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大
雅
の
画

僕
は
日
頃
大
雅
の
画
を
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
︒
し
か
し
そ
れ

は
大
雅
で
さ
え
あ
れ
ば
︑
金
を
惜
ま
な
い
と
云
う
の
で
は
な
い
︒

ま
あ
せ
い
ぜ
い
五
十
円
位
の
大
雅
を
一
幅
得
た
い
の
で
あ
る
︒

大
雅
は
偉
い
画
描
き
で
あ
る
︒
昔
︑
高
久
靄
崖
は
一
文
無
し
の

た
か
ひ
さ
あ
い
が
い

窮
境
に
あ
っ
て
も
︑
一
幅
の
大
雅
だ
け
は
手
離
さ
な
か
っ
た
︒
あ

あ
云
う
英
霊
漢
の
筆
に
成
っ
た
画
は
︑
何
百
円
と
雖
も
高
い
事

え
い
れ
い
か
ん

い
え
ど

は
な
い
︒
そ
れ
を
五
十
円
に
値
切
り
た
い
の
は
︑
僕
に
余
財
の
な
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い
悲
し
さ
で
あ
る
︒
し
か
し
大
雅
の
画
品
を
思
え
ば
︑
た
と
え
ば

五
百
万
円
を
投
ず
る
の
も
︑僕
の
よ
う
に
五
十
円
を
投
ず
る
の
も
︑

安
い
と
云
う
点
で
は
同
じ
か
も
知
れ
ぬ
︒
芸
術
品
の
価
値
も
小
切

手
や
紙
幣
に
換
算
出
来
る
と
考
え
る
の
は
︑
度
し
難
い
俗
物
ば
か

り
だ
か
ら
で
あ
る
︒

Sam
uel

B
utler

の
書
い
た
物
に
よ
る
と
︑
彼
は
日
頃
﹁
出
来

の
好
い
︑
ち
ゃ
ん
と
保
存
さ
れ
た
︑
四
十
シ
リ
ン
グ
位
の
レ
ム
ブ

ラ
ン
ト
﹂
を
欲
し
が
っ
て
い
た
︒
処
が
実
際
二
度
ま
で
も
莫
迦
に

ば

か

安
い
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
に
遭
遇
し
た
︒
一
度
は
一
磅
と
云
う
価
の

ポ
ン
ド

為
に
買
わ
な
か
っ
た
が
︑
二
度
目
に
は
友
人
のG

ogin

に
諮
っ
た

は
か
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上
︑
と
う
と
う
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
事
が
出
来
た
︒
そ
の
画
は
ど

う
云
う
画
だ
っ
た
か
︑
ど
の
位
の
金
を
払
っ
た
か
︑
そ
れ
は
ど
ち

ら
も
明
ら
か
で
は
な
い
︒
が
︑
買
っ
た
時
は
千
八
百
八
十
七
年
︑

買
っ
た
場
所
は
ス
ト
ラ
ン
ド
︵
ロ
ン
ド
ン
︶
の
或
質
店
の
店
さ
き

あ
る

で
あ
る
︒

こ
う
云
う
先
例
も
あ
っ
て
見
る
と
︑
五
十
円
の
大
雅
を
得
ん
と

す
る
の
は
︑
必
し
も
不
可
能
事
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
︒
何
処
か

寂
し
い
町
の
古
道
具
屋
の
店
に
︑
た
っ
た
一
幅
売
り
残
さ
れ
た
︑

九
霞
山
樵
の
水
墨
山
水

︱
僕
は
時
々
退
屈
す
る
と
弥
勒
の
出

き
ゆ
う
か
さ
ん
し
よ
う

み
ろ
く

世
で
も
待
つ
も
の
の
よ
う
に
︑
こ
ん
な
空
想
に
さ
え
耽
る
事
が
あ
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る
︒

に
き
び

昔
﹁
羅
生
門
﹂
と
云
う
小
説
を
書
い
た
時
︑
主
人
公
の
下
人
の

頬
に
は
︑
大
き
い
面
皰
の
あ
る
由
を
書
い
た
︒
当
時
は
王
朝
時
代

に
き
び

の
人
間
に
も
︑
面
皰
の
な
い
事
は
あ
る
ま
い
と
云
う
︑
謙
遜
す
れ

ば
当
推
量
に
拠
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
後
﹁
左
経
記
﹂
に
二
君
、
、

さ
け
い
き

と
あ
り
︑
二
君
又
は
二
禁
な
る
も
の
は
今
日
の
面
皰
で
あ
る
事
を

、
、

、
、

知
っ
た
︒
二
君
等
は
勿
論
当
て
字
で
あ
る
︒
尤
も
こ
う
云
う
発

、
、

も
つ
と
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見
は
︑
僕
自
身
に
興
味
が
あ
る
程
︑
傍
人
に
は
面
白
く
も
何
と
も

あ
る
ま
い
︒

将

軍

官
憲
は
僕
の
﹁
将
軍
﹂
と
云
う
小
説
に
︑
何
行
も
抹
殺
を
施
し

た
︒
処
が
今
日
の
新
聞
を
見
る
と
生
活
に
窮
し
た
廃
兵
た
ち
は
︑

﹁
隊
長
殿
に
だ
ま
さ
れ
た
閣
下
連
の
踏
台
﹂
と
か
︑﹁
後
顧
す
る

な
と
大
う
そ
つ
か
れ
﹂
と
か
︑
種
々
の
ポ
ス
タ
ア
を
ぶ
ら
下
げ
な

が
ら
︑
東
京
街
頭
を
歩
い
た
そ
う
で
あ
る
︒
廃
兵
そ
の
も
の
を
抹
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殺
す
る
事
は
︑
官
憲
の
力
に
も
覚
束
な
い
ら
し
い
︒

又
官
憲
は
今
後
と
雖
も
︑﹁
○
○
の
○
○
に
○
○
の
念
を
失
わ

し
む
る
﹂
物
は
︑
発
売
禁
止
を
行
う
そ
う
で
あ
る
︒
○
○
の
念
は

恋
愛
と
同
様
︑
虚
偽
の
上
に
立
つ
事
の
出
来
る
も
の
で
は
な
い
︒

虚
偽
と
は
過
去
の
真
理
で
あ
り
︑
今
は
通
用
せ
ぬ
藩
札
の
類
で
あ

る
︒
官
憲
は
虚
偽
を
強
い
な
が
ら
︑
○
○
の
念
を
失
う
な
と
云
う
︒

そ
れ
は
藩
札
を
つ
き
つ
け
な
が
ら
︑
金
貨
に
換
え
ろ
と
云
う
の
と

変
り
は
な
い
︒

無
邪
気
な
る
も
の
は
官
憲
で
あ
る
︒
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毛
生
え
薬

文
芸
と
階
級
問
題
と
の
関
係
は
︑
頭
と
毛
生
え
薬
と
の
関
係
に

似
て
い
る
︒
も
し
ち
ゃ
ん
と
毛
が
生
え
て
い
れ
ば
︑
必
し
も
塗
る

事
を
必
要
と
し
な
い
︒
又
も
し
禿
げ
頭
だ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
恐
ら

ま
た

く
は
塗
っ
て
も
利
な
い
で
あ
ろ
う
︒

き

芸
術
至
上
主
義

芸
術
至
上
主
義
の
極
致
は
フ
ロ
オ
ベ
ル
で
あ
る
︒
彼
自
身
の
言
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葉
に
よ
れ
ば
︑﹁
神
は
万
象
の
創
造
に
現
れ
て
い
る
が
︑
し
か
も

人
間
に
姿
を
見
せ
な
い
︒
芸
術
家
が
創
作
に
対
す
る
態
度
も
︑
亦ま

た

斯
く
の
如
く
な
る
べ
き
で
あ
る
︒﹂
こ
の
故
に
マ
ダ
ム
・
ボ
ヴ
ァ

リ
イ
に
し
て
も
︑
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
は
展
開
す
る
が
︑
我
々
の
情

意
に
は
訴
え
て
来
な
い
︒

芸
術
至
上
主
義
︑

︱
少
く
と
も
小
説
に
於
け
る
芸
術
至
上
主

義
は
︑
確
か
に
欠
伸
の
出
易
い
も
の
で
あ
る
︒

あ
く
び
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一
切
不
捨

何
の
某
は
帽
子
ば
か
り
上
等
な
の
を
か
ぶ
っ
て
い
る
︒
あ
の
帽

子
さ
え
な
け
れ
ば
好
い
の
だ
が
︑

︱
こ
う
云
う
言
葉
を
な
す
人

が
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
帽
子
を
除
い
た
に
し
て
も
︑
何
の
某
の
服

装
な
る
も
の
は
︑
寸
分
も
立
派
に
な
る
次
第
で
は
な
い
︒
唯
貧
し

げ
な
外
観
が
︑
全
体
に
蔓
延
す
る
ば
か
り
で
あ
る
︒

ま
ん
え
ん

何
の
某
の
小
説
は
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
ル
だ
と
か
︑
何
の
某
の
戯

曲
は
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
だ
と
か
︑
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
帽
子

の
場
合
と
︑
選
ぶ
所
の
な
い
言
葉
で
あ
る
︒
帽
子
ば
か
り
上
等
な
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る
も
の
は
︑
帽
子
を
除
き
去
る
工
夫
を
す
る
よ
り
︑
上
着
も
ズ
ボ

ン
も
外
套
も
︑
上
等
な
ら
し
む
る
工
夫
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
セ
ン

テ
ィ
メ
ン
タ
ル
な
小
説
の
作
者
は
︑
感
情
を
抑
え
る
工
夫
を
す
る

よ
り
︑
理
智
を
活
か
す
べ
き
工
夫
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒

こ
れ
は
独
り
芸
術
上
の
問
題
の
み
で
は
な
い
︒
人
生
に
於
て
も

同
じ
事
で
あ
る
︒
五
欲
の
克
服
の
み
に
骨
を
折
っ
た
坊
主
は
︑
偉

い
坊
主
に
な
っ
た
事
を
聞
か
な
い
︒偉
い
坊
主
に
な
っ
た
も
の
は
︑

常
に
五
欲
を
克
服
す
べ
き
︑他
の
熱
情
を
抱
き
得
た
坊
主
で
あ
る
︒

雲
照
さ
え
坊
主
の
羅
切
を
聞
い
て
は
︑﹁
男
根
は
須
く
隆
々
た

ら
せ
つ

す
べ
か
ら

る
べ
し
﹂
と
︑
弟
子
共
に
教
え
た
と
云
う
で
は
な
い
か
？
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我
等
の
内
に
あ
る
一
切
の
も
の
は
い
や
が
上
に
も
伸
ば
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
︒
そ
れ
が
我
等
に
与
え
ら
れ
た
︑
唯
一
の
成
仏
の
道
で

じ
よ
う
ぶ
つ

あ
る
︒

赤
西
蠣
太

或
時
志
賀
直
哉
氏
の
愛
読
者
と
︑﹁
赤
西
蠣
太
の
恋
﹂
の
話
を

し
た
事
が
あ
る
︒
そ
の
時
僕
は
こ
ん
な
こ
と
を
云
っ
た
︒﹁
あ
の

小
説
の
中
の
人
物
に
は
栄
螺
と
か
鱒
次
郎
と
か
安
甲
と
か
︑
大
抵

さ
ざ
え

ま
す
じ
ろ
う

あ
ん
こ
う

魚
貝
の
名
が
つ
い
て
い
る
︒
志
賀
氏
に
も
ヒ
ュ
ウ
モ
ラ
ス
・
サ
イ
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ド
は
な
い
の
で
は
な
い
︒﹂
す
る
と
客
は
驚
い
た
よ
う
に
︑﹁
成

程
そ
う
で
す
ね
︒
そ
ん
な
事
に
は
少
し
も
気
が
つ
か
ず
に
い
ま
し

た
﹂
と
云
っ
た
︒
そ
の
癖
客
は
僕
な
ぞ
よ
り
も
﹁
赤
西
蠣
太
の
恋
﹂

の
筋
を
は
っ
き
り
覚
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒

客
は
決
し
て
軽
薄
児
で
は
な
い
︒学
問
も
人
格
も
兼
備
し
た
︑寧む

し

ろ
珍
し
い
文
芸
通
で
あ
る
︒
し
か
も
こ
の
事
実
に
気
づ
か
な
か
っ

た
の
は
︑
志
賀
氏
の
作
品
の
型
と
で
も
云
う
か
︑
兎
に
角
何
時
か

と

か
く

頭
の
中
に
そ
う
云
う
物
を
拵
え
た
上
︑
そ
れ
に
囚
わ
れ
て
い
た
為

で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
独
り
客
の
み
で
は
な
い
︒
我
々
も
気
を
つ
け

ね
ば
な
ら
ぬ
事
で
あ
る
︒
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釣
名
文
人

古
来
作
家
が
本
を
出
し
た
時
︑
そ
の
本
の
好
評
を
計
る
為
に
︑

新
聞
雑
誌
に
載
る
べ
き
評
論
を
利
用
す
る
事
は
稀
で
は
な
い
︒
中

に
は
手
加
減
を
加
え
る
ど
こ
ろ
か
︑
作
者
自
身
然
る
べ
き
匿
名
の

も
と
に
︑
手
前
味
噌
の
評
論
を
書
い
た
の
も
あ
る
︒

ド
・
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ウ
コ
オ
ル
は
名
高
い
格
言
集
の
作
家
で
あ

る
︒
処
が
サ
ン
ト
・
ブ
ウ
ヴ
の
書
い
た
も
の
に
よ
る
と
︑
こ
の
人

さ
え
﹁
ジ
ュ
ル
ナ
ア
ル
・
デ
・
サ
ヴ
ァ
ン
﹂
に
出
た
評
論
に
は
︑
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彼
自
身
修
正
を
施
し
た
ら
し
い
︒
し
か
も
﹁
ジ
ュ
ル
ナ
ア
ル
・
デ

・
サ
ヴ
ァ
ン
﹂
は
︑
当
時
発
行
さ
れ
た
唯
一
の
新
聞
で
あ
り
︑
そ

の
評
論
の
載
っ
た
の
は
︑
千
六
百
六
十
五
年
三
月
九
日
だ
と
云
う

の
だ
か
ら
︑
作
家
の
評
論
を
利
用
す
る
の
も
︑
ず
い
ぶ
ん
淵
源
は

古
い
も
の
で
あ
る
︒
僕
は
ロ
シ
ュ
フ
ウ
コ
オ
ル
の
格
言
を
思
い
な

が
ら
︑
こ
の
記
事
を
読
ん
だ
時
︑
実
際
苦
笑
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
︒
そ
れ
を
思
え
ば
日
本
の
文
壇
は
︑
新
開
地
だ
け
に
悪
風

も
少
い
︒
売
笑
批
評
と
か
仲
間
褒
め
批
評
と
か
云
っ
て
も
︑
ま
ず

害
毒
は
知
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

因
に
云
う
︒
こ
の
評
論
の
筆
者
は
マ
ダ
ム
・
ド
・
サ
ブ
レ
︑
評



19

論
さ
れ
た
の
は
例
の
格
言
集
で
あ
る
︒

歴
史
小
説

歴
史
小
説
と
云
う
以
上
︑
一
時
代
の
風
俗
な
り
人
情
な
り
に
︑

多
少
は
忠
実
で
な
い
も
の
は
な
い
︒
し
か
し
一
時
代
の
特
色
の
み

を
︑

︱
殊
に
道
徳
上
の
特
色
の
み
を
主
題
と
し
た
も
の
も
あ
る

べ
き
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
日
本
の
王
朝
時
代
は
︑
男
女
関
係
の
考

え
方
で
も
︑
現
代
の
そ
れ
と
は
大
分
違
う
︒
其
処
を
宛
然
作
者
自

え
ん
ぜ
ん

身
も
︑
和
泉
式
部
の
友
だ
ち
だ
っ
た
よ
う
に
︑
虚
心
平
気
に
書
き
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上
げ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
種
の
歴
史
小
説
は
︑
そ
の
現
代
と
の
対

照
の
間
に
︑
自
然
或
暗
示
を
与
え
易
い
︒
メ
リ
メ
の
イ
ザ
ベ
ラ
も

あ
る

こ
れ
で
あ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
の
ピ
ラ
ト
も
こ
れ
で
あ
る
︒

し
か
し
日
本
の
歴
史
小
説
に
は
︑
未
だ
こ
の
種
の
作
品
を
見
な

い
︒
日
本
の
は
大
抵
古
人
の
心
に
︑
今
人
の
心
と
共
通
す
る
︑
云

わ
ば
ヒ
ュ
マ
ン
な
閃
き
を
捉
え
た
︑
手
っ
取
り
早
い
作
品
ば
か
り

で
あ
る
︒
誰
か
年
少
の
天
才
の
中
に
︑
上
記
の
新
機
軸
を
出
す
も

の
は
い
な
い
か
？
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世

人

西
洋
雑
誌
の
載
せ
る
所
に
よ
る
と
︑
二
十
一
年
の
九
月
巴
里
に

パ

リ

ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
像
の
建
っ
た
時
︑
彼
自
身
そ
の
除
幕

式
に
演
説
を
試
み
た
と
云
う
事
で
あ
る
︒
こ
の
頃
そ
れ
を
読
ん
で

い
る
と
︑
こ
う
云
う
一
節
を
発
見
し
た
︒﹁
わ
た
し
が
人
生
を
知

っ
た
の
は
︑
人
と
接
触
し
た
結
果
で
は
な
い
︒
本
と
接
触
し
た
結

果
で
あ
る
︒﹂
し
か
し
世
人
は
書
物
に
親
し
ん
で
も
︑
人
生
は
わ

か
ら
ぬ
と
云
う
か
も
知
れ
な
い
︒

ル
ノ
ア
ル
の
言
っ
た
言
葉
に
︑﹁
画
を
学
ば
ん
と
す
る
も
の
は
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美
術
館
に
行
け
﹂
と
か
云
う
の
が
あ
る
︒
し
か
し
世
人
は
古
名
画

を
見
る
よ
り
も
︑
自
然
に
学
べ
と
云
う
か
も
知
れ
な
い
︒

世
人
と
は
常
に
こ
う
云
う
も
の
で
あ
る
︒

火
渡
り
の
行
者

社
会
主
義
は
︑
理
非
曲
直
の
問
題
で
は
な
い
︒
単
に
一
つ
の
必

然
で
あ
る
︒
僕
は
こ
の
必
然
を
必
然
と
感
じ
な
い
も
の
は
︑
恰

あ
た
か

も
火
渡
り
の
行
者
を
見
る
が
如
き
︑
驚
嘆
の
情
を
禁
じ
得
な
い
︒

あ
の
過
激
思
想
取
締
法
案
と
か
云
う
も
の
の
如
き
は
︑
正
に
こ
の
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好
例
の
一
つ
で
あ
る
︒

俊

寛

﹁
平
家
物
語
﹂
や
﹁
源
平
盛
衰
記
﹂
以
外
に
︑
俊
寛
の
新
解
釈

を
試
み
た
も
の
は
現
代
に
始
ま
っ
た
事
で
は
な
い
︒
近
松
門
左
衛

門
の
俊
寛
の
如
き
は
︑
最
も
著
名
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
︒

近
松
の
俊
寛
の
島
に
残
る
の
は
︑
俊
寛
自
身
の
意
志
で
あ
る
︒

丹
左
衛
門
尉
基
康
は
︑
俊
寛
︑
成
経
︑
康
頼
等
三
人
の
赦
免
状

た
ん
の
さ
え
も
ん
の
じ
よ
う
も
と
や
す

し
や
め
ん
じ
よ
う

を
携
え
て
い
る
︒
が
︑
成
経
の
妻
に
な
っ
た
︑
島
の
女
千
鳥
だ
け
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は
︑
舟
に
乗
る
事
を
許
さ
れ
な
い
︒
正
使
基
康
に
は
許
す
気
が
あ

っ
て
も
︑
副
使
の
妹
尾
が
許
さ
ぬ
の
で
あ
る
︒
妻
子
の
死
を
聞
い

せ
の
お

た
俊
寛
は
︑
千
鳥
を
船
に
乗
せ
る
為
に
︑
妹
尾
太
郎
を
殺
し
て
し

ま
う
︒﹁
上
使
を
斬
り
た
る
咎
に
よ
っ
て
︑
改
め
て
今
鬼
界
が
島

と
が

の
流
人
と
な
れ
ば
︑
上
の
御
慈
悲
の
筋
も
立
ち
︑
御
上
使
の
落
度

い
さ
さ
か
な
し
︒﹂
こ
の
英
雄
的
な
俊
寛
は
︑
成
経
︑
康
頼
等
の

乗
船
を
勧
め
な
が
ら
︑
従
容
と
又
こ
う
も
云
う
の
で
あ
る
︒﹁
俊

し
よ
う
よ
う

寛
が
乗
る
は
弘
誓
の
船
︑
浮
き
世
の
船
に
は
望
み
な
し
︒﹂

ぐ
ぜ
い

僕
は
以
前
久
米
正
雄
と
︑
こ
の
俊
寛
の
芝
居
を
見
た
︒
俊
寛
は

故
人
段
四
郎
︑
千
鳥
は
歌
右
衛
門
︑
基
康
は
羽
左
衛
門
︑

︱
他
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は
記
憶
に
残
っ
て
い
な
い
︒
俊
寛
が
乗
る
は
云
々
の
文
句
は
︑
当

時
大
い
に
久
米
正
雄
を
感
心
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
︒

近
松
の
俊
寛
は
﹁
源
平
盛
衰
記
﹂
の
俊
寛
よ
り
も
︑
遙
か
に
偉

い
人
に
な
っ
て
い
る
︒
勿
論
舟
出
を
見
送
る
時
に
は
︑
嘆
き
悲
し

も
ち
ろ
ん

む
の
に
相
違
な
い
︒
し
か
し
そ
の
後
は
近
松
の
俊
寛
も
︑
安
ら
か

に
余
生
を
送
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
︒
少
く
と
も
﹁
盛
衰
記
﹂
の
俊
寛

程
︑
悲
し
い
末
期
に
は
遇
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

︱
そ
う
云

う
心
も
ち
を
与
え
る
限
り
︑﹁
苦
し
ま
ざ
る
俊
寛
﹂
を
書
い
た
も

の
は
︑
夙
に
近
松
に
あ
っ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
る
︒

つ
と

し
か
し
近
松
の
目
ざ
し
た
の
は
︑﹁
苦
し
ま
ざ
る
俊
寛
﹂
に
の
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み
あ
っ
た
の
で
は
な
い
︒
彼
の
俊
寛
は
﹁
平
家
女
護
が
島
﹂
の
登

場
人
物
の
一
人
で
あ
る
︒
が
︑
倉
田
︑
菊
池
両
氏
の
俊
寛
は
︑
俊

寛
の
み
を
主
題
と
し
て
い
る
︒
鬼
界
が
島
に
流
さ
れ
た
俊
寛
は
如

何
に
生
活
し
︑
又
如
何
に
死
を
迎
え
た
か
？

︱
こ
れ
が
両
氏
の

ま
た

問
題
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
は
殊
に
菊
池
氏
の
場
合
︑
こ
う
云
う
形

式
に
も
換
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

︱
﹁
我
等
は
俊
寛
と
同
じ
よ

う
に
︑
島
流
し
の
境
遇
に
陥
っ
た
時
︑
ど
う
云
う
生
活
を
営
む
で

あ
ろ
う
か
？
﹂

近
松
と
両
氏
と
の
立
ち
場
の
相
違
は
︑﹁
盛
衰
記
﹂
の
記
事
の

改
め
ぶ
り
に
も
︑
窺
わ
れ
る
と
云
う
事
を
妨
げ
な
い
︒
近
松
は
あ
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の
俊
寛
を
作
る
為
に
︑
俊
寛
の
悲
劇
の
関
鍵
た
る
赦
免
状
の
件

か
ん
け
ん

く
だ
り

さ
え
も
変
更
し
た
︒
両
氏
も
勿
論
近
松
に
劣
ら
ず
︑﹁
盛
衰
記
﹂

の
記
事
を
無
視
し
て
い
る
︒
し
か
し
両
氏
と
も
近
松
の
よ
う
に
︑

赦
免
状
の
件
は
改
め
て
い
な
い
︒
与
え
ら
れ
た
条
件
の
内
に
︑
俊

寛
の
解
釈
を
試
み
る
以
上
︑
こ
れ
だ
け
は
保
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か

ら
で
あ
る
︒

丁
度
そ
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
︑
倉
田
氏
と
菊
池
氏
と
の
立
ち

場
の
相
違
も
︑
や
は
り
﹁
盛
衰
記
﹂
の
記
事
を
変
更
し
た
︑
そ
の

変
更
の
し
方
に
見
え
る
か
も
知
れ
ぬ
︒
倉
田
氏
が
俊
寛
の
娘
を
死

ん
だ
事
に
し
た
り
︑
菊
池
氏
が
島
を
豊
沃
の
地
に
し
た
り
︑

︱

ほ
う
よ
く
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そ
れ
ら
は
皆
両
氏
の
俊
寛
︑

︱
﹁
苦
し
め
る
俊
寛
﹂
と
﹁
苦
し

ま
ざ
る
俊
寛
﹂
と
を
描
出
す
る
に
便
だ
っ
た
為
で
あ
ろ
う
︒
僕
の

俊
寛
も
こ
の
点
で
は
︑菊
池
氏
の
俊
寛
の
蹤
を
追
う
も
の
で
あ
る
︒

あ
と

唯
菊
池
氏
の
俊
寛
は
︑
寧
ろ
外
部
の
生
活
に
安
住
の
因
を
見
出
し

む
し

て
い
る
が
︑
僕
の
は
必
し
も
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒

し
か
し
謡
や
浄
瑠
璃
に
あ
る
通
り
︑
不
毛
の
孤
島
に
取
り
残
さ

れ
た
儘
︑
し
か
も
な
お
悠
々
た
る
︑
偉
い
俊
寛
を
考
え
ら
れ
ぬ
で

は
な
い
︒
唯
こ
の
巨
鱗
を
捉
え
る
事
は
︑
現
在
の
僕
に
は
出
来
ぬ

き
よ
り
ん

の
で
あ
る
︒

附
記

﹁
盛
衰
記
﹂
に
現
れ
た
俊
寛
は
︑
機
智
に
富
ん
だ
思
想
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家
で
あ
り
︑
鶴
の
前
を
愛
す
る
色
好
み
で
あ
る
︒
僕
は
特
に
こ
の

点
で
は
︑﹁
盛
衰
記
﹂
の
記
事
に
忠
実
だ
っ
た
︒
又
俊
寛
の
歌
な

る
も
の
は
︑
康
頼
や
成
経
よ
り
拙
い
よ
う
で
あ
る
︒
俊
寛
は
議
論

に
は
長
じ
て
い
て
も
︑
詩
人
肌
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
︒
僕
は
こ

の
点
で
も
︑﹁
盛
衰
記
﹂
に
忠
実
な
態
度
を
改
め
な
か
っ
た
︒
又

﹁
盛
衰
記
﹂
の
鬼
界
が
島
は
︑
た
と
い
タ
イ
テ
ィ
で
は
な
い
に
し

て
も
︑
満
更
岩
ば
か
り
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
も
し
あ
の
﹁
盛

衰
記
﹂
の
島
の
記
事
か
ら
︑
辺
土
に
対
す
る
都
会
人
の
恐
怖
や
嫌

悪
を
除
き
去
れ
ば
︑
存
外
古
風
土
記
に
あ
り
そ
う
な
︑
愛
す
べ
き

島
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
︒
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漢
字
と
仮
名
と

漢
字
な
る
も
の
の
特
徴
は
そ
の
漢
字
の
意
味
以
外
に
漢
字
そ
の

も
の
の
形
に
も
美
醜
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
だ
そ
う
で
あ
る
︒
仮
名

は
勿
論
使
用
上
︑
音
標
文
字
の
一
種
た
る
に
過
ぎ
な
い
︒
し
か
し

﹁
か
﹂
は
﹁
加
﹂
と
云
う
よ
う
に
︑
祖
先
は
い
ず
れ
も
漢
字
で
あ

る
︒
の
み
な
ら
ず
︑
い
つ
も
漢
字
と
共
に
使
用
さ
れ
る
関
係
上
︑

自
然
と
漢
字
と
同
じ
よ
う
に
仮
名
そ
の
も
の
の
形
に
も
美
醜
の
感

じ
を
含
み
易
い
︒
た
と
え
ば
﹁
い
﹂
は
落
ち
着
い
て
い
る
︑﹁
り
﹂
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は
如
何
に
も
鋭
い
な
ど
と
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
易
い
の
で
あ

る
︒こ

れ
は
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
︒
し
か
し
事
実
は
ど
う
で
あ
ろ

う
？僕

は
実
は
平
仮
名
に
は
時
々
形
に
こ
だ
わ
る
こ
と
が
あ
る
︒
た

と
え
ば
﹁
て
﹂
の
字
は
出
来
る
だ
け
避
け
た
い
︒
殊
に
﹁
何
々
し

て
何
々
﹂
と
次
に
続
け
る
の
は
禁
物
で
あ
る
︒
そ
の
癖
﹁
何
々
し

て
い
る
︒﹂
と
切
れ
る
時
に
は
苦
に
な
ら
な
い
︒﹁
て
﹂
の
字
の

次
は
﹁
く
﹂
の
字
で
あ
る
︒
こ
れ
も
丁
度
折
れ
釘
の
よ
う
に
︑
上

の
文
章
の
重
量
を
ち
ゃ
ん
と
受
け
と
め
る
力
に
乏
し
い
︒
片
仮
名
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は
平
仮
名
に
比
べ
る
と
︑﹁
ク
﹂
の
字
も
﹁
テ
﹂
の
字
も
落
ち
着

い
て
い
る
︒
或
は
片
仮
名
は
平
仮
名
よ
り
も
進
歩
し
た
音
標
文

あ
る
い

字
な
の
か
も
知
れ
な
い
︒
或
は
又
平
仮
名
に
慣
な
れ
て
い
る
僕
も

片
仮
名
に
は
感
じ
が
鈍
い
の
か
も
知
れ
な
い
︒

希
臘
末
期
の
人

こ
の
頃
エ
ジ
プ
ト
の
砂
の
中
か
ら
︑
ヘ
ラ
ク
レ
ニ
ウ
ム
の
熔
岩

の
中
か
ら
︑
希
臘
人
の
書
い
た
も
の
が
発
見
さ
れ
る
︒
時
代
は

ギ
リ
シ
ア

350
B
.C
.

か
ら

150
B
.C
.

位
の
も
の
ら
し
い
︒
つ
ま
り
ア
テ
ネ
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時
代
か
ら
ロ
オ
マ
時
代
へ
移
ろ
う
と
す
る
中
間
の
時
代
の
も
の
で

あ
る
︒
種
類
は
論
文
︑
詩
︑
喜
劇
︑
演
説
の
草
稿
︑
手
紙

︱
ま

だ
外
に
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
作
者
は
従
来
書
い
た
も
の
の
少

し
は
知
ら
れ
て
い
た
人
も
あ
る
︒
名
前
だ
け
や
っ
と
伝
っ
て
い
た

人
も
あ
る
︒
勿
論
全
然
名
前
さ
え
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
人
も
あ

る
︒し

か
し
そ
れ
は
兎
も
角
も
︑
そ
う
い
う
断
簡
零
墨
を
近
代
語
に

訳
し
た
も
の
を
見
る
と
︑
ど
れ
も
こ
れ
も
我
々
に
は
お
馴
染
み
の

思
想
ば
か
り
で
あ
る
︒
た
と
え
ば

P
olystratus

と
云
う
エ
ピ
ク

ロ
ス
派
の
哲
学
者
は
﹁
あ
ら
ゆ
る
虚
偽
と
心
労
と
を
脱
し
︑
人
生
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を
自
由
な
ら
し
む
る
為
に
は
万
物
生
成
の
大
法
を
知
ら
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
﹂
と
論
じ
て
い
る
︒
そ
う
か
と
思
え
ば

C
ercidas

と
云

う
所
謂
犬
儒
派
の
哲
学
者
は﹁
蕩
児
と
守
銭
奴
と
は
黄
白
に
富
み
︑

予
ば
か
り
貧
乏
す
る
の
は
不
都
合
で
あ
る
！
⁝
⁝
正
義
は
土
豚

の
よ
う
に
盲
目
な
の
か
？

T
hem

is

︵
正
義
の
女
神
︶
の
明
は
蔽

わ
れ
て
い
る
の
か
？
﹂
と
大
い
に
憤
慨
を
洩
ら
し
た
後
︑﹁
遮
莫

我
徒
は
病
弱
を
救
い
︑
貧
窶
を
恵
む
こ
と
を
任
に
し
た
い
﹂
と
勇

ま
し
い
信
念
を
披
露
し
て
い
る
︒
更
に
又
彼
に
先
立
つ
こ
と
三
十

年
余
と
伝
え
ら
れ
る

C
olophon

の
P
hœ

nix

は
﹁
何
び
と
も
金

持
ち
に
は
友
だ
ち
で
あ
る
︒
金
さ
え
あ
れ
ば
神
々
さ
え
必
ず
君
を
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愛
す
る
で
あ
ろ
う
︒
が
︑
万
一
貧
し
け
れ
ば
母
親
す
ら
君
を
憎
む

で
あ
ろ
う
﹂
と
諷
刺
に
満
ち
た
詩
を
作
っ
て
い
る
︒
最
後
に

Œ
noande

のD
iogenes

は
﹁
予
の
所
見
に
従
え
ば
︑
人
類
は
百

般
の
無
用
の
事
に
百
般
の
苦
楚
を
味
っ
て
い
る
︒
⁝
⁝
予
は
既
に

老
人
で
あ
る
︒
生
命
の
太
陽
も
沈
も
う
と
し
て
い
る
︒
予
は
唯
予

の
道
を
教
え
る
だ
け
で
あ
る
︒
⁝
⁝
天
下
の
人
は
悉
く
互
に
虚

こ
と
ご
と

偽
を
移
し
合
っ
て
い
る
︒
丁
度
一
群
の
病
羊
の
よ
う
に
﹂
と
救
援

の
道
を
教
え
て
い
る
︒

こ
う
云
う
思
想
は
い
つ
の
時
代
︑
ど
こ
の
国
に
も
あ
っ
た
も
の

と
見
え
る
︒
ど
う
や
ら
人
種
の
進
歩
な
ど
と
云
う
の
は
蛞
蝓
の
歩
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み
に
似
て
い
る
ら
し
い
︒

比

喩

メ
タ
フ
ォ
ア
と
か
シ
ミ
リ
イ
と
か
に
文
章
を
作
る
人
の
苦
労
す

る
の
は
遠
い
西
洋
の
こ
と
で
あ
る
︒
我
々
は
皆
せ
ち
辛
い
現
代
の

日
本
に
育
っ
て
い
る
︒
そ
う
云
う
こ
と
に
苦
労
す
る
の
は
勿
論
︑

兎
に
角
意
味
を
正
確
に
伝
え
る
文
章
を
作
る
余
裕
さ
え
な
い
︒
し

か
し
ふ
と
目
に
止
ま
っ
た
西
洋
人
の
比
喩
の
美
し
さ
を
愛
す
る
心

だ
け
は
残
っ
て
い
る
︒
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﹁
ツ
イ
ン
ガ
レ
ラ
の
顔
は
脂
粉
に
荒
ら
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し

そ
の
皮
膚
の
下
に
は
薄
氷
の
下
の
水
の
よ
う
に
何
か
が
ま
だ
か
す

か
に
仄
め
い
て
い
る
︒﹂

こ
れ
はW

asserm
ann

の
書
い
た
売
笑
婦
ツ
イ
ン
ガ
レ
ラ
の
肖

像
で
あ
る
︒
僕
の
訳
文
は
拙
い
の
に
違
い
な
い
︒
け
れ
ど
も
む
か

し

G
uys

の
描
い
た
︑
優
し
い
売
笑
婦
の
面
影
は
あ
り
あ
り
と
原

文
に
見
え
る
よ
う
で
あ
る
︒
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告

白

﹁
も
っ
と
己
れ
の
生
活
を
書
け
︑
も
っ
と
大
胆
に
告
白
し
ろ
﹂

と
は
屡
︑
諸
君
の
勧
め
る
言
葉
で
あ
る
︒
僕
も
告
白
を
せ
ぬ
訳

し
ば
し
ば

で
は
な
い
︒
僕
の
小
説
は
多
少
に
も
せ
よ
︑
僕
の
体
験
の
告
白
で

あ
る
︒
け
れ
ど
も
諸
君
は
承
知
し
な
い
︒
諸
君
の
僕
に
勧
め
る
の

は
僕
自
身
を
主
人
公
に
し
︑
僕
の
身
の
上
に
起
っ
た
事
件
を
臆
面

も
な
し
に
書
け
と
云
う
の
で
あ
る
︒
お
ま
け
に
巻
末
の
一
覧
表
に

は
主
人
公
た
る
僕
は
勿
論
︑
作
中
の
人
物
の
本
名
仮
名
を
ず
ら
り

と
並
べ
ろ
と
云
う
の
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
は
御
免
を
蒙
ら
ざ
る
を
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得
な
い
︒

︱

第
一
に
僕
は
も
の
見
高
い
諸
君
に
僕
の
暮
し
の
奥
底
を
お
目
に

か
け
る
の
は
不
快
で
あ
る
︒
第
二
に
そ
う
云
う
告
白
を
種
に
必
要

以
上
の
金
と
名
と
を
着
服
す
る
の
も
不
快
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
僕

も
一
茶
の
よ
う
に
交
合
記
録
を
書
い
た
と
す
る
︒
そ
れ
を
又
﹁
中

央
公
論
﹂
か
何
か
の
新
年
号
に
載
せ
た
と
す
る
︒
読
者
は
皆
面
白

が
る
︒
批
評
家
は
一
転
機
を
来
し
た
な
ど
と
褒
め
る
︒
友
だ
ち
は
︑

愈
裸
に
な
っ
た
な
ど
と
︑
︱
考
え
た
だ
け
で
も
鳥
肌
に
な
る
︒

い
よ
い
よス

ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
も
金
さ
え
あ
れ
ば
︑﹁
痴
人
告
白
﹂
は
出

さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
又
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
に
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も
︑
自
国
語
の
本
に
す
る
気
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
僕
も
愈
︑

食
わ
れ
ぬ
と
な
れ
ば
︑
ど
う
云
う
活
計
を
始
め
る
か
も
知
れ
ぬ
︒

そ
の
時
は
お
の
ず
か
ら
そ
の
時
で
あ
る
︒
し
か
し
今
は
貧
乏
な
り

に
兎
に
角
露
命
を
繋
い
で
い
る
︒
且
又
体
は
多
病
に
も
せ
よ
︑
精

か
つ

神
状
態
は
ま
ず
ノ
ル
マ
ア
ル
で
あ
る
︒
マ
ゾ
ヒ
ス
ム
ス
な
ど
の
徴

候
は
見
え
な
い
︒
誰
が
御
苦
労
に
も
恥
じ
入
り
た
い
こ
と
を
告
白

小
説
な
ど
に
作
る
も
の
か
︒
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チ
ャ
プ
リ
ン

社
会
主
義
者
と
名
の
つ
い
た
も
の
は
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ッ
キ
た
る

と
然
ら
ざ
る
と
を
問
わ
ず
︑
悉
く
危
険
視
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
︒

こ
と
ご
と

殊
に
こ
の
間
の
大
地
震
の
時
に
は
い
ろ
い
ろ
そ
の
為
に
祟
ら
れ
た

ら
し
い
︒
し
か
し
社
会
主
義
者
と
云
え
ば
︑
あ
の
チ
ァ
ア
リ
イ
・

チ
ァ
プ
リ
ン
も
や
は
り
社
会
主
義
者
の
一
人
で
あ
る
︒
も
し
社
会

主
義
者
を
迫
害
す
る
と
す
れ
ば
︑
チ
ャ
プ
リ
ン
も
亦
迫
害
し
な
け

ま
た

れ
ば
な
る
ま
い
︒
試
み
に
某
憲
兵
大
尉
の
為
に
チ
ァ
プ
リ
ン
が
殺

さ
れ
た
こ
と
を
想
像
し
て
見
給
え
︒
家
鴨
歩
き
を
し
て
い
る
う
ち

あ
ひ
る
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に
突
き
殺
さ
れ
た
こ
と
を
想
像
し
て
見
給
え
︒
苟
く
も
一
た
び

い
や
し

フ
ィ
ル
ム
の
上
に
彼
の
姿
を
眺
め
た
も
の
は
義
憤
を
発
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
︒こ
の
義
憤
を
現
実
に
移
し
さ
え
す
れ
ば
︑

︱
兎
に
角
諸
君
も
ブ
ラ
ッ
ク
・
リ
ス
ト
の
一
人
に
な
る
こ
と
だ

け
は
確
か
で
あ
る
︒

あ
そ
び

こ
れ
は
﹁
サ
ン
デ
イ
毎
日
﹂
所
載
︑
福
田
雅
之
助
君
の
﹁
最
近

の
米
国
庭
球
界
﹂
の
一
節
で
あ
る
︒
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﹁
テ
ィ
ル
デ
ン
は
指
を
切
っ
て
か
ら
︑
却
っ
て
素
晴
ら
し
い
当

り
を
見
せ
る
様
に
な
っ
た
︒
な
ぜ
指
を
切
っ
て
か
ら
の
方
が
︑
以

前
よ
り
う
ま
く
な
っ
た
か
と
云
う
に
︑
一
つ
は
彼
の
気
が
緊
張
し

て
い
る
か
ら
だ
︒
彼
は
非
常
に
芝
居
気
が
あ
っ
て
︑
勝
て
る
マ
ッ

チ
に
も
た
や
す
く
勝
と
う
と
は
せ
ず
︑
或
程
度
ま
で
相
手
を
あ
し

ら
っ
て
行
く
ら
し
か
っ
た
が
︑
今
年
度
は
﹁
指
﹂
と
云
う
ハ
ン
デ

ィ
キ
ヤ
ッ
プ
の
為
に
︑
ゲ
エ
ム
の
始
め
か
ら
緊
張
し
て
か
か
る
か

ら
︑
尚
更
強
い
の
で
あ
る
⁝
⁝
﹂

ラ
ケ
ッ
ト
を
握
る
指
を
切
断
し
た
後
︑
一
層
腕
を
上
げ
た
テ
ィ

ル
デ
ン
は
ま
こ
と
に
偉
大
な
る
選
手
で
あ
る
︒
が
︑
指
の
満
足
だ
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っ
た
彼
も
︑

︱
同
時
に
又
相
手
を
翻
弄
す
る
﹁
あ
そ
び
﹂
の
精

ま
た

神
に
富
ん
で
い
た
彼
も
必
し
も
偉
大
で
な
い
こ
と
は
な
い
︒い
や
︑

僕
は
テ
ィ
ル
デ
ン
自
身
も
時
々
は
ち
ょ
っ
と
心
の
底
に
︑﹁
あ
そ

び
﹂
の
精
神
に
富
ん
で
い
た
昔
を
な
つ
か
し
が
っ
て
い
は
し
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
︒

塵

労

僕
も
大
抵
の
売
文
業
者
の
よ
う
に
匆
忙
た
る
暮
し
を
営
ん
で
い

る
︒
勉
強
も
中
々
思
う
よ
う
に
出
来
な
い
︒
二
︑
三
年
前
に
読
み
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た
い
と
思
っ
た
本
も
未
だ
に
読
ま
ず
に
い
る
始
末
で
あ
る
︒
僕
は

又
こ
う
云
う
煩
い
は
日
本
に
ば
か
り
あ
る
こ
と
と
思
っ
て
い
た
︒

が
︑
こ
の
頃
ふ
と
﹁
レ
ミ
・
ド
・
グ
ル
モ
ン
﹂
の
こ
と
を
書
い
た

も
の
を
読
ん
だ
ら
︑
グ
ル
モ
ン
は
そ
の
晩
年
に
さ
え
︑
毎
日
ラ
・

フ
ラ
ン
ス
に
論
文
を
一
篇
︑
二
週
間
目
に
﹁
メ
ル
キ
ュ
ウ
ル
﹂
に

対
話
を
一
篇
書
い
て
い
た
ら
し
い
︒
す
る
と
芸
術
を
尊
重
す
る
仏フ

蘭
西
に
生
れ
た
文
学
者
も
甚
だ
清
閑
に
は
乏
し
い
訳
で
あ
る
︒

ラ
ン
ス

は
な
は

日
本
に
生
れ
た
僕
な
ど
の
不
平
を
云
う
の
は
間
違
い
か
も
知
れ
な

い
︒
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イ
バ
ネ
ス

イ
バ
ネ
ス
氏
も
日
本
へ
来
た
そ
う
で
あ
る
︒
滞
在
日
数
も
短
か

か
っ
た
し
︑
ま
あ
通
り
一
ぺ
ん
の
見
物
を
す
ま
せ
た
だ
け
で
あ
ろ

う
︒
イ
バ
ネ
ス
氏
の
評
伝
に
は

C
am

ille
P
itollet

の

V
.

B
lasco-Ibáñez,

Ses
rom

ans
et
le
rom

an
de

sa
vie

な
ど
と
云

う
本
も
流
行
し
て
い
る
︒と
云
っ
て
読
ん
で
い
る
次
第
で
は
な
い
︒

唯
二
︑
三
年
前
の
横
文
字
の
雑
誌
に
紹
介
し
て
あ
る
の
を
読
ん
だ

だ
け
で
あ
る
︒

﹁
わ
た
し
の
小
説
を
作
る
の
は
作
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
結
果
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で
あ
る
︒
⁝
⁝
わ
た
し
は
青
年
時
代
を
監
獄
に
暮
し
た
︒
少
く
と

も
三
十
度
は
入
獄
し
た
で
あ
ろ
う
︒
わ
た
し
は
囚
人
だ
っ
た
こ
と

も
あ
る
︒
度
た
び
野
蛮
な
決
闘
の
為
に
重
傷
を
蒙
っ
た
こ
と
も
あ

た
び

る
︒
わ
た
し
は
又
人
間
の
堪
え
得
る
限
り
の
肉
体
的
苦
痛
を
嘗
め

て
い
る
︒
貧
乏
の
ど
ん
底
に
落
ち
た
こ
と
も
あ
る
︒
が
︑
一
方
に

は
代
議
士
に
選
挙
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
︒
土
耳
古
の
サ
ル
タ
ン
の

ト

ル

コ

友
だ
ち
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
︒宮
殿
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
る
︒

そ
れ
か
ら
ず
っ
と
鉅
万
の
金
を
扱
う
実
業
家
に
も
な
っ
て
い
た
︒

亜
米
利
加
で
は
村
を
一
つ
建
設
し
た
︒
こ
う
云
う
こ
と
を
話
す
の

ア

メ

リ

カ

は
わ
た
し
は
小
説
を
生
活
の
上
に
実
現
出
来
る
こ
と
を
示
す
為
で
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あ
る
︒
紙
と
イ
ン
ク
と
に
書
き
上
げ
る
よ
り
も
更
に
数
等
巧
妙
に

実
現
出
来
る
こ
と
を
示
す
為
で
あ
る
︒﹂

こ
れ
は
ピ
ト
オ
レ
エ
の
本
の
中
に
あ
る
イ
バ
ネ
ス
氏
自
身
の
言

葉
だ
そ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
僕
は
こ
れ
を
読
ん
で
も
︑
文
豪
イ
バ

ネ
ス
氏
の
云
う
よ
う
に
︑
格
別
小
説
を
生
活
の
上
に
実
現
し
て
い

る
と
云
う
気
は
し
な
い
︒
す
る
の
は
唯
小
説
の
広
告
を
実
現
し
て

い
る
と
云
う
気
だ
け
で
あ
る
︒
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船

長

僕
は
上
海
へ
渡
る
途
中
︑
筑
後
丸
の
船
長
と
話
を
し
た
︒
政
友

会
の
横
暴
と
か
︑
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
オ
ジ
の
﹁
正
義
﹂
と
か
そ
ん
な

こ
と
ば
か
り
話
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
内
に
船
長
は
僕
の
名
刺
を

見
な
が
ら
︑
感
心
し
た
よ
う
に
小
首
を
傾
け
た
︒

﹁
ア
ク
タ
川
と
云
う
の
は
珍
ら
し
い
で
す
ね
︒
は
は
あ
︑
大
阪

毎
日
新
聞
社
︑

︱
や
は
り
御
専
門
は
政
治
経
済
で
す
か
？
﹂

僕
は
好
い
加
減
に
返
事
を
し
た
︒

僕
等
は
又
少
時
の
後
︑
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
か
何
か
の
話
を
し

ま
た
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出
し
た
︒
僕
は
丁
度
そ
の
月
の
﹁
中
央
公
論
﹂
に
載
っ
て
い
た
誰

か
の
論
文
を
引
用
し
た
︒
が
︑
生
憎
船
長
は
中
央
公
論
の
読
者
で

は
な
か
っ
た
︒

﹁
ど
う
も
﹁
中
央
公
論
﹂
も
好
い
で
す
が
︑

︱
﹂

船
長
は
苦
に
が
し
そ
う
に
話
し
つ
づ
け
た
︒

﹁
小
説
を
余
り
載
せ
る
も
の
で
す
か
ら
︑
つ
い
買
い
渋
っ
て
し

ま
う
の
で
す
︒
あ
れ
だ
け
は
や
め
る
訳
に
行
か
な
い
も
の
で
し
ょ

う
か
？
﹂

僕
は
出
来
る
だ
け
情
け
な
い
顔
を
し
た
︒

﹁
そ
う
で
す
︒
小
説
に
は
困
り
ま
す
ね
︒
あ
れ
さ
え
な
け
れ
ば
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と
思
う
の
で
す
が
︒﹂

爾
来
僕
は
船
長
に
格
別
の
信
用
を
博
し
た
よ
う
で
あ
る
︒

相

撲

﹁
負
け
ま
じ
き
相
撲
を
寝
も
の
が
た
り
か
な
﹂
と
は
名
高
い
蕪

村
の
相
撲
の
句
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
負
け
ま
じ
き
﹂
の
解
釈
に
は
思

い
の
外
異
説
も
あ
る
ら
し
い
︒﹁
蕪
村
句
集
講
義
﹂
に
よ
れ
ば
虚

子
︑
碧
梧
桐
両
氏
︑
近
頃
は
又
木
村
架
空
氏
も
﹁
負
け
ま
じ
き
﹂

を
未
来
の
意
味
と
し
て
い
る
︒﹁
明
日
の
相
撲
は
負
け
て
は
な
ら
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ぬ
︒
そ
の
負
け
て
は
な
ら
ぬ
相
撲
を
寝
も
の
が
た
り
に
話
し
て
い

る
︒﹂

︱
と
云
う
よ
う
に
解
釈
す
る
の
で
あ
る
︒
僕
は
ず
っ
と

以
前
か
ら
過
去
の
意
味
に
ば
か
り
解
釈
し
て
い
た
︒
今
も
や
は
り

過
去
の
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
︒﹁
今
日
は
負
け
て
は
な
ら
ぬ
相

撲
を
負
け
た
︒
そ
れ
を
し
み
じ
み
寝
も
の
が
た
り
に
し
て
い
る
︒﹂

︱
と
云
う
よ
う
に
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
︒
も
し
将
来
の
意
味

だ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
蕪
村
は
必
ず
﹁
負
け
ま
じ
き
﹂
と
調
子
を
張

っ
た
上
五
の
下
へ
﹁
寝
も
の
が
た
り
か
な
﹂
と
調
子
の
延
び
た
止

め
を
持
っ
て
来
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
文
法
の
問
題

で
は
な
い
︒
唯
﹁
負
け
ま
じ
き
﹂
を
ど
う
感
ず
る
か
と
云
う
芸
術
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的
触
角
の
問
題
で
あ
る
︒
尤
も
﹁
蕪
村
句
集
講
義
﹂
の
中
で
も
︑

も
つ
と

子
規
居
士
と
内
藤
鳴
雪
氏
と
は
や
は
り
過
去
の
意
味
に
解
釈
し
て

い
る
︒

﹁
と
て
も
﹂

﹁
と
て
も
安
い
﹂
と
か
﹁
と
て
も
寒
い
﹂
と
云
う
﹁
と
て
も
﹂

の
東
京
の
言
葉
に
な
り
出
し
た
の
は
数
年
以
前
の
こ
と
で
あ
る
︒

勿
論
﹁
と
て
も
﹂
と
云
う
言
葉
は
東
京
に
も
全
然
な
か
っ
た
訳
で

は
な
い
︒
が
従
来
の
用
法
は
﹁
と
て
も
か
な
わ
な
い
﹂
と
か
﹁
と
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て
も
纏
ま
ら
な
い
﹂と
か
云
う
よ
う
に
必
ず
否
定
を
伴
っ
て
い
る
︒

肯
定
に
伴
う
新
流
行
の
﹁
と
て
も
﹂
は
三
河
の
国
あ
た
り
の
方

言
で
あ
ろ
う
︒
現
に
三
河
の
国
の
人
の
こ
の
﹁
と
て
も
﹂
を
用
い

た
例
は
元
禄
四
年
に
上
梓
さ
れ
た
﹁
猿
蓑
﹂
の
中
に
残
っ
て
い
る
︒

秋
風
や
と
て
も
芒
は
う
ご
く
は
ず

三
河
︑
子
尹

す
る
と
﹁
と
て
も
﹂
は
三
河
の
国
か
ら
江
戸
へ
移
住
す
る
間
に

二
百
年
余
り
か
か
っ
た
訳
で
あ
る
︒﹁
と
て
も
﹂
手
間
ど
っ
た
と

云
う
外
は
な
い
︒



55

猫

こ
れ
は
﹁
言
海
﹂
の
猫
の
説
明
で
あ
る
︒

﹁
ね
こ
︑︵
中
略
︶
人
家
ニ
畜
フ
小
サ
キ
獣
︒
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
︒

温
柔
ニ
シ
テ
馴
レ
易
ク
︑
又
能
ク
鼠
ヲ
捕
フ
レ
バ
畜
フ
︒
然
レ
ド

モ
窃
盗
ノ
性
ア
リ
︒
形
虎
ニ
似
テ
二
尺
ニ
足
ラ
ズ
︒︵
下
略
︶﹂

成
程
猫
は
膳
の
上
の
刺
身
を
盗
ん
だ
り
す
る
の
に
違
い
は
な

い
︒
が
︑
こ
れ
を
し
も
﹁
窃
盗
ノ
性
ア
リ
﹂
と
云
う
な
ら
ば
︑
犬

は
風
俗
壊
乱
の
性
あ
り
︑
燕
は
家
宅
侵
入
の
性
あ
り
︑
蛇
は
脅
迫
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の
性
あ
り
︑
蝶
は
浮
浪
の
性
あ
り
︑
鮫
は
殺
人
の
性
あ
り
と
云
っ

て
も
差
支
え
な
い
道
理
で
あ
ろ
う
︒
按
ず
る
に
﹁
言
海
﹂
の
著
者

大
槻
文
彦
先
生
は
少
く
と
も
鳥
獣
魚
貝
に
対
す
る
誹
毀
の
性
を
具

ひ

き

え
た
老
学
者
で
あ
る
︒

版

数

日
本
の
版
数
は
出
た
ら
め
で
あ
る
︒
僕
の
聞
い
た
風
説
に
よ
れ

ば
︑
或
相
当
の
出
版
業
者
な
ど
は
内
務
省
へ
の
献
本
二
冊
を
一
版

あ
る

に
数
え
て
い
る
ら
し
い
︒
た
と
い
そ
れ
は
譃
と
し
て
も
︑
今
日
の
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よ
う
に
出
た
ら
め
で
は
︑
五
十
版
百
版
と
云
う
広
告
を
目
安
に
本

を
買
っ
て
い
る
天
下
の
読
者
は
愚
弄
さ
れ
て
い
る
の
も
同
じ
こ
と

で
あ
る
︒

尤
も
仏
蘭
西
の
版
数
さ
え
甚
だ
当
て
に
な
ら
ぬ
も
の
だ
そ
う
で

あ
る
︒
例
え
ば
ゾ
ラ
の
晩
年
の
小
説
な
ど
は
二
百
部
を
一
版
と
号

し
て
い
た
ら
し
い
︒
し
か
し
こ
れ
は
悪
習
で
あ
る
︒
何
も
香
水
や

オ
ペ
ラ
・
バ
ッ
グ
の
よ
う
に
輸
入
す
る
必
要
は
な
い
に
違
い
な

い
︒
且
又
メ
ル
キ
ュ
ル
は
出
版
し
た
本
に
一
々
何
冊
目
と
記
し
た

か
つ

こ
と
も
あ
る
︒
メ
ル
キ
ュ
ル
を
学
ぶ
こ
と
は
困
難
に
し
ろ
︑
一
版

を
何
部
と
定
め
た
上
︑
版
数
も
偽
ら
ず
に
広
告
す
る
こ
と
は
当
然
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日
本
の
出
版
業
組
合
も
厲
行
し
て
然
る
べ
き
企
て
で
あ
ろ
う
︒
い

や
︑
こ
う
云
う
見
易
い
こ
と
は
賢
明
な
る
出
版
業
組
合
の
諸
君
の

と
う
に
気
づ
い
て
い
る
筈
で
あ
る
︒
す
る
と
そ
れ
を
実
行
し
な
い

の
は
﹁
も
し
佳
書
を
得
ん
と
欲
せ
ば
版
数
の
少
き
を
選
べ
﹂
と
云

う
教
訓
を
垂
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒

家

早
川
孝
太
郎
氏
は
﹁
三
州
横
山
話
﹂
の
巻
末
に
ま
じ
な
い
の
歌

を
い
く
つ
も
掲
げ
て
い
る
︒
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盗
賊
の
用
心
に
唱
え
る
歌
︑

︱
﹁
ね
る
ぞ
︑
ね
だ
︑
た
の
む

ぞ
︑
た
る
木
︑
夢
の
間
に
何
ご
と
あ
ら
ば
起
せ
︑
桁
梁
﹂︒

火
の
用
心
の
歌
︑

︱
﹁
霜
柱
︑
氷
の
梁
に
雪
の
桁
︑
雨
の
た

る
木
に
露
の
葺
き
草
﹂︒

ふ

い
ず
れ
も
﹁
家
﹂
に
生
命
を
感
じ
た
古
え
び
と
の
面
目
を
見
る

よ
う
で
あ
る
︒
こ
う
云
う
感
情
は
我
々
の
中
に
も
と
う
の
昔
に
死

ん
で
し
ま
っ
た
︒
我
々
よ
り
も
後
に
生
れ
る
も
の
は
是
等
の
歌
を

読
ん
だ
に
し
ろ
︑
何
の
感
銘
も
受
け
な
い
か
も
知
れ
な
い
︒
或

あ
る
い

は
又
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
イ
ト
の
借
家
住
ま
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て

も
︑
是
等
の
歌
は
幻
の
よ
う
に
山
か
げ
に
散
在
す
る
茅
葺
屋
根
を
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思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
︒

な
お
次
手
に
広
告
す
れ
ば
︑
早
川
氏
の
﹁
三
州
横
山
話
﹂
は
柳

田
国
男
氏
の
﹁
遠
野
物
語
﹂
以
来
︑
最
も
興
味
の
あ
る
伝
説
集
で

あ
ろ
う
︒
発
行
所
は
小
石
川
区
茗
荷
谷
町
五
十
二
番
地
郷
土
研
究

社
︑
定
価
は
僅
か
に
七
十
銭
で
あ
る
︒
但
し
僕
は
早
川
氏
も
知
ら

ず
︑
勿
論
広
告
も
頼
ま
れ
た
訳
で
は
な
い
︒

附
記

な
お
四
︑
五
十
年
前
の
東
京
に
は
こ
う
云
う
歌
も
あ
っ

た
そ
う
で
あ
る
︒﹁
ね
る
ぞ
︑
ね
だ
︑
た
の
む
ぞ
︑
た
る
木
︑
梁

も
聴
け
︑
明
け
の
六
つ
に
は
起
せ
大
び
き
﹂︒
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続
﹁
と
て
も
﹂

肯
定
に
伴
う
﹁
と
て
も
﹂
は
東
京
の
言
葉
で
は
な
い
︒
東
京
人

の
古
来
使
う
の
は
﹁
と
て
も
及
ば
な
い
﹂
の
よ
う
に
否
定
に
伴
う

﹁
と
て
も
﹂
で
あ
る
︒
近
来
は
肯
定
に
伴
う
﹁
と
て
も
﹂
も
盛
ん

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
た
と
え
ば
﹁
と
て
も
綺
麗
﹂︑﹁
と

て
も
う
ま
い
﹂
の
類
で
あ
る
︒
こ
の
肯
定
に
伴
う
﹁
と
て
も
﹂
の

﹁
猿
蓑
﹂
の
中
に
出
て
い
る
こ
と
は
﹁
澄
江
堂
雑
記
﹂︵
随
筆
集

﹁
百
艸
﹂
の
中
︶
に
弁
じ
て
置
い
た
︒
そ
の
後
島
木
赤
彦
さ
ん
に

注
意
さ
れ
て
見
る
と
︑
こ
の
﹁
と
て
も
﹂
も
﹁
と
て
も
か
く
て
も
﹂
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の
﹁
と
て
も
﹂
で
あ
る
︒

秋
風
や
と
て
も
芒
は
う
ご
く
は
ず

三
河
︑
子
尹

し
か
し
こ
の
頃
又
乱
読
を
し
て
い
る
と
︑﹁
続
春
夏
秋
冬
﹂
の

ま
た

春
の
部
の
中
に
も
こ
う
言
う
﹁
と
て
も
﹂
を
発
見
し
た
︒

市
雛
や
と
て
も
数
あ
る
顔
貌

化
羊

元
禄
の
子
尹
は
肩
書
通
り
三
河
の
国
の
人
で
あ
る
︒
明
治
の
化
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羊
は
何
国
の
人
で
あ
ろ
う
か
︒

丈
艸
の
事

蕉
門
に
竜
象
の
多
い
こ
と
は
言
う
を
待
た
な
い
︒
し
か
し
誰
が

最
も
的
々
と
芭
蕉
の
衣
鉢
を
伝
え
た
か
と
言
え
ば
恐
ら
く
は
内
藤

丈
艸
で
あ
ろ
う
︒
少
く
と
も
発
句
は
蕉
門
中
︑
誰
も
こ
の
俳
諧
の

新
発
知
ほ
ど
芭
蕉
の
寂
び
を
捉
え
た
も
の
は
な
い
︒
近
頃
野
田
別

し
ん
ほ
つ
ち

天
楼
氏
の
編
し
た
﹁
丈
艸
集
﹂
を
一
読
し
︑
殊
に
こ
の
感
を
深
う

し
た
︒
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前
書
略

木
枕
の
垢
や
伊
吹
に
の
こ
る
雪

大
原
や
蝶
の
出
て
舞
ふ
お
ぼ
ろ
月

谷
風
や
青
田
を
廻
る
庵
の
客

小
屏
風
に
山
里
涼
し
腹
の
上

雷
の
さ
そ
ひ
出
し
て
や
火
と
り
虫

草
芝
を
出
づ
る
螢
の
羽
音
か
な

鶏
頭
の
昼
を
う
つ
す
や
ぬ
り
枕

病
人
と
撞
木
に
寝
た
る
夜
寒
か
な
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蜻
蛉
の
来
て
は
蝿
と
る
笠
の
中

夜
明
け
ま
で
雨
吹
く
中
や
二
つ
星

榾
の
火
や
暁
が
た
の
五
六
尺

是
等
の
句
は
啻
に
寂
び
を
得
た
と
言
う
ば
か
り
で
は
な
い
︒
一

た
だ

句
一
句
変
化
に
富
ん
で
い
る
こ
と
は
作
家
た
る
力
量
を
示
す
も
の

で
あ
る
︒
几
董
輩
の
丈
艸
を
嗤
っ
て
い
る
の
は
僣
越
も
亦
甚
し
い

ま
た

と
思
う
︒
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一

夏
目
先
生
の
書

僕
に
も
時
々
夏
目
先
生
の
書
を
鑑
定
し
て
く
れ
ろ
と
言
う
人
が

か
ん
て
い

あ
る
︒
が
︑
僕
の
眼
光
で
は
ど
う
も
判
然
と
は
鑑
定
出
来
な
い
︑

唯
ま
っ
か
な
贋
せ
も
の
だ
け
は
お
の
ず
か
ら
正
体
を
現
し
て
く
れ

に

る
︒
僕
は
近
頃
そ
の
贋
せ
も
の
の
中
に
決
し
て
贋
せ
も
の
と
は
思

わ
れ
ぬ
一
本
の
扇
に
遭
遇
し
た
︒
成
程
こ
の
扇
に
書
い
て
あ
る
句

な
る
ほ
ど

は
漱
石
と
言
う
名
は
つ
い
て
い
て
も
︑
確
か
に
夏
目
先
生
の
書
い

た
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
又
句
が
ら
や
書
体
か
ら
見
れ
ば
︑
夏

目
先
生
の
贋
せ
も
の
を
作
る
為
に
書
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
も
確
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か
で
あ
る
︒
こ
の
漱
石
と
は
何
も
の
で
あ
ろ
う
か
？

太
白
堂
三

世
村
田
桃
隣
も
始
の
名
は
や
は
り
漱
石
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
僕
の

見
た
扇
は
さ
ほ
ど
古
い
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
︒
僕
は
こ
の
贋
せ

も
の
な
ら
ざ
る
贋
せ
も
の
と
呼
ば
れ
る
扇
の
筆
者
を
如
何
に
も
気

の
毒
に
思
っ
て
い
る
︒
因
に
言
う
︑
夏
目
先
生
の
書
に
も
近
年

ち
な
み

は
め
っ
き
り
贋
せ
も
の
が
殖
え
た
ら
し
い
︒︵
大
正
十
四
年
十
月
二

十
日
︶
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二

霜
の
来
る
前

毎
日
庭
を
眺
め
て
い
る
と
︑
苔
の
最
も
美
し
い
の
は
霜
の
来
る

前
︑

︱
ま
ず
十
月
一
ぱ
い
で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
霜
の
来
る
前
に

﹁
カ
ナ
メ
モ
チ
﹂
や
﹁
モ
ッ
コ
ク
﹂
な
ど
の
赤
々
と
芽
を
ふ
い
て

い
る
の
は
美
し
い
よ
り
も
寧
ろ
も
の
哀
れ
で
な
ら
ぬ
︒︵
同
年
十

む
し

一
月
十
日
︶
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三

澄
江
堂

僕
に
な
ぜ
澄
江
堂
な
ど
と
号
す
る
か
と
尋
ね
る
人
が
あ
る
︒
な

ぜ
と
言
う
ほ
ど
の
因
縁
は
な
い
︒
唯
い
つ
か
漫
然
と
澄
江
堂
と
号

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
い
つ
か
佐
佐
木
茂
索
君
は
﹁
ス
ミ
エ

と
言
う
芸
者
に
惚
れ
た
ん
で
す
か
？
﹂
と
言
っ
た
︒
が
︑
勿
論
そ

も
ち
ろ
ん

ん
な
訳
で
も
な
い
︒
僕
は
時
々
本
名
の
外
に
入
ら
ざ
る
名
な
ど
を

つ
け
る
こ
と
は
よ
せ
ば
好
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
︒︵
十
一
月
十

二
日
︶
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四

雅
号

し
か
し
雅
号
と
言
う
も
の
は
や
は
り
作
品
と
同
じ
よ
う
に
そ
の

人
の
個
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
菱
田
春
草
は
年
少
時
代
に
は

駿
走
の
号
を
用
い
て
い
た
︒
年
少
時
代
の
春
草
は
定
め
し
駿
走

し
ゆ
ん
そ
う

ら
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒そ
う
言
え
ば
正
宗
白
鳥
氏
も
昔
は
白
塚

は
く
ち
よ
う

と
号
し
て
い
た
か
と
思
う
︒
こ
れ
は
僕
の
記
憶
違
い
か
も
知
れ
な

い
︒
が
︑
若
し
違
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
︑
こ
の
号
も
兎
に
角
年

も

少
時
代
の
正
宗
氏
を
想
わ
せ
る
の
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
僕
は

昔
の
文
人
た
ち
の
雅
号
を
幾
つ
も
持
っ
て
い
た
の
は
必
し
も
道
楽
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に
拵
え
た
の
で
は
な
い
︒
彼
等
の
趣
味
の
進
歩
に
応
じ
て
お
の

こ
し
ら

ず
か
ら
出
来
た
も
の
と
思
っ
て
い
る
︒︵
同
前
︶

五

シ
ル
レ
ル
の
頭
蓋
骨

シ
ル
レ
ル
の
遺
骸
は
彼
の
歿
年
︑

︱
千
八
百
五
年
以
来
︑
ち

ゃ
ん
と
ワ
イ
マ
ア
ル
の
大
公
爵
家
の
霊
廟
に
収
め
ら
れ
て
い
た
︒

が
︑
二
十
年
ば
か
り
た
っ
た
後
︑
そ
の
霊
廟
を
再
建
す
る
際
に
頭

蓋
骨
だ
け
ゲ
エ
テ
に
贈
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ゲ
エ
テ
は
彼
の
机
の

上
に
こ
の
旧
友
の
頭
蓋
骨
を
置
き
︑﹁
シ
ル
レ
ル
﹂
と
題
す
る
詩
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を
作
っ
た
︒
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒
エ
エ
ベ
ル
ラ
イ
ン
な
ど
は

御
苦
労
に
も
﹁
シ
ル
レ
ル
の
頭
蓋
骨
を
見
守
れ
る
ゲ
エ
テ
﹂
と
か

何
と
か
言
う
半
身
像
を
作
っ
た
︒
け
れ
ど
も
こ
れ
は
シ
ル
レ
ル
で

は
な
い
︑
誰
か
他
の
人
の
頭
蓋
骨
だ
っ
た
︵
ほ
ん
と
う
の
シ
ル
レ

ル
の
頭
蓋
骨
は
や
っ
と
近
年
テ
ュ
ビ
ン
ゲ
ン
の
解
剖
学
の
教
授
に
発
見

さ
れ
た
︶︒
僕
は
こ
う
い
う
話
を
読
み
︑
悪
魔
の
い
た
ず
ら
を
見

た
よ
う
に
感
じ
た
︒
他
人
の
頭
蓋
骨
に
感
激
し
た
ゲ
エ
テ
は
勿
論

滑
稽
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
の
頭
蓋
骨
が
な
か
っ
た
と

し
た
ら
ば
︑
ゲ
エ
テ
詩
集
は
少
く
と
も
﹁
シ
ル
レ
ル
﹂
の
一
篇
を

欠
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒︵
十
一
月
二
十
日
︶
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六

美
人
禍

ゲ
エ
テ
を
ワ
イ
マ
ア
ル
の
宮
廷
か
ら
退
か
せ
た
の
は
フ
ォ
ン
・

ハ
イ
ゲ
ン
ド
ル
フ
夫
人
で
あ
る
︒
し
か
も
又
シ
ョ
オ
ペ
ン
ハ
ウ
エ

ル
に
一
世
一
代
の
恋
歌
を
作
ら
せ
た
の
も
や
は
り
こ
の
フ
ォ
ン
・

ハ
イ
ゲ
ン
ド
ル
フ
夫
人
で
あ
る
︒
前
者
に
反
感
を
抱
い
た
女
性
は

彼
女
の
外
に
な
か
っ
た
ら
し
い
︒
後
者
に
好
感
を
与
え
た
の
は
勿

論
彼
女
一
人
で
あ
る
︒
兎
に
角
両
天
才
を
悩
ま
せ
た
だ
け
で
も
︑

た
だ
の
女
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒現
に
写
真
に
徴
す
る
と
︑



74

目
の
大
き
い
︑
鼻
の
尖
っ
た
︑
如
何
に
も
一
癖
あ
り
げ
な
美
人
で

あ
る
︒︵
二
十
一
日
︶

七

放
心

僕
は
教
師
を
し
て
い
た
頃
︑
ネ
ク
タ
イ
を
す
る
の
を
忘
れ
た
ま

ま
︑
澄
ま
し
て
往
来
を
歩
い
て
い
た
︒
そ
れ
を
幸
い
に
も
見
つ
け

て
く
れ
た
の
は
当
年
の
菅
忠
雄
君
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
後
学
校

へ
行
っ
た
ら
︑
今
度
は
物
理
の
教
官
が
一
人
︑
カ
ラ
ア
を
つ
け
る

の
を
忘
れ
た
と
見
え
︑
ネ
ク
タ
イ
だ
け
シ
ャ
ツ
に
ぶ
ら
下
げ
て
い
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た
︒
ど
ち
ら
が
は
た
目
に
は
可
笑
し
か
っ
た
か
し
ら
︒︵
二
十
二

お

か

日
︶

八

同
上

僕
は
菊
池
と
長
崎
へ
行
っ
た
時
︑
汽
車
中
大
い
に
文
芸
論
を
し

た
︒
そ
の
う
ち
に
ふ
と
気
が
つ
い
て
見
る
と
︑
菊
池
は
い
つ
か
両

手
の
間
に
パ
ラ
ソ
ル
を
一
本
ま
わ
し
て
い
る
︒
僕
は
勿
論
﹁
お
い
︑

君
﹂
と
言
っ
た
︒
す
る
と
菊
池
は
苦
笑
し
な
が
ら
︑
隣
に
い
た
奥

さ
ん
に
パ
ラ
ソ
ル
を
返
し
た
︒
僕
は
早
速
文
芸
論
の
代
り
に
菊
池

さ
つ
そ
く
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の
放
心
を
攻
撃
し
た
︒
菊
池
の
降
参
し
た
の
は
こ
の
時
だ
け
で
あ

る
︒
が
︑
長
崎
を
立
つ
段
に
な
る
と
︑
僕
自
身
う
っ
か
り
上
野
屋

へ
雨
外
套
を
忘
れ
て
来
て
し
ま
っ
た
︒
菊
池
の
嬉
し
が
る
ま
い
こ

と
か
︑
忌
々
し
く
も
大
笑
い
を
し
て
曰
︑﹁
君
も
亦
細
心
は
誇
れ

ま
た

な
い
ね
︒﹂︵
同
上
︶
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