割
合
に
︑
十
分
な
思
索
的
整
理

︱
思
索
的
周
到
さ
と
強

靭
さ
と
の
伴
わ
ぬ
︑
一
種
の
跛
行
性
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
た
︒
そ

れ
は
或
は
氏
に
と
っ
て
だ
け
の
も
の
で
な
く
︑
思
想
家
で
も
哲
学
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者
で
も
な
い
文
学
者
一
般
に
と
っ
て
︑
宿
命
的
な
も
の
で
あ
る
の

か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
も

︱
少
く
と
も
我
が
国
文
学
一
般
な
ど
に

は
︑
殆
ど
常
に
絡
み
つ
い
て
い
た
特
質
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
当

面
の
明
治
大
正
文
学
も
亦
そ
の
御
多
分
に
漏
れ
ず
︑
そ
う
し
た
と

こ
ろ
か
ら
来
た
特
質
を
顕
著
に
有
っ
て
︑
問
題
を
割
切
っ
た
明
確

な
答
を
提
示
し
た
も
の
よ
り
︑
そ
れ
を
持
扱
っ
て
︑
結
局
無
解
決

の
︑
そ
れ
故
に
心
境
的
な
救
い
や
趣
味
性
へ
の
逃
避
を
意
図
し
た

も
の
の
方
が
︑
其
処
で
は
寧
ろ
一
般
的
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
位

の
も
の
な
の
で
あ
る
︒
反
国
文
学
伝
統
と
い
う
出
発
を
持
っ
た
明

治
大
正
文
学
が
︑
自
然
主
義
直
後
の
明
治
末
期
か
ら
大
正
時
代
に
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か
け
て
︑
国
文
学
伝
統
へ
の
復
帰
を
著
し
く
傾
向
し
は
じ
め
た
と

い
う
こ
と
は
︑
だ
か
ら
既
に
一
部
文
学
史
家
の
常
識
に
も
な
っ
て

い
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
点
か
ら
云
っ
て
も
︑
氏
の
芸
術
は
︑
明

治
大
正
文
学
の
例
外
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
︑
寧
ろ
相
当
テ
ィ
ピ
カ
ル

な
も
の
の
一
つ
と
さ
え
云
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

そ
れ
ら
の
点
は
︑
最
近
の
傑
作
﹁
濹
東
綺
譚
﹂︵
昭
和
十
二
年
︶

一
つ
を
と
っ
て
も
容
易
に
説
明
し
得
る
筈
だ
が
︑
此
処
に
は
︑
作

家
と
し
て
の
氏
の
閲
歴
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
を
そ

の
由
来
と
併
せ
て
調
査
し
て
み
よ
う
︒
そ
れ
が
氏
を
輪
廓
づ
け
る

と
と
も
に
︑
明
治
大
正
文
学
の
展
開
に
絡
る
一
つ
の
問
題
を
提
示
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し
得
る
こ
と
に
な
る
の
も
︑
恐
ら
く
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う

か
ら
︒

二

氏
が
文
学
に
志
し
て
柳
浪
門
に
入
っ
た
の
は
明
治
三
十
一
年
︒

処
女
作
は
翌
年
一
月
の
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

と
云
っ
て
も
︑
当
時
の
氏
は
︑
啻
に
文
学
を
志
し
た
ば
か
り
で

た
だ

な
く
︑
尺
八
・
清
元
・
踊
等
の
遊
芸
に
も
耽
れ
ば
︑
落
語
家
と
し

て
高
座
に
上
ろ
う
と
し
た
こ
と
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
︒
そ
う
い
う
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氏
が
稍

文
学
に
専
心
す
る
貌
を
示
す
に
到
っ
た
の
は
︑
狂
言
作

者
を
志
し
て
接
近
し
て
行
っ
た
福
地
桜
痴
の
︑
日
出
国
新
聞
入
り

に
従
っ
て
以
来
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
だ
け
当
時
の
氏
に
︑
遊

芸
的
享
楽
的
な
︑
所
謂
戯
作
者
気
質
に
類
す
る
も
の
が
濃
厚
で
あ

っ
た
こ
と
は
︑
争
え
な
い
事
実
だ
ろ
う
︒
少
く
と
も
其
処
に
明
確

に
さ
れ
た
近
代
文
学
へ
の
意
識
は
な
か
っ
た
︒
後
年
の
﹁
冷
笑
﹂

に
氏
自
身
も
当
時
を
回
想
し
て
書
い
て
い
る
︒

﹁
こ
の
時
代
に
は
芸
術
も
自
分
に
取
っ
て
は
楽
し
い
青
春
の

生
命
を
猶
更
楽
し
く
酔
わ
せ
る
酒
で
あ
っ
て
︑
今
日
の
よ
う

に
堪
え
が
た
い
苦
味
を
嘗
め
さ
せ
る
薬
で
は
な
い
︒
何
故
と



13

云
っ
て
努
力
は
単
に
模
倣
と
云
う
事
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
先

輩
の
拓
い
た
道
を
無
心
に
歩
い
て
行
く
事
だ
け
で
満
足
し
て

い
た
︒
厳
密
に
自
己
を
反
省
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
な
か
っ
た

か
ら
だ
︒﹂

外
語
支
那
語
科
に
い
た
学
生
が
こ
う
い
う
芸
術
や
所
謂
道
楽
に
滑

り
込
ん
で
行
っ
た
奥
に
は
︑
や
は
り
二
十
年
代
初
頭
以
来
の
書
生

が
多
く
文
学
に
傾
い
て
行
っ
た
事
情
な
ど
か
ら
系
統
を
ひ
い
た
苦

悩
が
︑
多
か
れ
少
か
れ
か
く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑
兎
に

角
こ
う
し
た
時
代
の
芸
術
観
は
︑
氏
の
当
時
の
作
品
を
そ
れ
相
応

に
染
上
げ
て
い
た
の
み
か
︑
何
う
か
す
る
と
そ
の
後
の
氏
の
作
品
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に
も
︑
離
れ
難
く
絡
み
つ
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
恐

ら
く
氏
の
作
品
を
性
格
づ
け
る
決
定
的
な
要
素
の
一
つ
で
さ
え
あ

ろ
う
︒

が
︑
そ
う
い
う
も
の
を
示
す
反
面
︑
当
時
の
氏
は
︑
年
齢
相
応

の
若
々
し
い
感
傷
性
を
以
て
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
兎
に
角
相

当
悲
痛
に
人
生
を
考
え
︑
悲
痛
な
人
生
を
憤
る
情
熱
を
も
は
っ
き

り
と
示
し
て
い
た
︒
其
処
に
三
十
年
代
初
頭
と
い
う
時
代
の
投
影

が
認
め
ら
れ
る
訳
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
日
清
戦
後
の
所
謂
国
民
的

自
覚
期
で
あ
っ
た
と
同
時
に
︑
透
谷
以
来
の
浪
漫
主
義
が
漸
く
拡

っ
て
︑
小
説
壇
に
も
観
念
小
説
乃
至
深
刻
小
説
が
誕
生
し
た
の
を
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き
っ
か
け
と
し
た
新
し
い
風
潮
が
昂
ま
り
︑
ひ
い
て
所
謂
狂
風
時

代
の
現
前
し
よ
う
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
︒
主
我
的
感
情
的
な
人

間
尊
重
の
思
想
と
︑
伝
統
的
国
粋
主
義
乃
至
そ
れ
と
結
び
つ
い
た

国
家
主
義
思
想
と
を
思
想
界
の
両
端
と
し
て
︑
錯
綜
す
る
思
潮
流

動
の
間
に
︑
人
々
が
屢

死
の
苦
悩
を
さ
え
味
っ
た
時
代
で
あ
っ

た
︒
そ
う
い
う
時
代
の
苦
悩
に
崩
折
れ
か
か
っ
た
眉
山
の
如
き
︑

危
く
頽
廃
へ
の
顚
落
を
姿
勢
し
︑
紅
葉
さ
え
軈
て
﹁
金
色
夜
叉
﹂

や
が

の
問
題
性
に
と
向
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
︒
氏
も
自
然
そ

う
し
た
時
代
の
気
運
に
風
馬
牛
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
︒
当
時
の
氏
の
作
品
に
は
や
は
り
相
当
問
題
性
の
含
ま
れ
て
い
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る
も
の
が
少
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

一
例
と
し
て
﹁
薄
衣
﹂︵
三
十
二
年
十
月
︶
と
い
う
作
品
を
と
っ

て
み
よ
う
︒
人
の
妾
で
あ
っ
た
此
作
の
主
人
公
は
︑
本
妻
の
寵
を

奪
っ
て
男
を
我
が
も
の
と
は
し
た
が
︑
そ
れ
故
の
本
妻
の
淋
し
い

死
に
ひ
ど
く
感
動
さ
せ
ら
れ
て
︑
女
の
位
置
の
果
敢
な
さ
に
怯
え

は
じ
め
る
︒
た
ま
た
ま
堅
気
の
奉
公
を
厭
う
て
妾
や
芸
妓
の
生
活

を
羨
む
妹
の
お
小
夜
が
︑
両
親
と
衝
突
し
て
行
き
場
の
な
く
な
っ

た
ま
ま
に
︑
こ
れ
を
引
取
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
彼
女
は
間
も
な

く
姉
の
男
と
通
じ
て
了
っ
た
︒
嘗
て
本
妻
を
陥
れ
た
と
同
じ
地
位

に
今
度
は
自
分
が
陥
れ
ら
れ
た
女
主
人
公
は
︑
男
や
妹
を
恨
む
代
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り
に
︑
せ
め
て
妹
に
は
自
分
等
二
人
と
同
じ
憂
き
目
を
見
せ
ぬ
こ

と
を
︑
つ
れ
な
い
男
に
頼
ん
で
死
ん
だ
︒
そ
の
後
妹
は
三
人
目
の

本
妻
と
な
っ
た
が
︑
さ
て
そ
れ
で
彼
女
の
運
命
な
円
な
も
の
で
あ

り
得
た
ろ
う
か

︱
こ
う
い
う
筋
書
が
示
す
ほ
ど
露
骨
に
問
題
提

示
的
で
あ
る
よ
り
︑
も
っ
と
色
濃
く
悲
哀
名
な
詠
嘆
に
塗
り
つ
ぶ

さ
れ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
︑
兎
に
角
其
処
に
︑
時
代
の
思
潮
蕩
揺

に
鋭
く
さ
れ
た
作
者
の
嗅
覚
が
︑
相
当
大
き
な
問
題
の
所
在
を
か

ぎ
当
て
て
い
る
こ
と
は
十
分
感
じ
ら
れ
よ
う
︒
此
の
時
代
の
風
潮

は
︑
何
う
か
す
る
と
の
ん
き
な
遊
戯
芸
術
に
も
傾
き
そ
う
だ
っ
た

此
の
作
者
を
も
︑
や
は
り
強
く
捲
込
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
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無
論
其
処
に
は
︑
氏
が
或
る
程
度
直
接
の
指
導
を
受
け
た
ら
し

い
柳
浪
か
ら
の
影
響
も
︑
認
め
ら
れ
る
に
相
違
な
い
︒
夙
く
三
十

一
年
に
入
門
し
て
い
な
が
ら
︑
な
お
様
々
な
彷
徨
を
続
け
た
後
︑

三
四
年
後
の
日
出
国
新
聞
時
代
漸
く
文
学
に
専
心
し
は
じ
め
た
と

い
う
の
で
あ
る
以
上
︑
氏
に
と
っ
て
柳
浪
が
十
分
支
配
的
な
師
で

な
か
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
に
し
て
も
氏
が
︑

或
る
程
度
柳
浪
の
指
導
下
に
あ
り
︑
随
っ
て
或
る
程
度
そ
の
影
響

を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
上
記
﹁
薄
衣
﹂
が
︑
同
年
同
月
の

﹁
夕
せ
み
﹂
な
ど
と
同
じ
く
︑
柳
浪
と
の
合
作
と
い
う
名
義
で
発

表
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
︑
同
年
五
月
の
製
作
と
い
う
﹁
三
重
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襷
﹂
の
如
き
︑
柳
浪
名
義
で
発
表
さ
れ
て
い
る
作
品
さ
え
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
︒
然
も
そ
の
柳
浪
は
︑
洒
落

と
遊
戯
の
硯
友
社
に
あ
っ
て
︑
対
社
会
の
関
心
を
最
も
濃
密
に
示

し
た
人
で
あ
っ
た
︒た
ま
た
ま
狂
風
時
代
の
激
動
に
ぶ
つ
か
っ
て
︑

苦
悩
を
乗
越
え
た
後
の
新
し
い
方
向
を
樹
立
す
る
こ
と
は
出
来
な

か
っ
た
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
が
出
来
な
い
た
め
に
限
り
な
い
憂
鬱
と

暗
さ
と
に
陥
っ
た
揚
句
︑
終
に
は
筆
を
投
じ
た
程
の
誠
実
さ
は
持

合
せ
て
い
た
︒
そ
の
一
途
な
誠
実
さ
が
︑
遊
戯
的
傾
向
に
さ
え
泥

も
う
と
し
た
氏
に
は
︑
或
る
場
合
重
苦
し
い
軛
で
あ
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
︒
そ
の
た
め
氏
は
柳
浪
門
下
と
し
て
そ
の
軌
道
を
決
定
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す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
日
出
国
新
聞
に

試
み
た

︱
文
学
に
本
腰
に
な
っ
た
氏
の
最
初
の
長
篇
小
説
が
︑

江
戸
後
期
軟
文
学
の
代
表
的
作
品
﹁
梅
暦
﹂
を
迫
っ
た
﹁
新
梅
暦
﹂

︵
四
︱
五
月
・
未
完
︶
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
︑
そ
う
い
う
こ
と
を

考
え
さ
せ
る
有
力
な
よ
す
が
で
あ
ろ
う
︒
が
︑
そ
う
云
っ
て
も
︑

ま
ず
彼
を
師
と
し
て
選
ん
だ
氏
の
他
の
一
面
が
︑
其
処
か
ら
の
影

響
を
も
す
べ
て
拒
否
し
た
ろ
う
と
は
︑
素
よ
り
考
え
さ
せ
な
い
の

で
あ
る
︒

思
う
に
︑
相
当
色
濃
い
戯
作
者
気
質
と
人
生
へ
の
情
熱
と
を
未

整
理
の
ま
ま
抱
い
て
い
た
当
時
の
荷
風
は
︑
時
勢
の
蕩
搖
に
直
面
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し
て
そ
の
情
熱
を
刺
戟
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
師
柳
浪
に
よ
っ
て
そ

の
歩
み
方
へ
の
若
干
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
だ
か

ら
当
時
の
氏
の
作
品
に
は
︑﹁
薄
衣
﹂
ば
か
り
で
な
く
総
括
的
に

云
っ
て
︑
柳
浪
を
先
達
と
し
た
深
刻
小
説
風
の
︑
社
会
の
暗
側
面

に
取
材
し
て
︑
そ
れ
に
悲
傷
の
色
を
濃
く
塗
り
つ
け
た
も
の
が
多

か
っ
た
︒遊
女
と
か
妾
と
か
盲
人
と
か
孤
児
と
か
な
ら
ず
者
と
か
︑

要
す
る
に
歪
め
ら
れ
た
人
生
の
暗
側
面
に
住
む
人
々
を
主
要
な
人

物
と
し
て
︑
そ
れ
ら
の
人
々
に
対
す
る
同
情
を
基
調
と
し
た
作
品

が
多
か
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
氏
は
師
統
を
追
う
て
深
刻
小
説

を
以
て
出
発
し
た
作
家
︑と
規
定
す
る
こ
と
も
出
来
た
の
で
あ
る
︒
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後
年
の
氏
に
所
謂
晒
巷
趣
味
は
夙
く
此
処
に
芽
生
え
て
い
た
も
の

と
云
え
よ
う
︒

然
も
︑
そ
の
深
刻
小
説
な
る
も
の
は
︑
前
に
も
書
い
た
思
潮
蕩

搖
の
激
し
さ
が

︱
と
云
う
よ
り
そ
の
無
解
決
さ
が
︑
人
々
の
意

識
を
暗
く
圧
し
つ
け
た
と
こ
ろ
に
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
は
相

違
な
い
が
︑
そ
れ
が
︑
上
記
の
通
り
人
生
の
暗
側
面
へ
の
関
心
と

な
り
︑
歪
め
ら
れ
た
生
活
へ
の
同
情
に
傾
い
て
い
た
点
で
は
︑
其

処
に
明
確
に
観
念
化
さ
れ
た
も
の
は
な
く
て
も
︑
兎
に
角
人
間
を

愛
し
︑
人
間
生
活
の
歪
み
を
憤
っ
て
︑
解
放
と
自
由
と
明
朗
な
人

間
生
活
を
希
求
す
る
気
持
を
深
く
蔵
し
て
い
た
も
の
︑
と
云
う
こ
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と
が
出
来
る
訳
だ
ろ
う
︒
当
然
そ
れ
は
︑
前
に
も
書
い
た
通
り
︑

透
谷
以
来
の
浪
漫
主
義
の
小
説
壇
へ
の
浸
潤
を
物
語
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
そ
う
し
た
作
風
に
い
た
荷
風
は
︑
対

立
す
る
思
潮
両
極
の
間
に
あ
っ
て
︑
朧
ろ
気
な
が
ら
人
間
尊
重
の

思
想
的
立
場
に
立
ち
︑
解
放
主
義
の
立
場
か
ら
観
た
人
間
の
歪
ん

だ
暗
さ
に
︑
悲
哀
と
憤
り
と
を
感
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ

を
立
場
と
し
な
が
ら
︑
主
我
主
義
や
人
間
尊
重
思
想
へ
の
明
確
な

観
念
的
把
握
に
は
乏
し
か
っ
た
我
国
浪
漫
主
義
者
の
一
人
が
︑
こ

う
し
て
当
時
の
氏
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
︒

然
も
︑﹁
濹
東
綺
譚
﹂
や
︑
よ
り
新
し
い
﹁
お
も
か
げ
﹂︵
昭
和
十
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三
年
二
月
︶
の
如
き
は
殊
に
は
っ
き
り
︑
そ
れ
と
相
似
た
作
者
の

思
想
的
立
場
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
以
上
︑
そ
れ
は
軈
て
氏
の

出
発
以
来
今
日
ま
で
変
ら
ぬ
立
場
で
あ
る
こ
と
に
な
る
訳
だ
ろ

う
︒
執
拗
に
守
り
通
さ
れ
た
立
場
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

け
れ
ど
も
︑
当
時
の
氏
は
︑
そ
う
し
た
自
分
の
立
場
へ
の
明
確

な
思
想
的
把
握
を
有
た
な
か
っ
た
た
め
に
︑
悲
傷
と
憤
激
と
の
底

に
く
ぐ
っ
て
問
題
の
核
心
を
つ
き
と
め
る
代
り
に
︑
却
っ
て
自
ら

感
傷
の
重
さ
に
崩
れ
て
︑
絶
望
か
ら
自
棄
的
頽
廃
の
享
楽
的
傾
向

に
傾
き
︑
世
相
を
白
眼
し
て
遊
里
愛
慾
の
情
趣
や
陰
翳
に
味
い
耽

ろ
う
と
す
る
よ
う
な
︑
そ
ん
な
貌
を
も
示
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
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の
立
場
へ
の
明
確
な
観
念
的
把
握
を
有
た
ぬ
こ
と
が
時
代
一
般
の

共
通
的
徴
候
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
う
し
た
立
場
か
ら
社
会
の

不
調
和
を
観
る
こ
と
が
容
易
に
頽
廃
や
官
能
的
享
楽
に
結
び
つ
く

こ
と
に
な
る
の
は
︑
は
じ
め
に
書
い
た
激
情
性
と
そ
れ
と
並
行
し

得
ぬ
思
索
性
の
弱
さ
と
の
︑
絡
み
合
っ
た
結
果
と
し
か
云
わ
れ
ま

い
︒
柳
浪
を
し
て
終
に
は
筆
を
投
じ
さ
せ
た
程
無
解
決
だ
っ
た
思

潮
蕩
搖
の
激
し
さ
が
︑
若
い
氏
の
情
熟
を
こ
じ
ら
せ
て
︑
そ
う
し

た
方
向
に
駆
り
立
て
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
素
よ
り
云
う
迄
も
な

い
け
れ
ど
も
︑
氏
に
も
少
し
強
靱
な
思
索
性
が
あ
っ
た
ら
︑
当
時

の
氏
の
作
品
は
︑
事
実
あ
っ
た
よ
う
な
感
傷
性
の
濃
密
さ
に
流
れ
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る
代
り
に
︑
そ
れ
の
触
れ
た
問
題
性
を
も
っ
と
深
く
堀
下
げ
た
も

の
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
︒
そ
れ
が
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
と

こ
ろ
に
氏
の
特
徴
が
あ
っ
た
訳
で
あ
り
︑
然
も
そ
れ
が
︑
氏
の
う

ち
に
濃
か
っ
た
戯
作
者
的
な
遊
戯
的
芸
術
観
や
︑
そ
れ
と
緊
密
に

結
び
つ
い
た
抒
情
味
尊
重
の
情
趣
主
義
的
傾
向

︱
或
は
唯
美
主

義
的
傾
向
に
煽
ら
れ
て
︑必
然
以
上
に
助
長
さ
れ
て
い
た
傾
き
も
︑

相
当
以
上
に
著
し
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

結
果
と
し
て
当
時
の
氏
の
芸
術
に
は
奇
妙
に
割
切
れ
ぬ
複
雑
な

味
い
が
絡
ん
で
い
た
︒
歪
め
ら
れ
た
暗
側
面
に
生
き
る
も
の
へ
の

人
間
的
な
同
情
が
︑
其
処
に
悲
哀
と
憤
り
と
を
強
く
漲
ら
せ
て
い
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た
と
と
も
に
︑
逆
に
そ
う
し
た
惨
め
な
人
間
の
生
活
が
醸
し
出
す

情
趣
や
味
い
が
︑
娯
し
む
べ
く
歓
ぶ
べ
き
も
の
と
し
て
描
き
出
さ

れ
て
い
る
の
で
は
︑こ
れ
は
何
う
に
も
割
切
れ
る
筈
が
あ
る
ま
い
︒

若
し
ま
た
一
歩
を
譲
っ
て
︑
そ
れ
が
所
謂
同
情
か
ら
愛
へ
の
極
め

て
あ
り
得
べ
き
心
理
過
程
と
す
れ
ば
︑
氏
の
作
品
に
︑
例
え
ば
上

記
﹁
薄
衣
﹂
の
お
小
夜
の
よ
う
に
︑
好
ん
で
そ
う
し
た
暗
側
面
に

身
を
投
じ
よ
う
と
す
る
人
物
が
多
く
︑
作
者
が
ま
た
喜
ん
で
そ
う

い
う
人
物
の
後
を
つ
い
て
歩
い
て
い
る
の
み
か
︑﹁
新
梅
暦
﹂
の

よ
う
な
作
品
さ
え
其
処
に
見
出
さ
れ
る
の
を
何
う
し
よ
う
︒
浪
漫

主
義
特
有
の
現
実
生
活
蔑
視
が
そ
れ
に
根
柢
し
て
い
る
の
で
あ
る
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こ
と
は
無
論
と
し
て
も
︑
こ
う
し
て
好
ん
で
入
っ
て
行
っ
て
憤
慨

を
求
め
︑
そ
の
無
解
決
に
絶
望
し
て
享
楽
に
走
り
︑
其
処
に
あ
る

情
趣
を
喜
ん
で
ま
た
こ
れ
が
好
き
に
な
っ
て
行
く
の
で
は
︑
結
局

永
遠
の
堂
々
廻
り
を
繰
返
し
て
行
く
だ
け
の
こ
と
だ
ろ
う
︒
氏
の

当
時
の
世
界
は
正
に
そ
の
堂
々
廻
り
の
も
ど
か
し
さ
と
複
雑
な
切

断
面
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
弱
い
思
索
と

連
立
っ
た
激
情
は
︑
結
局
そ
う
し
た
堂
々
廻
り
の
煩
労
に
疲
れ
ず

に
は
い
な
い
も
の
だ
ろ
う
︒
当
時
の
氏
が
そ
う
し
た
疲
れ
や
息
切

れ
を
見
せ
な
か
っ
た
の
は
︑
そ
う
い
う
堂
々
廻
り
の
煩
わ
し
さ
を

自
ら
意
識
し
な
い
若
さ
の
故
だ
っ
た
の
だ
が
︑﹁
ふ
ら
ん
す
物
語
﹂
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︵
四
十
二
年
三
月
︶
以
後
の
氏
は
︑
時
折
そ
う
し
た
疲
れ
を
見
せ

た
揚
句
︑
結
局
ほ
ん
と
に
あ
き
ら
め
た
の
で
は
な
い
奇
妙
な
あ
き

ら
め
に
と
陥
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
︑
氏
の
道

は
既
に
そ
の
処
女
作
時
代
に
於
て
一
応
見
当
の
つ
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
氏
は
ま
た
そ
の
つ
け
ら
れ
た
通
り
の
見
当

に
向
っ
て
進
ん
で
行
っ
た

︱
そ
の
点
で
は
︑
そ
の
処
女
作
時
代

以
来
の
激
情
性
と
思
索
性
の
弱
さ
と
を
︑
随
っ
て
そ
の
作
品
の
感

傷
性
を
︑
氏
は
終
に
自
ら
克
服
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
の
だ
と
思
う
︒
そ
れ
は
ま
だ
此
処
で
云
う
に
は
少
し
早
過

ぎ
る
︑
そ
れ
だ
け
飛
躍
的
な
結
論
で
は
あ
る
け
れ
ど
も

︱
︒
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三

以
上
が
大
体
そ
の
処
女
作
時
代
の
作
品
を
通
し
て
観
た
氏
の
傾

向
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
流
石
に
氏
も
何
時
ま
で
も
そ
う
し
た
時

代
の
若
々
し
い
感
傷
に
の
み
住
っ
て
は
い
な
か
っ
た
︒
第
一
時
代

其
物
が
凄
じ
い
勢
で
変
っ
て
い
た
︒
二
十
年
代
末
葉
以
来
の
思
潮

蕩
搖
を
経
て
︑
明
治
三
十
五
年
と
い
う
年
に
は
︑
文
壇
の
動
搖
に

も
漸
く
或
る
帰
一
へ
の
望
見
が
可
能
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
︒

田
山
花
袋
の
﹁
重
右
衛
門
の
最
後
﹂︑
島
崎
藤
村
の
﹁
旧
主
人
﹂︑
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小
栗
風
葉
の
﹁
凉
炎
﹂︑
国
木
田
独
歩
の
﹁
酒
中
日
記
﹂
な
ど
︑

明
治
文
学
史
上
で
は
注
目
さ
る
べ
き
作
品
の
多
く
が
此
年
に
出
︑

多
く
の
文
学
史
に
云
わ
れ
て
い
る
通
り
︑
浪
漫
主
義
の
退
潮
に
代

っ
て
所
謂
前
期
自
然
主
義
の
時
代
が
劃
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ

の
時
代
の
氏
が
︑
上
記
の
通
り
不
明
確
だ
っ
た
そ
の
思
想
的
立
場

を
漸
く
一
通
り
明
確
に
し
得
た
と
と
も
に
︑
そ
の
遊
戯
的
芸
術
観

を
一
応
払
拭
し
て
近
代
的
自
覚
に
到
達
し
た
こ
と
は
︑﹁
地
獄
の

花
﹂︵
三
十
五
年
六
月
︶
や
そ
の
跋
文
の
所
在
に
よ
っ
て
︑
既
に
誰

で
も
知
っ
て
い
よ
う
︒
と
同
時
に
氏
が
そ
う
し
た
思
想
的
開
眼
を

ゾ
ラ
に
導
か
れ
て
成
就
し
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
︒
飽
く
迄
も
自
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然
主
義
的
な
人
間
観
と
︑
随
っ
て
本
来
的
な
も
の
の
強
調
と
︑
素

朴
・
誠
実
・
其
他
等
々
の
自
然
性
の
尊
重
と
︑
其
処
か
ら
出
発
し

て
の
問
題
剔
出
な
ど
が
︑
当
然
氏
の
激
し
く
追
求
す
る
題
目
と
な

っ
た
︒
当
時
の
氏
が
最
も
激
し
く
僧
悪
し
た
も
の
は
︑
正
義
の
名

に
於
て
人
間
生
活
を
残
害
す
る
も
の
の
虚
偽
で
あ
っ
た
が
︑
其
処

に
も
純
粋
さ
や
誠
実
さ
や
当
時
の
通
語
で
云
え
ば
真
実
さ
の
尊
重

が

︱
云
換
え
れ
ば
極
め
て
素
朴
な
感
情
的
人
間
尊
重
の
思
想

が
︑
土
台
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
︒
そ
う
い
う
思
想

を
土
台
と
し
て
趣
味
的
な
情
趣
探
求
か
ら
離
れ
る
貌
を
示
し
た
氏

は
︑
明
か
に
処
女
作
時
代
と
は
異
っ
た
︑
近
代
主
義
を
意
識
し
て
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生
き
︑
ま
た
そ
の
た
め
に
闘
う
人
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
随
分
大
き

な
飛
躍
で
あ
っ
た
︒
堂
々
廻
り
の
輪
は
此
処
で
そ
の
一
隅
を
突
破

さ
れ
た
筈
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

が
︑
一
世
を
風
靡
し
た
自
然
主
義
を
さ
え
容
易
に
変
質
さ
せ
た

も
の
の
力
が
︑
そ
れ
よ
り
四
五
年
も
先
立
っ
た
氏
の
闘
い
を
調
和

的
な
勝
利
に
導
く
筈
が
な
か
っ
た
︒﹁
地
獄
の
花
﹂
に
颯
爽
た
る

宣
言
を
発
し
な
が
ら
︑
実
際
は
氏
は
当
時
よ
ろ
め
い
て
ば
か
り
い

た
の
で
あ
る
︒
義
理
と
恋
愛
の
相
剋
か
ら
奇
妙
な
論
理
を
組
上
げ

て
み
せ
た
﹁
夜
の
心
﹂︵
三
十
六
年
七
月
︶
の
如
き
︑
殊
に
著
し
い

よ
ろ
め
き
を
示
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
第
一
︑﹁
地
獄
の
花
﹂
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に
示
さ
れ
て
い
た
氏
の
近
代
主
義
へ
の
把
握
に
し
て
も
︑
十
分
透

明
な
も
の
と
は
云
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
自
然
主
義
を
さ
え
半

産
さ
せ
た
も
の
の
制
約
が
︑
逸
は
や
く
新
し
い
理
想
を
擔
ぎ
上
げ

た
氏
を
︑
こ
う
し
て
よ
ろ
め
か
せ
た
り
不
透
明
に
さ
せ
た
り
し
た

の
も
︑
是
非
な
必
然
で
あ
っ
た
に
は
相
違
な
い
け
れ
ど
も
︒

然
も
︑
そ
う
い
う
制
約
に
喘
い
で
い
た
氏
は
︑
そ
の
さ
中
の
三

十
六
年
九
月
に
渡
米
し
て
︑
其
処
に
解
放
さ
れ
た
自
由
の
国
の
生

活
を
見
た
︒
当
然
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
驚
異
で
あ
り
︑
嘗
て
は
な

お
若
干
の
不
透
明
さ
を
残
し
て
い
た
氏
の
近
代
主
義
へ
の
把
握

を
︑
愈

明
確
な
も
の
に
し
上
げ
ず
に
は
置
か
な
か
っ
た
の
で
あ
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る
︒
そ
れ
が
前
に
も
軽
く
触
れ
た
近
代
文
化
讃
美
や
人
間
的
な
力

へ
の
尊
重
と
も
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
と
同
時
に
解
放
さ
れ
た

本
能
生
活
の
限
界
性
を
も
︑
氏
は
此
処
で
鋭
く
感
知
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
事
実
的
な
限
界
性
と
か
暗
側
面
と

か
い
う
も
の
で
あ
る
よ
り
︑
氏
自
身
の
脊
負
っ
て
い
た
制
約
が
特

に
強
く
そ
う
感
じ
さ
せ
た
も
の
だ
︑
と
云
っ
た
方
が
い
い
か
も
知

れ
な
い
︒
少
く
と
も
︑
そ
れ
を
白
日
の
事
実
と
し
て
そ
の
先
に
新

し
い
人
間
道
の
樹
立
を
意
図
さ
る
べ
き
も
の
が
︑
却
っ
て
夜
の
罪

悪
視
さ
れ
て
︑戦
慄
と
恐
怖
と
を
誘
発
し
た
の
だ
と
は
い
え
よ
う
︒

我
国
の
自
然
主
義
の
歴
史
に
そ
う
い
う
側
面
が
著
し
く
︑
そ
れ
故
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に
今
日
に
も
な
お
そ
れ
を
何
が
な
し
汚
い
も
の
で
あ
る
か
の
如
く

に
嫌
悪
す
る
常
識
が
残
っ
て
い
る
の
と
︑
そ
れ
は
完
全
に
同
じ
こ

と
な
の
だ
︒
氏
の
近
代
思
想
へ
の
情
熱
は
︑
こ
う
し
て
そ
の
確
立

と
同
時
に
幾
分
色
褪
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

の
み
な
ら
ず
︑
氏
は
そ
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
移
ろ
う

と
す
る
間
際
に
︑一
米
国
婦
人
と
の
間
に
熱
愛
を
生
じ
た
ら
し
い
︒

そ
う
し
て
結
局
こ
れ
を
棄
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
︒﹁
あ

め
り
か
物
語
﹂
の
最
後
の
一
章
﹁
六
月
の
夜
の
夢
﹂
が
︑
そ
れ
を

か
な
り
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
る
︒
そ
の
結
巣
︑
純
粋
な
感
情

生
活
や
情
熱
の
追
求
な
ど
︑
短
夜
の
夢
の
如
く
に
儚
い
も
の
だ
と
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の
感
想
が
氏
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
︑
そ
の
短
章
の
表
題
だ
け

で
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
生
活
の
限
界
性
に
触
れ
た
︵
と

思
っ
た
︶
心
と
︑
こ
う
し
た
儚
さ
を
感
じ
た
心
と
は
︑
無
論
氏
の

気
持
を
規
定
し
た
︒
そ
の
規
定
さ
れ
方
に
も
︑
把
握
し
た
思
想
の

拡
充
と
徹
底
化
を
意
図
す
る
と
い
う
よ
り
︑
や
は
り
感
傷
的
な
も

の
に
曳
摺
ら
れ
て
い
る
貌
が
著
し
い
の
だ
と
思
う
が
︑
兎
に
角
こ

う
し
て
︑
そ
の
恋
愛
を
さ
え
然
く
非
執
着
的
に
処
理
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
旅
人
と
し
て
の
心
が
︑
ア
メ
リ
カ
を
去
る
氏
の
心
と
な
っ
た
の

だ
︒
だ
か
ら
︑
フ
ラ
ン
ス
に
移
っ
た
後
の
氏
は
︑
も
う
決
し
て
情

熱
的
な
︑
近
代
思
想
の
追
求
者
で
は
な
か
っ
た
︒
も
と
の
題
を
﹁
放
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蕩
﹂
と
云
い
︑
全
集
に
は
﹁
雲
﹂
と
改
題
さ
れ
て
い
る
﹁
ふ
ら
ん

す
物
語
﹂
中
の
一
篇
な
ど
を
見
る
と
︑
そ
の
﹁
放
蕩
﹂
と
い
い
﹁
雲
﹂

と
い
う
二
つ
の
表
題
が
よ
く
示
し
て
い
る
通
り
の
︑
淋
し
く
疲
れ

て
無
責
任
な
生
き
方
に
身
を
委
ね
た
作
者
の
相
が

︱
或
は
心

が
︑
は
っ
き
り
と
摑
み
取
ら
れ
る
︒
氏
は
そ
う
し
た
心
か
ら
︑
フ

ラ
ン
ス
と
い
う
国
の
有
つ
味
い

︱
人
々
の
生
活
や
自
然
の
も
つ

趣
に
︑
静
に
味
い
入
る
人
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
ア
メ

リ
カ
の
そ
れ
の
一
途
に
明
朗
な
の
よ
り
︑
伝
統
的
な
も
の
の
古
び

を
有
つ
だ
け
︑濃
や
か
な
陰
翳
と
複
雑
な
趣
相
と
を
有
っ
て
い
た
︒

単
純
な
も
の
の
明
快
さ
を
浅
薄
と
観
じ
て
︑
何
か
し
ら
か
げ
の
あ
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る
も
の
の
趣
致
を
喜
ぶ
傾
向
に
慣
ら
さ
れ
た
日
本
人
永
井
荷
風
に

は
︑そ
れ
は
殊
に
ぴ
っ
た
り
し
た
情
趣
的
追
求
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒

の
み
な
ら
ず
︑
な
お
残
さ
れ
た
思
想
的
制
約
を
有
ち
な
が
ら
︑
同

時
に
そ
の
限
界
性
に
突
当
っ
て
諦
め
気
味
の
氏
に
は
︑
そ
う
し
た

情
趣
に
包
ま
れ
て
然
も
近
代
的
自
由
の
或
る
程
度
確
立
さ
れ
て
い

る
フ
ラ
ン
ス
の
生
活
は
︑
不
快
な
刺
戟
と
な
る
殆
ど
何
物
を
も
感

じ
さ
せ
な
か
っ
た
ら
し
い
︒
氏
は
こ
う
し
て
何
物
に
も
紊
さ
れ
ぬ

美
的
陶
酔
の
境
地
に
悠
々
と
ひ
た
り
得
て
︑
そ
う
い
う
心
の
所
産

と
し
て
の
傑
作
﹁
ふ
ら
ん
す
物
語
﹂
を
成
就
し
得
た
の
で
あ
っ
た
︒

所
謂
観
照
主
義
の
確
立
で
あ
り
︑
処
女
作
時
代
に
於
け
る
情
趣
追
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求

︱
唯
美
的
態
度
が
︑其
処
に
再
び
取
戻
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
前
期
自
然
主
義
時
代
か
ら
こ
う
し
た
﹁
ふ
ら
ん
す

物
語
﹂
の
観
照
的
態
度
の
確
立
ま
で
を
通
観
す
る
時
︑
そ
れ
は
︑

我
国
に
於
け
る
自
然
主
義
の
誕
生
か
ら
分
化
期
自
然
主
義
へ
の
移

行
と

︱
或
は
自
然
主
義
か
ら
新
浪
漫
主
義
へ
の
移
行
と
︑
規
模

に
於
て
も
筋
道
に
於
て
も
︑
完
全
に
相
似
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

︱
寧
ろ
そ
う
し
た
移
行
其
物
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
︒
異

る
の
は
そ
れ
が
年
代
的
に
僅
ば
か
り
先
行
し
て
い
る
点
だ
け
で
︑

人
間
重
視
の
近
代
思
想
確
立
か
ら
そ
の
余
り
に
も
容
易
な
挫
折
︑

次
い
で
観
照
主
義
的
情
趣
追
求
へ
の
移
行
と
︑
す
べ
て
符
節
を
合
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せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
僅
か
ば
か
り
で
も
の
年
代
的

な
先
行
が
︑
洋
行
と
い
う
事
実
に
関
係
し
て
い
る
点
で
も
︑
そ
の

よ
き
先
蹤
を
森
鷗
外
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
︒
等
︑
あ
ら
ゆ

る
点
か
ら
云
っ
て
︑
氏
が
明
治
大
正
期
作
家
の
類
型
か
ら
食
み
出

す
ど
こ
ろ
か
︑そ
の
典
型
的
な
も
の
の
一
人
で
さ
え
あ
る
こ
と
が
︑

此
処
ら
辺
り
で
は
殊
に
は
っ
き
り
と
知
ら
れ
よ
う
︒
明
治
大
正
と

い
う
時
代
は
︑
或
る
意
味
で
そ
う
し
た
作
家
の
類
型
を
必
至
と
し

た
時
代
な
の
で
あ
り
︑
冒
頭
に
明
治
大
正
文
学
は
或
る
意
味
で
近

代
主
義
敗
北
の
記
録
で
あ
っ
た
と
も
云
え
る
と
書
い
て
来
た
の

も
︑
そ
う
し
た
類
型
を
そ
の
最
も
中
枢
的
な
部
分
に
有
つ
の
で
あ
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る
以
上
︑
決
し
て
失
当
と
は
云
え
ま
い
と
思
う
︒

が
︑
そ
れ
よ
り
︑
荷
風
個
人
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
問
題
は
︑

此
期
に
於
け
る
氏
の
作
品
の
展
開
が
︑
習
作
期
に
於
け
る
堂
々
廻

り
を
一
応
突
破
し
か
け
て
結
局
こ
れ
を
成
就
し
得
ず
︑
た
だ
こ
れ

を
縦
に
時
間
的
な
延
長
の
上
に
置
換
え
た
と
い
う
に
近
い
形
に
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
習
作
期
に
於
け
る
情
趣
享
楽
の
唯
美

的
傾
向
か
ら
転
身
し
て
︑
よ
ろ
め
き
な
が
ら
も
そ
の
思
想
的
立
場

を
明
確
に
し
︑
そ
れ
故
に
激
し
く
問
題
文
学
的
傾
向
に
突
進
し
な

が
ら
︑
不
可
避
の
制
約
故
と
は
云
い
な
が
ら
余
り
に
も
容
易
に
そ

の
思
想
的
立
場
の
限
界
性
を
感
じ
て
︑
其
処
か
ら
再
び
情
趣
追
求
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の
唯
美
的
態
度
に
還
っ
た
形
は
︑
習
作
期
に
於
け
る
堂
々
廻
り
の

円
周
を
一
廻
り
大
き
く
す
る
と
と
も
に
︑
其
処
に
あ
る
焦
点
の
幾

つ
か
に
自
己
意
識
的
な
明
確
さ
を
付
与
し
た
だ
け
の
も
の
に
な
る

で
は
な
い
か
︒
習
作
期
の
堂
々
廻
り
を
︑
弱
い
思
索
力
と
連
立
っ

た
激
情
性
の
一
種
の
蹣
舞
と
観
て
差
支
え
な
い
と
す
れ
ば
︑
此
の

前
期
自
然
主
義
以
来
﹁
ふ
ら
ん
す
物
語
﹂
に
至
る
時
期
の
翻
転
も
︑

相
似
た
感
傷
性
の
跳
躍
で
は
な
い
の
か
︒
近
代
主
義
を
一
応
観
念

的
に
把
握
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
来
て
も

︱
そ
う
い
う
思
想
性
を

身
に
つ
け
る
と
こ
ろ
ま
で
は
来
て
も
︑
氏
は
や
は
り
激
動
と
感
傷

性
と
に
よ
り
多
く
生
き
る
人
で
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
れ
が
ま
た
同
時



44

に
自
然
派
其
他
同
時
代
作
家
多
く
の
道
で
あ
っ
た
だ
け
に
︑
前
に

も
云
っ
た
そ
れ
が
文
学
者
の
宿
命
で
あ
る
の
か
と
思
う
が

︱
少

く
と
も
そ
れ
が
明
治
大
正
期
の
作
家
に
と
っ
て
宿
命
的
な
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
と
は
思
う
が
︑
と
す
れ
ば
︑
そ
う
し
た
傾
向
に
於
て

特
に
顕
著
だ
っ
た
荷
風
の
如
き
︑
明
治
大
正
期
作
家
と
し
て
最
も

典
型
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
︑
云
う
こ
と
さ
え
出
来
よ
う
か
と
思

う
︒
と
云
っ
て
も
︑
そ
れ
は
飽
く
迄
も
そ
う
い
う
意
味
で
の
典
型

で
あ
っ
て
︑
其
処
に
作
家
的
感
傷
の
激
し
さ
程
に
は
冷
徹
な
思
索

力
の
伴
わ
ぬ
と
い
う
︑
前
に
も
触
れ
て
来
た
荷
風
の
特
質
が
そ
う

い
う
典
型
性
の
背
後
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
不
可
い
︒
同
じ
時
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代
の
苦
悶
に
直
面
し
た
鷗
外
が
︑
相
似
た
唯
美
主
義
的
傾
向
を
も

有
ち
な
が
ら
︑
容
易
に
時
代
の
感
傷
に
捲
込
ま
れ
ず
︑
何
と
か
し

て
悟
性
的
な
道
を
見
出
そ
う
と
腐
心
し
て
い
た
知
的
強
靱
さ
の
如

き
︑
少
く
と
も
此
の
作
者
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
︒
中
頃
以

後
柳
浪
よ
り
む
し
ろ
鷗
外
に
師
事
す
る
気
持
を
多
く
示
し
て
い
た

荷
風
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
そ
う
い
う
点
で
は
二
人
は
か
な
り
か

け
離
れ
た
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ア
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
︒
両
者
の
結

論
に
於
け
る
結
局
の
相
似
を
無
視
す
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
︒

殊
に
︑
此
の
時
代
の
究
明
が
︑
よ
し
若
干
の
不
透
明
さ
は
残
し

て
い
た
に
し
て
も
︑
新
し
い
近
代
思
想
の
把
握
の
上
に
立
っ
て
の
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人
生
探
求
で
あ
り
︑
そ
の
結
果
と
し
て
の
不
可
能
性
へ
の
触
知
で

あ
っ
た
だ
け
に
︑﹁
ふ
ら
ん
す
物
語
﹂
の
到
達
し
た
観
照
主
義
的

態
度
や
其
他
当
類
の
傾
向
は
︑
浪
漫
主
義
以
来
の
思
想
的
乃
至
心

境
的
結
論
と
し
て
︑
比
較
的
多
く
の
人
々
を
其
処
に
安
住
さ
せ
た

の
に
︑荷
風
は
ま
た
意
外
な
程
容
易
に
そ
の
境
地
を
飛
び
出
し
て
︑

今
度
は
問
題
提
示
ど
こ
ろ
か
も
っ
と
も
っ
と
激
し
い
闘
争
の
中
に

飛
び
込
ん
だ
揚
句
︑
又
し
て
も
相
似
た
円
周
を
描
き
上
げ
た
の
だ

か
ら
︑
そ
う
し
た
氏
の
激
情
性
と
激
動
性
と
は
愈

強
く
感
じ
ら

れ
る
わ
け
だ
と
思
う
︒
そ
れ
は
氏
の
﹁
ふ
ら
ん
す
物
語
﹂
が
︑
必

し
も
必
然
的
な
心
境
推
移
の
上
に
生
れ
た
作
品
で
な
か
っ
た
の
だ
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と
も
︑
又
逆
に
︑
そ
れ
を
必
至
と
し
た
程
の
心
境
推
移
の
必
然
が
︑

容
易
に
偶
然
化
さ
れ
る
程
の
激
情
性
で
あ
っ
た
の
だ
と
も
︑
云
い

得
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
︒
そ
れ
が
全
部
で
は
な
か
っ
た
も
の

の
︑
そ
う
い
う
感
傷
性
と
激
情
性
と
が
生
み
出
し
た
明
治
文
学
展

開
の
一
つ
の
型
が
あ
り
︑
そ
の
型
に
生
き
る
荷
風
で
あ
っ
た
と
思

う
の
で
あ
る
︒

︱
が
︑
兎
に
角
次
に
は
そ
の
第
三
の
周
期
に
つ

い
て
擦
過
的
な
瞥
見
を
試
み
よ
う
︒
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四

フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
っ
た
荷
風
が
︑
旅
人
の
よ
う
な
心
を
持
っ
た

観
照
主
義
者
で
あ
り
︑
美
の
窓
を
通
し
て
一
切
を
観
よ
う
と
す
る

唯
美
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
既
に
一
応
調
べ
て
来
た
︒
が
︑

此
の
唯
美
的
観
照
主
義
者
は
︑
自
由
の
国
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
︑
そ

の
制
約
さ
れ
た
思
想
的
立
場
を
脅
さ
れ
ぬ
が
故
に
︑
安
ん
じ
て
そ

う
し
た
態
度
に
耽
り
得
た
の
だ
と
い
う
条
件
を
︑
此
処
に
は
強
く

思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
い
う
唯
美
的
観
照
主
義
者
と
し

て
帰
朝
し
た
氏
は
︑
其
処
に
自
然
主
義
を
将
に
半
産
さ
せ
よ
う
と
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し
つ
つ
あ
る
社
会
情
勢
を
見
出
し
た
の
だ
か
ら
︒
そ
う
し
て
其
処

に
自
分
の
思
想
的
立
場
の
脅
さ
れ
る
不
快
を
限
り
な
く
強
く
感
じ

た
の
だ
か
ら
︒
結
果
と
し
て
其
処
に
氏
の
痛
烈
な
文
明
批
評
が
生

れ
た
の
だ
か
ら
︒
前
に
も
挙
げ
た
﹁
新
帰
朝
者
の
日
記
﹂
や
﹁
冷

笑
﹂
な
ど
が
︑
そ
う
い
う
も
の
を
観
る
べ
き
代
表
的
な
作
品
だ
ろ

う
︒﹁
あ
め
り
か
物
語
﹂
や
﹁
ふ
ら
ん
す
物
語
﹂
に
認
め
ら
れ
た
︑

近
代
主
義
の
限
界
性
や
そ
れ
を
認
め
る
が
故
の
あ
き
ら
め
な
ど
︑

其
処
で
は
も
う
何
処
か
に
消
し
飛
ん
で
了
っ
て
い
る
︒
今
日
の
読

者
に
は
恐
ら
く
よ
く
此
処
ま
で
書
け
た
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
程

の
激
し
い
憎
悪
と
露
骨
な
敵
意
と
が
︑
其
処
に
は
焰
の
よ
う
に
燃
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え
熾
っ
て
い
る
︒
脅
さ
れ
つ
つ
あ
る
近
代
思
想
の
た
め
に
︑
こ
れ

ら
程
激
し
い
闘
争
の
姿
勢
を
示
し
た
作
品
は
︑
恐
ら
く
他
の
作
家

に
は
無
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
︒
そ
れ
だ
け
特
徴
的
で
あ
り
文
学
史

上
で
も
注
意
さ
る
べ
き
作
品
に
な
る
訳
だ
と
思
う
︒

然
も
一
面
に
於
て
そ
う
し
た
近
代
主
義
の
た
め
の
闘
争
的
な
文

明
批
評
を
特
徴
と
す
る
こ
れ
ら
の
作
品
は
︑
他
の
一
面
に
於
て
調

和
的
な
美
の
窓
を
通
し
て
す
る
文
明
批
評
と
し
て
の
性
質
を
も
著

し
く
有
っ
て
い
た
︒
作
者
が
唯
美
的
探
求
主
義
を
芸
術
家
の
態
度

と
し
て
持
ち
帰
っ
た
の
で
あ
る
以
上
︑
そ
れ
は
素
よ
り
当
然
の
現

象
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
当
然
の
現
象
が
︑
前
に
も
触
れ
た
通
り
︑



51

近
代
を
建
設
す
る
た
め
の
伝
統
美
の
破
壊
に
対
し
て
限
り
な
い
憤

怒
を
爆
発
さ
せ
る
と
い
う
︑
前
者
の
思
想
的
立
場
よ
り
す
る
文
明

批
評
の
場
合
と
は
当
に
正
面
か
ら
矛
盾
し
合
う
も
の
を
︑
根
限
り

強
調
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
結
果
を
産
み
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
矛
盾
に
自
ら
疲
れ
︑
何
れ
の
面
か

ら
し
て
も
満
足
と
快
適
さ
と
の
得
ら
れ
ぬ
焦
立
ち
に
崩
折
れ
て
︑

例
え
ば
﹁
歓
楽
﹂︵
四
十
二
年
十
月
︶
な
ど
を
そ
の
代
表
作
と
す
る

悲
哀
の
美
に
沈
湎
し
た
り
︑﹁
新
橋
夜
話
﹂︵
大
正
元
年
九
月
︶
に

収
め
ら
れ
た
小
篇
﹁
牡
丹
の
客
﹂
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
生
の
倦
怠

に
憑
か
れ
た
り
し
た
揚
句
︑
氏
は
︑
例
の
狭
斜
趣
味
か
ら
陋
巷
︵
或
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は
人
生
の
裏
町
︶
趣
味
へ
の
こ
じ
れ
を
顕
著
に
し
た
り
︑
封
建
的

抑
圧
の
下
に
花
咲
い
た
江
戸
芸
術
に
︑
意
外
な
程
の
慰
め
と
共
感

と
を
見
出
す
こ
と
に
な
っ
て
行
っ
た
り
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

尤
も
其
処
に
は
︑
そ
う
し
た
個
人
心
境
的
な
矛
盾
の
他
に
︑
自

然
主
義
を
急
激
に
変
質
せ
し
め
た
時
勢
の
圧
力

︱
四
十
三
四
年

頃
か
ら
そ
れ
は
殊
に
強
化
さ
れ
た

︱
も
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
間

に
起
っ
た
結
婚
生
活
の
失
敗
と
い
う
事
情
も
︑
氏
が
激
情
的
で
あ

る
だ
け
︑
強
く
そ
う
し
た
心
境
的
な
こ
じ
れ
に
影
を
投
じ
て
い
た

で
あ
ろ
う
︒﹁
六
月
の
夜
の
夢
﹂
に
於
け
る
恋
愛
破
綻
の
場
合
の

よ
う
に
︒
と
同
時
に
氏
の
疾
呼
し
た
文
明
︑
批
評
に
対
し
て
︑
よ
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き
共
感
と
協
力
と
を
示
す
作
家
が
少
く
︑
却
っ
て
氏
の
矛
盾
を
内

包
す
る
が
故
に
旧
い
の
か
新
し
い
の
か
見
当
の
つ
か
な
く
な
る
立

場
を
︑
た
だ
ひ
ね
く
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
取
扱
お
う
と
し
た
当

時
の
文
壇
の
低
調
さ
が
︑
事
実
氏
を
し
て
幾
ら
か
拗
ね
さ
せ
た
貌

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒大
正
八
年
七
月
稿
と
い
う﹁
花

火
﹂
と
い
う
自
伝
的
随
筆
に
︑
此
の
江
戸
文
学
へ
の
沈
湎
の
過
程

を
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

﹁
明
治
四
十
四
年
慶
応
義
塾
に
通
勤
す
る
頃
︑
わ
た
し
は
そ

の
道
す
が
ら
折
々
四
谷
の
通
で
囚
人
馬
車
が
五
六
台
も
引
続

い
て
日
比
谷
の
裁
判
所
の
方
へ
走
っ
て
行
く
の
を
見
た
︒
わ
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た
し
は
こ
れ
ま
で
見
聞
し
た
世
上
の
事
件
の
中
で
︑
こ
の
折

程
云
う
に
云
わ
れ
な
い
厭
な
心
持
の
し
た
事
は
な
か
っ
た
︒

わ
た
し
は
文
学
者
た
る
以
上
こ
の
思
想
問
題
に
つ
い
て
黙
し

て
い
て
は
な
ら
な
い
︒
小
説
家
ゾ
ラ
は
ド
レ
フ
ュ
ー
事
件
に

つ
い
て
正
義
を
叫
ん
だ
為
め
国
外
に
亡
命
し
た
で
は
な
い

か
︒
然
し
わ
た
し
は
世
の
文
学
者
と
共
に
何
も
言
わ
な
か
っ

た
︒
わ
た
し
は
何
と
な
く
良
心
の
苦
痛
に
堪
え
ら
れ
ぬ
よ
う

な
気
が
し
た
︒
わ
た
し
は
自
ら
文
学
者
た
る
事
に
つ
い
て
甚

し
き
羞
恥
を
感
じ
た
︒
以
来
︑
わ
た
し
は
自
分
の
芸
術
の
品

位
を
江
戸
作
者
の
な
し
た
程
度
ま
で
引
下
げ
る
に
如
く
は
な
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い
と
思
案
し
た
︒﹂

取
上
げ
た
い
問
題
を
終
に
取
上
げ
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
時
勢
の
圧

力
で
あ
り
︑
そ
れ
に
負
け
た
自
分
へ
の
羞
恥
は
氏
の
鋭
い
自
意
識

で
あ
り
︑
其
処
に
氏
が
後
の
有
島
武
郎
に
先
駆
し
た
と
も
云
え
る

よ
う
な
苦
悩
の
た
め
に
進
ん
で
戯
作
者
に
転
向
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
知
ら
れ
る
の
だ
が
︑
同
時
に
﹁
世
の
文
学

者
と
共
に
何
も
言
わ
な
か
っ
た
﹂
の
一
句
其
他
に
︑
周
囲
へ
の
鋭

い
皮
肉
と
冷
罵
が
罩
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

あ
る
︒

が
︑
そ
れ
は
何
れ
に
も
せ
よ
︑
こ
う
し
て
矛
盾
す
る
思
想
的
立
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場
を
自
ら
整
理
せ
ず
︑
結
果
と
し
て
悲
痛
や
倦
怠
の
趣
相
に
眺
め

入
り
︑
更
に
自
ら
戯
作
者
を
意
図
し
て
裏
町
あ
さ
り
や
江
戸
芸
術

に
と
沈
湎
し
て
行
っ
た
過
程
は
︑
其
処
に
相
当
の
思
索
と
鋭
い
自

意
識
が
絡
ん
で
は
い
て
も
︑
や
は
り
そ
の
処
女
作
時
代
の
態
度
と

相
似
た
趣
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
激
し
さ
が
愈

激
し

く
︑
そ
れ
故
に
相
当
深
め
ら
れ
た
思
想
的
把
握
が
な
お
そ
の
激
し

さ
を
支
え
る
に
た
え
な
か
っ
た

︱
そ
う
で
も
云
っ
た
ら
い
い
の

か
も
知
れ
な
い
︒
兎
に
角
激
情
と
そ
れ
に
並
行
せ
ぬ
思
索
性
の
弱

さ
が
︑
此
期
の
氏
に
も
亦
こ
じ
れ
た
道
を
歩
か
せ
て
い
た
の
で
あ

る
︒
思
想
的
な
把
握
が
深
ま
っ
て
来
て
︑
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
矛
盾
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が
整
理
さ
れ
ず
︑
随
っ
て
苦
悩
と
昏
迷
と
絶
望
と
も
著
し
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
︑
此
の
こ
じ
れ
も
随
分
執
拗
で
︑﹁
腕
く
ら
べ
﹂︵
大

正
六
年
十
二
月
︶
や
﹁
開
花
一
夜
艸
﹂︵
大
正
九
年
七
月
︶
が
出
る

頃
に
な
っ
て
も
︑
そ
れ
は
ま
だ
す
っ
か
り
と
は
取
れ
な
か
っ
た
︒

そ
の
間
に
時
代
が
︑
白
樺
派
を
経
て
新
現
実
主
義
時
代
の
︑
微
温

的
な
︑云
わ
ば
枠
の
つ
い
た
自
由
主
義
定
着
期
に
入
っ
た
だ
け
に
︑

氏
の
こ
じ
れ
た
態
度
は
相
当
眼
に
つ
く
も
の
と
な
っ
て
行
っ
た
の

で
あ
っ
た
︒
上
記
の
通
り
自
然
主
義
時
代
に
挫
折
し
た
近
代
主
義

は
︑
そ
の
後
世
界
大
戦
時
代
の
社
会
状
勢
か
ら
注
射
を
与
え
ら
れ

て
︑
稍

活
発
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
同
時
に
同
じ
社
会
情
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勢
か
ら
︑
今
度
は
そ
の
限
界
性
が
ほ
ん
と
に
明
確
に
さ
れ
て
︑
そ

れ
故
に
そ
の
限
界
性
を
意
識
し
た
枠
の
中
に
︑
あ
き
ら
め
勝
ち
な

そ
れ
の
定
着
が
現
象
し
よ
う
と
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の

な
か
で
鋭
い
こ
じ
れ
を
執
拗
に
示
し
て
い
た
此
の
作
者
が
︑
特
異

な
存
在
と
な
ら
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒だ
か
ら
氏
の﹁
腕

く
ら
べ
﹂
の
如
き
︑
当
時
傑
作
と
定
評
さ
れ
な
が
ら
︑
文
壇
の
中

心
か
ら
は
は
ず
れ
た
︑
何
か
し
ら
別
物
の
よ
う
な
感
じ
を
持
た
れ

て
︑﹁
拗
ね
た
﹂
と
い
う
よ
う
な
観
方
が
︑
漸
く
動
か
し
難
い
も

の
に
な
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
敗
北
者
の
趣
味
的
態
度
へ
の

沈
湎

︱
そ
れ
は
少
く
と
も
そ
う
称
ば
れ
る
に
相
応
し
い
も
の
で
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あ
っ
た
の
だ
と
思
う
︒
と
云
っ
て
も
︑
其
処
に
も
だ
も
だ
し
た
憤

り
が
か
く
さ
れ
て
い
た
だ
け
︑
そ
れ
は
弱
々
し
い
逃
避
で
な
か
っ

た
こ
と
勿
論
で
あ
る
︒
大
正
九
年
の
戯
曲
に
﹁
開
花
一
夜
艸
﹂
な

ど
の
旧
め
か
し
い
表
題
を
つ
け
︑
大
正
六
年
の
花
柳
小
説
﹁
腕
く

ら
べ
﹂
に
文
語
体
が
か
っ
た
地
の
文
を
用
い
る
な
ど
︑
そ
れ
だ
け

で
も
そ
れ
ら
は
決
し
て
素
直
な
作
品
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

処
女
作
時
代
の
氏
が
憤
激
す
る
が
故
に
却
っ
て
人
生
の
暗
側
面
に

愛
着
し
た
の
と
︑
そ
れ
は
や
は
り
或
る
程
度
似
通
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
︒

が
︑
そ
れ
程
こ
じ
れ
て
い
た
気
持
も
︑
そ
う
し
た
こ
じ
れ
を
認
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め
な
が
ら
︑
例
え
ば
﹁
腕
く
ら
べ
﹂
な
ど
を
傑
作
と
し
て
推
奨
し

た
新
現
実
主
義
時
代
の
空
気
に
︑
何
時
し
ら
ず
揉
み
ほ
ぐ
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
上
記
自
由
主
義
や
感
情
的
人
間
尊
重

主
義
の
正
し
い
限
界
性
が
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
る
に
到
っ
た
社

会
状
勢
が
︑
流
石
の
氏
を
し
て
も
︑
そ
の
思
想
的
立
場
の
不
可
能

さ
を
今
度
こ
そ
ほ
ん
と
に
は
っ
き
り
と
認
知
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う

か
︑
兎
に
角
氏
は
そ
の
頃
か
ら
余
程
沈
ん
だ
気
持
ち
を
も
見
せ
る

よ
う
に
な
っ
て
︑
云
わ
ば
拗
ね
な
が
ら
に
あ
き
ら
め
た
よ
う
な
複

雑
な
心
境
の
奥
か
ら
︑
従
来
の
氏
の
思
想
的
立
場
や
美
的
調
和
の

望
ま
れ
ぬ
世
界
を
︑
冷
眼
し
な
が
ら
含
み
味
っ
て
い
る
と
い
う
よ
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う
な
︑
そ
れ
だ
け
複
雑
な
味
と
面
白
み
の
あ
る
作
品
を
︑
幾
つ
か

見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
︒
大
正
十
年
の
﹁
雨
瀟
々
﹂
や
翌
十

一
年
の
戯
曲
﹁
早
春
﹂
な
ど
を
そ
う
い
う
面
で
の
夙
い
頃
の
も
の

と
し
て
︑
そ
れ
が
軈
て
﹁
濹
東
綺
譚
﹂
ま
で
発
展
し
て
来
て
い
る

こ
と
は
︑
そ
れ
ら
が
比
較
的
近
い
頃
の
も
の
で
あ
る
だ
け
︑
多
く

の
人
々
が
知
っ
て
い
よ
う
︒
よ
き
恋
愛
を
見
出
し
な
が
ら
︑
そ
れ

は
社
会
か
ら
隔
絶
し
た
片
隅
の
世
界
に
於
て
の
み
調
和
的
で
あ
り

得
る
も
の
︑
一
旦
日
常
の
社
会
生
活
裡
に
齎
ら
し
た
ら
そ
れ
は
忽

ち
汚
辱
さ
れ
る
も
の
と
思
う
が
故
に
︑
得
た
恋
を
そ
の
ま
ま
静
に

拾
去
る
と
い
う
︑
感
情
尊
重
の
人
間
世
界
を
一
種
の
否
定
感
の
上
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に
淋
し
く
浮
べ
て
み
せ
た
﹁
濹
東
綺
譚
﹂
は
︑
そ
う
い
う
も
の
と

し
て
定
評
さ
れ
る
通
り
味
い
の
深
い
傑
作
と
称
び
得
る
も
の
で
あ

ろ
う
が
︑
そ
れ
は
大
正
十
年
の
﹁
雨
瀟
々
﹂
や
翌
年
の
﹁
早
春
﹂

以
来
の
大
体
相
似
た
性
質
の
も
の
か
ら
︑
漸
次
に
熟
し
て
来
た
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
間
ほ
ぼ
十
七
八
年
︑
執
着
強
い
氏

の
激
し
さ
が
︑
そ
の
程
度
の
諦
め
に
落
着
く
に
さ
え
︑
容
易
な
ら

ぬ
難
航
を
続
け
て
来
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
︒
だ
か

ら
で
あ
ろ
う
︑
そ
の
間
に
は
﹁
昭
和
の
人
情
本
﹂
と
称
ば
れ
る
﹁
ひ

か
げ
の
花
﹂︵
九
年
八
月
︶
系
統
の
︑
な
お
強
く
こ
じ
れ
た
心
境

を
思
わ
せ
る

︱
と
云
っ
て
不
十
分
な
ら
何
処
か
し
ら
歪
ん
だ
憤
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り
を
た
た
え
た
よ
う
な
︑
陋
い
愛
慾
生
活
を
強
調
し
た
作
品
も
あ

れ
ば
︑
相
当
気
障
っ
ぽ
い
ポ
ー
ズ
も
氏
に
よ
っ
て
屢

示
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
︒
最
近
の
﹁
お
も
か
げ
﹂︵
十
三
年
二
月
︶
の
よ

う
な
︑
感
情
生
活
不
調
和
の
悲
痛
さ
を
強
調
し
た
︑
三
十
年
乃
至

そ
れ
よ
り
も
っ
と
前
の
傾
向
と
も
通
い
合
う
よ
う
な
作
品
さ
え
︑

時
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
何
う
か
す
る
と
自
由
主
義

や
個
性
的
感
情
尊
重
の
思
想
が
根
こ
そ
ぎ
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
よ
う
と

し
つ
つ
あ
る
最
近
の
風
潮
に
対
す
る
一
種
の
反
撥
で
あ
り
︑
随
っ

て
其
処
か
ら
ま
た
此
の
作
者
の
新
し
い
周
期
が
生
れ
て
来
る
の
か

と
思
わ
せ
る
が
︑
そ
れ
は
素
よ
り
予
測
を
許
さ
ぬ
こ
と
︑
今
日
ま
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で
の
と
こ
ろ
で
は
︑﹁
雨
瀟
々
﹂
や
﹁
早
春
﹂
に
発
し
て
﹁
濹
東

綺
譚
﹂
に
到
達
し
た
系
統
が
︑
氏
の
芸
術
と
し
て
の
頂
点
を
示
す

も
の
だ
ろ
う
︒
冷
厳
さ
を
云
う
に
は
な
お
若
干
の
色
気
や
執
着
的

な
拘
泥
が
あ
る
と
思
う
が
︑
不
如
意
な
時
代
に
処
す
る
消
極
的
な

感
情
の
表
現
と
し
て
︑
そ
れ
ら
は
確
に
深
い
境
地
に
達
し
て
い
る

の
だ
か
ら
︒

が
︑
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
観
る
時
︑﹁
濹
東
綺
譚
﹂
其
他
に

示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
︑
や
は
り
﹁
ふ
ら
ん
す
物
語
﹂
に
示
さ
れ

て
い
た
観
照
的
態
度
な
ど
と
相
似
た
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い

か
︒
異
っ
て
い
る
の
は
︑
其
処
に
稍

深
め
ら
れ
た
諦
観
的
な
心
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境
が
加
っ
て
来
て
い
る
点
だ
け
だ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑﹁
新
帰
朝

者
の
日
記
﹂
や
﹁
冷
笑
﹂
で
猛
烈
な
激
動
に
入
っ
た
此
の
作
者
は
︑

前
時
代
よ
り
更
に
明
確
な
把
握
に
よ
る
問
題
提
示
と
︑
そ
れ
だ
け

深
刻
な
敗
北
と
こ
じ
れ
と
を
経
た
後
︑
結
局
前
時
代
の
そ
れ
と
相

似
た
結
論
に
到
達
し
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
が
氏
の
第
三
の
周
期

と
考
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
り
︑
氏
は
こ
う
し
て
そ
の
処
女
作
以
来

の
コ
ー
ス
を
︑
漸
次
に
深
く
且
大
き
く
ひ
ろ
げ
な
が
ら
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
︑
二
度
も
三
度
も
辿
り
返
し
て
見
せ
た
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
︒
そ
の
コ
ー
ス
が
相
似
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
︑
氏

が
そ
の
思
想
的
立
場
に
膠
着
す
る
粘
り
強
さ
に
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
る
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と
同
時
に
︑
敗
れ
て
も
躓
い
て
も
そ
の
思
想
的
立
場
へ
の
反
省
も

批
判
も
生
ま
ず
︑
乃
至
そ
の
思
想
的
立
場
の
実
現
の
た
め
に
新
し

い
工
夫
を
加
え
る
こ
と
も
な
く
︑
同
じ
形
と
同
じ
方
法
と
を
繰
返

し
て
い
る
芸
術
家
的
暢
気
さ
に
も
︑
亦
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
︒
そ
の
思
想
的
立
場
の
限
界
性
や
不
可
能
さ
に
つ

き
当
る
こ
と
が
︑
こ
う
し
て
何
等
の
反
省
も
新
し
い
工
夫
も
生
ま

ぬ
と
い
う
こ
と
は
︑
果
し
て
何
う
解
釈
し
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う

か
︒
激
情
性
と
そ
れ
に
並
行
せ
ぬ
思
索
力
の
弱
さ
と
の
相
乗

︱

明
治
大
正
期
作
家
の
宿
命

︱
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
ぬ
も
の

も
︑
何
う
や
ら
其
処
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
殊
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に
此
の
第
三
の
周
期
は
︑
深
め
ら
れ
た
人
間
解
放
思
想
や
徹
底
個

性
主
義
に
出
発
し
た
白
樺
派
以
後
の
文
学
が
︑
軈
て
志
賀
直
哉
の

﹁
暗
夜
行
路
﹂
な
ど
を
結
論
と
し
て
行
っ
た
過
程
と
も
︑
或
る
程

度
並
行
す
る
も
の
で
あ
る
に
於
て
を
や
︒
明
治
大
正
文
学
は
︑
つ

ま
り
此
の
荷
風
の
辿
っ
て
見
せ
た
と
同
じ
周
期
を
︑
大
体
相
似
た

形
に
於
て
︑
全
体
と
し
て
も
や
は
り
辿
っ
て
い
る

︱
少
く
と
も

そ
う
い
う
一
面
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
問
題
は
荷
風

た
だ
一
人
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
︑

明
治
大
正
文
学
に
と
っ
て
宿
命
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
に
︑
万
一

に
も
文
学
の
宿
命
で
あ
る
の
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
ら
︑
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少
々
佗
し
過
ぎ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒

五

何
う
も
余
り
い
い
手
際
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
け
れ
ど
も
︑
兎

に
角
荷
風
の
閲
歴
を
一
通
り
辿
っ
て
み
た
︒
そ
れ
が
︑
全
体
と
し

て
明
治
大
正
文
学
一
般
の
そ
れ
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
な
い
ど
こ

ろ
か
︑
却
っ
て
其
処
に
あ
る
一
つ
の
型
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
︑
よ
し
不
透
明
で
あ
る
に
も
せ
よ
一
通
り
理
解
し
て
貰
え

よ
う
と
思
う
︒其
処
に
比
類
少
く
特
異
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
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飽
く
迄
も
著
し
い
激
情
性
と
驚
く
べ
く
粘
り
強
い
執
着
と
で
あ
ろ

う
︒
そ
の
後
者
が
︑
代
を
更
め
て
二
人
乃
至
三
人
の
作
家
に
よ
っ

て
辿
ら
る
べ
き
三
つ
の
円
周
を
︑
氏
一
人
に
繰
返
し
辿
ら
せ
た
︒

そ
の
前
者
が
︑
同
時
代
者
に
は
多
く
見
出
せ
な
か
っ
た
激
越
な
文

明
批
評
や
江
戸
趣
味
へ
の
深
い
沈
湎
を
現
象
さ
せ
て
︑
氏
の
作
品

の
異
色
を
形
成
し
た
と
共
に
︑
氏
の
動
揺
の
振
幅
を
極
め
て
大
き

な
も
の
に
し
た
︒
深
刻
小
説
以
来
の
狭
斜
趣
味
が
︑
更
に
こ
じ
れ

て
特
異
な
陋
巷
趣
味
を
作
り
上
げ
て
行
っ
た
点
な
ど
も
︑
そ
う
し

た
振
幅
の
一
つ
の
端
を
語
る
も
の
と
し
て
︑
氏
の
芸
術
の
特
殊
面

と
云
え
る
で
あ
ろ
う
︒
殊
に
︑
そ
う
し
た
振
幅
の
大
き
さ
が
妥
当
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な
知
的
整
理
を
伴
わ
ず
︑
兎
も
す
れ
ば
深
い
感
傷
に
の
み
塗
抹
さ

れ
て
い
た
た
め
︑
近
代
主
義
へ
の
思
想
的
把
握
は
漸
次
明
確
に
し

つ
つ
も
︑
結
局
明
治
大
正
文
学
と
し
て
一
つ
の
宿
命
的
な
境
地
に

近
づ
き
な
が
ら
︑
然
も
容
易
に
其
処
へ
の
逸
脱
を
完
了
せ
ず
︑
な

お
拗
ね
て
白
眼
視
す
る
よ
う
な
趣
を
残
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
︑

そ
れ
が
氏
の
作
品
の
特
殊
な
味
い
を
形
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

だ
け
︑
そ
れ
に
背
景
す
る
稀
に
見
る
粘
り
強
さ
を
︑
は
っ
き
り
と

感
じ
さ
せ
る
訳
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
点
で
は
︑﹁
偏
奇
館
﹂
も

﹁
世
を
拗
ね
た
人
﹂
も
必
し
も
否
定
出
来
な
い
の
で
あ
り
︑
そ
れ

だ
け
そ
の
立
場
に
強
く
膠
着
す
る
情
熱
の
激
し
さ
と
其
処
か
ら
来
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る
非
類
型
性
と
を
感
じ
さ
せ
も
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
然
も

そ
れ
程
の
特
異
性
を
持
ち
な
が
ら
︑
其
の
作
風
の
全
体
的
な
展
開

に
は
︑
結
局
明
治
大
正
文
学
と
し
て
相
当
一
般
的
な
︑
一
つ
の
骨

骼
に
類
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
が
特
異
で
あ
り
強
烈

で
あ
る
だ
け
︑
そ
の
根
柢
に
あ
る
も
の
の
力
を
︑
強
く
観
じ
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
荷
風
程
の
激
し
さ
粘
り

強
さ
を
以
て
し
て
も
︑
な
お
超
克
し
得
な
か
っ
た
類
型
性
と
い
う

も
の

︱
そ
の
特
質
と
由
来
が
︑
強
く
深
く
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
︒
激
し
く
粘
り
強
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず

そ
の
世
界
を
正
し
く
整
理
し
き
ら
な
か
っ
た
が
故
に
︑
結
局
明
治
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大
正
期
に
多
か
っ
た
平
凡
な
類
型
に
墜
ち
た

︱
そ
う
云
っ
た
ら

い
い
の
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
ん
な
意
味
で
︑
此
の
異
色
あ
る
作
家

に
も
明
治
大
正
期
作
家
と
し
て
一
つ
の
典
型
を
見
出
し
た
い
と
思

う
の
で
あ
る
︒

が
︑
そ
れ
に
若
し
首
を
か
し
げ
る
人
が
あ
る
と
し
た
ら
︑
上
記

三
つ
の
周
期
に
分
け
た
氏
の
生
涯
か
ら
︑﹁
あ
め
り
か
物
語
﹂
と

﹁
ふ
ら
ん
す
物
語
﹂
の
時
代
を
︑
洋
行
と
い
う
特
殊
な
条
件
故
に

氏
の
心
境
を
も
特
殊
に
色
づ
け
た
も
の
と
し
て
︑
し
ば
ら
く
視
野

の
外
に
置
き
︑
前
期
自
然
主
義
時
代
か
ら
文
明
批
評
の
時
代
を
直

接
に
結
び
つ
け
て
見
給
え
︒
氏
の
閲
歴
は
︑
ま
ず
不
明
確
な
解
放
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思
想
や
人
間
的
感
情
尊
重
主
義
か
ら
出
発
し
︑
そ
う
し
た
立
場
の

意
識
化
か
ら
必
然
的
に
闘
争
的
・
批
判
的
態
度
へ
の
移
行
と
な

り
︑
そ
う
し
た
立
場
の
敗
北
か
ら
心
境
的
な
彷
徨
を
大
き
く
経
た

後
︑
あ
き
ら
め
き
れ
ぬ
あ
き
ら
め
に
入
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で

辿
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
氏
の
大
正
末
期
以
来
の
作
品
の
心
境

的
な
含
み
多
さ
の
必
然
が
思
わ
れ
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
が
明
治
大

正
文
学
展
開
の
総
体
の
中
に
一
筋
太
く
劃
出
さ
れ
る
筋
道
と
何
処

ま
で
も
並
行
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
︑
随
っ
て
氏
が
明

治
大
正
期
作
家
と
し
て
の
一
つ
の
類
型
を
語
る
に
足
る
人
だ
と
い

う
こ
と
も
︑
却
っ
て
容
易
に
認
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
他
の
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多
く
の
作
家
が
比
較
的
軽
快
に
辿
っ
た
そ
の
コ
ー
ス
を
歩
み
き
る

の
に
︑
氏
の
強
い
性
格
と
粘
り
強
い
執
着
と
は
︑
明
治
三
十
年
代

初
頭
以
来
﹁
濹
東
綺
譚
﹂
に
至
る
ま
で
の
︑
極
め
て
長
い
期
間
を

必
要
と
し
て
然
も
な
お
必
し
も
其
道
を
歩
み
き
っ
た
と
は
云
え
な

い
状
態
に
い
る
の
だ
と
云
っ
た
ら
︑
氏
の
特
異
性
も
却
っ
て
は
っ

き
り
摑
め
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
う
し
て
︑
そ
れ
程

の
特
異
性

︱
強
さ
や
粘
り
が
︑
そ
の
漸
次
的
な
思
想
的
成
長
に

も
拘
ら
ず
︑
結
局
そ
う
し
た
類
型
に
帰
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
明

治
大
正
文
学
と
い
う
も
の
の
有
つ
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
︑
考

え
さ
す
べ
き
よ
す
が
が
あ
る
の
で
あ
る
こ
と
も
︑
自
然
明
瞭
に
な
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る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
と
同
時
に
︑
そ
う
し
て
執
拗
に
そ
の
立

場
を
守
り
な
が
ら
︑
結
局
は
そ
う
し
た
意
味
で
の
類
型
性
以
上
に

出
ら
れ
ず
に
い
る
理
由
の
一
半
が

︱
云
換
え
れ
ば
そ
う
し
た
半

宿
命
的
な
も
の
を
突
破
出
来
ず
に
い
る
理
由
が
︑
作
家
の
側
の
問

題
と
し
て
も
︑十
分
反
省
さ
れ
て
い
い
の
だ
と
思
う
︒そ
れ
は
宿
命

的
な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
し
︑
随

っ
て
そ
う
し
た
宿
命
的
な
も
の
の
支
配
が
明
治
大
正
文
学
の
全
面

貌
で
も
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
︒
だ
か
ら
其
処
に
は
上
記
荷
風
の
生

涯
に
劃
き
出
さ
れ
た
の
と
は
違
っ
た
別
個
の
コ
ー
ス
も
︑
亦
は
っ

き
り
と
辿
り
出
せ
る
だ
ろ
う
︒そ
う
し
た
点
を
無
視
し
て
︑荷
風
の
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劃
い
た
そ
れ
が
︑
明
治
大
正
文
学
に
と
っ
て
一
種
宿
命
的
な
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
以
上
に
︑
万
一
に
も
文
学
の
宿
命
だ
な
ど
と
考

え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
実
際
は
佗
し
い
な
ど
と
云
っ
て
済

ま
し
て
い
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
筈
な
の
で
あ
る
︒

︵
昭
和
十
三
年
三
月
﹃
思
想
﹄︶
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