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ノ、

イ
ン
リ
ヒ

・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン

の
美
学
思
想

仁’fi=il 

橋

巌

-121-

わ
が
国
で
は
今
日
で
も
し
ば
し
ば
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
精
神
（
の
巳
回
同
）
と
心
1

魂
3
0
0
r）
の
関
係
を
如
何
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
は
、

お
よ
そ
精
神
科
学
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
と
っ
て
一
度
は
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
基
本
的
問
題
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け

て
、
デ
ィ
ル
タ
ィ
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
、
ク
ラ
l

ゲ
ス
、
そ
の
他
多
く
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
乙
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
と
き
、
大
方
の
意
見
は
精
神
の
内
実

を
価
値
に
関
連
す
る
文
化
領
域
の
全
体
と
し
て
主
観
的
に
把
握
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
し
て
今
日
第
二
次
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
各
教
会
運
動

の
発
展
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
も
、
特
に
〉

R
r
2
3
研
究
を
含
む
深
層
心
理
学
や
シ
ン
ボ
ル
研
究
を
含
む
何
回OZ
ユ
r

に
関
す
る
諸
研

究
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
、
神
秘
主
義
的
諸
現
象
の
理
解
が
深
ま
り
、
乙
の
問
題
に
別
の
照
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
に
お
い
て
、
た
と
え

（
一
一
）

ば
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
ヴ
ァ
グ
ナ

l

の
思
想
が
新
し
く
人
々
の
関
心
を
ひ
き
は
じ
め
て
い
る
の
は
私
に
と
っ
て
非
常
に
興
味
あ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
け
だ
し
ヴ
ァ

グ
ナ
l

も
ま
た
芸
術
に
お
い
て
、
人
間
の
心
・
精
神
を
如
何
に
高
め
る
か
、
そ
の
高
さ
の
方
向
が
結
局
何
処
へ
向
お
う
と
す
る
の
か
、
を
表
現
す
る
乙
と
に
も



っ
ぱ
ら
努
め
た
者
達
の
代
表
的
な
一
人
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
直
接
影
響
下
に
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
彼
の
意
図
の
学
問
的
再
構
成
の
た
め
に
ふ
さ

わ
し
い
概
念
組
織
を
見
分
す
乙
と
は
で
き
ず
、
人
は
彼
を
皮
相
に
解
釈
さ
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィl
ク
か
ら
区
別
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
・
た
。
以
下
に
扱
う
ハ

イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
も
美
学
の
領
域
に
お
い
て
彼
の
ヴ
ァ
グ
ナ
l

体
験
の
内
実
に
学
問
的
形
式
を
与
え
る
こ
と
を
自
ら
の
使
命
と
考
え
、
極
め

て
興
味
あ
る
幾
つ
か
の
成
果
を
示
し
た
が
、
そ
の
際
内
実
と
形
式
と
の
矛
盾
に
苦
し
み
、
遂
に
乙
れ
を
解
決
す
る
と
と
な
く
三
十
一
才
を
み
た
ず
に
天
折
し
た

（
一
一
一
d

の
で
あ
る
。
今
日
彼
の
未
熟
に
と
ど
ま
っ
た
美
学
思
想
に
批
判
を
加
え
る
乙
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
彼
の
目
指
し
た
方
向
は
、
オ
l

デ
ブ
レ
ヒ
ト
が
述
べ
て
い

（
四
）

る
よ
う
に
、
今
日
の
美
学
に
と
っ
て
も
多
く
の
示
唆
と
刺
戟
と
に
充
ち
て
い
る
。
本
稿
で
は
シ
ュ
タ
イ
ン
論
の
第
一
部
と
し
て
彼
の
経
歴
お
よ
び
美
学
思
想
の

概
要
に
ふ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
ヴ
ァ
グ
ナ
！
と
の
関
係
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
に
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。

一
八
五
七
年
二
月
一
一
一
日
コ
l

ブ
ル
ク
に
生
れ
、
一
八
八
七
年
六
月
ニ
O
日
ベ
ル
リ
ン
に
死
す
。
：
：
：
美
的
非
合
理
主
義
の
代
表
者
と
し
て
の
彼
は
芸
術
を
世-122ー

ク
レ
1

ナ
l

の
哲
学
辞
典
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
項
に
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。
｜
｜
「
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ラ
イ
ヘ
ル
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
、
哲
学
者
、

界
観
の
表
出
と
し
て
、
更
に
ま
た
美
学
を
哲
学
の
基
礎
と
し
て
考
察
し
、
事
物
の
内
実
を
悟
性
か
ら
で
は
な
く
も
っ
ぱ
ら2
ロ

1
5
門
店
。r
g

の
め
B
E

か
ら
の

み
把
握
し
う
る
と
考
え
た
。
」
こ
の
記
述
は
簡
潔
に
シ
ュ
タ
イ
ン
の
本
質
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
私
は
乙
乙
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
彼
が
美
学
を
哲

学
の
基
礎
と
し
た
」
と
い
う
乙
と
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
点
か
ら
考
察
を
は
じ
め
た
い
。
そ
の
場
合
ま
ず
、
哲
学
一
般
が
要
求
す
る
理
論
的
な
方
法
的
態

度
と
美
学
が
特
に
対
象
と
す
る
自
足
的
全
体
性
を
ば
直
接
的
に
体
験
し
よ
う
と
す
る
美
的
態
度
、
乙
の
二
つ
の
異
な
る
態
度
の
関
連
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
の
た
め
に
私
は
、
フ
ア
ウ
ス
ト
第
二
部
で
ホ
ム
ン
ク
ル
ス
の
語
っ
た
、
ロ

g

当
g

－
福
島g
r
o
w
B
o
r
r
a
g
r何者
ぽ
以
来
、
精
神
的
態
度
を
論

じ
る
に
際
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
巧

g

と
巧
芯
の
区
別
を
こ
乙
で
想
起
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
「
哲
学
的
直
観
」
に
お
い
て
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
哲
学
者
の
も
っ
と
も
云
い
た
い
と
と
、
す
な
わ
ち
巧
g

は
概
念
的
に
は
「
何
か
単
純
な
、
無
限
に
単
純
な
、
並
外
れ
て
単
純
な
た
め

（
五
）

に
、
哲
学
者
が
ど
う
し
て
あ
う
ま
く
云
え
な
い
」
乙
と
が
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
概
念
的
思
惟
が
、
い
わ
ば
日
常
的
に
共
通
の
意
識
を

前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
と
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
は
必
然
的
に
乙
の
若
宮
は
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
乙
れ
が
意
味
を
も
つ
た
め
に



は
、
哲
学
者
が
そ
乙
に
お
い
て
そ
の
直
観
を
獲
得
し
え
た
意
識
の
段
階
に
ま
で
読
者
を
引
き
上
げ
も
し
く
は
引
き
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
乙

こ
で
は
知
如
な
る
意
識
段
階
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
の
か
を
示
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
若
宮
の
問
題
が
は
る
か
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
よ
り
明
か
に
す
る
た
め
に
、
我
々
は
精
神
の
全
領
域
を
三
次
元
的
と
し
、
哲
学
の
属
す
る
概
念
的
世
界
を
二
次
元
的
平
面
的
世
界
、
意
識
の
諸
段
階
の
区
別

さ
れ
る
世
界
を
こ
れ
と
垂
直
に
交
わ
る
高
さ
の
次
元
と
す
る
、
つ
ま
り
者

g

の
世
界
に
対
し
て
巧
ぽ
が
特
に
意
味
を
も
っ
世
界
を
第
三
次
元
に
あ
た
る
領

域
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
場
合
当
然
こ
の
領
域
に
お
け
る
高
さ
、
低
さ
に
関
す
る
定
位
づ
け
の
原
理
が
予
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
の
原
理
を
明

示
す
る
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
世
界
観
の
核
心
を
明
示
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
シ
ユ
タ
イ
ン
は
彼
の
師
デ
ィ
ル
タ
イ
同
様
、
主
観
主
義
的
に
こ
の
世

界
を
感
情
の
世
界
で
あ
る
と
規
定
し
、
更
に
こ
の
世
界
一
般
に
つ
い
て
の
学
を
こ
の
定
位
づ
け
の
原
理
を
も
含
め
て
、
美
学
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば

彼
に
と
っ
て
こ
の
世
界
で
意
味
を
も
っ
巧
ぽ
こ
そ
芸
術
本
来
の
対
象
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
芸
術
を
通
し
て
の
み
こ
の
世
界
が
客
観
化
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
意
識
の
諸
段
階
に
つ
い
て
の
明
確
な
知
識
を
あ
ら
ゆ
る
哲
学
者
に
要
求
す
る
故
に
、
彼
は
美
学
を
哲
学
の
基
礎
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間

題
に
関
し
て
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
、
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
論
述
を
行
っ
て
い
る
。

「
シ
ョ
l

ペ
ン
ハ
ウ
ア
！
と
ヴ
ァ
グ
ナ
！
と
の
本
来
的
一
致
点
は
彼
ら
の

-123-

u
g
r
4
2日
明
。
に
お
け
る
次
の
諸
原
理
に
お
い
て
も
っ
と
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
家
（
ヴ
ァ
グ
ナl
）
は
芸
術
作
品
を
人
聞
の
意
識
一
般
の
最
高
の
表

現
と
考
え
る
。
哲
学
者
（
シ
ョ
i

ペ
ン
ハ
ウ
ア
l

）
は
彼
の
哲
学
が
芸
術
と
し
て
の
哲
学
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
『
ド
ラ
マ
に
お
い
て
我
々
は
感
情
を
通
し
て

知
る
者
と
な
る
べ
き
で
あ
る
』
。
こ
の
言
葉
は
シ
ョl
ペ
ン
ハ
ウ
ア
l

が
世
界
を
人
聞
の
内
部
か
ら
解
釈
し
た
こ
と
に
相
応
す
る
。
直
観
的
認
識
へ
の
愛
好
は

両
者
に
と
っ
て
本
来
共
通
し
た
事
実
で
あ
る
。
一
方
両
者
の
相
違
は
、
も
し
人
が
シ
ョl
ペ
ン
ハ
ウ
ア
l

の
意
志
の
否
定
を
ヴ
ァ
グ
ナ
l

の
思
想
と
の
関
連
に

お
い
て
追
求
す
る
な
ら
ば
、
明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
的
に
方
式
化
さ
れ
う
る
反
省
の
限
界
点
で
あ
る
こ
の
否
定
こ
そ
正
に
芸
術
的
啓
示
の
対
象
な
の
で

あ
る
。
乙
の
啓
示
は
事
物
の
白
目
の
下
で
は
『
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
』
と
し
か
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
ぬ
ゲ
ミ
ュ
l

ト
の
あ
の
深
み
か
ら
明
か
に
生
じ
て
く
る
。

シ
ョ
l

ペ
ン
ハ
ウ
ア
l

は
音
楽
理
論
に
お
い
て
彼
の
哲
学
の
乙
の
継
続
へ
の
（
音
楽
そ
の
も
の
へ
の
）
導
き
役
を
果
し
て
い
る
。
音
楽
は
現
象
世
界
と
い
う
偽

り
の
媒
体
と
は
異
な
り
、
意
志
そ
の
も
の
の
直
接
的
映
像
で
あ
る
、
と
彼
は
教
え
る
。
に
も
拘
ら
ず
概
念
を
世
界
像
伝
達
の
た
め
に
使
用
せ
ん
と
し
て
、
哲
学

者
は
現
象
世
界
と
い
う
偽
り
の
媒
体
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
芸
術
に
よ
っ
て
或
る
意
識
に
ま
で
到
達
し
た
音
楽
家
は
、
哲
学
的
反
省
か
ら

（
占
ハ
）

得
ら
れ
る
い
わ
ば
硬
化
し
た
世
界
の
映
像
を
ば
霊
活
し
つ
つ
運
動
へ
、
行
為
へ
も
た
ら
す
可
能
性
を
自
己
に
お
い
て
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
よ



以
上
は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
美
学
を
考
察
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
更
に
彼
の
美
学
そ
の
も
の
に
向
う
前
に
、
彼
の
人
間
像
を
そ
の
短
い

生
涯
を
通
し
て
考
察
し
て
見
た
い
。

（
七
）

シ
ュ
タ
イ
ン
に
関
す
る
伝
記
、
研
究
書
は
あ
ま
り
多
く
な
い
が
一
九
四
O
年
ギ
ュ
ン
タ
l

・
ラ
ル
フ
ス
（
の
昏

シ
ュ
タ
イ
ン
の
日
記
、
書
簡
、
論
文
そ
の
他
で
約
四
O
O
頁
の
非
常
に
興
味
あ
る
著
作
集
「
理
念
と
世
界
」
（E
g
z

足
当
岳
）
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
彼
は
す
で
に
子
供
の
頃
か
ら
ニ
l

チ
ェ
と
同
じ
よ
う
に
「
小
さ
な
牧
師
」
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
家
族
の
者
は
冗
談
ま
じ
り
に
、
彼
は
常
に
よ
り
高
い

領
域
に
住
ん
で
い
る
、
と
い
っ
て
い
た
。
親
戚
の
一
人
の
回
想
録
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
十
六
才
の
頃
、
「
い
わ
ゆ
る
有
用
な
人
聞
に
な
る
、
と
い
’
つ
く
ら

い
お
そ
る
べ
き
運
命
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
殆
ん
ど
激
昂
し
て
語
っ
た
と
い
う
。「
歴
史
を
通
じ
て
芸
術
の
栄
え
ぬ
時
代
は
常
に
実
用
主
義
が
支
配
し
た
時
代

（G

・
デ
ヒ
オ
）
と
す
れ
ば
、
彼
が
生
来
美
的
人
間
で
あ
っ
た
と
と
が
こ
の
言
葉
か
ら
想
像
で
き
る
。
事
実
彼
は
非
常
に
想
像
力
が
ゆ
た
か
で
あ
っ

た
。
一
八
七
三
年
一
月
の
日
記
は
述
べ
て
い
る
。
「
或
る
夢
で
私
は
今
日
非
常
に
特
異
な
気
分
に
お
か
れ
た
。
非
常
に
美
し
い
気
分
だ
っ
た
の
で
思
考
を
要
求

-124ー

で
あ
る
」

さ
れ
た
時
に
も
夢
想
に
過
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
今
は
し
か
し
均
衡
を
保
っ
て
い
る
。
私
は
ジ
l

ク
フ
リ

l

ト
の
死
と
ク
リ
ム
ヒ
ル
ト
の
復
讐
を
読
み
、
極

度
に
興
奮
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
。
こ
う
い
う
状
態
を
反
省
し
て
み
る
と
、
私
が
い
つ
か
そ
の
た
め
気
が
狂
う
よ
う
に
な
る
の
も
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し

（
八
）

て
く
る
。
」

一
八
七
四
年
五
月
彼
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
神
学
の
勉
強
を
は
じ
め
る
が
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
自
由
神
学
に
は
水
っ
ぽ
い
不
徹
底
な
も
の
を
感
じ
て
ど
う
し

て
も
つ
い
て
ゆ
け
な
か
っ
た
。
す
で
に
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
時
代
に
、
自
分
は
カ
ト
リ
ー
ク
で
あ
る
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
必
然
の
結
果
と
し
て
無
神
論
的
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
で
は
な
い
か
、
と
彼
に
語
っ
た
或
る
友
の
言
葉
に
深
く
動
か
さ
れ
て
い
る
。
大
学
で
は
ク
l

ノ

l

・
フ
ィ
ッ
ツ
シ
ャ

l

に
近
づ
い
た
が
、
彼
は

シ
ュ
タ
イ
ン
に
シ
ョ

l

ペ
ン
ハ
ウ
ア
l

、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
更
に
ま
た
カ
ン
ト
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
研
究
を
す
す
め
、

一
方
ハ
ル
ト
マ
ン
の
著
作
を
「
気
ち
が
い
じ

み
た
本
だ
」
と
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
一
時
ハ
レ
大
学
に
も
籍
を
お
く
が
、
哲
学
へ
の
関
心
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
遂
に
一
八
七
五
年
の
春
、
宗
教
で
は
な
く

し
て
神
学
の
研
究
は
こ
れ
を
断
念
し
て
ベ
ル
リ
ン
へ
移
る
。
そ
の
頃
、

「
宗
教
と
知
識
、
乙
の
統
一
は
常
に
私
の
導
き
の
星
で
あ
る
。
和
音
が
響
く
べ
き
で
あ



（
九
）

る
な
ら
、
頭
と
心
乙
そ
共
に
鳴
り
響
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
彼
は
日
記
に
書
い
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン
で
は
哲
学
と
共
に
自
然
科
学
の
勉
強
を
も
始
め
る
が
、
や
が

て
盲
目
の
哲
学
者
、
社
会
主
義
者
オ
イ
ゲ
ン
・
デ
ュ
l

リ
ン
グ
に
出
会
い
、
深
刻
な
影
響
を
う
け
る
。
特
に
彼
の
シ
ョl
ペ
ン
ハ
ウ
ア
！
的
な
哲
学
的
人
格
に

う
た
れ
る
と
共
に
、
彼
の
実
証
主
義
的
に
厳
密
な
概
念
構
成
に
も
大
き
な
魅
力
を
感
じ
た
ら
し
い
。
一
八
七
七
年
彼
の
影
響
の
下
に
「
知
覚
に
つ
い
て
」
と
い

う
学
位
論
文
を
エ
ド
ア
ル
ト
・
ツ
エ
ラ
ー
に
提
出
し
、
ド
ク
タ
ー
に
な
る
。
そ
の
翌
年
二
十
一
才
の
彼
は
ニl
チ
ェ
の
中
期
の
作
品
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
処
女

作
「
唯
物
論
の
理
想
」
を
出
版
す
る
。
乙
れ
に
は
持
情
的
哲
学
と
い
う
副
題
が
つ
き
、
断
章
、
童
話
、
短
篇
小
説
、
詩
、
社
会
政
治
論
な
ど
か
ら
成
立
っ
て
い

る
。
乙
の
著
述
の
校
正
が
終
っ
て
ま
も
な
く
、
彼
は
か
な
り
長
期
間
イ
タ
リ
ー
に
す
ご
し
、
ロ
ー
マ
で
マ
ル
ヴ
ィ
l

ダ
・
フ
ォ
ン
・
マ
イ
ゼ
ン
ブ
l

ク
と
知
り

（
一O
）

合
い
、
彼
女
を
通
し
て
ヴ
ァ
グ
ナ
i

の
子
ジ
l

ク
フ
リ

l

ト
の
家
庭
教
師
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
八
七
九
年
か
ら
約
一
年
間
シ
ュ
タ
イ
ン
は
パ
イ
ロ
イ
卜
の
ヴ

ァ
l

ン
フ
リ

l

ト
で
ヴ
ァ
グ
ナ
l

家
の
人
達
と
共
に
す
ご
す
が
、
彼
の
言
に
よ
れ
ば
乙
の
期
間
は
生
涯
で
も
っ
と
も
幸
福
で
充
実
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
と
の

頃
の
書
簡
に
は
、
ヴ
ア
グ
ナ
ー
へ
の
讃
美
、
ヴ
ァ
グ
ナl
の
個
性
的
な
発
言
、
仕
種
、
態
度
、
印
象
的
な
数
々
の
夕
べ
の
つ
ど
い
、
楽
劇
の
上
演
等
々
に
つ
い

て
興
味
あ
る
多
く
の
感
想
が
見
出
さ
れ
る
。

一
方
ヴ
ァ
グ
ナl
や
コ
ジ
マ
の
方
で
も
シ
ュ
タ
イ
ン
の
人
格
、
学
識
、
理
想
主
義
に
驚
き
と
同
情
の
ま
な
ざ
し
を
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向
け
て
い
た
。
或
る
時
彼
は
ヴ
ァ
l

ン
フ
リ

l

ト
で
家
族
の
た
め
に
数
回
に
わ
た
っ
て
シ
ョl
ペ
ン
ハ
ウ
ア
l

の
講
義
を
し
た
乙
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
二
回
目

は
建
築
論
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
が
、
ヴ
ァ
グ
ナ
l

自
身
も
は
じ
め
か
ら
出
席
し
て
い
て
非
常
に
感
動
し
、

（
一
一
）

と
い
う
。
ま
た
「
シ
ュ
タ
イ
ン
は
詩
人
と
し
て
決
定
的
な
召
命
を
’
つ
け
て
い
る
」
と
語
っ
た
こ
と
や
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
ル
l

ド
ヴ
ィ
ヒ
二
世
へ
の
手
紙
に
、
「
私

（
一
一
一
）

は
彼
か
ら
多
く
の
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
い
う
一
節
の
あ
る
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「
シ
ュ
タ
イ
ン
は
我
々
の
誇
り
で
あ
る
」
と
い
っ
た

一
八
八
一
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
彼
は
「
ル
ネ
サ
ン
ス

の
審
判
者
と
し
て
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
」
、
「
ゲl
テ
の
『
遍
歴
時
代
』
に
つ
い
て
」
、
「
第
一
回
の
ロl

マ
膿
罪
犠
牲
祭
」
、
「
ル
ソl
の
作
品
と
影
響
」
、
「
ジ
ャ

ン
・
パ
ウ
ル
」
、
「
ル
タ
！
と
農
民
」
、
「
ル
タ
l

」
等
々
の
諸
論
文
、
ま
た
後
に
も
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
論
、
ジ
ョ
ル
ダ
！
ノ
・
ブ
ル
l

ノ

l

、
言
語
論
等
の
テ

ー
マ
を
も
っ
て
、
回
3
2
5
Z
『
回
冨
円
宮
町
の
も
っ
と
も
有
力
な
寄
稿
者
と
な
っ
て
い
る
。

ヴ
ァ
グ
ナ
ー
か
ら
シ
ュ
タ
イ
ン
の
学
ん
だ
も
っ
と
も
本
質
的
な
も
の
の
一
つ
は
共
同
体
に
関
す
る
思
想
で
あ
ろ
う
。
彼
が
芸
術
を
通
し
て
一
つ
の
共
同
体
に

参
加
し
う
る
喜
び
を
単
に
体
験
し
た
の
み
な
ら
ず
、
は
っ
き
り
と
そ
の
意
味
を
理
論
的
に
意
識
で
き
た
の
は
ヴ
ァ
グ
ナ
l

の
下
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
乙
れ
に

よ
っ
て
彼
の
美
学
の
い
わ
ば
核
心
が
形
成
さ
れ
た
と
共
に
、
芸
術
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
の
本
質
的
意
味
が
自
覚
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
℃
と
を
伝
え
る
極
め



「
心
術
の
共
有
と
い
う
こ
と
は
思
想
や
意
見
の
共
有
と
は
異
る
何
も
の
か
で
あ
る
。
意
見
は
し
ば
し
ば
い
わ
ば
書
物
の
頁
を
読
む
如

く
に
傾
聴
さ
れ
、
理
解
さ
れ
、
受
入
れ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
思
想
や
意
見
の
交
換
は
何
ら
本
来
的
な
共
属
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
し

て
美
し
い
文
章
が
あ
る
。

か
し
我
々
が
こ
の
よ
う
な
一
連
の
意
見
の
中
に
、
突
然
人
格
の
息
吹
き
に
ふ
れ
、
個
々
の
思
想
で
は
な
く
し
て
脈
打
つ
魂
に
ひ
き
入
れ
ら
れ
る
の
を
感
じ
る

時
、
そ
れ
は
我
々
に
対
し
て
内
的
に
殆
ん
ど
一
種
の
悟
り
の
如
く
に
働
き
か
け
て
く
る
。
思
想
の
利
己
的
な
習
得
か
ら
他
の
人
格
の
共
感
的
理
解
へ
の
こ
の
変

（
一
一
－
一
｝

化
こ
そ
経
験
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
こ
の
変
化
の
中
に
真
に
共
同
体
へ
の
参
加
の
意
識
が
芽
生
え
て
く
る
が
、
乙
の
過
程
は
唯
一
つ
の
道
を
通
る
乙
と
に

よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
自
己
放
棄
（
よ
り
正
確
に
い
え
ば
低
い
日
常
的
な
自
我
の
放
棄
）
で
あ
る
。
「
人
間
の
精
神
は
人
が
一
定
の
場

合
に
意
識
的
に
自
己
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
く
本
来
あ
り
う
べ
き
と
乙
ろ
の
も
の
に
な
る
。
人
は
自
己
を
所
有
す
る
た
め
に
は
一
度
は
自
己
を
失
わ

（
－
四
｝

ね
ば
な
ら
ぬ
。
：
：
：
そ
れ
は
魂
を
偉
大
に
し
、
す
べ
て
の
人
間
本
性
の
偉
大
と
高
貴
と
の
た
め
の
透
視
力
を
与
え
る
こ自己
放
棄
は
か
く
し
て
よ
り
良
き
自

己
を
そ
だ
て
、
魂
の
真
の
聞
か
れ
た
状
態
、
芸
術
に
対
す
る
本
質
的
な
関
係
を
も
つ
た
め
の
前
提
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
新
し
く
獲
得
さ
れ
た
魂
の
状
態
の
上

に
新
し
い
文
化
の
基
礎
と
な
る
共
同
体
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
し
ば
し
ば
誤
解
と
非
難
の
対
象
に
な
る
一
つ
の
典
型
的
に
ド
イ
ツ
的
な
思
想
で
あ
っ
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て
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ゲ
l

テ
と
シ
ラ
！
の
研
究
を
通
し
て
こ
の
共
同
体
の
思
想
を
更
に
深
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
ヴ
ァ
グ
ナ
1

が

こ
の
思
想
の
未
来
に
対
し
て
も
つ
決
定
的
な
意
味
は
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三
五
》

ン
ボ
ル
獲
得
の
た
め
に
我
々
は
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
は
そ
れ
を
為
し
た
。
」

「
現
代
人
に
は
共
通
の
シ
ン
ボ
ル
が
欠
け
て
い
る
。
：
：
：
共
通
の
シ

と
彼
は
そ
の
弟
子
の
一
人
に
語
っ
て
い
る
。
新
し
い
意
識
を
獲
得
す

る
た
め
に
、
そ
し
て
そ
の
意
識
の
上
に
一
つ
の
共
同
体
を
打
立
て
る
た
め
に
一
度
死
を
体
験
す
る
こ
と
｜
｜
ち
な
み
に
そ
れ
は
古
今
の
宗
教
に
共
通
し
た
理
念

で
も
あ
る
l
l

、
し
か
も
こ
の
共
同
体
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
が
芸
術
に
他
な
ら
ぬ
乙
と
、
そ
れ
を
示
す
こ
と
が
彼
の
美
学
の
本
質
で
あ
っ
た
。

（
一
ム
ヘ
）

だ
が
、
芸
術
は
生
を
否
定
し
、
し
か
も
そ
れ
を
強
化
す
る
」
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。

「
奇
妙
な
乙
と

四

乙
の
非
常
に
充
実
し
た
」
年
の
後
、
彼
の
父
は
ハ
レ
大
学
で
大
学
教
師
資
格
試
験
を
受
け
さ
せ
る
た
め
彼
を
強
制
的
に
帰
郷
さ
せ
る
。
彼
は
ジ
ョ
ル
ダ

l

ノ

・
プ
ルi
ノ

l

を
テ
l

マ
と
し
た
論
文
を
提
出
し
て
こ
れ
に
合
格
し
二
八
八
一
年
か
ら
同
大
学
で
シ
ョ
l

ペ
ン
ハ
ウ
ア
l

お
よ
び
ド
イ
ツ
で
は
じ
め
て
ヴ
ァ
グ



ナ
ー
に
つ
い
て
講
義
を
行
う
が
、
彼
は
ベ
ル
リ
ン
の
自
由
で
精
神
的
に
活
溌
な
空
気
に
あ
こ
が
れ
て
翌
年
の
末
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
移
る
決
心
を
か
た
め
る
。
当

時
の
ペ
リ
ン
大
学
の
哲
学
科
主
任
教
授
は
七O
才
の
ツ
エ
ラ
ー
で
あ
り
、
ツ
エ
ラ
ー
よ
り
一
九
才
若
い
デ
ィ
ル
タ
イ
も
い
た
。
ツ
エ
ラ

l

は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
学

問
的
態
度
、
こ
と
に
彼
の
ヴ
ァ
グ
ナ
l

崇
拝
を
承
認
で
き
ず
、
大
学
教
師
資
格
試
験
の
補
足
と
し
て
彼
の
要
求
し
た
詳
細
な
学
歴
に
対
し
て
シ
ュ
タ
イ
ン
が
非

常
に
情
熱
的
な
告
白
的
文
章
を
提
出
し
た
の
で
一
層
反
感
を
も
っ
て
し
ま
う
。
彼
の
評
定
文
の
一
節
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ

ン
博
士
の
請
願
に
対
し
、
私
を
し
て
学
部
に
推
薦
す
る
を
妨
げ
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
以
上
の
個
々
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
博
士
試
験
以
来
五

年
の
関
根
本
的
な
学
問
的
研
究
の
性
格
を
も
っ
仕
事
を
何
一
つ
行
わ
ず
、
か
つ
ま
た
彼
が
非
常
に
問
題
の
あ
る
人
物
達
へ
の
盲
目
的
心
服
に
よ
っ
て
大
学
講
師

と
し
て
要
求
さ
れ
る
学
問
的
な
成
熟
と
展
望
と
の
欠
除
を
示
し
て
い
る
事
情
で
あ
る
。
も
し
彼
が
将
来
真
の
業
蹟
の
上
に
、
新
た
に
請
願
す
る
折
が
あ
れ
ば
、

私
は
許
可
の
手
を
さ
し
の
べ
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
彼
は
事
実
才
能
が
な
く
は
な
い
し
、
全
く
す
ぐ
れ
た
心
術
の
者
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
目
下

（
一
七
）

の
と
こ
ろ
彼
は
明
か
に
ま
だ
青
年
の
熱
狂
を
学
問
的
才
能
と
と
り
ち
が
え
て
い
る
の
で
あ
る
こ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
重
ね
て
二
つ
の
論
文
「
哲
学
的
認
識
に
対
す

る
言
語
の
関
係
」
お
よ
び
「
言
語
と
文
化
」
を
提
出
す
る
が
、
乙
れ
も
ツ
エ
ラ
ー
に
よ
っ
て
手
き
び
し
く
批
判
さ
れ
拒
け
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
デ
ィ
ル
タ
イ
は

そ
乙
に
並
々
な
ら
ぬ
す
ぐ
れ
た
美
学
的
考
察
を
認
め
、
ツ
エ
ラ
！
と
は
反
対
に
次
の
よ
う
な
評
定
を
下
し
た
。
「
：
・
・
・
・
彼
の
作
品
も
彼
の
人
格
の
印
象
も
純
粋
~127ー

な
哲
学
的
要
求
に
し
た
が
う
内
面
的
頭
脳
を
示
し
て
い
る
。
彼
の
労
作
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
決
定
的
な
美
学
的
天
分
が
現
れ
て
い
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
そ
の

天
分
に
比
し
て
厳
密
な
学
問
的
思
惟
、
方
法
的
訓
練
が
表
面
に
現
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
全
く
芸
術
的
に
生
れ
つ
い
た
本
性
の
発
展
に
と
っ
て

当
然
と
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
す
ぐ
れ
た
理
解
力
を
も
っ
彼
が
こ
の
欠
点
を
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
境
遇
に
お
い
て
は
克
服
す
る
で
あ
ろ
う
乙
と
が
期
待

三
人
）

で
き
る
。
そ
れ
故
私
は
当
大
学
が
彼
に
大
学
教
師
資
格
を
与
え
る
よ
う
提
案
し
た
い
。
」
大
学
は
結
局
一
年
後
に
新
し
い
論
文
を
呈
出
す
る
乙
と
を
許
可
す
る
決

定
を
な
し
、
そ
れ
以
上
の
態
度
を
保
留
す
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
素
質
、
‘
傾
向
に
同
情
し
て
、
美
学
史
の
分
野
で
純
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
論
文
を
書

く
よ
う
に
す
す
め
、
そ
れ
に
従
っ
て
シ
ュ
タ
イ
ン
は
丁
度
一
年
後
の
一
八
八
四
年
の
夏
、
ツ
エ
ラ
ー
に
と
っ
て
も
非
難
の
余
地
の
な
い
と
思
わ
れ
る
「
ポ
ア
ロ

と
デ
カ
ル
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
と
い
う
す
ぐ
れ
た
論
文
を
呈
出
す
る
が
、
こ
れ
が
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た
後
の
主
著
「
近
世
美
学
の
成
立
」
の
は
じ
め
の

部
分
に
当
る
も
の
で
あ
る
。



五

ベ
ル
リ
ン
で
彼
は
一
八
八
四
年
秋
か
ら
講
義
を
始
め
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
期
待
に
た
が
わ
ず
、
や
が
て
彼
は
大
学
で
も
っ
と
も
評
判
の
高
い
講
師
の
一
人
と

な
っ
た
。
彼
の
講
義
に
出
席
し
た
者
の
思
い
出
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
が
、
学
生
達
は
と
き
に
は
異
常
な
感
銘
を
う
け
た
ら
し
い
。
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
エ
ル

ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
古
典
主
義
の
美
学
」
の
折
に
は
、
は
じ
め
予
定
し
て
い
た
教
室
で
は
ま
に
合
わ
ず
、
ト
ラ
イ
チ
ュ
ケ
の
よ
う
な
者
し
か
使
わ
ぬ
〉
ロ

E
7

2
E
B
g
m

民
自
己
目
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
学
期
の
最
後
ま
で
受
講
者
は
廊
下
に
ま
で
あ
ふ
れ
で
い
た
と
い
う
。
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
も
遺
稿
の
中

に
次
の
よ
う
に
書
い
た
と
と
が
あ
る
。

「
私
が
は
じ
め
て
美
学
の
講
義
で
ジl
ク
フ
リ

l

ト
の
例
を
引
用
し
た
時
、
心
か
ら
感
動
し
て
し
ま
っ
た
が
、
或
る
学

生
の
顔
に
表
情
の
大
き
な
変
化
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
突
然
深
い
厳
粛
な
表
情
が
顔
に
浮
び
、
ま
な
ざ
し
は
私
の
方
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
の
に
、
彼
は
深

く
自
己
の
魂
の
中
に
枕
潜
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
」

彼
は
自
己
の
天
分
、
傾
向
に
ふ
さ
わ
し
い
研
究
領
域
を
デ
ィ
ル
タ
イ
に
教
え
ら
れ
て
、
学
問
的
に
非

成
長
し
て
い
っ
た
。
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常
な
生
き
が
い
と
自
信
と
を
も
ち
は
じ
め
た
よ
う
に
見
え
、
今
や
彼
に
残
さ
れ
た
三
年
た
ら
ず
の
短
い
生
涯
の
問
、
学
問
的
に
も
人
間
的
に
も
非
常
な
速
さ
で

丁
度
乙
の
頃
彼
は
ニ
l

チ
ェ
と
出
会
っ
て
い
る
。
二
人
は
幾
つ
か
の
非
常
に
興
味
あ
る
書
簡
を
交
換
し
て
い
る
が
、
次
の
ニl
チ
ェ
宛
書
簡
に
も
若
き
ド
ツ

「
目
下
私
は
美
学
の
研
究
と
共
に
真
に
生
き
る
乙
と
を
自
分
の
使
命
と
し
て
お
り
ま
す
。
も
し
私
が

乙
の
義
務
に
対
し
て
十
分
で
な
け
れ
ば
、
根
を
う
ば
わ
れ
て
不
快
を
感
じ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
の
よ
し
あ
し
は
と
も
あ
れ
、
ー
l

私
自
身
は
そ
れ
を
い
い

ェ
ン
ト
と
し
て
の
当
時
の
彼
の
心
境
が
う
か
が
わ
れ
る
。

乙
と
と
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
が
｜
｜
目
下
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
私
の
人
生
感
情
を
規
定
し
て
い
る
の
で
す
。
心
の
奥
底
で
は
、
現
実
の
自
由
な
生
へ
の
無
限
の
あ

（
一
九
｝

乙
が
れ
が
耳
を
す
ま
し
、
目
ざ
め
て
い
ま
す
が
、
私
は
も
は
や
乙
れ
に
し
た
が
お
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
私
が
こ
の
あ
こ
が
れ
を
実
現
で
き
ぬ
う
ち
は
。
」

シ
ュ
タ
イ
ン
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ

i

ス
ト
ラ
の
最
初
の
理
解
者
で
あ
っ
た
。
彼
と
ニ
！
チ
ェ
と
は
一
八
八
四
年
の
夏
ス
イ
ス
と
イ
タ
リ
ー
の
国
境
に
近
い
オ
l

パ

ー
・
エ
ン
ガ
l

デ
ィ
ン
の
「
形
而
上
的
風
土
」
（
ニ
l

チ
ェ
）
に
め
ぐ
ま
れ
た
シ
ル
ス
・
マ
リ
ア
で
三
日
間
一
緒
に
す
ご
し
た
の
が
殆
ん
ど
唯
一
の
会
合
の
機

会
で
あ
っ
た
が
、
乙
の
三
日
間
の
乙
と
は
両
者
に
よ
っ
て
何
か
神
話
的
雰
囲
気
を
も
っ
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。「
興
奮
し
た
会
話
を
続
け
な
が
ら
、
二
人
は

三
日
の
問
、
厳
粛
な
美
し
さ
で
二
人
の
思
想
を
飾
っ
て
い
る
あ
の
辺
一
帯
を
迫
造
し
た
の
で
し
た
。
ニ
！
チ
ェ
は
私
を
、
フ
ェ
ク
ス
へ
向
う
道
が
『
上
の
教



会
』
を
越
し
て
同
じ
名
を
も
っ
谷
（
フ
ェ
ク
ス
タ
ー
ル
の
乙
と
）
へ
折
れ
て
い
く
と
こ
ろ
へ
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
乙
か
ら
の
挑
め
は
、
前
方
に
き
ら
め

く
氷
河
が
対
崎
し
、
う
し
ろ
は
植
物
の
な
い
黒
ず
ん
だ
山
肌
が
そ
そ
り
立
っ
て
い
ま
す
。
乙
こ
で
シ
ュ
タ
イ
ン
は
感
動
の
あ
ま
り
立
ち
ど
ま
っ
て
、

『
何
と
雄

大
な
の
だ
ろ
う
』
（
ロB
E
F
o
g

－R
F
こ
と
い
っ
た
の
で
す
。
彼
が
若
い
頃
大
き
な
影
響
を

w
つ
け
た
師
の
デ
ュ
l

リ
ン
グ
に
つ
い
て
語
っ
た
と
き
の
話
し
ぷ

り
は
ニ
l

チ
ェ
の
気
に
入
り
ま
し
た
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
の
折
、
話
し
だ
す
前
に
し
ば
ら
く
だ
ま
っ
て
考
え
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

（
二O
）

憎
し
み
に
も
愛
に
も
迷
わ
さ
れ
ぬ
全
く
真
剣
な
人
間
だ
っ
た
か
ら
、
』
と
ニ
l

チ
ェ
は
つ
け
加
え
ま
し
た
、
」
と
ニ
l

チ
ェ
の
女
友
達
メ
タ
・
フ
ォ
ン
・
ザ
1

リ

（
一
一
一
）

ス
は
書
い
て
い
る
。
ニ
l

チ
ェ
は
「
乙
の
人
を
見
よ
」
の
中
で
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
許
し
が
た
く
若
く
し
て
死
ん
だ
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
は
乙
の
出
会
い
の

『
シ
ュ
タ
イ
ン
は

約
一
ヶ
月
後
に
も
、

「
乙
の
夏
の
体
験
と
い
え
る
も
の
は
シ
ュ
タ
イ
ン
男
爵
の
訪
問
だ
っ
た
。

（
彼
は
ド
イ
ツ
か
ら
三
日
間
だ
け
シ
ル
ス
へ
や
っ
て
き
て
、
す
ぐ
ま
た
父
の
と
こ
ろ
へ
帰
っ
て
い
っ
た
。
一
つ
の
訪
問
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
る
乙
の
や
り
方

フ
ラ
ン
ツ
・
オ

l

フ
ェ
ル
ベ
ッ
ク
に
宛
て
て
書
い
て
い
る
。

は
私
に
印
象
を
与
え
た
。
）
彼
は
見
事
に
出
来
上
っ
た
男
だ
っ
た
が

そ
の
英
雄
的
な
根
本
情
緒
の
故
に
全
く
私
に
と
っ
て
理
解
で
き
、
好
ま
し
か
っ
た
。
遂

に
、
あ
あ
遂
に
私
に
属
し
、
本
能
的
に
私
に
畏
敬
を
も
っ
新
し
い
人
聞
が
現
れ
た
の
だ
。
：
：
：
ツ
ァ
ラ
ト
ゥl
ス
ト
ラ
に
つ
い
て
彼
は
ま
っ
た
く
卒
直
に
語
っ
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た
が
、
彼
は
十
二
の
章
以
上
は
理
解
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
私
を
非
常
に
誇
ら
か
に
し
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
私
の
す
べ
て
の
問
題
、
す
べ
て
の

光
の
い
い
が
た
い
新
し
さ
を
意
味
し
て
い
る
。

一
方
シ
ュ
タ
イ
ン
は
詩
人
な
の
で
、
た
と
え
ば
『
別
の
舞
踏
歌
』

（
第
三
部
）
か
ら
極
度
に
感
動
さ
せ
ら
れ
た

と
い
う
。
（
彼
は
そ
れ
を
暗
記
し
て
い
た
。
）

（
二
一
一
｝

ら
、
全
く
遠
い
、
と
い
う
乙
と
だ
。
：
：
：
」

こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
i

ス
ト
ラ
の
清
朗
に
泊
を
流
す
必
要
の
な
い
者
は
私
の
世
界
か
ら
、

私
か

二
人
の
関
係
は
そ
の
後
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
に
対
す
る
見
解
の
相
違
か
ら
不
幸
に
し
て
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
三
年
の
後
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
死
を
知
っ
た
ニ
！

チ
ェ
は
方
々
の
友
へ
宛
て
て
悲
し
み
を
う
っ
た
え
て
い
る
。
「
私
は
本
当
に
彼
を
愛
し
て
い
た
。
」
「
シ
ュ
タ
イ
ン
の
死
の
し
ら
せ
は
私
を
極
度
に
守
口
町
内Fm

巳
－o
g
の
F
E
R
N－
－
。rm
g）
苦
し
ま
せ
た
。
私
は
な
す
べ
き
こ
と
を
知
ら
な
い
。
：
：
：
な
ぜ
私
が
彼
の
身
代
り
に
な
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
方
が
も
っ
と

（
一
一
一
二
）

よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
。
」
と
も
彼
は
書
い
た
。
ニl
チ
ェ
が
こ
の
よ
う
に
書
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
我
々
を
感
動
さ
せ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
死
の
も
つ
意
味

は
一
般
に
は
あ
ま
り
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
彼
と
直
接
結
び
つ
き
を
も
っ
た
者
は
多
か
れ
少
か
れ
ニ
l

チ
ェ
と
同
様
の
感
想
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。



ー...1...1・
ノ、

さ
て
我
々
は
彼
の
美
学
そ
の
も
の
に
直
接
向
い
た
い
と
思
う
が
、
彼
の
美
学
は
個
々
の
概
念
も
厳
密
に
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
決
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
彼
の
学
問
上
の
業
蹟
は
主
と
し
て
美
学
史
の
領
域
、
特
に
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
古
典
主
義
美
学
の
見
事
な
解
釈
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼

自
身
の
美
的
体
験
は
非
常
に
深
か
っ
た
の
で
、
そ
の
残
さ
れ
た
一
言
一
言
に
は
ま
る
で
珠
玉
の
よ
う
な
輝
き
が
あ
る
。
と
は
い
え
彼
の
文
章
は
決
し
て
明
解
で

は
な
く
、
い
わ
ば
目
。
缶
宮
神
宮
、
な
、
前
後
の
関
連
を
正
し
く
つ
か
む
た
め
に
は
読
者
自
身
の
体
験
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
お
も
む
き
が
あ
る
。

（
二
回
）

彼
は
三
つ
の
美
学
上
の
著
作
を
遺
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
非
常
に
密
接
に
関
連
し
合
っ
て
い
て
、
彼
の
唯
一
の
体
系
的
思
索
を
示
す
「
美
学
講
義
」
の
も
っ

と
も
す
ぐ
れ
た
理
念
は
、
す
で
に
「
ド
イ
ツ
古
典
主
義
の
美
学
」
並
び
に
「
近
世
美
学
成
立
史
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

「
美
学
は
『
感
情
の
学
』
を
意
味
す
る
。
も
し
人
が
そ
れ
を
美
の
学
と
定
義
し
、
半
論
理
的
図
式

化
や
形
而
上
学
的
体
系
か
ら
の
演
釈
に
よ
っ
て
汲
み
つ
く
し
う
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
美
学
の
本
質
を
不
完
全
に
し
か
と
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
美

学
の
課
題
は
一
つ
の
大
胆
き
で
あ
る
。
人
は
い
わ
ば
お
も
り
を
表
面
か
ら
深
み
へ
と
沈
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
内
的
人
閣
の
本
性
が
扱
わ
れ
る
の
で

彼
の
美
学
講
義
の
序
論
は
次
の
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
る
。
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あ
る
か
ら
。
個
々
の
人
間
は
自
ら
の
深
み
を
知
ら
な
い
。
こ
の
深
み
が
予
期
せ
ざ
る
決
断
と
し
て
自
己
を
示
す
と
き
、
彼
は
お
ど
ろ
き
と
共
に
そ
れ
を
認
め
る

（
二
五
｝

こ
と
が
多
い
の
だ
。
そ
れ
は
独
自
で
あ
り
、
直
接
的
で
あ
る
。
」
感
情
の
学
た
る
美
学
の
扱
う
感
情
と
は
、
日
常
意
識
さ
れ
る
快
、
不
快
の
支
配
す
る
領
域
な

の
で
は
な
く
（
か
か
る
感
情
は
前
述
の
自
己
放
棄
に
お
け
る
否
定
の
対
象
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
て
日
常
的
意
識
と
は
次
元
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
故
常

に
は
意
識
さ
れ
が
た
い
あ
の
「
巧
芯
が
意
味
を
も
っ
領
域
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
人
が
お
も
り
を
沈
め
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
「
知
ら
れ
ざ
る
深
み
」

な
の
で
あ
る
。
乙
の
深
み
が
意
識
さ
れ
る
時
、
人
は
必
然
的
に
美
的
な
る
意
識
を
も
っ
。
そ
れ
は
時
と
し
て
大
海
の
奥
底
か
ら
大
波
が
立
ち
起
る
よ
う
に
意
識

の
表
面
に
立
ち
現
れ
る
の
で
、
乙
れ
に
比
べ
る
と
爾
飴
の
意
識
は
水
面
の
さ
ざ
波
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
こ
の
意
識
は
芸
術
に
よ
っ
て
の
み
客
観
化
さ
れ

う
る
の
で
、
も
し
感
情
の
学
が
学
と
し
て
可
能
な
ら
ば
そ
れ
は
、
芸
術
の
学
と
し
て
の
み
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。

（
一
一
占
ハ
ペ
〕

の
も
の
が
美
学
に
と
っ
て
の
芸
術
作
品
な
の
で
あ
る
。
」

「
論
理
学
に
と
っ
て
言
語
で
あ
る
と
こ
ろ

彼
は
序
論
に
次
い
で
彼
の
美
学
を
印
象
の
分
析
か
ら
始
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
美
意
識
の
も
っ
と
も
根
源
的
な
事
実
は
「
印
象
そ
の
も
の
に
留
っ
て
い
る



状
態
」
（
〈24
『
a
－g
r
E
P
B

開
z
r
z
n
r
m
r
g
F
r
o
g）
だ
か
ら
で
あ
る
。
木
な
ら
木
を
、
家
な
ら
家
を
、
木
と
見
、
家
と
見
る
の
で
は
な
く
、
何
か
円

い
緑
の
も
の
、
あ
る
い
は
線
と
形
と
し
て
見
る
よ
う
な
、
目
的
の
な
い
、

概
念
的
思
惟
に
よ
っ
て
導
か
れ
ぬ
状
態
と
そ
も
っ
と
も
根
源
的
な
状
態
な
の
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
状
態
は
単
に
受
動
的
な
状
態
と
し
て
で
は
な
く
、
極
め
て
活
溌
な
内
的
活
動
が
〉
丘
B
2
r
S
E
r
－
同
と
し
て
共
働
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙

の
〉
民
自
白
r
Z
E
r
o－H

の
能
力
は
訓
練
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
、
ま
っ
た
き
波
頭
の
状
態
に
ま
で
到
る
が
、
そ
の
時
人
は
本
来
的
な
美
的
状
態
に
あ
る
自
己
を

見
出
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
思
惟
の
あ
り
方
は
特
徴
的
で
あ
っ
て
、
意
識
の
表
面
に
現
れ
よ
う
と
は
し
な
い
が
、
そ
れ
は
決
し
て
拒
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

（
一
二
ハ
｝

「
思
惟
は
美
的
印
象
に
と
っ
て
、
感
情
と
感
情
と
の
聞
の
結
合
形
式
と
し
て
の
み
考
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
印
象
の
乗
物
で
あ
る
。
」
「
芸
術
の
諸
現

し、
。

象
を
正
し
く
捉
え
る
も
の
は
、
感
情
と
思
惟
が
内
的
生
の
現
実
に
お
い
て
は
互
に
別
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
考
え
に
導
か
れ
る
。
如
何
な
る
真
の
思

想
も
そ
の
下
に
感
情
の
深
み
を
も
ち
、
そ
し
て
諸
思
想
の
全
体
は
一
つ
の
りg
］
ミ
包
括
、
す
な
わ
ち
全
精
神
領
域
の
一
つ
の
気
分
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
美
的
考
察
は
と
の
と
と
を
洞
察
す
る
時
は
じ
め
て
そ
の
重
要
性
を
得
る
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
結
果
、

（
三
七
）

念
上
の
個
々
の
成
果
で
は
な
く
し
て
根
本
性
質
に
よ
る
全
意
識
の
記
述
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
よ

『
感
情
の
学
』
は
概

印
象
の
分
析
に
続
い
て
彼
の
行
っ
て
い
る
の
は
、
フ
ェ
ヒ
ナ
l

の

k
p
a
s
z
t
oロ
名
門
即
日
ぽ
に
基
い
た
「
美
的
表
象
複
合
」
の
分
析
で
あ
り
、
次
い
で
彼
は
-131 ー

芸
術
理
論
に
向
う
。
そ
の
中
で
は
特
に
司
2
5
w

。
o
r
t同
お
よ
び
∞
正
に
つ
い
て
の
論
述
が
面
白
い
が
、
そ
れ
は
ゲl
テ
と
シ
ラ

l

の
芸
術
論
、
就
中
ゲ
l

テ
の
2

何
宮
町
R
Z
Z
R
E
F
B
g
m
ι
2
Z
E
Z♂冨
g

芯
♂
ω
t
T・
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

彼
の
体
系
的
記
述
の
最
後
に
来
る
も
の
は
、
「
美
と
芸
術
の
話
。
－
5
r

な
根
本
的
諸
事
実
」
と
題
さ
れ
た
一
種
の
美
的
範
時
論
で
、
乙
乙
に
は
彼
の
い
わ
ば

信
仰
告
白
を
意
味
す
る
も
の
が
素
描
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
乙
乙
で
ゲl
テ
の
「
地
上
の
子
の
最
高
の
幸
福
は
た
だ
人
格
に
限
ら
れ
る
」
と
い
う
理
念

を
芸
術
に
即
し
て
示
そ
う
と
す
る
が
、
と
の
こ
と
は
同
時
に
ま
た
、
「
近
世
美
学
成
立
史
」
の
ず
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
を
論
じ
た
と
と
ろ
で
述
べ
た
言
葉
、
「
我
々
は

原
理
上
美
学
を
理
想
主
義
的
と
名
づ
け
る
。
そ
れ
は
芸
術
創
作
を
規
定
す
る
も
の
が
、
内
的
に
成
立
さ
れ
た
芸
術
的
意
図
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
の
で

あ
る
。
美
は
よ
り
深
い
根
源
的
な
人
間
の
魂
の
諸
力
と
の
関
係
か
ら
、
｜
｜
或
は
フ
ォ
ル
ム
と
の
関
係
か
ら
1
1

、
い
づ
れ
に
せ
よ
万
人
に
等
し
く
与
え
ら
れ

て
い
る
自
然
的
な
も
の
の
中
か
ら
あ
た
か
も
啓
示
の
如
く
に
一
つ
の
〉
c
a
m
g
E
g
E
岳
g

と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
乙
ろ
の
特
殊
な
現
象
と
し
て
理
解
せ
ら
れ

（
二
八
）

る
、
」
の
根
拠
を
示
す
乙
と
に
も
な
る
べ
き
筈
で
あ
っ
た
。



こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
四
つ
の
根
本
概
念
、
す
な
わ
ち
、
高
揚
（
開
任
。

r
g

也
、
宥
和
（
〈
0
2
0
rロ
ロ
ロ
也
、
気
分
（
印
片
山
田
自
己
ロ
ぬ
）

お
よ
び
伝
達

（ζ
g
a
E

ロ
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
単
に
芸
術
表
出
上
の
根
本
的
事
実
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず

ω
2
F

そ
の
も
の
の
本
質
的
存
在
方
式
で
も
あ
る
。
シ
ュ

タ
イ
ン
は
ま
ず
、
こ
の
四
者
を
個
別
的
に
で
は
な
く
統
一
的
に
、
し
か
も
t
o
m－S
F
n
r
に
で
は
な
く

g
m
n
r
s
z
n
rに
把
握
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。

（
異
な
る
幾
つ
か
の
事
実
の
中
か
ら
共
通
の
要
素
を
取
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
つ
の
概
念
を
構
成
す
る
時
、
か
か
る
態
度
を
彼
は

r
m
m同氏
豆
島
と
名
づ
け

る
。
乙
れ
に
反
し
て
幾
つ
か
の
対
象
の
相
違
点
を
確
保
し
つ
つ
同
一
の
意
識
が
そ
れ
ら
全
体
を
覆
う
よ
う
な
仕
方
で
統
一
的
な
〉

g
n
r
g
g
mを
作
る
時
、

か
か
る
態
度
は
8
2
E

巳
t
r
と
名
づ
け
ら
れ
、
芸
術
観
照
に
本
来
的
な
態
度
と
さ
れ
る
。
）
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
司q
ら
巳
t
r
r
止
の
核
心
に
ふ

れ
う
る
、
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
と
っ
てO
L
F
回
ロ
F
F
2
E
。
。
B
g
o

に
あ
た
る
も
の
が
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
こ
の

四
者
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

コ
両
揚
」
は
な
ん
ら
か
の
意
味
で
の
心
の
高
ま
り
、
日
常
性
か
ら
の
脱
却
で
あ
っ
て
、
か
か
る
意
識
の
一
向
ま
り
は
美
的
に
働
く
と
彼
は
考
え
る
。
過
度
の
仕

す
る
時
、
我
々
の
感
じ
る
も
の
は
自
己
克
服
が
与
え
る
同
種
類
の
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
に
低
い
日
常
的
感
情
が
精
神
的
な
も
の
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た

「
高
揚
」
の
も
っ
と
も
低
い
形
式
で
あ
る
乙
の
快
の
感
情
は
よ
り
高
い
段
階
に
お
い
て
は
出
巴
Z

岳
巴
同
に
、
も
っ
と
も
高

-132ー

事
を
呆
し
、
身
心
共
に
疲
労
し
切
っ
た
状
態
で
家
路
に
つ
く
者
は
何
か
或
る
愉
悦
の
感
情
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
極
度
の
怒
り
の
よ
う
な
激
情
を
克
服

時
常
に
感
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、

い
段
階
に
お
い
て
は

m
m
t
m
r
巾
咋

に
到
る
。
自
然
お
よ
び
芸
術
に
お
け
る
崇
高
美
は
こ
の
点
か
ら
説
明
で
き
よ
う
。
す
べ
て
よ
り
高
き
亨
受
と
い
う
も
の
は

「
人
聞
を
自
分
自
身
か
ら
高
め
同
時
に
陛
界
か
ら
高
め
る
」
、
と
い
う
ゲl
テ
の
言
葉
を
彼
は
引
用
し
て
い
る
。

「
宥
和
」
は
対
立
を
調
停
し
よ
う
と
す
る
人
聞
の
根
源
的
な
い
と
な
み
に
由
来
す
る
。
音
楽
に
お
け
る
不
協
和
音
の
解
決
、
暗
い
背
景
上
の
緑
と
赤
と
結
び

っ
き
、
あ
る
い
は
ダ
ン
テ
の
地
獄
篇
の
最
後
に
措
か
れ
た
星
空
と
の
再
会
、
そ
れ
ら
の
与
え
る
放
果
は
多
く
の
悲
劇
に
も
現
れ
う
る
宥
和
的
契
機
に
相
応
す
る

も
の
で
あ
る
。

「
気
分
」
は
我
々
の
内
面
全
体
の
動
き
が
何
の
妨
げ
も
う
け
ず
、
同
一
方
向
に
向
う
場
合
意
識
さ
れ
る
。
そ
れ
は
対
象
へ
の
ま
っ
た
き
波
頭
に
よ
っ
て
も
っ

と
も
純
粋
に
体
験
さ
れ
る
。
風
景
に
お
い
て
も
、
月
光
が
見
わ
た
す
か
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
照
し
て
或
る
統
一
的
気
分
が
あ
た
り
を
支
配
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
を
見
て
感
じ
る
快
の
感
情
は
乙
の
魂
の
根
本
的
在
り
方
と
の
一
致
が
与
え
る
も
の
で
あ
る
。



最
後
の
「
伝
達
」
の
思
想
は
或
る
意
味
で
は
彼
の
究
極
の
芸
術
観
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
人
は
夜
不
安
な
夢
の
中
で
思
わ
ず
叫
び
声
を
あ
げ
て
押
付
け
ら
れ

た
よ
う
な
印
象
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
叫
び
は
芸
術
創
作
の
根
源
的
衝
動
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
芸
術
家
は
苦
悩
の
多
い
印
象
の
過
剰
か
ら
こ
の

よ
う
な
〉
毛
2

ロ
ロ
ぬ
に
よ
っ
て
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
伝
達
」
も
ま
た
本
来
的
な
創
作
街
動
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ

と
は
本
質
的
に
由
来
を
異
に
す
る
。

「
芸
術
家
は
む
し
ろ
彼
の
知
ら
ぬ
人
間
と
の
内
的
共
属
性
の
感
情
に
か
り
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
世
間
と

い
う
も
の
を
軽
蔑
し
て
い
た
が
、
し
か
も
彼
の
最
後
の
生
命
力
を
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
完
成
の
た
め
に
つ
い
や
し
た
。
」
真
の
芸
術
家
と
は
お
そ
ら
く
こ
の

〉
Z
E
0
2ロ
ぬ
と
冨
E
E
Z

ロ
ぬ
と
が
同
じ
も
の
と
し
て
現
れ
る
人
で
は
な
い
だ
ろ
う
かO
K
F
E
T
Z
ロ
ぬ
の
対
象
が
同
時
に
他
の
人
に
伝
達
さ
る
べ
き
も
の
、
伝

「
伝
達
さ
れ
る
人
々
に
対
し
て
芸
術
作
品
は
次
の
要
求
を
か
か
げ
る
、11
0

達
す
る
義
務
の
あ
る
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
時
、
芸
術
家
は
救
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

彼
ら
が
作
品
に
対
し
て
単
に
き
く
の
み
で
な
く
、
き
き
分
け
つ
つ
対
す
る
こ
と
を
。
彼
ら
か
ら
も
活
動
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
創
作
者
と
事
受
者
と
の

共
通
性
に
お
い
て
は
じ
め
て
作
品
に
ま
っ
た
き
レ
ア
リ
テ
l

ト
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
伝
達
と
は
人
聞
の
共
通
性
の
意
識
の
一
形
式
で
あ
り
、
天
才
と
他
の
人

々
と
を
つ
な
ぐ
き
ず
な
の
で
あ
る
。
「
個
性
は
も
し
伝
達
し
え
ぬ
と
し
た
な
ら
な
ぐ
さ
め
な
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
共
同
体
は
個
性
を
も
た
ぬ
と
し
た
な

（
二
九
｝
（
一
一
一

o
d

ぐ
さ
め
な
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
「
芸
術
的
な
る
も
の
は
人
聞
が
自
ら
何
で
あ
り
う
る
か
に
つ
い
て
一
つ
の
概
念
を
与
え
る
。
」
伝
達
の
衝
動
と
そ
れ
を
理
ら
解

-133ー

美
の
乙
の
四
つ
の
事
実
が
魂
の
四
つ
の
事
実
と
異
ら
な
い
と
い
う
認
識
は
、
魂
の
も
っ
と
も
本
質
的
な
特
性
が
感
覚
的
に
把
握

し
う
る
も
の
と
な
っ
た
時
、
美
が
生
じ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ュ
タ
イ
ン
は
好
ん
で
美
を
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
い
る
、
ー
ー

し
よ
う
と
す
る
衝
動
と
は
相
応
す
る
。

（
一
一
一

o
d

こ
ろ
で
共
通
し
て
い
る
よ

こ
の
場
合
創
作
者
と
観
賞
者
と
の
共
通
の
エ
レ
メ
ン
ト
は
愛
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
「
愛
は
美
と
も
っ
と
も
深
い
と

∞
の
ま
ロr
o
x
E
ω
2

－0
・
g
L
ω
B
F
Z
ω

。
r
g
z
u
・

な
お
シ
ュ
タ
イ
ン
は
と
れ
ら
四
者
の
い
わ
ゆ
る
形
而
上
的
意
味
に
つ
い
て
、
高
揚
が
魂
の
不
死
に
、
宥
和
が
摂
理
に
、
気
分
が
宇
宙
の
統
一
に
、
伝
達
が

（
一
二
一
｝

「
偉
大
な
る
個
性
の
う
ち
に
あ
る
名
づ
け
が
た
き
超
個
人
的
な
も
の
」
に
対
応
す
る
乙
と
を
予
想
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
立
入
っ
た
考
察
を
加
え
る
と

と
な
く
突
然
の
心
臓
病
に
艶
れ
た
の
で
あ
る
。

註ハ
一
）

た
と
え
ば
チ
ュ
l

リ
ヒ
の

m
g
n
y
o
F〈2
E
問
、
ミ
ユ
ン
ヒ
ェ
ン
の

。
・
者
－

F
5

・
〈2
5

な
ど
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
諸
研
究
。
就
中
宮
・
巴
目
白
円
同

0
・
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