
装
頓
と
造
本
を
め
ぐ
る
作
家

。
装
慎
家

・
芸
術
家
の
思
惑
―
―
室
生
犀
星
と
そ
の
周
辺
か
ら
―
―

装
慎
と
造
本
を
め
ぐ
る
作
家
・装
慎
家
基
本
術
家
の
思
惑

―
―

室
生
犀
星
と
そ
の
周
辺
か
ら

は
じ
め

に

読
者
が

一
冊
の
書
物
を
手
に
取

っ
た
と
き
、
ま
ず
目
に
入
る
の
は
装
頓
で

あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
ま
ず
目
に
入

っ
た
装
頓
の
う
ち
、
気
に
な

っ

た
装
頓
の
書
物
を
手
に
取
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
装
頓
の
役
割
に
つ
い

て
、
臼
田
捷
治
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

装
頓
あ
る
い
は
ブ

ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
の
魅
力
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、
本
の
内
容
の
単
な
る
絵
解
き
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
装
頓
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
の
内
容
の
視

覚
化
を
は
か
り
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
意
匠
を
与
え
よ
う
と
す
る
作
業

が
加
わ
る
こ
と
で
、
装
頓
は
新
た
な
次
元
を
そ
の
書
物
に
つ
け
加
え

る
。
装
頓
は
本
の
内
容
に
拮
抗
す
る
小
宇
宙
を
形
づ
く
る
こ
と
を
と
お

し
て
、
著
者
と
読
み
手
を

つ
な
ぐ
媒
介
役
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

読
者
と
著
者
を
結
ぶ
装
頓
。　
一
方
で
、
装
頓
は
作
家
と
装
帳
家
あ
る
い
は

芸
術
家
を
結
ぶ
も
の
で
も
あ
る
。

色

誠

子

装
帳
を
め
ぐ

っ
て
の
両
者
の
結
び

つ
き
は
、
直
接
ま
た
は
出
版
社
の
編
集

者
を
介
在
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
り
す
る
。
そ
の
装
頓
の
多
く
は
、
画
家
に

よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
自
身
の
作
品
に
、
画
家
の
作
品
を
纏
う
作
家
。
作
家

の
作
品
を
キ
ャ
ン
バ
ス
と
し
て
、
新
た
な
世
界
を
生
み
出
す
画
家
た
ち
。
例

え
ば
、
夏
目
漱
石
と
橋
口
五
葉

。
津
田
青
楓
、
芥
川
龍
之
介
と
小
穴
隆

一
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
る
造
本
の
評
価
の
高
さ
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま

た
、
作
品
を
描
く
こ
と
と
造
本
を
同
次
元
と
し
て
捉
え
る
創
作
意
識
を
持

ち
、
独
特
の
作
品
世
界
を
展
開
す
る
室
生
犀
星
も
自
著
の
装
頓
に
画
家

（装

本
家
）
を
纏

っ
た
例
で
あ
る
。
装
頓

・
造
本
を
め
ぐ

っ
て
の
、
作
家
と
装
頓

家

・
芸
術
家
の
結
び

つ
き
は
、
六
十
年
代
に
ブ

ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
出
現
す

る
ま
で
色
濃
い
も
の
で
あ

っ
た
。
他
方
、
出
版
社
に
と

っ
て
は
、
作
家
が
画

家
た
ち
の
作
品
を
纏
う
こ
と
に
宣
伝
効
果
を
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

著
作
物
の
奥
付
以
降
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
即
刊
、
新
刊
の
広
告
に
注
目
す

る
と
そ
の
こ
と
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
室
生
犀
星
著

『
抒
情
小
曲
集

（新
版
Ｌ

（
ア
ル
ス
　
大
正
十
二
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年
七
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
犀
星
者
の

『
青
き
魚
を
釣
る
人
』
（
ア
ル
ス
　
大

正
十
二
年
四
月
）
の
広
告
文
を
見
る
と
、
詩
集
の
内
容
広
告
の
他
に

「恩
地

孝
四
郎
氏
装
頓
」
と
、
装
帳
者
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
ろ
の
恩
地

は
、
犀
星
を
は
じ
め
多
く
の
詩
人
や
作
家
の
著
書
の
装
頓
を
手
掛
け
、
装
頓

家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
詩
集
の
体
裁
と
表
紙
の
情

報
が

「菊
半
哉
版
ポ
フ
リ
ン
水
色
表
紙
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
当
時
の
広
告
文
と
し
て
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
犀
星
に
限
ら
ず
他

の
著
書
で
も
み
ら
れ
る
。
中
に
は
、
「極
美
本
」
「絹
表
紙
箱
入
美
本
」
ヨ
豪

華
本
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
や
、
装
帳
者
名
が
、
著
者
名
と
同
じ
文

字
サ
イ
ズ
や
著
者
名
よ
り
大
き
な
文
字
で
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
。

さ
て
、
作
家
と
装
頓
家
あ
る
い
は
芸
術
家
た
ち
と
い
う
、
個
性
と
個
性
の

塊
の
よ
う
な
存
在
の
両
者
が
生
み
出
す
装
頓
と
造
本
を
め
ぐ

っ
て
、
そ
こ
に

は
ど
の
よ
う
な
思
惑
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
岩
本
何
青
、
庄
司
浅
水
、
柳
田
泉
ら
が
創
刊
し
た

『書
物
展

望
』
な
ど
を
舞
台
に
、
装
頓
や
造
本
に
関
す
る
議
論
が
盛
ん
に
な
さ
れ
、
そ

れ
以
降
の
装
頓
と
造
本
に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
昭
和
十
年
前
後
を
中
心

に
、
犀
星
と
そ
の
周
辺
に
焦
点
を
当
て
、
作
家
と
装
頓
家
の
思
惑
が
ど
の
よ

う
に
働
い
て
い
た
の
か
を
探

っ
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
装
頓
と
造
本
の
議
論

が
盛
ん
に
な
る
中
で
、
犀
星
が
自
著
に
ど
の
よ
う
な
装
頓
を
施
し
て
い
た
の

か
考
察
し
た
い
。

一　
作

家

た
ち

の
言

い
分

―
―

室

生

犀

星
と

そ

の
周

辺

か
ら

西
洋
活
字
本
の
洗
礼
を
受
け
て

一
世
紀
に
も
満
た
な
い
中
で
、
日
本
の
装

頓
ス
タ
イ
ル
を
模
索
す
る
動
き
が
表
面
化
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
装
頓
に
関

し
て
の
議
論
が
新
聞
や
雑
誌
上
で
多
く
さ
れ
始
め
た
の
は
、
関
東
大
震
災

（大
正
十
二
年
）
以
降
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
作
家
、
文
学
者
、
画
家
、
装

頓
家
、
編
集
者
な
ど
が
、
名
を
連
ね
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
挙
げ
る
室
生
犀

星
も
、
墨
日物
の
装
頓
」
翁
璽
冗
新
聞
　
昭
和
二
年
四
月
十
三
日
）
あ
た
り
か

ら
、
装
頓
と
造
本
に
関
す
る
言
及
が
始
ま

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
昭
和
十
年
前
後
の
作
家
た
ち
の
装
帳
と
造
本
に
関
す
る
言
及

が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
見
て
ゆ
き
た
い
。

ま
ず
、
志
賀
直
哉
は

「
装
頓
に
関
す
る
ノ
ー
ト

（
口
述
筆
記
こ

の
な
か

で
、
書
物
の
装
頓
に
つ
い
て
昔
ほ
ど
の
気
の
入
れ
よ
う
が
な
く
な
り

《極
く

呑
気
に
考
え
る
や
う
に
》
な
り
、
雑
誌
の
校
正
も
出
版
社
任
せ
に
し
、
装
頓

も

《自
分
の
趣
味
を
よ
く
呑
み
込
ん
で
ゐ
た
今
の
座
右
宝
刊
行
会
の
橋
本
基

に
任
せ
て
…
…
》
と
前
置
き
を
し
た
上
で
、

近
頃
装
頓
が
喧
し
く
言
は
れ
て
、
円
本
時
代
に
比
べ
る
と
大
変
美
し

い
本
が
出
版
さ
れ
る
や
う
に
な

つ
た
の
は
い
ゝ
こ
と
だ
と
思

つ
て
ゐ

る
。
た
ゞ
あ
ま
り
凝
り
す
ぎ
て
過
重
な
負
担
を
読
者
に
強
い
る
や
う
な

こ
と
が
あ

つ
た
ら
そ
れ
は
考

へ
も
の
で
あ
る
。
装
頓
に
気
を

つ
け
る
こ

と
は
い
ゝ
、
内
容
を
傷

つ
け
る
や
う
な
無
神
経
な
態
度
よ
り
は
い
ゝ
と

装
頓
と
造
本
を
め
ぐ
る
作
家

・
装
慎
家

・
芸
術
家
の
思
惑
―
―
室
生
犀
星
と
そ
の
周
辺
か
ら
―
―
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装
頓
と
造
本
を
め
ぐ
る
作
家

。
装
慎
家

。
芸
術
家
の
思
惑
―
―

室
生
犀
星
と
そ
の
周
辺
か
ら
―
―

し
て
も
、
無
暗
に
金
を
か
け
て
贅
沢
な
装
頓
を
す
る
の
は
買
ふ
人
を

た
ゞ
困
ら
せ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
た
く
さ
ん
の
金
を

か
け
る
余
地
が
あ
る
な
ら
、
寧
ろ
そ
れ
だ
け
の
も
の
を
印
税
と
し
て
著

者
に
支
払
ふ
べ
き
で
あ
る
。
（中
略
）
金
を
か
け
な
く
て
も
い
ゝ
本
は

い
く
ら
で
も
出
来
る
の
だ
か
ら
、
な
る
べ
く
、
多
く
の
人
が
楽
に
買

ヘ

る
程
度
の
安
価
で
本
は
作
ら
れ
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。
自
分
に
言
は

せ
れ
ば
、
書
物
と
い
ふ
も
の
は
、
印
刷
さ
れ
た
内
容
が
主
で
、
装
慎
は

ど
こ
ま
で
も
従
な
の
で
あ
る
。
そ
の
従
な
も
の
を
、
独
立
し
た

一
つ
の

工
芸
と
し
て
過
度
に
の
さ
ば
ら
さ
れ
て
は
困
る
と
思

つ
て
ゐ
る
。
（傍

線
論
者
、
以
下
同
）

と
述
べ
る
。
装
頓
の
こ
と
の
み
な
ら
ず
定
価
と
印
税
に
ま
で
言
及
し
て
い

る
が
、
書
物
は
内
容
に
重
き
を
置
き
装
頓
は
地
味
を
好
む
志
賀
の
趣
向
も
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
《装
頓
は
や
は
り
著
者
自
身
が
為
べ
き
だ
と
思
ひ
ま
す
。
稚
拙
な

と
こ
ろ
は
あ

つ
て
も
、
床
し
い
も
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
薔
薇
の
花
は
根
か
ら

花
ま
で

一
本
の
薔
薇
で
あ
る
べ
き
で
す
。
》
こ
う
語
る
の
は
、
北
原
白
秋
で

あ
る
。
釜
回
薇
の
花
は
根
か
ら
花
ま
で

一
本
の
薔
薇
で
あ
る
べ
き
》
と
は
、

い
か
に
も
白
秋
ら
し
い
表
現
で
あ
る
が
、
ソ」
の
短
い
言
葉
の
な
か
に
は
、
書
物

は
内
容
と
装
頓
が

一
体
と
な

っ
て
こ
そ
書
物
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
著
者

自
身
が
装
頓
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
自
ら
も
自
著
の
装
頓
を
手
が
け
た
萩
原
朔
太
郎
は
こ
う
述
べ

′
一

。

書
物
の
装
頓
と
い
ふ
も
の
は
、
絵
に
於
け
る
額
ブ
チ
み
た
い
な
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
自
身
が
独
立
し
た
存
在
で
は
な
く
、
他
に
よ

っ
て
附
属

す
る
と
こ
ろ
の
美
術
な
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
言

へ
ば
、
額
ブ

チ
に
よ
つ
て
絵
が
選
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
絵
に
よ
つ
て
額
ブ
チ
が

選
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の

一
事
は
、
装
頓
に
於
け
る
根
本
の
常
識
で
あ
る
。
ど
ん
な
立
派

な
芸
術
的
の
装
頓
で
も
、
書
物
の
内
容
と
調
和
し
な
い
も
の
は
仕
方
が

な
い
。
（中
略
）
書
物
の
内
容
す
る
思
想
、
精
神
、
気
分
、
情
調
、
イ

メ
ー
デ
、

ェ
ス
プ
リ
、
モ
テ
ー
ヴ
等
の
者
を
適
確
に
全
体
か
ら
把
握
し

て
美
術
的
に
構
成
さ
れ
た
装
頓
、
即
ち
言

へ
ば

「内
容
の
映
像
」
で
あ

る
と
こ
ろ
の
装
頓
。
そ
れ
の
み
が
常
に
善
き
装
帳
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
善
き
装
頓
は
、
理
想
と
し
て
著
者
自
身
の
手
に
さ
る
べ
き

で
あ
る
。
第
二
段
の
場
合
に
於
て
さ
へ
も
、
著
者
を
最
も
よ
く
理
解
し

て
ゐ
る
人
の
手
に
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
（中
略
）
画
家
に
装
頓
を
任
せ

る
と
い
ふ
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
に
於
て
失
敗
で
あ
る
。
特
に
名
声
あ

る
大
家
に
托
し
た
も
の
ほ
ど
尚
悪
い
。
な
ぜ
な
ら
画
家
た
ち
は
、
自
己

に
装
頓
を
托
さ
れ
た
他
人
の
書
物
を
、
自
分
の
創
作
の
カ
ン
バ
ス
と
し

て
、
勝
手
に
主
観
的
の
絵
を
描
い
て
し
ま
ふ
か
ら
で
あ
る
。
或
る

一
流

の
小
説
家
の
書
い
た
本
を
、
或
る

一
流
の
画
家
が
装
頓
し
た
。
本
屋
は

そ
れ
を
自
慢
に
し
、
広
告
に
特
記
し
て
世
に
誇

つ
た
。
だ
が
、
そ
の
内

容
と
装
頓
と
は
、
全
然
互
に
関
係
な
く
、
二
人
の
芸
術
家
が
、
各
自
に

別
々
の
表
現
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
た
。
こ
ん
な
装
頓
は
最
下
等
で
あ
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２
つ
。

朔
太
郎
も
白
秋
と
同
様
に
、
内
容
と
装
頓
の

一
致
と
著
者
に
よ
る
装
頓
の

必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
朔
太
郎
は
、
こ
う
も
説
く
。

最
後
に
宿
望
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
装
頓
専
門
の
画
家
が
出
て
も
ら
ひ

た
い
こ
と
で
あ
る
。
前
に
言
ふ
通
り
、
普
通
の
画
家
に
装
頓
を
托
す
る

場
合
は
、
概
し
て
皆
内
容
と
調
和
し
な
い
で
失
敗
で
あ
る
。
と
言

つ
て

著
者
自
身
が
自
ら
装
頓
と
い
ふ
こ
と
は
、
色
々
な
点
で
困
難
が
多
く
閉

口
す
る

（中
略
）

僕
等
の
探
し
て
ゐ
る
の
は
、
か
う
し
た

一芸
術
的
な
、
あ
ま
り
に
芸

術
な
」
装
釘
画
家
の
類
で
は
な
く
、
依
頼
者
の
注
文
に
順
応
し
、
且

つ

著
書
の
内
容
を
よ
く
理
解
し
て
、
巧
み
に
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
図
面
や
活

字
に
構
成
し
て
く
れ
る

「
技
術
家
」
で
あ
る
。
（中
略
）
自
分
の
要
求

し
て
ゐ
る
も
の
は
、
か
う
し
た
機
械
的
技
術
の
上
に
、
充
分
芸
術
を
理

解
し
得
る
と
こ
ろ
の
、
真
の
装
頓
的
頭
脳
を
も

つ
た
人
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
自
著
に
多
く
の
自
装
を
施
し
て
い
る
犀
星
は
、
装
帳
と
著
者
の
か

か
わ
り
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

自
分
は
装
頓
家
の
装
頓
に
倦
怠
を
感
じ
、
今
の
と
こ
ろ
装
頓
的
な
考

案
は
行
き
詰

つ
て
ゐ
る
も
同
様
で
あ
る
。
殊
に
画
家
の
装
帳
は
そ
の
絵

画
的
な
倍
屈
以
外
に
は
出
て
ゐ
な
い
。
癖
の
あ
る
画
家
の
格

へ
上
げ
た

装
頓
が
ど
れ
程
天
下
の
読
書
生
を
悩
ま
す
か
分
か
ら
な
い
や
う
で
あ

る
。
装
頓
が
画
家
に
委
ね
ら
れ
た
時
代
は
、
も
う
い
い
加
減
に
廃
め
ら

れ
て
も
い
い
。
装
頓
に
其
内
容
を
色
や
感
じ
で
現
は
す
こ
と
は
事
実
で

は
あ
る
が
、
其
書
物
の
内
容
や
色
を
知
る
も
の
は
恐
ら
く
著
者
以
外
に

求
め
ら
れ
な
い
。
著
者
こ
そ
は
凡
ゆ
る
装
噴
家
の
中
の
装
頓
を
司
る
べ

き
で
あ
る
。
装
頓
に

一
見
識
を
も
た
な
い
著
者
が
あ
る
と
し
た
ら
、
こ

れ
こ
そ
噛
ふ
べ
ぎ
凡
下
の
作
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
著
者
は
そ
の
内

容
を
確
か
り
と
装
頓
の
上
で
、
も
う

一
遍
叩
き
上
げ
を
為
し
鍛

へ
磨
く

べ
き
で
あ
る
。
作
者
の
精
神
的
な
も
の
が

一
本
鋭
利
に
そ
の
装
頓
の
上

に
輝
き
貫
い
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
こ
に
は
、
犀
星
の
装
頓
と
造
本
に
対
し
て
の
決
意
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
「装
頓
学
」
で
は
、

装
頓
は
内
容
と

一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
条
件
は
、
装
慎

学
の
上
で
誰
で
も
気
の
付
く
こ
と
で
あ
る
。
（中
略
）
装
頓
は
小
説
や

詩
命
題
の
や
う
な
効
果
と
役
目
を
負
て
ゐ
る
。
装
頓
自
身
の
力
で
読
者

を
惹
き

つ
け
る
こ
と
が
意
外
に
多
く
、
本
屋
の
店
先
で
最
初
に
眼
を
射

る
も
の
は
装
頓
自
身
の
権
威
で
あ

つ
て
、
内
容
の
接
触
は
そ
の
瞬
間
で

は
第
二
義
の
位
置
に
あ
る
。
（中
略
）

一
種
の
工
芸
美
術
と
し
て
の
建
築
的
装
頓
が
最
近
漸
く
識
者
の
間
に

議
論
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
、
自
分
と
し
て
喜
び
に
堪

へ
な
い
。
か
う
い

ふ
機
会
に
日
本
の
書
物
は
日
本
的
な
味
ひ
と
姿
と
を
、
何
処
ま
で
も
材

料
と
苦
心
に
依

つ
て
積
み
立
て
研
究
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

と
、
装
頓
と
内
容
の

一
致
、
装
頓
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
議
論
と
研
究
の

必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
犀
星
は
、
「
書
物
雑
感
」
の
な
か
で
、

《金
な
ぞ
よ
り
も
ず

つ
と
複
雑
な
感
情
を
も

つ
て
》
い
る
書
物
を
貸
し
て
返

装
頓
と
造
本
を
め
ぐ
る
作
家

・
装
頓
家

。
芸
術
家
の
思
惑
―
―

室
生
犀
星
と
そ
の
周
辺
か
ら
―
―
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装
帳
と
造
本
を
め
ぐ
る
作
家

。
装
慣
家

・
芸
術
家
の
思
惑
―
―

室
生
犀
星
と
そ
の
周
辺
か
ら
―
―

し
て
も
ら
え
な
い
と
き
の
こ
と
を
例
に
挙
げ
て
、
《
さ
う
い
ふ
時
に
書
物
の

装
頓
が
い
ち
は
や
く
胸
に
う
か
ん
で
く
る
、
そ
し
て
装
頓
と
い
ふ
も
の
の
役

目
が
却
々
に
重
大
で
あ
る
こ
と
を
考

へ
る
の
も
、
そ
ん
な
時
で
あ
る
。
装
頓

は
記
憶
さ
れ
る
べ
き
感
情
を
た
く
さ
ん
に
持

つ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
だ

（中
略
）
装
膜
が
単
な
る
目

つ
ぶ
し
で
あ
る
こ
と
は
幼
稚
な
考

へ
で
あ
ら

う
。
》
と
述
べ
、
装
頓
の
役
割
の
大
き
さ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

一
一
装
慎

家

あ

る

い
は
芸

術
家

た
ち

の
言

い
分

日
本
近
代
作
家
の
多
く
は
、
装
頓
と
著
作
の
内
容
の

一
致
が
必
要
で
あ

り
、
自
身
が
装
膜
す
べ
き
だ
と
い
う
。
自
身
が
装
頓
し
な
い
場
合
は
、
著
者

の
意
を
十
分
に
汲
ん
だ
装
頓
家
や
芸
術
家
に
託
す
べ
き
だ
と
も
い
う
。　
一

方
、
装
頓
家
た
ち
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
装
頓
家
と
芸
術
家
の
他
に
、
評
論

家
な
ど
の
言
及
を
た
ど

っ
て
い
こ
う
。

高
橋
秀
三
は
、
「装
頓
閑
話
」
で
、
《
よ
き
装
頓
者
と
は
、
技
術
者
の
耳
と

出
版
者
の
頭
を
有
ち
而
し
て
芸
術
家
の
眼
と
手
と
を
有

つ
も
の
を
い
ふ
。

（中
略
）
「装
釘
よ
り
装
頓
を
生
め
」
字
義
を
云
々
せ
ず
実
質
上

「装
釘
」
と

は
技
術
上
の
意
を
含
み
、
「装
頓
」
と
は
美
術
上
の
意
を
有

つ
も
の
と
し
て
、

然
し
世
の
多
く
が

「
装
頓
よ
り
装
釘
を
生
む
」

の
で
あ
る
か
ら
し
て
装
釘

（広
義
の
意
味
の
）
が
ウ
ソ
に
な
る
、
不
健
康
に
な
る
。
》
と
、
字
義
を
明
ら

か
に
し
な
が
ら
装
頓
者
に
必
要
な
要
素
を
指
摘
す
る
。
装
頓
者
と
出
版
者
そ

し
て
著
者
の
三
者
に
つ
い
て
指
摘
す
る
の
は
、
岩
本
何
青
だ
。

造
書
の
場
合
、
装
頓
担
当
者
と
実
際
の
衝
に
当
た
る
出
版
者
及
び
製

本
者
と
、
こ
の

二
者
の
呼
吸
が
ピ

ッ
タ
リ
合
わ
な
い
と
決
し
て
い
ゝ
本

は
生
ま
れ
な
い
。
如
何
に
装
頓
者
が
良
き
絵
を
描
き
、
珍
趣
向
を
案
出

す
る
と
し
て
も
、
之
を
用
ふ
る
出
版
者
に
眼
が
な
か

っ
た
り
、
製
本
者

に
工
夫
が
欠
け
て
ゐ
た
ら
、
お
し
ま
ひ
で
あ
る
。
理
解
な
き
出
版
者
、

不
熟
練
な
製
本
者
の
手
に
か
ゝ
つ
た
ら
、
如
何
な
る
名
装
頓
者
も
形
な

し
に
な
る
こ
と
必
定
で
、
折
角
の
も
の
を
無
残
に
殺
さ
れ
て
し
ま
ふ
で

あ
ら
う
。
従

つ
て
装
帳
の
出
来
不
出
来
が
、
決
し
て
装
頓
者
独
り
の
功

罪
で
は
な
い
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
今
の
出
版
界

で
直
し
た
い
の
は
、
出
版
者
の
頭
、
製
本
者
の
腕
、
そ
れ
か
ら
、
装
頓

者
の
独
り
よ
が
り
…
…

書
物
の
装
頓
は
、
本
来
は
著
者
が
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
が
如
何
せ

ん
、
あ
ま
り
に
日
本
の
著
者
は
装
頓
を
知
ら
な
さ
す
ぎ
る
。

か
な
り
手
厳
し
い
が
、
日
本
ス
タ
イ
ル
の
装
慎
の
模
索
期
と
し
て
は
当
然

の
指
摘
で
あ
ろ
う
。
岩
本
の
よ
う
に
、
出
版
者
、
製
本
者
、
装
頓
者
、
著
者

の
装
頓
に
関
し
て
の
未
熟
さ
を
言
及
す
る
論
は
多
い
。
英
文
学
者
で
あ
り
書

誌

・
和
紙
研
究
家
で
も
あ

っ
た
寿
岳
文
章
は
、
「作
家
と
装
頓
」
の
中
で
、

《
日
本
の
文
学
者
た
ち
は
、
な
ぜ
自
分
の
書
物
の
装
ひ
に
か
く
も
無
関
心
で

あ
り
、
ま
た
は
関
心
を
も

つ
て
ゐ
て
も
そ
れ
が
甚
だ
し
く
誤

つ
て
ゐ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
（中
略
）
ま
た
私
は
、
聞
く
に
値
す
る
ほ
ど
の
装
頓
論
を
、
未

だ
嘗
て
わ
が
国
の
作
家
や
批
評
家
が
や
つ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
。
》
と
、
問

題
提
起
す
る
。
ま
た
、
《
日
本
の
作
家
が
書
物
の
本
当
の
美
に
盲
目
で
あ

つ

た
り
冷
淡
で
あ

つ
た
り
す
る
の
は
、
彼
等
に
工
芸
の
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
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す
る
熱
意
が
欠
け
て
ゐ
る
た
め
だ
》
と
自
論
を
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
谷
崎

潤

一
郎
著

『春
琴
抄
』
の
装
頓
の
欠
点
を
挙
げ
、
痛
烈
に
批
判
す
る
。
こ
の

批
評
は
、
谷
崎
の
装
頓
に
対
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
作
家
の
装

頓
意
識
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
寿
岳
は
最
終
的
に
、
次
の
よ
う
な
提
言
で

結
ん
で
い
る
。

わ
が
国
の
作
家
た
ち
は
、
書
物
と
は
何
で
あ
る
か
、
殊
に
、
美
し
い

書
物
と
は
何
で
あ
る
か
を
十
分
に
認
識
し
て
ゐ
な
い
の
だ
。
自
分
の
作

品
に
対
し
て
も

つ
ほ
ど
の
責
任
を
、
そ
の
作
品
が
盛
ら
れ
る
容
器
に
対

し
て
持

つ
こ
と
を
せ
ず
、
お
よ
そ
書
物
の
美
な
ど
が
わ
か
ら
な
い
出
版

者
の
商
業
主
義
に
凡
て
を
ま
か
せ
て
ゐ
る
の
で
、
い
な
、
彼
ら
自
身
、

書
物
の
美
が
ど
こ
に
あ
る
か
知

つ
て
ゐ
な
い
の
だ
。
知

つ
て
ゐ
る
と
自

負
す
る
作
家
が
稀
に
あ

つ
て
も
、
そ
の
知
り
方
が
正
し
く
な
い
の
だ
。

（中
略
）
書
物
の
工
芸
性

へ
の
理
解
が
、
少
な
く
と
も
作
家
の
常
識
で

あ

る
や
う
な
日
が
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

そ
の
た
め
に
は
、
局
限
さ
れ
た
自
分
の
趣
味
―
―
し
か
も
そ
れ
は
悪

趣
味
で
あ
る
こ
と
が
多
い
―
―
か
ら
気
ま
ぐ
れ
な
装
頓
を
試
み
た
り
、

書
物
の
本
質
を
深
く
知
ら
な
い
書
家

へ
漫
然
と
装
頓
を
頼
ん
だ
り
、
ま

し
て
射
利

一
方
の
出
版
者

へ
極
め
て
不
用
意
に
装
頓
を
ま
か
せ
た
り
す

る
従
来
の
習
慣
が
改
め
ら
れ
て
、
書
物
の
美
し
さ
が
鋭
く
わ
か
り
、

紙
、
字
体
、
印
刷
等
に
熱
心
な
趣
味
を
い
だ
き
、
さ
う
し
て
図
案
に
は

特
に
す
ぐ
れ
た
腕
前
を
も

つ
工
芸
家
の
手
に
委
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（中
略
）
作
家
と
装
頓
者
と
出
版
者
と
が
、
共
に
書
物
の
美
し
さ
の
交

響
楽
中
に
溶
け
入
る
と
き
、
初
め
て
文
学
は
、
そ
の
外
形
で
あ
る
書
物

の
世
界
に
於
い
て
も
、
我
々
の
過
去
の
歴
史
を
た
ま
さ
か
に
訪
れ
た
か

の
輝
か
し
い

「復
興
」
を
経
験
す
る
で
あ
ら
う
。

寿
岳
の
提
言
は
、
恩
地
孝
四
郎
が
目
指
し
て
い
た
、
装
本
家
が
著
者
、
印

刷
技
術
者
、
出
版
社
と
共
同
し
て
作
り
上
げ
る
美
術
創
作
に
も

つ
な
が
る
。

と
こ
ろ
で
、
装
頓
者
で
も
あ
る
芸
術
家
―
―
特
に
画
家
た
ち
は
、
装
頓
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

犀
星
の

『
乳
房
哀
記
』
（鱒
書
房
　
昭
和
十
五
年
二
月
）
、
『
少
女
の
野
面
』

（鱒
書
房
　
昭
和
三
十

一
年

一
月
）
の
表
紙
を
描
い
た
こ
と
も
あ
る
東
郷
青

児
は
、
《本
の
装
釘
が
書
籍
出
版
業
者
の
手
で
い
ろ
い
ろ
と
趣
向
を
凝
ら
さ

れ
る
の
は
日
本
独
特
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
大
概
の

場
合
簡
単
な
仮
表
装
で
、
ヌ
メ
ロ
の
あ
る
限
定
版
で
も
用
紙
を
日
本
の
極
紙

や
と
り
の
こ
を
使
用
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
豪
華
を
誇
り
、
限
定
部
数
で
は
あ

る
が
故
に
特
に
装
釘
に
凝
る
と
云
ふ
例
は
あ
ま
り

一
般
的
で
は
な
い
。
（中

略
）
粗
末
な
仮
表
装
の
本
が
五
冊
な
り
十
冊
な
り
溜
ま
る
と
、
行
き

つ
け
の

散
髪
屋
に
行
く
の
と
同
じ
意
味
で
、
自
分
の
嗜
好
を
呑
み
込
ん
で
ゐ
る
製
本

屋
に
蔵
書
と
し
て
の
デ
フ
イ
ニ
テ
イ
ブ
な
装
釘
を
頼
む
の
で
あ
る
》
と
し
、

全
部
が
全
部
の
嗜
好
に
当
て
嵌
ま
る
こ
と
が
な
い
の
だ
か
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
シ
ス
テ
ム
が
日
本
に
も
あ
れ
ば
よ
い
と
述
べ
る
。

漱
石
の
著
書
の
装
頓
を
多
く
手
が
け
た
津
田
青
楓
は
、
ど
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

装
頓
は
今
迄
画
家
の
仕
事
の
や
う
に
な

つ
て
ゐ
ま
す
が
、
画
家
の
装

装
頓
と
造
本
を
め
ぐ
る
作
家

。
装
頓
家

・
芸
術
家
の
思
惑
―
―

室
生
犀
星
と
そ
の
周
辺
か
ら
―
―
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装
憤
と
造
本
を
め
ぐ
る
作
家

。
装
頓
家

。
芸
術
家
の
思
惑
―
―

室
生
犀
星
と
そ
の
周
辺
か
ら
―
―

頓
と
云
ふ
と
大
概
に
表
紙
に
書
や
模
様
を

つ
け
る
こ
と
が
役
目
の
や
う

に
な
つ
て
し
ま

つ
て
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
余
り
考

へ
な
い
か
ら
、
装

飾
に
は
な
つ
て
も
、
い
ゝ
意
味
の
装
頓
に
は
な
ら
な
い
や
う
に
思
ひ
ま

す
。
（中
略
）

書
物
が
第

一
に
売
物
だ
と
云
ふ
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
希
望
を
捨
て
ヽ

か
ゝ
ら
ね
ば
成
り
立
た
ぬ
様
な
破
目
に
な
る
の
で
す
。
売
物
と
云
ふ
こ

と
が
前
提
と
な
る
こ
と
は
経
済
的
に
誓
約
さ
れ
る
と
云
ふ
こ
と
に
も
な

り
、
世
間
の
風
調
を
全
々
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
云
ふ
こ
と
も
起

こ
つ
た
り
い
ろ
ノ
てヽ

い
た
し
ま
す
。
私
の
方
は
装
頓
を
し
て
其
の
御
礼

を
も
ら
う
丈
だ
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
ゝ
や
う
な
も
の
ゝ

矢
張
り
本
屋
さ
ん
の
ほ
う
で
い
ろ
ノ
ヽ
条
件
を
出
さ
れ
る
し
、
こ
つ
ち

も
弱
い
か
ら
評
判
が
悪
く
て
は
気
の
毒
だ
と
云
ふ
気
が
す
る
の
で
結
局

妥
協
的
な
も
の
し
か
出
来
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

装
頓
を
芸
術
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
姿

勢
が
あ
る
。
そ
し
て
、
土円
楓
の
百
説
か
”ら
、
岩
本
何
青
の
い
う
と
こ
ろ
の

《装

頓
者
の
独
り
よ
が
り
》
の
側
面
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一
犀
星

の
進

ん

で
い
く
装

慎

の
道

作
家
、
装
頓
家
の
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
を
見
て
い
く
と
、
な
か
な
か
相
容

れ
る
に
は
困
難
で
複
雑
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
装
頓
と
造
本
に

関
す
る
議
論
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
中
で
、
犀
星
は
ど
の
よ
う
な
装
頓
を

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

外
野
の
声
と
は
関
係
な
く
己
の
装
頓
哲
学
に
基
づ
き
、
自
己
と
の
格
闘
の

中
で
造
本
を
続
け
る
犀
星
で
は
あ
る
が
、
他
の
作
家
た
ち
の
書
物
の
装
頓
に

つ
い
て
は
関
心
が
あ
る
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
昭
和
八
年
か
ら
十
年

に
か
け
て
書
か
れ
、
随
筆
と
し
て
発
表
さ
れ
た
日
記

。
日
録

。
日
誌
に
記
載

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「綬
鶏
日
誌
」
の
四
月
二
十
五
日
の
項
で
、
白
秋
、

瀧
井
孝
作
、
佐
藤
惣
之
助
か
ら
著
作
を
贈
呈
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
装
頓
に
対

し
て
印
象
を
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

け
ふ
は
書
物
を
沢
山
に
貰

っ
た
が
装
頓
が
大
切
だ
。
考

へ
ぬ
い
て
も

仕
上
が
り
で
し
く
じ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
僕
は
い
つ
も
し
く

じ
る
。
装
頓
の
妙
味
は
で
き
る
だ
け
ぢ
み
に
材
料
を
殺
す
こ
と
で
あ

る
。
紙
と
文
字
よ
り
外
に
用
ゆ
べ
き
で
は
な
い
。
色
さ
へ
考

へ
も
の
で

あ
る
。
北
原
氏
の

「箱
」
は
よ
い
。
瀧
井
氏
の

「箱
」
は
ど
う
か
と
思

ふ
。
「箱
」
は

一
番
大
切
で
あ

つ
て
表
紙
よ
り
も
金
を
か
け
、
て
い
ね

い
に
作
る
べ
き
で
あ
る
。
「
箱
」
は
支
那
や
日
本
が
世
界
の
工
芸
品
で

も
秀
で
て
ゐ
る
か
ら
、
「箱
」
だ
け
は
い
い
も
の
を
作
り
た
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
贈
呈
さ
れ
た
書
物
の
装
頓
に
つ
い
て

そ
の
印
象
と
と
も
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る
紙
や
イ
ン
ク
な
ど
の
装
頓
材
料

や
、
題
簸
や
表
紙
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
の
気
づ
き
が

つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
を
読
ん
で
い
く
と
、
犀
星
に
と

っ
て
の
装
頓
の
学
び
の
場
が

ど
こ
に
あ
る
の
か
が
わ
か
る
。
こ
の
学
び
の
実
践
で
あ
る
自
装
の
書
物
は
、

ど
の
よ
う
な
批
評
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
詩
人
で
あ
る
長
田
恒
雄

は
、
「詩
集
の
装
帳
」
で
犀
星
の
詩
集
に
つ
い
て

《自
ら
田
舎
者
の
泥
を
ご
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し
ご
し
と
削
り
お
と
し
て
、
洗
練
を

一
念
に
念
じ
た
室
生
氏
の
、
ふ
と
、
も

ら
す
無
作
法
な
ア
ク
ビ
の
や
う
な
も
の
と
、
ベ
ラ
ン
メ
ェ
ロ
調
の
無
雑
作
の

中
に
も
、
取
乱
す
こ
と
な
き
都
会
人
の
冷
静
な
眉
と
が
、
そ
の
ま
ま
映

つ
て

ゐ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
を
思
ひ
合
わ
せ
る
と
、　
一
巻
の
詩
集
の
装
頓
と
謂

へ

ど
も
、
そ
の
語
る
と
こ
ろ
は
実
に
少
な
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
》

と
述
べ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

室
生
氏
の
場
合
、
氏
は
あ
く
ま
で
礼
儀
正
し
い
姿
勢
を
以
て
そ
の
詩

集
を
編
ん
で
ゐ
る
ら
し
い
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
、
ゆ
く
り
な
く
も
覗
き

出
す
氏
の
野
性
は
、
ど
う
に
も
か
く
し
き
れ
な
い
も
の
ら
し
い
。
そ
し

て
、
室
生
氏
の
場
合
で
は
、
氏
の
詩
作
品
で
は
、
き
わ
め
て
率
直
に
表

示
さ
れ
て
ゐ
る
そ
の
野
性
が
、
装
頓
に
於
て
は
そ
の
率
直
さ
を
欠
い
て

ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
は
た
と

へ
ば
、
ひ
と
り
の
女
性
が
化
粧
と
会

話
と
の
上
で
、
そ
の
洗
練
の
不
統

一
を
示
す
場
合
と
似
て
ゐ
る
。
殊
に

詩
人
は
詩

へ
の
精
進
に
於
て
は
何
人
に
も
劣
る
ま
い
け
れ
ど
も
、
詩
集

の
造
形
美
に
大
し
て
は
、
或
は
十
分
な
修
練
を
経
て
ゐ
な
い
と
言
ふ
場

合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

確
か
に
犀
星
の
著
書
に
は
、
内
容
と
装
帳
の
関
連
に
疑
間
が
生
じ
て
装
頓

の
意
図
が
辿
れ
な
い
場
合
が
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
批
評
が
あ
る
の
も
や

む
を
得
な
い
。

さ
て
こ
こ
で
も
う

一
度
、
昭
和
八
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
書
か
れ
て
い
る

日
録
等
に
も
ど
り
た
い
。
こ
れ
ら
を
丹
念
に
読
ん
で
い
く
と
、
自
著
の
装
頓

に
つ
い
て
出
版
者
に
相
談
し
て
い
る
記
述
が
あ
る
。
「
馬
込
日
記
」
の
九
月

二
十
八
日
の
項
に
は
、
《岡
倉
書
房
主
人
見
え
ら
る
。
十
月
に
出
す
随
筆
集

の
装
頓
他
の
相
談
す
る
。
僕
は
美
し
い
装
頓
と
し
や
れ
た
好
み
を
廃
す
る
こ

と
を
主
張
。
》
と
あ
る
。

こ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
随
筆
集
と
は
、
『
栗
英
の

酒
』
（岡
倉
書
房
　
昭
和
八
年
十

一
月
）
を
指
す
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、

「十

一
月
の
日
記
」
翁
四
季
」
昭
和
九
年
十
二
月
二
十
日
）
と

「十
二
月
の

日
記
」
つ
四
季
」
昭
和
十
年

一
月
二
十
五
日
）
に
は
、
『
抒
情
小
曲
集
』
（四

季
社
　
昭
和
九
年
十
二
月
十
日
）
に
関
す
る
出
版
社
と
の
や
り
取
り
が
記
さ

れ
て
い
る
。

○
　
日
下
部
君
見
ゆ
。
「抒
情
小
曲
集
」
の
装
頓
の
こ
と
で

一
時
間
半

ば
か
り
相
談
し
た
。
　
　
　
Ｓ
十

一
月
の
日
記
」
十

一
月
二
十
六
日
）

○
　
「抒
情
小
曲
集
」
出
来
に
つ
き
心
安
き
人
々
に
発
送
し
た
。
表
紙

は
上
出
来
で
あ

つ
た
が
包
紙
の
赤
の
ハ
リ
紙
は
失
敗
で
あ

つ
た
。
日
下

部
君
か
ら

一
割
の
印
税
を
貰

つ
た
が
、
心
苦
し
く
は
あ

つ
た
。
か
か
る

厚
意
あ
る
出
版
に
印
税
を
と
る
の
は
ど
う
か
と
思
ふ
が
、
ま
た
貰
は
ぬ

訳
に
も
行
か
な
い
。
た
だ
売
れ
る
や
う
に
祈
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
十
二
月
の
日
記
」
十
二
月
二
十
日
）

さ
ら
に
、
「浅
春
日
記
」
の

一
月
二
十
八
日
の
項
に
あ
る

《竹
村
書
房
主

人
と

「慈
眼
山
随
筆
」
装
頓
に
つ
き
別
室
で
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
。
》
と
は
、

こ
の
年

（昭
和
十
年
）
二
月
十
五
日
に
竹
村
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た

『慈
眼

山
随
筆
』
の
こ
と
で
あ
る
。
『
慈
眼
山
随
筆
』
の
装
頓
に
関
し
て
の
記
述
は

続
く
。　
一
月
二
十
日
に
は
、

竹
村
董
房
か
ら
出
る

「慈
眼
山
随
筆
」
の
題
策
を
書
い
て
見
た
が
、

装
頓
と
造
本
を
め
ぐ
る
作
家

。
装
頓
家

。
芸
術
家
の
思
惑
―
―

室
生
犀
星
と
そ
の
周
辺
か
ら
―
―
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装
憤
と
造
本
を
め
ぐ
る
作
家

・
装
慎
家

。
芸
術
家
の
思
惑
―
―

室
生
犀
星
と
そ
の
周
辺
か
ら
―
―

字
が
拙
い
の
と
自
分
の
字
に
飽
き
て
ゐ
る
の
で
ど
う
し
て
も
好
い
味
が

出
な
い
。
や
つ
と
の
事
で
左
書
を
し
て
見
た
が
、
稚
拙
が
六
朝
風
な
味

ひ
を
出
し
て
来
た
の
で
左
書
で
箱
、
表
紙
、
ト
ビ
ラ
の
文
字
を
書
き
、

こ
れ
を
用
ゐ
る
こ
と
に
し
た
。
十
枚
ば
か
り
書
い
て
み
た
が
五
六
度
書

く
と
字
が
字
の
形
を

つ
く

つ
て
旨
く
な
る
の
で
稚
拙
的
面
白
味
が
な
く

な

つ
た
。
そ
れ
故
、
最
初
の
藻
度
を
選
ぶ
こ
と
に
し
た
。

と
あ
る
。
発
行
間
際
の
二
月

一
日
に
は
、

《竹
村
書
一房
主
人
見
ゆ
。
「慈

眼
山
随
筆
」
装
頓
の
件
に
て
相
談
す
。
》
と
あ
る
。
こ
こ
ま
で
犀
星
が
、
自

装
に
関
す
る
こ
と
を
詳
し
く
日
記
に
書
く
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
恐
ら
く
随
筆

と
し
て
の
発
表
が
前
提
の
日
記
で
あ

っ
た
た
め
に
、
装
頓
に
限
ら
ず
こ
ま
ご

ま
と
し
た
こ
と
を
記
載
し
た
も
の
と
考
え
る
。

犀
星
は
、
自
身
の
書
い
た
文
字
を
装
頓
に
使
う
こ
と
が
多
い
が
、
『
慈
眼

山
随
筆
』
も
そ
れ
で
あ
る
。
『
慈
眼
山
随
筆
』
が
刊
行
さ
れ
た
頃
に
目
を
や

る
と
、
前
述
し
た

『
某
爽
の
酒
』
、
『
女
の
図
』
（竹
村
董
房
　
昭
和
十
年
六

月
）
、
『
復
讐
』
（竹
村
言
房
　
昭
和
十
年
十
二
月
）
、
『
薔
薇
の
羹
』
（改
造
社

昭
和
十

一
年
四
月
）
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
実
子
に
書
か
せ
た
文
字
を

装
頓
に
使
用
し
た
も
の
も
あ
る
。
『神
々
の
へ
ど
』
（山
本
書
店
　
昭
和
十
年

一
月
）
で
ぁ
る
。
「浅
春
日
記
」
二
月

一
日
に
は
、
《山
本
書
店
主
人
来
る
。

「神
々
の
へ
ど
」
上
梓
。
先
づ
よ
い
出
来
。
一扉
の
子
供
の
書
い
た
字
が
い
い
。

大
い
に
売
れ
て
ほ
し
い
。
》
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
、
盛
ん
に
装
頓
と
造
本
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
、
犀
星
の
造

本
の
数
も
四
十
冊
を
越
え
た
昭
和
十
年
前
後
と
い
う
時
代
に
、
議
論
と
犀
星

を
並
べ
て
み
た
。
や
は
り
見
え
て
き
た
の
は
、
他
の
作
家
た
ち
の
装
頓
と
造

本
の
あ
り
よ
う
に
注
視
し

つ
つ
、
己
の
装
頓
哲
学
に
基
づ
き
自
己
と
の
格
闘

の
中
で
造
本
を
続
け
て
き
た
姿
で
あ
る
。
終
生
続
く
こ
の
戦
い
を
考
え
れ

ば
、
こ
の
時
期
は
そ
の
入
口
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。

今
後
、
犀
星
の
全
著
作
の
装
頓
と
そ
の
傾
向
に
つ
い
て
、
時
代
の
流
れ
を

踏
ま
え

つ
つ
考
察
し
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
、
犀
星
の
装
本
に
か
か
わ

っ
た

多
く
の
装
頓
家
と
芸
術
家
と
の
か
か
わ
り
も
探
り
な
が
ら
、
犀
星
の
造
本
意

識
と
作
品

へ
の
影
響
を
論
じ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

「
そ
う
て
い
」
に
は
、
「装
丁
」
。
「装
噴
」
。
「装
訂
」
。
「装
釘
」
の
漢

字
が
当
て
ら
れ
て
き
た
。
現
在
も
、
こ
れ
ら
が
混
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
「
丁
」
が
常
用
漢
字
に
あ
る
こ
と
か
ら

「装
丁
」
が
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
高
橋
秀
三
は

「装
慎
閑
話
」
∩
書
物
春
秋
」

８
　
昭
和
六
年
）
の
中
で
、
今
装
釘
よ
り
装
慎
を
生
め
」
　

字
義
を
云
々

せ
ず
実
質
上

「装
釘
」
と
は
技
術
上
の
意
を
含
み
、
「装
頓
」
と
は
美
術

上
の
意
を
有

つ
も
の
と
し
て
然
し
世
の
多
く
が

「装
慎
よ
り
装
釘
を
生

む
」
の
で
あ
る
か
ら
し
て
装
頓

（広
義
の
意
味
の
）
が
ウ
ソ
に
な
る
、
不

健
康
に
な
る
》
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
従
来
か
ら
最
も

一
般
的
に

使
わ
れ
て
い
る

「
装
慎
」
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
参
考
文
献
で

「
装

慎
」
以
外
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
と
す
る
。

臼
田
捷
治

『装
頓
時
代
』
曾
田
文
社
　
一
九
九
九
年
十
月
）

芥
川
龍
之
介
と
小
穴
隆

一
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
仕
事
に
つ
い
て
、
廣

谷
市
蔵
は

「装
頓
作
家
を
鳥
欧
す
る
」
∩
書
物
展
望
」
四
巻

一
号
　
昭
和

1注3 2

―-36-



九
年
）
の
中
で
、
《小
穴
隆

一
と
芥
川
龍
之
介
と
は
、
芸
術
上
の
双
生
児

で
あ
つ
た
。
龍
之
介
の
捜
索
は
、
小
穴
隆

一
の
造
本
に
よ
つ
て
一
段
の
磨

き
が
か
け
ら
れ
た
》
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
庄
司
浅
水
は

《室
生
犀
星

氏
や
佐
藤
春
夫
氏
な
ど
は
、
自
分
の
著
書
は
大
抵
自
分
で
表
紙
の
意
匠
な

ど
も
考

へ
、
版
の
組
方
な
ど
に
つ
い
て
も
自
分
の
好
み
を
出
さ
せ
る
相

だ
。
さ
う
ま
で
ゆ
か
な
く
て
も
作
者
は
夫
々
自
身
の
気
心
の
知
れ
た
装
慎

者
を
選
び
、
例
へ
ば
漱
石
に
於
け
る
津
田
清
風
、
龍
之
介
に
於
け
る
小
穴

隆

一
と
云
ふ
風
に
あ
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
聞
雑
誌
な
ど
の
挿

絵
に
於
い
て
も
同
じ
事
が
云
へ
よ
う
。
》
（「装
釘
の
事
ど
も
」

「書
物
趣

味
１
」
昭
和
七
年
）
と
述
べ
て
い
る
。

（４
）
　

拙
稿

「作
家
室
生
犀
星
と
装
本
家
恩
地
孝
四
郎
―
―

「本
を
造
る
」
と

い
う
こ
と
―
―
」
∩
日
本
文
学
研
究
」
第
四
四
号
　
梅
光
学
院
大
学
日
本

文
学
会
　
平
成
二
十

一
年

一
月
）
の
中
で
、
室
生
犀
星
は
、
氏
の
文
学
活

動
の
初
期
か
ら
創
作
意
識
と
自
著
の
装
幅
に
対
す
る
意
識
が
相
倹
っ
て
作

品
世
界
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
室
生
犀
星
と
恩
地
孝
四

郎
と
の
関
係
か
ら
室
生
犀
星
の
造
本
意
識
を
論
じ
た
。

（
５
）
　

斉
藤
昌
三

『書
痴
の
散
歩
』
璽
日物
展
望
社
　
昭
和
七
年
／
初
出

「書

物
と
装
釘
」
昭
和
五
年
五
月
）
に
詳
し
い

（
６
）
　

志
賀
直
哉

「装
崚
に
関
す
る
ノ
ー
ト

（
口
述
筆
記
と

（璽
日物
評
論
」

１
　
昭
和
九
年
）

（７
）
　

北
原
白
秋

「装
釘
各
説
　
３
」
∩
書
物
展
望
」
第
五
巻
第
四
号
　
昭
和

十
年
四
月
　
／
特
輯
　
装
釘
を
語
る
）

萩
原
朔
太
郎

「装
頓
に
就
い
て
」
（出
典
は
注

（７
）
に
同
じ
）

室
生
犀
星

「装
慎
と
著
者
」
∩
時
事
新
報
」
　

昭
和
三
年
七
月
四
日

の
ち

『天
馬
の
脚
』
改
造
社
　
昭
和
四
年
二
月
所
収
）

（１０
）
　

室
生
犀
星

「装
頓
学
」
∩
中
央
公
論
」
　

昭
和
四
年
七
月

一
日
　
の
ち

『薔
薇
の
羹
』
改
造
社
　
昭
和
十

一
年
四
月
所
収
）

（１１
）
　

室
生
犀
星

「書
物
雑
感
」
「
書
物
評
論
」
昭
和
九
年
七
月

一
日
　
の
ち

『慈
眼
山
随
筆
』
竹
村
書
房
　
昭
和
十
年
二
月
所
収
）

（・２
）
　

「書
物
春
秋
」
８
　

（昭
和
六
年
八
月
　
書
物
春
秋
会
刊
）

（・３
）
　

岩
本
何
青

「装
釘
各
説
　
７
」
（出
典
は
注

（７
）
に
同
じ
）

（
‐４
）
　

「
新
潮
」
第
二
十

一
年
第
六
号

（昭
和
九
年
四
月
二
十
九
日
／
後
に

『書
物
之
道
』
　
書
物
展
望
社
　
昭
和
九
年
十
二
月
に
所
収
）

（‐５
）
　

東
郷
青
児

「装
釘
の
こ
と
」
（出
典
は
注

（７
）
に
同
じ
）

（‐６
）
　

津
田
青
楓

「装
慎
断
片
」
（出
典
は
注

（７
）
に
同
じ
）

後
年
、
津
田
青
楓
は
、
「装
頓
の
話
」
「
日
本
古
書
通
信
」
第
二
八
巻

第
四
号
　
昭
和
三
十
八
年
四
月
十
五
日
）
に
お
い
て
、
過
去
に
手
掛
け
て

き
た
装
慎
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
作
家
に
つ
い
て
述
べ
る
中
で
、
な
に
か
と

注
文
の
多
い
鈴
木
二
重
吉
と
喧
嘩
に
な
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
つ
つ
こ

う
述
べ
て
い
る
。
《尤
も
こ
つ
ち
は
小
説
の
内
容
な
ん
か
全
然
読
ま
な
い

の
だ
、
挿
画
な
ら
内
容
を
知
ら
な
け
れ
ば
か
け
な
い
が
、
装
幅
な
ん
か
そ

ん
な
内
容
に
か
ま
は
ず
や
つ
て
し
ま
つ
た
。
（略
）
何
し
ろ
当
時
の
私
は

非
常
に
忙
が
し
く
、
装
頓
な
ん
か
は
内
職
稼
ぎ
の
つ
も
り
で
や
つ
て
ゐ
た

の
だ
か
ら
余
り
あ
れ
こ
れ
文
句
を
つ
け
ら
れ
る
と
、
こ
つ
ち
も
云
ひ
た
く

な
る
。
漱
石
先
生
は
そ
の
点
非
常
に
気
が
楽
だ
つ
た
。
『
ま
か
し
た
以
上

相
手
を
信
頼
す
る
』
と
い
ふ
の
が
先
生
の
信
条
だ
つ
た
。
》
ま
た
、
春
陽

堂
、
大
倉
書
店
、
新
潮
社
に
岩
波
が
入

っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て

《段
々

装
慎
堅
実
主
義
に
な
つ
て
ク
ロ
ー
ス
の
コ
チ
，′＜
‐ヽ
の
本
が
多
く
な
り
昔
の

や
う
に
滋
味
の
あ
る
凝
つ
た
本
は
影
を
ひ
そ
め
る
こ
と
に
な
つ
た
。
》

（‐７
）
　

こ
の
時
期
に
随
筆
と
し
て
発
表
さ
れ
た
日
記

。
日
録

。
日
誌
の
う
ち
、

9 8

装
頓
と
造
本
を
め
ぐ
る
作
家

・
装
慎
家

・
芸
術
家
の
思
惑
―
―

室
生
犀
星
と
そ
の
周
辺
か
ら
―
―
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装
頓
と
造
本
を
め
ぐ
る
作
家

。
装
頓
家

・
芸
術
家
の
思
惑
―
―

室
生
犀
星
と
そ
の
周
辺
か
ら
―
―

「馬
込
日
記
」
翁
文
芸
首
都
」

一
巻
十

一
号
　
昭
和
八
年
十

一
月

一
日
）
、

「浅
春
日
記
」
∩
文
芸
」
昭
和
十
年
二
月
二
日
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
ま

ご
め
そ
の
ひ
ぐ
ら
し
」
「
せ
ん
し
ゅ
ん
そ
の
ひ
そ
の
ひ
」
と
の
読
み
が
つ

い
て
い
る
。

（‐８
）
　

「新
潮
」
三
十

一
巻
七
号

　

（昭
和
九
年
七
月

一
日
／
の
ち
、
『慈
眼
山

随
筆
』
昭
和
十
年
二
月
　
竹
村
書
房
所
収
）

「書
物
展
望
」
二
巻
八
号

（昭
和
七
年
八
月
　
書
物
展
望
社
）

出
典
は
注

（１７
）
に
同
じ

『抒
情
小
曲
集
』
（大
正
七
年
九
月
　
感
情
詩
社
）
よ
り
三
十
四
編
を
自

選
し
た
も
の
。

（２２
）
　

出
典
は
注

（１７
）
に
同
じ

附
記
　
引
用
に
際
し
て
は
、
原
則
と
し
て
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。

21 20 19
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