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１　

�

陰
翳
の
美
学
と
「
人
形
の
心
棒
」
と
し
て
の
日
本
人
の

身
体

　

本
論
は
、
谷
崎
潤
一
郎
（
一
八
八
六
─
一
九
六
五
年
）
の
随
筆
『
陰
翳

禮
讃
』（『
経
済
往
来
』
一
九
三
三
年
一
二
月
─
翌
一
月
）
に
潜
在
す
る
美

的
・
倫
理
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
実
を
、
東
洋
と
対
比
さ
れ
る
西
洋
、
主

谷
崎
潤
一
郎
『
陰
翳
禮
讃
』
に
お
け
る
美
と
倫
理
の

批
判
的
考
察

─
人
種
概
念
お
よ
び
日
本
人
の
身
体
観
を
め
ぐ
る
近
代
性
と
美
学
・ 

美
術
史
学
上
の
論
点
を
中
心
に

平
井
倫
行

に
白
人
憧
憬
と
い
う
概
念
と
、
そ
の
身
体
性
を
基
軸
に
検
証
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

谷
崎
は
『
陰
翳
禮
讃
』
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

　
「
暗
い
部
屋
に
住
む
こ
と
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
わ
れ
〳
〵
の
先
祖
は
、

い
つ
し
か
陰
翳
の
う
ち
に
美
を
發
見
し
、
や
が
て
は
美
の
目
的
に
添
ふ
や

う
に
陰
翳
を
利
用
す
る
に
至
つ
た
。
事
實
、
日
本
座
敷
の
美
は
全
く
陰
翳
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の
濃
淡
に
依
つ
て
生
れ
て
ゐ
る
の
で
、
そ
れ
以
外
に
何
も
な
い
。
西
洋
人

が
日
本
座
敷
を
見
て
そ
の
簡
素
な
の
に
驚
き
、
唯
灰
色
の
壁
が
あ
る
ば
か

り
で
何
の
裝
飾
も
な
い
と
云
ふ
風
に
感
じ
る
の
は
（
中
略
）
そ
れ
は
陰
翳

の
謎
を
解
し
な
い
か
ら
で
あ
る
（
中
略
）
我
等
に
取
つ
て
は
此
の
壁
の
上

の
明
る
さ
或
は
ほ
の
ぐ
ら
さ
が
何
物
の
裝
飾
に
も
優
る
」（
傍
線
筆
者（
１
））

　

日
本
に
際
立
っ
た
影
の
美
意
識
を
表
現
し
た
一
節
と
し
て
こ
の
文
章
は

特
筆
に
値
す
る
。
こ
こ
で
作
家
の
視
点
は
闇
の
装
飾
的
利
用
と
物
質
と
陰

翳
の
綾
と
に
美
を
見
出
す
感
受
性
を
論
じ
た
意
味
で
、
本
論
に
対
し
重
要

な
視
座
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
文
学
者
に
よ
る
徹
底
的
な
「
随
想
」
と
い

う
形
式
で
語
ら
れ
る
独
創
的
日
本
文
化
論
と
し
て
、
本
テ
ク
ス
ト
は
実
に

様
々
な
文
脈
か
ら
俎
上
に
載
せ
ら
れ
、
文
学
研
究
は
勿
論
、
建
築
学
、
装

飾
学
、
美
学
・
美
術
史
学
と
い
っ
た
多
様
な
領
域
に
先
行
研
究
の
蓄
積
が

存
在
す
る（
２
）。

　

実
際
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
包
括
す
る
議
論
の
射
程
は
ま
ず
「
今
日
、
普

請
道
樂
の
人
が
純
日
本
風
の
家
屋
を
建
て
ゝ
住
ま
は
う
と
す
る
と（
３
）」

と
い

う
一
文
か
ら
は
じ
ま
る
作
家
執
筆
当
時
、
純
日
本
建
築
の
屋
敷
を
構
え
た

際
に
生
じ
る
西
洋
文
明
受
容
の
不
都
合
を
、
美
的
調
和
の
問
題
か
ら
批
判

的
に
見
据
え
る
事
か
ら
出
発
し
つ
つ
、し
か
し
そ
こ
で
は「
厠
」か
ら「
紙
」

「
食
器
」「
玉
（
宝
石
）」
更
に
は
「
吸
い
物
」「
羊
羹
」
を
は
じ
め
と
し

た
食
物
、「
障
子
」「
砂
壁
」「
床
の
間
」
と
い
っ
た
調
度
、「
衣
裳
」
や
「
芸

能
」「
価
値
観
」
と
い
っ
た
全
生
活
範
疇
に
及
び
、
作
家
は
「
闇
の
理
法
」

と
呼
称
す
る
我
国
の
伝
統
的
態
度
を
「
私
」
の
主
観
に
語
り
な
が
ら
、
そ

れ
を
西
洋
と
の
対
比
構
造
か
ら「
わ
れ
〳
〵
」民
族
一
般
、「
東
洋（
日
本
）」

文
化
一
般
の
有
す
傾
向
へ
と
可
能
な
限
り
敷
衍
し
て
み
せ
る（
４
）。

本
随
筆
が

一
文
学
者
の
趣
味
論
を
越
え
、「
代
表
的
日
本
文
化
論
」
と
し
て
現
在
な

お
そ
の
価
値
を
保
持
し
得
る
根
拠
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
広

汎
性
と
、
そ
こ
に
強
く
想
定
さ
れ
た
比
較
文
明
論
と
し
て
の
意
識
に
基
づ

い
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う（
５
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
が
多
様
な
問
題
系
を
統
合
し
て
成
る
本
著
作

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
論
じ
る
べ
き
議
論
の
振
幅
に
対
し
、
作
家
が

特
に
志
向
し
た
主
題
は
一
貫
し
て
い
る
。

　
「
人
間
の
身
体
」
で
あ
る（
６
）。

　

先
述
の
通
り
、
本
著
は
他
な
ら
ず
「
建
築
」
の
問
題
か
ら
語
ら
れ
は
じ

め
、
そ
し
て
そ
れ
は
全
生
活
論
へ
と
接
続
さ
れ
つ
つ
、「
私
」
の
美
意
識

は
絶
え
ず
西
洋
人
の
皮
膚
と
日
本
人
の
皮
膚
の
色
の
差
異
に
根
拠
を
置
く

も
の
と
認
識
さ
れ
、
そ
の
視
線
の
収
斂
す
る
中
心
に
は
、
そ
こ
に
生
活
を

す
る
、
生
き
た
人
間
の
身
体
が
想
定
さ
れ
て
い
た（
７
）。

谷
崎
が
様
々
な
情
景

を
あ
げ
描
写
す
る
美
的
性
質
は
、
そ
の
最
深
部
に
存
在
す
る
闇
と
身
体
と

が
、
あ
る
状
況
や
関
係
に
基
づ
い
た
時
に
示
現
さ
せ
る
美
を
「
見
え
る
よ



谷崎潤一郎『陰翳禮讃』における美と倫理の批判的考察─ 67 ─

う
に
す
る
為
」
の
補
助
線
と
し
て
機
能
し
、
そ
し
て
作
家
が
『
陰
翳
禮
讃
』

に
要
請
し
た
身
体
と
は
、
何
よ
り
も
「
母
の
身
体
」
な
か
ん
ず
く
「
女
の

身
体
」
で
あ
っ
た
。

　

谷
崎
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
私
は
母
の
顏
と
手
の
外
、
足
だ
け
は
ぼ
ん
や
り
覺
え
て
ゐ
る
が
、
胴

體
に
つ
い
て
は
記
憶
が
な
い
。
そ
れ
で
想
ひ
起
す
の
は
、
あ
の
中
宮
寺
の

觀
世
音
の
胴
體
で
あ
る
が
、
あ
れ
こ
そ
昔
の
日
本
の
女
の
典
型
的
な
裸
體

像
で
は
な
い
の
か
（
中
略
）
私
は
あ
れ
を
見
る
と
、
人
形
の
心
棒
を
思
ひ

出
す
の
で
あ
る
。
事
實
、
あ
の
胴
體
は
衣
裳
を
着
け
る
た
め
の
棒
で
あ
つ

て
、
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
（
中
略
）
が
、
昔
は
あ
れ
で
よ
か
つ
た

の
だ
、
闇
の
中
に
住
む
彼
女
た
ち
に
取
つ
て
は
、
ほ
の
じ
ろ
い
顏
一
つ
あ

れ
ば
、
胴
體
は
必
要
が
な
か
つ
た
の
だ
（
中
略
）
わ
れ
〳
〵
東
洋
人
は
何

で
も
な
い
所
に
陰
翳
を
生
ぜ
し
め
て
、
美
を
創
造
す
る
（
中
略
）
陰
翳
の

作
用
を
離
れ
て
美
は
な
い
（
中
略
）
わ
れ
〳
〵
の
祖
先
は
、
女
と
云
ふ
も

の
を
蒔
繪
や
螺
鈿
の
器
と
同
じ
く
、
闇
と
は
切
つ
て
も
切
れ
な
い
も
の
と

し
て
（
中
略
）
蔭
へ
沈
め
て
し
ま
ふ
や
う
に
し
、
長
い
袂
や
長
い
裳
裾
で

手
足
を
隅
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（
８
）」（

傍
線
筆
者
）

　

こ
こ
で
谷
崎
が
闇
の
中
に
住
む
女
性
に
見
た
も
の
、
そ
れ
は
、
そ
こ
に

あ
り
な
が
ら
し
か
し
現
前
す
る
事
の
な
い
、
投
じ
ら
れ
る
闇
や
装
飾
性
を

纏
う
為
に
の
み
想
定
さ
れ
た
「
人
形
の
心
棒
」
の
如
き
身
体
で
あ
る
。
作

家
の
描
写
は
観
念
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
故
の
幻
想
性
が
生
じ
て
い
る
事

は
否
定
し
得
な
い
が
、
こ
こ
で
作
家
が
指
摘
し
た
身
体
と
は
し
か
し
、
必

ず
し
も
文
学
者
の
虚
構
的
思
惟
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
い
。我
国
の
衣
裳
・

装
飾
史
に
お
い
て
一
般
に
、
律
令
時
代
以
降
、
顔
や
身
体
よ
り
も
着
物
や

髪
型
に
美
を
見
出
し
、
感
情
表
出
や
身
体
の
量
塊
性
を
捨
象
す
る
美
意
識

が
形
成
さ
れ
た
事
は
、
都
度
指
摘
さ
れ
る
研
究
上
の
要
点
で
あ
る（
９
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
作
家
は
本
随
筆
を
あ
く
ま
で
「
生
活
」
の
問
題
と
関
係

づ
け
て
綴
り
な
が
ら
、
し
か
し
終
始
、
そ
れ
を
そ
こ
に
い
る
筈
の
人
間
や

「
私
」
の
身
体
と
無
関
係
に
は
決
し
て
論
じ
な
い
。
叙
述
さ
れ
る
多
様
な

生
活
上
の
描
写
に
は
、
聴
覚
、
味
覚
と
い
っ
た
、
身
体
感
覚
を
刺
激
す
る

表
現
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
が
、
分
け
て
も
触
知
性
に
基
づ
い
た
「
肌
」

の
使
用
は
際
立
ち
、
建
築
や
化
粧
の
問
題
は
物
質
に
対
す
る
影
と
装
飾
を

媒
介
と
し
た
身
体
的
空
間
へ
と
重
層
さ
れ
る
事
で
多
元
的
な
把
握
を
受
け

る）
（1
（

。
こ
う
し
た
作
業
を
通
し
作
家
が
、
影
と
肌
と
の
関
係
に
見
出
す
も
の

と
は
、「
濁
り
」「
澱
み
」「
蔭
り
」
と
い
っ
た
「
明
度
」、「
浸
透
」「
沈
下
」

「
吸
収
」
と
い
っ
た
「
深
度
」、「
背
後
」「
奥
」「
底
」
と
い
っ
た
空
間
設

定
上
の
「
距
離
」、
そ
し
て
そ
れ
が
意
味
す
る
時
間
的
・
感
覚
的
「
過
去
性
」
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で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
作
中
、
谷
崎
自
ら
「
非
衞
生
的
分
子）

（（
（

」
と
述
べ
る
不

浄
性
、
穢
れ
へ
と
、
記
号
的
に
総
括
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

そ
も
そ
も
『
陰
翳
禮
讃
』
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
重
要
な
側
面
は
、
同

著
が
卓
越
し
た
趣
味
論
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
が
穢
れ
論
と
し
て
の
性
質

を
強
く
有
し
て
い
た
事
で
、
谷
崎
は
序
段
「
日
本
の
建
築
の
中
で
、
一
番

風
流
に
出
來
て
ゐ
る
の
は
厠
」
で
あ
り
「
古
來
の
俳
人
は
此
處
か
ら
無
數

の
題
材
を
得
て
ゐ
る
」
と
さ
え
述
べ
て
い
る）

（1
（

。
そ
し
て
「
總
べ
て
の
も
の

を
詩
化
し
て
し
ま
ふ
我
等
の
祖
先
は
、
住
宅
中
で
何
處
よ
り
も
不
潔
で
あ

る
べ
き
場
所
を
、
却
っ
て
、
雅
致
の
あ
る
場
所
に
變
へ
、
花
鳥
風
月
と
結

び
付
け
て
、
な
つ
か
し
い
連
想
の
中
へ
包
む
や
う
に
し
た）

（1
（

」
と
い
う
こ
の

主
張
の
眼
目
に
あ
る
の
は
、「
不
浄
」「
暗
さ
」「
風
雅
」
そ
し
て
「
過
去
性
」

の
一
致
で
あ
り
、
そ
れ
は
谷
崎
に
お
い
て
「
芸
術
」
の
発
生
す
る
場
所
と

し
て
、
必
然
「
美
」
の
発
生
す
る
場
所
な
の
で
あ
る
。
谷
崎
は
「
何
處
よ

り
も
不
潔
で
あ
る
べ
き
場
所
」
に
清
潔
を
、
そ
れ
も
「
徹
底
的
に
淸
潔
で

あ
る
こ
と
」
を
要
求
す
る）

（1
（

。
こ
の
現
実
に
は
両
立
し
そ
う
も
な
い
条
件
を

可
能
な
ら
し
め
る
の
が
「
薄
暗
さ
」
で
あ
っ
て
、
不
浄
に
要
求
さ
れ
る
清

浄
の
完
全
性
と
い
う
矛
盾
は
、
そ
の
清
浄
さ
に
対
し
投
じ
ら
れ
る
影
の
問

題
と
し
て
補
足
的
説
明
を
受
け
る
。「
や
は
り
あ
ゝ
云
ふ
場
所
は
、
も
や

〳
〵
と
し
た
薄
暗
が
り
の
光
線
で
包
ん
で
、
何
處
か
ら
淸
淨
に
な
り
、
何

處
か
ら
不
淨
に
な
る
と
も
、
け
ぢ
め
を
朦
朧
と
ぼ
か
し
て
置
い
た
方
が
よ

い）
（1
（

」
と
す
る
作
家
の
要
点
と
は
、
不
浄
と
清
浄
の
境
界
を
影
に
よ
っ
て
曖

昧
に
す
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
不
可
能
性
に
対
す
る
調
停
の
議
論
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
も
と
よ
り
そ
の
「
薄
暗
さ
」
と
は
朦
朧
な
も
の
と
し
て
、
決

し
て
「
真
の
闇
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
、
あ
る
種
屈
折
し
た
論
理
は
、
本
随
筆
中
全
て
の
認
識
に
通
底
さ

れ
、
紙
で
あ
れ
食
器
で
あ
れ
宝
石
で
あ
れ
変
わ
る
事
は
な
い
。
谷
崎
が
美

質
と
し
て
取
り
出
す
も
の
は
一
様
に
「
沈
ん
だ
翳
り
の
あ
る
も
の
」「
手

垢
の
光）

（1
（

」
で
あ
り
、
そ
れ
は
透
き
通
る
視
線
に
対
置
さ
れ
た
「
汚
れ
」「
濁

り
」
の
問
題
と
し
て
一
貫
す
る
。

　

谷
崎
は
皮
膚
、
そ
れ
も
女
の
皮
膚
に
つ
い
て
文
中
、
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
「
白
皙
人
種
の
白
さ
と
わ
れ
〳
〵
の
白
さ
と
は
何
處
か
違
ふ
（
中
略
）

日
本
人
の
は
ど
ん
な
に
白
く
と
も
、
白
い
中
に
微
か
な
翳
り
が
あ
る
（
中

略
）
そ
の
皮
膚
の
底
に
澱
ん
で
ゐ
る
暗
色
を
消
す
こ
と
が
出
來
な
い
。
ち

や
う
ど
淸
冽
な
水
の
底
に
あ
る
汚
物
が
、
高
い
所
か
ら
見
下
ろ
す
と
よ
く

分
る
や
う
に
、
そ
れ
が
分
る
。
殊
に
指
の
股
だ
と
か
、
小
鼻
の
周
圍
だ
と

か
、
襟
頸
だ
と
か
、
背
筋
だ
と
か
に
、
ど
す
黑
い
、
埃
の
溜
つ
た
や
う
な

隈
が
出
來
る）

（1
（

」（
傍
線
筆
者
）
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こ
こ
で
闇
は
堆
積
す
る
物
質
的
な
も
の
、
形
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
質

料
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
闇
や
過
去
は
濁
り
と
共
に
肌
へ
と
喩
え
ら
れ

た
水
底
に
、
そ
の
「
淸
冽
な
」
水
を
以
て
し
て
も
洗
い
流
す
事
の
出
来
ぬ

不
透
明
性
と
し
て
沈
滞
し
、
皮
膚
に
「
ど
す
黑
い
、
埃
の
溜
つ
た
や
う
な

隈
」
を
差
す
。
し
か
し
一
見
か
く
の
如
き
否
定
的
表
出
を
受
け
る
と
こ
ろ

の
も
の
が
ま
さ
に
「
な
つ
か
し
い
連
想
」
を
可
能
な
ら
し
め
る
東
洋
的
美

質
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。

　
「
白
皙
人
種
の
白
さ
と
わ
れ
〳
〵
の
白
さ
」
と
い
う
対
比
構
造
、
文
明

の
美
質
を
そ
の
人
種
の
外
貌
、
取
り
分
け
肌
の
色
の
差
異
に
還
元
す
る
谷

崎
の
視
点
は
、『
陰
翳
禮
讃
』
全
体
に
通
底
す
る
理
論
の
根
幹
で
あ
り
、

本
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
美
の
基
準
は
全
て
、
こ
の
西
洋
と
の
対
比
か
ら
一

見
否
定
的
に
表
明
さ
れ
る
日
本
（
東
洋
）
と
い
う
倒
錯
し
た
構
図
の
も
と

把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２　

谷
崎
潤
一
郎
の
日
本
（
東
洋
）
回
帰
と
汎
ア
ジ
ア
性

　
『
陰
翳
禮
讃
』
に
見
ら
れ
る
西
洋
と
の
対
比
か
ら
否
定
的
に
表
出
さ
れ

る
日
本
（
東
洋
）
と
い
う
構
造
に
つ
い
て
、
以
下
考
察
を
進
め
る
。

　

通
説
と
し
て
、
谷
崎
の
生
涯
は
西
洋
崇
拝
の
傾
向
が
支
配
的
で
あ
る
青

年
期
と
日
本
（
東
洋
）
回
帰
を
し
た
と
さ
れ
る
晩
年
期
に
分
た
れ
、
こ
れ

ら
の
変
化
は
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
年
）
の
関
東
大
震
災
後
、
関
西
方

面
へ
の
転
居
に
同
調
し
て
い
る
と
考
察
さ
れ
る）

（1
（

。
谷
崎
は
以
降
、
日
本
の

古
典
に
取
材
し
た
多
く
の
代
表
作
を
執
筆
し
、
中
で
も
『
陰
翳
禮
讃
』
は

「
東
洋
美
」「
日
本
美
」
の
根
源
を
論
じ
た
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た

優
れ
た
近
代
批
判
の
書
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

前
節
『
陰
翳
禮
讃
』
文
中
に
お
け
る
基
本
的
美
意
識
と
、
そ
こ
に
潜
在

す
る
人
種
的
観
念
に
つ
い
て
は
整
理
を
し
た
が
、
益
田
勝
美
は
本
テ
ク
ス

ト
が
東
洋
（
ひ
い
て
は
日
本
）
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
西
洋
文
明
の
受

容
に
よ
り
被
っ
て
い
る
「
損
」
を
見
、
こ
の
ま
ま
で
は
東
洋
は
精
神
的
に

も
文
化
的
に
も
西
洋
の
植
民
地
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
谷
崎
の
問
題
意

識
に
貫
か
れ
た
著
作
で
、
そ
の
点
に
、
単
純
な
趣
味
論
、
日
本
文
化
論
と

も
異
質
な
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
存
在
す
る
事
を
強
調
し
て
い
る）

11
（

。
益
田
は

ま
た
同
論
に
お
い
て
、
谷
崎
の
『
陰
翳
禮
讃
』
を
人
種
問
題
、
比
較
皮
膚

論
的
問
題
か
ら
想
定
し
た
「
黄
色
人
種
の
美
学
に
立
つ
芸
術
論
」
と
し
た

上
で
「
谷
崎
が
東
洋
的
と
い
う
形
で
追
求
し
た
日
本
的
な
も
の
を
、
東
洋

的
の
次
元
と
日
本
的
の
次
元
と
に
分
け
て
精
密
に
考
え
て
い
く
こ
と
も
、

今
後
は
必
要
と
な
ろ
う
」
と
し
て
い
る
が
、
適
切
な
指
摘
で
あ
る）

1（
（

。

　

こ
の
『
陰
翳
禮
讃
』
文
中
に
存
在
す
る
人
種
的
目
線
と
、
そ
の
内
実
と

し
て
の
東
洋
と
日
本
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
西
村
将
洋
は
、
当
該
著
作
で

語
ら
れ
る
谷
崎
の
美
学
と
実
在
の
建
築
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
た
、
興
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味
深
い
考
察
を
行
っ
て
い
る）

11
（

。
西
村
は
『
陰
翳
禮
讃
』
に
登
場
す
る
「
普

請
道
樂
の
人
」
が
作
者
本
人
及
び
親
友
の
笹
沼
源
之
助
で
あ
り
、
ま
た
随

筆
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
建
築
物
の
描
写
が
、
笹
沼
が
震
災
後
に
設
計
に

打
ち
込
ん
だ
と
さ
れ
る
「
偕
楽
園
」
並
び
に
「
谷
崎
が
一
九
二
八
年
か
ら

一
九
三
一
年
ま
で
住
ん
だ
兵
庫
県
武
庫
郡
梅
の
谷
の
家
の
別
棟
」
で
あ
る

事
を
述
べ
、
そ
れ
ら
は
様
式
的
に
見
て
現
実
に
は
必
ず
し
も
純
日
本
建
築

で
は
な
く
中
国
（
後
者
に
つ
い
て
は
西
洋
建
築
を
も
交
え
た
）
と
の
混
淆

様
式
で
あ
っ
た
事
を
考
証
し
て
い
る）

11
（

。
ま
た
谷
崎
の
日
本
回
帰
、
西
洋
か

ら
日
本
へ
の
関
心
の
転
換
点
が
昭
和
元
年
（
一
九
二
六
年
）
の
一
月
か
ら

二
月
に
経
験
し
た
上
海
旅
行
に
あ
る
と
す
る
西
原
大
輔
の
言
説
に
触
れ
な

が
ら
、
そ
れ
が
半
植
民
地
的
状
況
に
あ
っ
た
当
時
の
中
国
の
現
状
を
踏
ま

え
た
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
名
の
表
層
的
「
中
国
（
志
那
）
趣
味
」

の
放
棄
後
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
し
か
し
同
じ
く
西
洋
に
構
図
的
に

対
す
る
も
の
と
し
て
の
東
洋
と
い
う
漠
然
と
し
た
汎
ア
ジ
ア
的
連
帯
、
そ

れ
に
基
づ
く
反
西
洋
的
意
識
と
し
て
生
じ
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。
西

村
は
こ
の
時
、
谷
崎
は
中
国
で
体
験
す
る
様
々
な
出
来
事
を
自
分
の
日
本

で
の
記
憶
や
事
物
、
家
族
や
、
居
住
し
て
い
た
家
の
経
験
を
も
そ
こ
に
重

層
さ
せ
て
お
り
、
分
け
て
も
東
洋
の
闇
や
暗
さ
と
い
う
広
い
概
念
が
、
作

家
の
ご
く
個
人
的
な
日
本
の
過
去
の
闇
の
印
象
へ
と
拡
張
さ
れ
る
の
み
な

ら
ず
、
ひ
い
て
は
遠
く
古
都
・
京
都
の
長
い
歴
史
の
闇
に
さ
え
接
続
さ
れ

て
い
る
事
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。

　

谷
崎
の
考
え
る
日
本
的
な
美
質
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
か
な
り
曖
昧
な
広

が
り
を
持
っ
た
観
念
的
汎
ア
ジ
ア
概
念
、
東
洋
と
日
本
と
の
混
淆
性
の
も

と
に
構
築
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ケ
ズ
ナ
ジ
ャ
ッ

ト
の
論
考
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
陰
翳
禮
讃
』
と
『
蓼
喰
ふ
蟲
』
の
紹

介
」
に
お
け
る
考
察
は
、
ま
た
別
種
の
論
点
か
ら
、
こ
の
問
題
に
対
し
補

助
線
を
引
く
も
の
で
あ
る
。

　

ケ
ズ
ナ
ジ
ャ
ッ
ト
は
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
年
）
一
月
に
米
国
の
総

合
雑
誌
『
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
マ
ン
ス
リ
ー
』
に
公
開
さ
れ
た
『
陰
翳

禮
讃
』
の
抄
訳
こ
そ
が
、
谷
崎
が
英
語
圏
の
読
者
に
広
く
認
知
さ
れ
た
最

初
の
作
品
で
あ
り
、『
蓼
喰
ふ
蟲
』
の
翻
訳
と
も
併
せ
、
戦
後
日
本
を
代

表
す
る
作
家
と
い
う
国
際
的
評
価
に
結
び
つ
く
契
機
と
な
っ
た
と
し
た
上

で
、
そ
こ
に
は
当
時
の
西
欧
の
読
者
が
求
め
や
す
い
日
本
像
が
存
在
し
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
察
を
し
て
い
る）

11
（

。
戦
後
、
冷
戦
構
造
化
に
お
け

る
日
米
、
西
側
諸
国
と
の
戦
略
的
友
好
関
係
が
模
索
さ
れ
る
中
、
日
本
人

の
表
象
は
野
蛮
で
男
性
的
な
敵
国
人
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
従
順
で

女
性
的
な
も
の
へ
と
転
換
さ
れ
、そ
の
前
提
と
な
る
世
界
観
に
は
か
つ
て
、

十
九
世
紀
末
か
ら
戦
争
ま
で
の
間
、
広
汎
に
流
通
し
て
い
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
の
イ
メ
ー
ジ
、「
人
形
の
よ
う
な
」
女
性
や
、
礼
儀
正
し
い
学
徒
、
神

秘
的
骨
董
品
等
の
造
形
を
も
と
に
再
現
さ
れ
て
い
っ
た）

11
（

。
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前
節
で
も
引
用
し
た
如
く
「
人
形
の
よ
う
な
女
性
」
と
い
う
日
本
人
女

性
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
谷
崎
の
『
蓼
喰
ふ
蟲
』
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
「
人

形
の
よ
う
な
女
」
と
い
う
描
写
に
も
明
確
に
通
じ
る
も
の
で
、
ケ
ズ
ナ

ジ
ャ
ッ
ト
は
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
の
『
お
菊
さ
ん
』

等
に
通
有
の
表
現
で
あ
り
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
期
の
西
欧
人
が
見
た
日
本
女

性
へ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
内
包
し
た
典
型
的
描
写
で
あ
る
事
を
論
じ
た
西

原
大
輔
の
見
解
を
的
確
に
踏
ま
え
つ
つ
、『
陰
翳
禮
讃
』
に
お
け
る
女
性

身
体
に
も
、
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
意
識
的
・
無
意
識
的
に
包
摂
さ
れ
て
い

る
と
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
谷
崎
が
対
西
洋
的
な
意
識
か
ら
描
き
出
そ
う
と
し

た
日
本
・
東
洋
美
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
結
果
的
に
西
洋
社
会
か
ら
見
た
分
か

り
や
す
い
消
費
的
目
線
、
権
力
的
な
構
造
と
結
合
し
が
ち
で
あ
っ
た
と
い

う
指
摘
は
、
そ
の
実
、
深
刻
な
示
唆
を
含
ん
で
い
よ
う
。

　

上
述
の
よ
う
に
、
谷
崎
の
日
本
回
帰
に
は
、
そ
の
内
実
と
し
て
の
汎
ア

ジ
ア
的
連
帯
が
含
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
日
本
と
東
洋
の
厳
密
な

分
析
や
差
異
化
は
、
敢
え
て
果
た
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
う
し

て
生
み
出
さ
れ
た
谷
崎
の
日
本
・
東
洋
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
結
果
と
し
て

西
洋
的
視
線
に
お
い
て
極
め
て
平
板
、
か
つ
把
握
し
や
す
い
通
俗
的
美
質

と
し
て
描
写
さ
れ
る
傾
向
を
有
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
谷
崎
の
述
べ

る
陰
翳
の
美
や
日
本
回
帰
を
、
我
々
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
整
序
、

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
問
題
を
検
証
す
る
上
で
、
谷
崎
の
日
本
回
帰
へ
と
到
る
決
定
的
な

契
機
と
さ
れ
る
関
東
大
震
災
及
び
関
西
移
住
周
辺
の
事
情
と
、
そ
の
当
時

に
お
け
る
谷
崎
の
日
本
へ
の
意
識
の
変
遷
を
、
当
時
の
政
治
状
況
や
社
会

環
境
の
変
化
と
関
係
づ
け
な
が
ら
改
め
て
検
討
し
、俎
上
に
載
せ
る
事
は
、

こ
こ
ま
で
の
論
旨
に
対
し
、
意
義
深
い
視
座
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

前
述
の
如
く
、
西
洋
文
化
を
こ
そ
先
進
的
で
優
れ
た
も
の
と
考
え
て
い

た
青
年
期
の
谷
崎
は
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
年
）
ま
で
横
浜
の
西
洋

人
居
留
地
区
で
生
活
を
し
、
全
般
的
に
西
欧
風
の
生
活
を
し
、
出
来
る
だ

け
早
く
日
本
が
近
代
化
さ
れ
る
事
、
旧
弊
で
前
時
代
的
な
生
活
風
俗
が
刷

新
さ
れ
る
事
を
求
め
て
い
た
。
谷
崎
は
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
に
本

郷
か
ら
横
浜
市
本
牧
、
ま
た
翌
十
一
年
（
一
九
二
二
年
）
に
横
浜
市
山
手

に
転
居
し
、
更
に
そ
の
翌
年
の
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
年
）
九
月
一
日
、

箱
根
滞
在
中
に
関
東
大
震
災
に
被
災
し
て
い
る
。
そ
の
当
時
を
振
り
返
っ

た
随
筆
『
東
京
を
お
も
ふ
』（『
中
央
公
論
』
一
九
三
四
年
一
月
─
四
月
）

の
中
で
、
谷
崎
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「『
し
め
た
、
こ
れ
で
東
京
が
よ
く
な
る
ぞ
』
と
云
ふ
歡
喜
が
湧
い
て
來

る
の
を
、
如
何
と
も
し
難
か
つ
た
（
中
略
）『
燒
け
ろ
燒
け
ろ
、
み
ん
な

燒
け
ち
ま
へ
』
と
思
つ
た）

11
（

」
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同
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
な
ら
ば
、
谷
崎
は
震
災
の
被
害
が
広
が
る
最
中
、

そ
の
復
興
に
よ
っ
て
東
京
が
全
く
西
欧
的
に
近
代
化
さ
れ
る
事
を
願
い
、

最
初
は
急
場
を
し
の
ぐ
つ
も
り
で
の
み
関
西
へ
と
転
居
し
た
事
が
記
さ
れ

て
い
る）

11
（

。
西
洋
人
と
の
交
流
も
多
く
、
ま
た
自
分
で
は
既
に
完
全
に
西
洋

人
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
確
信
し
て
い
た
当
時
の
谷
崎
は
、
し
か
し

こ
の
時
点
か
ら
変
化
を
し
、
や
が
て
日
本
回
帰
へ
と
到
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る）

11
（

。

　

次
節
詳
述
す
る
如
く
『
東
京
を
お
も
ふ
』
は
『
陰
翳
禮
讃
』
と
ほ
ぼ
同

時
期
に
発
表
さ
れ
た
著
作
で
あ
り
、
谷
崎
の
日
本
回
帰
へ
と
到
る
心
境
の

変
化
を
、
作
家
の
内
省
的
判
断
を
も
含
め
な
が
ら
検
証
す
る
上
で
有
効
な

著
作
で
あ
る
。
以
下
随
筆
『
東
京
を
お
も
ふ
』
の
分
析
を
通
し
、
谷
崎
に

お
け
る
日
本
回
帰
の
内
実
と
、
そ
こ
に
通
底
す
る
美
的
・
倫
理
的
傾
向
に

つ
き
考
察
を
進
め
る
。

３　

�「
輕
佻
浮
薄
」
批
判
と
し
て
の
『
東
京
を
お
も
ふ
』
と

そ
の
倫
理
的
視
線

　

随
筆『
東
京
を
お
も
ふ
』と
震
災
と
の
関
係
に
つ
い
て
清
水
智
史
は「『
陰

翳
』
を
凝
視
す
る
─
─
谷
崎
潤
一
郎
の
東
京
批
判
と
『
陰
翳
礼
讃
』」
に

お
い
て
、
谷
崎
の
『
陰
翳
禮
讃
』
に
関
す
る
先
行
研
究
の
多
く
が
、
作
家

の
文
学
史
に
お
け
る
晩
年
の
日
本
回
帰
の
意
義
を
、
西
洋
文
明
に
対
す
る

反
近
代
（
反
西
洋
）
性
と
い
う
枠
組
み
に
基
づ
き
論
じ
て
い
る
事
を
批
判

的
に
検
証
し
、
そ
れ
を
同
時
代
に
噴
出
し
た
世
情
と
し
て
の
国
粋
主
義
、

日
本
回
帰
言
説
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る）

1（
（

。

　

確
か
に
、
一
九
三
〇
年
代
の
前
半
と
は
、
戦
前
の
日
本
が
転
換
点
に
差

し
か
か
っ
た
時
節
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
化
の
あ
る
程
度
の
達
成
と
、

そ
れ
に
基
づ
く
不
安
感
に
よ
っ
て
国
家
の
共
同
性
が
動
揺
し
た
時
期
で
も

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
情
勢
の
中
、
国
家
の
求
心
性
を
強
化
す
る
為
の
国
粋

主
義
的
傾
向
は
加
速
さ
れ
、
特
に
関
東
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
祝
う
言
説

に
は
大
き
な
意
味
が
与
え
ら
れ
た
。
震
災
か
ら
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
年
）

に
か
け
て
行
わ
れ
た
復
興
事
業
や
、そ
れ
を
記
念
す
る
式
典
等
に
は「
帝
都

の
復
活
」と
い
う
物
語
が
通
底
さ
れ
、そ
こ
に
は
、悲
劇
を
乗
り
越
え
前
進

す
る
新
た
な
都
市
と
国
家
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
内
包
さ
れ
て
い
た）

11
（

。

　

清
水
が
注
意
を
促
す
如
く
、
谷
崎
が
日
本
回
帰
を
表
明
し
て
い
た
そ
の

同
じ
時
期
に
東
京
批
判
を
も
行
っ
て
い
た
事
は
重
要
な
論
点
で
あ
り
、
谷

崎
は
『
東
京
を
お
も
ふ
』
に
お
い
て
、
震
災
に
見
舞
わ
れ
る
中
「
こ
れ
で

東
京
が
よ
く
な
る
」
と
感
じ
る
一
方
、
そ
れ
に
反
し
「
思
つ
た
や
う
な
根

本
的
な
變
革
と
ま
で
は
行
か
な
か
つ
た）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
時
代
が
近
代

化
、西
洋
化
へ
の
疑
義
と
い
う
意
識
を
有
し
、震
災
復
興
を
新
た
な
物
語
と

し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
当
時
の
背
景
を
鑑
み
る
と
、
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あ
く
ま
で
東
京
を
批
判
し
た
上
で
日
本
回
帰
を
表
明
し
た
谷
崎
と
世
相
と

の
間
に
は
、確
か
に
異
な
っ
た
立
場
、微
妙
な
距
離
が
存
在
し
て
い
る）

11
（

。

　

そ
も
そ
も
谷
崎
は
『
東
京
を
お
も
ふ
』
に
お
い
て
、
震
災
に
よ
っ
て
焼

か
れ
た
東
京
の
街
は
「
先
進
國
の
幼
稚
な
摸
倣
ば
か
り）

11
（

」
を
し
た
都
市
で

あ
り
、「
舊
き
日
本
」が
捨
て
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
か
と
い
っ
て「
新

し
き
日
本
が
來
た
」
と
い
う
訳
で
も
な
い
「
亂
脈
を
極
め
た）

11
（

」
も
の
で
、

こ
の
震
災
を
契
機
と
し
て
東
京
は
よ
り
「
宏
莊
な
大
都
市）

11
（

」
と
な
り
、
そ

の
「
風
俗
習
慣
の
變
革）

11
（

」
が
生
じ
る
事
を
期
待
す
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の

如
く
、
現
実
は
谷
崎
が
思
い
描
く
通
り
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
谷
崎
は
復

興
後
の
東
京
の
街
の
「
莊
麗
」
さ
を
「
若
き
日
の
私
が
西
洋
の
フ
イ
ル
ム

を
見
て
夢
想
し
た
市
街）

11
（

」
よ
り
も
「
莊
麗
」
と
一
見
肯
定
的
に
評
し
つ
つ
、

し
か
し
そ
れ
が
そ
こ
に
住
む
人
々
の
嗜
好
、
風
俗
、
習
慣
に
ど
れ
だ
け
の

本
質
的
変
化
を
齎
し
た
の
か
と
い
う
と
疑
問
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
こ

こ
で
谷
崎
が
震
災
後
の
東
京
に
つ
い
て
特
に
嫌
悪
感
を
示
す
の
が
「
智
識

階
級
に
屬
す
る
男
女
が
著
し
く
殖
え
た）

1（
（

」
事
、
そ
し
て
そ
の
振
る
舞
い
の

「
輕
佻
浮
薄）

11
（

」
で
あ
り
、
作
家
の
述
べ
る
「
輕
佻
浮
薄
」
と
は
つ
ま
り
、

極
め
て
皮
相
な
、
文
化
の
上
皮
の
も
の
で
し
か
な
い
近
代
（
西
洋
）
化
、

近
代
都
市
の
有
様
を
意
味
し
て
い
る
。

　

関
東
大
震
災
以
後
、
復
興
は
国
家
的
最
優
先
事
業
と
し
て
推
進
さ
れ
、

昭
和
五
年（
一
九
三
〇
年
）に
は
そ
の
大
枠
の
計
画
が
果
た
さ
れ
て
い
た
。

復
興
を
寿
ぐ
言
説
、
ま
た
そ
れ
を
祝
す
る
式
典
の
開
催
等
、
社
会
的
物
語

と
し
て
の
帝
都
復
興
の
イ
メ
ー
ジ
は
増
産
さ
れ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ

う
し
た
祝
賀
ム
ー
ド
と
は
一
致
し
な
い
現
実
と
し
て
、
一
九
三
〇
年
代
初

頭
に
言
説
や
論
調
の
中
で
寿
が
れ
た
復
興
は
、
新
た
な
る
都
市
、
帝
都
の

回
復
と
完
成
と
称
し
得
る
程
に
は
内
実
を
伴
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
特
に

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）
に
発
生
し
た
世
界
恐
慌
の
波
は
翌
年
に
は
日

本
へ
も
到
達
し
、
失
業
や
貧
困
が
蔓
延
し
た
。「
帝
都
の
復
興
と
祝
賀
」

は
こ
う
し
た
逼
迫
し
た
社
会
状
況
の
中
で
喧
伝
さ
れ
た
、
そ
の
意
味
に
お

い
て
内
実
を
伴
わ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

谷
崎
が
『
東
京
を
お
も
ふ
』
で
述
べ
る
東
京
批
判
は
、
政
治
・
社
会
状

況
を
指
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
文
化
や
生
活
と
い
っ
た

風
俗
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
震
災
以
後
に
築
か
れ
て
い
く
新
た
な
都

市
、
新
た
な
文
化
に
見
ら
れ
る
「
輕
佻
浮
薄
」
の
傾
向
は
、
こ
う
し
た
政

府
主
導
の
現
実
を
無
視
し
た
復
興
の
成
果
と
し
て
の
都
市
民
的
態
度
に
基

づ
く
も
の
で
、
谷
崎
の
示
す
嫌
悪
は
そ
の
内
容
と
し
て
必
然
的
に
、
復
興

へ
の
批
判
を
も
含
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
察
さ
れ
る）

11
（

。

　

抑
圧
さ
れ
、低
迷
し
た
状
況
下
に
あ
る
と
い
う
現
実
を
抱
え
な
が
ら
も
、

そ
の
欠
落
を
正
面
か
ら
直
視
し
よ
う
と
せ
ず
、
無
闇
に
虚
勢
を
張
っ
た
有

様
、
転
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
敗
北
の
状
況
を
さ
え
讃
美
や
肯
定
に
す
り
替

え
よ
う
と
す
る
倫
理
的
不
誠
実
さ
、
屈
折
に
こ
そ
、
谷
崎
が
批
判
す
る
復
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興
後
の
東
京
に
蔓
延
し
た
「
輕
佻
浮
薄
」
は
存
在
し
、
作
家
は
そ
れ
を
江

戸
的
気
質
と
し
て
の
、
欠
落
を
そ
の
欠
落
の
故
に
却
っ
て
讃
美
す
る
「
オ

ツ
」
精
神
の
流
れ
の
も
と
に
確
認
し
て
い
る）

11
（

。
谷
崎
が
把
握
す
る
意
味
で

の
「
オ
ツ
」
と
は
、「
粋
（
意
気
）」
と
同
様
、
江
戸
っ
子
の
気
質
で
あ
り
、

あ
る
種
の
や
せ
が
ま
ん
に
も
似
た
負
け
惜
し
み
の
態
度
と
さ
れ
、
作
家
は

そ
れ
を
「
あ
ら
ゆ
る
生
活
上
の
不
便
を
、
意
氣
を
以
て
耐
へ
、
征
服
し

た）
11
（

」
独
自
の
も
の
と
評
価
し
つ
つ
、
し
か
し
そ
う
し
た
気
質
の
肯
定
的
な

面
は
維
新
後
既
に
失
わ
れ
、
明
治
以
後
の
江
戸
趣
味
と
は
最
早
「
昔
の
氣

概
が
な
い
癖
に
そ
の
缺
點
ば
か
り
を
受
け
繼
い
だ
」
実
に
「
ヒ
ネ
ク
レ
た
」

「
亡
國
的
な
」「
イ
ヤ
味
な
も
の
」
で
し
か
な
い
と
酷
評
し
て
い
る）

11
（

。

　
『
陰
翳
禮
讃
』
は
『
東
京
を
お
も
ふ
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た

著
作
で
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
基
本
的
に
東
洋
、
日
本
美
を
礼
賛
し
、
西
洋

的
な
文
明
と
美
質
を
批
判
す
る
も
の
、
ま
た
先
述
の
通
り
、
谷
崎
の
文
学

史
に
お
い
て
は
、
晩
年
の
日
本
回
帰
を
象
徴
す
る
随
筆
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
き
た
。
そ
こ
に
お
け
る
「
明
る
さ
」「
明
晰
さ
」
へ
の
批
判
は
、
そ
の

ま
ま
谷
崎
の
反
近
代
思
想
と
解
さ
れ
、
こ
こ
で
「
陰
翳
」
の
有
す
「
曖
昧

さ
」
や
「
複
雑
さ
」
は
文
中
、「
光
輝
く
も
の
」
へ
と
仮
託
さ
れ
た
近
代

的
な
西
洋
理
性
原
理
に
対
置
さ
れ
る
「
日
本
・
東
洋
的
な
も
の
」
と
把
握

さ
れ
る
。
陰
翳
に
お
け
る
曖
昧
さ
や
複
雑
さ
の
美
的
称
揚
は
、
一
見
、
谷

崎
が
批
判
す
る
無
反
省
な
「
欠
落
の
否
認
」
あ
る
い
は
「
欠
落
の
肯
定
」

と
同
質
の
も
の
に
も
思
え
る
が
、
清
水
は
前
掲
論
考
に
お
い
て
、
し
か
し

む
し
ろ
谷
崎
が
重
視
す
る
の
は
、「
ほ
ん
の
僅
か
な
濃
淡
の
差
異）

11
（

」
や
「
ほ

の
か
な
違
ひ）

11
（

」
を
見
出
す
眼
差
し
の
「
質
」
に
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
は
陰

翳
の
美
し
さ
の
称
揚
だ
け
で
は
な
く
、暗
い
空
間
、闇
へ
と
自
ら
沈
潜
し
、

そ
の
闇
に
「
目
を
凝
ら
す
」
事
で
「『
陰
翳
』
の
美
を
見
出
す
と
い
う
眼

力
の
向
上
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る）

11
（

。

　

清
水
の
指
摘
す
る
こ
う
し
た
理
解
は
、
本
テ
ク
ス
ト
に
通
底
す
る
基
本

的
態
度
と
し
て
の
谷
崎
の
主
張
に
、
大
き
な
補
足
事
項
を
確
認
す
る
も
の

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
谷
崎
の
眼
差
し
と
は
、『
東
京
を
お

も
ふ
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
か
つ
て
の
江
戸
民
が
有
し
た
「
あ
ら
ゆ
る

生
活
上
の
不
便
を
、
意
氣
を
以
て
耐
へ
」
る
と
い
う
意
識
と
通
じ
た
態
度

と
解
さ
れ
、
現
状
に
甘
ん
じ
る
安
易
さ
で
も
、
ま
た
先
に
示
さ
れ
た
如
き

「
輕
佻
浮
薄
」
な
欠
落
の
否
認
や
肯
定
で
も
な
く
、
そ
の
欠
落
の
事
実
を

認
め
た
上
で
な
お
、
不
便
、
不
合
理
と
し
て
の
暗
さ
、
闇
の
中
に
積
極
的

に
沈
潜
し
、
そ
の
状
況
を
「
意
氣
」
に
よ
っ
て
「
耐
へ
」、
凝
視
し
、
そ

こ
に
自
ら
の
能
動
性
と
し
て
肯
定
す
べ
き「
闇
の
美
質（
陰
翳
）」の
諧
調
・

濃
淡
を
感
受
す
る
視
力
、
感
受
性
の
繊
細
さ
で
あ
る
と
思
考
さ
れ
る
。

　

し
て
み
れ
ば
、
第
一
節
に
お
い
て
確
認
し
た
如
き
、
谷
崎
の
見
る
肌
の

中
の
翳
り
や
、闇
に
隠
さ
れ
る
事
で
却
っ
て
浮
か
び
上
が
る
白
い
顔
の「
白

さ
」
に
、
単
純
な
負
の
価
値
の
転
換
、
価
値
基
準
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
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の
み
を
認
め
る
事
は
必
ず
し
も
適
切
と
は
い
え
な
い）

1（
（

。
谷
崎
が
『
陰
翳
禮

讃
』に
お
い
て
主
張
す
る
美
意
識
の
根
本
に
あ
る
の
が
、こ
こ
に
い
う「
凝

視
」
の
理
論
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
作
家
は
そ
こ
に
、
東
洋
と

対
比
さ
れ
る
西
洋
、
主
に
白
人
憧
憬
に
対
す
る
解
釈
の
「
幅
」
を
こ
そ
求

め
て
い
る
、
と
見
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
。
ぴ
か
ぴ
か
と
輝
き
、

透
き
通
る
明
晰
な
視
線
で
は
な
く
、
薄
暗
く
朦
朧
と
し
た
状
況
に
あ
る
か

ら
こ
そ
人
は
そ
こ
に「
目
を
凝
ら
す（
凝
視
す
る
）」契
機
を
要
請
さ
れ
る
。

先
述
の
通
り
、
谷
崎
が
厠
の
風
雅
、「
な
つ
か
し
い
連
想
」
の
為
に
必
須

の
条
件
と
し
て
あ
げ
た
「
濁
り
」
や
「
穢
れ
」「
澱
み
」
の
理
論
は
文
中
、

全
て
の
陰
翳
の
美
の
構
成
要
素
に
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
白
皙

人
種
の
白
さ
と
わ
れ
〳
〵
の
白
さ
と
は
何
處
か
違
ふ
」
と
い
う
人
種
的
観

念
、比
較
皮
膚
論
と
い
う
レ
ベ
ル
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。西
洋
・

白
色
人
種
と
は
違
う
「
ど
す
黑
い
、
埃
の
溜
つ
た
や
う
な
隈
」
の
差
す
東

洋
（
日
本
）・
黄
色
人
種
の
皮
膚
、
し
か
し
文
中
、
時
に
「
非
衞
生
的
分
子
」

と
ま
で
否
定
的
に
表
明
さ
れ
る
そ
の
要
素
こ
そ
が
ま
さ
に
「
な
つ
か
し
い

連
想
」
を
可
能
と
す
る
東
洋
的
美
質
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
凝
視
」
の
必

然
性
を
要
請
せ
ず
に
は
い
な
い
、
と
い
う
意
味
で
、
欠
落
の
否
認
と
し
て

の
「
輕
佻
浮
薄
」
を
乗
り
越
え
得
る
、
倫
理
的
眼
差
し
が
収
束
す
る
「
余

地
（
余
白
）」
が
構
造
化
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
谷
崎
の
抱
え
た
論
理
上
の
難
点
と
は
、
こ
う
し
た
あ

く
ま
で
も
作
家
一
個
人
の
美
的
経
験
や
嗜
好
に
基
づ
く
構
図
的
・
観
念
的

な
把
握
は
結
果
と
し
て
、
そ
こ
に
描
き
出
す
べ
き
「
美
質
」
を
西
洋
目
線

に
お
け
る
最
も
分
か
り
や
す
い
、
通
有
的
日
本
文
化
像
（
西
洋
か
ら
見
た

日
本
・
東
洋
観
）
に
応
じ
る
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
が
ち
な
も
の
で
あ
っ

た
、
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
ケ
ズ
ナ
ジ
ャ
ッ
ト
ら
が
述
べ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
観
念
の
典
型
的
日
本
表
象
と
し
て
の
「
人
形
の
よ
う
な
女
性
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
は
ま
た
同
時
に
、
前
述
の
如
く
（
皮
肉
に
も
）
谷
崎
の
『
陰
翳

禮
讃
』
に
お
い
て
、
日
本
・
東
洋
人
が
「
目
を
凝
ら
す
べ
き
」
陰
翳
の
美

学
の
中
心
主
題
と
し
て
も
把
握
さ
れ
て
い
る
。

　

前
掲
論
考
に
お
い
て
益
田
は
『
陰
翳
禮
讃
』
に
お
け
る
美
意
識
と
、
そ

こ
に
潜
在
す
る
人
種
的
観
念
に
つ
い
て
比
較
皮
膚
論
的
な
見
地
か
ら
「
黄

色
人
種
の
美
学
に
立
つ
芸
術
論
」
と
し
て
い
た
が
、
谷
崎
の
い
う
こ
の
日

本
（
東
洋
）
的
美
質
と
い
う
も
の
が
、
厳
密
な
具
体
性
や
根
拠
、
批
判
や

差
異
化
に
基
づ
く
歴
史
認
識
で
は
な
く
、
漠
然
と
拡
大
・
接
合
さ
れ
た
広

が
り
を
持
つ
ご
く
個
人
的
な
汎
ア
ジ
ア
概
念
、
東
洋
イ
メ
ー
ジ
の
元
に
構

築
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
西
洋
が
日
本
（
東
洋
）
に

対
し
差
し
向
け
る
眼
差
し
と
し
て
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
理
念

に
、
自
ず
か
ら
接
近
し
が
ち
な
傾
向
を
含
み
込
ん
で
い
た
と
し
て
、
む
し

ろ
至
極
自
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
関
東
大
震
災
と
そ
の

復
興
を
契
機
に
生
じ
た
と
さ
れ
る
谷
崎
の「
日
本
回
帰
」「
陰
翳
の
美
」は
、
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作
家
の
意
識
や
自
覚
の
問
題
と
は
別
に
、
極
め
て
危
う
い
要
素
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
と
に
、
こ
う
し
た
前
提
と
し
て

の
問
題
に
対
し
、
比
較
皮
膚
論
や
、
比
較
文
明
論
、
比
較
人
種
論
と
い
っ

た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
積
極
的
に
通
底
さ
せ
つ
つ
本
テ
ク
ス
ト
を
綴
っ
た
作

家
の
「
危
う
さ
」
は
、
そ
の
文
中
に
お
け
る
身
体
美
や
身
体
造
形
の
描
写

に
、
明
瞭
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

次
節
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『
陰
翳
禮
讃
』
文
中
に
は
お
け
る
身
体
美
と
そ

の
理
念
に
焦
点
を
絞
り
、
作
家
晩
年
の
日
本
回
帰
と
、
そ
の
基
底
を
な
す

美
的
・
倫
理
的
傾
向
の
リ
ス
ク
に
つ
き
、
引
き
続
き
考
察
を
進
め
る
。

４　

�「
日
本
人
離
れ
」
の
美
学
か
ら
み
る
『
陰
翳
禮
讃
』
の

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

　

前
節
見
た
谷
崎
美
学
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
へ
の
接

近
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
、
谷
川
渥
は
そ
の
「『
日
本
人
離
れ
』
の
美
学

─
─
谷
崎
潤
一
郎
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
い
て
、
異
国
趣
味
と
い
う
観
点
か

ら
そ
の
特
性
を
言
及
し
て
い
る
。
谷
川
は
こ
の
異
国
趣
味
を
、
日
本
人
と

い
う
意
識
の
中
に
内
在
化
さ
れ
た
他
者
性
、し
か
も
、そ
こ
に
多
分
に「
肯

定
的
な
価
値
」
と
「
劣
等
感
」
と
を
含
ん
だ
「
日
本
人
離
れ
」
と
い
う
概

念
と
し
て
把
握
し
て
お
り
、
そ
れ
を
「
西
洋
人
と
い
う
ま
ぎ
れ
も
な
い
他

者
に
遭
遇
し
た
近
代
の
日
本
人
が
、
彼
我
の
差
異
を
痛
切
に
意
識
し
な
が

ら
、
そ
の
他
者
性
を
内
在
化
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
言
葉
で

あ
り
概
念）

11
（

」
と
し
て
い
る
。「
日
本
人
離
れ
」
に
は
「
日
本
人
そ
の
ま
ま
」

と
い
う
屈
折
し
た
対
概
念
が
付
随
す
る
事
と
な
ろ
う
。「
日
本
人
そ
の
ま

ま
」
で
あ
る
事
が
劣
位
の
価
値
、
他
者
的
に
現
象
す
る
と
い
う
こ
う
し
た

理
念
軸
は
、
白
人
崇
拝
、
白
人
憧
憬
と
し
て
の
「
白
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」

と
い
う
概
念
に
集
約
さ
れ
る
事
で
、
処
女
作
『
刺
青
』（
第
二
次
『
新
思
潮
』

一
九
一
〇
年
一
一
月
）
か
ら
谷
崎
文
学
に
一
貫
す
る
「
女
性
」
そ
し
て
そ

の
「
皮
膚
（
の
美
し
さ
）」
と
し
て
の
「
肌
の
白
さ
」
へ
の
希
求
と
い
う

形
で
顕
在
化
し
て
い
る
と
い
う
谷
川
の
指
摘
は
説
得
力
を
有
す
も
の
で
、

山
田
岳
志
も
ま
た
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
近
代
体
育
の
発
展
と
谷

崎
文
学
に
描
写
さ
れ
た
身
体
と
の
関
係
性
を
、
広
く
社
会
・
文
化
史
的
視

座
か
ら
考
察
す
る
事
で
、「
白
」
が
作
家
に
と
り
、
西
洋
（
取
り
分
け
そ

の
身
体
性
の
美
的
特
徴
に
対
す
る
）
崇
拝
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
機
能

し
た
背
景
を
詳
論
し
て
い
る）

11
（

。

　

谷
崎
が
『
陰
翳
禮
讃
』
に
お
い
て
、
陰
翳
の
美
を
生
み
出
す
根
源
を
人

種
的
差
異
と
、
そ
の
身
体
性
の
差
異
と
し
て
の
皮
膚
の
色
に
還
元
し
て
い

る
事
は
先
述
し
た
が
、
作
家
は
そ
の
「
差
異
」
を
文
中
、
以
下
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。
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「
わ
れ
〳
〵
と
て
も
昔
か
ら
肌
が
黑
い
よ
り
は
白
い
方
を
貴
い
と
し
、

美
し
い
と
も
し
た
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
白
皙
人
種
の
白
さ
と
わ

れ
〳
〵
の
白
さ
と
は
何
處
か
違
ふ
（
中
略
）
こ
れ
は
私
の
經
驗
か
ら
云
ふ

の
で
あ
る
が
、
以
前
横
濱
の
山
手
に
住
ん
で
ゐ
て
、
日
夕
居
留
地
の
外
人

等
と
行
樂
を
共
に
し
、
彼
等
の
出
入
す
る
宴
會
場
や
舞
蹈
場
へ
遊
び
に
行

つ
て
ゐ
た
時
分
（
中
略
）
遠
く
か
ら
見
る
と
、
彼
等
と
日
本
人
と
の
差
別

が
、
實
に
は
つ
き
り
と
分
る
の
で
あ
つ
た
（
中
略
）
日
本
人
の
は
ど
ん
な

に
白
く
と
も
、
白
い
中
に
微
か
な
翳
り
が
あ
る
（
中
略
）
そ
の
皮
膚
の
底

に
澱
ん
で
ゐ
る
暗
色
を
消
す
こ
と
が
出
來
な
い
。
ち
や
う
ど
淸
冽
な
水
の

底
に
あ
る
汚
物
が
、
高
い
所
か
ら
見
下
ろ
す
と
よ
く
分
る
や
う
に
、
そ
れ

が
分
る
（
中
略
）
だ
か
ら
彼
等
の
集
會
の
中
へ
わ
れ
〳
〵
の
一
人
が
這
入

り
込
む
と
、
白
紙
に
一
點
薄
墨
の
し
み
が
出
來
た
や
う
で
、
わ
れ
〳
〵
が

見
て
も
そ
の
一
人
が
眼
障
り
の
や
う
に
思
は
れ
、
あ
ま
り
い
ゝ
氣
持
が
し

な
い
（
中
略
）
か
う
し
て
み
る
と
、
嘗
て
白
皙
人
種
が
有
色
人
種
を
排
斥

し
た
心
理
が
頷
け
る）

11
（

」（
傍
線
筆
者
）

　

本
箇
所
に
お
い
て
谷
崎
が
人
種
差
別
の
必
然
性
と
も
解
釈
し
得
る
見
解

を
示
し
て
い
る
事
に
は
注
意
を
要
す
る
が
、
こ
の
「
淸
冽
な
水
の
底
」
と

い
う
皮
膚
の
美
し
さ
に
関
す
る
表
現
は
、
作
家
の
定
型
的
表
現
で
あ
り
、

『
刺
青
』
に
も
既
に
同
様
の
描
写
が
存
在
す
る
。
刺
青
を
施
さ
れ
る
少
女

の
「
眞
白
な
女
の
素
足）

11
（

」
は
「
淸
洌
な
岩
間
の
水
が
絕
え
ず
足
下
を
洗
ふ

か
と
疑
は
れ
る
皮
膚
の
潤
澤）

11
（

」
と
記
述
さ
れ
、
こ
れ
が
『
陰
翳
禮
讃
』
に

お
い
て
は
決
し
て
消
す
事
の
出
来
な
い
「
汚
れ
」「
影
」
を
孕
ん
だ
も
の

と
し
て
表
出
を
受
け
て
い
る
点
は
着
目
さ
れ
る
。

　

谷
川
は
こ
こ
で
、
西
洋
人
の
肌
と
対
置
せ
ら
れ
る
日
本
人
の
肌
は
明
ら

か
に
マ
イ
ナ
ス
の
印
象
を
有
す
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か

し
『
陰
翳
禮
讃
』
は
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
を
肯
定
的
な
も
の
へ
と
「
そ

の
ま
ま
」
転
換
す
る
切
り
返
し
が
果
た
さ
れ
て
い
る
点
を
重
要
視
し
、
あ

ま
り
に
も
白
く
輝
く
も
の
で
は
な
く
「
ふ
つ
く
ら
と
光
線
を
中
へ
吸
ひ
取

る）
11
（

」
も
の
の
方
が
日
本
人
の
感
覚
に
は
相
応
し
く
、
こ
の
負
の
価
値
を
受

容
す
る
思
考
転
換
に
、谷
崎
の
想
定
す
る
日
本
的
感
受
性
の
根
拠
が
あ
る
、

と
考
察
し
て
い
る）

11
（

。
先
述
の
通
り
、
谷
崎
は
『
陰
翳
禮
讃
』
文
中
「
兎
に

角
わ
れ
〳
〵
の
喜
ぶ
『
雅
致
』
と
云
ふ
も
の
ゝ
中
に
は
幾
分
の
不
潔
、
且

非
衞
生
的
分
子
が
あ
る）

11
（

」（
傍
線
筆
者
）
と
し
、
翳
り
と
し
て
肌
の
底
に

沈
滞
し
た
闇
が
同
時
に
、
周
囲
の
環
境
の
有
す
闇
と
連
帯
す
る
（「
闇
に

包
ま
れ
る
」）
事
で
、
結
果
と
し
て
際
立
つ
肌
の
白
さ
が
あ
る
と
主
張
す

る）
11
（

。
谷
崎
が
文
中
「
闇
の
理
法）

1（
（

」
と
称
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
負
の
価

値
の
積
極
的
な
肯
定
と
い
う
意
識
の
在
り
様
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
前
節

み
た
「
凝
視
」
の
理
論
を
踏
ま
え
る
の
な
ら
ば
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
負
の

事
実
を
認
め
ず
に
主
張
さ
れ
る
価
値
の
有
効
性
と
い
う
軽
薄
な
パ
ラ
ダ
イ
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ム
シ
フ
ト
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
現
実
的
批
判
認
識
に
基
づ
き
つ
つ
能

動
的
に
見
出
さ
れ
る
、
も
う
一
つ
の
美
の
志
向
性
、
美
の
体
系
化
の
理
論

を
意
味
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
黒
髪
も
、
鉄
漿
も
、
眉
抜
き
も
、
ま
た

玉
虫
色
に
輝
く
青
い
口
紅
も
同
様
に
、
黄
色
人
種
の
（
現
実
に
は
澱
ん
で

い
る
筈
の
）「
肌
の
白
さ
」、
東
洋
人
、
日
本
の
女
の
「
白
い
顔
」
を
現
象

化
さ
せ
る
為
の
方
法
と
し
て
、
谷
川
は
こ
う
し
た
谷
崎
の
比
較
皮
膚
論
的

な
営
為
が
収
斂
さ
れ
、
日
本
文
化
論
と
し
て
全
生
活
範
疇
に
ま
で
敷
衍
さ

れ
た
も
の
こ
そ
『
陰
翳
禮
讃
』
の
本
質
で
あ
る
と
し
て
い
る）

11
（

。
光
り
輝
く

白
さ
（
美
）
で
は
な
い
、
暗
闇
や
穢
れ
の
中
に
浮
ぶ
白
さ
（
美
）
を
こ
そ

日
本
（
東
洋
）
的
美
質
で
あ
る
と
い
う
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
白
人
崇
拝
（
白

の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
）、
異
国
趣
味
（
日
本
人
離
れ
）
の
「
質
的
な
」
変

化
こ
そ
が
、
谷
崎
の
日
本
回
帰
の
内
実
で
あ
り
、
西
洋
人
の
そ
れ
と
対
比

さ
れ
る
「
人
形
の
心
棒
の
よ
う
な
」
日
本
（
東
洋
）
人
の
身
体
へ
と
仮
託

さ
れ
る
、
こ
の
微
妙
な
「
屈
折
」
し
た
態
度
の
中
に
、
作
家
の
日
本
回
帰

が
有
す
「
危
う
さ
」
は
、
実
に
多
元
的
な
形
で
乱
反
射
を
し
て
い
る
と
述

べ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

先
述
の
通
り
『
陰
翳
禮
讃
』
は
一
小
説
家
の
随
筆
で
あ
り
な
が
ら
、
今

日
ま
で
多
様
な
学
術
領
域
か
ら
研
究
、
考
証
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
分

け
て
も
「
昔
の
日
本
の
女
の
典
型
的
な
裸
體
像
」
と
想
定
さ
れ
た
「
人
形

の
心
棒
」
を
め
ぐ
る
記
述
は
特
に
、
美
学
・
美
術
史
学
を
中
心
に
、
我
国

に
古
来
想
定
さ
れ
る
「
日
本
人
の
稀
薄
な
身
体
性
」
を
証
明
す
る
テ
ク
ス

ト
と
し
て
頻
繁
に
引
用
、
な
い
し
は
、
あ
る
種
定
型
的
に
指
摘
さ
れ
る
傾

向
に
あ
っ
た
が）

11
（

、
し
か
し
前
節
で
も
検
証
し
た
如
く
、
こ
う
し
た
言
説
は

本
来
（
歴
史
的
事
実
関
係
は
と
も
か
く
）
同
テ
ク
ス
ト
の
有
す
、
極
め
て

不
安
定
な
要
素
を
も
含
み
込
み
つ
つ
（
あ
る
い
は
そ
こ
に
敢
え
て
「
依
拠
」

し
つ
つ
）
成
立
し
た
文
脈
で
あ
っ
た
事
が
了
解
さ
れ
る
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
、
谷
崎
は
西
洋
崇
拝
が
支
配
的
で
あ
っ

た
青
年
期
と
、日
本
回
帰
を
し
た
と
い
う
晩
年
期
に
分
た
れ
、『
陰
翳
禮
讃
』

は
谷
崎
の
日
本
回
帰
を
象
徴
す
る
著
作
と
多
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た

が
、
作
家
本
人
の
意
識
は
別
箇
の
論
点
と
し
て
、
谷
崎
の
描
き
出
そ
う
と

す
る
日
本
・
東
洋
に
固
有
の
美
質
や
「
陰
翳
の
美
」
に
は
、
そ
の
意
識
の

内
側
に
包
摂
さ
れ
た
他
者
性
と
し
て
の
西
洋
的
視
線
と
、
同
時
に
潜
在
す

る
（
前
述
の
如
き
意
味
に
お
け
る
）
汎
ア
ジ
ア
的
連
帯
と
い
う
前
提
に
基

づ
い
た
、
政
治
上
、
倫
理
上
の
高
い
リ
ス
ク
を
胚
胎
し
て
お
り
、『
陰
翳

禮
讃
』
を
「
代
表
的
日
本
文
化
論
」
と
し
、
ま
た
そ
こ
に
綴
ら
れ
た
身
体

性
を
「
我
国
の
伝
統
的
な
傾
向
」
と
一
般
化
し
て
論
じ
る
際
に
は
、
よ
り

注
意
深
く
、繊
細
な
検
証
、括
弧
書
き
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
論
は
そ
れ
を
、
従
来
の
研
究
史
の
文
脈
を
整
序
し
つ
つ
批
判
的
に
考
察

し
た
も
の
で
、
ま
た
『
陰
翳
禮
讃
』
の
有
す
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
抽
象
的
・

観
念
的
な
要
素
か
ら
、
出
来
る
だ
け
「
即
物
的
」「
限
定
的
」
に
絞
り
得
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る
表
現
を
、
作
家
の
個
人
史
や
時
代
背
景
と
の
連
関
と
併
せ
立
体
化
さ
せ

る
事
で
、
そ
の
批
判
の
枠
組
み
そ
の
も
の
に
、
文
化
、
社
会
史
的
な
リ
ア

リ
テ
ィ
を
強
調
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
。

　

取
り
分
け
、
今
日
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
基
本
的
に
そ
の
意
義
が
後

景
化
さ
れ
て
き
た
問
題
と
し
て
、
谷
崎
が
母
の
姿
と
共
に
「
人
形
の
心
棒
」

と
想
起
し
た
の
が
、
他
の
漠
然
と
し
た
、
例
え
ば
生
人
形
や
祭
礼
彫
刻
、

芸
能
人
形
、
お
雛
様
や
郷
土
玩
具
等
の
（
い
わ
ゆ
る
）
人
形
的
造
形
物
で

は
な
く
、
敢
え
て
極
め
て
具
体
的
な
木
彫
作
品
と
し
て
の
「
中
宮
寺
の
觀

世
音
の
胴
體
」
で
あ
っ
た
事
は
特
筆
に
値
す
る
。
奈
良
県
、
中
宮
寺
所
蔵

の
《
菩
薩
半
跏
像
》（
図
１
）
は
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
飛
鳥
時
代
の
作

例
で
あ
る
。
谷
崎
の
旧
友
・
和
辻
哲
郎
は
『
古
寺
巡
礼
』（『
思
潮
』

一
九
一
八
年
八
月
─
翌
一
月
）
に
お
い
て
、
こ
れ
を
「
な
つ
か
し
い
わ
が

聖
女）

11
（

」「
慈
悲
の
権
化）

11
（

」
と
し
、
西
洋
の
聖
母
像
と
対
比
さ
れ
る
我
国
の

造
形
的
独
自
性
を
象
徴
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ

ろ
、『
陰
翳
禮
讃
』
に
お
け
る
《
菩
薩
半
跏
像
》
そ
の
他
の
描
写
は
、『
古

寺
巡
礼
』
と
随
所
に
お
い
て
近
し
い
印
象
を
有
し
、
こ
れ
は
和
辻
の
テ
ク

ス
ト
が
担
保
し
た
当
時
か
ら
現
在
に
到
る
ま
で
変
わ
る
事
の
な
い
影
響
力

を
鑑
み
て
も
、
こ
こ
に
、
谷
崎
の
意
識
へ
の
関
係
性
を
皆
無
と
す
る
事
は

難
し
い
で
あ
ろ
う）

11
（

。
本
稿
で
は
紙
数
の
関
係
か
ら
詳
論
す
る
事
が
叶
わ
な

か
っ
た
が
、
こ
の
論
点
は
今
後
、《
菩
薩
半
跏
像
》
の
有
す
（
特
に
近
代

図１　《菩薩半跏像》飛鳥時代、中宮寺蔵
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美
術
史
学
上
の
）
作
品
的
意
義
を
も
含
め
、
更
に
深
化
し
検
討
さ
れ
る
べ

き
課
題
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
谷
崎
が
『
陰
翳
禮
讃
』

に
お
い
て
対
西
洋
的
意
識
か
ら
、
前
掲
の
益
田
が
指
摘
す
る
如
き
「
黄
色

人
種
の
美
学
に
立
つ
芸
術
論
」
と
し
て
東
洋
・
日
本
の
美
を
主
張
し
よ
う

と
し
た
姿
勢
そ
の
も
の
は
、
作
家
な
り
の
真
正
な
意
図
に
立
脚
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
つ
つ
も
、
少
な
く
と
も
こ
と
「
人
形
の
心
棒
」
に

文
中
集
約
さ
れ
る
、
日
本
・
東
洋
人
の
身
体
性
に
関
す
る
記
述
に
は
、
具

体
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
造
形
対
象
物
で
あ
る
「
中
宮
寺
の
觀
世
音
の
胴

體
」
と
、
そ
れ
が
「
表
現
」
と
し
て
「
描
写
」
さ
れ
た
際
に
生
じ
る
抽
象

化
が
招
く
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
あ
る
い
は
）、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
的
表
象

性
と
い
う
点
に
、
膨
大
、
か
つ
深
刻
な
意
味
の
「
余
白
」
を
抱
え
込
ん
で

し
ま
っ
て
も
い
る
。

　

谷
崎
の
日
本
回
帰
の
内
実
と
は
一
面
、
こ
の
よ
う
な
地
点
へ
の
撞
着
を

も
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
『
陰
翳
禮
讃
』
を
近
代
日
本
美
術
史
や
、

文
化
論
に
お
け
る
資
料
と
し
て
活
用
す
る
際
に
は
、
上
述
の
如
き
美
的
・

倫
理
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
十
全
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

同
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
う
し
た
様
々
な
問
題
点
と
「
危
う
さ
」
を
有
す
る

と
い
う
意
味
と
批
判
を
も
含
め
、
現
在
な
お
変
わ
ら
ぬ
「
代
表
的
日
本
文

化
論
」
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

註（
１
） 

谷
崎
潤
一
郎
「
陰
翳
禮
讃
」『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
二
〇
巻
』
中
央
公
論
社
、

一
九
六
八
年
、
五
三
四
頁

（
２
） 

本
文
中
、
ま
た
各
註
等
で
は
論
旨
及
び
紙
数
の
関
係
上
言
及
を
す
る
事
が
叶
わ
な

か
っ
た
も
の
で
、
本
稿
執
筆
に
際
し
参
照
し
た
主
だ
っ
た
論
考
を
記
す
（
発
行
年

順
）。
山
本
健
吉
「
谷
崎
潤
一
郎
と
陰
翳
礼
讃
」（『
文
藝　

一
三
巻
臨
時
四
号
』

河
出
書
房
、
一
九
五
六
年
）、
ジ
ュ
ク
リ
ー
ヌ
・
ピ
ジ
ョ
ー
「
谷
崎
潤
一
郎
の
『
陰

翳
礼
讃
』」（［
水
島
裕
雅
訳
］『
講
座
比
較
文
学　

第
二
巻　

日
本
文
学
に
お
け
る

近
代
』東
京
大
学
出
版
会
、一
九
七
三
年
）、村
松
友
視「
陰
翳
礼
讃
の
時
代
」（『
國

文
學　

三
〇
巻
九
号
』
學
燈
社
、
一
九
八
五
年
）、
山
森
芳
郎
「『
陰
翳
礼
讃
』
は

虚
構
か
」（『
文
學
藝
術　

三
二
号
』
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部
、
二
〇
〇
九
年
）、

竹
山
聖
「『
陰
翳
礼
讃
』
考
─
対
比
と
諧
調
」（『T

raverse

：K
yoto 

U
niversity architectural journa　

一
三
巻
』T

raverse

編
集
委
員
会
、

二
〇
一
二
年
）、
矢
萩
喜
從
郎
「
谷
崎
潤
一
郎
『
陰
翳
礼
讃
』
再
考
」（『
視
触
：

多
中
心
・
多
視
点
の
思
考
』
左
右
社
、
二
〇
一
四
年
）。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
『
陰

翳
禮
讃
』
を
主
題
と
し
た
、
多
く
は
文
学
研
究
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
他
領
域
（
特

に
美
学
・
美
術
史
学
）
に
お
い
て
『
陰
翳
禮
讃
』
の
身
体
性
を
論
じ
た
も
の
、
あ

る
い
は
文
化
史
的
な
越
境
性
を
有
す
る
も
の
に
も
焦
点
を
あ
て
る
。

（
３
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
一
七
頁

（
４
） 

こ
の
「
わ
れ
〳
〵
」
の
語
が
有
す
効
果
に
つ
い
て
は
、
西
村
将
洋
の
「『
陰
翳
礼
讃
』

と
国
際
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」（『
日
本
近
代
文
学　

九
二
巻
』
日
本
近
代
文
学
会
編

集
委
員
会
、
二
〇
一
五
年
）
他
、
石
野
泉
美
「『
陰
翳
礼
讃
』
論

─
陰
翳
の
美

を
め
ぐ
っ
て

─
」（『
日
本
文
藝
研
究　

四
六
巻
四
号
』 

関
西
学
院
大
学
日
本
文
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学
会
、
一
九
九
五
年
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
わ
れ
〳
〵
」
の
語
は
テ
ク
ス

ト
中
、
幾
度
も
使
用
さ
れ
る
事
で
、
東
洋
人
・
日
本
人
と
い
う
民
族
意
識
を
刺
激

す
る
言
語
と
し
て
機
能
し
、
ま
た
文
中
意
図
的
に
使
い
分
け
ら
れ
る
「
わ
れ
〳
〵
」

「
私
」
の
巧
妙
な
混
在
は
、「
私
」
の
感
覚
や
趣
味
に
過
ぎ
ぬ
経
験
を
民
族
意
識

に
訴
え
か
け
る
「
わ
れ
〳
〵
」
全
体
が
有
す
る
共
通
の
美
意
識
に
接
続
す
る
為
の

レ
ト
リ
ッ
ク
と
解
せ
ら
れ
る
。

（
５
） 

前
註
の
通
り
、
谷
崎
自
身
文
中
、「
西
洋
」「
東
洋
」
と
い
う
対
比
構
造
を
常
に
意

識
し
「
わ
れ
〳
〵
（
東
洋
）」
と
い
う
意
識
か
ら
独
自
の
文
明
論
を
展
開
し
て
い

く
が
、
後
述
す
る
如
く
、
益
田
勝
美
は
特
に
そ
の
認
識
の
意
義
を
「
黄
色
人
種
の

美
学
に
立
つ
芸
術
論
」
と
評
し
て
い
る
。

（
６
） 

益
田
勝
美
は
そ
の
「『
陰
翳
礼
讃
』
論
」（『
谷
崎
潤
一
郎
研
究
〈
近
代
文
学
研
究

双
書
〉』
八
木
書
店
、
一
九
七
二
年
）
に
お
い
て
、
谷
崎
の
『
陰
翳
禮
讃
』
文
中

で
述
べ
ら
れ
る
美
意
識
の
根
拠
が
常
に
白
色
人
種
と
異
な
る
黄
色
人
種
の
皮
膚
の

色
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
事
、
ま
た
そ
こ
か
ら
生
じ
る
日
本
人
の
身
体
観
念
が
、
一

貫
し
て
女
人
の
美
や
官
能
性
と
い
う
意
味
で
、
あ
く
ま
で
人
間
を
基
軸
に
貫
徹
さ

れ
て
い
る
事
を
強
調
し
て
い
る
が
、こ
れ
に
つ
い
て
は
本
論
、後
節
に
て
詳
述
す
る
。

（
７
） 

谷
川
渥
は
『
文
学
の
皮
膚
』（
白
水
社
、
一
九
九
六
年
）
に
お
い
て
、
谷
崎
の
比

較
文
明
論
的
営
為
が
日
本
文
化
論
と
し
て
収
斂
さ
れ
、
全
生
活
範
疇
に
敷
衍
さ
れ

た
も
の
が
『
陰
翳
禮
讃
』
で
あ
り
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
美
意
識
の
対
比
は
全
て
比

較
皮
膚
論
と
し
て
、
身
体
と
の
類
比
性
か
ら
記
述
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
な

お
同
論
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
闇
の
装
飾
学

─
伊
邪
那
美
の
死
お
よ
び
黄
泉
国

描
写
に
み
る
美
的
起
源
性
」（『
游
魚　

第
五
号
』
西
田
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
も

併
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
四
五
─
五
四
六
頁

（
９
） 

日
本
人
の
身
体
観
の
特
殊
性
と
、
そ
の
衣
裳
、
化
粧
、
装
飾
史
上
の
変
遷
に
つ
い

て
は
村
澤
博
人『
顔
の
文
化
誌
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、二
〇
〇
七
年
）に
詳
し
い
。

ま
た
美
学
・
美
術
史
的
観
点
か
ら
同
問
題
を
多
角
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
谷

川
渥
『
肉
体
の
迷
宮
』（
東
京
書
籍
株
式
会
社
、
二
〇
〇
九
年
）
あ
る
い
は
宮
下

規
久
朗『
刺
青
と
ヌ
ー
ド
の
美
術
史　

江
戸
か
ら
近
代
へ
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、

二
〇
〇
八
年
）
等
が
あ
り
、
両
者
共
谷
崎
の
視
点
を
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ツ
ら
、
近
代
化

期
に
我
国
に
滞
在
し
た
外
国
人
の
観
察
す
る
日
本
人
の
裸
体
問
題
と
接
合
し
論
じ

て
い
る
が
、そ
の
意
義
と
、想
定
さ
れ
る
難
点
に
つ
い
て
は
本
論
に
て
後
述
す
る
。

（
10
） 『
陰
翳
禮
讃
』
文
中
に
お
け
る
各
記
述
が
身
体
感
覚
や
触
知
性
を
重
視
す
る
も
の

と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
先
行
研
究
に
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る

が
、
美
学
・
美
術
史
学
と
い
う
領
域
で
は
取
り
分
け
、
前
掲
し
た
谷
川
の
『
文
学

の
皮
膚
』（
白
水
社
、
一
九
九
六
年
）
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
谷
川
は

同
テ
ク
ス
ト
の
中
で
「『
陰
翳
礼
讃
』
に
お
い
て
俎
上
に
の
せ
ら
れ
る
例
は
、
す

べ
て
『
肌
』
の
変
奏
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
「
す
べ
て
は
端
的
に
比
較
皮
膚
論
か
ら

導
き
出
さ
れ
る
」
と
考
察
し
て
い
る
。

（
11
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
二
七
頁

（
12
） 

同
論
点
に
つ
い
て
は
前
掲
の
拙
稿
「
闇
の
装
飾
学
」（『
游
魚　

第
五
号
』
西
田
書

店
、
二
〇
一
七
年
）
で
も
考
察
を
し
て
い
る
。

（
13
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
二
〇
頁

（
14
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
二
〇
頁

（
15
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
二
〇
頁

（
16
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
二
一
頁

（
17
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
二
七
頁

（
18
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
四
七
─
五
四
八
頁

（
19
） 

同
指
摘
は
多
く
の
論
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
そ
の
意
義
を
記
述
し
て
い
る

が
、例
え
ば
蓮
實
重
彥
と
小
森
陽
一
の
対
談「
谷
崎
礼
讃　

闘
争
す
る
デ
ィ
ス
ク
ー

ル
」（『
國
文
學　

三
八
巻
一
四
号
』
學
燈
社
、
一
九
九
三
年
）
に
お
い
て
小
森
は
、

谷
崎
が
明
治
維
新
以
降
の
東
京
で
形
成
さ
れ
た
、
日
本
の
近
代
制
度
が
完
成
す
る

最
中
に
登
場
し
た
作
家
で
あ
る
事
に
触
れ
、
そ
れ
が
震
災
後
の
関
西
へ
の
移
住
を

契
機
と
し
、
東
京
中
心
の
均
質
的
在
り
方
か
ら
の
変
容
を
目
覚
め
さ
せ
た
と
し
て
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い
る
。
ま
た
、
時
代
転
換
と
作
家
の
変
化
と
の
重
層
を
説
く
視
点
は
、
神
谷
忠
孝

「
日
本
美
の
再
評
価

─
『
陰
翳
礼
讃
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
國
文
學　

二
三
巻

一
〇
号
』
學
燈
社
、
一
九
七
八
年
）
髙
橋
世
織
「『
陰
翳
礼
讃
』

─
〈
闇
〉
の

喩
力
と
そ
の
展
開
」（『
国
文
学　

五
七
巻
二
号
』ぎ
ょ
う
せ
い
、一
九
九
二
年
）他
、

永
栄
啓
伸
「『
陰
翳
礼
讃
』・
方
法
と
し
て
の
連
想

─
川
端
作
品
と
の
比
較
を
通

し
て
」（『
皇
學
館
論
叢　

第
二
六
巻
一
号
』
皇
學
館
大
学
人
文
學
會
、
一
九
九
三

年
）
等
が
あ
る
。

（
20
） 

益
田
勝
美
「『
陰
翳
礼
讃
』
論
」『
谷
崎
潤
一
郎
研
究
〈
近
代
文
学
研
究
双
書
〉』

八
木
書
店
、
一
九
七
二
年
、
一
九
五
─
一
九
六
頁

（
21
） 

前
掲
「『
陰
翳
礼
讃
』
論
」、
二
〇
四
頁

（
22
） 

西
村
将
洋
「『
陰
翳
礼
讃
』
と
国
際
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

─
一
九
三
〇
年
前
後
の

谷
崎
潤
一
郎
を
読
む

─
」『
日
本
近
代
文
学
』
日
本
近
代
文
学
会
編
集
委
員
会
、

二
〇
一
五
年

（
23
） 

前
掲
「『
陰
翳
礼
讃
』
と
国
際
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」、
三
三
─
三
五
頁

（
24
） 

前
掲
「『
陰
翳
礼
讃
』
と
国
際
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」、
三
六
─
三
八
頁

（
25
） 

グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ケ
ズ
ナ
ジ
ャ
ッ
ト
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
陰
翳
禮
讃
』
と
『
蓼

喰
ふ
蟲
』
の
紹
介
─
─
谷
崎
潤
一
郎
の
英
訳
と
『
日
本
文
学
』
の
評
価
基
準

─
」

『
同
志
社
国
文
学　

八
二
号
』
同
志
社
大
学
国
文
学
会
、
二
〇
一
五
年

（
26
） 

同
論
点
は
前
掲
の
ケ
ズ
ナ
ジ
ャ
ッ
ト
の
論
考
他
、
同
氏
が
依
拠
し
たShibusaw

a, 
N

aoko. A
m

erica’s G
eisha A

lly

： R
eim

agining the Japanese E
nem

y. 
Boston

： H
arvard U

niversity Press, 2006.

に
詳
し
い
。

（
27
） 

前
掲
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
陰
翳
禮
讃
』
と
『
蓼
喰
ふ
蟲
』
の
紹
介
」、

一
一
一
―
一
一
三
頁
。
な
お
美
学
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

柄
谷
行
人
「
美
学
の
効
用

─
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
以
後
」（『
批
評
空
間　

一
四
号
』
太
田
出
版
、
一
九
九
七
年
）
を
、
ま
た
西
原
大
輔
の
『
谷
崎
潤
一
郎
と

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

─
大
正
日
本
の
中
国
幻
想
』（
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
三
年
）
は
、
谷
崎
と
東
洋
、
中
国
（
志
那
）
趣
味
と
の
問
題
を
思
考
す
る

前
提
と
し
て
特
に
参
照
さ
れ
た
い
。

（
28
） 

谷
崎
潤
一
郎「
東
京
を
お
も
ふ
」『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
二
一
巻
』中
央
公
論
社
、

一
九
六
八
年
、
一
二
─
一
三
頁

（
29
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
二
四
頁

（
30
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
一
八
─
二
三
頁

（
31
） 

清
水
智
史「『
陰
翳
』を
凝
視
す
る

─
谷
崎
潤
一
郎
の
東
京
批
判
と『
陰
翳
礼
讃
』」

『
日
本
文
学　

第
六
七
巻
九
号
』
日
本
文
学
協
会
、
二
〇
一
八
年
、
二
六
頁

（
32
） 

震
災
と
国
民
意
識
の
形
成
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
主
に
、
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
ワ

イ
ゼ
ン
フ
ェ
ル
ド
『
関
東
大
震
災
の
想
像
力

─
災
害
と
復
興
の
視
覚
文
化
論
』

（［
篠
儀
直
子
訳
］
青
土
社
、
二
〇
一
四
年
）
他
、
成
田
龍
一
『
増
補　
〈
歴
史
〉

は
い
か
に
語
ら
れ
る
か

─
１
９
３
０
年
代「
国
民
の
物
語
」批
判
』（
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
〇
年
）、「
関
東
大
震
災
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
た
め
に

─
報
道
・
哀
話
・

美
談

─
」（『
思
想　

八
六
六
号
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
等
を
参
照
し
た
。

（
33
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
一
九
頁

（
34
） 

前
掲
「『
陰
翳
』
を
凝
視
す
る

─
谷
崎
潤
一
郎
の
東
京
批
判
と
『
陰
翳
礼
讃
』」

二
六
─
二
七
頁

（
35
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
八
頁

（
36
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
九
頁

（
37
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
一
三
頁

（
38
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
一
三
頁

（
39
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
一
九
頁

（
40
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
一
九
─
二
〇
頁

（
41
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
五
一
頁

（
42
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
五
五
頁

（
43
） 

実
際
、
こ
う
し
た
政
府
主
導
の
雰
囲
気
に
対
す
る
批
判
は
当
時
か
ら
少
な
か
ら
ず

存
在
し
、
失
業
対
策
に
回
さ
れ
る
以
上
の
国
家
予
算
が
投
入
さ
れ
る
復
興
祭
の
中

止
を
要
求
す
る
デ
モ
等
も
計
画
さ
れ
た
。
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（
44
） 

前
掲
「『
陰
翳
』
を
凝
視
す
る

─
谷
崎
潤
一
郎
の
東
京
批
判
と
『
陰
翳
礼
讃
』」、

二
七
頁
。
な
お
谷
崎
は
『
東
京
を
お
も
ふ
』
で
、
口
を
極
め
て
東
京
の
批
判
を
行
っ

て
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
全
生
活
範
疇
」
に
及
ぶ
も
の
で
、
そ
う
し
た
徹
底

し
た
「
批
判
」
の
し
た
ス
タ
イ
ル
に
は
、
そ
の
根
本
に
存
在
す
る
問
題
意
識
を
も

含
め
、『
陰
翳
禮
讃
』
と
対
を
成
す
か
の
如
き
印
象
が
存
在
し
て
い
る
。

（
45
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
二
八
─
四
二
頁

（
46
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
四
一
─
四
二
頁

（
47
） 

前
掲
「
東
京
を
お
も
ふ
」、
四
二
頁

（
48
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
三
五
頁

（
49
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
三
五
頁

（
50
） 

前
掲
「『
陰
翳
』
を
凝
視
す
る

─
谷
崎
潤
一
郎
の
東
京
批
判
と
『
陰
翳
礼
讃
』」、

三
〇
─
三
一
頁

（
51
） 

谷
崎
自
身
も
文
中
で
明
記
し
て
は
い
る
が
、
同
様
の
指
摘
は
先
行
研
究
で
も
多
々

確
認
さ
れ
、
例
え
ば
前
掲
の
高
橋
世
織
は
「『
陰
翳
礼
讃
』

─
〈
闇
〉
の
喩
力

と
そ
の
展
開
」
に
お
い
て
「
西
洋
に
比
べ
て
当
時
の
趨
勢
が
、『
損
』（
中
略
）
と

見
な
し
て
し
ま
っ
た
事
情
を
も
逆
手
に
と
っ
て
（
中
略
）
日
本
文
化
の
も
つ
特
質

を
『
陰
翳
の
作
用
』
と
か
『
闇
の
理
法
』
に
よ
っ
て
構
造
的
に
捉
え
か
え
し
〈
損

／
美
〉
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
な
し
え
た
」
と
し
て
い
る
。
清
水
の
指
摘
は
し
か

し
、
こ
う
し
た
価
値
の
転
換
そ
の
も
の
に
質
的
な
意
識
や
、
あ
る
種
の
倫
理
的
構

造
を
論
じ
る
点
で
意
義
深
い
。

（
52
） 

谷
川
渥
「『
日
本
人
離
れ
』
の
美
学

─
谷
崎
潤
一
郎
を
め
ぐ
っ
て
」『
大
正
イ
マ

ジ
ュ
リ
ィ　

第
七
巻
』
大
正
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
学
会
、
二
〇
一
一
年
、
三
七
頁
。
な

お
谷
川
の「
日
本
人
離
れ
」を
め
ぐ
る
同
様
の
論
考
は
他
に『
美
術
史
と
他
者
』（
晃

洋
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
や
『
肉
体
の
迷
宮
』（
東
京
書
籍
株
式
会
社
、

二
〇
〇
九
年
）
に
も
見
ら
れ
る
。

（
53
） 

谷
川
渥
『
文
学
の
皮
膚
』
白
水
社
、
一
九
九
六
年
、
六
─
二
五
頁
。
ま
た
こ
う
し

た
論
点
は
、
山
田
岳
志
「
文
学
作
品
に
み
ら
れ
る
身
体
に
つ
い
て　

谷
崎
潤
一
郎

の
諸
作
品
を
手
が
か
り
と
し
て
」（『
愛
知
工
業
大
学
研
究
報
告. A

, 

基
礎
教
育
セ

ン
タ
ー
論
文
集　

三
六
A
号
』
愛
知
工
業
大
学
、
二
〇
〇
一
年
）
で
も
中
心
的
主

題
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
54
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
四
七
─
五
四
八
頁

（
55
） 

谷
崎
潤
一
郎
『
刺
青
』
日
本
近
代
文
学
館
、
一
九
七
四
年
、
九
頁

（
56
） 

前
掲
『
刺
青
』、
一
〇
頁

（
57
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
二
六
頁

（
58
） 

前
掲
『
文
学
の
皮
膚
』、
一
七
頁

（
59
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
二
七
頁

（
60
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
四
九
頁

（
61
） 

前
掲
「
陰
翳
禮
讃
」、
五
四
九
頁

（
62
） 

前
掲
『
文
学
の
皮
膚
』、
三
─
一
九
頁

（
63
） 

谷
川
渥
は『
肉
体
の
迷
宮
』（
東
京
書
籍
株
式
会
社
、二
〇
〇
九
年
）に
お
け
る「
日

本
人
離
れ
」
の
議
論
を
、
増
渕
宗
一
の
『
人
形
と
情
念
』（
勁
草
書
房
、

一
九
八
二
年
）
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
、
人
形
と
彫
刻
の
差
異
を
「
衣
裳
的
形
成
」

と
「
量
塊
的
形
成
」、
日
本
と
西
洋
の
身
体
観
の
差
異
と
す
る
見
解
を
中
心
に
進

め
て
い
る
。『
陰
翳
禮
讃
』
に
記
述
さ
れ
る
「
人
形
の
心
棒
」
の
よ
う
な
女
の
身

体
が
、
西
洋
の
古
典
的
か
つ
正
統
な
身
体
美
意
識
、
彫
刻
観
が
帰
着
す
る
胴
体
崇

拝
（
ト
ル
ソ
崇
拝
）
に
対
し
て
意
識
的
に
打
ち
出
さ
れ
た
ア
ン
チ
・
ト
ル
ソ
の
思

想
で
あ
る
と
す
る
こ
の
増
渕
の
テ
ク
ス
ト
は
、
和
辻
哲
郎
、
高
村
光
太
郎
、
そ
し

て
谷
崎
潤
一
郎
等
の
発
言
か
ら
大
き
な
示
唆
を
受
け
、
美
学
・
美
術
史
的
な
文
脈

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
書
物
で
も
あ
り
、
谷
川
の
言
説
は
明
瞭
に
、
そ
の
議
論
を

継
承
、
補
足
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
64
） 
和
辻
哲
郎「
古
寺
巡
礼
」『
和
辻
哲
郎
全
集　

第
二
巻
』岩
波
書
店
、一
九
六
一
年
、

一
八
七
頁

（
65
） 

前
掲
「
古
寺
巡
礼
」、
一
八
九
頁

（
66
） 

永
栄
啓
伸
は
前
掲
の
「『
陰
翳
礼
讃
』・
方
法
と
し
て
の
連
想

─
川
端
作
品
と
の
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比
較
を
通
し
て
」
末
尾
に
お
い
て
『
古
寺
巡
礼
』
と
『
陰
翳
禮
讃
』、
ま
た
谷
崎

の
意
識
に
お
け
る
中
宮
寺
の
観
世
音
の
意
義
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
本
論
で
検
討
し
た
論
点
と
も
、
そ
の
問
題
意
識
に
お
い
て
通
じ
た
部

分
を
有
す
も
の
と
し
て
、
併
せ
参
照
さ
れ
た
い
。


