
鴎
外
・
遣
遙
対
立
の
淵
源

小

倉

斉

序

　
森
鴎
外
と
坪
内
遣
遙
と
の
関
係
を
語
る
時
、
や
は
り
「
没
理
想
論
争
」
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
鴎
外
の
遣
遙
に
対

す
る
不
信
感
や
不
満
は
、
す
で
に
「
小
説
論
」
　
（
『
読
売
新
聞
』
明
2
2
．
1
．
3
）
発
表
の
段
階
で
見
え
隠
れ
し
て
お
り
、
　
「
『
志
が
ら
み
草

紙
』
の
本
領
を
論
ず
」
　
（
『
柵
草
紙
』
明
2
2
・
1
0
）
で
は
、
高
田
半
峯
の
『
美
辞
学
』
と
と
も
に
遣
遙
の
『
小
説
神
髄
』
を
取
り
上
げ
、
「
能

く
運
用
の
妙
を
悟
る
も
の
」
の
な
い
こ
と
、
　
「
徒
ら
に
人
を
し
て
随
を
得
て
蜀
を
望
む
想
あ
ら
し
む
る
こ
と
」
の
二
点
を
指
摘
し
、
そ
の

文
学
界
に
お
け
る
影
響
力
や
啓
蒙
性
に
つ
い
て
必
ず
し
も
評
価
を
与
え
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
、
　
「
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
」
（
『
柵

草
紙
』
明
2
2
・
1
1
）
や
「
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
」
（
『
柵
草
紙
』
明
2
3
・
1
）
に
お
い
て
も
、
遣
遙
の
所
論
に
対
し
て
批
判
的
に
言
及

し
た
箇
所
は
か
な
り
あ
る
。
本
稿
で
は
主
に
「
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
」
を
材
料
に
し
な
が
ら
、
鴎
外
が
『
小
説
神
髄
』
に
現
れ
た

追
遙
の
小
説
観
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ど
う
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

17
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一

　
文
学
の
自
律
と
写
実
主
義
の
主
張
と
を
二
つ
の
柱
と
す
る
『
小
説
神
髄
』
の
芸
術
理
論
は
、
時
代
の
一
般
的
風
潮
で
あ
っ
た
功
利
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

文
学
観
の
打
破
を
当
面
の
課
題
と
し
て
発
想
さ
れ
て
い
た
。
遣
遙
は
『
小
説
神
髄
』
の
冒
頭
で
芸
術
の
非
功
利
性
を
論
じ
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　
夫
れ
美
術
と
い
へ
る
者
は
も
と
よ
り
実
用
の
技
に
あ
ら
ね
ば
只
管
人
の
心
目
を
娯
し
ま
し
め
て
其
妙
神
に
入
ら
ん
こ
と
を
其
「
目

　
　
的
」
と
は
な
す
べ
き
筈
な
り
（
「
小
説
総
論
」
）

　
芸
術
の
本
来
的
機
能
が
「
心
目
を
娯
し
ま
し
」
む
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
す
の
か
。

　
　
小
説
の
目
的
と
す
る
所
は
人
の
文
心
を
娯
ま
し
む
る
に
あ
り
文
心
と
は
何
を
か
い
ふ
曰
く
美
妙
の
情
緒
こ
れ
な
り
（
中
略
）
し
か
し

　
　
て
風
流
の
嗜
好
美
妙
の
感
情
は
も
つ
と
も
高
尚
な
る
情
緒
に
し
て
文
華
発
暢
し
開
化
進
達
せ
る
国
人
な
ら
で
は
決
し
て
こ
の
情
緒
を

　
　
有
す
る
こ
と
な
し
彼
の
蒙
昧
の
野
蛮
を
見
る
に
ひ
た
す
ら
肉
体
の
欲
に
耽
り
て
所
謂
妙
想
を
楽
む
こ
と
を
し
ら
ね
ぱ
造
次
顛
浦
行
住

　
　
坐
臥
も
其
為
に
す
る
と
こ
ろ
を
問
へ
ば
皆
肉
欲
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
故
に
其
心
は
卑
野
に
な
が
れ
て
た
ぶ
お
の
が
利
の
・
み
是
求
め
て

　
　
残
忍
な
る
こ
と
酷
し
く
物
の
可
憐
と
い
ふ
こ
と
を
ば
毫
末
だ
に
も
解
せ
ざ
る
な
り
蓋
し
劣
情
の
為
に
身
を
責
ら
れ
卑
欲
の
た
め
に
追

　
　
は
る
s
か
ら
道
理
は
ま
す
く
退
縮
な
し
良
心
は
い
よ
く
カ
を
亡
ひ
特
り
卑
劣
の
情
欲
を
し
て
専
ら
発
動
せ
し
む
れ
ば
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
小
説
の
稗
益
」
）

　
芸
術
は
高
度
の
文
化
段
階
に
達
し
た
人
間
の
み
の
有
す
る
精
神
的
能
カ
ー
「
風
流
の
嗜
好
」
あ
る
い
は
「
美
妙
の
感
情
」
に
対
し
て

の
み
反
応
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
能
力
の
保
持
者
は
、
　
「
野
蛮
」
か
ら
「
開
化
」
に
至
ら
し
む
る
要
素
と
し
て
の
合
理
的
知
性
と
倫



理
的
判
断
力
と
に
よ
っ
て
、
　
「
卑
欲
」
を
制
御
し
得
る
人
格
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
風
流
の
嗜
好
」
　
「
美
妙
の
感
情
」
を
「
娯
ま
し

む
る
」
芸
術
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
享
受
者
を
い
よ
い
よ
「
卑
欲
」
の
「
野
蛮
」
か
ら
引
き
離
し
、
そ
の
「
道
理
性
」

と
「
良
心
」
と
を
高
め
る
こ
と
が
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
其
気
韻
を
高
遠
に
し
其
妙
想
を
清
絶
に
し
も
て
人
質
を
尚
う
す
る
は
是
偶
然
の
作
用
に
し
て
美
術
の
目
的
と
は
い
ふ
可
ら
ず
さ
れ
ば

　
　
美
術
の
本
義
の
如
き
も
目
的
と
い
ふ
二
字
を
除
き
て
美
術
は
人
の
心
目
を
悦
ば
し
め
且
其
気
格
を
高
尚
に
す
る
も
の
な
り
と
い
へ
ば

　
　
す
な
は
ち
可
し
も
し
否
ざ
れ
ば
す
な
は
ち
違
へ
り
（
「
小
説
総
論
」
）

　
こ
の
一
節
は
、
　
「
気
格
を
高
尚
に
す
る
」
こ
と
が
芸
術
の
目
的
た
り
得
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
　
「
本
然
の
目
的
」
と
「
偶
然
の
作
用
」

と
を
混
同
す
る
こ
と
の
不
当
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
本
然
の
目
的
」
が
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
芸
術
の
機
能
を
指
し
て
い
る

限
り
、
こ
こ
で
「
偶
然
の
作
用
」
と
さ
れ
て
い
る
「
其
気
韻
を
高
遠
に
し
其
妙
想
を
清
絶
に
し
も
て
人
質
を
尚
う
す
る
」
こ
と
は
、
文
字

通
り
の
「
偶
然
の
作
用
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
　
「
本
然
の
目
的
」
か
ら
自
ず
と
実
現
さ
れ
る
べ
き
当
然
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
な

ら
ば
、
　
『
小
説
神
髄
』
の
中
心
的
命
題
、
　
「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
」
を
導
き
出
し
て
く
る
論
理
的
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。

　
遣
遙
の
論
述
に
従
う
な
ら
ぱ
、
十
九
世
紀
は
演
劇
に
代
っ
て
小
説
（
ノ
ベ
ル
）
が
優
位
に
立
っ
た
時
代
で
あ
る
。
文
明
の
進
歩
と
と
も

に
「
道
理
力
の
作
用
」
が
強
化
さ
れ
、
人
間
は
そ
の
感
情
を
そ
の
ま
ま
挙
動
・
表
情
に
表
さ
な
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
演
劇
は
衰
退

し
、
見
え
が
た
い
「
人
情
」
を
自
由
に
描
き
得
る
小
説
の
時
代
が
来
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
進
化
論
的
芸
術
史
観
を

記
し
た
「
小
説
の
変
遷
」
に
続
く
「
小
説
の
主
眼
」
の
冒
頭
に
、
　
「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
」
と
い
う
命
題
は
示
さ
れ
て
い
る
。

　
人
間
の
現
象
に
は
「
外
部
の
行
為
」
と
「
内
に
蔵
れ
た
る
思
想
」
と
が
あ
る
。
「
内
に
蔵
れ
た
る
思
想
」
は
、
「
劣
情
」
す
な
わ
ち
「
情

欲
」
　
「
煩
悩
」
と
「
道
理
の
力
」
　
「
良
心
の
力
」
と
の
「
相
闘
」
と
い
う
姿
を
呈
し
て
い
る
。
　
「
情
欲
」
「
煩
悩
」
は
、
「
賢
人
善
者
」
た

る
と
「
賢
不
肖
」
た
る
と
を
問
わ
ず
、
人
間
の
内
部
に
存
在
す
る
本
能
で
あ
る
が
、
「
道
理
の
力
」
「
良
心
の
カ
」
に
抑
制
さ
れ
て
、
　
「
行
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為
」
と
し
て
は
現
れ
が
た
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
見
え
が
た
き
を
見
え
し
め
暖
昧
な
る
も
の
を
明
瞭
に
し
限
な
き
人
間
の
情
欲
を
限
あ
る
小

冊
子
の
う
ち
に
網
羅
し
之
を
も
て
あ
そ
べ
る
読
者
を
し
て
自
然
に
反
省
せ
し
む
る
」
と
こ
ろ
に
、
小
説
の
任
務
が
あ
る
。

　
遣
遙
の
論
述
に
お
い
て
、
　
「
小
説
の
変
遷
」
で
表
明
さ
れ
た
歴
史
観
と
「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
」
と
い
う
命
題
と
の
間
に
論
理
的

飛
躍
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
　
「
劣
情
」
と
は
最
も
遠
い
は
ず
の
「
風
流
の
嗜
好
」
や
「
美
妙
の
感
情
」
に
対
す
る
反

応
を
本
質
的
機
能
と
す
る
と
こ
ろ
の
芸
術
に
お
い
て
主
位
に
立
つ
べ
き
小
説
が
、
な
に
ゆ
え
に
そ
の
「
皮
相
」
す
な
わ
ち
「
行
為
」
と
直

接
関
連
し
て
い
る
部
分
に
と
ど
ま
ら
ず
、
　
「
骨
髄
」
す
な
わ
ち
「
道
理
」
と
「
劣
情
」
と
の
「
相
闘
」
、
　
さ
ら
に
そ
の
根
底
を
な
す
「
劣

情
」
の
勃
発
を
も
穿
ち
、
描
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
論
理
的
説
明
は
欠
落
し
て
い
る
。

　
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
因
を
探
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
　
『
小
説
神
髄
』
の
主
張
の
奥
に
潜
む
、
功
利
主

義
か
ら
の
文
学
の
解
放
を
急
ぐ
遣
遙
の
意
識
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
芸
術
の
目
的
は
「
人
の
心
目
を
娯
ま
し
」
む
る
こ
と
に
あ

る
と
す
る
芸
術
主
義
的
規
定
に
よ
っ
て
功
利
主
義
文
学
観
を
否
定
し
、
　
「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
」
と
い
う
心
理
主
義
的
宣
言
に
よ
っ

て
「
曾
て
劣
情
を
発
せ
し
こ
と
な
き
」
観
念
的
英
雄
を
描
き
出
す
勧
善
懲
悪
主
義
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
、
遣
遙
の
最
も
強
い
関
心
が
あ

っ
た
。
遣
遙
の
関
心
の
中
心
は
、
あ
く
ま
で
も
、
功
利
主
義
文
学
観
、
勧
善
懲
悪
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
彼
は
、

美
的
感
動
を
与
え
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
し
て
い
る
小
説
が
な
ぜ
「
人
情
」
や
「
世
態
風
俗
」
の
模
写
に
赴
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

か
と
い
う
問
題
に
論
理
的
脈
絡
を
つ
け
る
こ
と
を
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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二

医
学
と
文
学
と
を
裁
然
と
区
別
し
よ
う
と
す
る
立
場
を
強
く
印
象
づ
け
た
「
小
説
論
」
で
文
学
者
と
し
て
の
出
発
を
遂
げ
た
鴎
外
は
、



そ
の
後
「
『
文
学
ト
自
然
』
ヲ
読
ム
」
（
『
国
民
之
友
』
明
2
2
・
5
）
で
、
芸
術
は
科
学
お
よ
び
道
徳
と
峻
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
「
美

術
ノ
一
区
域
」
で
あ
る
．
コ
券
お
学
『
ル
（
文
学
）
も
科
学
お
よ
び
道
徳
と
は
関
渉
す
る
こ
と
の
な
い
独
立
し
た
世
界
で
あ
る
と
い
う
見
解
を

示
し
た
。
そ
れ
は
結
局
、
芸
術
を
「
実
用
の
技
」
か
ら
区
別
し
、
芸
術
の
一
類
と
し
て
の
小
説
の
非
功
利
性
を
圃
明
し
た
『
小
説
神
髄
』

と
、
ほ
ぼ
完
全
に
照
応
し
合
う
。

　
た
だ
し
、
鴎
外
は
、
功
利
主
義
文
学
観
の
打
破
と
い
う
点
で
は
『
小
説
神
髄
』
と
そ
の
志
向
を
ひ
と
つ
に
し
な
が
ら
、
「
風
流
の
嗜
好
」

や
「
美
妙
の
感
情
」
を
「
娯
ま
し
む
る
」
も
の
が
芸
術
で
あ
る
と
す
る
追
遙
の
機
能
主
義
的
な
文
学
観
に
満
足
せ
ず
、
　
「
美
と
は
何
か
」

と
い
う
美
学
論
的
な
問
題
に
ま
で
そ
の
追
究
の
手
を
伸
ぱ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
鴎
外
は
、
　
「
美
」
の
具
象
性
－
個
物
と
現
象

と
の
不
可
分
な
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
美
的
感
動
を
与
え
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
し
て
い
る
小
説
が
な
ぜ
「
入
情
」
や
「
世
態
風
俗
」

の
「
摸
写
」
に
赴
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
、
遣
遙
の
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
問
題
を
も
追
究
し
得
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
描
く
べ
き
当
面
の
対
象
で
あ
る
個
物
あ
る
い
は
現
象
の
意
味
が
微
妙
に
異
な
る
と
い
う
点
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
『
小

説
神
髄
』
に
お
い
て
、
小
説
の
描
く
べ
ぎ
対
象
は
、
　
「
人
情
」
あ
る
い
は
「
世
態
風
俗
」
と
い
う
よ
う
な
心
理
的
実
態
も
し
く
は
社
会
的

実
在
で
あ
っ
た
が
、
鴎
外
に
お
い
て
は
、
　
「
審
美
上
の
深
秘
］
≦
匂
ω
9
『
冨
日
」
（
『
審
美
綱
領
』
明
3
2
．
6
、
春
陽
堂
）
を
内
包
す
る
「
個
物
」

と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
『
柵
草
紙
』
創
刊
（
明
2
2
・
1
0
）
後
、
意
欲
的
に
発
表
さ
れ
た
鴎
外
の
文
学
評
論
は
、
『
小
説
神
髄
』
な
り
遣
遙
な
り
を
批

判
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
欠
陥
を
補
う
と
い
う
形
の
も
の
が
多
く
、
そ
の
最
初
の
も
の
が
「
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
」
で
あ
る
が
、

そ
の
検
討
に
入
る
前
に
、
同
じ
く
『
小
説
神
髄
』
批
判
の
意
図
を
も
っ
て
発
表
さ
れ
た
二
葉
亭
四
迷
の
「
小
説
総
論
」
（
『
中
央
学
術
雑
誌
』

明
1
9
・
4
）
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
　
二
葉
亭
の
『
小
説
神
髄
』
批
判
と
鴎
外
の
見
解
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
鴎
外
の
文
学
理
論
の
発

想
の
し
方
が
よ
り
明
確
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

21



　
　
偶
然
の
中
に
於
て
自
然
を
穿
墾
し
種
々
の
中
に
於
て
一
致
を
穿
墾
す
る
は
性
質
の
需
要
と
て
人
間
に
は
な
く
て
叶
は
ぬ
も
の
な
り
穿

　
　
墾
と
い
へ
ど
為
方
に
両
様
あ
り
一
は
智
識
を
以
て
理
会
す
る
学
問
上
の
穿
馨
一
は
感
情
を
以
て
感
得
す
る
美
術
上
の
穿
馨
是
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
デ
ア

　
こ
こ
に
言
う
「
自
然
」
　
「
一
致
」
は
、
　
「
意
」
　
「
虚
」
　
「
意
匠
」
　
「
万
古
易
ら
ず
」
と
も
言
わ
れ
、
　
「
学
問
」
　
（
科
学
）
も
「
美
術
」

（
芸
術
）
も
、
　
「
意
」
の
「
穿
整
」
と
い
う
目
的
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
。
　
「
種
々
雑
多
の
現
象
（
形
）
」
と
「
其
自
然
の
情
態
（
意
）
」

と
は
、
科
学
の
み
な
ら
ず
芸
術
の
本
質
を
解
く
基
本
概
念
で
あ
る
。
科
学
と
同
様
に
小
説
も
「
形
」
の
中
に
「
意
」
を
求
め
る
。
異
な
る

点
は
、
そ
の
方
法
が
「
感
動
（
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
・
ン
）
」
に
よ
っ
て
「
直
接
に
感
得
す
る
」
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
摸
写
」
が
必

然
的
に
小
説
の
方
法
と
な
る
の
は
、
直
接
的
に
認
識
さ
れ
た
「
無
形
の
意
」
を
人
に
伝
え
る
に
当
た
っ
て
も
直
接
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
、
主
と
し
て
方
法
的
な
要
請
に
基
づ
く
。
つ
ま
り
、
　
「
小
説
総
論
」
に
お
け
る
芸
術
の
創
造
は
・
　
「
実
相
界
に
あ
る
諸
現
象
」

の
「
偶
然
の
形
に
蔽
は
れ
て
判
然
と
は
解
ら
ぬ
」
「
自
然
の
意
」
を
感
得
す
る
認
識
過
程
と
、
こ
れ
を
形
象
化
し
、
　
「
摸
写
」
す
る
表
現

過
程
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
芸
術
と
科
学
と
で
は
認
識
の
方
法
こ
そ
異
な
る
も
の
の
・
そ
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
・
両
者

と
も
ひ
と
し
く
「
意
」
で
あ
っ
て
、
と
く
に
「
美
」
と
名
づ
け
る
必
要
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
鴎
外
の
場
合
、
科
学
と
芸
術
あ
る
い
は
「
真
」
と
「
美
」
と
は
裁
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
『
文
学
ト
自
然
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
　

ヲ
読
ム
」
に
よ
れ
ば
、
　
「
想
」
は
無
限
の
因
果
関
係
に
つ
な
が
っ
て
い
る
有
限
の
現
象
の
中
に
存
す
る
無
限
を
意
味
し
、
科
学
と
と
も
に

芸
術
も
ま
た
「
想
」
を
目
的
・
す
・
の
で
あ
㌔
．
し
か
し
・
科
学
に
お
け
三
真
L
は
個
物
゜
現
象
を
離
れ
て
存
在
す
る
「
想
」
で
あ

り
、
芸
術
に
お
け
る
「
美
」
は
個
物
・
現
象
・
不
可
分
に
存
在
す
る
「
想
」
で
あ
範
つ
ま
り
・
鴎
外
に
と
・
て
「
真
」
と
「
美
」
と

は
、
単
な
る
認
識
の
方
法
に
お
け
る
区
別
で
は
な
く
、
存
在
様
式
を
異
に
す
る
別
個
の
「
想
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

「
真
」
と
対
躁
的
な
理
念
と
し
て
の
「
美
」
が
芸
術
の
意
味
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
、
鴎
外
と
二
葉
亭
と
の
、
微
妙
な
、
か
つ
打
ち
消
し

が
た
い
相
違
が
あ
っ
た
。
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「
意
」
と
「
形
」
と
に
よ
っ
て
小
説
の
本
質
を
説
き
、
　
「
摸
写
」
こ
そ
採
る
べ
き
方
法
で
あ
る
と
し
た
二
葉
亭
に
対
し
、
鴎
外
は
「
美

術
」
の
「
美
」
を
「
自
然
」
の
「
美
」
と
対
置
し
、
　
「
想
」
と
し
て
の
「
美
」
が
創
作
主
体
の
「
空
想
」
を
刺
激
し
、
そ
の
「
空
想
」
に

よ
っ
て
「
製
造
」
さ
れ
た
も
の
が
「
美
術
」
で
あ
る
と
し
た
。
遣
遙
、
二
葉
亭
の
愛
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
「
摸
写
」
に
代
っ
て
、

「
覚
悟
」
　
「
空
想
」
　
「
製
作
性
あ
る
空
想
」
が
芸
術
の
方
法
と
見
倣
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
「
『
文
学
ト
自
然
』
ヲ
読
ム
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
「
美
」
を
経
験
的
な
る
も
の
よ
り
も
先
験
的
な
る
も
の
に
求
め
、
自
覚
的

な
想
像
力
こ
そ
芸
術
創
造
の
源
泉
で
あ
る
と
す
る
鴎
外
の
考
え
方
は
、
　
「
没
理
想
論
争
」
で
の
「
山
房
論
文
其
七
　
早
稲
田
文
学
の
没
理

想
」
（
『
柵
草
紙
』
明
2
4
・
1
2
）
中
の
以
下
の
よ
う
な
記
述
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　
　
こ
の
声
、
こ
の
色
を
ま
こ
と
に
美
な
り
と
は
、
耳
あ
り
て
能
く
聞
く
た
め
に
感
ず
る
に
あ
ら
ず
、
目
あ
り
て
能
く
視
る
た
め
に
感
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
チ
エ
プ
チ
　
テ
エ
ト

　
　
る
に
あ
ら
ず
。
先
天
の
理
想
は
こ
の
時
暗
中
よ
り
躍
り
出
で
s
此
声
美
な
り
、
こ
の
色
美
な
り
と
叫
ぶ
な
り
。
こ
れ
感
納
性
の
上
の

　
　
理
想
に
あ
ら
ず
や
。

　
「
美
」
は
個
物
に
内
在
す
る
か
ら
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
　
「
先
天
の
理
想
」
の
自
覚
形
態
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
認
識
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
　
「
実
相
界
に
あ
る
諸
現
象
に
は
自
然
の
意
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
夫
の
偶
然
の
形
に
蔽
は
れ
て
判
然
と
は
解
ら
ぬ
も
の
な
り
」

（
二
葉
亭
四
迷
「
小
説
総
論
」
）
と
い
う
よ
う
な
捉
え
方
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
二
葉
亭
は
た
し
か
に
、
　
「
意
」
の
感
得
を
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
チ
ェ

シ
ョ
ン
の
力
に
求
め
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
対
象
認
識
に
か
か
わ
る
人
間
の
能
力
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鴎
外
の
「
感

緒
ぽ
『
は
、
天
来
の
声
の
自
覚
に
外
な
ら
ず
、
無
意
識
の
意
識
化
と
い
う
主
体
的
体
験
を
意
味
し
て
い
る
。
同
様
に
、
　
「
美
」
の
創
造
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
ス
ピ
ラ
チ
オ
ン

ま
た
、
　
「
無
意
識
の
辺
よ
り
来
た
る
」
「
神
来
」
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
二
葉
亭
も
鴎
外
も
ひ
と
し
く
『
小
説
神
髄
』
批
判
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
文
学
理
論
と
し
て
の
発
想
の
し
か
た
は
、

全
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
鴎
外
に
と
っ
て
、
　
「
美
」
の
具
象
性
や
形
象
性
は
、
客
観
的
事
実
と
は
直
接
か
か
わ
り
の
な
い
無
形
の

．
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「
美
」
が
自
覚
的
精
神
を
媒
介
と
し
て
成
就
し
よ
う
と
す
る
有
形
化
の
活
動
の
結
果
で
あ
っ
た
。
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三

　
「
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
」
は
、
そ
の
題
か
ら
す
れ
ば
、
当
代
諸
家
の
小
説
論
に
対
し
て
批
評
を
加
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
実
際
は
、
諸
家
の
論
、
と
り
わ
け
『
小
説
神
髄
』
の
中
の
遣
遙
の
所
論
を
巧
み
に
利
用
し
な
が
ら
の
鴎
外
の
小
説
観
の
表
明

で
あ
る
。

　
冒
頭
で
、
　
「
詩
に
一
体
あ
り
散
文
を
用
ゐ
て
事
を
叙
す
世
に
こ
れ
を
小
説
と
い
ふ
小
説
は
蓋
し
ゲ
7
2
経
子
ー
諦
』
．
に
あ
ら
ざ
る
『
エ
ポ
ス
』

な
り
彼
と
比
と
は
皆
な
叙
事
詩
の
闘
域
を
脱
す
る
こ
と
能
は
ず
」
と
ド
イ
ッ
詩
学
に
依
拠
し
た
小
説
の
定
義
を
示
し
た
鴎
外
は
、
早
速

『
小
説
神
髄
』
へ
の
言
及
を
始
め
る
。
遣
遙
は
『
小
説
神
髄
』
の
第
一
章
「
小
説
総
論
」
で
、
　
「
有
形
美
術
は
専
ら
色
彩
と
形
容
と
を
主

眼
と
な
し
其
工
風
を
し
も
錬
る
こ
と
な
れ
ど
も
音
楽
唱
歌
は
之
に
反
し
て
ま
ず
専
ら
に
声
を
主
と
し
て
其
意
匠
を
な
ん
凝
ら
す
な
り
け
る

詩
歌
戯
曲
は
こ
れ
と
も
異
に
て
主
と
し
て
心
に
訴
ふ
る
が
故
に
其
主
脳
と
す
る
所
の
も
の
も
色
彩
に
あ
ら
ず
音
響
に
あ
ら
ず
他
の
形
な
く

ま
た
声
な
き
人
間
の
情
す
な
は
ち
是
な
り
」
と
述
べ
、
芸
術
の
分
類
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
節
を
引
用
し
た
鴎
外
は
、
　
「
散
文
を
以
て

出
せ
る
叙
事
は
比
較
的
に
純
潔
に
し
て
結
語
を
以
て
出
せ
る
も
の
は
比
較
的
に
雑
駁
な
り
（
中
略
）
純
潔
な
る
も
の
は
必
ず
雑
駁
な
る
も

の
に
優
る
と
云
ひ
又
た
彼
は
必
ず
此
に
勝
つ
と
云
は
ぶ
則
ち
余
等
は
未
だ
邊
に
こ
れ
を
信
ず
る
こ
と
能
は
ず
」
と
い
う
見
解
を
示
す
。
鴎

外
の
見
解
を
読
む
限
り
、
遣
遙
が
純
潔
な
散
文
は
雑
駁
な
韻
文
に
優
る
と
い
う
主
張
を
示
し
て
い
る
か
の
如
き
印
象
を
受
け
る
が
、
事
実

は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、
鴎
外
の
初
期
文
学
評
論
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
他
者
の
言
葉
を
巧
み
に
利
用
し
、
自
分
の

論
旨
展
開
を
有
利
に
進
め
る
と
い
う
方
法
が
現
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
鴎
外
の
引
用
と
そ
れ
に
施
さ
れ
た
解
釈
と
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑



み
に
す
る
こ
と
は
は
な
は
だ
危
険
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
冒
頭
に
お
け
る
『
小
説
神
髄
』
か
ら
の
引
用
お
よ
び
そ
れ
へ
の
批
判
は
、

当
時
の
文
学
界
に
対
す
る
鴎
外
の
状
況
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
　
「
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
」
が
、
　
「
春
の
屋
及
び
其
後

継
者
の
作
せ
る
運
動
」
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
書
か
れ
た
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。
　
「
日
本
今
日
の
風
潮
は
散
文
叙
事

の
小
説
に
利
あ
り
て
結
語
叙
事
の
『
エ
ポ
ス
』
に
損
あ
る
や
明
な
り
」
と
か
「
渠
等
（
引
用
者
注
、
小
説
家
）
は
独
り
勧
善
懲
悪
の
随
小
説

を
変
じ
て
美
術
と
な
し
た
る
の
み
な
ら
ず
又
た
能
く
結
語
の
小
説
を
変
じ
て
散
文
と
な
し
た
り
亦
た
善
か
ら
ず
や
」
と
か
い
っ
た
状
況
認

識
を
示
し
な
が
ら
も
、
　
「
余
等
は
両
老
（
引
用
者
注
、
散
文
と
結
語
）
の
相
継
げ
る
こ
と
の
歴
史
上
の
事
実
た
る
を
是
認
す
と
同
時
に
亦
た

未
だ
曾
て
そ
の
或
は
両
立
し
て
而
し
て
共
に
盛
な
る
べ
き
こ
と
を
信
ぜ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
、
遣
遙
の
進
化
論
的
捉
え
方
と
は
明
ら
か
に

異
な
る
立
場
の
表
明
を
し
た
鴎
外
は
、
漢
文
学
や
西
欧
文
学
に
お
け
る
「
散
文
韻
語
を
兼
ね
て
其
盛
事
を
極
め
た
る
」
例
を
挙
げ
、
　
「
新

日
本
の
文
学
世
界
」
に
必
要
な
も
の
と
し
て
散
文
と
結
語
が
と
も
に
叙
事
の
体
を
維
持
す
る
こ
と
を
強
く
訴
え
る
の
で
あ
る
。
文
体
上
の

さ
ま
ざ
ま
な
模
索
を
繰
り
返
し
な
が
ら
漸
く
小
説
を
散
文
と
し
て
純
化
さ
せ
て
行
こ
う
と
す
る
方
向
性
が
見
え
始
め
て
い
た
明
治
二
十
年

代
の
文
学
界
に
お
い
て
、
漢
文
学
や
西
欧
文
学
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
散
文
と
結
語
が
と
も
に
叙
事
の
体
を
維
持
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
主

張
し
た
こ
と
は
、
鴎
外
の
文
学
的
視
野
の
広
さ
を
十
分
に
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
問
題
は
、
鴎
外
が
立
論
の
根
拠
と
し
て
、
ゴ
ッ
ト
シ

ャ
ル
の
「
詩
学
」
中
の
以
下
の
よ
う
な
一
節
を
示
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

　
　
近
世
、
独
逸
の
文
学
界
に
「
散
文
的
壊
裂
」
　
（
「
プ
ロ
ー
ザ
、
チ
エ
ル
ス
プ
リ
ッ
テ
ル
ン
グ
」
）
を
致
せ
し
は
猶
是
れ
現
世
の
新
分
子

　
　
の
酵
醸
、
纏
か
に
始
ま
れ
る
が
為
め
な
る
の
み
新
独
逸
の
詩
人
は
シ
ル
レ
ル
の
遺
訓
を
忘
れ
ず
進
で
「
エ
ポ
ス
」
の
真
境
地
に
入
ら

　
　
ざ
る
べ
か
ら
ず
…
…
小
説
に
は
自
ら
そ
の
区
域
あ
り
而
れ
ど
も
彼
は
決
し
て
「
エ
ポ
ス
」
の
巨
体
を
奪
ふ
て
こ
れ
に
代
る
こ
と
能
は

　
　
ず
‖
と
特
に
ギ
ョ
ー
テ
が
「
ヘ
ル
マ
ン
及
び
ド
ロ
テ
ア
」
の
長
篇
韻
語
を
引
て
第
十
九
世
紀
の
紛
紙
た
る
人
事
も
亦
た
一
た
び
良
冶

　
　
の
淘
汰
に
逢
ふ
と
き
は
有
韻
詩
の
材
料
と
な
り
難
き
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
諮
明
し
た
り
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ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
が
十
九
世
紀
ド
イ
ッ
文
学
に
お
け
る
「
エ
ポ
ス
」
す
な
わ
ち
叙
事
詩
の
可
能
性
を
説
く
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
文

学
の
流
れ
を
十
分
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
日
本
の
文
学
界
の
状
況
に
あ
て
は
ま
る
の

か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
残
る
。
も
ち
ろ
ん
、
．
「
『
長
歌
』
の
作
家
と
小
説
の
作
家
と
腎
を
連
ね
て
進
み
て
こ
そ
権
衡
そ
の
宜
し
き
を
得

た
る
新
日
本
の
文
学
世
界
は
組
織
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
れ
」
と
い
う
結
論
か
ら
す
れ
ば
、
鴎
外
が
日
本
文
学
に
お
け
る
「
エ
ポ
ス
」
と
し

て
長
歌
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
は
た
し
て
、
ゲ
ー
テ
の
「
ヘ
ル
マ
ン
及
び
ド
ロ
テ
ア
」
に
相
当
す
る
よ
う
な
韻
文
叙
事
詩
と

し
て
長
歌
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
十
分
な
説
明
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
鴎
外
の
論
の
進
め
方
に
は
、
遣
遙
の
進
化
論

的
立
場
と
は
異
な
る
立
場
を
示
す
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
、
日
本
の
文
学
的
伝
統
と
現
状
へ
の
目
配
り
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
印
象
す

ら
残
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
続
い
て
鴎
外
は
、
　
「
夫
れ
詩
の
『
材
』
を
採
る
や
蓼
廓
廓
た
る
宇
宙
、
紛
伝
た
る
群
生
、
萄
く
も
顕
象
と
な
り
て
我
前
に
陳
す

る
も
の
適
く
と
し
て
宜
し
か
ら
ざ
る
な
し
小
説
も
亦
た
然
り
」
と
述
べ
、
文
学
の
素
材
へ
の
言
及
を
始
め
る
。
　
鴎
外
は
す
で
に
、
　
「
『
文

学
ト
自
然
』
ヲ
読
ム
」
に
お
い
て
、
素
材
は
決
定
的
な
も
の
で
な
く
、
素
材
を
用
い
て
作
品
中
に
美
を
実
現
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
美

の
実
現
の
た
め
に
発
揮
さ
れ
る
詩
人
の
空
想
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
　
「
小
説
の
区
域
に
於

て
も
『
美
』
の
約
束
は
避
く
べ
か
ら
ざ
る
の
み
」
と
か
「
こ
の
所
謂
美
と
は
何
に
縁
て
か
生
ず
る
、
云
く
詩
人
に
．
『
鶴
『
あ
り
て
此
材
を

採
り
美
術
品
を
制
作
す
」
と
繰
り
返
し
、
小
説
の
美
の
実
現
の
た
め
に
小
説
家
が
想
像
力
を
発
揮
し
、
素
材
を
駆
使
す
る
と
い
う
基
本
的

立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
遣
遙
が
『
小
説
神
髄
』
で
声
高
ら
か
に
主
張
し
た
「
小
説
の
主
脳
は
人
情

な
り
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
」
と
い
う
、
言
わ
ば
小
説
改
良
の
眼
目
の
一
つ
と
な
っ
た
一
文
中
の
「
小
説
の
主
脳
」
と
し
て
の
「
人
情
」

も
、
単
な
る
小
説
家
の
駆
使
す
る
素
材
と
し
て
の
人
間
の
活
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
遣
遙
の
用
い
た
「
小
説
の
主
脳
」
と

い
う
言
葉
は
も
う
少
し
重
い
意
味
を
含
ん
で
い
た
は
ず
だ
が
、
鴎
外
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
小
説
の
素
材
」
で
し
か
な
い
。
重
要
な
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の
は
、
そ
の
素
材
を
ど
う
選
び
、
い
か
に
駆
使
し
、
芸
術
と
し
て
の
小
説
に
い
’
か
に
構
築
す
る
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
鴎
外
は
、

散
文
の
時
代
で
あ
り
・
小
説
の
時
代
で
あ
る
近
代
に
お
い
て
、
巽
際
主
義
」
す
な
わ
ち
写
実
派
が
有
力
に
な
る
経
緯
を
説
明
し
つ
つ
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
幸
な
る
か
な
・
前
纂
の
終
末
に
至
て
天
下
実
際
義
の
風
潮
は
勃
然
と
し
興
り
日
を
逐
ふ
て
其
勢
を
増
し
今
や
五
、
人
は
知
ら
ず
識

　
　
ら
ず
生
活
の
筏
を
其
中
流
に
浮
べ
た
り
試
に
頭
を
回
ら
し
て
見
よ
哲
学
を
事
実
の
地
盤
に
描
き
初
め
し
よ
り
以
来
、
政
治
を
実
力
の

　
　
基
礎
に
安
置
せ
し
よ
り
以
来
、
史
学
を
其
淵
源
に
湖
ら
せ
し
よ
り
以
来
、
万
有
自
然
の
学
を
実
験
結
果
の
府
と
な
さ
ん
と
企
て
し
よ

　
　
り
以
来
、
吾
人
は
此
小
説
と
い
へ
る
散
文
叙
事
詩
の
材
を
撰
ぶ
に
一
つ
の
新
方
便
門
を
開
き
得
た
り
此
門
に
由
る
と
き
は
以
て
彼
、

　
　
精
緻
隠
微
を
極
め
た
灸
情
を
窺
ふ
べ
く
以
て
彼
、
鄭
重
複
雑
を
極
め
た
る
世
態
を
暁
る
べ
し
此
門
と
は
何
ぞ
や
曰
く
、
心
理
的
観
察

　
　
法
・
是
れ
な
り
此
法
は
撰
赫
の
最
好
手
段
な
り
、
実
際
小
説
家
の
奥
義
な
り
今
の
小
説
家
の
文
は
実
に
．
」
の
法
に
依
て
得
た
る
結
果

　
　
を
写
出
す
を
目
的
と
せ
り

　
「
精
緻
隠
微
を
極
め
た
る
人
情
を
窺
」
い
、
「
鄭
覆
雑
を
極
め
た
る
世
態
を
暁
る
」
た
め
に
、
「
散
文
叙
事
詩
の
材
を
撰
ぶ
」
薪

方
便
門
」
と
し
て
心
理
的
観
察
法
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
一
見
、
遣
遙
が
『
小
説
神
髄
』
の
中
で
説
い
て
い
た

「
此
人
情
の
奥
を
穿
ち
所
謂
賢
人
君
子
は
さ
ら
な
り
老
若
男
女
善
悪
正
邪
の
心
の
う
ち
の
内
幕
を
ば
洩
す
所
な
く
描
き
い
だ
し
て
周
籍

到
人
情
を
ば
灼
然
と
し
て
見
え
し
む
る
を
我
小
説
家
の
努
と
す
る
な
り
（
中
略
）
そ
れ
稗
官
者
流
は
心
理
学
者
の
．
・
と
し
宜
し
く
、
蓮
学

の
道
碧
基
づ
き
芙
物
を
ば
仮
作
る
べ
き
な
り
」
と
い
う
主
張
に
同
調
し
た
見
解
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
．
．
．
三
、
鴎
外
蛮

「
心
理
的
観
察
法
」
が
曇
材
の
最
好
手
段
」
で
あ
り
、
実
際
小
説
派
の
奥
義
L
で
あ
る
・
と
を
．
」
と
さ
ら
に
強
調
し
、
「
今
の
小
説

家
」
が
「
心
理
的
観
察
法
」
に
よ
・
て
得
た
貰
を
写
し
出
す
・
と
を
目
的
と
し
て
い
る
点
に
．
」
だ
わ
．
て
い
る
事
実
に
注
目
し
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
・
遣
遙
が
「
心
理
学
の
道
理
」
に
基
づ
い
た
人
物
描
写
を
秀
す
る
と
き
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
小
説
の
目
的
と
し
て
の
心
理



的
観
察
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
鴎
外
の
言
い
回
し
に
は
、
明
ら
か
に
遣
遙
に
対
す
る
批
判
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

「
余
等
は
独
り
或
る
人
物
の
身
外
の
境
遇
を
叙
し
て
人
を
し
て
そ
の
身
内
の
感
動
を
推
測
せ
し
む
る
こ
と
を
以
て
足
れ
り
と
せ
ず
将
に
進

で
霊
魂
活
動
の
述
を
探
討
し
て
こ
れ
を
叙
せ
ん
と
す
」
と
論
じ
、
　
「
余
等
は
既
に
心
理
的
小
説
を
是
認
せ
り
然
れ
ど
も
心
理
的
観
察
は
固

よ
り
小
説
を
作
る
べ
き
方
便
に
し
て
小
説
の
目
的
に
あ
ら
ず
」
と
断
ず
る
鴎
外
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
小
説
を
し
て
「
美
術

の
境
」
を
守
ら
し
む
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
根
本
は
「
想
」
に
よ
る
融
化
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
心
理
的
観
察
法
が
あ
く
ま
で
も
手
段
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
作
家
主
体
の
想
像
力
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
当
然
、
「
自
然
を
摸
倣
す
る
に
至
る
」
　
「
実
際
小
説
派
の
極
端
」
は
否
定
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
「
自
然
」
の
「
摸
倣
」
は
明
ら
か
に
、

遣
遙
が
『
小
説
神
髄
』
の
中
の
「
小
説
の
主
眼
」
で
述
べ
た
「
造
物
主
は
天
地
万
象
を
造
り
て
私
な
し
恰
も
我
党
小
説
作
者
が
種
々
の
人

物
を
仮
作
り
い
だ
し
て
毫
末
も
偏
頗
愛
憎
な
く
行
住
進
退
な
べ
て
み
な
ひ
た
す
ら
自
然
に
戻
ら
ぬ
や
う
写
し
な
せ
る
に
似
た
り
と
い
ふ
べ

し
」
と
い
う
主
張
の
眼
目
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
ま
た
、
鴎
外
の
道
遙
批
判
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
鴎
外
は
、
　
「
其
中
道
に
非
ざ
る
こ

と
彼
実
際
的
な
る
『
自
然
の
摸
倣
』
」
と
か
わ
る
と
・
ろ
の
な
い
理
想
主
義
の
極
端
も
否
定
し
て
い
禦
「
小
説
の
区
域
に
於
て
も
『
美
』

の
約
束
は
避
く
べ
か
ら
ざ
る
の
み
而
し
て
こ
の
所
謂
美
と
は
何
に
縁
て
か
生
ず
る
、
云
く
詩
人
に
．
「
鶴
『
あ
り
て
此
材
を
採
り
美
術
品
を

製
作
す
材
と
想
と
は
一
を
闘
く
も
以
て
美
術
品
を
制
作
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
鴎
外
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
文
学
創
造
の
「
活
法
」
と

は
、
　
「
心
理
的
観
察
法
」
の
具
体
的
客
観
的
観
察
と
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
派
」
の
抽
象
的
観
念
的
空
想
と
の
中
道
を
行
く
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
た
だ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
両
者
の
安
直
な
折
衷
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ア
ゥ
フ
へ
ー
ベ
ン
さ
れ
た

形
の
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
鴎
外
は
、
　
「
山
房
論
文
其
一
　
遣
遙
子
の
新
作
十
二
番
中
既
発
四
番
合
評
、
梅
花
詞
集
評
及
梓
神
子
」
　
（
『
柵
草
紙
』
明

24

D
9
）
で
、
遣
遙
の
「
小
説
三
派
」
説
を
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
に
ひ
き
つ
け
、
「
類
想
」
　
「
個
想
」
　
「
小
天
地
想
」
に
擬
し
、
迫
遙
が
こ
れ



を
美
の
類
型
と
す
る
の
を
斥
け
、
　
「
美
の
階
級
」
を
見
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
文
芸
批
評
上
の
評
価
基
準
と
し
よ
う
と
し
た
。
こ

こ
で
は
、
　
「
死
し
た
る
概
念
は
あ
れ
ど
も
活
ぎ
た
る
観
念
は
な
く
、
　
『
ゼ
ネ
ラ
リ
チ
イ
』
は
あ
れ
ど
も
、
　
『
イ
ン
ヂ
井
ヂ
ユ
ア
リ
チ
イ
』

は
な
し
」
と
言
わ
れ
る
「
類
想
」
は
、
そ
の
抽
象
的
観
念
性
の
ゆ
え
に
最
も
強
く
否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
個
想
」
は
、
　
「
人
の
性

情
を
活
写
す
る
を
主
」
と
し
、
　
「
事
に
よ
り
て
性
情
を
写
さ
む
」
と
す
る
も
の
を
言
い
、
　
「
活
き
た
る
観
念
」
あ
り
、
　
「
イ
ン
ヂ
井
ヂ
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト

ア
リ
チ
イ
」
あ
り
と
さ
れ
、
　
「
抽
象
」
を
卑
み
「
結
象
」
を
貴
む
ハ
ル
ト
マ
ン
の
尊
重
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
　
「
美
」
は
「
抽
象
的
」

な
も
の
か
ら
「
緯
象
断
」
な
も
の
に
向
か
っ
て
進
む
の
で
あ
り
、
「
類
想
」
ー
↓
「
個
想
」
↓
「
小
天
地
想
」
は
、
「
抽
象
」
か
ら
「
結

象
」
へ
進
む
「
美
」
の
段
階
に
外
な
ら
な
い
。
ハ
ル
ト
マ
ン
を
援
用
し
て
、
「
類
想
」
を
否
定
し
、
「
個
々
の
活
物
」
あ
り
と
さ
れ
る
「
個

想
」
を
肯
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
鴎
外
は
「
抽
象
的
理
想
主
義
」
を
排
し
、
　
「
実
際
派
」
の
写
実
主
義
を
一
応
認
め
る
。
し
か
し
、

「
類
想
」
を
斥
け
、
　
「
個
想
」
を
推
し
な
が
ら
も
、
　
「
真
の
個
想
」
は
自
ず
か
ら
「
小
天
地
想
」
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
論
ず
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
迫
遙
的
立
場
を
越
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
小
天
地
想
」
と
は
、
　
「
個
人
」
を
写
し
て
「
不
朽
の
象
」
と
し
、
　
「
個
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ル
チ
ヤ
ア
ル
イ
デ
エ

の
能
く
一
天
地
を
な
し
て
、
大
千
世
界
と
相
呼
応
す
る
」
　
「
分
想
」
に
し
て
「
完
想
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
鴎
外
は
ハ
ル
ト

マ
ン
と
と
も
に
、
　
「
抽
象
的
理
想
派
の
審
美
学
」
を
排
す
る
点
に
お
い
て
遣
遙
と
同
調
し
得
る
一
面
を
持
ち
な
が
ら
、
　
「
結
象
的
理
想
派

の
審
美
学
」
を
奉
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遣
遙
と
背
離
す
る
方
向
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
鵜
翻
掻
」
の
「
自
然
主
義
と
『
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
』
と
」
　
（
『
め
さ
ま
し
草
』
明
2
9
．
5
）
に
よ
れ
ば
、
　
『
明
治
評
論
』
の
時
文
記
者
が
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク

ー
ゲ
ル
を
引
い
て
、
美
術
は
象
徴
時
代
、
「
ク
ラ
シ
ツ
ク
」
時
代
、
「
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
」
時
代
と
三
変
し
た
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

鴎
外
は
、
　
「
『
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
』
よ
り
し
て
後
、
芸
術
は
果
し
て
変
化
せ
ざ
り
し
か
。
実
相
主
義
乃
至
自
然
主
義
な
る
第
四
時
代
の
こ
れ

に
継
ぎ
て
起
り
し
を
ば
、
何
人
も
認
め
ざ
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
ら
む
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
続
け
て
、
　
「
わ
れ
は
猶
一
歩
を
進
め
て
、
吾
人

の
今
第
五
時
代
の
始
に
立
て
り
と
い
ふ
を
さ
へ
首
肯
せ
ん
と
す
」
と
断
言
し
て
い
る
。
こ
の
「
第
五
時
代
」
と
は
、
　
「
極
端
な
る
写
実
に
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あ
き
た
ら
ざ
る
時
代
」
で
あ
り
、
　
三
種
の
理
想
の
再
び
重
ん
ぜ
ら
る
S
時
代
」
で
あ
る
。
　
「
一
種
の
理
想
」
の
内
容
が
判
然
と
し
な
い

き
ら
い
は
あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
に
も
鴎
外
の
目
指
し
た
「
結
象
的
理
想
」
主
義
の
方
向
な
り
、
色
あ
い
な
り
が
現
れ
て
い
ふ
“
）

　
さ
て
、
再
び
「
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
」
に
戻
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
遣
遙
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
に

つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
鴎
外
は
、
読
売
新
聞
子
の
「
ス
ケ
ツ
チ
」
と
「
ノ
ブ
ル
」
の
別
を
述
べ
た
文
章
や
、
遣
遙
の
「
ロ
ー
マ
ン
ス
」

と
「
ノ
ベ
ル
」
と
の
違
い
を
述
べ
た
文
章
を
引
き
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
る
。

　
読
売
新
聞
子
の
区
分
は
、
　
「
心
の
働
き
を
筆
に
写
し
人
の
性
質
を
筆
の
先
き
に
て
書
き
別
く
る
」
だ
け
の
「
未
だ
定
形
を
得
ざ
る
」
文

章
を
「
ス
ケ
ツ
チ
」
と
し
、
そ
れ
を
「
ノ
ブ
ル
」
す
な
わ
ち
小
説
と
区
別
し
た
と
い
う
き
わ
め
て
幼
稚
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
遣
遙

の
区
分
は
、
十
八
世
紀
の
英
訳
に
よ
っ
て
、
　
「
奇
怪
荒
唐
な
る
時
代
物
」
を
「
ロ
ー
マ
ン
ス
」
と
し
、
　
「
世
話
物
の
道
理
に
合
ひ
且
人
情

の
切
な
る
も
の
」
を
「
ノ
ベ
ル
」
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
鴎
外
は
次
の
よ
う
な
分
類
を
提
示
す
る
。

　
　
夫
れ
小
説
の
材
は
人
事
な
り
、
人
情
と
世
態
と
な
り
故
に
其
叙
法
に
二
種
の
別
を
生
じ
た
り
或
は
一
人
若
く
は
数
人
の
事
を
叙
し
て

　
　
こ
れ
と
倶
に
詳
に
当
時
の
国
運
世
態
に
及
び
或
は
一
人
若
く
は
数
人
の
事
を
叙
し
て
当
時
の
国
運
世
態
の
如
き
は
多
く
こ
れ
を
省
略

　
　
し
縦
令
、
之
を
言
ふ
も
僅
に
其
依
稀
た
る
影
象
を
見
は
す
に
過
ぎ
ず
1
1
彼
に
於
て
は
磐
多
の
人
生
の
圏
線
、
交
錦
層
畳
し
て
許
多
の

　
　
榮
結
と
分
解
と
を
写
し
此
に
於
て
は
人
生
の
単
圏
中
に
て
生
ず
る
一
榮
結
、
一
分
解
を
写
す
此
榮
結
に
は
風
俗
に
依
り
、
運
命
に
依

　
　
り
又
た
一
個
人
の
性
質
に
依
る
も
の
あ
る
べ
し
（
一
九
）
1
1
彼
を
複
稗
と
い
ふ
独
逸
詩
家
の
所
謂
「
ロ
ー
マ
ン
」
是
れ
な
り
之
を
単

　
　
稗
と
い
ふ
独
逸
詩
家
の
所
謂
「
ノ
ヴ
エ
ル
レ
」
是
れ
な
り

　
鴎
外
が
こ
う
し
た
分
類
を
世
に
示
し
た
理
由
は
、
幼
稚
な
分
類
、
あ
い
ま
い
な
分
類
に
対
す
る
啓
蒙
的
な
意
味
の
外
に
、
彼
自
身
の
文

学
の
方
向
を
示
す
一
つ
の
布
石
と
い
っ
た
意
味
も
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
、
　
「
十
八
世
紀
の
英
訳
」
に
基
づ
く
「
ノ

ベ
ル
」
　
「
ロ
ー
マ
ン
ス
」
の
分
類
を
用
い
ず
、
　
「
単
稗
」
　
「
複
稗
」
の
別
を
立
て
た
意
図
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
「
天
下
の
風
潮
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に
従
L
い
「
今
日
の
日
本
小
説
界
に
は
唯
だ
単
稗
を
見
て
複
稗
を
見
る
こ
と
な
し
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
如
く
、
　
「
欧
州
流
の
小
説
」
を

見
習
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
日
本
の
近
代
小
説
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
界
が
「
ノ
ヅ
エ
ル
レ
」
中
心
で
あ
っ
た
影
響
を
大
き
く

受
け
、
　
「
ノ
ヴ
エ
ル
レ
」
の
試
作
中
心
に
動
ぎ
始
め
て
い
た
。
小
説
改
良
の
道
標
と
な
っ
た
『
小
説
神
髄
』
で
遣
遙
が
「
世
の
人
や
う
や

く
羅
マ
ン
ス
の
荒
唐
無
稽
に
倦
む
よ
し
あ
り
羅
マ
ン
ス
し
た
が
つ
て
衰
へ
い
は
ゆ
る
真
成
の
物
語
（
那
ベ
ル
）
お
こ
る
」
（
「
小
説
の
変
遷
」
）

と
述
べ
、
不
合
理
な
「
羅
マ
ン
ス
」
を
斥
け
て
合
理
的
な
「
那
ベ
ル
」
を
選
ん
だ
こ
と
は
、
合
理
主
義
志
向
と
い
う
当
時
の
開
化
の
趨
勢

に
従
っ
た
必
然
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
　
「
那
ベ
ル
」
へ
の
強
い
志
向
と
、
非
合
理
性
と
と
も
に
人
間
の
強
烈
な
個
性
あ
る

い
は
偉
大
な
人
物
を
も
切
り
捨
て
る
と
い
う
傾
向
と
、
　
「
所
謂
百
八
煩
悩
」
や
「
世
に
あ
り
ふ
れ
た
る
人
」
を
強
調
し
過
ぎ
る
傾
向
と
が

結
合
し
た
結
果
、
彼
の
目
指
し
た
「
真
成
の
物
語
」
は
、
　
「
人
情
」
す
な
わ
ち
「
煩
悩
」
を
描
く
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
狭
隆
な
概
念
の

中
へ
追
い
込
ま
れ
が
ち
に
な
っ
た
。
ま
た
、
彼
が
「
只
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
s
に
摸
写
す
る
心
得
」
を
力
説
し
た
こ
と
は
、
作
家
主
体
が

作
品
と
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
っ
た
作
家
主
体
の
位
置
を
あ
い
ま
い
に
し
、
彼
の
意
図
す
る
「
人
情
の
奥
」
「
世
態
の
真
」
を
皮
層
的
な

次
元
に
と
ど
め
る
結
果
を
招
い
た
。

　
前
田
愛
氏
は
、
　
『
小
説
神
髄
』
の
登
場
が
「
明
治
十
年
代
の
歴
史
文
学
が
は
ら
ん
で
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
、
萌
芽
の
う
ち
に
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
と
」
り
「
歴
史
的
な
ロ
マ
ン
の
可
能
性
に
封
印
を
施
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
遣
遙
が
「
真
成
の
物
語
」
へ
の
志
向
を
示
し
な
が

ら
、
　
「
人
情
の
奥
」
「
世
態
の
真
」
を
「
只
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
s
に
摸
写
す
る
心
得
」
を
示
し
た
こ
と
は
、
　
「
ロ
マ
ン
の
可
能
性
に
封

印
を
施
」
す
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
「
ノ
ベ
ル
」
そ
の
も
の
を
狭
隆
さ
の
中
へ
押
し
込
め
て
し
ま

っ
た
こ
と
の
方
が
重
大
で
あ
る
。

　
鴎
外
が
用
い
た
「
単
稗
」
　
「
複
稗
」
の
分
類
と
遣
遙
が
用
い
た
「
ノ
ベ
ル
」
　
「
ロ
ー
マ
ン
ス
」
の
分
類
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
そ
の

小
説
概
念
に
お
け
る
広
範
さ
で
あ
る
。
小
説
の
材
は
人
情
と
世
態
で
あ
る
が
故
に
そ
の
叙
法
に
は
「
単
稗
」
　
「
複
稗
」
の
二
種
が
あ
る
と
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し
、
し
か
も
「
心
理
的
観
察
の
法
は
固
よ
り
単
複
両
稗
の
斉
し
く
要
す
る
所
な
り
」
と
述
べ
、
両
者
の
間
に
優
劣
の
別
を
つ
け
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
鴎
外
は
「
人
情
小
説
」
が
閉
め
出
し
た
「
国
運
世
態
」
を
描
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
さ
ら
に
、
単
複
両
稗
に
「
寄
話

（『

＝
[
ル
ヘ
ン
』
）
を
加
え
、
　
「
出
来
得
べ
き
事
実
、
有
り
得
べ
き
情
況
」
へ
の
一
方
的
傾
斜
の
中
で
排
斥
さ
れ
つ
つ
あ
・
っ
た
「
奇
幻
怪
誕

の
事
」
を
救
出
し
よ
う
と
し
た
（
「
明
治
二
＋
二
年
批
評
家
の
詩
眼
」
）
。
「
今
の
日
本
小
説
界
に
は
唯
だ
単
稗
を
見
て
複
稗
を
見
る
こ
と
な
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
い
う
鴎
外
の
現
状
認
識
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
式
・
内
容
を
認
め
得
る
と
い
う
彼
の
小
説
観
が
現
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
が
、
矢
野
龍
渓
の
『
顯
蜘
浮
城
物
語
』
二
明
2
3
・
4
）
に
鴎
外
が
贈
っ
た
序
文
の
一
節
を
見
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
よ
り
明
ら
か
に

な
る
。

　
　
或
は
云
く
小
説
は
詩
な
り
報
知
異
聞
は
果
し
て
詩
と
し
て
価
値
あ
る
べ
き
か
と
鳴
呼
小
説
は
実
に
詩
な
り
叙
事
詩
な
り
而
れ
ど
も
其

　
　
境
域
は
決
し
て
世
人
の
云
ふ
所
の
如
く
狭
隆
な
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り

　
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
鴎
外
の
志
向
は
、
小
説
を
「
世
人
の
云
ふ
所
の
如
」
き
概
念
規
定
の
狭
さ
か
ら
解
放
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
ま

た
、
小
説
を
「
狭
陰
な
る
」
　
「
境
域
」
に
追
い
つ
め
た
「
世
人
」
の
元
凶
と
し
て
遣
遙
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
鴎
外
の
意
識
は
、
　
「
単
稗
」
　
「
複
稗
」
と
い
う
分
類
を
示
し
た
と
こ
ろ
に
、
如
実
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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結
　
び

　
以
上
、
主
に
「
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
」
に
よ
り
な
が
ら
、
鴎
外
の
遣
遙
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
す
で
に
明
ら

か
な
よ
う
に
、
鴎
外
は
否
定
的
に
紹
介
し
た
遣
遙
の
説
と
自
説
と
を
対
照
さ
せ
、
あ
る
い
は
遣
遙
の
説
を
一
応
是
認
し
な
が
ら
も
そ
の
後

自
説
を
付
け
加
え
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
。
こ
れ
は
、
遣
遙
の
『
小
説
神
髄
』
が
当
時
の
文
学
界
に
及
ぼ
し
た
影
響
力
の
大
き
さ
を
鴎



外
が
無
視
で
き
な
か
っ
た
証
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
一
方
で
読
者
に
、
　
『
小
説
神
髄
』
の
不
備
を
補
足
し
、
修
正
す
る
と
い
う
印
象
を
与

え
、
結
果
的
に
自
説
を
強
調
し
、
際
立
た
せ
る
と
い
う
狙
い
の
現
れ
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
根
底
に
、
当
時
の
文
学
界
が
『
小
説

神
髄
』
の
写
実
理
論
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
い
く
状
況
に
対
す
る
危
倶
の
念
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
プ
エ
ク
チ
　
フ

　
　
夫
れ
南
欧
、
昔
時
の
大
家
は
身
を
事
述
の
外
に
置
て
、
こ
れ
を
叙
述
し
た
る
が
故
に
意
迫
れ
ど
も
文
は
迫
ら
ず
後
人
、
其
客
観
的
な

　
　
る
を
賞
し
呼
で
『
叙
事
詩
の
静
境
』
と
倣
す
今
や
心
理
的
観
察
の
結
果
、
多
く
詩
材
の
用
を
な
し
そ
め
て
よ
り
、
此
静
境
は
俄
然
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
し
て
熱
開
の
天
地
と
な
れ
り
是
れ
猶
ほ
可
な
り
若
し
又
た
一
歩
・
を
進
め
て
全
局
の
整
へ
る
と
否
と
を
屑
と
せ
ず
回
尾
こ
と
に
人
を
し

　
　
て
屏
息
翅
望
の
情
を
懐
か
し
め
ん
と
す
、
余
等
そ
の
可
な
る
を
見
る
こ
と
能
は
ず

　
結
び
近
く
に
置
か
れ
た
こ
の
一
節
は
、
ま
さ
し
く
日
本
の
文
学
界
へ
の
忠
告
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
遣
遙
に
対
す
る

忠
告
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
忠
告
は
、
後
の
「
没
理
想
論
争
」
に
ま
で
つ
な
が
る
鴎
外
と
沮
遙
の
対
立
の
淵
源
と
も
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

注

（
1
）
　
造
遙
自
身
の
発
言
の
中
に
『
小
説
神
髄
』
の
基
本
的
発
想
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
　
「
志
が
ら
み
草
紙
を
読
み
て
思

　
　
ふ
所
を
い
ふ
」
（
『
柵
草
紙
』
明
2
2
・
1
2
）
に
は
「
小
説
神
随
は
客
気
の
作
軽
信
の
論
勧
懲
主
義
を
盲
打
せ
し
外
に
は
何
の
取
る
所
も
な
き
も
の
な
れ

　
　
ば
其
一
点
を
除
く
の
外
に
て
彼
の
一
毫
を
救
は
る
s
は
妄
を
一
毫
だ
け
伝
ふ
る
に
ひ
と
し
」
と
あ
り
、
「
回
憶
漫
談
　
其
一
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
大

　
　
1
4
・
7
）
に
は
、
「
『
小
説
神
髄
』
は
馬
琴
の
余
り
に
偏
し
た
勧
懲
主
義
を
非
難
す
る
の
を
其
根
本
義
と
し
て
書
い
た
も
の
」
と
あ
る
。

（
2
）
　
「
『
真
』
ヲ
奉
ズ
ル
ノ
科
学
者
ハ
『
想
』
ヲ
得
テ
『
物
』
ヲ
忘
ル
・
モ
ノ
ナ
リ
『
美
』
ヲ
奉
ズ
ル
ノ
美
術
家
ハ
『
想
』
ヲ
以
テ
『
物
』
ト
ナ
シ

　
　
『
物
』
ヲ
以
テ
『
想
』
ト
ナ
ス
モ
ノ
ナ
リ
」

（
3
）
　
「
『
美
』
ハ
『
想
』
ナ
リ
故
二
因
ナ
ク
果
ナ
ク
窮
巳
ナ
シ
而
レ
ド
モ
其
『
真
』
及
ピ
『
善
』
ト
殊
ナ
ル
所
以
ハ
必
ズ
一
々
ノ
『
顕
象
』
ヲ
須
テ
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ゼ
ツ
ツ

　
　
シ
テ
顕
ハ
ル
、
二
在
リ
／
『
真
』
ハ
『
顕
象
』
ノ
外
二
於
テ
『
法
』
ヲ
求
ム
」
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（
4
）
，
鴎
外
は
こ
こ
で
、
「
畢
寛
、
美
術
に
此
両
派
あ
り
て
相
争
ふ
は
哲
学
に
唯
物
、
唯
心
の
二
党
あ
り
て
相
闘
ふ
と
同
じ
是
れ
此
欠
陥
世
界
の
免
る
べ

　
　
か
ら
ざ
る
数
な
り
」
と
、
実
際
．
・
理
想
両
派
の
存
在
の
必
然
を
説
ぎ
な
が
ら
、
「
余
等
は
故
に
以
為
ら
く
実
際
小
説
派
の
極
端
は
其
弊
、
遂
に
自
然

　
　
を
摸
倣
す
る
に
至
る
是
れ
所
謂
、
自
然
詩
派
の
短
所
な
り
と
／
然
り
而
し
て
彼
、
実
際
主
義
の
反
対
に
立
て
る
理
想
主
義
も
其
極
端
に
至
り
て
は
亦

　
　
た
弊
に
堪
へ
ざ
る
も
の
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
両
極
端
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
で
特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
引
用
文
中
の
．
「
理
想

　
　
主
義
と
い
う
言
葉
が
、
　
『
つ
き
草
』
所
収
「
今
の
諸
家
の
小
説
論
を
読
み
て
」
で
は
、
　
「
抽
象
理
想
主
義
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
は
明
ら
か
に
、
「
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
」
の
改
訂
文
に
現
れ
る
「
具
象
的
理
想
」
に
対
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
用
語
の
改
変
は
、

　
　
「
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
」
執
筆
時
に
お
け
る
鴎
外
の
概
念
規
定
の
未
成
熟
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
鴎
外
の
思
念
が
ど
う
い
う
方
向
へ
向
か
っ

　
　
て
い
た
か
を
も
示
し
て
い
る
。

（
5
）
　
同
じ
く
「
鶴
翻
掻
」
の
「
新
文
壇
の
文
界
観
察
」
（
『
め
さ
ま
し
草
』
明
2
9
・
4
）
で
は
、
「
熟
々
抽
象
な
ら
ざ
る
理
想
、
即
具
象
理
想
の
論
の
出

　
　
つ
る
所
以
を
お
も
ふ
に
、
哲
学
の
全
系
統
の
上
を
ば
姑
く
置
き
、
芸
術
を
ば
自
然
な
り
と
す
べ
か
ら
ず
、
さ
れ
ば
と
て
又
抽
象
理
想
な
り
と
す
べ
く

　
　
も
あ
ら
ざ
る
よ
り
、
審
美
上
別
に
自
然
な
ら
ぬ
顕
象
を
立
つ
る
に
外
な
ら
ず
。
さ
れ
ば
所
謂
自
然
主
義
困
o
巴
｛
ω
§
ロ
。
・
は
即
是
れ
顕
象
主
義
㊥
げ
㌣

　
　
旨
o
日
o
ロ
巴
冨
日
⊆
ω
に
し
て
、
こ
れ
を
余
所
に
し
た
る
具
象
理
想
主
義
あ
ら
む
や
う
な
し
。
顕
象
主
義
は
極
端
自
然
主
義
　
匡
旨
⑦
『
p
p
言
『
巴
｛
ω
日
已
ω

　
　
を
排
す
。
是
れ
そ
の
徒
に
自
然
を
摸
倣
す
る
を
排
す
る
な
り
。
顕
象
主
義
は
又
抽
象
理
想
主
義
を
排
す
。
是
れ
そ
の
比
較
的
に
低
き
類
型
を
超
越
す

　
　
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
排
す
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
芸
術
の
表
現
を
自
然
お
よ
び
抽
象
理
想
か
ら
区
別
す
る
も
の
と
し
て
「
自
然
な

　
　
ら
ぬ
顕
象
」
を
あ
げ
、
そ
れ
を
表
す
方
法
と
し
て
図
o
巳
冨
日
已
ω
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
鴎
外
の
言
う
「
具
象
理
想
主
義
」
は
「
所
謂
自
然
主
義

　
　
図
o
巴
富
日
已
ω
」
を
ぬ
き
に
し
て
は
捉
え
き
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
6
）
　
「
明
治
歴
史
文
学
の
原
像
」
（
『
展
望
』
昭
5
1
・
9
）
中
に
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
「
『
佳
人
之
奇
遇
』
を
支
持
し
た
青
年
読
者
の
心
を
と
ら

　
　
え
た
の
は
、
そ
の
格
調
高
い
叙
事
詩
的
な
文
体
に
託
さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
潜
熱
で
あ
り
、
明
治
日
本
の
お
か
れ
て
い
る
位
置
が
世
界
史
的
な

　
　
視
野
の
も
と
に
傭
敵
さ
れ
て
い
る
そ
の
雄
大
な
構
想
だ
っ
た
の
だ
。
／
し
か
し
、
　
『
佳
人
之
奇
遇
』
初
編
の
刊
行
と
同
じ
明
治
十
八
年
に
発
表
さ
れ

　
　
た
坪
内
遺
遙
の
『
小
説
神
髄
』
は
、
明
治
十
年
代
の
歴
史
文
学
が
は
ら
ん
で
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
、
萌
芽
の
う
ち
に
摘
み
と
っ
て
し
ま
う
。

　
　
傾
向
文
学
と
し
て
の
政
治
小
説
に
懐
疑
的
だ
っ
た
遣
遙
は
、
歴
史
と
文
学
の
血
縁
関
係
に
裂
け
目
を
入
れ
、
小
説
を
美
術
（
芸
術
）
の
聖
域
に
ま
つ

　
　
り
こ
ん
だ
上
で
、
あ
ろ
た
め
て
人
情
世
態
小
説
を
新
文
学
の
路
線
と
し
て
設
定
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
遣
遙
が
馬
琴
の
勧
善
懲
悪
主
義
に
手
き
び

　
、
し
い
批
判
を
つ
き
つ
け
た
こ
と
も
、
見
方
を
か
え
れ
ば
そ
の
歴
史
的
な
匹
マ
ン
の
可
能
性
に
封
印
を
施
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
」
　
　
，
．

（
7
）
　
越
智
治
雄
氏
の
「
小
説
の
自
覚
」
（
『
岩
波
講
座
文
学
7
』
昭
5
1
・
5
）
に
以
下
の
指
摘
が
あ
る
。
「
『
浮
城
物
語
』
に
浴
び
せ
ら
れ
た
批
判
に
は
、

誕



　
ノ
ロ
ベ
ル

『
小
説
』
と
し
て
価
値
が
な
い
と
す
る
論
点
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
鴎
外
は
、
武
談
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
、
　
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』

に
発
し
た
『
ロ
ピ
ン
ソ
ナ
ー
デ
』
の
『
冒
険
事
蹟
』
を
描
い
た
作
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
道
遙
の
考
え
で
は
『
新
奇
な
る
話
談
』
と
い
う
点
で

ロ
マ
ン
ス
に
近
く
な
る
が
．
鴎
外
は
す
で
に
、
複
稗
『
ロ
マ
ー
ン
』
と
、
単
稗
『
ノ
ヴ
エ
ル
レ
』
と
い
う
分
類
を
採
用
し
て
い
た
か
ら
、
　
『
浮
城
物

語
』
も
よ
く
小
説
に
含
み
こ
み
え
た
の
だ
っ
た
。
」

　
ま
た
十
川
信
介
氏
の
「
文
学
極
衰
論
前
後
」
（
『
文
学
』
昭
5
1
・
6
）
に
も
同
じ
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
　
「
あ
ら
ゆ
る
形
式
・
。
内
容
を
も
『
排
斥
』

し
な
い
彼
の
小
説
観
か
ら
す
れ
ば
、
　
『
浮
城
物
語
』
の
出
現
に
際
し
て
、
彼
が
『
結
構
の
粗
大
』
を
も
っ
て
こ
れ
を
退
け
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
そ
の
『
大
』
を
文
学
の
本
質
と
し
て
高
く
評
価
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
彼
の
平
衡
感
覚
は
、
そ
の
小
説
分
類
の
原
理
に

従
つ
て
、
　
『
国
運
世
態
』
を
描
く
『
複
稗
』
を
要
求
し
て
い
た
。
　
『
今
の
日
本
小
説
界
に
は
唯
だ
単
稗
を
見
て
複
稗
を
見
る
こ
と
な
し
』
（
『
現
代
諸

家
の
小
説
論
を
読
む
』
）
と
い
う
現
状
認
識
は
、
『
複
稗
』
誕
生
に
『
一
縷
の
望
を
繋
い
で
以
て
天
下
同
好
の
志
を
励
』
ま
す
た
め
に
も
、
　
『
浮
城
物

語
』
の
可
能
性
を
非
文
学
と
し
て
摘
み
取
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

｛

’

、
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