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上
回
秋
成
の
美
意
識
に
つ
い
て

藤

江

通

正

十
六
世
組
の
ド
イ
ツ
の
画
家
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
、
ア
ル
ト
ド
ル
フ
ァ
I

の
作
品
に
「
エ
ジ
プ
ト
へ
の
避
難
」
と
呼
ぶ
美
し
い
油
絵
が
あ
る
。
画
面
の
前
景
左
寄

り
に
大
小
の
人
体
彫
刻
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
噴
水
柱
が
直
立
し
、
そ
の
噴
水
彫
刻
の
童
子
た
ち
よ
り
湧
出
す
る
水
は
、
大
き
な
基
部
の
水
盤
に
そ
そ
が
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
水
盤
の
か
た
わ
ら
に
右
手
に
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
支
払
え
た
聖
母
が
憩
い
、
聖
母
の
左
手
は
、
い
か
め
し
い
老
人
（
お
そ
ら
く
ヨ
ゼ
フ
で
あ
ろ
う
〉

の
差
し
出
す
果
物
寵
の
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
水
盤
上
に
は
五
人
の
可
愛
い
天
使
た
ち
が
、
思
い
思
い
の
姿
態
で
た
わ
む
れ
て
い
る
。
画
面
の
前
長
は
、
ま

こ
と
に
な
ご
や
か
な
「
憩
い
」
の
名
に
値
す
る
情
緒
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
だ
が
私
が
今
注
意
し
た
い
の
は
そ
の
背
景
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
画
の
背
景
に
は
、
少

し
も
じ
っ
た
表
現
を
す
れ
ば
ア
ル
ト
、
ド
ル
フ
ハ
古
い
邑
〉
が
山
麓
水
辺
の
景
と
し
て
捕
か
れ
、
し
か
も
画
面
右
上
に
は
画
面
全
体
の
四
分
の
一
を
費
や
し
て
、

尖
塔
柱
列
を
も
っ
廃
屋
が
あ
り
あ
り
と
描
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
荒
涼
た
る
廃
雄
で
あ
り
、
は
じ
め
て
こ
の
絵
に
接
す
る
人
は
、
異
様
な
感
に
打
た

れ
る
に
相
違
な
い
。

注
－

憩
い
の
情
調
と
空
漠
た
る
寂
塞
感
、
し
か
し
そ
こ
に
は
グ
ェ
ル
フ
リ
Y
の
強
調
し
た
、
画
家
の
「
廃
雄
の
美
」
を
追
求
す
る
生
動
的
な
輝
け
る
眼
差
し
が
あ

っ
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

上
田
秋
成
の
美
意
識
に
つ
い
て
一
文
を
草
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
人
も
あ
れ
ア
ル
ト
ド
ル
フ
ァ

l

の
絵
画
に
そ
の
緒
を
発
す
る
と
は
、
い
さ
さ
か
唐
突
に -111 ー



過
ぎ
る
と
評
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
上
田
秋
成
を
国
文
学
者
の
筋
道
立
っ
た
、
礼
儀
正
し
い
手
続
き
を
も
っ
た
作
品
論
、
文
章
研
究
か
ら
少
し

引
き
離
し
て
、
全
く
別
の
角
度
か
ら
眺
め
て
み
る
こ
と
に
興
味
を
感
じ
た
。

天
明
期
の
司
本
の
文
学
史
研
究
が
、
与
謝
蕪
村
、
上
田
秋
成
、
平
賀
源
内
な
ど
と
い
う
一
種
な
ん
と
も
捉
え
が
た
い
拒
莫
た
る
巨
人
を
抱
え
て
、
そ
の
実
り

あ
る
成
果
を
将
来
に
か
け
て
い
る
こ
と
は
、
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
ゆ
え
に
攻
め
、
近
づ
く
べ
き
方
途
は
い
く
す
じ
も
あ
る
。
私
の
秋
成
を
読
む
目
も
、
或

い
は
そ
の
幹
道
に
い
ず
れ
か
は
通
ず
る
に
相
違
な
い
。

さ
て
秋
成
が
「
鼓
腹
の
関
話
」
と
し
て
「
摘
読
す
る
者
も
、
国
よ
り
当
に
信
と
謂
は
ざ
る
べ
き
」
も
の
と
自
序
し
た
『
雨
月
物
語
』
は
、
明
和
五
年
、
彼
の

コ
一
十
五
歳
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
立
の
背
景
、
日
本
、
中
国
の
古
典
よ
り
の
影
響
関
係
、
出
典
考
証
な
ど
の
研
究
書
を
読
む
な
ら
ば
、
秋
成
の
文
学
を

枠
づ
け
る
更
に
大
き
な
作
品
成
立
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
る
が
、
比
較
考
証
が
歴
然
と
可
能
で
あ
る
だ
け
に
秋
成
文
学
に
対
す
る
研
究
領
域
は
、
よ
り

広
い
視
野
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
と
言
え
る
。

『
雨
月
物
語
』
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
白
峯
」
「
菊
花
の
約
」
「
浅
茅
が
宿
」
「
夢
応
の
鯉
魚
」
「
仏
法
僧
」
「
吉
備
津
の
釜
」
「
蛇
性
の
燈
」
「
青
頭
布
」
「
貧

福
論
」
の
九
つ
の
短
篇
か
ら
な
る
作
品
集
で
あ
っ
て
、
そ
の
文
章
に
雅
文
調
を
混
じ
た
美
し
い
小
説
集
で
あ
る
。
も
し
人
が
、
単
に
怪
談
的
興
味
を
の
み
も
っ

て
こ
れ
を
読
む
な
ら
ば
、
『
雨
月
物
語
』
は
十
分
に
彼
を
満
足
せ
し
め
る
ほ
ど
の
凄
絶
さ
、
恐
怖
感
を
各
篇
が
有
し
て
い
る
し
、
又
詮
索
好
き
に
『
雨
月
物
語
』

に
寓
意
を
求
め
る
人
は
、
雄
動
、
迫
真
的
文
章
の
行
聞
に
、
そ
れ
に
は
っ
き
り
と
応
え
る
秋
成
の
面
貌
を
感
得
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
押
せ
ば
必
ず
は
ね
か
え

り
を
示
す
強
じ
ん
な
ゴ
ム
の
如
き
緊
張
感
を
、
ま
ず
、
称
揚
す
る
べ
き
で
あ
る
。

「
白
峯
」
に
始
る
こ
の
九
つ
の
短
篇
が
、
作
者
秋
成
に
よ
っ
て
「
雨
は
審
れ
月
は
際
慌
の
夜
、
内
閣
下
に
編
成
」
し
た
ゆ
え
に
『
雨
月
物
語
』
と
し
て
名
づ
け

ら
れ
、
一
篇
の
物
語
と
し
て
世
に
問
わ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
物
語
と
い
う
日
本
小
説
の
形
態
上
の
特
質
に
お
い
て
検
討
さ
る
べ
き
、
運
命
を
担
っ
て
い
た
と
言
っ

て
よ
い
。
小
説
の
原
初
形
態
が
、
話
の
筋
を
叙
述
す
る
こ
と
に
意
を
注
ぎ
、
当
初
叙
事
文
学
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
筋
の
叙
、
述
は
そ
れ
に
筆
者
の
個

性
の
片
影
を
、
表
現
と
い
う
形
で
参
与
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
の
発
生
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
説
話
文
学
が
、
物
語
文
学
に
発
展
移
行
す
る
た
め
の
モ
メ
シ
ト
は
、
類
を
打
ち
破
る
個
の
拾
頭
で
あ
り
、
単
に
外
面
に
事
物
を
置
き
並
べ
る
の
で

は
な
く
、
如
何
に
そ
し
て
何
も
の
を
置
き
並
べ
る
か
と
い
う
表
現
方
法
の
覚
醒
で
あ
っ
た
。
物
語
を
書
く
と
い
う
自
覚
に
塞
い
た
執
筆
態
度
は
、
作
者
の
内
的
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情
趣
の
外
化
と
し
て
、
持
情
性
を
作
品
に
与
え
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
取
り
扱
う
題
材
が
、
当
代
よ
り
も
古
い
時
代
を
多
く
扱
っ
た
こ
と
は
、
作
者
の
旺
盛

な
ロ
マ
ン
へ
の
夢
を
広
く
働
か
せ
る
た
め
に
是
非
必
要
で
あ
り
、
傾
向
と
し
て
伝
奇
的
、
歴
史
小
説
的
性
質
を
現
わ
し
、
現
代
の
小
説
の
美
学
が
問
題
と
す
る

写
実
性
と
は
、
む
し
ろ
相
対
す
る
表
現
手
法
を
確
立
し
た
。
ま
た
『
雨
月
物
語
』
が
代
表
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
い
て
ま
と
ま
り
を
も
っ
短
篇
的
形
態
の

集
合
は
、
単
に
小
説
の
量
的
種
別
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
作
者
の
作
品
に
向
う
表
現
態
度
に
質
的
規
制
を
与
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

c

そ
れ
は
一
つ
の

作
品
に
明
確
な
性
格
づ
け
を
出
来
る
か
ぎ
り
効
果
的
に
施
す
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
、
作
者
の
意
識
的
な
鋭
い
知
性
が
働
き
を
も
っ
て
こ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
い
わ
ば
理
知
的
な
芸
術
活
動
が
作
者
に
期
待
さ
れ
、
「
美
を
支
配
し
よ
う
」
と
す
る
具
体
的
な
作
者
の
人
間
像
が
、
そ
の
背
後
に
く
っ
き
り

ξ

浮

か
び
上
っ
て
来
る
。

さ
て
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
九
篇
を
通
読
玩
味
す
る
と
き
、
最
後
の
「
貧
福
論
」
を
別
と
し
て
他
の
八
篇
に
、
人
は
秋
成
が
自
覚
的
に
構
成
し
た
「
美
の
王

国
」
と
も
い
う
べ
き
八
つ
の
世
界
を
見
出
す
に
違
い
な
い
。
表
題
に
示
し
た
如
く
、
私
は
こ
の
『
雨
月
物
語
』
の
中
に
秋
成
の
美
意
識
の
顕
現
を
如
何
に
実
際

的
に
検
証
す
べ
き
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
冒
頭
の
「
白
峯
」
を
考
え
て
み
よ
う
。

-113 ー

「
白
峯
」
の
舞
台
は
讃
岐
の
真
尾
坂
の
林
に
近
い
崇
徳
天
皇
の
白
峰
陵
が
あ
る
山
中
で
あ
る
。

注
2松

柏
は
奥
ふ
か
く
茂
り
あ
ひ
て
、
青
雲
の
軽
鹿
日
す
ら
小
雨
そ
ぼ
ふ
る
が
ご
と
し
。
児
が
獄
と
い
ふ
険
し
き
獄
背
に
準
だ
ち
て
、
千
仰
の
谷
底
よ
り
雲
霧
お

ひ
の
ぼ
れ
ば
、
間
尺
を
も
欝
惜
こ
t
A地
せ
ら
る
。
木
立
わ
づ
か
に
間
た
る
所
に
、
土
域
く
積
た
る
が
上
に
、
右
を
三
か
さ
ね
に
完
み
な
し
た
る
が
、
荊
藤
醇

嘉
に
う
づ
も
れ
て
う
ら
が
な
し
き
を
、
こ
れ
な
ら
ん
御
墓
に
や
と
心
も
か
き
く
ら
ま
さ
れ
て
、
さ
ら
に
夢
現
を
も
わ
き
が
た
し
。

こ
の
自
然
描
写
は
、
西
行
〈
つ
ま
り
秋
成
）
の
新
院
と
の
論
争
に
導
く
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
完
全
で
あ
る
。
こ
の
山
中
の
自
然
と
い
う
立
地
条
件
は
、
「
円

位
／
＼
」
の
声
に
て
登
場
す
る
新
院
の
霊
に
直
接
つ
な
が
る
こ
と
が
出
来
、
論
争
の
あ
と
「
鳶
の
ご
と
く
の
化
烏
」
と
と
も
に
「
御
面
も
和
ら
ぎ
、
陰
火
も
や

や
う
す
く
消
ゆ
く
ヨ
ど
に
、
つ
ひ
に
竜
体
も
か
き
け
ち
た
る
ご
と
く
見
え
ず
」
消
え
て
ゆ
く
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
そ
の
構
成
に
は
、
な
ん
の
ぎ
く
し
キ

く
さ
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
仏
法
僧
」
の
「
夏
の
は
じ
め
青
葉
の
茂
み
を
わ
け
つ
ふ
、
天
の
川
と
い
ふ
よ
り
撒
て
、
摩
尼
の
御
山
に
い
た
る
。
道
の
ゆ
く
て

の
験
し
き
に
な
づ
み
て
、
お
も
は
ず
も
日
か
た
ふ
さ
ぬ
」
「
木
立
は
雲
を
し
の
ぎ
て
琵
さ
び
、
道
に
界
ふ
氷
の
立
日
は
そ
ん
＼
と
、
清
わ
た
り
て
物
が
な
し
き
」
の



高
野
山
中
、
霊
闘
の
前
に
出
現
す
る
秀
次
ら
の
霊
と
の
出
逢
い
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
「
人
々
の
形
」
を
容
易
に
「
遠
く
雲
井
に

行
」
か
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

蓋
し
「
白
峯
」
と
「
仏
法
僧
」
の
巻
の
霊
描
出
は
、
そ
の
出
没
の
動
機
と
し
て
自
然
の
立
地
条
件
を
無
視
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
こ
の
場
合
の
自
然
の
要
素
が
占
め
る
比
重
は
大
き
い
。
そ
し
て
そ
の
自
然
は
、
魔
界
と
人
間
界
を
包
摂
す
る
美
し
く
、
か
つ
恐
る
べ
き
大
自
然
な
の
で
あ

る
。
又
白
墨
の
山
中
、
高
野
の
山
中
、
い
ず
れ
も
山
の
風
土
的
条
件
を
も
っ
て
現
実
の
時
間
を
裁
ち
切
り
、
登
場
人
物
ま
た
遠
き
古
の
実
在
人
物
を
も
っ
て
、

こ
こ
に
作
者
は
古
代
憧
慢
の
心
情
を
吐
露
せ
ん
と
す
る
。
山
林
の
生
活
は
、
あ
る
意
味
か
ら
言
え
ば
古
代
復
帰
の
精
神
で
あ
り
、
魂
の
故
郷
た
る
自
然
に
帰
趨

す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
安
ら
か
な
る
山
中
に
安
住
し
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
尚
人
間
界
に
執
着
し
て
山
中
を
出
で
ん
と
す
る
荒
び
た
る
魂
の
相
刻

を
「
白
峯
」
「
仏
法
僧
」
に
我
々
は
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
篇
に
著
し
い
対
照
を
示
す
も
の
が
、
美
し
い
描
写
を
誇
る
「
夢
応
の
鯉
魚
」
の
一
篇
で
あ
る
。
「
秋
成
の
企
て
た
究
極
の
詩
」
と
作
家
三
島
由
記
夫

氏
は
書
い
て
い
る
が
（
「
雨
月
物
語
に
つ
い
て
」
〉
、
た
し
か
に
次
の
一
節
は
十
分
に
引
用
す
る
価
値
を
有
し
て
い
る
。

ま
づ
長
等
の
山
お
ろ
し
、
立
ゐ
る
浪
に
身
を
の
せ
て
、
志
賀
の
大
湾
の
汀
に
遊
べ
ば
、
か
ち
人
の
裳
の
す
そ
ぬ
ら
す
ゆ
き
か
ひ
に
驚
さ
れ
て
、
比
良
の
高
山

影
う
つ
る
、
深
き
水
底
に
潜
く
と
す
れ
ど
、
か
く
れ
堅
固
の
漁
火
に
よ
る
ぞ
う
つ
つ
な
き
。
ぬ
ば
玉
の
夜
中
の
潟
に
や
ど
る
月
は
、
鏡
の
山
の
峯
に
清
て
、

八
十
の
湊
の
八
十
隈
も
な
く
て
お
も
し
ろ
。
沖
浬
鳩
山
、
竹
生
嶋
、
波
に
う
つ
ろ
ふ
朱
の
垣
こ
そ
お
ど
ろ
か
る
れ
。
さ
し
も
伊
吹
の
山
風
に
、
旦
一
要
船
も
漕

出
れ
ば
、
芦
間
の
夢
を
さ
ま
さ
れ
、
矢
橋
の
澱
り
す
る
人
の
水
な
れ
悼
を
の
が
れ
て
は
、
瀬
田
の
橋
守
に
い
く
そ
た
び
か
追
れ
ぬ
。
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絵
画
的
文
章
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
金
光
の
鱗
を
も
っ
た
鯉
魚
へ
の
転
身
だ
け
で
も
、
そ
の
憧
僚
は
一
一
帽
の
絵
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
鯉
身

の
澄
建
は
、
更
に
漁
火
、
清
月
、
朱
の
塩
、
芦
と
、
あ
く
な
き
色
彩
美
の
世
界
に
自
己
を
漂
遊
さ
せ
る
。

「
白
峯
」
「
仏
法
僧
」
で
は
、
山
の
自
然
は
自
己
と
他
者
と
の
仲
介
者
的
存
在
で
あ
り
、
む
し
ろ
他
者
成
立
に
か
け
る
比
重
に
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、

「
夢
応
の
鯉
魚
」
で
は
、
秋
成
自
身
が
全
て
を
忘
れ
て
自
然
の
中
に
飛
び
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
琵
琶
湖
と
い
う
リ
ア
ル
な
自
然
で
あ
り
、
自
然
そ
の
も

の
が
山
岳
よ
り
湖
と
い
う
即
生
活
的
な
も
の
に
変
質
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
上
田
秋
成
の
お
そ
ら
く
無
意
識
で
は
あ
ろ
う
が
、
上
方
の

現
実
生
活
を
営
む
リ
ア
ル
な
生
活
感
覚
が
伺
わ
れ
る
。
肉
体
的
劣
等
感
や
、
俗
に
い
う
「
ひ
ね
く
れ
根
性
」
が
た
と
え
秋
成
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る



中
世
の
隠
者
の
生
活
の
如
く
、
世
の
俗
生
活
を
去
っ
て
山
中
に
退
隠
す
る
こ
と
に
も
は
や
彼
は
孤
高
の
精
神
を
見
出
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
上
記
し
た
鯉
魚

の
限
に
映
っ
た
自
然
こ
そ
、
ま
さ
に
秋
成
の
生
々
し
い
経
験
の
世
界
、
つ
ま
り
五
感
、
更
に
詳
し
く
言
え
ば
視
覚
、
聴
覚
、
そ
し
て
運
動
感
覚
（
筋
感
覚
）
を

通
し
て
み
た
実
動
す
る
世
界
な
の
で
あ
り
、
強
烈
な
自
我
意
識
が
究
極
的
に
結
合
し
得
る
美
は
、
こ
の
経
験
の
世
界
を
通
し
て
こ
そ
獲
得
出
来
る
と
言
い
得
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
三
つ
の
短
篇
は
、
自
然
の
要
素
を
立
地
的
条
件
と
し
て
文
章
中
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
「
白
峯
」
「
仏
法
僧
」
は
テ

I

マ
の
進
行
の
背
景
に
、

又
「
夢
応
の
鯉
魚
」
で
は
、
話
者
そ
の
も
の
の
変
身
に
よ
る
テl
マ
の
進
行
中
の
叙
景
と
し
て
、
自
然
が
あ
り
の
ま
ま
に
描
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
次

に
挙
げ
る
諸
篇
に
は
更
に
別
の
重
要
な
問
題
を
指
摘
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
「
浅
茅
が
宿
」
の
一
節
を
引
用
し
て
み
る
。

い
づ
れ
か
我
住
し
家
ぞ
と
立
惑
ふ
に
、
こ
ふ
二
十
歩
ば
か
り
を
表
て
、
雷
に
擦
れ
し
松
の
鎗
え
て
立
る
が
、
雲
間
の
星
の
ひ
か
り
に
見
え
た
る
を
、
げ
に
我

軒
の
標
こ
そ
見
え
つ
る
と
、
先
喜
し
き
こ
斗
ち
し
て
あ
ゆ
む
に
、
家
は
故
に
か
は
ら
で
あ
り
、
人
も
住
と
見
え
て
、
古
一
戸
の
間
よ
り
燈
火
の
影
も
れ
て
輝

／
＼
と
す
る
に
、
他
人
や
住
む
。
も
し
其
人
や
在
す
か
と
心
燥
し
く
、
門
に
立
よ
り
て
暖
す
れ
ば
、
内
に
も
速
く
聞
と
り
て
、
「
誰
」
と
各
む

0

・
：
・
：
五
更
の

天
明
ゆ
く
比
、
現
な
き
心
に
も
す
日
ふ
ろ
に
寒
か
り
け
れ
ば
、
会
被
ん
と
さ
ぐ
る
手
に
、
何
物
に
や
績
／
＼
と
音
す
る
に
目
さ
め
ぬ
。
面
に
ひ
や
／
＼
と
物
の

こ
ぼ
る
与
を
、
雨
や
漏
ぬ
る
か
と
見
れ
ば
、
屋
根
は
風
に
ま
く
ら
れ
で
あ
れ
ば
有
明
の
月
の
し
ら
み
て
残
り
た
る
も
見
ゆ
。
家
は
扉
も
あ
る
ゃ
な
し
。
費
垣

朽
類
た
る
間
よ
り
、
荻
薄
高
く
生
出
て
、
朝
露
う
ち
こ
ぼ
る
ふ
に
、
袖
湿
て
し
ぼ
る
ば
か
り
な
り
。
壁
に
は
蔦
葛
延
か
ふ
り
、
庭
は
葎
に
埋
れ
て
、
秋
な
ら
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ね
ど
も
野
ら
な
る
宿
な
り
け
り
。

長
文
引
用
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
は
あ
る
が
、
更
に
続
け
て
「
土
口
備
津
の
釜
」
の
一
節
を
左
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

こ
L

よ
り
も
一
丁
ば
か
り
を
あ
ゆ
み
て
、
を
ぐ
ら
き
林
の
裏
に
ち
い
さ
き
草
屋
あ
り
。
竹
の
扉
の
わ
び
し
き
に
、
七
日
あ
ま
り
の
月
の
あ
か
く
さ
し
入
て
、

ほ
ど
な
き
庭
の
荒
た
る
さ
へ
見
ゆ
。
ほ
そ
き
燈
火
の
光
り
窓
の
紙
を
も
り
て
う
ら
さ
び
し
。
「
こ
与
に
待
せ
給
へ
」
と
て
内
に
入
ぬ
。
苔
む
し
た
る
古
井
の

も
と
に
立
て
見
入
る
に
、
出
口
紙
す
こ
し
明
た
る
間
よ
り
、
火
影
吹
あ
ふ
ち
て
、
黒
棚
の
き
ら
め
き
た
る
も
ゆ
か
し
く
覚
ゆ
。
：
：
：
二
間
の
客
肢
を
人
の
入
ば

か
り
明
て
、
低
き
民
風
を
立
。



：
：
：
時
う
つ
り
で
生
出
。
眼
を
ほ
そ
く
ひ
ら
き
見
る
に
、
家
と
見
し
は
も
と
あ
り
し
荒
野
の
三
味
堂
に
て
、
黒
き
仏
の
み
ぞ
立
せ
ま
し
ま
す
。

こ
の
「
浅
茅
が
宿
」
と
「
吉
備
津
の
釜
」
の
一
節
に
は
、
共
通
す
る
要
素
が
二
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
第
一
は
、
状
景
の
短
時
間
的
推
移
の
う
ち
に
起

る
変
容
で
あ
り
、
第
二
に
は
廃
屋
の
描
写
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
浅
茅
が
宿
」
の
勝
四
郎
が
見
た
わ
が
家
と
、
よ
よ
と
泣
く
共
に
一
夜
臥
し
た
妻
と
い
う
具
象
的
な
も
の
、
「
虫
口
備
津
の
釜
」
の
正
六
郎
が
案
内
さ
れ
た
草
屋

と
、
官
郷
に
残
し
た
妻
の
磯
良
と
い
う
具
象
的
な
も
の
、
こ
れ
ら
の
感
覚
的
に
捉
え
ら
れ
た
も
の
が
、
眠
り
と
失
心
の
時
間
的
推
移
の
う
ち
に
、
野
ら
な
る
宿

と
荒
野
の
三
味
堂
に
変
る
と
い
う
場
面
の
急
転
は
、
そ
の
対
照
性
に
お
い
て
文
章
構
成
に
生
動
力
を
付
与
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
場
面
に
描
か
れ
る
も
の
は

荒
野
の
中
の
廃
屋
で
あ
る
。
こ
の
「
廃
埠
」
的
な
も
の
の
描
写
と
い
う
こ
と
に
、
我
々
は
十
分
注
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
蛇
性
の
姪
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
い
っ
そ
う
念
入
り
な
る
描
写
が
あ
る
。

円
高
く
造
り
な
し
、
家
も
大
き
な
り
。
蔀
お
ろ
し
寵
た
れ
こ
め
し
ま
で
、
夢
の
裏
に
見
し
と
露
違
は
ぬ
を
、
奇
し
と
思
ふ
／
＼
門
に
入
。
：
：
：
板
敷
の
間
に

床
畳
を
設
け
て
、
九
帳
、
御
厨
子
の
傍
、
壁
代
の
絵
な
ど
も
、
皆
古
代
の
よ
き
物
に
て
、
倫
の
人
の
住
居
な
ら
ず
。
：
：
：
彼
所
に
行
て
見
る
に
、
厳
め
し
く

造
り
な
せ
し
門
の
柱
も
朽
く
さ
り
、
軒
の
瓦
も
大
か
た
は
砕
お
ち
て
、
草
し
の
ぶ
生
さ
が
り
、
人
住
と
は
見
え
ず
。
豊
雄
是
を
見
て
只
あ
き
れ
に
あ
き
れ
ゐ

た
る
。
：
：
：
家
は
外
よ
り
も
荒
ま
さ
り
け
り
、
な
ほ
奥
の
方
に
進
み
ゆ
く
。
前
栽
広
く
造
り
な
し
た
り
。
池
は
水
あ
せ
て
水
草
も
皆
枯
、
野
ら
薮
生
か
た
ふ

き
た
る
中
に
、
大
き
な
る
松
の
吹
倒
れ
た
る
ぞ
物
す
ざ
ま
し
、
客
殿
の
格
子
戸
を
ひ
ら
け
ば
、
腿
き
風
の
さ
と
吹
お
く
り
き
た
る
に
恐
れ
ま
ど
ひ
て
、
人

／
＼
後
に
し
り
ぞ
く
。
：
：
：
塵
は
一
寸
ば
か
り
積
り
た
り
。
鼠
の
糞
ひ
り
ち
ら
し
た
る
中
に
、
古
き
帳
を
立
て
、
花
の
如
く
な
る
女
ひ
と
り
ぞ
座
る
。
・
：

：
・
近
く
進
み
て
捕
ふ
と
せ
し
に
、
忽
地
も
裂
る
ば
か
り
の
震
震
鳴
響
く
に
、
許
多
の
人
赴
る
間
も
な
く
て
そ
こ
に
倒
る
。
然
見
る
に
、
女
は
い
づ
ち
行
け
ん

見
え
や
す
な
り
に
け
り
。
此
床
の
上
に
輝
／
＼
し
き
物
あ
り
。
人
／
＼
恐
る
／
＼
い
き
て
見
る
に
、
狛
錦
、
呉
の
綾
、
倭
文
、
機
、
糖
、
槍
、
靭
、
整
の
類
、

此
失
つ
る
神
宝
な
り
き
。

「
蛇
性
の
姪
」
の
文
章
は
、一
般
に
評
王
一
口
さ
れ
る
如
く
、

ま
こ
と
に
美
し
く
幻
妖
的
な
気
に
満
ち
あ
ふ
れ
で
い
る
。
こ
の
美
し
さ
、
幻
妖
さ
を
証
す
る
丈
章
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授
法
は
、
い
ろ
い
ろ
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
そ
の
顕
れ
を
右
の
引
用
文
だ
け
に
つ
い
て
も
十
分
に
検
証
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

豊
雄
の
最
初
に
見
た
県
の
真
女
子
の
家
は
、
門
も
家
も
大
き
く
造
り
、
ゆ
か
し
げ
に
人
の
住
む
、
古
代
の
よ
き
物
、
調
度
を
も
っ
普
通
以
上
の
身
分
の
人
の

住
居
で
あ
っ
た
。
こ
の
物
象
を
廃
屋
と
化
す
場
面
急
転
の
モ
メ
シ
ト
は
、
し
か
し
眠
り
や
失
心
の
状
態
で
は
実
行
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
豊
雄

の
行
為
は
被
動
者
の
立
場
に
終
始
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
県
の
真
女
子
の
家
は
、
そ
の
実
際
上
の
訪
問
の
前
に
夢
の
中
で
、
そ
の
態
様
を
予
見
す
る
描
写
に

始
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
面
、
状
景
の
急
転
の
た
め
の
モ
メ
ン
ト
は
、
豊
雄
以
外
の
大
ぜ
い
の
武
士
の
眼
が
必
要
と
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
「
豊
雄
是
を
見
て
只
あ
き
れ
に
あ
き
れ
ゐ
た
る
」
の
一
文
は
、
状
景
急
転
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
た
く
み
に
幻
視
者
豊
雄
の
心
情
の
中
に
移
行
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
人
は
気
づ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
廃
屋
を
眺
め
る
人
々
の
眼
は
、
武
士
た
ち
の
召
し
集
め
に
よ
っ
て
更
に
増
大
し
た
。
「
豊
雄
只
声
を
呑
て
敷
き
ゐ

る
」
の
一
節
は
、
仮
象
の
美
に
現
実
の
荒
涼
を
つ
な
ぐ
状
景
急
転
の
た
め
の
見
逃
し
が
た
い
接
続
辞
で
あ
る
。
か
く
て
多
数
の
愚
昧
な
眼
に
と
っ
て
は
単
な
る

あ
ば
ら
家
に
過
ぎ
ぬ
も
の
を
、
彼
ら
の
眼
前
で
更
に
場
面
転
換
に
よ
っ
て
変
化
づ
け
た
も
の
は
、
い
わ
ば
通
俗
的
な
輝
／
＼
し
き
物
、
失
つ
る
神
宝
で
あ
っ
た

し
、
そ
の
転
換
力
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
更
に
い
っ
そ
う
俗
的
な
露
震
の
援
用
で
あ
っ
た
。

私
は
以
上
に
「
浅
茅
が
宿
」
「
吉
備
津
の
釜
」
「
蛇
性
の
姪
」
の
三
篇
を
挙
げ
、
そ
の
部
分
を
引
用
し
た
が
、
こ
の
三
つ
の
引
用
文
に
人
は
共
通
し
た
テ

i

マ

を
読
み
取
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
先
に
も
述
べ
た
、
状
長
急
転
と
廃
屋
の
描
写
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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私
は
冒
頭
こ
の
文
章
の
序
に
、
ド
イ
ツ
の
画
家
ア
ル
ト
ド
ル
フ
ァl
の
描
い
た
廃
屋
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
、
美
は
単
に
醜
の

対
立
語
で
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
だ
が
往
昔
の
世
に
あ
っ
て
、
醜
な
る
も
の
、
何
人
が
み
て
も
美
し
く
な
い
と
思
え
る
歪
曲
さ
れ
た
形
、
崩

壊
し
た
物
体
、
腐
敗
老
朽
物
に
美
的
要
素
を
見
出
す
た
め
に
は
、
あ
る
意
識
的
な
理
由
づ
け
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
廃
雄
を
眺
め
る
眼
が
、
そ
こ
に
「
廃
埠

の
美
」
を
認
め
、
こ
れ
に
感
動
を
憶
え
る
の
は
、
物
体
の
形
姿
を
絵
画
的
状
態
に
お
い
て
理
解
す
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

場
合
、
難
解
な
思
弁
的
な
思
惟
、
つ
ま
り
「
な
ぜ
廃
嘘
な
ど
が
美
し
い
の
か
」
と
い
う
考
え
か
ら
そ
れ
は
発
足
す
る
の
で
は
な
く
、
現
前
の
眠
に
映
る
自
然
、

時
々
刻
々
と
変
化
す
る
光
の
明
暗
、
そ
し
て
そ
の
自
然
の
中
に
と
け
込
む
廃
屋
の
存
在
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
絵
画
的
構
図
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
生
動
的
に
観

者
の
感
覚
に
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
「
廃
櫨
の
美
」
は
成
立
す
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
更
に
つ
き
進
め
て
い
う
と
、
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
物
体
の
静



止
と
、
運
動
と
い
う
、
或
い
は
実
在
と
仮
象
、
そ
し
て
更
に
完
成
と
無
限
と
い
う
対
概
念
に
置
き
か
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
芸
術
に
対
し
て
と
る
こ
様
の
人
間
の
心

的
態
度
で
あ
る
。

私
は
上
田
秋
成
の
「
夢
応
の
鯉
魚
」
の
如
き
美
し
い
文
章
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
美
意
識
が
外
界
の
自
然
に
触
発
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
こ
に
独
自
の

「
美
の
豆
国
」
を
き
，
す
こ
う
と
す
る
生
動
的
な
、
理
知
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
痛
感
し
た
が
、
「
浅
茅
が
宿
」
「
吉
備
津
の
釜
」
「
蛇
性
の
姪
」
の
文
中
に
見

ら
れ
る
「
廃
櫨
」
の
描
写
を
読
ん
で
、
そ
の
美
意
識
が
い
わ
ゆ
る
絵
画
的
な
美
に
共
鳴
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
基
本
感
情
と
し
て
動
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
実
感
し
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
最
初
の
例
と
し
て
挙
げ
た
「
白
峯
」
「
仏
法
僧
」
の
篇
に
お
け
る
登
場
人
物
の
歴
史
性
、
い
わ
ば
作
者
秋
成
の
歴
史
憧
慢

の
感
情
、
そ
し
て
又
自
然
を
物
語
構
成
の
立
地
的
条
件
と
し
て
、
た
く
み
に
取
り
扱
う
自
然
と
の
馴
致
の
技
法
な
ど
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
の
「
青
頭
巾
」
の
文
章
を
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
篇
に
も
次
の
よ
う
な
「
廃
雄
」
の
描
写
が
あ
る
。

山
院
人
と
H
Aま
ら
ね
ば
、
楼
門
は
荊
練
お
ひ
か
ふ
り
、
経
閣
も
む
な
し
く
苔
蒸
し
ぬ
。
蜘
網
を
む
す
び
て
諸
仏
を
繋
ぎ
、
燕
子
の
糞
護
摩
の
駄
を
う
づ
み
、

方
丈
廊
一
房
す
べ
て
物
す
ざ
ま
し
く
荒
は
て
ぬ
。
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こ
の
廃
院
を
み
る
人
は
、
大
徳
の
聖
、
快
庵
禅
師
で
あ
る
。
か
く
て
こ
の
廃
院
は
一
年
後
に
再
び
快
庵
大
徳
が
訪
れ
た
と
き
、

寺
に
入
て
見
れ
ば
、
荻
尾
花
の
た
け
人
よ
り
も
た
か
く
生
茂
り
、
露
は
時
雨
め
き
て
降
り
こ
ぼ
れ
た
る
に
、
三
の
径
さ
へ
わ
か
ら
ざ
る
中
に
、
堂
閣
の
戸
右

左
に
類
れ
、
方
丈
庫
裏
に
縁
り
た
る
廊
も
、
朽
目
に
雨
を
ふ
く
み
て
苔
む
し
ぬ
。

と
い
う
状
態
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
こ
に
は
場
面
の
急
転
は
な
い
。
お
も
む
ろ
な
る
一
年
の
風
雪
に
よ
る
自
然
的
腐
朽
と
し
て
、
廃
埠
は
そ
の
姿
を

変
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
唯
、
特
徴
的
な
こ
と
は
、
「
青
顕
巾
」
の
篇
の
廃
雄
は
、
無
人
の
状
態
の
廃
埠
な
の
で
は
な
く
、
幻
視
者
で
な
い
有
徳
の
僧
の

み
る
廃
雄
と
し
て
、
そ
れ
自
体
は
リ
ア
ル
な
存
在
を
留
め
、
執
念
の
身
を
置
く
鬼
僧
の
姿
と
と
も
に
月
日
（
自
然
的
時
間
〉
を
経
過
す
る
。
い
わ
ば
崩
壊
し
つ

つ
あ
る
廃
嘘
を
描
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
禅
師
の
杖
の
下
に
、
た
ち
ま
ち
氷
の
朝
日
に
あ
う
ご
と
く
消
え
う
せ
、
青
頭
巾
と
骨
の
み
が
草
棄
に
と
ど
ま
る
形
姿

の
変
化
が
、
逆
に
廃
雄
を
強
く
意
味
づ
け
て
い
る
。

私
は
『
雨
月
物
語
』
を
読
ん
で
秋
成
の
美
意
識
に
つ
い
て
感
じ
取
っ
た
こ
と
は
、
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
も
っ
と
も
強
く
驚

い
た
こ
と
は
、
こ
の
わ
ず
か
九
つ
の
短
篇
中
、
四
篇
が
そ
の
物
語
発
展
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
廃
鐘
を
摘
出
し
、
こ
れ
に
「
美
と
し
て
の
廃
嘘
」
を
秋
成
が
文
章



美
と
し
て
構
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
体
「
廃
撞
」
は
、
い
わ
ゆ
る
限
定
的
形
態
と
し
て
空
間
を
区
切
る
静
止
安
定
の
相
を
も
つ
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
マ
ッ
ス
の
運
動
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
時

間
的
経
過
を
形
態
の
中
に
包
含
し
た
仮
象
の
美
と
も
い
う
べ
き
観
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
秋
成
が
彼
の
『
雨
月
物
語
』
の
中
に
多
く
の
廃
雄
の
描
写
を

と
り
入
れ
た
こ
と
法
、
或
い
は
筋
の
展
開
進
行
上
、
必
要
な
大
道
具
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
意
見
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
少
し
く
上
田
秋
成
の
他
の
著
作
に
目

を
通
し
て
み
る
と
、
彼
が
全
き
教
養
人
で
あ
り
、
知
性
、
理
性
に
お
い
て
十
分
に
学
者
の
名
に
値
す
る
知
識
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
出
来
る
に
違
い
な
い
。

乱
読
の
時
代
よ
り
、
や
が
て
俳
諸
に
親
し
み
、
青
年
期
の
狂
蕩
の
時
代
を
経
つ
つ
も
次
第
に
和
歌
、
歌
学
、
漢
学
に
心
を
寄
せ
、
国
学
の
研
究
、
医
の
開
業
な
ど

と
、
彼
の
知
的
生
活
は
十
分
の
深
み
を
有
し
て
い
た
。
か
か
る
知
性
人
が
、
単
に
人
間
の
内
奥
的
な
強
烈
な
感
情
と
感
激
と
の
忘
我
的
な
力
の
み
を
尊
重
し
、

瞬
間
的
な
魂
の
高
躍
に
の
み
身
を
捧
げ
ぬ
と
し
た
場
合
、
彼
は
逆
に
こ
の
意
識
状
態
を
意
識
し
、
自
覚
あ
る
精
神
を
も
っ
て
自
己
を
凝
視
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
＠

往
古
の
時
代
と
異
り
、
上
田
秋
成
の
生
を
享
け
た
時
代
は
、
す
で
に
近
代
生
活
の
名
を
も
っ
て
呼
び
得
る
時
代
的
意
義
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
近
代
生
活
に

お
け
る
あ
ら
ゆ
る
対
立
、
矛
盾
（
精
神
、
物
質
両
面
）
は
、
一
人
の
微
力
な
人
間
に
と
っ
て
は
こ
れ
に
完
全
な
意
識
を
も
っ
て
内
面
的
な
調
和
を
も
た
ら
す
こ

と
が
当
然
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
多
く
の
対
立
矛
盾
を
統
一
調
和
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
の
対
立
か
ら
別
の
他
の
対
立
へ
移
動
し
‘
又
そ
れ
か
ら
別
の

見
地
よ
り
元
へ
戻
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
一
面
的
な
精
神
の
偏
狭
さ
を
捨
て
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
矛
盾
を
止
む
を
得
ぬ

も
の
と
し
て
背
定
し
、
変
化
を
認
め
つ
つ
も
こ
れ
に
自
己
の
精
神
に
よ
る
統
一
を
画
策
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
魂
は
自
由
な
運
動
を
許
さ
れ
、
常
に
そ

の
場
そ
の
場
に
自
己
の
魂
を
飛
朔
変
化
さ
せ
て
ゆ
く
力
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
力
を
生
む
も
の
こ
そ
、
自
己
を
自
己
以
上
に
高
め
よ
う
と
す
る
意
識
で

あ
る
。
つ
ま
り
観
照
す
る
自
我
と
観
照
さ
れ
る
自
我
と
の
区
別
が
、
十
分
意
識
的
に
自
由
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
ん
と
言
っ
た
と
て
人
聞
が
有
限
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
絶
対
に
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
限
な
も
の
に
精
神
が
憧
れ
る

と
き
、
そ
の
憧
れ
の
対
象
は
、
必
然
的
に
地
上
的
な
物
象
、
及
び
自
然
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
「
廃
嘘
の
美
」
が
、
絵
画
的
な
美
意
識
の
下
に
成

立
す
る
こ
と
は
、
以
上
の
如
き
人
間
精
神
の
、
運
動
の
背
景
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ル
ト
ド
ル
フ
ァ

l

の
絵
に
お
け
る
廃
埠
の
如
く
、
「
廃
嬢
」

は
本
来
背
景
た
る
べ
き
意
味
を
も
つ
こ
と
に
お
い
て
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
『
雨
月
物
語
』
に
お
け
る
廃
雄
に
は
、
背
景
の
側
よ
り
も
逆
に
眺
め
こ
む

ν

l

ベ
ン
デ
ィ
ッ
ヒ
な
秋
成
の
独
自
の
美
意
識
が
、
強
い
緊
張
力
を
も
っ
て
全
文
を
た
く
み
に
引
き
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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き
て
以
上
に
み
て
来
た
如
く
『
雨
月
物
語
』
の
中
に
秋
成
が
構
築
し
た
美
の
世
界
は
、
物
象
の
運
動
変
化
の
態
に
美
を
感
じ
る
絵
画
的
な
美
意
識
の
統
制
下

に
成
立
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
世
界
は
、
そ
れ
自
身
完
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
秋
成
は
こ
の
主
国
の
建
設
者
と
し
て
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
芸
術
活
動
に
お

け
る
創
作
者
の
立
場
に
終
始
し
て
い
る
。
一
連
の
芸
術
活
動
に
あ
っ
て
、
作
品
を
中
心
に
し
て
作
品
に
向
う
態
度
が
生
産
と
享
受
、
す
な
わ
ち
創
造
者
と
鑑
賞

者
に
分
れ
る
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
次
に
作
家
と
し
て
の
立
場
を
鑑
賞
者
の
側
に
移
し
て
、
作
品
を
み
る
鑑
賞
者
と
し
て
の
秋
成
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

秋
成
の
同
時
代
人
、
田
能
村
竹
田
に
著
名
な
固
論
『
山
中
人
館
舌
』
の
著
書
が
あ
り
、
文
化
十
年
竹
田
三
十
七
歳
の
冬
に
脱
稿
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

生
g

と
の
書
の
下
巻
に
次
の
よ
う
な
）
節
が
あ
る
。

嘗
訪
一
一
院
秋
成
翁
於
南
禅
寺
之
鶏
居
→
墜
懸
一
一
氷
仙
画
美
人
裁
縫
図
→
周
一
一
白
措
法
で
頭
裁
或
同
氏
、
或
按
レ
尺
商
量
、
焼
然
顧
問
、
窃
完
閑
雅
、
声
客
如
レ
掬
、

筆
亦
繊
細
而
潤
、
纏
綿
不
レ
浮
、
秋
成
翁
道
、
氷
仙
平
日
所
レ
造
、
尽
係

7
婦
人
理
ニ
針
統
一
治
一
一
中
償
一
事
品
不
－
一
敢
他
及
一
詩
。

注
4

秋
成
が
京
都
南
禅
寺
の
山
内
に
移
居
し
た
の
は
、
藤
井
乙
男
氏
の
秋
成
年
譜
に
よ
る
と
寛
政
六
年
、
秋
成
六
十
一
歳
の
と
き
で
あ
る
。
す
で
に
本
居
宣
長
と

の
論
争
を
は
じ
め
彼
の
国
学
上
の
仕
事
、
い
わ
ば
学
者
と
し
て
の
生
涯
を
通
過
し
て
来
た
秋
成
が
、
こ
の
期
に
至
っ
て
遊
ん
だ
道
は
、
近
隣
の
煎
茶
の
愛
好
家

村
瀬
拷
亭
ら
の
影
響
を
う
け
た
煎
茶
道
で
あ
っ
た
。
た
め
に
後
に
触
れ
る
が
、
秋
成
は
同
六
年
『
清
風
積
雪
口
』
を
刊
行
し
、
こ
の
著
に
よ
っ
て
煎
茶
家
と
し
て

の
地
位
を
決
定
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
六
十
歳
頃
の
審
美
眼
に
は
、
煎
茶
家
と
し
て
の
眼
を
も
加
味
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
て
竹
田
の
、
述
べ
る
氷
仙
と
は
、
竹
田
と
同
時
代
の
大
阪
の
文
人
画
家
、
森
川
竹
窓
の
妹
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
が
、
詳
し
く
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
女
流

画
家
の
描
く
白
描
の
「
美
人
裁
縫
図
」
を
壁
に
懸
け
、
秋
成
は
氷
仙
が
「
尽
係τ婦
人
理
一
一
針
総
一
治
一
一
中
償
一
事
品
不
一
一
敢
他
及
一
露
。
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
治

中
償
」
と
い
う
の
は
、
家
に
あ
っ
て
炊
事
に
従
事
す
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
女
子
の
仕
事
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
理
針
総
」
と
同
様
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。

注
5

こ
の
よ
う
な
秋
成
の
絵
に
関
し
て
の
見
解
は
、
彼
の
『
胆
大
小
心
録
』
中
の
「
花
鳥
と
い
ふ
は
、
女
工
の
ぬ
い
お
り
物
に
同
じ
事
で
、
男
子
は
す
ま
じ
き
事
じ

ゃ
」
と
い
う
一
節
と
関
連
し
て
考
え
て
み
る
と
興
味
が
湧
く
。
だ
が
秋
成
は
男
と
女
の
区
別
を
尊
卑
と
か
、
能
力
的
な
面
で
云
々
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
竹

田
が
評
す
る
如
く
、
こ
の
絵
が
「
腕
然
顧
眠
、
窃
箆
閑
雅
、
声
容
如
レ
掬
、
筆
亦
繊
細
而
潤
、
纏
綿
不
レ
浮
」
で
あ
る
こ
と
が
、
恰
も
女
性
の
本
質
的
な
も
の
と
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し
て
、
ま
さ
に
か
く
あ
り
た
い
理
想
の
形
と
し
て
、
花
烏
の
場
合
と
同
様
「
美
人
裁
縫
図
」
を
女
涜
画
家
の
も
っ
と
も
本
領
を
一
訴
す
作
例
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
人
に
適
し
た
処
世
の
態
度
、
身
分
に
合
っ
た
穏
健
な
生
活
方
法
を
心
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
秋
成
の
短
い
が
適

切
な
絵
画
評
は
、
い
わ
ば
絵
の
題
材
の
取
り
扱
い
に
、
つ
ま
り
何
を
描
く
か
と
い
う
こ
と
に
教
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
同
じ
く
『
阻
大
小
心
録
』
中
の
「
『
尚

信
が
と
か
く
上
手
じ
ゃ
。
思
ふ
は
、
心
底
に
写
生
を
こ
ふ
ろ
へ
て
、
術
は
牧
渓
な
ど
が
筆
法
で
、
骨
が
あ
っ
た
』
と
ぞ
。
是
は
上
評
判
な
る
ベ
し
」
と
の
言
葉

は
、
彼
の
絵
画
観
に
あ
っ
て
、
絵
の
表
現
方
法
、
つ
ま
り
如
何
に
描
く
か
を
意
見
と
し
て
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

い
っ
た
い
日
本
人
の
有
し
て
来
た
画
論
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
の
最
初
は
や
は
り
絵
画
と
同
じ
く
支
那
か
ら
伝
わ
っ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史

も
あ
ま
り
古
い
も
の
で
な
い
。
そ
し
て
画
論
自
身
も
、
夏
文
彦
の
図
絵
宝
鑑
な
ど
に
拠
る
北
宗
闘
派
と
、
芥
子
園
画
伝
な
ど
に
派
生
す
る
南
宗
画
派
と
は
相
対

立
L

た
見
解
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
て
江
戸
時
代
も
進
み
、
南
画
と
呼
ば
れ
る
文
人
画
が
当
時
の
清
朝
南
画
の
影
響
の
下
に
、
日
本
人
の
漢
文
的
教
養
よ
り

の
支
那
趣
味
と
支
那
文
物
へ
の
憧
憶
に
よ
っ
て
隆
盛
を
極
め
る
と
き
、
一
方
に
て
は
洋
風
岡
法
の
影
響
を
う
け
た
写
実
主
義
の
画
論
が
始
頭
し
た
。
そ
の
趣
き

の
あ
る
と
こ
ろ
は
無
論
写
生
を
最
重
要
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
写
実
主
義
が
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
伝
統
の
絵
画
が
古
法
に
囚
わ
れ
て
あ

ま
り
に
自
然
に
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
に
反
対
し
、
支
那
と
ま
が
う
よ
う
な
画
の
様
式
の
隆
盛
を
嫌
っ
て
、
ま
ず
も
の
の
真
を
写
そ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
秋
成
の
論
争
の
相
手
と
も
な
っ
た
本
居
宣
長
の
画
論
は
、
こ
の
写
実
主
義
の
精
神
を
表
明
し
て
い
る
。

内
z
t
u

ん
の
像
を
写
す
こ
と
は
、
つ
と
め
て
そ
の
人
の
形
に
似
ん
こ
と
を
要
す
、
面
ゃ
う
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
そ
の
な
り
す
が
た
衣
服
の
さ
ま
に
い
た
る
ま
で
、

よ
く
似
た
ら
む
と
心
す
ベ
し
。
き
れ
ば
人
の
像
は
つ
と
め
て
く
は
し
く
こ
ま
か
に
写
す
べ
き
こ
と
也
。
然
る
に
今
の
世
に
は
人
の
像
を
写
す
と
て
も
、
た

W
A

お
の
が
筆
の
い
き
ほ
ひ
を
見
せ
む
と
し
、
絵
の
さ
ま
を
雅
に
せ
む
と
す
る
ほ
ど
に
、
ま
こ
と
の
形
に
は
さ
ら
に
似
ず
、
又
真
の
形
に
似
ん
こ
と
を
ば
要
せ
ず
、

た
x

筆
の
勢
ひ
を
見
せ
、
絵
の
さ
ま
を
雅
に
せ
む
と
す
る
こ
と
を
む
ね
と
す
る
か
ら
、
す
べ
て
こ
と
そ
ぎ
て
委
し
か
ら
ず
。

た
し
か
に
本
来
の
形
に
似
な
い
人
像
は
、
肖
像
画
で
は
な
い
と
一
応
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
画
家
が
、
そ
の
肖
像
を
措
く
の
が
目
的
で
な
く
、
肖
像

を
借
り
て
筆
勢
を
岡
田
に
ほ
と
ば
し
ら
せ
、
自
己
の
心
情
的
な
も
の
を
吐
露
し
た
い
と
望
む
と
き
、
宣
長
の
意
見
は
首
背
出
来
ぬ
に
違
い
な
い
。

絵
画
が
芸
術
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
表
現
方
法
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
秋
成
が
「
心
底
に
写
生
を
こ
う
ハ

J

へ
て
、
術
は
牧
渓
な
ど
が
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筆
法
：
：
：
一
と
書
く
の
は
、
画
家
の
心
的
態
度
と
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
按
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
意
を
配
る
写
意
の
絵
国
観
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
秋
成
が
や
は
り

注
7

『
胆
大
小
心
録
』
中
に
て
応
挙
を
高
く
評
価
し
て
い
な
い
の
も
、
ほ
か
に
色
々
な
原
因
が
あ
る
と
し
て
も
秋
成
の
絵
画
観
に
文
人
画
的
晴
好
が
根
強
か
っ
た
か

ら
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
私
は
終
り
に
秋
成
の
『
清
風
墳
一
一
＝
口
』
に
つ
い
て
考
え
て
お
さ
た
い
。
一
般
に
日
本
の
歴
史
が
、
そ
の
全
て
の
部
分
に
つ
い
て
言
い
得
る
如
く
、
支
那
の

文
化
の
我
国
へ
の
影
響
関
係
は
、
茶
湯
の
歴
史
上
に
も
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
唐
代
の
流
茶
の
影
響
を
受
け
た
上
代
、
宋
代
の
限
茶
（
抹
茶
）

の
伝
わ
っ
た
中
世
、
号
し
て
明
代
の
煎
茶
（
葉
茶
）
の
移
入
さ
れ
た
近
世
と
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
画
一
的
で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
三
つ
の
展
開
を
示
し
て
い

る
。
煎
茶
と
は
、
茶
の
葉
を
照
蒸
し
た
も
の
を
湯
に
煎
じ
て
飲
む
我
々
日
常
親
し
ん
で
い
る
お
茶
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
現
在
で
も
茶
一
の
湯
と
し
て
特
殊

的
に
儀
式
化
し
た
ま
ま
に
残
っ
て
い
る
撮
茶
に
比
較
す
る
と
、
そ
の
創
造
の
精
神
が
ど
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
却
っ
て
普
通
人
に
と
っ
て
有
意

義
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

上
回
秋
成
が
先
に
も
述
べ
た
如
く
村
瀬
拷
亭
の
影
響
な
ど
で
、
文
雅
風
涜
の
授
を
玩
ん
で
消
関
す
る
こ
と
に
関
心
を
抱
い
た
の
も
、
や
は
り
遠
因
は
当
時
の

注
8

支
那
趣
味
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
「
秋
成
は
性
来
下
戸
で
茶
を
好
み
、
京
師
退
隠
後
は
そ
の
晴
好
い
よ
／
＼
長
じ
、
終
に
は
自
ら
士
を
こ
ね
茶
器
を
ひ
ね
る
に
至
っ

注
9

た
。
」
と
藤
井
乙
男
氏
は
書
い
て
お
ら
れ
る
が
、
か
く
て
寛
政
六
年
、
彼
の
六
十
一
歳
の
十
一
月
『
清
風
積
雪
口
』
上
下
二
巻
を
出
刊
し
た
。
こ
こ
ろ
み
に
そ
の

項
目
を
書
い
て
み
よ
う
。

東
渡
、
孜
古
、
真
性
、
天
時
、
製
造
、
地
霊
、
品
解
、
表
具
、
品
目
、
入
雑
、
煎
法
、
分
量
、
煮
散
、
若
戦
、
湯
候
、

以
上
が
上
巻
の
内
容
項
目
で
あ
り
、
下
巻
に
は
、

弁
水
、
選
器
、
収
貯
、
久
蔵
、
取
火
、
附
録

の
項
目
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
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一
見
す
る
と
単
な
る
技
法
書
作
法
書
の
よ
う
で
あ
り
、
事
実
、
内
容
は
こ
ま
か
く
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
て
『
雨
月
物
語
』
や
『
春
雨
物
語
』
の
作
者
を
想

像
出
来
ぬ
よ
う
な
著
作
で
あ
る
が
、
老
来
そ
の
強
い
関
心
を
惹
い
た
煎
茶
道
の
奥
書
で
あ
る
だ
け
に
、
又
純
粋
に
趣
味
そ
の
も
の
、
路
日
好
そ
の
も
の
の
書
物
で



あ
る
た
め
に
、
『
清
風
墳
一
一
一
日
』
に
は
、
明
瞭
な
秋
成
の
き
め
肌
合
を
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
：
：
：
茶
性
皆
、
清
と
云
は
茶
の
清
雅
を
貴
む
宙
開
に
て
、
茶
の
性
寒
に
清
也
、
人
性
に
お
き
て
善
悪
の
説
喋
々
と
止
ず
、
一
言
は
忌
む
に
過
、

好
む
に
失
っ
と
こ

そ
思
ゆ
れ
」

茶
に
よ
っ
て
人
を
ま
ず
計
量
す
る
の
で
あ
る
。
茶
の
性
は
清
な
り
の
大
前
提
に
立
っ
て
い
る
。

「
茶
を
烹
る
者
水
摂
ば
ず
ば
不
レ
可
レ
有
、
水
え
ら
ば
ざ
れ
ば
茶
に
色
香
味
の
三
絶
な
し
」

「
水
択
ば
ざ
れ
ば
湯
の
功
な
し
、
湯
者
患
に
茶
の
司
命
也
、
克
々
一
択
び
て
煮
ベ
き
者
也
」

神
経
質
に
水
を
択
ぶ
秋
成
の
気
持
は
次
の
歌
に
喜
び
を
結
晶
さ
せ
る
。

注
羽

幌
に
い
つ
も
汲
む
水
沸
ら
せ
て
煎
る
茶
を
け
さ
は
春
の
初
花

選
器
の
項
、
「
分
限
に
応
じ
て
玩
弄
す
べ
し
、
磁
器
の
功
用
力
佳
な
り
：
：
：
用
を
専
ら
と
造
り
た
れ
ば
宜
し
。
」
「
新
古
を
論
ぜ
ず
銑
繕
を
用
ふ
る
事
点
茶
家

の
弊
な
り
、
鉄
健
の
湯
熟
帰
す
れ
ば
、
古
製
と
い
へ
ど
も
鮭
気
欄
れ
出
て
茶
味
を
害
す
＠
」

水
を
選
び
、
容
器
を
選
ぶ
こ
と
、
唯
々
茶
の
味
の
純
潔
さ
を
守
る
が
た
め
で
あ
る
。
色
、
香
、
味
の
三
絶
を
完
全
に
保
つ
た
め
、
秋
成
の
視
覚
、
嘆
覚
、
味

覚
は
、
鉄
繕
の
松
績
を
き
く
聴
覚
を
見
捨
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
分
相
応
を
奨
め
る
。

「
茶
室
、
或
は
茶
杯
と
も
云
：
：
：
白
磁
を
貴
む
は
茶
の
青
黄
候
ひ
や
す
き
を
以
て
な
り
、
点
宗
家
黒
椀
を
貴
む
は
沼
花
の
白
色
を
試
ん
為
也
、
茶
室
用
ふ
る

時
、
潔
糠
を
専
ら
と
力
む
べ
し
。
」
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白
色
と
青
黄
色
、
黒
色
と
白
色
、
そ
し
て
潔
際
、
そ
れ
は
清
浄
な
健
康
な
美
意
識
で
あ
る
と
と
も
に
、
煎
茶
に
お
け
る
視
覚
的
役
割
を
儀
式
的
に
定
め
る
最

小
限
度
の
礼
法
で
も
あ
る
。

「
総
て
器
物
は
分
限
に
応
じ
、
有
に
任
す
べ
し
、
豪
宮
の
家
に
は
、
珍
奇
を
捜
索
め
て
著
躍
の
情
を
姿
に
す
、
山
林
の
士
は
新
廉
を
嫌
は
ず
、
効
用
清
潔
を

専
ら
と
択
ぶ
ベ
し
。
」

「
若
戦
闘
茶
の
遊
戯
、
宋
の
代
の
文
化
盛
ん
に
玩
ベ
り
、
勝
敗
の
気
、
必
俗
情
を
惹
ベ
し
：
：
：
君
子
の
遊
び
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
」



山
林
の
士
こ
そ
、
ま
さ
に
君
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
君
子
で
あ
れ
ば
こ
そ
礼
節
を
弁
え
、
自
己
の
分
を
知
り
、
他
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ぬ
本
然
の
美

意
識
を
も
っ
て
清
閑
を
楽
し
め
る
の
で
あ
る
。

「
客
に
対
す
る
饗
式
、
茶
寮
の
結
構
、
点
茶
家
法
則
備
れ
り
、
古
老
の
人
に
聴
べ
し
、
但
守
レ
株
刻
レ
舟
の
弊
有
て
、
進
退
活
用
な
ら
ぬ
者
聞
ゆ
、
是
に
繋
る

は
拙
な
り
、
是
を
悪
む
は
野
也
、
克
兎
意
を
用
ふ
ベ
し
・
：
：
・
饗
式
は
点
茶
家
古
老
の
法
則
を
意
底
に
音
へ
て
、
且
自
己
の
分
限
に
応
じ
つ
つ
遊
楽
す
べ
し
、

只
机
節
闘
べ
か
ら
ず
、
臨
レ
然
武
門
に
は
喫
茶
往
来
の
茶
会
の
壮
観
な
る
、
僧
家
に
は
百
丈
清
規
の
大
饗
の
威
義
な
る
例
は
、
山
林
の
士
の
与
る
べ
き
に
あ

ら
ず
、
惟
々
茶
は
文
雅
養
性
の
技
事
市
巳
。
」

『
清
風
現
一
吉
己
に
流
れ
る
秋
成
の
気
風
は
、
題
名
の
示
す
如
き
ま
さ
に
滑
ら
か
な
穏
当
な
健
康
な
そ
れ
に
終
始
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
煎
茶
を
噂
む
と
い

う
実
益
的
な
行
為
が
、
自
己
自
身
を
対
象
に
し
、
そ
し
て
芸
術
家
と
し
て
の
身
体
感
官
を
十
分
に
、
満
足
さ
せ
る
超
俗
的
な
報
酬
を
必
ず
随
伴
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
そ
の
意
味
を
納
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
美
意
識
は
、
直
接
的
な
感
覚
の
世
界
に
遊
ぶ
と
き
、
つ
ま
り
自

然
の
中
に
自
己
を
投
入
し
、
自
己
が
自
然
の
中
に
埋
没
す
る
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
あ
っ
た
と
き
、
最
大
の
揮
き
と
平
安
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
自
然
と
自
己
と

の
対
応
関
係
が
緊
張
力
を
も
っ
て
存
続
す
る
と
き
、
彼
の
美
意
識
は
絵
画
的
な
動
的
な
相
に
最
高
最
美
の
反
応
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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長
き
夜
の
室
と
し
聞
け
ば
世
の
中
を

秋
の
翁
が
、
住
む
べ
か
り
け
る

享
保
二
年
、
秋
成
が
自
身
の
棺
の
蓋
に
題
し
た
歌
で
あ
る
。
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『
雨
月
物
語
』
は
岩
波
版
日
本
古
典
文
学
大
系
本
「
上
田
秋
成
集
」
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
。

坂
崎
坦
著
「
日
本
画
の
精
神
」
所
収
「
山
中
入
館
舌
」
よ
り
引
用
。

秋
成
遺
文
（
藤
井
る
男
編
〉
収
載
。



注詮注注注注
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『
胆
大
小
心
録
』
は
前
記
岩
波
版
「
上
回
秋
成
集
」
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
。

本
居
宣
長
（
村
岡
典
嗣
校
訂
〉
「
玉
勝
間
」
十
四
の
巻
、
つ
ら
つ
ら
椿
十
四
「
絵
の
事
四
ヵ
条
」
よ
り
。

『
胆
大
小
心
録
』
（
岩
波
版
〉
二
九
一
頁
。

「
上
回
秋
成
伝
」
（
秋
成
遺
文
〉
一
ニ
一
頁
。

「
上
回
秋
成
全
集
」
（
大
七
〉
第
二
巻
所
収
。

「
茶
の
歌
」
〈
秋
成
遺
文
〉
四
五
七
頁
。

ハ
一
ニ
五
・
十
・
八
》
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