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細

雪
」

の

美

天

野

み

つ

江

谷
崎
潤
一
郎
が
「
細
雪
」
を
執
筆
し
た
昭
和
十
六
年
か
ら
二
十
三
年
は
、
潤
一
郎
個
人
に
と
っ
て
は
、
関
東
大
震
災
を
契
機
に
移
り
住
ん
だ
関
西
の
風
土
が

彼
の
そ
れ
ま
で
抱
い
て
い
た
一
種
の
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
憧
れ
と
そ
の
町
人
的
な
賛
沢
な
趣
味
生
活
を
満
足
さ
せ
る
と
共
に
、
ま
た
一
方
彼
の
理
想
を

最
も
近
く
備
え
た
夫
人
を
も
迎
え
、
最
も
安
定
を
得
た
時
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
文
学
活
動
の
上
で
は
「
盲
目
物
語
」
「
董
刈
」
「
春
琴
抄
」
等
、
上
方

の
情
緒
を
漂
わ
す
名
作
を
次
々
に
発
表
し
、
更
に
数
年
を
か
け
た
「
源
氏
物
語
」
の
現
代
語
訳
を
完
成
し
て
作
家
と
し
て
充
分
な
地
位
を
名
声
と
を
獲
得
し
た
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時
期
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
執
筆
さ
れ
た
「
細
雪
」
は
中
篇
小
説
を
主
と
す
る
潤
一
郎
の
作
品
中
、
最
も
長
篇
の
大
作
か
つ
力
作
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
谷
崎
潤

一
郎
の
全
作
品
に
一
貫
し
て
い
る
根
本
的
性
格
と
、
ま
た
そ
う
し
た
彼
の
文
学
の
一
つ
の
到
達
点
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
共
に
、

「
細
雪
」
は
、
谷
崎

文
学
の
限
界
を
も
同
時
に
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
に
つ
い
て
は
、
当
初
か
ら
小
宮
豊
隆
（
「
谷
崎
潤
一
郎
君
の
『
刺
青
』
」
〉
佐
藤
春
夫
（
「
潤
一
郎
。
人
及
び
芸
術
」
〉
を
始
め
多
く
の
批

計
家
達
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
文
学
の
第
一
の
特
質
は
、
そ
の
作
品
の
中
か
ら
、
殆
ん
ど
希
有
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
に
知
的
な
も
の
、
内
面
的

拡
評
的
な
も
の
が
排
除
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
氏
は
、
そ
の
批
評
精
神
の
希
薄
さ
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
潤
一
郎
の
文
学
に
あ
っ
て
は
、

肉



体
的
意
識
の
裡
に
沈
潜
す
る
と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
が
放
逐
さ
れ
る
。
い
や
社
会
的
文
化
概
念
そ
の
も
の
が
放
逐
さ
れ
る
。
」

の
文
学
に
は
目
も
綾
な
ば
か
り
の
官
能
の
美
の
披
涯
は
あ
る
が
、
近
代
的
な
意
味
で
の
モ
ラ
ル
と
か
「
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
と
い
う
よ
う
な
ヒ
ュ

I

マ
ニ
ス

と
述
べ
て
い
る
。
事
実
、
彼

テ
ィ
ッ
ク
な
命
題
な
ど
、
人
生
を
思
惟
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
い
っ
さ
い
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
彼
の
文
学
は
、
終
始
た
だ
官
能
上
の
マ
テ
リ
ア
ル
な
形
と
強
烈

で
豊
か
な
感
性
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
快
楽
の
美
を
唯
一
の
価
値
と
す
る
絢
欄
た
る
世
界
を
展
開
す
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
そ
れ
は
一
種
特
殊
な
文

学
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
彼
の
文
学
は
、
近
代
の
小
説
概
念
と
は
根
本
的
に
異
な
る
、
い
っ
さ
い
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
思
考
と
は
無
縁
な
所
に
於
て
豪
華
に
開
花
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
に
新
し
い
モ
ラ
ル
の
提
唱
を
求
め
る
よ
り
、
こ
う
し
た
文
学
が
い
か
に
芸
術
と
し
て
完
成
を
得
て
い
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
谷
崎
文
学
の
特
質
を
極
端
に
押
し
進
め
た
一
つ
の
頂
点
に
「
細
雪
」
の
世
界
と
そ
の
美
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
「
細
雪
」
と
そ
れ
以
前
の
一
連
の
作
品
と
は
、
著
し
く
相
違
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。「
刺
青
」
以
来
、
彼
の
作
品
は

- 2 ー

（
一
一
）

精
神
性
を
排
除
し
、
マ
テ
リ
ア
ル
な
感
性
の
み
に
よ
る
直
接
的
な
快
楽
の
享
楽
を
追
い
求
め
て
き
た
。
ま
た
そ
う
し
た
欲
求
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
必
然
的

に
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
そ
の
文
学
は
帯
び
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
特
に
潤
一
郎
の
文
学
の
場
合
文
壇
へ
の
デ
ビ
ュ
ー
作
と
も
い
う
べ
き
「
刺
青
」

「
少
年
」
を
始
め
と
し
て
、
一
つ
に
は
異
常
な
ま
で
の
肉
体
へ
の
執
着
や
憧
僚
と
い
う
テ
l

マ
が
、
そ
し
て
更
に
そ
の
発
展
と
し
て
、
矯
慢
な
美
女
と
そ
う
し

た
美
女
の
官
能
の
美
に
耽
溺
し
拝
脆
す
る
痴
呆
な
ま
で
に
抽
象
化
さ
れ
た
男
性
と
い
う
独
特
の
テ
l
マ
が
生
ま
れ
て
来
た
。
初
期
の
作
品
で
は
、
こ
の
テ
l
マ

が
そ
の
ま
ま
露
骨
に
作
品
の
表
面
に
現
わ
れ
て
お
り
、
当
時
悪
魔
主
義
と
称
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
人
々
の
目
を
見
張
ら
し
め
る
よ
う
な
異
常
さ
と
怪
奇
な
題
材

と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
ま
た
絢
欄
た
る
色
彩
と
あ
く
ど
い
ま
で
に
強
烈
な
感
覚
の
享
楽
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

「
細
雪
」
に
は
他
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
露
骨
で
奇
怪
な
ス
ト
ー
リ
イ
は
見
ら
れ
な
い
。
他
の
作
品
に
感
じ
ら
れ
る
異
常
さ
叉
は
特
殊
な
世

界
の
小
説
化
と
い
っ
た
も
の
は
片
鱗
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
に
代
っ
て
、
古
い
伝
統
を
誇
る
大
阪
町
家
の
四
人
姉
妹
の
優
雅
で
は
あ
る
が
何
の
変
哲
も



な
い
平
凡
で
現
世
的
な
日
常
生
活
が
展
開
す
る
。
「
細
雪
」
の
世
界
は
、
と
り
た
て
る
べ
き
筋
も
な
く
、
た
だ
四
回
の
見
合
い
と
、
音
楽
会
や
平
安
神
宮
へ
の

花
見
や
、
月
見
、
質
狩
、
台
風
や
洪
水
、
更
に
は
舞
の
稽
古
や
芝
居
見
物
、
近
隣
と
の
訪
問
や
会
食
等
々
、
あ
り
ふ
れ
た
生
活
の
断
片
に
満
ち
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
細
雪
」
は
作
者
の
内
面
に
於
て
は
、
異
常
な
ス
ト
リ
1

イ
と
あ
く
ど
い
ま
で
に
強
烈
で
鮮
明
な
色
彩
と
に
隈
取
ら
れ

た
初
期
の
悪
魔
主
義
と
称
せ
ら
れ
た
作
品
以
来
の
潤
一
郎
の
す
べ
て
の
作
品
に
共
通
す
る
同
じ
資
質
の
上
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
に
、
そ
れ
は
極
端
な
ま
で
に
通
俗
的
唯
物
的
な
享
楽
主
義
と
い
う
一
点
に
於
て
で
あ
ろ
う
。
潤
一
郎
の
資
質
が
、本
来
非
常
に
通
俗
的
な
も
の
で
あ

り
、
現
世
的
な
も
の
で
あ
っ
た
事
は
、
彼
の
作
品
の
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
大
正
六
年
に
発
表
さ
れ
た
自
伝
的
作
品
「
異
端
者
の
悲
し

み
」
と
昭
和
八
年
「
改
造
」
に
掲
載
さ
れ
た
戯
曲
「
顔
世
」
の
一
節
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

O
思
ふ
存
分
の
富
と
健
康
と
を
獲
得
し
て
王
侯
に
等
し
い
身
分
に
な
れ
た
ら
、
此
の
世
は
遥
か
に
天
国
や
夢
幻
の
境
よ
り
楽
し
く
美
し
く
感
じ
ら
れ
る
に
違
い

h
k

、

0

4’hBU 

（
「
異
端
者
の
悲
し
み
」
）
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O
人
聞
が
富
貴
権
勢
を
欲
し
、
金
銀
財
宝
を
得
た
が
る
の
は
何
の
為
だ
。
詮
ず
る
所
は
、
そ
の
権
勢
と
財
宝
を
以
て
天
下
の
美
色
を
我
が
物
に
な
し
、
思
ふ
が

ま
ま
の
逸
楽
を
貧
ら
う
た
め
、
さ
な
く
ば
富
貴
も
金
銀
も
一
向
使
ひ
途
が
な
い
で
は
な
い
か
。

こ
の
「
異
端
者
の
悲
し
み
」
の
章
三
郎
や
「
顔
世
」
の
高
師
直
の
提
唱
す
る
理
想
は
、
非
常
に
即
物
的
な
現
実
的
地
上
天
国
的
な
理
想
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

（
「
顔
世
」
〉

と
り
も
な
お
さ
ず
、
作
者
谷
崎
潤
一
郎
自
身
の
人
生
の
理
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
彼
の
す
べ
て
の
作
品
を
貰
い
て
い
る
芸
術
上
の
理
想
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
享
楽
的
、
物
質
主
義
的
な
理
想
は
、
明
ら
か
に
か
つ
て
の
町
人
の
通
俗
な
理
想
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
顔
世
」
の
よ
う
に
高
師
直
に

言
わ
せ
て
い
る
の
は
、
或
る
意
味
で
は
、
作
者
の
思
考
が
町
人
的
な
も
の
の
考
え
方
以
外
に
出
る
事
が
な
い
の
を
示
し
て
い
る
。
事
実
潤
一
郎
の
文
学
は
、
武

土
又
は
武
士
的
世
界
を
ほ
と
ん
ど
扱
わ
な
い
し
、
ま
た
扱
っ
た
と
し
て
も
彼
の
目
は
あ
く
ま
で
町
人
的
即
物
的
な
視
野
し
か
持
た
ぬ
為
に
、
そ
れ
ら
の
作
品
は

た
い
て
い
失
敗
し
て
い
る
。

結
局
谷
崎
潤
一
郎
と
い
う
作
家
は
、
三
島
由
紀
夫
氏
が
言
う
よ
う
に
「
大
通
俗
人
、
大
生
活
人
」
で
あ
り
そ
の
資
質
は
、
精
神
的
な
も
の
と
は
何
ら
係
ら
な



い
非
常
に
通
俗
的
な
現
実
享
楽
主
義
で
あ
っ
た
。
た
だ
潤
一
郎
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
、
大
通
俗
人
、
大
生
活
人
、
或
は
大
常
識
人
の
名
称
に
ふ
さ
わ
し
く
、
豊

か
さ
、
華
麗
さ
に
於
て
、
比
類
な
く
、
桁
違
い
に
強
く
豊
鏡
な
の
で
あ
る
。

「
細
雪
」
は
、
大
阪
商
人
の
旧
家
の
伝
統
的
な
日
常
生
活
や
行
楽
や
、
ま
た
そ
の
中
に
生
き
る
美
し
い
女
性
達
を
描
き
尽
く
し
い
る
が
、
そ
れ
は

今
述
べ
た
潤
一
郎
本
来
の
資
質
で
あ
る
こ
の
町
人
的
現
世
享
楽
主
義
の
典
型
的
な
小
説
化
で
あ
り
、
町
人
の
豊
か
さ
と
そ
の
生
活
の
美
の
讃
歌
と
も
い
う
べ
き

従
っ
て
、

も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

「
細
雪
」
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
賛
沢
な
日
常
生
活
の
中
に
、
美
衣
美
食
そ
し
て
美
女
の
も
た
ら
す
快
楽
の
中
に
の
み
実
現

し
う
る
よ
う
な
彼
独
特
の
町
人
的
通
俗
な
美
的
理
想
を
正
面
き
っ
て
標
梼
し
、
小
説
の
上
で
完
壁
な
ま
で
に
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
「
細
雪
」
が
、
そ
れ
以
前
の
作
品
と
一
見
異
な
る
か
の
如
く
見
え
る
の
は
、
他
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
異
常
さ
や
仮
構
性
が
欠
け
て
い
る
為
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
強
烈
で
は
あ
る
が
平
俗
な
彼
の
理
想
を
標
梼
す
る
の
に
、
も
は
や
「
痴
人
の
愛

L

「
乱
菊
物
語
」
「
盲
目
物
語
」
等
の
よ
う
に
、
過

去
に
舞
台
を
と
っ
た
り
、
或
は
波
潤
に
富
ん
だ
ス
ト
ー
リ
イ
や
奇
想
天
外
な
題
材
の
異
常
さ
な
ど
に
頼
る
必
要
を
作
者
自
身
感
じ
な
か
っ
た
為
で
も
あ
ろ
う
。

従
っ
て
む
し
ろ
、
そ
の
絢
欄
た
る
色
彩
と
異
常
な
ス
ト
リ
l
イ
を
持
っ
た
悪
魔
主
義
の
作
品
こ
そ
、
小
林
秀
雄
か
ら
、
「
こ
れ
ら
の
肉
体
的
経
験
の
驚
く
べ

き
異
常
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
病
的
に
腐
欄
し
た
臭
い
は
少
し
も
漂
っ
て
お
ら
ぬ
、
死
の
影
も
な
い
。
絶
望
の
影
も
な
い
。
そ
の
味
い
は

飽
く
迄
も
健
康
で
強
靭
で
あ
る
。
虚
無
と
か
懐
疑
と
か
い
う
精
神
は
、
氏
の
生
々
し
い
実
験
に
指
を
触
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
」
と
評
さ
れ
、
更
に
佐
藤

春
夫
か
ら
は
、
「
シ
ャ
ラ
タ
ニ
ズ
ム
」
と
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
潤
一
郎
の
悪
魔
主
義
は
、
単
に
自
身
の
官
能
享
楽
や
物
欲
を
自
由

に
解
放
す
る
前
に
そ
れ
を
悪
叉
は
悪
魔
の
名
で
呼
ぶ
必
要
を
感
じ
た
程
度
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
ボ

l

ド
レ

I

ル
な
ど
の

痛
烈
な
反
俗
精
神
や
、
狂
気
に
近
い
孤
独
を
ひ
き
か
え
に
し
て
の
批
評
精
神
な
ど
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
、
と
い
う
よ
り
相
反
す
る
町
人
的
俗
物
主
義
、
現
実

享
楽
主
義
の
被
っ
た
一
つ
の
意
匠
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
谷
崎
潤
一
郎
の
健
康
な
身
心
が
、
よ
り
豊
鏡
な
も
の
、
よ
り
鮮
明
な
も
の
、
よ
り
強
烈
な
刺
激

を
も
た
ら
す
も
の
を
欲
求
し
、
そ
う
し
た
も
の
に
対
す
る
欲
求
が
こ
の
よ
う
に
異
常
な
テI
マ
や
ス
ト
ー
リ
イ
を
好
ん
で
生
み
出
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
細
雪
」
に
お
い
て
、
彼
の
憧
慢
す
る
地
上
天
国
的
な
世
界
を
何
ら
特
殊
な
ス
ト
ー
リ
イ
や
異
常
さ
の
意
匠
を
被
ら
ず
に
直
接
に
小
説
化
し

ょ
う
と
す
る
作
者
に
は
、
並
々
で
な
い
自
信
が
伺
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
信
は
、
一
つ
に
は
「
人
間
界
の
美
を
讃
え
、
享
楽
を
歌
う
」（「
神
童
」
）
こ
と
に - 4 ー



あ
っ
た
彼
と
彼
の
文
学
の
理
想
が
、
次
第
に
形
を
と
と
の
え
、
も
は
や
自
ら
悪
魔
と
呼
ん
で
世
間
一
般
の
モ
ラ
ル
に
対
し
て
遠
慮
す
る
必
要
を
認
め
な
く
な
っ

た
為
で
も
あ
り
、
ま
た
関
西
に
移
り
住
ん
だ
事
に
よ
っ
て
、
彼
の
そ
う
し
た
美
意
識
が
よ
り
い
っ
そ
う
解
放
さ
れ
た
為
で
も
あ
っ
た
。
潤
一
郎
自
身
、
随
筆

「
東
京
を
お
も
ふ
」
の
中
で
、
江
戸
っ
子
が
た
た
み
い
わ
し
を
、
お
っ
と
か
粋
と
か
言
っ
て
喜
ぶ
の
を
、
い
か
に
も
貧
し
げ
な
美
意
識
と
し
て
嫌
悪
し
て
い
る

が
、
彼
に
は
、
い
き
と
か
粋
と
か
い
う
よ
う
な
精
神
的
形
市
上
的
な
理
想
と
複
雑
に
絡
み
あ
っ
た
内
面
的
な
美
観
に
は
満
足
出
来
な
か
っ
た
し
、
ま
た
理
解
の

外
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
は
も
っ
と
華
麗
な
、
肉
体
的
な
感
覚
と
直
接
結
び
つ
い
た
美
で
な
け
れ
ば
美
と
認
め
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
良

い
。
し
か
し
、
関
西
の
町
は
、
彼
の
長
い
間
憧
れ
て
い
た
古
い
町
人
的
豊
か
さ
と
、
泥
く
さ
い
ほ
ど
の
生
活
力
と
、
ま
た
彼
の
表
面
的
で
あ
り
、
一
種
単
純
な

エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
へ
の
憧
憶
を
満
足
し
う
る
程
度
の
古
典
的
な
情
趣
を
残
し
て
い
た
。
従
っ
て
そ
こ
に
潤
一
郎
の
後
半
の
文
学
が
鮮
か
に
開
花
し
、
次
々
と
名

作
が
生
ま
れ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
文
壇
に
於
る
地
位
も
確
固
た
る
も
の
に
な
り
、
作
家
と
し
て
充
分
な
自
信
と
面
目
と
を
ほ
ど
こ
し
た
潤
一

郎
は
も
は
や
薦
賭
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
町
人
的
理
想
を
そ
の
ま
ま
に
か
か
げ
た
「
細
雪
」
の
創
作
に
打
ち
込
む
の
で
あ
る
。
ま
た
第
二
に
こ
う
し
た
平
俗
な- 5 ー

も
の
を
平
俗
な
ま
ま
に
描
い
て
、
充
分
小
説
の
上
で
美
と
し
て
定
着
し
う
る
方
法
を
も
同
時
に
発
見
し
た
筈
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
細
雪
」
の
世
界
が
美
し
く

展
開
し
て
ゆ
く
。

（
ニ
〉

と
こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
の
変
わ
ら
ぬ
テ
l
マ
で
あ
る
、
精
神
の
問
題
と
没
交
渉
な
感
覚
の
享
楽
及
び
そ
の
発
展
で
あ
る
噌
虐
的
な
女

性
崇
拝
は
、
ど
う
い
う
形
で
「
細
雪
」
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
極
端
な
感
覚
の
耽
溺
は
、
決
し
て
「
刺
青
」

の
初
期
の
作
品
に
顕
著
な
だ
け
で
な
く
、

「
痴
人
の
愛
」
「
葱
喰
ふ
虫
」
、
更
に
は
円
熟
期
の
「
吉
野
葛
」「
盲
目
物
語
」
「
董
刈
」 「

肱
麟
」

「
春
琴
抄
」
や
そ
の
後

「
秘
密
」
等
々

の
「
少
将
滋
幹
の
母
」
に
続
く
、
い
わ
ゆ
る
優
美
な
古
典
へ
の
回
帰
を
思
わ
せ
る
作
品
も
実
は
妖
艶
で
散
慢
な
女
性
と
彼
女
達
の
即
物
的
な
美
に
拝
脆
す
る
男

性
と
い
う
谷
崎
文
学
の
テ
l
マ
に
於
て
少
し
も
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

何
故
な
ら
、

「
春
琴
抄
」
や
「
董
刈
」
に
見
ら
れ
る
強
烈
で
真
塾
な
女
性
崇
拝
や
女
性
へ
の
渇
仰
も
、
そ
の
裏
を
か
え
せ
ば
、
実
は
女
性
を
一
人
一
人
の
深



い
精
神
性
を
伴
っ
た
人
格
と
し
て
崇
拝
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
求
の
発
展
と
し
て
の
、
フ
ェ
チ
シ
ズ
ム
（
拝
物
主
義
〉
と
呼
ぶ
よ

り
仕
方
の
な
い
ほ
ど
の
精
神
不
在
の
、
肉
体
そ
れ
自
身
の
偏
重
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
昭
和
六
年
「
婦
人
公
論
」
に
掲
載
さ
れ
た
潤
一
郎
自
身
の
エ
ッ

セ
イ
「
恋
愛
及
び
色
情
」
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

私
は
さ
う
思
ふ
。
精
神
に
も
「
崇
高
な
る
精
神
」
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
如
く
、
肉
体
に
も
「
崇
高
な
る
肉
体
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
。

つ
ま
り
谷
崎
潤
一
郎
に
と
っ
て
、
女
性
は
あ
た
か
も
「
崇
高
な
る
肉
体
」
と
し
て
拝
脆
さ
れ
る
べ
き
「
も
の
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
潤
一
郎
の
作

品
に
、
女
性
が
精
神
的
な
意
味
の
母
性
と
し
て
描
か
れ
る
事
も
決
し
て
な
く
、た
と
え
描
か
れ
た
と
し
て
も
、

「
夢
の
浮
橋
」
な
ど
の
よ
う
に
、
実
に
な
ま
め
か
し
く
甘
美
な
憧
僚
の
対
象
と
し
て
の
み
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

「
母
を
恋
ふ
る
記
」や

「
少
将
滋
幹
の
母
」

こ
の
女
性
を
「
も
の
」
と
し
か
見
な
い
潤
一
郎
の
傾
向
は
、
昭
和
八
年
の
随
筆
「
陰
磐
礼
讃
」
に
於
て
も
も
っ
と
は
っ
き
り
し
て
く
る
。

-6-

知
つ
て
の
通
り
文
楽
の
芝
居
で
は
、
女
の
人
形
は
顔
と
手
の
先
だ
け
し
か
な
い
。
胴
や
足
の
先
は
裾
の
長
い
衣
裳
の
裡
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
、
人
形
使
ひ

が
自
分
達
の
手
を
内
部
に
入
れ
て
動
き
を
示
せ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
が
最
も
実
際
に
近
い
の
で
あ
っ
て
、
昔
の
女
と
云
ふ
も
の
は
襟
か
ら
上

と
袖
口
か
ら
先
だ
け
の
存
在
で
あ
り
、
他
は
悉
く
閣
に
隠
れ
て
ゐ
た
も
の
だ
と
思
ふ
。
：
：
・
つ
ま
り
わ
れ
／
＼
の
祖
先
は
、
女
と
云
ふ
も
の
を
蒔
絵
や
螺
錨

の
器
と
同
じ
く
、
闇
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
出
来
る
だ
け
全
体
を
蔭
へ
沈
め
て
し
ま
ふ
や
う
に
し
、
長
い
挟
や
長
い
裳
裾
で
手
足
を
隈
の

中
に
包
み
、
或
る
一
箇
所
、
首
だ
け
を
際
立
た
せ
る
や
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
潤
一
郎
に
と
っ
て
、
女
性
は
磨
き
あ
げ
ら
れ
た
ま
ろ
や
か
な
美
し
い
玩
具
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

「
細
雪
」
も
ま
た
、
彼
の
こ
の
噌
好
の
枠
を
越
え
る
も
の
で
は
な
く
、「
細
雪
」
に
於
て
、
彼
が
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に



支
え
ら
れ
た
人
間
の
生
き
方
で
は
な
く
、
四
人
の
姉
妹
に
た
く
さ
れ
た
美
し
い
「
崇
高
な
る
肉
体
」
の
様
々
な
姿
な
の
で
あ
る
。

「
細
雪
」
一
作
だ
け
が
、
他
と
飛
び
離
れ
た
作
品
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
「
鍵
」
や
「
旗
癒
老
人
日
記
」
の
よ
う
な
同
じ
構
想
を
持
つ

だ
か
ら
こ
そ
、

た
作
品
が
一
貫
し
て
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
細
雪
」
の
根
底
を
流
れ
て
い
る
の
は
既
に
付
で
述
べ
た
、
平
俗
な
現
世
享
楽
主
義
で
あ
り
賞
、
沢
で
優
雅
な
町
人
達
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
生
活
の
描
写

で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
人
物
達
も
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
平
俗
さ
を
支
え
と
し
て
造
型
さ
れ
た
き
わ
め
て
平
俗
な
人
物
達
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、

そ
れ
と
同
時
に
、
作
者
の
意
図
が
、

と
し
て
描
き
尽
く
そ
う
と
し
て
い
る
為
に
、

タ
イ
プ

「
少
し
も
肝
心
な
女
主
人
公
の
性
格
や
心
理
に
立
入
ら
ず
、
型
あ
っ
て
個
性
が
な
い
。
近
代
小
説
と
し

と
不
満
及
び
批
判
が
加
え
ら
れ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
四
人
姉
妹
を
人
間
と
し
て
描
く
よ
り
も
む
し
ろ
「
崇
高
な
る
肉
体
」

「
細
雪
」
に
対
す
る
批
評
の
多
く
に
、
こ
の
作
品
が
、

て
は
無
意
味
に
近
い
」
。

例
え
ば
、
長
女
の
鶴
子
は
お
っ
と
り
し
た
箱
入
り
娘
と
し
て
、
末
娘
の
妙
子
は
近
代
的
な
奔
放
で
行
動
型
の
女
性
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、
鶴
子

は
典
型
的
な
古
風
な
人
形
の
よ
う
な
女
性
で
あ
り
、
妙
子
の
行
動
に
も
決
し
て
深
い
心
理
的
な
掘
り
下
げ
な
ど
は
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
潤
一
郎
の
女
性
に
対

す
る
趣
味
を
完
壁
な
ま
で
に
具
現
し
て
い
る
次
女
の
幸
子
も
山
本
健
吉
氏
が
「
『
細
雪
』
の
褒
毘
」
で
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
女
の
精
神
活
動
は
、
常

に
家
の
格
式
と
か
体
面
と
か
、
せ
い
ぜ
い
身
内
の
も
の
の
個
人
的
な
幸
福
の
中
だ
け
で
働
い
て
お
り
、
ま
さ
に
「
孔
雀
が
羽
根
を
ひ
ろ
げ
た
よ
う
な
」
と
言
う 一守一

ま
っ
た
く
常
套
的
な
形
容
が
ぴ
っ
た
り
似
合
う
華
や
か
な
存
在
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
「
細
雪
」
の
女
性
達
の
中
で
は
、
最
も
独
創
的
で
魅
力
あ
る
三
女
雪
子
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
が
言
え
る
。
彼
女
は
、
京
都
の
町
家
の
生
れ
で
、
容
貌

挙
措
、
進
退
す
べ
て
が
「
京
人
形
」
の
型
に
は
ま
る
と
い
わ
れ
た
母
親
の
面
影
を
最
も
よ
く
伝
え
て
お
り
「
母
の
身
の
周
り
に
揺
曳
し
て
ゐ
た
薫
り
の
や
う
な

も
の
」
を
灰
か
に
伝
え
て
い
る
華
蒼
で
優
雅
で
、
そ
の
上
は
な
や
か
な
友
禅
縮
緬
の
着
物
の
似
合
う
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
は
ど
こ
ま
で
も
お
っ

と
り
と
、
電
話
一
っ
か
け
る
こ
と
も
出
来
な
い
よ
う
な
日
本
的
な
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
灰
か
な
女
性
に
描
か
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
、
芯
が
強
く
自
分
の
好

む
こ
と
を
あ
く
ま
で
通
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
妙
子
の
無
軌
道
な
生
活
振
り
に
対
し
て
面
と
向
っ
て
或
は
無
言
で
非
難
す
る
の
は
、
姉
の
幸
子
で
は
な
く
て
、

か
え
っ
て
や
さ
し
く
他
人
の
前
で
は
口
ひ
と
つ
き
け
な
い
雪
子
で
あ
る
。
義
兄
の
す
す
め
る
縁
談
を
ど
う
と
で
も
と
れ
る
生
返
事
ば
か
り
し
て
い
て
い
よ
い
よ



と
な
っ
て
か
ら
、
顔
が
知
的
で
な
い
と
い
う
理
由
で
拒
絶
し
、
義
兄
に
「
内
気
で
含
差
屋
で
人
前
で
は
満
足
に
口
が
利
け
な
い
雪
子
に
も
見
か
け
に
依
ら
な
い

所
が
あ
っ
て
必
ず
し
も
忍
従
一
方
の
婦
人
で
は
な
い
こ
と
」
を
悟
ら
せ
た
り
す
る
。
ま
た
義
兄
の
一
家
と
東
京
に
移
っ
て
か
ら
も
、
大
阪
に
遊
び
に
来
て
、
い

つ
ま
で
も
グ
ヅ
グ
ヅ
し
て
お
り
、
結
局
京
都
に
お
花
見
に
出
か
け
る
時
に
な
る
と
、
ち
ゃ
ん
と
そ
の
つ
も
り
で
用
意
し
て
き
た
花
見
衣
裳
を
取
り
出
し
た
り
す

る
。こ

の
雪
子
の
奥
床
し
い
、
し
か
も
芯
の
あ
る
美
し
さ
は
、

る
か
の
如
く
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
作
者
の
意
図
は
や
は
り
、

一
見
、
作
者
に
よ
っ
て
新
し
い
生
き
／
＼
と
し
た
人
間
性
を
持
っ
た
女
性
と
し
て
創
造
さ
れ
て
い

「
董
刈
」
の
お
遊
さ
ん
や
「
春
琴
抄
」
の
春
琴
と
同
じ
く
、
非
人
間
的
な
ま
で
に
磨
き
あ
げ
ら

れ
た
「
崇
高
な
る
肉
体
」
の
持
ち
主
、
い
わ
ば
美
し
い
京
人
形
を
描
く
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。

「
正
宗
白
鳥
氏
の
批
評
を
読
ん
で
」
と
題
し
て
封
建
時
代
の
日
本
の
女
性
の
心
理
を
近
代
的
解
釈
を

施
す
こ
と
な
く
背
の
ま
ま
に
再
現
し
て
、
み
か
け
は
貞
女
の
や
う
な
女
、
或
は
東
洋
的
な
捉
へ
ど
こ
ろ
の
な
い
風
の
や
う
な
灰
か
な
婦
女
子
の
内
面
に
淡
く
去

谷
崎
潤
一
郎
は
、
昭
和
七
年
七
月
号
の
「
改
造
」
に
、

で
あ
る
が
、
谷
崎
潤
一
郎
の
興
味
は
、
そ
う
し
た
古
風
な
女
性
た
ち
の
内
面
を
あ
る
が
ま
ま
に
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
彼
の
噌
好
に
か
な-8-

来
し
た
で
あ
ろ
う
嫉
妬
や
憎
悪
、
残
虐
な
ど
様
々
な
感
情
を
巧
み
に
表
現
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
「
細
雪
」
の
雪
子
に
あ
て
は
ま
る
の

っ
た
古
典
的
な
京
人
形
の
よ
う
な
女
性
た
ち
に
一
種
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
を
付
け
加
え
る
事
に
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
雪
子
の
結
婚
に
対
す
る
グ
ツ
グ
ツ
し
た
消
極
的
な
暖
昧
な
態
度
や
、
妙
子
の
一
見
近
代
的
な
自
由
な
行
動
と
見
え
る
も
の
も
、
実
は
単
な
る
無
軌

道
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
後
始
末
は
常
に
家
の
者
に
さ
せ
る
と
い
う
無
責
任
な
生
活
態
度
又
は
一
種
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
性
格
は

潤
一
郎
の
い
う
嫉
妬
憎
悪
、
残
虐
で
は
な
い
が
、
三
島
由
紀
夫
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
谷
崎
文
学
特
有
の
「
わ
が
ま
ま
と
意
地
悪
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
付
加

す
る
事
に
よ
っ
て
出
来
た
距
離
に
よ
っ
て
、
い
か
に
も
彼
女
達
が
、
高
貴
な
精
神
性
或
は
個
性
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
か
の
如
く
見
せ
か
け
、
彼
女
達
は
立

派
な
拝
脆
の
対
象
と
し
て
一
種
の
崇
高
さ
を
保
つ
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
こ
に
「
美
の
永
久
機
関
」
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
性
格
は
明

ら
か
に
「
刺
青
」

「
膜
麟
」
以
来
の
、
娘
や
南
子
夫
人
、
或
は
「
痴
人
の
愛
」
の
ナ
オ
ミ
や
春
琴
、
お
遊
さ
ん
の
持
ち
続
け
て
き
た
谷
崎
潤
一
郎
好
み
の
女
性

の
性
格
、
い
わ
ば
彼
が
彼
の
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
達
に
与
え
た
最
も
常
識
的
な
悪
魔
性
な
の
で
あ
る
。



「
細
雪
」
の
四
人
姉
妹
は
、
新
し
い
自
我
に
覚
醒
し
た
近
代
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
は
か
な
り
の
隔
り
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
「
細
雪
」
の

女
性
達
の
そ
れ
ん
，
、
、
、
に
描
き
分
け
ら
れ
た
性
格
は
、
一
見
い
か
に
も
個
性
ら
し
く
思
わ
せ
る
が
、
そ
れ
は
表
面
に
現
わ
れ
た
外
観
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
れ
は
同

じ
生
れ
の
良
さ
と
い
う
素
材
の
上
に
染
め
分
け
ら
れ
た
色
と
か
柄
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
女
達
の
計
算
や
責
任
転
嫁
は
、
上
方
の
町
家
の
女
性
が
伝
統
的
に
受

従
っ
て
、

け
継
い
で
き
た
一
種
賢
明
な
自
衛
の
方
法
で
あ
り
生
活
感
情
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
何
ら
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
な
く
、
こ
の
四
人
は
す
べ
て
平
俗
そ
の
も
の
の

人
物
で
あ
り
、
平
俗
な
性
格
と
い
う
枠
を
出
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
個
性
と
み
え
る
も
の
は
、
潤
一
郎
が
愛
し
た
、

「
夢
喰
ふ
虫
」
を
始
め
と
し
、
「
陰
磐
礼
讃
」
な
ど
で
盛
ん
に
そ
の
美
を
語
っ
て
い

る
文
楽
人
形
が
、
異
っ
た
顔
、
異
っ
た
着
物
、
そ
し
て
異
っ
た
し
ぐ
さ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
を
与
え
ら
れ
る
程
度
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
こ

に
も
、
谷
崎
文
学
の
他
の
作
品
に
共
通
な
、
女
性
を
感
性
の
愛
玩
物
と
し
て
見
る
潤
一
郎
の
フ
ェ
チ
シ
ズ
ム
が
指
摘
さ
れ
る
。

結
局
、
谷
崎
潤
一
郎
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
た
近
代
小
説
と
し
て
、
蒔
岡
家
の
姉
妹
達
の
生
き
方
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の- 9 ー

一
連
の
作
品
と
同
じ
く
、
彼
自
身
の
感
性
の
美
の
理
想
の
形
を
、
こ
の
四
人
の
姉
妹
と
そ
の
優
雅
な
生
活
に
具
現
さ
せ
、
彼
女
達
に
彼
の
好
み
の
ま
ま
に
人
形

の
よ
う
に
様
々
な
衣
裳
を
着
せ
、
様
々
な
姿
態
を
と
ら
せ
、
或
は
四
季
折
々
の
背
景
や
事
件
の
中
に
置
い
て
、
そ
こ
に
織
り
な
さ
れ
る
女
性
達
の
い
わ
ば
人
形

振
り
を
楽
し
も
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
「
細
雪
」
に
は
、
こ
の
美
し
く
可
憐
な
感
性
上
の
玩
具
と
も
い
う
べ
き
姉
妹
達
に
対
し
て
、
作
者
の
愛
情

が
実
に
細
や
か
に
注
が
れ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
の
苦
悩
や
問
題
を
提
示
し
作
品
の
上
で
追
求
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る
近
代
小
説

の
概
念
か
ら
こ
の
小
説
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
ま
っ
た
く
無
意
味
な
の
で
あ
る
。

（
＝
一
）

「
細
雪
」
は
、
随
筆
「
陰
磐
礼
讃
」
で
確

立
し
た
特
殊
な
表
現
方
法
を
巧
み
に
駆
使
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
膿
げ
な
閣
の
中
で
こ
そ
、
彼
の
い
う
「
崇
高
な
る
肉
体
」
を
よ
り
一
層
妖
艶
な
実
感
と
し
て

以
上
の
よ
う
な
潤
一
郎
の
憧
僚
を
典
型
的
に
具
備
し
た
女
性
達
を
作
品
の
中
に
最
も
効
果
的
に
描
き
出
す
為
に
、

実
在
化
さ
せ
得
る
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。



そ
し
て
、
こ
の
陰
磐
の
手
法
は
、
彼
が
日
本
の
古
典
、
特
に
「
源
氏
物
語
」
な
ど
か
ら
学
び
得
た
方
法
で
あ
っ
た
。
「
細
雪
」
は
、
作
者
が
「
源
氏
物
語
」

の
現
代
語
訳
に
次
い
で
久
々
の
創
作
と
し
て
筆
を
執
っ
た
作
品
で
あ
っ
た
が
、
潤
一
郎
自
身
は
、
こ
の
日
本
の
古
典
の
も
つ
、
深
い
モ
ラ
ル
や
人
間
の
内
的
な

苦
悩
な
ど
に
目
を
向
け
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
現
世
の
享
楽
に
徹
底
し
て
耽
け
ろ
う
と
す
る
潤
一
郎
に
と
っ
て
、「
源
氏
物
語
」
の
世
界
は
、
高
度
に

洗
練
さ
れ
た
感
覚
と
官
能
の
世
界
、
暗
閣
の
中
に
膜
げ
に
青
白
く
浮
か
ん
で
い
る
女
性
達
の
妖
艶
な
姿
態
が
様
々
に
織
り
な
さ
れ
て
い
る
世
界
と
し
て
映
っ
た

こ
章
－
、
E

ミ
っ
こ

o

t

－
活
L
T

カ

J
T

と
こ
ろ
で
「
細
雪
」
に
は
、
そ
れ
以
前
の
作
品
に
は
必
ず
登
場
し
た
、
情
慢
な
美
女
を
拝
脆
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
く
こ
と
な
く
享
楽
し
陶
酔
し
よ
う
と

す
る
刺
青
師
や
衛
の
霊
公
や
弥
市
や
佐
助
の
よ
う
な
抽
象
的
な
痴
人
は
登
場
し
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
痴
人
達
の
感
覚
を
通
し
て
女
性
の
「
崇
高
な
肉
体
」
の

美
し
さ
を
露
骨
に
描
き
出
す
「
細
雪
」
以
前
の
作
品
の
方
法
は
、
或
る
意
味
で
は
最
も
確
実
な
存
在
の
認
識
方
法
で
は
あ
っ
た
が
、
女
性
の
美
し
さ
を
表
現

す
る
方
法
と
し
て
は
非
常
に
単
純
な
方
法
で
あ
り
、
従
っ
て
、
応
々
に
し
て
無
味
乾
燥
な
観
念
的
な
作
品
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
し
か
し
、「
細
雪
」

- 10 ー

で
は
、
痴
人
を
対
照
に
描
い
て
女
性
達
の
官
能
の
美
を
露
骨
に
措
く
こ
と
を
避
け
、
か
え
っ
て
こ
の
女
性
達
の
描
写
に
一
種
の
ベ
l

ル
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
よ

っ
て
一
層
、
そ
の
肉
体
の
も
つ
な
ま
な
ま
し
い
実
感
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
陰
磐
礼
讃
」
と
は
、
谷
崎
潤
一
郎
が
、
そ
の
作
品
に
於
て
も

実
生
活
に
於
て
も
「
痴
人
の
愛
」

「
友
田
と
松
永
の
話
」
な
ど
に
伺
え
る
よ
う
な
極
度
に
西
欧
的
な
生
活
な
ど
様
々
な
試
行
錯
誤
を
経
て
到
達
し
た
、
濃
厚
な

も
の
を
よ
り
一
層
効
果
的
に
濃
厚
に
享
受
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
細
雪
」
は
、
彼
の
こ
の
陰
窮
の
美
学
を
随
筆
と
し
て
で
は
な
く
小
説
と
し
て
実
践
し

た
作
品
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、彼
の
文
学
の
唯
一
の
テ
l

マ
で
あ
る

「
崇
高
な
る
肉
体
」
に
対
す
る
讃
美
の
、
或
は
豊
鏡
な
感
性
の
美

の
、
日
本
化
、
深
化
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
の
完
成
点
で
も
あ
っ
た
。

従
っ
て
、

「
細
雪
」
の
女
性
達
は
そ
れ
ま
で
の
、
け
ば
け
ば
し
く
華
や
か
で
は
あ
る
が
、
ど
こ
か
空
疎
で
観
念
的
で
あ
っ
た
彼
の
作
品
の
女
主
人
公
達
、
例

え
ば
南
子
夫
人
や
ナ
オ
ミ
に
な
か
っ
た
な
ま
め
か
し
い
肉
体
の
香
気
と
生
き
生
き
と
し
た
存
在
の
実
感
と
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
「
細
雪
」
で
は
、
雪
子
の
描
写
な
ど
に
、
い
か
に
も
楚
々
と
し
た
女
性
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
反
面
思
い
が
け
な
く
ナ
マ
／
＼
し
い
肉

感
的
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
彼
女
の
目
の
縁
に
は
、
徴
か
な
シ
ミ
が
あ
り
、
そ
れ
が
月
毎
に
濃
く
現
わ
れ
た
り
消
え
た
り
す
る
と
い
う
設
定
が
行



わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
さ
り
げ
な
い
設
定
や
描
写
が
、
奇
妙
に
艶
な
な
ま
め
い
た
風
情
を
雪
子
に
添
え
て
い
る
こ
と
に
読
者
は
気
付
く
筈
で
あ
る
。

ま
た
次
の
よ
う
な
吋
子
の
舌
た
ら
ず
の
作
文
の
挿
入
な
ど
実
に
巧
妙
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

。
。

オ
ネ
エ
チ
ャ
ン
ハ
、
ウ
サ
ギ
ノ
ミ
ミ
ヲ
、
足
デ
ツ
マ
ン
デ
タ
テ
テ
オ
ヤ
リ
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
。

作
者
は
、
幼
い
悦
子
の
目
を
通
し
て
、
う
さ
ぎ
の
赤
い
血
管
の
浮
き
出
た
耳
を
足
で
つ
ま
む
雪
子
を
何
げ
な
く
間
接
的
に
描
き
出
す
事
に
よ
っ
て
、
か
え
っ

て
雪
子
の
姿
態
や
性
格
が
、
上
品
な
し
か
も
い
か
に
も
艶
な
美
し
さ
を
も
っ
て
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
を
充
分
計
算
し
尽
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
よ
う
な
さ
さ
い
な
箇
所
に
も
、
谷
崎
の
「
刺
青
」
以
来
、
「
癒
癒
老
人
日
記
」
ま
で
続
い
て
い
る
フl
ト
フ
ェ
チ
シ
ズ
ム
の
片
鱗
が
た
く
み
に
変
形
し
は
め

こ
ま
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

ま
た
鐙
狩
を
兼
ね
て
大
垣
へ
見
合
い
に
行
っ
た
夜
、
幸
子
と
妙
子
が
、
夜
中
に
ふ
と
め
ざ
め
て
、
猫
の
軒
の
よ
う
に
徴
か
な
軒
の
「
そ
の
灰
か
な
音
を
、
こ

ん
な
に
も
可
愛
い
軒
が
あ
ろ
う
か
」
と
感
心
し
て
聞
く
個
所
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
こ
の
陰
磐
の
方
法
が
効
果
的
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
細
雪
」
は
、
今
ま
で
の
作
品
の
よ
う
に
、
女
性
に
渇
仰
す
る
男
性
の
感
覧
を
通
し
て
、
女
性
の
美
を
誇
張
す
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
で
常
套
的

な
女
性
讃
美
と
は
異
な
り
、
殆
ん
ど
い
っ
さ
い
男
性
を
登
場
さ
せ
ず
、
女
た
ち
だ
け
の
生
活
と
世
界
を
描
き
出
し
、
更
に
そ
の
官
能
的
な
美
を
、
同
じ
女
性
で - 11 ー

あ
る
姉
妹
達
の
目
を
以
て
描
写
す
る
事
に
よ
っ
て
、
灰
か
で
は
あ
る
が
、
洗
練
さ
れ
深
め
ら
れ
た
官
能
性
を
作
品
の
中
に
揺
曳
さ
せ
る
事
に
成
功
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
方
法
は
、
決
し
て
雪
子
だ
け
で
な
く
作
品
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
駆
使
さ
れ
、
幸
子
や
妙
子
や
蒔
岡
家
と
交
際
す
る
す
べ
て
の
人
達
、
更
に
は
女

中
達
ま
で
が
、
作
者
の
鋭
敏
な
感
覧
と
綿
密
に
計
算
さ
れ
た
描
写
と
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
、
艶
治
な
感
覚
の
漂
う
一
種
独
特
の
美
の
世
界
を
造
り
出
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

（
四
）

さ
て
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

「
細
雪
」
の
女
性
達
は
作
者
の
感
性
を
楽
し
ま
せ
、
陰
磐
を
つ
け
ら
れ
、
様
々
な
姿
態
を
も
っ
て
作
品
の
中
に
織
り
込
ま



れ
て
い
る
人
形
に
す
ぎ
ず
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
の
作
品
が
近
代
小
説
と
し
て
は
次
元
が
異
る
と
こ
ろ
に
創
作
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
価
値

は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
も
「
細
雪
」
で
は
、
こ
の
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
達
が
、
単
に
作
者
の
曙
好
を
満
た
す
為
に
造
り
上
げ
ら
れ
た
官
能
の
型
で
し
か
な
く
近
代
的
な
意
味
で
の

個
性
を
持
た
な
い
平
俗
な
人
物
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
作
品
の
中
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
出
来
事
も
趣
味
も
す
べ
て
ま
っ
た
く
平
凡
な
日
常
生
活
、
又
は

月
並
趣
味
の
範
鴫
か
ら
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
細
雪
」
に
つ
い
て
、
小
林
秀
雄
氏
は
、

ら
れ
慎
重
に
忍
耐
強
く
構
成
さ
れ
た
作
」
と
評
し
て
い
る
が
、
確
か
に
「
細
雪
」
は
見
る
通
り
、
約
五
年
間
に
わ
た
る
蒔
岡
家
の
姉
妹
の
日
常
生
活
が
詳
細
に

描
き
出
さ
れ
、
取
り
上
げ
る
べ
き
筋
ら
し
い
筋
も
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
雪
子
の
見
合
い
、
音
楽
会
、
花
見
、
債
狩
、
月
見
、
洪
水
、
訪
問
や
贈
答
な

ど
四
季
折
り
／
＼
の
平
凡
な
年
中
行
事
が
連
綿
と
し
て
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

「
極
く
当
り
前
な
美
の
形
ば
か
り
が
、
意
識
し
て
丹
念
に
集
め

小
林
秀
雄
氏
が
言
う
よ
う
に
「
細
雪
」
の
主
眼
の
一
つ
は
近
代
的
自
我
に
目
覚
め
た
人
間
た
ち
の
ナ
マ
ナ
マ
し
い
ド
ラ
マ
を
描
く
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
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う
し
た
「
極
く
当
り
前
な
美
の
形
」
を
、
年
中
行
事
を
、
或
は
平
俗
な
生
活
そ
の
も
の
を
、
た
ん
ね
ん
に
拾
い
集
め
る
事
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
山
本
健
吉
氏
は
、
「
谷
崎
潤
一
郎
と
陰
窮
礼
讃
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
谷
崎
の
作
る
和
歌
を
と
り
あ
げ
、

「
お
歌
所
流
を
さ
ら
に
ま
た
平
九
に
し
た

よ
う
な
こ
う
い
う
歌
に
こ
と
さ
ら
時
流
の
好
み
を
超
越
し
た
氏
の
文
学
的
衿
持
さ
え
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
こ
う
い
う
短
歌
的
発
想
の
紋
切
型
は

言
は
ば
、
氏
の
文
学
的
発
想
の
下
地
で
も
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
エ
ッ
モ
ン
ス
の
集
合
が
、
言
は
ば
氏
の
散
文
に
お
け
る
月
並
の
美
学
を
構
成
す
る
。
そ
れ
が

も
っ
と
も
円
満
に
表
わ
れ
た
小
説
が
『
細
雪
』
な
の
だ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
平
俗
さ
は
、
特
に
幸
子
の
趣
味
と
し
て
典
型
化
さ
れ
て
示
さ
れ
こ
の

作
品
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
。
彼
女
の
意
識
と
趣
味
と
は
、
常
に
「
魚
は
鯛
、
花
で
は
桜
木
、
山
は
富
士
山
」
と
い
う
い
か
に
も
月
並
で
通
俗
な
趣
味
に
限

「
細
雪
」
の
世
界
の
す
み
ん
＼
ま
で
、
こ
う
し
た
月
並
趣
味
で
描
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

ら
れ
て
お
り
、

「
瑞
雲
棚
引
く
千
代
田
城
の
め

で
た
さ
は
申
す
も
畏
い
こ
と
と
し
て
東
京
の
魅
力
は
何
処
に
あ
る
か
と
云
え
ば
、
そ
の
お
城
の
松
を
中
心
に
し
た
丸
の
内
一
帯
、
江
戸
時
代
の
築
城
の
規
模
が

そ
の
ま
ま
壮
麗
な
ピ
ル
街
を
前
景
の
裡
に
抱
へ
込
ん
で
ゐ
る
雄
大
な
眺
め
、
見
附
や
お
濠
端
の
翠
色
、
等
々
に
尽
き
る
。
」
と
い
う
文
章
の
一
例
で
も
そ
れ
は

明
ら
か
で
あ
る
。



い
わ
ば
、
谷
崎
潤
一
郎
は
、
唯
物
的
で
月
並
な
趣
味
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
平
俗
な
日
常
生
活
と
平
俗
な
人
物
達
を
こ
と
さ
ら
意
識
的
に
選
ん
で
書
き
あ
げ

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
ま
で
少
な
く
と
も
一
見
異
常
な
世
界
の
み
を
追
い
続
け
て
き
た
潤
一
郎
が
「
細
雪
」
で
は
逆
に
、
平
俗
な
も
の
の
み
で
こ
れ

だ
け
の
長
篇
を
造
型
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
作
者
自
身
に
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
「
細
雪
」
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
生
活
の
断
片
の
叙
述
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
を
取
り
上
げ
て
み
れ
ば
、
「
刺
青
」
刊
行
当
時
の
自
然
主
義

の
小
説
、
と
り
わ
け
私
小
説
の
専
ら
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
等
の
も
つ
平
板
な
日
常
生
活
の
写
実
的
な
描
写
は
、
徒
ら
に
陰
欝
で
退
屈
で
し
か
な
い
。

し
か
る
に
、
「
細
雪
」
に
描
き
出
さ
れ
た
平
俗
な
趣
味
、
富
裕
な
大
阪
町
人
の
家
庭
の
紋
切
型
の
生
活
や
行
事
、
そ
こ
に
生
き
る
女
性
達
の
通
俗
な
古
い
生
活

感
情
な
ど
、
す
べ
て
平
俗
で
月
並
で
な
い
も
の
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
細
雪
に
於
て
は
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
徴
細
な
日
常
生
活
や
月
並
な
人

物
達
は
明
ら
か
に
一
つ
の
美
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
谷
崎
潤
一
郎
は
、
そ
う
し
た
平
俗
そ
の
も
の
月
並
そ
の
も
の
と
も
い
え
る
題
材
を
詳
細
に

そ
の
ま
ま
に
描
き
な
が
ら
充
分
そ
れ
を
す
ぐ
れ
た
美
的
要
素
と
し
て
小
説
化
し
、
文
学
の
世
界
と
し
て
定
着
し
う
る
と
い
う
目
算
と
確
信
を
あ
ら
か
じ
め
持
っ

て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
平
俗
で
常
識
的
な
年
中
行
事
的
な
も
の
を
作
品
の
上
に
、
美
的
要
素
と
し
て
定
着
さ
せ
る
為
に
、
作
者
は
、
華
か
な
装
飾
性
、
華
美
な
賛
沢

さ
と
を
与
え
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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つ
ま
り
、
私
小
説
の
如
く
平
俗
で
退
屈
な
日
常
生
活
を
、
単
に
そ
の
ま
ま
に
平
板
に
記
述
し
た
の
で
は
そ
れ
は
退
屈
そ
の
も
の
で
あ
り
、
マ
ン
ナ
リ
ズ
ム
に

陥
ら
ざ
る
を
得
ず
、
作
品
の
中
に
美
を
結
晶
さ
せ
る
事
は
出
来
な
い
。
「
細
雪
」
が
一
つ
の
美
の
世
界
を
確
実
に
構
成
し
得
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
優
雅
で
豊

か
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。

「
細
雪
」
の
平
俗
な
日
常
性
と
私
小
説
の
そ
れ
と
の
最
も
大
き
な
相
違
は
、
私
小
説

が
無
味
平
板
な
写
実
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
細
雪
」
は
絢
欄
た
る
装
飾
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
細
雪
」
は
作
者
に
よ

っ
て
、
実
に
精
細
に
彫
琢
を
ほ
ど
こ
さ
れ
、
金
糸
銀
糸
で
隈
取
ら
れ
、
そ
れ
よ
っ
て
華
麗
で
豪
華
な
装
飾
的
な
美
を
付
加
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「
細
雪
」
に
於
て
、
谷
崎
潤
一
郎
は
綿
密
な
計
算
の
も
と
に
、
月
並
趣
味
に
満
ち
た
平
俗
な
も
の
の
装
飾
性
に
よ
る
美
化
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
は

作
品
中
に
こ
の
装
飾
を
ほ
ど
こ
す
為
に
実
に
細
か
く
気
を
配
っ
て
お
り
、
こ
の
作
品
の
も
た
ら
す
美
は
、
こ
の
完
壁
な
ま
で
に
人
工
的
に
彫
琢
さ
れ
仮
構
さ
れ



た
装
飾
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
こ
に
上
巻
冒
頭
の
部
分
を
抜
翠
し
て
み
よ
う
。

t 

「
こ
い
さ
ん
、
頼
む
わ
。
：
：
：
」

鏡
の
中
で
廊
下
か
ら
う
し
ろ
へ
這
入
っ
て
来
た
妙
子
を
見
る
と
自
分
で
襟
を
塗
り
か
け
て
ゐ
た
刷
毛
を
渡
し
て
、
其
方
は
見
ず
に
、
眼
の
前
に
映
っ
て
ゐ
る

長
橋
祥
姿
の
、
抜
き
衣
紋
の
顔
を
他
人
の
顔
の
や
う
に
見
据
ゑ
な
が
ら
、
「
雪
子
ち
ゃ
ん
下
で
何
し
て
る
。
」
と
幸
子
は
き
い
た
。

「
悦
子
ち
ゃ
ん
の
ピ
ア
ノ
見
た
げ
て
る
ら
し
い
」
：
：
：
な
る
ほ
ど
、
階
下
で
練
習
曲
の
音
が
し
て
ゐ
る
の
は
、
雪
子
が
先
に
身
仕
度
を
し
て
し
ま
っ
た
と
こ

ろ
で
悦
子
に
掴
ま
っ
て
稽
古
を
見
で
や
？
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
悦
子
は
母
が
外
出
す
る
時
で
も
雪
子
さ
へ
家
に
ゐ
て
く
れ
れ
ば
大
人
し
く
留
守
番
を
す
る

児
で
あ
る
の
に
、
今
日
は
母
と
妙
子
と
三
人
が
揃
っ
て
出
か
け
る
と
云
ふ
の
で
少
し
機
嫌
が
悪
い
の
で
あ
る
が
、
二
時
に
始
ま
る
演
奏
会
が
済
み
さ
へ
し
た

ら
雪
子
だ
け
一
と
足
先
に
夕
飯
ま
で
に
は
帰
っ
て
来
て
上
げ
る
と
云
ふ
こ
と
で
ど
う
や
ら
納
得
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

@ 
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右
の
一
節
だ
け
で
も
、
い
か
に
丹
念
に
作
者
が
こ
う
し
た
日
常
生
活
を
楽
し
み
味
わ
い
な
が
ら
書
い
て
い
る
か
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
彼
女
た
ち
一
人
一

人
の
日
常
生
活
の
細
か
な
進
退
や
動
作
に
は
、
作
者
の
洗
練
さ
れ
た
感
性
に
よ
る
き
ら
び
や
か
な
縁
ど
り
が
さ
れ
、
ま
た
先
に
述
べ
た
陰
磐
の
方
法
な
ど
に
よ

っ
て
実
に
見
事
に
美
し
く
は
な
ゃ
い
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

「
細
雪
」
を
描
い
た
潤
一
郎
に
は
、
自
然
主
義
小
説
の
よ
う
な
日
常
平
俗
な
題
材
に
よ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
当
時
の
自
然
主
義
の
小
説
と
は
正
反
対

の
豪
華
絢
欄
た
る
芸
術
性
を
持
っ
た
作
品
を
描
き
あ
げ
う
る
と
い
う
強
い
自
信
と
自
負
が
う
か
が
わ
れ
る
。
始
め
か
ら
、
谷
崎
潤
一
郎
は
何
よ
り
も
貧
し
げ
な

も
の
や
色
彩
の
乏
し
い
も
の
を
嫌
悪
し
、
彼
の
文
学
の
そ
も
／
＼
の
出
発
も
、
当
時
全
盛
で
あ
っ
た
自
然
主
義
文
学
の
無
味
平
板
さ
、
そ
の
芸
術
的
装
飾
の
乏

し
さ
惨
め
さ
、
個
人
的
悩
み
や
感
傷
に
満
ち
て
い
た
そ
の
じ
め
／
＼
し
た
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
反
援
か
ら
、
か
え
っ
て
極
端
に
強
烈
な
感
覚
の
耽

溺
や
異
常
な
ス
ト
ー
リ
イ
を
持
つ
作
品
を
書
い
た
の
で
あ
っ
た
。
潤
一
郎
は
「
東
京
を
お
も
ふ
」
の
中
で
自
ら
記
述
し
た
よ
う
に
、
た
た
み
い
わ
し
を
オ
ツ
と

か
イ
キ
と
か
言
っ
て
喜
ぶ
、
そ
う
し
た
貧
し
げ
な
生
活
態
度
や
一
種
形
而
上
的
な
美
意
識
を
何
よ
り
も
嫌
い
、
豊
鏡
な
も
の
、
た
っ
ぷ
り
し
た
も
の
、
華
麗
で



豪
華
な
も
の
を
第
一
に
好
み
憧
慢
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
文
学
は
、
そ
う
し
た
位
び
寂
び
的
な
精
神
的
内
面
的
で
は
あ
る
が
、
ど
こ
か
生
彩
を
欠
い
た
位
び

し
い
美
意
識
や
理
念
に
対
す
る
一
種
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
に
於
て
、
そ
の
文
学
が
絢
欄
豪
華
な
芸
術
的
装
飾
を
目
指
し
た
の
も
当
然

で
あ
っ
た
。

ま
た
以
上
の
よ
う
な
装
飾
性
は
、
こ
の
作
品
全
体
の
構
成
の
仕
方
自
身
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
小
説
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
一
つ
の
美
の

世
界
を
構
成
す
る
事
が
目
的
な
の
で
あ
っ
て
、
何
か
一
つ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
た
命
題
や
作
者
の
問
題
を
訴
え
る
手
段
と
さ
れ
て
は
い
な
い
。

「
細
雪
」
の
細
か
な
一
つ
／
＼
の
場
面
、
四
度
に
も
わ
た
る
雪
子
の
見
合
い
の
場
面
、
月
見
や
花
見
や
舞
の
会
、
シ
ュ
ト
ル
ツ
家
の
帰
国
や
東
京
見
物
等
々
、

こ
れ
ら
は
い
わ
ば
装
飾
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
ど
の
場
面
も
こ
の
作
品
の
話
の
主
体
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
こ
の
作
品
全
体
が
、
す
べ
て
こ
う
し
た
余
分

な
装
飾
的
な
場
面
／
＼
の
面
白
き
ゃ
う
ま
味
に
よ
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
谷
崎
潤
一
郎
は
完
全
に
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

部
分
だ
け
で
小
説
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
小
説
と
し
て
稀
有
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
実
に
賛
沢
お
方
法
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
五
）
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「
細
雪
」
が
近
代
小
説
の
も
つ
概
念
か
ら
は
ず
れ
た
何
ら
精
神
上
の
問
題
と
か
か
わ
ら
ず
、
作
者
の
唯
物
的
な
現
実
享
楽

の
理
想
を
完
全
な
形
で
小
説
化
し
、
彼
の
豊
か
な
感
性
に
よ
っ
て
様
々
な
装
飾
を
こ
ら
さ
れ
た
潤
一
郎
好
み
の
美
の
世
界
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
細
雪
」
の
美

さ
て
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

は
ど
の
よ
う
な
性
格
と
効
果
を
形
造
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

河
上
徹
太
郎
氏
は
既
に
昭
和
十
年
十
二
月
号
「
文
学
」
に
於
て
、
谷
崎
潤
一
郎
の
芸
術
を
定
義
し
て
「
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
、
並
に
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク

に
ピ
ト
レ
ス
ク
な
芸
術
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
確
か
に
文
学
と
し
て
、
何
ら
か
の
意
味
で
も
「
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
を
問
題
と
し
な
い
彼
の
文
学
は
、
最
終

ピ
ト
レ
ス
グ

的
に
は
絵
巻
物
風
な
絵
画
的
な
芸
術
と
し
て
完
成
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
特
に
「
細
雪
」
の
場
合
、
多
分
に
そ
う
し
た
絵
画
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。

「
谷
崎
潤
一
郎
の
文
体
」
と
い
う
論
文
の
中
で

し
、
ま
た
先
に
潤
一
郎
の
文
学
を
絵
画
的
と
規
定
し
た
河
上
徹
太
郎
氏
は
、
潤
一
郎
の
没
後
、
昭
和
四
十
年
十
月
号
の
新
潮
の
中
で
大
谷
崎
の
「
大
は
幅
の
広

こ
の
他
、
寺
田
透
氏
は
、

「
平
安
風
と
言
お
う
よ
り
は
桃
山
風
の
風
俗
図
扉
風
「
細
雪
」
」とい
う
表
現
を



さ
、
線
の
太
さ
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
氏
の
文
体
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
読
者
の
側
か
ら
い
へ
ば
、
そ
の
印
象
の
豊
満
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
例
へ
ば

桃
山
期
の
狩
野
派
、
永
徳
や
山
楽
の
襖
絵
に
最
も
倣
へ
得
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
他
「
細
雪
」
を
絵
巻
物
に
例
え
る
評
家
は
多
い
。

「
細
雪
」
の
豪
華
さ
、
は
な
や
か
さ
は
、
金
箔
の
地
を
背
景
に
溢
れ
ん
ば
か
り
に
華
麗
な
花
鳥
や
、
み
や
び
や
か
な
風
俗
や
行
楽
な
ど
を
描
い
た
桃

確
か
に
、

山
期
の
障
壁
画
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
「
細
雪
」
の
世
界
の
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
豊
鏡
さ
や
そ
の
華
麗
さ
は
、
上
方
文
化
と
裕
福
な
町
人
の
経
済

力
と
旺
盛
で
賛
沢
な
生
活
意
欲
と
に
支
え
ら
れ
て
、
花
鳥
風
月
や
典
雅
な
宮
廷
行
事
を
豪
華
に
装
飾
化
し
様
式
化
し
た
桃
山
期
の
障
壁
画
と
、
そ
の
根
本
的
な

性
格
を
同
じ
く
し
て
い
る
。

し
か
し
、
谷
崎
潤
一
郎
の
「
細
雪
」
と
、
そ
れ
ら
桃
山
期
の
絵
画
と
の
聞
に
は
、
何
か
一
つ
の
隔
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

の
絵
画
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
豪
放
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
そ
の
絵
か
ら
溢
れ
出
て
い
る
作
者
の
生
き
／
＼
と
し
た
気
迫
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
従

っ
て
、
そ
れ
は
絵
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
模
様
に
近
い
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
桃
山
期
の
芸
術
が
、
何
ら
か
の
意
味
で
作
者
の
詩
的
精

「
細
雪
」
に
は
、
そ
れ
ら

神
の
反
映
で
あ
り
、
作
者
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
内
面
性
に
生
きf
t

、
と
裏
付
け
さ
れ
た
一
つ
の
詩
的
世
界
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
細
雪
」
は
、

一
勺
の
享
楽
的
な
美
の
世
界
を
構
成
し
楽
し
む
こ
と
が
、
す
べ
て
の
目
的
で
あ
り
、
作
者
の
切
実
な
心
と
の
結
び
つ
き
を
欠
い
て
お
り
、
作
品
に
描
か
れ
た
以

上
の
何
ら
の
世
界
を
も
こ
の
作
品
は
読
者
に
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
当
然
す
ぐ
れ
た
絵
画
の
も
つ
べ
き
或
種
の
力
を
持
つ
て
は
い
な

い
。
白
井
吉
見
氏
は
、
「
つ
ま
り
批
評
性
の
欠
如
の
上
に
様
式
化
さ
れ
た
感
性
的
な
趣
味
の
世
界
が
一
貫
し
て
、
潤
一
郎
の
小
説
の
根
本
的
性
格
で
あ
る
」
と

述
べ
、
更
に
「
細
雪
」
に
つ
い
て
は
、
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「
い
わ
ば
今
様
歌
舞
伎
で
あ
る
。
近
代
小
説
と
は
殆
ん
ど
無
縁
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
支
配
し
て
い
る
の
は
最

も
常
識
的
、
様
式
化
さ
れ
た
日
本
的
美
意
識
と
趣
味
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
篠
田
一
士
氏
は
「
「
細
雪
」
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
章
の
中
で
「
細
雪
」

は
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
下
で
、
近
代
小
説
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
技
法
を
駆
使
し
て
書
か
れ
た
可
憐
な
童
話
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
童
話
が
本
来
も
つ
は
ず
の

暗
示
力
と
象
徴
性
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
よ
う
と
し
た
実
に
稀
有
な
努
力
な
の
で
あ
る
。
」
と
批
評
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
批
評
は
そ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な

も
の
、
或
は
詩
的
精
神
、
ひ
い
て
は
暗
示
力
と
象
徴
性
を
排
除
し
て
し
ま
っ
た
文
学
は
、
作
品
の
中
に
確
か
に
風
俗
絵
巻
の
よ
う
な
余
裕
と
美
的
情
緒
を
与
え

る
事
は
出
来
る
が
、
同
時
に
こ
の
作
品
に
、
作
者
の
深
い
内
面
性
や
詩
的
味
わ
い
を
溢
れ
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
何
か
空
疎
な
も
の
足
ら
な
さ
を
感
じ
さ
せ



る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
「
細
雪
」
は
、
非
常
に
洗
練
さ
れ
た
様
式
の
美
し
さ
な
の
で
あ
り
、
そ
の
絵
画
的
な
美
の
世
界
は
、
絵
画
と
い
う
よ
り
い
わ
ば
、
極
め
て
精
巧
な
名

人
気
質
の
職
人
が
描
い
た
最
も
は
な
や
か
で
、
豪
華
な
、
友
禅
模
様
の
世
界
で
あ
り
、
美
し
さ
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
為
に
作
者
は
、
実
に
繊
細
な

工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
細
雪
」
で
は
、
自
然
が
描
か
れ
て
も
、
人
物
が
描
か
れ
で
も
、
作
者
は
ま
っ
た
く
同
じ
比
重
で
叙
述
し
、
淡
々
と
ほ
と

ん
ど
機
械
的
に
、
或
は
幾
何
学
的
に
、
次
々
と
事
件
を
平
面
的
に
描
き
あ
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
叙
述
の
仕
方
が
す
で
に
、
こ
の
作
品
に
模
様
又
は
幾
可
学
的

な
様
式
を
感
じ
さ
せ
る
一
つ
の
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
白
井
吉
見
氏
は
、
「
さ
ま
ざ
ま
の
論
議
」
の
中
で
、
「
細
雪
」
の
洪
水
の
場
面
を
と
り
あ
げ
、
「
こ

の
洪
水
を
と
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
『
細
雪
』
全
体
の
調
子
に
破
綻
を
も
た
ら
す
よ
う
な
描
き
方
で
は
決
し
て
な
い
。
逆
に
洪
水
が
そ
の
は
げ
し
さ
を
ぬ
き

と
ら
れ
て
花
見
や
蛍
狩
り
や
鯛
の
料
理
や
見
合
の
衣
裳
な
ど
と
調
和
す
る
も
の
と
し
て
『
細
雪
』
に
点
綴
さ
れ
て
い
る
無
数
の
美
景
の
一
つ
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
洪
水
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
花
見
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
自
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
ぬ
き
去
ら
れ
て

『
細
雪
』
の
美
的
世
界
を
構
成
す
る
一
要
素
に
化
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
単
に
景
物
ば
か
り
で
な
く
人
間
に
い
た
る
ま
で
こ
の
こ
と
に
か
は
り
は
な
い
。
こ
こ

で
は
、
す
べ
て
が
、
そ
れ
自
身
の
動
き
や
速
度
を
失
っ
て
、
作
者
の
強
力
な
美
意
識
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
る
。
「
細
雪
」
の
独
自
性
は
こ
こ
に
あ
る
の

だ
」
む
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
作
品
の
自
然
や
出
来
事
な
ど
す
べ
て
か
ら
リ
ア
リ
テ
ィ
を
排
除
す
る
と
こ
ろ
に
、
意
識
的
な
模
様
化
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で

-17-

あ
る
。
谷
崎
潤
一
郎
自
身
、
「
鏡
舌
録
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
「
筋
の
面
白
さ
と
は
云
ひ
換
え
れ
ば
、
物
の
組
み
立
て
方
、
構
造
の
面
白
さ
、
建
築
的
の

美
し
き
で
あ
る
。
此
れ
に
芸
術
的
価
値
が
な
い
と
は
云
へ
な
い
。
勿
論
此
れ
ば
か
り
が
唯
一
の
価
値
で
は
な
い
け
れ
ど
も
凡
そ
文
学
に
於
て
、
構
造
的
美
観
を

最
も
多
量
に
持
ち
得
る
も
の
は
小
説
で
あ
る
と
私
は
信
じ
る
。
」と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
作
者
の
小
説
観
自
体
が
、
既
に
そ
こ
に
詩
あ
る
い
は
絵
画
的
な
価
値

を
盛
ろ
う
と
は
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
模
様
と
し
て
の
構
成
美
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
彼
の
小
説
観
に
支
え
ら
れ
て
、

細

雪
」
は
、
入
り
組
ん
だ
出
来
事
や
日
常
生
活
の
場
面
が
敏
密
に
、
彼
の
「
鏡
舌
録
」
で
主
張
す
る
「
幾
何
学
的
」
な
美
し
さ
を
も
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
お

り
、
再
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



結
局
細
雪
に
お
け
る
谷
崎
潤
一
郎
の
意
図
は
、
平
俗
な
日
常
生
活
、
平
俗
な
人
物
た
ち
と
月
並
か
つ
紋
切
型
の
美
の
型
を
こ
と
さ
ら
選
び
出
し
こ
れ
に
金
糸

銀
糸
の
縫
取
り
を
こ
ら
す
ご
と
く
、
実
に
精
細
に
あ
で
や
か
な
装
飾
を
こ
ら
し
、
そ
こ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
の
世
界
で
は
な
く
極
度
に
人
工
化
さ
れ
た
美
の
世
界
を

創
造
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
人
工
の
美
の
世
界
は
、
絵
画
的
な
世
界
で
あ
る
よ
り
、
絵
画
と
し
て
の
生
き
／
＼
と

L

た
象
徴
性
或

は
詩
的
感
動
を
失
っ
て
い
る
為
に
、
む
し
ろ
実
に
繊
細
で
綿
密
な
装
飾
性
に
よ
っ
て
、
は
な
や
か
に
染
め
あ
げ
ら
れ
た
模
様
の
も
つ
美
に
近
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
生
活
絵
巻
｜
春
夏
秋
冬
の
花
月
の
遊
び
ゃ
、
典
雅
で
は
古
風
な
年
中
行
事
や
衣
裳
、
そ
し
て
美
し
い
人
形
の
よ
う
な

姉
妹
た
ち
そ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
友
禅
の
振
り
袖
に
描
き
あ
げ
、
染
め
あ
げ
ら
れ
、
更
に
実
に
巧
み
に
製
飾
さ
れ
、
細
か
く
気
を
配
っ
て
配
置
さ
れ
た
構
図
で
あ

り
、
き
ら
び
や
か
な
裾
模
様
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
趣
味
は
、
紋
切
型
で
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
日
本
の
美
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
も
い

う
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
細
雪
」
の
世
界
は
、
見
事
に
造
型
さ
れ
製
飾
化
さ
れ
た
感
覚
的
な
美
の
世
界
と
し
て
、
潤
一
郎
の
意
図
し
た
「
構
成
的
美
観
」
を
も
っ
て
、
豪

華
絢
欄
た
る
友
禅
模
様
の
如
く
、
あ
で
や
か
に
完
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
細
雪
」
は
、
文
学
の
本
来
も
っ
て
い
る
精
神
と
表
現
と
い
う
両
翼
の
う
ち
、
精
神
性
を
完
全
に
排
除
し
て
、
表
現
と
装
飾
の
み
に
於
て
、
ど
う
程
度

つ
ま
り
、
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ま
で
小
説
と
し
て
完
成
し
う
る
か
と
い
う
一
つ
の
稀
有
な
試
み
で
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
最
も
精
巧
な
職
人
の
手
に
な
る
豪
華
な
友
禅
模
様
を
訪
御
と
さ
せ
る
華
麗
な
感
覚
的
な
造
型
美
こ
そ
、

「
細
雪
」
の
美
で
あ
り
、
そ
こ
に
ヒ

ュ
I

マ
ニ
ズ
ム
を
隔
絶
し
た
感
性
の
文
学
た
る
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
の
一
つ
の
完
成
点
と
、
更
に
は
限
界
を
も
合
わ
せ
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
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