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は
じ
め
に

﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄︵
博
文
館　

一
九
〇
九
・
三
︶
集
中
最
後
に
書
か
れ
、
唯

一
小
説
と
銘
打
た
れ
る
な
ど
全
体
の
総
括
と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
つ
﹁
放
蕩
﹂

は
、﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄
の
他
の
諸
編
と
同
様
に
大
部
分
が
﹁
十
九
世
紀
の
首
都
﹂

で
あ
る
パ
リ
を
背
景
に
展
開
さ
れ
、
そ
の
パ
リ
像
は
﹁
紋
切
り
型
﹂
と
さ
れ
て
き

た

1

。
ま
た
、
貞
吉
と
荷
風
を
重
ね
た
り

2

、
貞
吉
を
﹁
荷
風
の
な
し
え
な
か
っ
た
パ

リ
で
の
自
由
を
生
き
る
﹂

3

人
物
と
み
な
し
た
り
す
る
な
ど
、
貞
吉
は
荷
風
の
一
部

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
荷
風
は
戦
略
的
に
パ
リ
を
描
い
て
お
り
、

欧
米
の
思
想
や
文
化
を
全
面
的
に
信
奉
す
る
貞
吉
と
は
距
離
を
置
い
て
い
る

4

。

﹁
放
蕩
﹂︹
七
︺
で
は
舞
台
が
パ
リ
か
ら
パ
リ
郊
外
へ
と
移
る
が
、
こ
の
時
期
フ

ラ
ン
ス
で
は
余
暇
を
過
ご
す
場
と
し
て
の
郊
外
に
熱
狂
す
る
﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
が

起
こ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
世
界
的
に
は
﹁
十
九
世
紀
の
首
都
﹂
で
あ
る
パ
リ
を

信
奉
す
る
﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂

5

も
見
ら
れ
た
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
﹁
か
ぶ

れ
﹂
と
は
、
都
市
と
郊
外
、
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
な
ど
の
境
界
を
確
固
た
る
も
の
と

捉
え
、
一
方
を
優
位
に
置
き
、
他
方
が
そ
れ
を
信
奉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
境
界

を
再
生
産
す
る
現
象
を
指
す
。﹁
放
蕩
﹂
に
お
い
て
荷
風
は
、
こ
の
よ
う
な
﹁
か

ぶ
れ
﹂
に
対
し
て
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
注
い
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
荷
風
の
描

い
た
﹁
郊
外
﹂
は
、﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
の
印
象
派
が
描
い
た
﹁
水
と
光
と
花
々
と
、

幸
福
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
仲
間
や
家
族
の
肖
像
﹂

6

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
パ
リ

西
部
の
﹁
緑
の
郊
外
﹂
と
は
異
な
り
、
郊
外
の
負
の
側
面
や
郊
外
に
定
住
す
る
者

の
視
点
か
ら
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

渡
仏
以
前
の
荷
風
は
、
文
学
作
品
を
通
し
て
パ
リ
の
風
景
を
夢
見
る
な
ど

7

﹁
ふ

ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂
の
影
響
を
受
け
て
い
た
が
、
そ
れ
は
荷
風
の
渡
仏
か
ら
一
五
年

ほ
ど
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
訪
れ
た
木
下
杢
太
郎
も
同
様
で
あ
っ
た

8

。
彼
等
は
実
際
に

渡
仏
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
のO

riginarité 9

を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
そ
の
後
の
二
人
の
思
想
の
変
遷
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
杢
太
郎
は
フ
ラ
ン

ス
に
﹁
ラ
テ
ン
族
正
系
の
文
明
﹂
や
﹁
欧
州
文
明
の
精
華
﹂︵
一
九
二
一
年
十
一

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

別
冊　
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月
十
三
日
付
日
記
︶

0

を
見
、
自
ら
が
イ
ン
ド
文
化
と
中
国
文
化
の
一
地
方
様
式
と

し
て
の
日
本
文
化
に
連
な
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
と
フ
ラ

ン
ス
と
い
う
国
家
の
枠
組
み
や
、﹁
十
九
世
紀
の
首
都
﹂
で
あ
り
﹁
芸
術
都
市
﹂

で
あ
る
パ
リ
像
が
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
か
の
よ
う
な
認
識
を
、
ま
す
ま
す
強
固
な
も

の
に
す
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
荷
風
は
、﹁
放
蕩
﹂［
七
］
に
お
い
て
貞
吉
の
抱
え

て
い
る
問
題
と
フ
ラ
ン
ス
郊
外
の
抱
え
て
い
る
問
題
を
交
錯
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
共
通
す
る
構
造
を
明
ら
か
に
し
、﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂

や
﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
を
﹁
中
心
﹂
と
﹁
周
縁
﹂
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
限

界
を
示
し
た
。
ま
た
荷
風
は
、
従
来
の
パ
リ
像
と
は
異
な
る
パ
リ
の
姿
や
フ
ラ
ン

ス
の
﹁
郊
外
﹂
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
﹁
か
ぶ
れ
﹂
を
対
象
化
し
た
。

荷
風
は
﹃
濹
東
綺
譚
﹄﹁
作
後
贅
言
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
三
七
・
一
︶
に
お

い
て
、﹁
流
行
﹂

!

と
は
﹁
優
越
を
感
じ
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
慾
望
﹂
の
発
展
す
る

﹁
現
代
固
有
﹂
の
現
象
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、﹁
か
ぶ
れ
﹂
は
荷
風
の
言
う
一

種
の
﹁
流
行
﹂
を
揶
揄
的
に
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
は

﹁
都
会
か
ぶ
れ
﹂
の
裏
返
し
で
あ
り
、
都
市
と
郊
外
の
関
係
が
逆
転
し
た
よ
う
な

錯
覚
を
起
こ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
貞
吉
と
距
離
を
置
き
、
貞
吉
の
﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂

を
風
刺
し
た
荷
風
は
、
そ
れ
が
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
荷
風
の
ま
な
ざ
し
は
、﹃
江
戸
藝
術
論
﹄︵
春
陽
堂　

一
九
二
〇
・
三
︶
に

お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
へ
の
ま
な
ざ
し

@

に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
荷
風
は
﹃
濹
東

綺
譚
﹄︵﹃
朝
日
新
聞
﹄
一
九
三
七
・
四
～
六
︶
以
前
に
も
﹁
流
行
﹂
を
﹁
時
代

の
反
映
﹂
で
あ
り
﹁
人
心
の
赴
く
所
を
示
す
も
の
﹂
と
記
す
な
ど

#

﹁
流
行
﹂
に

関
心
を
抱
き
続
け
て
い
た
が
、﹃
濹
東
綺
譚
﹄
で
は
、﹁
流
行
﹂
に
着
目
し
な
が

ら
欧
米
の
思
想
に
基
づ
く
都
市
と
郊
外
の
関
係
や
男
女
の
関
係
を
問
い
直
し
、

O
riginarité

を
確
立
し
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
作
に
お
け
る
荷
風
の
﹁
か

ぶ
れ
﹂
へ
の
ま
な
ざ
し
に
着
目
す
る
こ
と
は
、﹁
流
行
﹂
に
関
心
を
抱
き
、
優
位

の
も
の
と
劣
位
の
も
の
と
の
関
係
を
問
い
直
し
続
け
た
帰
朝
後
の
荷
風
の
作
品
を

検
討
す
る
上
で
、
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
、「
放
蕩
」
で
描
か
れ
る
パ
リ

本
章
で
は
、
荷
風
が
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
関
係
に
問
題
意
識
を
抱
き
、
戦
略
的

に
パ
リ
を
描
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

荷
風
が
渡
仏
し
た
当
時
の
パ
リ
は
、
パ
リ
万
国
博
覧
会
︵
一
九
〇
〇
︶
の
入
場

者
数
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歴
代
一
位
に
の
ぼ
る
な
ど
繁
栄
の
頂
点
に
達
し
、
パ
リ
は

﹁
十
九
世
紀
の
首
都
﹂
と
し
て
世
界
に
君
臨
し
て
い
た

$

。
フ
ラ
ン
ス
と
は
パ
リ
そ

の
も
の
で
あ
り
、﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂
は
世
界
的
に
広
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

﹁
現
代
仏
蘭
西
の
藝
術
的
文
化
⋮
⋮
無
論
彼
等
は
ぼ
ん
や
り
と
想
像
し
て
ゐ
る
の

に
過
ぎ
な
か
つ
た
が
―
そ
れ
に
対
す
る
崇
拝
は
当
時
の
―
寧
ろ
病
的
の
流
行
で
あ

つ
た
。﹂

%

と
い
う
杢
太
郎
の
言
葉
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
熱
狂
的
憧
憬
が
日
本

で
も
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
同
様
の
視
点
は
渡
仏
以
前
の
荷
風
に
も
見

ら
れ
、﹃
西
遊
日
誌
抄
﹄︵﹃
文
明
﹄
一
九
一
七
・
四
～
一
〇
︶
に
お
け
る
フ
ラ
ン

ス
像
は
、﹁
芸
術
都
市
﹂
パ
リ
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
し
て
い
る

^

。

し
か
し
、﹁
放
蕩
﹂
で
は
﹁
十
九
世
紀
の
首
都
﹂
や
﹁
芸
術
都
市
﹂
と
は
か
け

離
れ
た
パ
リ
の
姿
も
描
か
れ
る
。
Ｂ
・
マ
ル
シ
ャ
ン
に
よ
る
と
、
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ

ク
当
時
の
パ
リ
は
、
貧
困
・
困
窮
層
が
大
部
分
を
占
め
て
い
た
と
い
う
が

&

、﹁
放
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蕩
﹂
で
は
、
泥
だ
ら
け
の
道
を
平
気
で
歩
く
如
何
に
も
み
す
ぼ
ら
し
い
男
女
の

姿
や
、﹁
傘
も
さ
ゝ
ず
、
髪
の
毛
を
湿ぬ
れ

る
が
ま
ゝ
に
、
帽
子
も
冠
ら
ず
汚
い
〳
〵

衣き
も
の服
を
着
た
下
女
ら
し
い
女
が
、
長
い
棒
の
や
う
な
焼
パ
ン
を
抱
え
て
走
つ
て
行

く
﹂
様
子
、﹁
五
人
六
人
と
一
塊
り
に
な
つ
て
立
つ
て
居
る
淫
売
婦
が
、
夜
明
け

の
近
づ
く
ま
ゝ
、
寒
さ
に
身
の
凍
え
る
に
つ
け
、
半
分
は
泣
き
声
で
、
通
過
ぎ
る

男
の
袖
を
引
く
﹂
様
子
な
ど
、
パ
リ
の
大
部
分
を
占
め
る
貧
し
い
人
々
の
暮
ら
し

が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、﹁
放
蕩
﹂︹
一
︺
か
ら
︹
六
︺
の
パ
リ
像
は
、
荷
風
の
問
題
意
識
を
反
映

し
た
パ
リ
像
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、﹁
日
本
の
外
交
官
一
般
の
通
弊
と
で
も

云
は
う
か
。
心
ば
か
り
は
い
く
ら
負
け
ぬ
気
で
も
、
つ
ま
り
は
影
辨
慶
。
い
ざ
晴

れ
の
夜
会
の
塲
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
引
け
目
で
、
面
伏
せ
で
、
自
然
と
知
ら

ぬ
間
に
、
南
米
や
バ
ル
カ
ン
諸
国
辺
り
の
、
碌
で
も
な
い
奴
等
の
影
に
な
つ
て
、

そ
の
存
在
さ
へ
を
認
め
ら
れ
ず
に
過
て
了
ふ
﹂
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
貞
吉
は
、﹁
一
週
間
に
一
度
二
度
位
は
必
ず
女
を
買
つ
て
居
る
﹂
が
、﹁
日
本

の
外
交
官
﹂
で
あ
る
貞
吉
の
相
手
を
す
る
の
は
最
下
層
の
﹁
下
級
娼
婦
﹂

*

で
あ
る
。

ま
た
、
娼
婦
を
買
い
漁
っ
た
た
め
﹁
下
級
娼
婦
﹂
た
ち
か
ら
も
﹁
大
き
な
口
を
開

い
て
笑
﹂
わ
れ
る
貞
吉
は
、﹁
女
藝
人
や
役
者
に
関
係
﹂
す
る
に
は
収
入
が
充
分

で
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、﹁
日
本
人
﹂
の
中
で
は
肩
書
が
大
き
い
外
交
官
で
さ
え
、

パ
リ
で
は
序
列
の
下
方
に
位
置
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ブ
ラ
ン
＝
シ
ャ
レ
ア
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
時
パ
リ
で
は
民
衆
層
の
み

な
ら
ず
、
知
識
人
層
に
も
一
八
九
八
年
の
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
、
外
国
人
嫌
い
や
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
風
潮
が
浸
透
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の

頃
パ
リ
で
も
っ
と
も
多
か
っ
た
外
国
人
は
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
り
、
パ
リ
に
い
た
外

国
人
の
ほ
と
ん
ど
は
近
隣
諸
国
の
出
身
者
で
あ
っ
た

(

。
彼
ら
は
、
人
の
嫌
う
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
職
業
に
従
事
し
て
い
た
が
、﹁
世
界
の
到
る
処
に
絶
え
ざ
る
人
種
の

闘
争
反
目
の
悲
惨
な
記
事
に
感
ず
る
﹂
貞
吉
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
荷
風
は
パ
リ
で
日
本
人
以
外
の
外
国
人
の
置
か
れ
て
い
る
実
情
も
認
識
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、﹁
放
蕩
﹂
で
は
そ
の
よ
う
な
外
国
人
の
様
子
は

描
か
れ
ず
、﹁
日
本
人
﹂
が
パ
リ
で
低
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
が
描

か
れ
る
。
ま
た
、
一
八
七
二
年
の
人
口
調
査
に
よ
る
と
、
当
時
の
パ
リ
に
お
け
る

パ
リ
ジ
ャ
ン
の
割
合
は
人
口
の
三
分
の
一
弱
で
あ
り
、
三
分
の
二
以
上
は
地
方
出

身
者
、
も
し
く
は
外
国
人
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
オ
ス
マ
ン
に
よ
る
パ
リ
改
造
は
、

﹁
自
然
と
歴
史
と
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
の
な
か
に
も
多
様
性
を
織
り
成
し
て
い
る
﹂

パ
リ
の
個
性
を
失
わ
せ
、
人
工
的
な
都
市
と
な
っ
た
パ
リ
の
中
で
は
、
パ
リ
ジ
ャ

ン
さ
え
も
根
無
し
草
に
な
っ
て
い
た
と
言
う

)

。
し
か
し
、﹁
放
蕩
﹂
で
は
貞
吉
の

﹁
孤
独
な
旅
の
身
の
上
﹂
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
対
立
や
欧
米

諸
国
内
の
対
立
は
語
ら
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、﹁
放
蕩
﹂
に
お
け
る
問
題
意
識
は
、

﹁
孤
独
な
外
国
人
﹂
で
あ
る
﹁
日
本
の
外
交
官
﹂
小
山
貞
吉
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
間
に
存
在
す
る
問
題
へ
と
集
約
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

二
、「
田
舎
か
ぶ
れ
」
と
『
草
上
の
昼
食
』

一
九
世
紀
に
な
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
マ
ネ
︵E

douard M
anet 1832-1883

︶

や
モ
ネ
︵C

laude M
onet 1840-1926

︶
が
、
実
生
活
の
な
か
で
自
ら
の
生
活
を

変
容
さ
せ
る
舞
台
と
し
て
郊
外
を
選
択
す
る
な
ど

a

、﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
が
お
こ
っ
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た
。
杢
太
郎
や
荷
風
が
注
目
し
て
い
た
印
象
派
の
画
家
た
ち
が

b

、
外
光
の
発
見
、

即
興
的
タ
ッ
チ
、
明
る
い
色
彩
な
ど
の
新
し
い
手
法

c

を
実
践
す
る
場
と
し
て
選
択

し
た
の
は
、
伝
統
的
で
権
威
あ
る
サ
ロ
ン
・
ド
・
パ
リ
か
ら
離
れ
た
郊
外
だ
っ
た

の
で
あ
る

d
。
こ
こ
で
は
、
マ
ネ
の
﹃
草
上
の
昼
食
﹄
を
例
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
郊

外
を
舞
台
に
如
何
な
る
試
み
が
な
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
成
果
を
も
た
ら
し
た
の
か

検
証
し
た
い
。

印
象
派
の
指
導
者
と
さ
れ
る
マ
ネ
の
代
表
的
な
作
品
の
一
つ
に
、
パ
リ
郊
外
の

セ
ー
ヌ
河
畔
を
舞
台
に
し
、
一
八
六
三
年
の
﹁
落
選
画
展
﹂
に
出
品
し
た
﹃
草
上

の
昼
食
﹄
が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
着
衣
の
二
人
の
紳
士
と
そ
の
男
性
の
間
に
く

つ
ろ
い
で
座
っ
て
い
る
裸
体
の
女
性
が
郊
外
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
楽
し
み
、
も
う
一

人
の
女
性
は
現
代
に
移
さ
れ
た
場
面
の
中
で
水
浴
を
し
て
い
る
情
景
を
描
い
て
い

る
。
裸
体
の
女
性
が
視
線
を
自
分
達
の
ほ
う
に
向
け
た
﹁
慎
み
の
な
さ
﹂
や
、
理

想
化
さ
れ
て
い
な
い
生
々
し
い
裸
体
が
神
話
の
女
神
で
は
な
く
現
実
の
女
性
で

あ
り
、
当
時
の
道
徳
と
秩
序
に
反
し
て
い
た
点
が
、
批
評
家
や
鑑
賞
者
に
よ
っ

て
﹁
い
か
が
わ
し
い
﹂﹁
不
道
徳
﹂
で
あ
る
と
し
て
糾
弾
さ
れ
た

e

。
し
か
し
、﹃
草

上
の
昼
食
﹄
が
糾
弾
さ
れ
た
本
当
の
理
由
は
、﹁
こ
の
絵
の
居
心
地
の
悪
さ
の
中

に
、
ど
こ
か
不
思
議
な
人
物
や
色
の
中
に
、
さ
ら
に
マ
ネ
の
皮
肉
な
超
然
と
し
た

態
度
の
中
に
さ
え
も
、
単
に
絵
画
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
、
現
代
世
界
が
も
つ

新
し
い
不
安
の
意
識
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
﹂

f

こ
と
が
批
評
者
や
鑑
賞
者
を
落
ち

着
か
な
い
気
分
に
さ
せ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
批
評
者
や
鑑
賞
者
の
気

持
ち
を
乱
し
た
の
は
、
単
に
こ
の
作
品
が
性
的
な
表
現
に
お
い
て
当
時
の
社
会

的
秩
序
を
逸
脱
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。﹃
草
上
の
昼
食
﹄
の
裸
体

の
女
性
は
娼
婦
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
女
た
ち
は
パ
リ
で
は
、﹁
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

や
香
水
同
様
、
パ
リ
の
洗
練
を
示
す
典
型
的
な
贅
沢
品
の
一
つ
﹂

g

に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
娼
婦
と
二
人
の
紳
士
た
ち
を
郊
外
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
両
者
の
関
係
が
変
化
す
る
。
二
人
の
紳
士
た
ち
が
鑑
賞
者
か
ら
視
線
を
そ

ら
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
裸
体
の
女
性
は
貴
婦
人
の
よ
う
な
余
裕
を
持
っ
て
鑑
賞

者
を
見
つ
め
て
い
る
。
パ
リ
で
は
﹁
贅
沢
品
﹂
に
す
ぎ
な
か
っ
た
娼
婦
が
、
郊
外

で
は
二
人
の
紳
士
た
ち
を
背
景
の
よ
う
に
従
え
、
意
志
を
も
っ
た
﹁
人
間
﹂
と
し

て
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
欧
米
の
都
市
は
、
城
壁
に
囲
ま
れ
自
然

と
隔
絶
し
て
い
た
こ
と
か
ら
秩
序
が
保
た
れ
、
既
存
の
権
威
や
風
習
か
ら
逃
れ
る

こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
一
方
、
人
工
と
自
然
が
混
在
す
る
郊
外
は
、
都
市
の
秩

序
が
完
全
に
は
及
ば
な
い
場
で
あ
り
、
都
市
で
存
在
す
る
力
関
係
を
逆
転
さ
せ
る

可
能
性
を
秘
め
て
い
た
。﹃
草
上
の
昼
食
﹄
に
は
郊
外
と
親
和
性
の
あ
る
、
既
存

の
秩
序
を
揺
る
が
す
側
面
が
あ
り

h

、
激
動
す
る
時
代
の
中
で
世
紀
末
の
人
々
が
感

じ
て
い
た
漠
然
と
し
た
不
安
を
強
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
う
ま
く
言
語
化
で

き
な
か
っ
た
批
評
者
や
鑑
賞
者
が
、
批
判
を
作
品
の
性
的
側
面
に
集
中
さ
せ
た
た

め
に
、
そ
の
革
新
性
は
性
的
側
面
に
集
約
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
既
存
の
秩
序
を
揺
る
が
す
場
と
し
て
の
郊
外
へ
の
注
目
は
、
文
学

に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
都
市
か
ら
郊
外
へ

と
人
々
の
嗜
好
が
変
化
し
て
い
く
経
緯
を
著
し
た
作
品
と
し
て
、
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ

ラ
︵E

m
ile Zola i

 1840-1902

︶
の
﹃
野
へ
﹄

j

︵
一
八
八
三
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ゾ

ラ
は
、
こ
の
作
品
の
︿
郊
外
﹀
と
い
う
一
節
で
、
パ
リ
都
市
住
民
が
田
園
風
景
を

求
め
て
郊
外
に
殺
到
し
、
熱
狂
す
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。
ゾ
ラ
は
ま
た
別
の
場
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面
に
お
い
て
、
郊
外
が
都
市
の
人
に
注
目
さ
れ
、
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
、﹁
巴
里
の
四
囲
に
革
命
が
起
﹂
き
た
と
も
記
し
て
い
る
。
そ

れ
ま
で
王
侯
の
城
館
の
周
囲
を
引
立
て
る
装
飾
と
し
て
飾
り
立
て
ら
れ
る
だ
け

だ
っ
た
郊
外
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
が
別
荘
を
建
て
た
こ
と
は
、﹁
革
命
﹂
と
も
い
え
る

出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
印
象
派
が
作
品
の
舞
台

に
し
、
ゾ
ラ
が
別
荘
を
構
え
、
パ
リ
都
市
住
民
が
熱
狂
し
た
郊
外
と
は
、
今
橋
映

子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
上
流
階
級
の
別
荘
が
立
つ
緑
豊
か
な
パ
リ
西
部
の
﹁
緑

の
郊
外
﹂
で
あ
り
、
パ
リ
市
内
か
ら
の
転
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
労
働
者
や
貧
民

層
、
さ
ら
に
は
農
村
か
ら
の
移
民
が
合
流
し
た
貧
困
地
帯
で
あ
る
、
パ
リ
東
北
部

の
﹁
黒
い
郊
外
﹂
は
依
然
と
し
て
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま

た
、
印
象
派
が
描
い
た
パ
リ
郊
外
の
幸
福
な
風
景
の
根
本
に
は
、﹁
家
庭
人
た
る

も
の
、
都
市
の
誘
惑
︵
娼
婦
、
居
酒
屋
、
舞
踏
場
、
遊
園
地
⋮
⋮
︶
を
退
け
て
家

庭
を
守
り
、
女
は
そ
の
﹁
炉
辺
の
愉
し
み
﹂
で
、
男
た
ち
に
安
ら
ぎ
を
与
え
よ
﹂

と
い
う
、
イ
ギ
リ
ス
の
福
音
主
義
に
基
づ
く
核
家
族
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
っ

た

k

。
す
な
わ
ち
、
都
市
と
郊
外
の
関
係
が
転
倒
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
郊
外
の

一
部
地
域
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
依
然
と
し
て
パ
リ
都
市

住
民
の
欲
望
の
ま
な
ざ
し
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
郊
外
に
お
い
て
男
女
の

力
関
係
の
転
倒
が
起
こ
っ
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
パ
リ
都
市
住
民
の
た
め
に
作
ら

れ
た
郊
外
に
は
旧
来
の
男
女
の
役
割
意
識
が
根
付
い
て
お
り
、
そ
れ
は
一
時
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
郊
外
が
力
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
と
郊
外
の

間
に
存
在
し
た
問
題
が
、
郊
外
と
農
村
の
間
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
も
予
想
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
印
象
派
の
画
家
た
ち
の
描
い
た
﹁
緑
の
郊
外
﹂
は
、﹁
田

舎
か
ぶ
れ
﹂
の
パ
リ
都
市
住
民
の
美
的
な
視
線
が
﹁
切
り
取
っ
た
﹂
田
園
風
景
で

あ
っ
た
た
め

l

、
都
市
と
郊
外
や
男
性
と
女
性
の
間
に
存
在
す
る
問
題
の
根
本
的
解

決
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、  「
放
蕩
」﹇
七
﹈に
お
け
る「
郊
外
」と「
か
ぶ
れ
」へ
の

ま
な
ざ
し

本
章
で
は
、
荷
風
の
描
い
た
﹁
郊
外
﹂
と
印
象
派
の
描
い
た
﹁
緑
の
郊
外
﹂
の

違
い
を
確
認
し
、
荷
風
が
﹁
郊
外
﹂
を
舞
台
に
如
何
な
る
思
想
に
到
達
し
た
の
か

明
ら
か
に
す
る
。

﹁
放
蕩
﹂︹
七
︺
で
舞
台
が
﹁
郊
外
﹂
に
移
り
、
語
り
が
突
如
貞
吉
の
視
点
を
離

れ
る
と
、﹁
限
り
知
れ
ぬ
広
い
〳
〵
、
野
と
空
の
眺な
が
め望
﹂、﹁
一
面
の
日
光
、
一
面

の
青
空
﹂、﹁
新
鮮
な
空
気
の
深
く
、
冷
く
、
肺
臓
に
浸し
み
わ
た渡
る
﹂
様
子
、﹁
寝
て
居

る
人
の
上
に
、
美
し
い
若
葉
の
天
幕
を
拡
げ
て
居
る
﹂
様
子
、﹁
ど
こ
も
彼
処
も
、

伸
び
た
い
だ
け
伸
び
た
青
草
の
褥
に
蔽
は
れ
、
そ
の
濃
く
生
々
し
た
緑
の
色
は
、

影
の
汚し

み点
一
つ
な
い
強
い
日
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
眩
し
い
程
の
光つ

や沢
を
誇
つ
て
居

る
﹂
様
子
な
ど
、
印
象
派
が
描
い
た
よ
う
な
、
絵
画
的
色
彩
の
強
い
自
然
描
写

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、﹁
土
手
の
上
に
、
人
が
ご
ろ
〳
〵
寝
て
居
る
﹂

様
子
や
、﹁
女
が
四
五
人
で
綱
を
編
ん
で
居
る
﹂
様
子
な
ど
、﹁
郊
外
﹂
が
人
々
の

憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
印
象
派
が
郊
外
を
﹁
た

ん
に
健
康
的
で
理
想
的
な
明
る
い
イ
メ
ー
ジ

m

﹂
と
し
て
描
い
た
の
に
対
し
て
、
荷

風
は
﹁
四
五
軒
、
巴
里
風
の
高
い
建
物
、
二
三
本
、
製
造
場
の
煙
筒
を
聳
か
し
、
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い
づ
れ
も
貧
し
気
な
背
部
を
、
遮
る
も
の
な
く
曝
し
出
し
て
居
る
﹂
様
子
な
ど
、

印
象
派
が
理
想
と
し
た
﹁
緑
の
郊
外
﹂
と
は
異
な
る
﹁
郊
外
﹂
の
風
景
を
描
い
て

い
る
。［
一
］
か
ら
［
六
］
ま
で
は
特
定
の
地
名
を
出
し
て
い
た
が
、［
七
］
で
は

特
定
の
地
名
を
出
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
印
象
派
が
描
い
た
一
部
の
風
景
の
み

な
ら
ず
、﹁
郊
外
﹂
の
多
様
な
風
景
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る

n

。
例
え
ば
、﹃
草
上

の
昼
食
﹄
で
は
郊
外
を
舞
台
に
、
パ
リ
の
最
先
端
の
流
行
に
身
を
包
ん
だ
︿
放
蕩
﹀

な
男
女
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
﹁
浅
黄
木
綿
の
上ブ
ル
ー
ス衣
を
着
け
、

土
手
の
木
陰
に
寝
転
ん
で
、
太
い
声
で
雑
談
し
て
居
﹂
る
職
人
体
の
三
四
人
の
様

子
や
、﹁
新
聞
を
読
ん
で
居
﹂
る
町
端
れ
の
老
人
の
様
子
、﹁
子
供
の
守
り
を
す
る

十
二
三
の
小
娘
が
、
耳
を
澄
し
て
独
り
で
微
笑
む
﹂
様
子
や
、﹁
画
家
ら
し
い
風

俗
し
た
若
い
女
と
、
そ
の
手
を
握
つ
た
ま
ゝ
、
午
睡
し
て
居
た
貧
し
い
風
采
の
書

生
が
眼
を
覚
す
﹂
様
子
な
ど
、﹁
郊
外
﹂
に
定
住
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
の
人
物

が
、
思
い
思
い
の
行
動
を
と
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
を
連

想
さ
せ
る
よ
う
な
、
軽
薄
な
﹁
流
行
唄
﹂

o

に
よ
っ
て
焦
点
化
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
人

物
の
視
線
の
先
に
あ
る
の
は
、﹁
新
し
い
パ
ナ
マ
帽
、
鼠
地
の
胴ち
よ
つ
き衣
、
黒
ず
ん
だ

オ
リ
ー
ブ
色
の
縞
地
の
背ベ
ス
ト
ン広
に
、
は
で
な
織
模
様
の
襟
飾
。
手
に
持
つ
杖
の
銀
細

工
が
日
の
光
に
き
ら
〳
〵
す
る
﹂
パ
リ
風
の
衣
装
に
身
を
包
ん
で
、﹁
郊
外
﹂
を

訪
れ
る
貞
吉
の
姿
で
あ
る
。﹁
外
国
人
―
日
本
人
﹂
で
あ
り
な
が
ら
パ
リ
に
執
着

す
る
貞
吉
は
、﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂
と
﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
を
体
現
す
る
存
在
で

あ
り
、﹁
郊
外
﹂
で
は
驚
く
ば
か
り
に
目
立
っ
て
い
る
。
荷
風
は
、﹁
郊
外
﹂
で
﹁
田

舎
か
ぶ
れ
﹂
の
外
に
い
る
人
物
の
視
点
か
ら
貞
吉
を
と
ら
え
、﹁
若
い
貴
族
が
お

忍
び
の
散
歩
姿
﹂
と
風
刺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
か
ぶ
れ
﹂
を
相
対
化
し
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、
マ
ネ
が
郊
外
を
描
い
た
﹃
草
上
の
昼
食
﹄
は
そ
の
性
的
側
面
が
注
目
さ

れ
糾
弾
さ
れ
た
が
、
荷
風
は
、
既
存
の
秩
序
か
ら
自
由
で
あ
る
と
い
う
﹁
郊
外
﹂

の
性
質
が
性
的
側
面
に
の
み
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
た
め
に
、﹁
郊
外
﹂

の
描
き
方
を
工
夫
し
て
い
る
。
例
え
ば
、︹
一
︺
か
ら
︹
六
︺
で
は
、
パ
リ
で
は

誰
も
が
根
無
し
草
で
あ
る
こ
と
や
、
日
本
人
以
外
の
欧
米
近
隣
諸
国
出
身
の
外
国

人
の
置
か
れ
て
い
る
厳
し
い
現
状
を
敢
え
て
書
か
ず
、﹁
日
本
人
﹂
で
あ
る
貞
吉

の
孤
独
や
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
力
関
係
の
格
差
を
強
調
し
て

描
い
て
い
た
。
さ
ら
に
︹
七
︺
で
は
、
郊
外
で
も
パ
リ
と
同
様
か
そ
れ
以
上
に
﹁
同

じ
村
や
同
じ
地
方
の
出
身
者
が
再
結
集
し
て
生
き
る
閉
鎖
的
な
領
域
が
し
ば
し
ば

認
め
ら
れ
た
﹂

p

こ
と
を
描
い
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
荷
風
は
、﹁
郊
外
﹂
が
既
存

の
価
値
観
や
属
性
か
ら
自
由
な
場
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の

関
係
が
変
化
し
得
る
場
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
田
登
世
子
に
よ
る
と
、﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
の
パ
リ
都
市
住
民
が
影
響
を
受
け

た
イ
ギ
リ
ス
の
﹁
理
想
的
﹂
な
郊
外
生
活
に
は
、
他
人
に
中
を
覗
か
れ
る
こ
と
を

忌
避
し
、
緑
豊
か
な
︿
外
﹀
の
景
色
を
眺
め
る
こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
る
モ
ラ
ル
が

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
ら
は
︿
内
﹀
に
ひ
き
こ
も
り
な
が
ら
も
、
ま
な
ざ
し
だ

け
は
︿
内
﹀
か
ら
︿
外
﹀
へ
向
か
う
こ
と
に
な
り
、﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
の
心
性
は
、

﹁
心
の
目
﹂
を
抑
圧
し
つ
つ
研
ぎ
す
ま
す
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
偽
善
的
モ
ラ
ル
の

温
床
に
な
っ
て
い
た
と
言
う

q

。﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂
の
貞
吉
も
同
様
に
、﹁
空
、

雲
、
日
光
、
青
草
、
人
家
、
目
に
入
る
も
の
を
ば
尽
く
、
ぢ
ツ
と
打う
ち

目ま

も戍
﹂
り
、

﹁
郊
外
﹂
の
風
景
を
眺
め
て
居
る
。
と
こ
ろ
が
、
貞
吉
は
女
芸
人
に
所
持
金
を
貢



七

永
井
荷
風
﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄﹁
放
蕩
﹂
に
お
け
る
﹁
か
ぶ
れ
﹂
へ
の
ま
な
ざ
し
︵
児
島
︶

ぎ
セ
ー
ヌ
川
へ
身
投
げ
す
る
空
想
を
す
る
な
ど
、
既
存
の
価
値
観
を
内
面
化
し
て

自
ら
は
︿
内
﹀
に
ひ
き
こ
も
り
、
従
来
の
男
女
関
係
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

ま
た
、
南
米
や
西
班
牙
を
フ
ラ
ン
ス
と
比
較
し
て
﹁
無
能
な
外
交
官
の
埋
葬
場
﹂

と
捉
え
、﹁
美
し
い
仏
蘭
西
語
﹂
と
﹁
印
刷
の
汚
ら
し
い
日
本
の
新
聞
﹂
と
い
う

従
来
の
世
界
観
に
と
ら
わ
れ
る
な
ど
、﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂
か
ら
解
放
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
パ
リ
に
お
い
て
貞
吉
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
た
こ
と
の
な
い
日
本

人
の
﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂
を
﹁
日
本
で
書
物
ば
か
り
見
て
居
る
奴
は
、
こ
れ
だ

か
ら
困
る
﹂
と
嘲
笑
す
る
も
の
の
、
パ
リ
都
市
住
民
の
男
性
の
よ
う
に
振
舞
い
、

ロ
ザ
ネ
ッ
ト
や
ア
ー
マ
に
対
し
て
優
位
に
立
と
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
に
起
因
す
る
﹁
非
常
に
日
本
好
き
の
女
﹂
の
存
在
に
胸
を
と
ど
ろ
か
せ
る

な
ど
、
従
来
の
男
女
や
日
仏
の
構
図
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

貞
吉
は
、
既
存
の
価
値
観
か
ら
解
放
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
﹁
郊
外
﹂
に
お
い
て

も
、
現
状
に
不
満
を
抱
く
も
の
の
﹁
か
ぶ
れ
﹂
に
囚
わ
れ
、
既
存
の
価
値
観
を
打

破
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
結
果
、
ル
ビ
ー
と
金
剛
石
の
指
輪
が
き
ら
き
ら
輝
く

優
し
い
綺
麗
な
手
を
持
つ
人
物
と
し
て
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ

の
よ
う
な
貞
吉
を
眺
め
る
﹁
郊
外
﹂
の
住
民
も
ま
た
﹁
外
国
人
―
日
本
人
﹂
と
い

う
視
点
か
ら
貞
吉
を
眺
め
、﹁
日
本
人
﹂
の
容
貌
で
﹁
紳
士
﹂
の
装
い
を
し
て
い

る
こ
と
に
好
奇
心
を
覚
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
の
欲
望
の
視

線
に
さ
ら
さ
れ
る
﹁
郊
外
﹂
の
住
民
も
貞
吉
と
同
様
に
︿
外
﹀
の
景
色
を
眺
め
る

だ
け
で
、
自
ら
の
︿
内
﹀
に
あ
る
﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂
の
思
想
を
顧
み
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
の
根
本
に
は
パ
リ
中
心
主
義
が
あ
る
た
め
、

﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
と
﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂
の
背
景
に
あ
る
思
想
は
同
様
の
も
の

で
あ
る
が
、
パ
リ
中
心
主
義
の
犠
牲
者
と
言
え
る
貞
吉
も
﹁
郊
外
﹂
の
住
民
も
、

こ
れ
ら
の
﹁
か
ぶ
れ
﹂
に
疑
問
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
自
ら
が
超

克
す
べ
き
﹁
か
ぶ
れ
﹂
を
再
生
産
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
荷
風
は
﹁
放

蕩
﹂［
七
］
に
お
い
て
﹁
郊
外
﹂
の
問
題
を
描
き
だ
し
、
そ
の
背
景
に
あ
る
思
想

が
、
都
市
と
郊
外
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
男
性
と
女
性
の
間
に
存
在
す
る
問
題
や

国
家
間
に
存
在
す
る
問
題
と
も
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
は
﹁
中
心
﹂
と
﹁
周
縁
﹂
に
起
因
す
る
個
別
の
問
題
で
は
な
く
、﹁
か
ぶ
れ
﹂

が
内
包
す
る
力
関
係
の
格
差
を
内
面
化
し
、﹁
か
ぶ
れ
﹂
を
疑
う
こ
と
が
な
い
と

い
う
共
通
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

荷
風
が
﹁
か
ぶ
れ
﹂
に
敏
感
に
反
応
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
郊
外
を
舞
台
に
し
な

が
ら
も
、﹁
か
ぶ
れ
﹂
に
囚
わ
れ
な
い
生
き
方
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ

と
は
、
一
九
〇
九
年
に
発
売
禁
止
と
な
っ
た
﹁
放
蕩
﹂
が
、
一
九
二
三
年
に

﹁
雲
﹂
と
改
題
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。﹁
雲
﹂
へ
の
改
題
は
、﹁
放

蕩
﹂
と
い
う
題
名
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
放
蕩
﹂
に
お
け
る
革
新

性
が
﹁
風
俗
壊
乱
﹂
に
の
み
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
し
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
が
、
一
九
〇
九
年
の
作
品
と
、
一
九
二
三
年
の
作
品
︵﹃
二
人
妻
﹄
東
光

閣
書
店　
一
九
二
三
・
六
︶、
一
九
二
六
年
の
作
品
︵
重
印
版
全
集　

第
二
巻　

一
九
二
六
・
九
︶
を
比
較
し
て
み
る
と
、
風
俗
を
壊
乱
す
る
と
判
断
さ
れ
う
る
箇

所
や
政
府
に
対
し
て
批
判
的
な
箇
所
は
大
幅
に
削
除
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、﹁
郊

外
﹂
と
雲
が
印
象
的
に
描
か
れ
た
︹
七
︺
の
本
文
に
は
ほ
と
ん
ど
変
更
が
な
く
、

﹁
雲
﹂
と
改
題
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
感
を
増
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
作
品
の
主
眼
は
、
多
く
の
人
が
捉
わ
れ
る
﹁
か
ぶ
れ
﹂
か
ら
雲
の
よ
う
に
自
由



八

永
井
荷
風
﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄﹁
放
蕩
﹂
に
お
け
る
﹁
か
ぶ
れ
﹂
へ
の
ま
な
ざ
し
︵
児
島
︶

な
存
在
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、﹁
放

蕩
﹂︹
七
︺
で
は
、
雲
の
列
が
午
後
の
光
の
消
え
た
東
へ
進
む
様
子
が
描
か
れ
て

お
り
、
雲
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
困
難
で
あ
る
こ
と
も
描
か
れ
て

い
る
。

突
然
、
口
笛
と
共
に
山
羊
の
鳴
く
声
が
し
た
。
ご
ろ
〳
〵
し
て
居
る
土
手

の
上
の
人
た
ち
は
、
又
も
云
合
は
し
た
や
う
に
、
退
屈
な
眼
を
其
の
方
に
注

い
だ
。
長
い
髪
の
毛
を
額
に
垂
ら
し
た
、
半
づ
ぼ
ん
の
少
年
が
、
手
に
鞭
を

持
つ
て
、
七
八
匹
の
山
羊
を
ば
土
手
の
上
に
追
放
し
た
。
山
羊
は
感
謝
の
意

を
表
す
る
も
の
ゝ
如
く
、
皺
枯
れ
た
声
で
鳴
き
続
け
な
が
ら
、
水
の
な
い
深

い
濠
の
方
ま
で
駆
下
り
て
、
夢
中
で
青
い
〳
〵
若
草
を
喰
ひ
は
じ
め
る
。

蓄
音
機
が
再
び
流は
や
り行
唄う
た

を
歌
ひ
出
し
た
。
長
閑
な
夏
の
日
は
何
時
暮
れ
る

の
で
あ
ら
う
。
長
閑
な
夏
の
日
。

作
品
最
終
部
で
は
、
口
笛
と
山
羊
の
な
く
声
に
よ
っ
て
人
々
の
ま
な
ざ
し
が
貞

吉
か
ら
﹁
郊
外
﹂
に
定
住
す
る
少
年
へ
と
移
り
、
再
び
﹁
流は
や
り行
唄う
た

﹂
が
流
れ
出
す
。

荷
風
は
﹁
か
ぶ
れ
﹂
に
共
通
す
る
構
図
を
描
き
出
し
、﹁
十
九
世
紀
の
首
都
﹂
で

あ
り
﹁
芸
術
都
市
﹂
で
あ
る
パ
リ
を
憧
憬
し
続
け
る
貞
吉
を
軽
薄
な
﹁
流は
や
り行
唄う
た

﹂

と
共
に
﹁
郊
外
﹂
に
置
き
去
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

r

、
既
存
の
枠
組
み
で
物
事

を
と
ら
え
、
一
つ
の
思
想
を
絶
対
視
す
る
者
の
行
き
つ
く
先
を
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
、﹁
郊
外
﹂
に
定
住
す
る
﹁
少
年
﹂
に
未
来
を
託
し
、
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

﹁
放
蕩
﹂［
一
］
か
ら
︹
六
︺
に
お
い
て
荷
風
は
、﹁
十
九
世
紀
の
首
都
﹂
で
あ

る
パ
リ
を
舞
台
に
、
一
つ
の
国
や
身
分
、
立
場
に
収
ま
り
き
ら
な
い
貞
吉
の
葛
藤

を
描
き
、［
七
］
で
﹁
郊
外
﹂
に
舞
台
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ

れ
﹂
を
追
求
す
れ
ば
追
求
す
る
ほ
ど
自
ら
の
姿
が
見
え
な
く
な
り
、O

riginalité

が
失
わ
れ
て
い
く
貞
吉
の
滑
稽
な
姿
を
描
い
た
。
こ
れ
は
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
で
起

こ
っ
て
い
た
﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
に
も
通
じ
る
現
象
で
あ
り
、
多
様
な
側
面
を
持
つ

郊
外
の
一
つ
の
性
質
が
パ
リ
都
市
住
民
に
も
て
は
や
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
他
の
側
面
は
捨
象
さ
れ
、
既
存
の
価
値
観
を
打
破
す
る
場
と
し
て
の
﹁
郊
外
﹂

の
力
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。﹁
か
ぶ
れ
﹂
を
追
求
す
る
こ
と

は
、﹁
中
心
﹂
の
視
点
に
よ
っ
て
﹁
周
縁
﹂
を
排
除
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、﹁
中

心
﹂
と
﹁
周
縁
﹂
を
前
提
に
し
て
い
て
は
格
差
の
根
本
的
解
決
に
は
至
ら
な
い
。

そ
こ
で
荷
風
は
、
都
市
住
民
の
欲
望
を
引
き
受
け
る
﹁
郊
外
﹂
を
舞
台
に
、﹁
か

ぶ
れ
﹂
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
中
心
﹂
の
価
値
観
を
盲
信

す
る
危
険
性
と
﹁
か
ぶ
れ
﹂
を
疑
う
こ
と
の
重
要
性
を
示
し
、
多
様
な
属
性
と
行

動
を
認
め
る
こ
と
で
、﹁
中
心
﹂
と
﹁
周
縁
﹂
の
枠
組
み
を
問
い
直
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂
と
﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
の
共
通
点
に
注
目

し
た
荷
風
は
、
国
の
枠
組
み
を
確
固
た
る
も
の
と
考
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
力

関
係
の
格
差
を
前
提
と
し
、
多
様
性
を
受
け
入
れ
な
い
心
性
を
問
題
視
す
る
こ
と

こ
そ
が
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
関
係
の
変
化
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
。
す
な
わ

ち
、O

riginalité
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、﹁
周
縁
﹂
で
あ
る
﹁
日
本
﹂
と
﹁
中
心
﹂



九

永
井
荷
風
﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄﹁
放
蕩
﹂
に
お
け
る
﹁
か
ぶ
れ
﹂
へ
の
ま
な
ざ
し
︵
児
島
︶

で
あ
る
﹁
フ
ラ
ン
ス
﹂
の
関
係
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
思
想

か
ら
脱
却
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
﹁
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ

テ
ン
文
化
を
基
層
と
す
る
長
い
歴
史
の
上
﹂
に
あ
る
﹁
豊
か
な
閉
鎖
的
体
系
﹂

s

と

し
て
と
ら
え
、
国
家
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
形
成
し
、
そ
の
枠
組
み
を
自
明
の
も

の
と
し
た
杢
太
郎
の
視
点
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
荷
風
と
貞
吉
は
同
一
視
さ
れ
、﹁
緑
の
郊
外
﹂
と
荷
風
の
描
い
た
﹁
郊

外
﹂
は
区
別
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
貞
吉
の
﹁
か
ぶ
れ
﹂
を
風
刺
し
た

荷
風
は
、﹁
郊
外
﹂
の
問
題
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
中
心
﹂
と
﹁
周
縁
﹂
の
枠

組
み
を
問
い
直
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
江
戸
芸
術
や
玉
ノ
井
に
対
す
る
関
心
を
深

め
な
が
ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
や
都
市
に
対
す
る
関
心
も
終
生
失
わ
ず
、
雲
の
よ
う
に

自
由
自
在
に
形
を
変
え
てO

riginalité

の
あ
る
作
品
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
帰

朝
後
の
荷
風
の
活
動
の
原
点
に
は

t

、﹁
放
蕩
﹂
で
獲
得
し
た
視
点
が
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

※  

本
文
の
引
用
は
、﹃
荷
風
全
集
﹄
第
四
巻
︵
岩
波
書
店　

一
九
九
二
・
七
︶、
第
五
巻
︵
岩

波
書
店　

一
九
九
二
・
五
︶、
第
六
巻
︵
岩
波
書
店　

一
九
九
二
・
六
︶、
第
七
巻
︵
岩

波
書
店　

一
九
九
二
・
一
〇
︶、
第
十
四
巻
︵
岩
波
書
店　

一
九
九
三
・
一
一
︶、
第

十
七
巻
︵
岩
波
書
店　

一
九
九
四
・
六
︶、
及
び
﹃
木
下
杢
太
郎
全
集
﹄
第
二
十
三
巻
︵
岩

波
書
店　

一
九
八
三
・
四
︶
に
拠
る
。
な
お
、
ル
ビ
・
傍
点
は
適
宜
省
略
し
、
旧
字
体

は
適
宜
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。

注1

　

 

山
田
登
世
子
は
﹁﹁
十
九
世
紀
の
首
都
﹂
と
し
て
、
世
界
の
最
先
端
を
行
く
都
市

パ
リ
⋮
⋮
。
荷
風
は
、
つ
い
昨
日
ま
で
日
本
で
も
続
い
て
い
た
こ
の
都
市
神
話
を
真

に
う
け
つ
つ
、
パ
リ
伝
説
に
そ
ま
っ
て
い
る
﹂
と
し
、﹁
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
は
じ
め
多

く
の
平
民
作
家
を
輩
出
し
た
一マ
マ九
世
紀
後
半
以
来
、
パ
リ
は
芸
術
家
を
育
む
特
権
的

な
場
と
し
て
多
く
の
潜
在
的
芸
術
家
た
ち
の
夢
を
か
き
た
て
、
か
れ
ら
を
そ
こ
に
招

き
よ
せ
た
が
、﹂︽
文
学
の
中
の
パ
リ
︾
で
あ
り
、
同
時
に
︽
観
光
ガ
イ
ド
の
中
の
パ

リ
︾
が
描
か
れ
た
﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄
は
、︽
芸
術
家
物
語
︾、︽
パ
リ
物
語
︾
の
︽
紋

切
り
型
︾
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。︵
山
田
登
世
子
﹁
時
代
遅
れ
の
衣
装
﹂﹃
ユ

リ
イ
カ
﹄
第
29
巻
3
号　

一
九
九
七
・
三
︶
ま
た
、
網
野
義
紘
は
﹃
ふ
ら
ん
す
物

語
﹄
で
描
か
れ
た
パ
リ
の
情
景
に
つ
い
て
、﹁
荷
風
は
﹁
現
実
に
見
た
フ
ラ
ン
ス
は

見
ざ
る
時
の
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
更
に
美
し
く
更
に
優
し
か
つ
た
。﹂
と
書
い
て
い
る

が
、﹁
見
ざ
る
時
﹂
に
美
し
く
優
し
く
観
念
化
さ
れ
た
眼
で
し
か
現
実
の
フ
ラ
ン
ス

を
描
こ
う
と
し
な
か
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
。︵
網
野
義
紘
﹁﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄
に

お
け
る
荷
風
の
フ
ラ
ン
ス
﹂﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
第
29
集　

一
九
八
二
・
一
〇
︶
さ

ら
に
、
小
森
陽
一
は
、﹁﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄
に
描
か
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
光
景
は
、
土

産
物
屋
の
店
先
に
並
べ
て
あ
る
、
ス
ー
ヴ
ェ
ニ
ー
ル
と
し
て
の
絵
葉
書
の
よ
う
な
も

の
で
あ
り
、
し
か
し
ま
さ
に
そ
こ
に
表
象
に
よ
っ
て
憧
れ
を
か
き
た
て
ら
れ
、
パ

リ
の
街
に
た
た
ず
む
日
本
人
の
意
識
と
感
受
性
の
、
歴
史
―
地
政
的
反
復
の
構
図

が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
﹂
と
指
摘
す
る
。︵
小
森
陽
一
﹁
歴
史
―
地
政
的
作
家
永
井
荷

風　

―﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄
か
ら
﹃
濹
東
奇
譚
﹄
へ
﹂﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄
第
29
巻
3
号　

一
九
九
七
・
三
︶

　

2

　

 

中
島
国
彦
は
、［
七
］
に
お
い
て
雲
が
飛
躍
的
に
重
要
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
現
わ

れ
、［
六
］
か
ら
［
七
］
に
移
る
時
に
語
調
が
急
変
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
貞
吉
に

﹁
帰
朝
直
後
の
荷
風
の
立
場
﹂
を
読
み
取
っ
て
い
る
。︵
中
島
国
彦
﹁﹃
雲
﹄
の
意
味

す
る
も
の
﹂﹃
国
文
学
研
究
﹄
第
四
十
六
集　

一
九
七
二
・
三
︶

　

3

　

 

南
明
日
香
は
、［
七
］
に
お
い
て
荷
風
が
貞
吉
を
あ
ら
た
な
視
点
か
ら
語
ろ
う
と

し
て
お
り
、
そ
の
語
り
の
方
法
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
語
り
の
方
法
と
パ
ラ
レ
ル
な

も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
語
り
の
方
法
に
よ
っ
て
﹁﹁
日
本
の
外
交
官
﹂
の
小
山
貞
吉

は
外
国
人
＝L’E

tranger

＝
異
邦
人
の
意
味
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
、
ア
ノ
ニ
ム
な

雲
に
も
似
た
自
由
な
存
在
に
、
今
度
こ
そ
な
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。︵
南
明
日

香
﹁﹁
雲
﹂
論　

―﹁
ふ
ら
ん
す
﹂
と
い
う
物
語
の
誕
生
―
﹂﹃
国
文
学
研
究
﹄
第

九
十
四
集　

一
九
八
八
・
三
︶

　

4

　

 

日
比
嘉
高
が
﹁﹁
―
ふ
ら
ん
す
日
記
―
﹂
な
ど
と
い
う
附
記
は
、
読
者
に
作
中



一
〇

永
井
荷
風
﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄﹁
放
蕩
﹂
に
お
け
る
﹁
か
ぶ
れ
﹂
へ
の
ま
な
ざ
し
︵
児
島
︶

の
﹁
私
﹂
を
作
者
荷
風
と
重
ね
る
よ
う
な
読
書
を
促
し
た
﹂︵
日
比
嘉
高
﹁
帰
国
直

後
の
永
井
荷
風　

―﹁
芸
術
家
﹂
像
の
形
成
―
﹂﹃
日
本
語
と
日
本
文
学
﹄
第
26
号　

一
九
九
八
・
二
︶
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
荷
風
は
作
中
人
物
を
自
ら
と
同
一
視
さ

せ
る
よ
う
計
算
し
て
い
た
が
、﹁
放
蕩
﹂
は
﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄
集
中
、
唯
一
﹁
小
説
﹂

と
銘
打
た
れ
て
お
り
、
貞
吉
と
自
ら
は
同
一
人
物
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

5

　

 ﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂
と
は
、
狭
義
で
は
パ
リ
＝
フ
ラ
ン
ス
と
し
て
パ
リ
を
信
奉

す
る
現
象
を
指
す
が
、
本
稿
で
は
フ
ラ
ン
ス
対
日
本
と
い
う
同
時
代
的
な
認
識
の

構
造
を
取
り
上
げ
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
を
信
奉
す
る
現
象
も
含
ん
だ
。

　

6

　

 

今
橋
映
子
﹃
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ズ　

都
市
と
郊
外　

―
比
較
文
化
論
へ
の
通
路
﹄︵
Ｎ

Ｔ
Ｔ
出
版　

二
〇
〇
四
・
一
二
︶
二
〇
五
頁
参
照

　

7

　

 ﹁
羅
典
街
の
一
夜
﹂︵﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄
博
文
館　

一
九
〇
九
・
三
︶
に
は
、
イ

プ
セ
ン
や
プ
ツ
チ
ニ
、
モ
ー
パ
ツ
サ
ン
、
リ
ツ
シ
ユ
パ
ン
、
ブ
ー
ル
ヂ
エ
ー
、
ゾ

ラ
の
作
品
を
案
内
記
と
し
て
、﹁
自
分
﹂
が
巴
里
の
書
生
町
カ
ル
チ
エ
ー
・
ラ
タ
ン

の
生
活
を
夢
見
て
居
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

8

　

 

杢
太
郎
も
荷
風
と
同
様
に
、﹁
わ
た
く
し
は
こ
の
サ
ン
・
シ
ユ
ル
ピ
ス
の
境
内
を

愛
す
る
。
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
幼
年
時
の
回
想
記
に
こ
の
境
内
は
し
ば
し

ば
出
て
来
る
。
こ
の
間
の
寒
さ
で
、
前
の
水
盤
の
水
が
す
つ
か
り
氷
つ
た
。
そ
し

て
多
く
の
子
供
等
が
そ
の
破
片
を
抛
つ
て
嬉
遊
す
る
。
わ
た
く
し
は
そ
の
著
書
の

故
に
、
こ
れ
等
少
年
の
戯
れ
を
無
観
念
に
は
見
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。﹂︵﹁
サ
ン
・

シ
ユ
ル
ピ
ス
の
廣
場
か
ら
﹂﹃
サ
ン
デ
ー
毎
日
﹄　

一
九
二
二
・
六
︶
と
記
す
な
ど
、

文
学
作
品
を
通
し
て
パ
リ
の
風
景
を
眺
め
て
い
た
。

　

9

　

 

自
ら
が
﹁
厚
い
黄
い
唇
﹂︵﹁
異
郷
の
恋
﹂﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄
博
文
館　

一
九
〇
九
・
三
︶
を
持
っ
た
﹁
日
本
人
﹂
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し

た
荷
風
や
、
自
ら
の
﹁
顔
が
黄
ろ
く
て
、
身
に
着
け
る
洋
服
が
頓
馬
な
形
﹂︵﹁
エ

ン
ゲ
ン
湖
畔
﹂
一
九
二
二
・
八
︶
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
杢
太
郎
は
、
必
然
的

にO
riginarité

を
模
索
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
で
も
荷
風
は
、﹁
帰
朝
者
の
日

記
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄　

一
九
〇
九
・
一
〇
︶
に
お
い
て
、﹁
何
人
も
今
だ
に
﹁
日
本
﹂

と
云
ふO

riginarité

を
求
め
や
う
と
す
る
も
の
は
無
い
。
求
め
て
も
日
本
に
は

O
riginarité

が
な
か
つ
た
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
ぬ
事
す
ら
あ
る
。﹂
と
記
す
な
ど
、

生
涯
を
通
じ
て
自
ら
の
作
品
の
中
でO

riginarité

そ
の
も
の
の
意
味
を
問
い
、
欧

米
の
思
想
に
拠
ら
な
いO

riginarité

を
追
求
し
た
。

　

0

　

 

太
田
正
雄
﹃
木
下
杢
太
郎
日
記
﹄
第
二
巻
︵
岩
波
書
店　

一
九
八
〇
・
一
︶

　

!

　

 

こ
こ
で
言
う
﹁
流
行
﹂
は
、﹁
あ
る
一
時
期
、
多
く
の
人
々
の
好
み
に
あ
っ

て
広
く
世
の
中
に
行
わ
れ
る
こ
と
。
は
や
る
こ
と
。﹂︵﹃
明
鏡
国
語
辞
典
﹄　

二
〇
〇
二
・
一
二　

大
修
館
書
店
︶
と
言
う
、
字
義
的
な
意
味
で
の
流
行
と
は
異

な
る
。

　

@

　

 

一
八
六
〇
年
頃
か
ら
一
九
二
〇
年
頃
に
起
き
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は
、﹁
日
本
か
ぶ

れ
﹂
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
根
底
に
は
︿
内
﹀
で
あ
る
欧
米

か
ら
︿
外
﹀
で
あ
る
日
本
を
ま
な
ざ
す
欧
米
中
心
主
義
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て

い
た
荷
風
は
、
江
戸
芸
術
に
︿
内
﹀
と
︿
外
﹀
の
枠
組
を
崩
し
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

を
脱
構
築
す
る
手
が
か
り
を
求
め
た
。

　

#

　

 ﹁
耳
無
草
﹂︵
二
︶︵﹃
女
性
﹄　

一
九
二
三
・
四
︶

　

$

　

 

山
田
登
世
子
﹃﹁
ふ
ら
ん
す
か
ぶ
れ
﹂
の
誕
生　

―﹁
明
星
﹂
の
時
代1900-1927

﹄

︵
藤
原
書
店　

二
〇
一
五
・
一
〇
︶
二
二
〇
頁
参
照

　

%

　

 

木
下
杢
太
郎
﹁
新
時
代
﹂︵﹃
新
小
説
﹄　

一
九
一
六
・
七
︶

　

^

　

 

荷
風
は
、
米
国
で
﹁
余
は
こ
の
湾
頭
遥
に
大
西
洋
を
望
め
ば
ま
だ
知
ら
ぬ
仏
蘭
西

の
都
と
其
の
藝
術
の
恋
し
さ
に
今
の
我
が
身
の
果
敢
な
き
を
思
ひ
無
量
の
悲
愁
に

打
沈
め
ら
る
ゝ
を
常
と
す
﹂︵
一
九
〇
六
年
四
月
廿
三
日
︶
と
述
べ
る
な
ど
、
フ
ラ

ン
ス
＝
芸
術
の
都
パ
リ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、﹁
余
は
紐
育
の

炎
暑
殆
ど
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
に
つ
け
て
今
は
仏
蘭
西
の
藝
術
の
み
な
ら
で
其
風
土

を
慕
ふ
心
日
に
ま
し
烈
し
く
成
り
行
く
な
り
。﹂︵
一
九
〇
六
年
八
月
廿
五
日
︶
と

い
う
記
述
か
ら
は
、
芸
術
の
都
パ
リ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
パ
リ
の
風
土
へ
と
慕
情
を

募
ら
せ
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
こ
の
時
点
で
は
フ
ラ
ン
ス
郊
外
へ
の
関

心
は
見
ら
れ
な
い
。

　

&
　

 

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
マ
ル
シ
ャ
ン　

羽
貝
正
美
訳　
﹃
パ
リ
の
肖
像　

１
９
―

２
０
世

紀
﹄︵
日
本
経
済
評
論
社　

二
〇
一
〇
・
一
一
︶
一
九
五
頁
参
照

　

*

　

 
当
時
、
パ
リ
の
売
春
に
は
序
列
が
あ
っ
た
。﹁
高
級
娼
婦
﹂
の
下
に
、
オ
ペ
ラ
座

の
舞
踏
会
等
で
声
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
、
晩
餐
を
陽
気
に
し
て
く
れ
る
﹁
遊
び

女
﹂、
序
列
の
下
方
に
は
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
出
か
け
る
未
婚
の
女
性
店
員
た
ち
、
そ



一
一

永
井
荷
風
﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄﹁
放
蕩
﹂
に
お
け
る
﹁
か
ぶ
れ
﹂
へ
の
ま
な
ざ
し
︵
児
島
︶

の
さ
ら
に
下
に
は
ム
ー
ラ
ン
・
ル
ー
ジ
ュ
の
踊
り
子
た
ち
、
ず
っ
と
下
の
底
辺
に
、

城
壁
や
通
り
の
闇
に
生
き
る
数
千
の
﹁
下
級
娼
婦
﹂
が
い
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

︵
Ｂ
・
マ
ル
シ
ャ
ン　

前
掲
書　

一
九
七
～
一
九
八
頁
参
照
︶

　

(

　

 
マ
リ
＝
ク
ロ
ー
ド
・
ブ
ラ
ン
＝
シ
ャ
レ
ア
ー
ル　

中
野
隆
生
訳
﹁
パ
リ
地
方
の
外

国
人　

そ
の
社
会
的
位
置
と
都
市
圏
の
拡
大
﹂︵
中
野
隆
生
編
﹃
都
市
空
間
と
民
衆　

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
﹄
山
川
出
版
社　

二
〇
〇
六
・
八
︶
一
八
一
～
一
八
二
頁
参
照

　

)

　

 

Ｂ
・
マ
ル
シ
ャ
ン　

前
掲
書　

九
三
頁
、
一
一
三
頁
参
照

　

a

　

 

坂
上
桂
子
﹁
郊
外
の
風
景　

―
印
象
派
か
ら
新
印
象
派
へ
﹂︵
喜
多
崎
親
編
﹃
パ

リ
Ⅰ　

―
１
９
世
紀
の
首
都
﹄
竹
林
舎　

二
〇
一
四
・
四
︶
三
三
六
頁
参
照

　

b

　

 

杢
太
郎
は
一
九
二
一
年
一
一
月
に
マ
ネ
の
﹃
草
上
の
昼
食
﹄
を
鑑
賞
し
、
印
象
派

に
つ
い
て
論
文
を
書
い
て
い
る
。︵
太
田
正
雄　

前
掲
書　

三
六
〇
頁
参
照
︶
ま
た

荷
風
は
、
欧
米
滞
在
時
、﹁
ル
キ
ザ
ン
ブ
ル
グ
美
術
館
﹂︵
一
九
〇
八
・
三
・
三
一
︶

や
﹁
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
﹂︵
一
九
〇
八
・
四
・
一
︶
を
訪
れ
る
な
ど
美
術
に
関

心
を
抱
い
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
壇
に
つ
い
て
印
象
派
と
い
う
視
点
か
ら

論
じ
て
い
る
。︵﹁
西
遊
日
誌
稿
﹂、﹁
仏
国
に
お
け
る
印
象
派
﹂﹃
文
章
世
界
﹄　

一
九
〇
九
・
三
︶
な
ど
参
照

　

c

　

 

坂
上
桂
子　

前
掲
書　

三
三
五
頁
参
照

　

d

　

 

ロ
ン
ド
ン
郊
外
が
比
較
的
早
く
か
ら
魅
力
的
な
場
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
に
対
し
、
パ
リ
郊
外
は
﹁
追
放
地
﹂
で
あ
っ
た
︵
Ｂ
・
マ
ル
シ
ャ
ン　

前
掲
書　

九
三
頁
参
照
︶。
と
こ
ろ
が
、
科
学
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
都
市
生
活
は

悪
化
し
、
そ
れ
に
伴
い
郊
外
は
フ
ラ
ン
ス
で
も
余
暇
を
楽
し
む
た
め
の
魅
力
的
な

場
と
な
っ
た
。
加
え
て
、
鉄
道
等
の
科
学
技
術
の
発
展
は
、
都
市
住
民
に
と
っ
て

郊
外
を
よ
り
身
近
な
場
と
し
、
郊
外
の
新
た
な
魅
力
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

e

　

 

六
人
部
昭
典
﹁
マ
ネ
と
モ
ネ　

―
印
象
派
・
絵
画
の
新
時
代
―
﹂︵
竹
内
二
郎
編

﹃
マ
ネ
／
モ
ネ
﹄
学
習
研
究
社　

一
九
九
二
・
二
︶、
木
村
泰
司
﹃
印
象
派
と
い
う

革
命
﹄︵
集
英
社　

二
〇
一
二
・
三
︶
な
ど
参
照

　

f

　

 

六
人
部
昭
典　

前
掲
書　

七
頁
参
照

　

g

　

 

Ｂ
・
マ
ル
シ
ャ
ン　

前
掲
書　

一
九
七
頁
、
一
九
九
頁
参
照

　

h

　

 

当
時
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
夏
に
な
る
と
パ
リ
か
ら
程
近
い
セ
ー
ヌ
河
畔
に
出
か
け

る
よ
う
な
﹁
田
舎
か
ぶ
れ
﹂
が
見
ら
れ
、
都
市
の
新
興
階
級
の
あ
い
だ
に
余
暇
が

広
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
公
衆
の
面
前
で
の
水
浴
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

自
由
、
と
り
わ
け
女
性
の
自
由
が
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
言
う
。︵
ジ
ェ
ー
ム

ズ
・
Ｈ
・
ル
ー
ビ
ン　

太
田
泰
人
訳
﹃
岩
波　

世
界
の
美
術　

印
象
派
﹄
岩
波
書

店　

二
〇
〇
二
・
九　

六
二
頁
参
照
︶

　

i

　

 

ゾ
ラ
は
、
マ
ネ
の
支
援
者
で
あ
っ
た
。
公
衆
が
不
当
に
マ
ネ
を
貶
め
て
い
る
と

憤
慨
し
、
マ
ネ
を
擁
護
し
た
ゾ
ラ
は
、﹁
マ
ネ
の
意
図
が
単
純
に
、
因
習
や
道
徳
に

と
ら
わ
れ
ず
誠
実
に
物
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
﹂
し
て
い
た
と
言
う
。︵
Ｈ
・

ル
ー
ビ
ン　

前
掲
書　

七
〇
頁
参
照
︶
ま
た
、
荷
風
は
ゾ
ラ
の
作
品
を
愛
読
し
て
お

り
、
欧
米
滞
在
中
も
ゾ
ラ
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。︵﹃
西
遊
日
誌
抄
﹄
一
九
〇
六

年
一
月
二
三
日
、
二
月
廿
二
日
、
三
月
廿
九
日　

参
照
︶

　

j

　

 

エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ　

椎
名
其
二
訳
﹃
野
へ
﹄︵
エ
ル
ノ
ス　

一
九
二
六
・
一
︶　

荷
風

は
﹁
夏
の
町
﹂︵﹃
三
田
文
学
﹄　
一
九
一
〇
・
八
）
で
、
こ
の
作
品
に
言
及
し
て
い
る
。

　

k

　

 

今
橋
映
子　

前
掲
書　

二
〇
六
頁
、
二
〇
八
頁
、
二
二
三
頁
参
照

　

l

　

 

山
田
登
世
子
﹃
リ
ゾ
ー
ト
世
紀
末　

―
水
の
記
憶
の
旅
﹄︵
筑
摩
書
房　
一
九
九
八
・

 

六
︶
二
四
頁
参
照

　

m

　

 

坂
上
桂
子　

前
掲
書　

三
四
六
頁
参
照

　

n

　

 

前
述
し
た
よ
う
な
パ
リ
西
部
の
﹁
緑
の
郊
外
﹂
と
東
北
部
の
﹁
黒
い
郊
外
﹂
の
差

異
の
み
な
ら
ず
、
パ
リ
西
部
の
郊
外
に
も
大
企
業
の
集
中
す
る
工
業
地
帯
は
あ
り
、

そ
こ
に
住
む
労
働
者
た
ち
は
貧
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
。︵
今
橋
映
子　

前
掲
書　

二
二
四
頁
参
照
︶
こ
の
よ
う
に
、
郊
外
に
は
多
様
な
側
面
が
あ
っ
た
。

　

o

　

 

荷
風
は
﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄
の
他
の
諸
編
の
中
で
も
、﹁
ロ
ン
ド
ン
の
東
側
の
寄

席
な
ど
で
歌
ふ
流
行
唄
だ
と
は
、
滑
稽
を
交
へ
た
軽
佻
な
、
深
み
の
な
い
調
子
で

想
像
せ
ら
れ
る
﹂︵﹁
黄
昏
の
地
中
海
﹂﹃
新
潮
﹄　

一
九
〇
八
・
一
一
︶
と
記
し
た
り
、

﹃
濹
東
綺
譚
﹄
で
は
﹁
私
﹂
を
苦
し
め
る
も
の
と
し
て
蓄
音
機
の
流は
や
り行
唄う
た

を
挙
げ
た

り
す
る
な
ど
、
流
行
唄
を
否
定
的
に
描
い
て
い
る
。

　

p
　

 

ブ
ラ
ン
＝
シ
ャ
レ
ア
ー
ル　

前
掲
書　

一
八
六
頁
参
照

　

q

　
 

山
田
登
世
子　

前
掲
書　

一
六
頁
参
照

　

r

　

 
小
森
陽
一
は
、﹁
外
交
官
﹂
と
い
う
職
業
が
、﹁
日
本
﹂
及
び
﹁
日
本
人
﹂
の
歴
史

―
地
政
的
な
力
関
係
の
中
に
お
け
る
位
置
を
、
代
表
―
表
象
す
る
も
の
﹂
で
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る
が
︵
小
森
陽
一　

前
掲
論
文
参
照
︶、
荷
風
は
外
交
官
で
あ
る
貞



一
二

永
井
荷
風
﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄﹁
放
蕩
﹂
に
お
け
る
﹁
か
ぶ
れ
﹂
へ
の
ま
な
ざ
し
︵
児
島
︶

吉
を
自
ら
と
切
り
離
し
て
﹁
郊
外
﹂
に
置
き
去
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁﹁
日
本
﹂

及
び
﹁
日
本
人
﹂
と
い
う
歴
史
―
地
政
的
な
力
関
係
﹂
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

s

　

 
今
橋
映
子
﹁
エ
キ
ゾ
チ
ス
ム
よ
り
ユ
マ
ニ
ス
ム
へ　

―
木
下
杢
太
郎
の
パ
リ
―
﹂

︵﹃
文
学
研
究
論
集
﹄︵
11
︶
筑
波
大
学
比
較
・
理
論
文
学
会　

一
九
九
四
・
三
︶

　

t

　

 

荷
風
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
で
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
浮
世
絵
以
外
の
江
戸
芸
術
に

も
関
心
を
寄
せ
る
な
ど
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
江
戸
芸
術
を
評

価
し
て
い
た
。
ま
た
、
麻
布
の
偏
奇
館
に
居
を
構
え
な
が
ら
も
玉
ノ
井
に
関
心
を

示
し
、
通
い
続
け
る
な
ど
、
一
つ
の
も
の
に
﹁
か
ぶ
れ
﹂
な
か
っ
た
。


