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小

林

茂

大

 
谷
崎
潤
一
郎
に
つ
い
て
、
彼
が
思
想
の
無
い
作
家
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
、

佐
藤
春
夫
の
「
谷
崎
潤
一
郎
人
及
び
芸
術
」
 
（
昭
二
「
文
芸
一
夕
話
」
）
小
林

秀
雄
氏
の
「
谷
崎
潤
一
郎
論
」
 
（
昭
六
・
四
「
中
央
公
論
」
）
を
は
じ
め
谷
川

徹
三
氏
そ
の
他
の
人
々
に
行
わ
れ
て
お
り
、
現
代
の
若
い
作
家
や
評
論
家
の
多

く
も
そ
う
で
あ
っ
て
、
恰
も
谷
崎
文
学
の
公
定
価
格
の
観
を
呈
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
伊
藤
整
氏
な
ど
は
、
決
し
て
思
想
が
無
い
こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
い
る

が
、
 
（
全
集
の
解
説
及
び
岩
波
の
「
文
学
」
の
座
談
会
等
）
し
か
し
思
想
は
あ

っ
て
も
批
評
的
精
神
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
作
家
が
批
評
的
精
神
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
代
の
思
想
や
文
化

に
対
し
て
責
任
を
持
っ
た
態
度
を
と
っ
て
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
る
の

で
あ
る
と
思
う
。
そ
こ
に
「
文
学
」
の
座
談
会
で
勝
本
清
一
郎
氏
が
言
っ
て
い

る
よ
う
な
谷
崎
の
「
侍
」
的
態
度
で
な
い
純
粋
な
「
町
人
」
的
な
態
度
、
町
人

的
意
識
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
思
う
。
明
治
以
後
わ
が
国
の
作
家
、
殊
に
指

導
者
的
自
覚
を
持
っ
て
い
た
作
家
は
み
な
時
代
の
思
想
・
文
化
に
責
任
者
的
態

度
を
持
し
て
い
た
が
、
谷
崎
に
は
そ
れ
が
全
く
見
ら
れ
ず
、
従
っ
て
社
会
と
自

己
と
の
対
立
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ひ
た
す
ら
自
己
の
問
題
だ

け
に
没
頭
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
谷
川
徹
三
氏
は
谷
崎
文
学
は
常
に
文
壇
の
傍

流
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
文
壇
の
変
遷
に
か
か
わ
り
な
く
長
命
で
あ
る
所
以
を

な
し
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
谷
崎
文
学
が
時
代
に
超
然
と
し
て
永
続
し
て
い
る

理
由
は
彼
の
時
代
的
不
感
症
に
原
因
し
て
い
る
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
三
島
由
紀
夫
氏
が
、
谷
崎
は
自
己
の
美
を
実
現
す
る
た
め
に
現
実
を
変
容
し

そ
の
中
に
没
我
陶
酔
し
て
行
っ
た
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
（
朝
日
新
聞
連
載
の

「
谷
崎
潤
一
郎
論
」
昭
三
七
・
一
〇
・
一
七
よ
り
）
谷
崎
の
美
学
は
客
観
を
個

性
的
に
彩
色
す
る
と
い
う
よ
り
、
自
己
の
美
学
に
よ
っ
て
客
観
を
変
容
し
て
行

く
と
い
っ
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
美
学
は
幼
少
時
代
の
環
境
に

育
て
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
彼
の
生
涯
を
貫
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
谷
崎
文
学
の
幼
児
性
と
い
う
か
、
人
間
の
原
質
性
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も

の
が
強
く
現
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。
客
観
を
変
容
し
て
自
己
の
美
学
に
陶
酔
し

て
行
く
谷
崎
の
文
学
、
そ
れ
が
文
章
表
現
に
如
何
な
る
ス
タ
イ
ル
を
現
わ
し
て

い
る
か
を
探
究
し
て
見
た
い
と
い
う
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

ワ
ン
、
ワ
ン
、
ワ
ン
と
け
た
た
ま
し
く
吠
え
る
と
云
ふ
よ
り
は
叫
ぶ
四
一
其

の
時
の
声
は
己
の
耳
に
確
乎
残
っ
て
居
て
、
今
で
も
思
ひ
出
せ
る
が
、
人
閥

な
ら
ば
、
熊
谷
堤
に
う
ら
若
い
起
坐
頭
が
首
を
絞
め
ら
れ
な
が
ら
、
ア
レ
ー

ッ
と
で
も
叫
ぶ
時
な
の
だ
ろ
う
。
普
通
の
犬
の
ワ
ン
ワ
ン
と
は
違
っ
て
、
人

間
の
残
酷
と
、
我
身
の
言
偏
と
を
天
地
に
訴
へ
る
如
き
一
種
の
悲
鳴
で
あ
っ

た
。
i
に
其
の
方
を
向
く
と
、
今
曲
ら
う
と
す
る
角
の
家
の
前
で
、
白
い
大

き
な
犬
が
も
が
い
て
居
る
。
ハ
ッ
と
思
ふ
と
其
の
背
筋
か
ら
頸
の
あ
た
り
を
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黒
い
棒
が
二
三
度
閃
め
く
。
運
悪
く
も
が
く
拍
子
に
隙
を
ね
ら
っ
て
棒
は
見

 
事
に
喉
の
骨
を
し
た
た
か
打
っ
た
。
犬
は
そ
れ
な
り
ウ
ン
と
も
ス
ン
と
も
云

 
は
ず
、
体
を
横
に
、
半
ば
仰
向
け
に
、
四
つ
の
肢
は
も
が
い
た
瞬
間
の
形
を
其

 
儘
、
固
く
な
っ
て
往
来
へ
創
れ
る
。
（
中
略
）
き
れ
い
に
掃
除
を
し
た
箒
木
の

 
目
が
簾
の
如
く
，
に
つ
い
て
居
る
地
面
の
上
を
、
苦
悶
の
余
り
ひ
き
掻
い
た
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
る

 
し
い
四
肢
の
痕
が
永
劫
の
恨
を
含
ん
で
従
横
に
印
さ
れ
て
居
る
外
、
一
滴
の

 
血
も
出
さ
ず
、
彼
は
極
め
て
洒
っ
ば
り
し
た
死
方
を
し
た
の
で
あ
る
。
生
物

 
の
命
と
云
ふ
も
の
が
斯
く
も
容
易
に
絶
た
れ
る
程
脆
い
も
の
か
と
思
へ
ば
実

 
に
心
細
い
。
そ
し
て
ま
あ
あ
の
李
が
熟
し
た
や
う
に
真
紅
に
充
血
し
て
而
も

 
千
万
無
量
の
恨
の
色
が
何
と
な
く
ど
ん
よ
り
と
赤
濁
り
に
濁
っ
た
あ
の
眼
は

 
ど
う
だ
ら
う
。
誰
も
醐
殺
し
に
な
っ
た
死
体
の
物
凄
さ
は
想
像
が
出
来
や
う

 
が
此
の
眼
玉
の
恐
し
さ
は
見
な
け
れ
ば
解
ら
な
い
。
雪
消
の
春
の
河
水
の
勢

 
で
全
身
を
走
る
血
潮
の
流
を
一
時
に
止
め
ら
れ
、
生
々
し
い
肉
々
を
た
た
か

 
 
 
 
 
 
 
い
の
ち
 
 
ち
か
ら

 
れ
、
花
の
盛
の
生
命
の
精
力
を
瞬
時
に
も
ぎ
と
ら
れ
て
、
む
ぎ
む
ぎ
と
地
の

 
強
い
新
し
い
美
濃
紙
を
横
に
ひ
き
さ
く
や
う
な
、
傷
々
し
い
最
後
を
遂
げ
た

 
此
の
犬
が
、
若
し
一
と
思
ひ
に
喉
を
打
た
れ
て
殺
さ
れ
ず
、
皮
を
破
ら
れ
、

 
骨
を
砕
か
れ
た
な
ら
、
肢
か
ら
も
、
胸
か
ら
も
、
腹
か
ら
も
滝
津
瀬
を
な
し

 
て
皇
尊
と
流
れ
る
で
あ
ら
う
全
身
の
、
血
の
送
出
す
る
所
な
く
顔
中
の
二
点

 
に
逆
上
し
た
の
で
あ
る
。
方
一
寸
に
も
足
ら
ぬ
面
積
の
中
に
人
を
戦
訂
せ
し

 
む
る
程
深
刻
な
色
を
現
は
し
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
此
の
妙
工
で

 
あ
る
。

こ
の
文
章
は
明
治
四
十
年
三
月
二
十
日
発
行
の
第
一
高
等
学
校
の
校
友
会
雑
誌

第
一
六
五
号
に
載
っ
た
谷
崎
の
「
神
の
葬
式
」
の
は
じ
め
の
一
部
分
で
あ
る
。

谷
崎
二
十
二
歳
、
北
村
家
に
家
庭
教
師
と
し
て
住
み
込
ん
で
い
た
頃
で
あ
る
。

 
作
家
は
そ
の
処
女
作
に
向
っ
て
完
成
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
文
体
の

場
合
に
於
て
も
通
用
す
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
 
「
十
六
歳
の
日
記
」
と

後
の
川
端
康
成
の
文
体
の
相
違
、
 
「
網
走
ま
で
」
で
ほ
と
ん
ど
は
じ
か
ら
文
体

が
完
成
し
て
し
ま
っ
て
い
る
志
賀
直
哉
の
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
こ
の
「
弊
の

葬
式
」
に
は
谷
崎
の
文
体
の
基
本
的
な
特
徴
の
一
つ
や
後
に
そ
の
美
質
を
成
す

べ
く
し
て
未
だ
美
質
と
は
い
い
難
い
冗
漫
な
説
明
や
文
飾
が
見
ら
れ
、
後
の
「

お
艶
殺
し
」
そ
の
他
の
好
ん
で
凄
惨
美
に
陶
酔
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
既
に
具

え
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
私
が
谷
崎
文
学
の
基
本
的
な
一
つ
と
い
う
の
は
、
彼
の
文
章
が
主
と
し
て
説

話
体
で
あ
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
概
括
的
に
い
え
ば
、
自
然

主
義
作
家
達
の
文
体
が
基
本
的
に
は
描
写
体
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
谷
崎
が

説
話
体
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
そ
の
文
学
の

傾
向
の
上
か
ら
理
由
づ
け
ら
れ
る
と
思
う
。

 
リ
ア
リ
ズ
ム
易
学
は
、
主
観
を
交
え
な
い
客
観
の
真
実
を
表
現
し
よ
う
と
す

る
立
場
か
ら
描
写
と
い
う
手
法
を
用
い
る
こ
と
が
最
も
目
的
に
即
し
た
方
法
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
谷
崎
の
よ
う
に
主
観
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
出
す
と
こ
ろ

に
そ
の
交
学
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
表
現
し
よ
う
と

す
る
も
の
が
普
遍
的
客
観
性
を
も
た
な
い
作
者
特
有
の
幻
想
の
世
界
で
あ
る
だ

け
、
そ
れ
を
読
者
に
伝
え
る
た
め
に
は
説
話
体
や
説
明
描
写
体
を
採
る
の
が
都

合
が
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
形
容
や
比
喩
等
の
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
必
要
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
形
容
や
比
喩
は
表
現
を
感
覚
的
に
す
る
方
法
で
あ
る
が
、
客

観
に
依
拠
し
た
普
遍
的
な
感
覚
で
な
く
、
作
者
の
特
殊
な
感
覚
の
世
界
を
描
き

出
そ
う
と
す
る
に
は
た
だ
客
観
の
姿
を
感
覚
的
に
ビ
ビ
ッ
ド
に
描
き
出
す
以
上

に
、
創
り
出
し
た
感
覚
世
界
を
表
現
す
る
た
め
の
形
容
や
比
喩
が
更
に
大
き
い

（12）



比
重
を
も
っ
て
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

 
「
抑
の
葬
式
」
は
作
者
の
空
想
に
色
ど
ら
れ
て
い
て
も
ま
だ
現
実
に
在
り
得

る
世
界
で
あ
る
が
、
現
実
の
世
界
に
な
い
、
作
者
の
幻
想
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ

る
美
の
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
い
う
場
合
に
は
、
普
遍
的
な
語
彙
を
用
い
て
客

観
的
に
描
い
て
行
く
の
で
は
間
に
合
わ
な
い
。
幻
想
の
創
造
が
語
詞
の
創
造
を

要
求
す
る
結
果
に
な
る
。
例
え
ば
「
人
魚
の
嘆
き
」
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

 
た
と
へ
ば
彼
女
の
、
極
度
に
妖
娩
な
瞳
の
色
と
形
と
は
、
彼
が
知
っ
て
居
る

 
人
相
学
の
如
何
な
る
種
類
に
も
適
合
し
ま
せ
ん
。
そ
の
瞳
は
、
ガ
ラ
ス
張
り

 
の
器
に
盛
ら
れ
た
清
洌
な
水
を
透
し
て
、
恰
も
燐
の
や
う
に
青
く
大
き
く
輝

 
い
て
志
ま
す
。
ど
う
か
す
る
と
、
眼
球
全
体
が
、
水
中
に
水
の
凝
固
し
た
結

 
晶
体
か
と
疑
は
れ
る
ほ
ど
、
淡
藍
色
に
澄
み
切
っ
て
居
な
が
ら
、
底
の
方
に

 
は
甘
い
涼
し
い
潤
ほ
ひ
を
含
ん
で
、
深
い
深
い
魂
の
奥
か
ら
、
絶
え
ず
「
永

 
遠
」
を
視
詰
め
て
居
る
や
う
な
、
崇
厳
な
光
を
潜
ま
せ
て
居
ま
す
。
其
処
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
う
ゑ
ん
う
ん
え
い

 
は
人
間
の
如
何
な
る
瞳
よ
り
も
、
幽
玄
に
し
て
杳
遠
な
聖
蹟
が
漂
ひ
朗
麗
に

 
し
て
哀
切
な
曜
憂
き
ら
め
い
て
居
ま
す
。
そ
れ
か
ら
又
、
彼
の
女
の
眉
と
鼻

 
の
形
状
は
、
一
層
気
高
い
、
一
層
異
常
な
、
 
「
美
」
を
構
成
し
て
居
る
や
う

 
に
感
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
等
の
眉
や
鼻
は
、
支
那
の
入
相
学
で
貴
ば
れ
る

 
新
月
眉
と
か
、
柳
葉
眉
と
か
、
伏
無
難
と
か
、
胡
羊
鼻
と
か
云
ふ
物
と
は
、

 
何
処
か
し
ら
様
子
が
違
っ
て
居
ま
す
。
け
れ
ど
も
其
処
に
は
習
慣
的
な
「
美

 
」
を
超
絶
し
た
、
人
間
よ
り
も
神
に
近
い
美
し
さ
が
あ
る
の
で
す
。
因
襲
的

 
な
「
円
満
」
を
通
り
越
し
た
、
生
滅
者
に
対
す
る
不
滅
の
円
満
が
あ
る
の
で

 
す
。

現
実
に
は
存
在
し
な
い
人
魚
の
美
を
（
現
実
に
は
存
在
し
な
く
と
も
谷
崎
の
脳

裡
に
は
燦
然
と
存
在
し
て
い
る
姿
で
あ
る
）
谷
崎
は
言
葉
の
表
現
力
に
頼
っ
て
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こ
こ
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
谷
崎
ほ
ど
言
葉
の
力
そ
れ
自
体
を
信

頼
す
る
も
の
は
な
い
。
如
何
な
る
作
家
も
表
現
の
媒
材
た
る
言
葉
の
力
を
信
じ

な
い
も
の
は
な
い
が
、
彼
等
の
表
現
は
言
葉
が
表
わ
し
て
い
る
事
象
の
実
在
性

に
碕
り
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
等
は
そ
の
言
葉
が
如
何
に
実

在
の
姿
を
適
切
に
表
現
し
得
た
か
に
目
標
を
置
く
。
が
、
谷
崎
の
場
合
は
自
己

の
幻
想
の
世
界
と
そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉
の
力
で
あ
る
。
彼
が
言
葉
の
表
現
力

に
信
を
置
く
こ
と
は
自
己
の
幻
想
の
世
界
に
即
ち
自
己
の
芸
術
に
信
を
置
く
こ

と
で
あ
る
。
絢
欄
を
極
め
た
彼
の
文
章
は
己
の
感
覚
世
界
を
言
語
映
像
と
し
て

味
い
尽
す
こ
と
で
あ
る
。

 
谷
崎
の
美
の
追
求
過
程
は
大
体
初
期
の
西
洋
脚
立
に
心
酔
し
て
い
た
時
期
、

東
洋
的
美
に
憧
れ
た
時
期
、
日
本
の
古
典
的
な
美
に
目
覚
め
た
時
期
の
三
期
に

分
け
る
こ
と
で
出
来
る
。
西
洋
的
な
美
へ
の
心
酔
か
ら
東
洋
的
な
美
へ
の
憧
れ

に
移
る
の
は
大
正
七
年
の
支
那
旅
行
以
後
で
あ
る
が
、
暫
く
は
西
洋
趣
味
と
東

洋
趣
味
の
間
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
い
る
の
で
大
正
九
年
の
「
鮫
人
」
十
五
年

の
「
友
田
と
松
永
の
話
」
な
ど
に
そ
の
間
の
消
息
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
よ

う
。
十
年
頃
「
鶴
喚
」
の
よ
う
な
支
那
趣
味
に
淫
し
た
作
品
を
書
く
か
と
思
う

と
十
三
年
に
は
「
痴
人
の
愛
」
の
よ
う
な
西
洋
心
酔
の
作
品
を
書
い
て
い
る
の

で
、
こ
の
期
間
は
彼
の
異
国
情
調
に
憧
れ
た
時
期
と
い
っ
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ

￥
つ
。

 
そ
れ
が
、
昭
和
に
入
っ
て
三
年
の
「
卍
」
 
「
蓼
喰
う
虫
」
あ
た
り
か
ら
純
日

本
的
感
覚
（
と
い
っ
て
も
、
現
代
の
日
本
は
西
洋
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
古
典
的
日
本
の
感
覚
で
あ
る
が
）
に
移
り
、
六
年
の
「
吉
野
葛
」
 
「
盲
目

物
語
」
 
「
武
州
公
秘
話
」
七
年
の
「
盧
刈
」
八
年
の
「
貸
地
抄
」
、
と
古
典
的

日
本
美
の
世
界
に
沈
呈
し
て
行
く
。
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こ
う
見
て
来
る
と
、
谷
崎
も
多
く
の
わ
が
国
の
文
人
達
の
よ
う
に
濃
艶
か
ら

枯
淡
へ
、
感
覚
美
か
ら
精
神
美
へ
、
西
洋
崇
拝
か
ら
国
民
的
自
覚
へ
と
い
う
道

を
辿
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
彼
の
美
を
享
楽
す
る
態
度
が
枯
れ

て
来
た
り
簡
素
化
し
た
り
し
た
訳
で
は
な
く
、
そ
の
美
を
追
求
す
る
態
度
は
相

変
ら
ず
凄
じ
く
積
極
的
で
、
恰
も
食
道
楽
が
世
の
あ
ら
ゆ
る
美
味
を
舐
め
尽
そ

う
と
す
る
よ
う
に
、
貧
焚
に
あ
ら
ゆ
る
美
を
渉
猟
し
て
官
能
の
慾
を
恣
ま
ま
に

す
る
の
で
あ
る
。

 
「
陰
騎
礼
讃
」
や
「
文
章
読
本
」
は
彼
の
日
本
美
の
発
見
録
で
あ
る
が
、
そ

れ
も
日
本
的
精
神
美
の
発
見
で
は
な
く
、
感
覚
に
よ
っ
て
掴
み
得
る
美
で
あ
っ

て
、
恰
も
食
道
楽
が
汚
い
路
地
の
奥
の
縄
暖
簾
の
チ
ャ
チ
な
店
に
思
い
が
け
な

い
美
味
を
発
見
し
て
喜
ぶ
よ
う
に
、
便
所
の
匂
に
「
一
種
の
な
つ
か
し
い
甘
い

思
ひ
出
が
伴
ふ
」
 
（
厨
の
い
ろ
い
ろ
）
こ
と
を
喜
び
、
 
「
吸
物
碗
を
前
に
し

て
、
碗
が
微
か
に
耳
の
奥
へ
沁
む
や
う
に
ジ
イ
と
鳴
っ
て
み
る
、
あ
の
遠
い
虫

の
音
の
や
う
な
お
と
を
聴
き
つ
つ
此
れ
か
ら
食
べ
る
物
の
味
は
ひ
に
思
ひ
を
ひ

そ
め
る
」
 
（
陰
繋
礼
讃
）
の
で
あ
る
。
従
っ
て
谷
崎
の
文
体
が
日
本
の
古
典
の

も
つ
文
体
の
美
を
手
本
と
し
て
も
官
能
的
に
精
力
的
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な

い
の
で
あ
る
。

 
お
遊
さ
ん
と
い
ふ
人
は
、
写
真
を
見
ま
す
と
ゆ
た
か
な
頬
を
し
て
を
り
ま
し

 
て
、
童
顔
と
い
ふ
方
の
円
い
か
ほ
だ
ち
で
ご
ざ
り
ま
す
が
、
父
に
い
は
せ
ま

 
す
と
目
鼻
だ
ち
だ
け
な
ら
こ
の
く
ら
み
の
美
人
は
少
く
な
い
け
れ
ど
も
、
お

 
い
う
さ
ま
の
顔
に
は
何
か
か
う
ぼ
う
っ
と
煙
っ
て
み
る
や
う
な
も
の
が
あ
る

 
か
ほ

 
貌
の
造
作
が
眼
で
も
、
鼻
で
も
、
口
で
も
、
う
す
も
の
を
一
枚
か
ぶ
っ
た
や

 
う
に
ぼ
や
け
て
み
て
、
ど
ぎ
つ
い
、
は
っ
き
り
し
た
線
が
な
い
、
じ
い
っ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
げ

 
み
て
み
る
と
こ
っ
ち
の
眼
の
ま
え
が
も
や
も
や
と
甥
っ
て
来
る
や
う
で
そ
の

 
入
の
身
の
ま
は
り
に
だ
け
霞
が
た
な
び
い
て
み
る
や
う
に
お
も
へ
る
。
む
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
り
ア
つ

 
し
の
も
の
の
本
に
「
蘭
た
け
た
」
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
の
は
つ
ま
り
か
う
い

 
ふ
顔
の
こ
と
だ
、
お
い
う
さ
ま
の
ね
う
ち
は
そ
こ
に
あ
る
の
だ
と
い
ふ
の
で

 
ご
ざ
り
ま
し
て
成
る
ほ
ど
さ
う
思
っ
て
み
れ
ば
さ
う
見
え
る
の
で
ご
ざ
り
ま

 
す
。
大
体
さ
う
い
う
童
顔
の
人
は
所
帯
や
つ
れ
さ
へ
し
な
け
れ
ば
わ
り
あ
ひ

 
に
若
々
し
さ
を
失
は
な
い
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
が
お
遊
さ
ん
は
十
六
七
の
時

 
か
ら
四
十
六
七
に
な
り
ま
す
ま
で
少
し
も
輪
廓
に
変
り
が
な
く
て
い
つ
み
て

 
も
娘
々
し
た
う
ひ
う
ひ
し
い
か
ほ
を
し
て
み
た
人
だ
と
叔
母
な
ど
も
始
終
さ

 
う
申
し
て
を
り
ま
し
た
。

こ
の
文
は
「
藍
刈
」
 
（
昭
七
）
の
女
主
人
公
お
遊
さ
ま
の
容
貌
を
述
べ
た
と
こ

ろ
で
、
日
本
婦
人
の
古
典
的
な
顔
立
ち
を
柔
か
い
感
じ
の
日
本
的
文
体
で
描
い

て
い
る
が
、
そ
の
委
曲
を
尽
し
た
細
描
で
あ
る
点
は
前
に
あ
げ
た
「
人
魚
の
嘆

き
」
の
人
魚
の
目
鼻
だ
ち
を
述
べ
て
い
る
文
と
同
工
異
曲
で
あ
ろ
う
。

 
ま
た
右
の
文
は
全
体
で
二
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
か
ら
成
っ
て
お
り
、
第
一
セ
ン

テ
ン
ス
が
三
三
九
音
、
第
ニ
セ
ン
テ
ン
ス
が
一
五
二
音
と
い
う
非
常
に
長
い
も

の
で
あ
る
。
セ
ン
テ
ン
ス
の
長
さ
に
つ
い
て
谷
崎
の
作
品
を
検
べ
て
み
る
と
、

初
期
の
作
品
は
一
般
に
セ
ン
テ
ン
ス
が
短
い
が
次
第
に
長
く
な
り
、
後
期
の
作

品
、
殊
に
彼
が
関
西
に
住
む
よ
う
に
な
り
日
本
趣
味
を
愛
す
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
は
長
文
傾
向
が
著
し
く
強
く
な
り
、
「
行
跡
抄
」
に
至
っ
て
最
高
に
な
っ
て

い
る
。
代
名
詞
が
少
い
こ
と
も
特
徴
で
「
そ
の
」
と
「
そ
こ
」
が
各
一
回
使
わ

れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

 
谷
崎
は
「
文
章
読
本
」
の
中
に
大
正
九
年
に
書
い
た
「
鮫
人
」
を
例
に
引
い

て 
こ
の
文
章
は
、
私
が
十
数
年
前
に
書
い
た
「
鮫
人
」
と
云
ふ
小
説
の
一
節
で
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あ
り
ま
し
て
、
代
名
詞
の
使
ひ
方
が
如
何
に
気
紛
れ
で
あ
る
か
を
示
す
た
め

 
に
、
此
処
に
引
用
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
当
時
私
は
、
今
で
も
多
く
の
青
年

 
た
ち
が
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、
努
め
て
西
洋
文
臭
い
国
文
を
書
く
こ
と
を
理

 
想
と
し
て
を
り
ま
し
た
。
さ
れ
ば
此
の
文
章
の
中
に
も
、
「
彼
は
」
「
彼

 
を
」
 
「
彼
の
」
等
の
代
名
詞
が
思
し
く
使
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
御
覧
の
如
く

 
そ
の
使
ひ
方
に
必
然
さ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
っ
て
お
り
、
 
「
現
代
口
語
文
の
欠
点
に
つ
い
て
」
で
は

 
こ
れ
を
要
す
る
に
わ
れ
わ
れ
の
書
く
口
語
体
な
る
も
の
は
、
名
は
創
作
で
も

 
実
は
翻
訳
の
延
長
と
認
め
て
い
い
。
故
有
島
武
郎
氏
は
小
説
を
書
く
遇
し
ば

 
し
ば
最
初
に
英
文
で
書
い
て
、
然
る
後
に
そ
れ
を
日
本
文
に
直
し
た
と
聞
い

 
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
皆
、
出
来
た
ら
そ
の
く
ら
み
な
こ
と
を
し
か
ね
な

 
か
っ
た
し
、
出
来
な
い
迄
も
そ
の
心
組
み
で
筆
を
執
っ
た
者
が
多
か
っ
た
に

 
違
ひ
な
い
。
そ
れ
は
努
め
て
表
現
を
清
新
に
す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ
た

 
け
れ
ど
も
、
正
直
の
と
こ
ろ
、
美
し
い
文
章
、
ひ
び
き
の
い
い
文
章
、
一

 
と
云
ふ
こ
と
よ
り
も
、
先
ず
第
一
に
西
洋
臭
い
文
章
を
書
く
こ
と
が
わ
れ
わ

 
れ
の
願
ひ
で
あ
っ
た
。
斯
く
云
ふ
私
な
ぞ
今
か
ら
思
ふ
と
何
と
も
恥
か
し
い

 
次
第
で
あ
る
が
、
可
な
り
熱
心
に
さ
う
心
が
け
た
一
入
で
あ
っ
て
、
有
島
氏

 
の
や
う
な
器
用
な
真
似
は
出
来
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
反
対
に
自
分
の
文
章

 
が
英
語
に
訳
し
易
い
か
ど
う
か
を
始
終
考
慮
に
入
れ
て
書
い
た
。
西
洋
人
が

 
読
ん
だ
ら
ど
う
思
ふ
だ
ら
う
か
。
と
、
そ
れ
が
い
つ
も
念
頭
に
あ
っ
た
。

と
若
い
頃
の
自
分
の
文
章
を
反
省
し
て
い
る
。

 
そ
こ
で
谷
崎
は
「
概
し
て
大
正
期
以
後
の
作
家
の
物
は
一
つ
一
つ
の
セ
ン
テ

ン
ス
が
短
か
い
。
若
い
入
ほ
ど
さ
う
の
や
う
で
あ
る
。
私
の
見
る
所
を
以
て
す

れ
ば
、
こ
れ
は
関
係
代
名
詞
と
云
ふ
重
宝
な
も
の
の
な
い
日
本
語
を
以
て
、
欧

谷
崎
潤
一
郎
の
文
体
（
そ
の
一
）

洲
交
の
組
み
立
て
を
模
倣
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
ふ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
即

ち
［
，
何
々
ハ
何
々
が
何
々
シ
タ
ト
コ
ロ
ノ
モ
ノ
ヲ
何
々
シ
タ
」
と
い
う
よ
う

な
、
英
文
法
で
い
う
従
属
的
ク
ロ
ー
ズ
が
つ
く
言
い
廻
し
を
す
る
と
不
明
瞭
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
翻
訳
文
な
ど
で
は
そ
う
い
う
時
は
セ
ン
テ
ン
ス
を
二
つ

に
も
三
つ
に
も
切
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
口
語
文
の
セ
ン
テ
ン
ス

の
短
い
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
、
ク
ロ
ー
ズ
の
中
に
あ
る
不
必
要
な
主
格
を
省
略

し
て
し
ま
っ
て
、
亡
く
肝
腎
な
主
格
だ
け
を
入
れ
る
日
本
文
に
お
い
て
は
、
長

い
セ
ン
テ
ン
ス
も
割
合
に
紛
糾
を
来
さ
な
い
で
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
っ

て
い
る
。

 
波
多
野
完
治
氏
は
「
現
代
文
章
心
理
学
」
に
現
代
の
わ
が
国
の
各
作
家
の
作

品
か
ら
五
〇
〇
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
と
り
、
そ
の
里
長
を
字
数
で
検
べ
て
平
均
を

出
し
て
み
る
と
三
四
・
五
字
と
な
る
が
、
こ
れ
が
現
代
の
作
家
の
文
長
の
標
準

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
書
い
て
い
る
。
更
に
鴎
外
・
潤
一
郎
・
藤
村
・
春

夫
・
龍
之
介
五
入
の
作
品
に
つ
い
て
平
均
字
数
・
文
長
中
数
・
平
均
句
数
・
句

長
平
均
字
数
・
塾
長
標
準
偏
差
・
交
長
指
数
を
検
べ
て
い
る
。
左
表
が
そ
れ
で

あ
る
。文文句平文平

 長長
長標平均長均
山海句中字
数差数数数数

鴎
 
外

三
一
・
〇

二
 
七

二
・
二

一
四
・
四

一
二
・
九

九
 
〇

潤
一
郎
孫
村
弄
夫

六
五
・
六

六
 
一

三
・
八

一
七
・
二

三
二
・
五

一
九
〇

龍
之
介

○丁＃三一や
八＿八二一＿

 七  ・ 八
〇二九9一．

八δ天一二天

    よ一七五一ハ五
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こ
の
統
計
で
と
っ
た
谷
崎
の
作
品
は
他
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
小
説
を
対
象
と
し

て
い
る
の
に
「
春
寒
礼
讃
」
で
あ
る
。
波
多
野
氏
は

 
彼
の
場
合
に
は
、
計
算
し
た
の
は
「
陰
甥
礼
讃
」
で
あ
っ
て
、
随
筆
で
あ
る

 
か
ら
、
小
説
と
い
く
ら
か
ち
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し

 
て
も
一
九
〇
と
い
う
指
数
は
す
こ
ぶ
る
長
大
で
あ
る
。
こ
れ
は
谷
崎
の
ど
の

 
文
章
も
、
平
均
か
ら
く
ら
べ
れ
ば
約
二
倍
の
長
さ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示

 
す
。

と
い
っ
て
い
る
。
波
多
野
氏
の
い
う
よ
う
な
谷
崎
の
長
文
傾
向
は
後
期
の
作
品

に
著
し
い
の
で
あ
っ
て
初
期
の
も
の
か
ら
み
な
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は

出
来
な
い
。
例
え
ば
芥
川
は
短
い
セ
ン
テ
ン
ス
で
書
く
作
家
で
あ
っ
た
が
、
彼

の
「
羅
生
門
」
の
平
均
音
数
は
四
四
・
二
で
谷
崎
の
「
刺
青
」
の
五
四
・
七
よ

り
も
少
い
が
、
 
「
地
獄
変
」
は
七
七
・
二
で
「
刺
青
」
よ
り
も
多
い
の
で
あ
る

か
ら
初
期
の
谷
崎
は
他
の
作
家
と
際
だ
っ
た
違
異
が
あ
っ
た
と
は
い
い
な
い
の

で
あ
る
。

 
谷
崎
の
文
長
が
次
第
に
長
文
傾
向
を
と
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
彼
が
日
本
の

古
典
の
文
体
の
持
つ
美
し
さ
に
ひ
か
れ
、
意
識
的
に
そ
の
美
し
さ
を
取
り
入
れ

よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
「
卍
」
あ
た
り
か
ら
長
い
セ
ン
テ
ン
ス
を
用

い
は
じ
め
（
「
卍
」
の
文
長
は
平
均
八
七
・
息
音
で
あ
る
）
 
「
春
琴
抄
」
に
至

っ
て
最
も
長
く
、
そ
の
文
長
は
一
四
二
・
三
と
い
う
法
外
な
も
の
で
あ
る
。
但

し
こ
の
数
字
は
谷
崎
の
句
点
の
う
ち
方
に
よ
っ
て
計
算
し
た
も
の
で
、
文
法
的

な
文
の
切
り
方
と
し
て
は
不
合
理
な
点
が
多
い
。
谷
崎
は
何
故
こ
の
よ
う
な
文

法
無
視
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
し
た
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
彼
は
三
箇
条
の

理
由
を
あ
げ
て
い
る
。

 
一
、
セ
ン
テ
ン
ス
の
切
れ
目
を
ぼ
か
す
目
的

 
二
、
文
章
の
息
を
長
く
す
る
目
的

 
三
、
薄
墨
で
す
ら
す
ら
と
書
き
流
し
た
よ
う
な
淡
い
弱
々
し
い
心
持
ち
を
出

 
 
 
す
目
的

 
こ
れ
を
見
る
と
谷
崎
は
言
葉
の
論
理
性
よ
り
も
そ
の
情
緒
性
を
、
ま
た
生
理

的
な
も
の
の
反
映
を
主
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

 
谷
崎
は
「
春
丸
心
」
を
書
く
一
年
前
の
昭
和
七
年
か
ら
源
氏
物
語
の
現
代
語

訳
を
は
じ
め
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
も
「
春
琴
抄
」
の
文
体
が
王
朝
時
代
の
女

性
の
言
葉
の
も
つ
纒
綿
た
る
情
緒
と
、
そ
の
生
理
を
思
わ
せ
る
柔
軟
性
と
ね
ば

り
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
目
的
意
識
の
強
い
工
夫
さ
れ

た
文
体
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

 
谷
崎
が
関
西
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
直
接
に
は
関
東
大
震
災
と
い
う

偶
然
が
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
関
西
に
定
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

が
彼
の
文
学
の
色
調
ま
で
変
え
る
に
至
っ
た
の
は
関
西
の
地
に
彼
が
故
郷
の
東

京
で
失
っ
て
し
ま
っ
た
若
き
日
の
想
い
出
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ

っ
た
。

 
今
日
の
東
京
の
下
町
は
完
全
に
昔
の
悌
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
に
何

 
処
や
ら
似
通
っ
た
土
蔵
造
り
や
格
子
造
り
の
家
並
み
を
、
思
ひ
が
け
な
く
京

 
都
や
大
阪
の
旧
市
街
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
東
京
の
近
県
に
は
横
浜
が
あ
あ

 
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
都
会
ら
し
い
都
会
が
一
つ
も
な
い
の
で
、
旧
日
本

 
の
町
の
光
景
が
偲
ば
れ
る
や
う
な
所
は
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
云
っ
て

 
い
い
。
が
、
京
都
の
室
町
辺
、
大
阪
の
谷
町
、
高
津
、
下
寺
町
辺
へ
行
く

 
と
、
 
「
あ
あ
東
京
も
昔
は
こ
ん
な
だ
っ
た
な
あ
」
と
思
ひ
、
忘
れ
て
い
た
故

 
郷
を
見
付
け
た
や
う
な
気
が
す
る
。
 
（
「
私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
」
）

 
谷
崎
も
関
西
移
住
の
当
初
は
、
江
戸
“
ノ
子
ら
し
い
感
覚
と
誇
り
を
も
っ
て
大

（16）



盗
人
の
無
作
法
や
え
げ
つ
な
さ
を
軽
蔑
し
た
が
、
（
「
阪
神
見
聞
録
」
大
一
四
・

一
〇
、
文
芸
春
秋
）
昭
和
七
年
の
「
私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
」
で
は
大
阪

人
に
対
す
る
深
い
理
解
を
示
し
、
京
阪
神
の
生
活
に
は
今
で
も
伝
統
的
な
生
活

の
常
式
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
羨
望
し
て
い
る
。
谷
崎
は
大
阪
や
京
都
に
幼
少

時
代
の
「
た
け
く
ら
べ
」
を
見
出
し
、
「
船
場
」
や
「
島
の
内
」
に
往
時
の
日

本
橋
の
姿
を
回
想
し
て
懐
む
の
で
あ
る
。
昭
和
九
年
の
「
東
京
を
お
も
ふ
」
で

は
辛
辣
に
東
京
人
を
批
評
し
、
東
京
に
対
す
る
満
腔
の
不
満
を
ぶ
ち
ま
け
て
い

る
が
、
そ
れ
は
彼
か
ら
若
き
日
の
故
里
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
今
の
東
京
に
対
し

て
で
あ
り
、
東
京
人
に
対
す
る
辛
辣
な
批
評
も
、
一
家
を
没
落
さ
せ
た
父
に
そ

う
し
た
江
戸
っ
子
的
弱
点
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
彼
自
身
の
内
に
も
潜
ん
で
い

る
こ
と
を
否
定
出
来
な
い
と
こ
ろ
に
切
実
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
兎
も

角
、
 
「
東
京
を
お
も
ふ
」
に
は
東
京
人
の
弱
点
を
翔
税
し
て
余
す
と
こ
な
し
の

感
が
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
失
わ
れ
た
少
年
時
代
の
夢
に
対
す
る
歎
き
と
慎

り
が
あ
っ
て
、
批
評
の
裏
に
は
や
は
り
谷
崎
の
失
わ
れ
た
故
郷
へ
の
深
い
愛
着

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
の
で
あ
る
。

 
「
私
の
見
た
大
阪
及
．
び
大
阪
人
」
の
中
で
東
京
言
葉
と
大
阪
言
葉
を
比
較
し

て
、 

東
京
の
お
し
ゃ
べ
り
は
何
処
か
ら
何
処
ま
で
満
遍
な
く
撫
で
廻
す
や
う
に
し

 
ゃ
べ
る
が
、
大
阪
の
は
言
葉
数
が
多
く
て
も
、
其
の
聞
に
ポ
ツ
ン
ポ
ツ
ン
穴

 
が
あ
い
て
み
る
。
言
語
と
し
て
の
機
能
か
ら
云
へ
ば
東
京
語
の
方
が
無
論
優

 
っ
て
を
り
、
現
代
人
の
思
想
感
情
を
表
は
す
に
は
こ
れ
で
な
け
れ
ば
用
が
足

 
り
な
い
で
あ
ら
う
が
、
し
か
し
隅
々
ま
で
ホ
ジ
ク
リ
返
す
や
う
に
洗
ひ
凌
ひ

 
云
っ
て
し
ま
ふ
の
は
、
何
ん
と
な
く
下
品
な
も
の
だ
。
東
京
語
の
方
が
余
計

丁
寧
な
云
ひ
廻
し
を
使
っ
て
却
っ
て
晶
悪
く
聞
え
る
．
の
は
、
そ
の
た
め
な
の

谷
崎
潤
一
郎
の
文
体
（
そ
の
一
）

 
だ
。
つ
ま
り
自
由
自
在
に
伸
び
る
か
ら
、
言
葉
に
使
は
れ
る
結
果
に
な
る
。

 
ぜ
ん
た
い
「
無
言
」
を
美
徳
と
考
へ
る
東
洋
に
あ
っ
て
は
、
言
語
も
そ
の
国

 
民
性
に
叶
ふ
や
う
に
出
来
て
み
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
理
想
に
背
く
や
う
に
発

 
達
さ
せ
る
と
、
少
く
と
も
そ
の
言
語
に
備
は
る
美
点
は
失
は
れ
て
し
ま
ふ
。

 
今
日
こ
ん
な
こ
と
を
云
っ
て
も
一
般
に
は
通
用
し
な
い
だ
ら
う
が
、
さ
す
が

 
に
関
西
の
婦
人
の
言
葉
に
は
昔
な
が
ら
の
日
本
語
の
持
つ
特
徴
、
1
十
の

 
こ
と
を
三
つ
し
か
口
へ
出
さ
な
い
で
残
り
は
沈
黙
の
う
ち
に
灰
か
に
た
だ
よ

 
は
せ
る
、
一
あ
の
美
し
さ
が
今
も
伝
は
っ
て
み
る
の
は
愉
快
だ
。

と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
関
西
婦
人
の
言
葉
の
美
し
さ
で
表
現
す
る
た
め
に
大
阪

府
立
女
子
専
門
学
校
出
身
の
助
手
を
二
人
ま
で
傭
っ
て
、
全
篇
大
阪
婦
人
の
言

葉
で
語
っ
て
い
る
「
卍
」
の
よ
う
な
作
品
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

 
次
に
谷
崎
の
比
喩
に
つ
い
て
学
べ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
元
来
比
喩
は
言

葉
に
相
貌
的
な
知
覚
を
賦
与
す
る
た
め
の
修
辞
法
で
あ
る
が
、
相
貌
的
知
覚
は

原
始
時
代
の
人
類
の
知
覚
様
式
で
あ
っ
た
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
に
深
く
か

ら
み
つ
い
て
い
る
の
で
、
次
第
に
概
念
化
さ
れ
て
来
た
わ
れ
わ
れ
の
言
語
も
、

全
く
相
貌
的
に
表
現
す
る
こ
と
な
し
に
は
そ
の
機
能
を
完
全
に
発
揮
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
言
語
が
は
じ
め
相
貌
的
知
覚
表
象
に
よ
っ
て
感
覚

に
訴
え
る
よ
う
に
出
来
て
い
た
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
は
既
に
そ
の
相
貌
性

が
忘
却
さ
れ
て
い
る
言
葉
も
、
そ
の
語
源
的
意
味
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

 
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
る
間
に
次
第
に
最
初
も
っ
て
い
た
相
貌

的
知
覚
性
を
失
っ
て
、
あ
る
事
物
や
動
作
を
表
わ
す
符
牒
と
な
っ
て
来
た
。
即

ち
概
念
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
普
遍
性
を
帯
び
、
論
理

的
思
考
を
運
為
す
る
に
は
適
当
で
あ
る
が
、
思
考
よ
り
も
感
覚
や
感
情
に
よ
り

（17）



多
く
訴
え
る
語
詞
芸
術
の
場
合
に
お
い
て
は
困
る
。
そ
れ
で
次
第
に
感
覚
性
を

失
っ
て
行
く
言
葉
に
、
そ
れ
が
元
来
持
っ
て
い
た
相
貌
性
を
取
り
戻
し
、
そ
の

言
葉
に
接
し
た
時
新
鮮
な
相
貌
的
知
覚
表
象
を
喚
起
す
る
方
法
が
講
じ
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
修
辞
上
の
所
謂
比
喩
は
そ
の
要
求
を
回
す
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

 
比
喩
が
相
貌
的
知
覚
表
象
を
成
立
さ
せ
た
の
は
連
想
の
働
き
に
よ
る
の
で
あ

る
。
「
唇
」
と
い
う
よ
り
、
 
「
赤
い
唇
」
と
い
っ
た
方
が
、
 
一
般
的
な
唇
が

「
赤
い
」
と
い
う
形
容
詞
に
限
定
さ
れ
て
一
層
具
象
性
を
唇
び
て
来
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
も
使
い
古
さ
れ
る
と
次
第
に
具
象
性
が
磨
滅
し
て
、

ほ
と
ん
ど
具
象
的
な
も
の
を
感
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
「
牡
丹
の
花
弁
を
含
ん
だ
よ
う
な
唇
」
と
か
、
 
「
緋
の
打
紐
を
結
ん
だ

よ
う
な
唇
」
と
か
い
う
よ
う
な
比
喩
が
登
場
し
て
来
る
。
こ
れ
は
、
連
想
に
よ

っ
て
牡
丹
の
花
弁
や
結
ん
だ
緋
の
打
紐
の
も
つ
感
覚
と
共
通
性
を
持
つ
唇
を
表

象
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
 
「
牡
丹
の
花
弁
を
含
ん
だ
よ
う
な
唇
」
の
場
合
は
、

皮
膚
の
薄
い
潤
い
を
持
っ
た
綻
び
易
い
唇
を
、
「
緋
の
打
紐
」
に
喩
え
ら
れ
た

唇
は
、
可
愛
い
が
き
ち
ん
と
結
ば
れ
た
輪
郭
の
整
っ
た
唇
、
軽
々
し
く
笑
っ
た

り
饒
舌
つ
た
り
し
な
い
が
性
格
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
女
の
子
の
唇
を
表
象
さ

せ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
比
喩
は
喩
え
た
も
の
の
連
想
に
よ
っ
て
喩
え
ら
れ
た
も

の
を
相
貌
化
す
る
し
、
喩
え
る
も
の
の
持
つ
情
緒
を
喩
え
ら
れ
た
も
の
に
付
加

す
る
働
き
を
す
る
の
で
あ
る
。
 
（
も
っ
と
も
そ
れ
は
受
け
と
る
人
に
よ
っ
て
多

少
の
差
異
の
あ
る
こ
と
は
免
れ
難
い
）
そ
し
て
、
何
を
も
っ
て
比
喩
し
た
か
即

ち
喩
え
た
も
の
（
喩
義
）
に
は
、
作
者
の
表
現
し
て
い
る
作
品
の
世
界
の
奥
に

潜
む
・
1
9
の
世
界
、
創
作
時
に
お
け
る
顕
在
意
識
の
奥
に
あ
る
潜
在
性
の
意
識
の

世
界
が
お
の
ず
か
ら
現
わ
れ
て
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
ま
た
如
何
な
る
事
物

に
つ
い
て
作
者
が
比
喩
を
用
い
た
か
、
即
ち
何
を
本
義
に
と
っ
た
か
に
も
作
者

が
そ
の
事
物
に
対
し
て
も
つ
相
貌
化
の
必
要
性
、
作
者
が
そ
れ
に
置
く
感
覚
的

表
現
要
求
の
比
重
が
現
わ
れ
る
訳
で
あ
る
。

 
今
そ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
谷
崎
・
芥
川
・
志
賀
直
哉
氏
の
作
品
を
比
較
考

察
し
て
み
よ
う
。

対
象
は
谷
崎
の
「
少
年
」
、
芥
川
の
「
羅
生
門
」
 
「
鼻
」
 
「
父
」
 
「
風
」
 
「
酒

虫
」
、
志
賀
氏
の
「
城
の
崎
に
て
」
 
「
濠
端
の
住
ひ
」
 
「
小
僧
の
神
様
」
 
「
焚

火
」
で
あ
る
。
以
上
は
篇
数
は
違
う
が
総
体
の
分
量
は
ほ
ぼ
等
し
い
。

 
用
い
て
あ
る
比
喩
の
回
数
は
谷
崎
が
四
四
、
芥
川
が
三
四
で
、
志
賀
氏
は
わ

ず
か
に
八
回
だ
け
で
あ
る
。
芥
川
の
「
羅
生
門
」
の
比
喩
を
見
る
と
「
下
人
は

守
宮
の
や
う
に
足
音
を
ぬ
す
ん
で
」
 
「
白
髪
頭
の
猿
の
や
う
な
老
婆
で
あ
る
」

「
猿
の
親
が
猿
の
子
の
颪
を
と
る
や
う
に
」
 
「
丁
度
、
鶏
の
脚
の
や
う
な
、
骨

と
皮
ば
か
り
の
腕
で
あ
る
」
 
「
腹
の
赤
く
な
っ
た
、
肉
食
鳥
の
や
う
な
、
鋭
い

眼
、
そ
の
喉
か
ら
、
鴉
の
暗
く
や
う
な
声
が
、
喘
ぎ
喘
ぎ
、
下
人
の
耳
へ
伝
っ

て
来
た
」
 
「
慕
の
つ
ぶ
や
く
や
う
な
声
で
」
習
い
ず
れ
も
下
人
や
老
婆
の
醜
い

み
じ
め
な
さ
ま
を
表
現
す
る
た
め
に
、
醜
怪
な
お
ぞ
ま
し
い
動
物
を
喩
義
と
し

て
い
る
。
こ
れ
は
「
鼻
」
 
「
颯
」
 
「
酒
虫
」
に
お
い
て
も
同
様
で
動
物
の
気
味

の
悪
い
感
じ
を
喩
義
に
も
っ
て
来
た
も
の
が
多
い
。

 
「
羅
生
門
」
は
、
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
嫌
悪
し
な
が
ら
も
そ
の
醜
い
エ
ゴ

イ
ズ
ム
を
合
理
化
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
間
の
哀
れ
さ
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
そ
う
し
た
人
間
の
卑
小
さ
を
、
芥
川
は
た
だ
憂
欝
な
眼
つ
き
で
眺
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
彼
の
教
養
と
理
想
は
現
実
の
世
界
に
お
い
て
齪
憎
し
、
彼
は
常

に
精
神
的
違
和
の
中
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
乗
り
切

っ
て
生
き
る
野
生
的
な
力
を
芥
川
は
持
た
な
か
っ
た
。
 
「
鼻
」
の
禅
智
内
供
も

「
芋
粥
」
の
五
位
も
、
い
ず
れ
も
哀
れ
な
み
じ
め
な
人
間
で
あ
る
。
ユ
ー
モ
ア

（18）



'

や
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
で
擬
装
し
て
い
て
も
芥
川
の
心
の
奥
に
は
人
生
に
対
す
る
深

い
憂
「
醗
が
巣
く
う
て
い
た
。
済
済
に
お
い
て
本
義
に
対
す
る
喩
義
の
選
択
は
作

者
の
連
想
作
用
に
よ
る
の
で
あ
る
が
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
比
喩
を
通
し
て
作
者

の
意
識
の
底
に
隠
れ
た
る
も
の
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

 
感
覚
的
表
現
を
主
と
す
る
谷
崎
が
比
喩
を
多
く
用
い
て
い
る
の
は
当
然
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
っ
き
ょ
う

る
が
、
彼
の
比
喩
は
芥
川
と
違
っ
て
裸
に
さ
れ
た
尻
の
形
を
「
葎
を
二
つ
列

べ
た
よ
う
」
、
寒
さ
で
肉
が
震
え
る
さ
ま
を
「
塑
弱
」
縛
り
上
げ
ら
れ
て
苦
し

む
女
の
姿
を
「
金
閣
寺
の
雪
男
の
よ
う
」
、
暗
闇
の
中
で
壁
に
す
っ
と
光
ら
せ

る
西
洋
マ
ッ
チ
の
光
を
「
螢
が
這
ふ
や
う
」
、
後
手
に
括
ら
れ
て
坐
ら
せ
ら
れ

て
い
る
姿
を
「
婆
羅
門
の
行
者
」
な
ど
に
喩
え
て
い
る
の
で
、
醜
怪
陰
惨
や
お

ぞ
ま
し
さ
感
じ
さ
せ
る
力
が
稀
薄
で
あ
り
、
唇
を
「
牡
丹
の
花
弁
を
御
ん
だ
や

う
な
紅
い
唇
」
 
「
緋
の
打
ち
紐
で
括
っ
た
や
う
な
唇
」
と
い
い
、
甘
い
香
を
「

餅
菓
子
の
折
の
底
を
嗅
ぐ
や
う
な
」
と
い
う
比
喩
を
し
て
い
る
。

 
谷
崎
の
作
品
も
陰
惨
残
忍
な
世
界
を
描
き
、
悪
魔
主
義
と
呼
ば
れ
た
時
代
も

あ
っ
た
が
、
比
喩
の
面
に
お
い
て
芥
川
よ
り
も
明
る
く
美
し
く
、
歌
舞
伎
の
状

景
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
、
比
喩
が
作
者
の
深
い
内
的
世
界
を
．
露
わ
す
も
の
と

す
れ
ば
、
谷
崎
と
芥
川
の
人
生
に
対
す
る
精
神
の
暗
さ
老
明
る
さ
（
性
格
の
暗

さ
と
明
る
さ
）
が
自
ら
露
わ
れ
た
も
の
と
思
う
。

 
芥
川
や
志
賀
の
比
喩
が
本
義
と
喩
義
と
の
形
象
の
相
似
や
形
象
の
も
つ
感
じ

の
相
似
を
表
わ
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
谷
崎
の
比
喩
は
自
己
の
感
覚
世
界
を

拡
大
し
彩
色
す
る
た
め
に
喩
義
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

 
谷
崎
の
比
喩
は
、
彼
が
日
本
的
文
体
の
美
点
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
後
期
の

作
品
に
な
る
と
非
常
に
少
く
な
っ
て
来
る
。
今
「
少
年
」
に
相
当
す
る
長
さ
を

「
蓼
喰
ふ
虫
」
「
藍
刈
」
「
細
雪
」
に
と
っ
て
そ
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
比

谷
崎
涯
二
郎
の
女
体
（
そ
の
一
）

喩
を
比
較
す
る
と
、
 
「
少
年
」
の
四
四
に
対
し
「
蓼
喰
ふ
虫
」
八
、
 
「
薦
刈
」

六
、
 
「
細
雪
」
一
と
な
る
。
こ
れ
は
谷
崎
が
表
現
し
た
い
と
思
う
感
覚
の
世
界

が
比
喩
だ
け
で
は
衷
現
し
切
れ
な
い
特
殊
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
も
の
で
、
そ
れ
を

伝
え
る
た
め
に
は
い
き
お
い
細
か
な
説
明
叙
述
に
よ
ら
な
け
れ
ば
充
分
に
表
現

出
来
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

 
…
…
空
は
ど
ん
よ
り
と
曇
っ
て
居
る
け
れ
ど
、
月
は
深
い
雲
の
奥
に
呑
ま
れ

 
て
居
る
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
何
処
か
ら
か
光
が
洩
れ
て
来
る
の
で
あ
ら
う
、

 
と
 
 
 
 
も

 
外
の
面
は
白
々
と
明
る
く
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
の
明
る
さ
は
、
明
る

 
い
と
思
へ
ば
可
な
り
明
る
い
や
う
で
、
路
ば
た
の
小
石
ま
で
が
は
っ
き
り
と

 
見
え
る
ほ
ど
で
あ
り
な
が
ら
、
伺
だ
か
眼
の
前
が
も
や
も
や
と
霞
ん
で
居

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
す
ぐ

 
て
、
遠
く
を
じ
っ
と
見
詰
め
る
と
、
瞳
が
駈
っ
た
い
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
、

 
一
種
不
思
議
な
、
幻
の
や
う
な
明
る
さ
で
あ
る
。
何
か
人
間
の
世
を
離
れ

 
た
、
遙
か
な
遙
か
な
無
窮
の
国
を
想
は
せ
る
や
う
な
明
る
さ
で
あ
る
。
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど
っ
ち

 
時
の
気
持
次
第
で
、
闇
夜
と
も
月
夜
と
も
野
方
と
も
考
へ
ら
れ
る
や
う
な
晩

 
で
あ
る
（
母
を
恋
ふ
る
記
）

こ
の
「
母
を
恋
ふ
る
記
」
は
大
正
八
年
の
も
の
で
彼
の
後
期
の
作
品
と
は
い
え

な
い
け
れ
ど
も
、
雲
の
奥
に
あ
る
月
の
明
る
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
こ
れ
だ
け

委
曲
を
尽
し
て
描
い
て
い
る
が
端
的
に
形
象
を
相
似
の
形
象
に
比
喩
す
る
と
い

う
方
法
を
と
ら
ず
詳
細
な
説
明
描
写
に
よ
っ
て
そ
の
状
景
を
髪
聴
せ
し
め
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
た
だ
感
覚

に
訴
え
る
客
観
世
界
で
な
く
内
的
世
界
を
好
情
し
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 
（
未
完
）

亀
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