
〈
現
象
〉

と
し
て
の

『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』

|

|
昭
和
初
年
代
に
お
け
る
谷
崎
と
荷
風
の
位
相
ー
ー
ー

『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
評
価
と
消
去
さ
れ
る
〈
昭
和
初
年
代
〉

九

昭
和
六
)
年
に
発
表
さ
れ
た
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』

(
『
中
央
公
論
』
、
一
九
=
二
・
一

O
)
は
大
正
末
頃
か
ら
長
い
沈
滞
期

に
あ
っ
た
永
井
荷
風
の
復
活
を
一ホ
す
重
要
な
作
品
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
「こ

の

一
作
に
よ
っ
て
荷
風
は
昭
和
文
壇
の
第

一

線
に
復
活
」
し
た
と
す
る
臼
井
吉
見
を
は
じ
め
と
し
、
「
荷
風
女
給

物
の
集
大
成
」
(
坂
上
博
二
、
「
昭
和
初
期
の
風
俗
小
説
と
し
て
後

の
世
に
伝
へ
ら
れ
る
べ
き
作
品
」
(
秋
庭
太
郎
)
、
「
風
俗
小
説
の
時
計

頭
に
立
つ
傑
作
と
し
て
そ
の
評
価
は
既
に
決
ま
っ
て
い
る
」
(
笹
淵

岸
川

俊
太
郎

友
二
、
「
季
節
外
れ
の
自
然
主
義
的
傑
作
」
(
中
村
真

一
郎
)
、
「
「
文

芸
復
興
期
」
の
さ
き
が
け
を
な
し
た
も
の
」
(
竹
盛
天
雄
)
と
、
『
つ
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ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を

(傑
作
〉
と
す
る
評
価
は
戦
後
か
ら
一
貫
し

て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
在
の
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』

評
価
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
谷
崎
潤

一
郎
の
評
価
で
あ
る
。

谷
崎
は
発
表
後
す
ぐ
に
「
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
を
読
む
」
と
い
う

異
例
の
長
さ
の
評
論
を
寄
せ
、
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
に
「
文
学
史

上
に
我
が
昭
和
時
代
の
東
京
を
記
念
す
べ
き
世
相
史
、
風
俗
史
と

で
も
云
ふ
べ
き
作
品
」
と
手
放
し
の
賞
讃
を
与
え
た
。
「
『
っ
ゅ
の

あ
と
さ
き
』
に
つ
い
て
何
か
を
言
お
う
と
す
る
な
ら
、
谷
崎
評
こ



そ
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
、

オ
メ
ガ
」
(
平
岡
敏
夫
)
と
い
う
よ
う
に
、

現
在
の
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
評
価
に
あ
っ
て
谷
崎
評
は
絶
対
的

な
地
位
に
あ
る
。

し
か
し
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
は
発
表
当
時
、
新
聞
紙
上
の
時

評
を
含
め
二

O
本
に
及
ぶ
異
例
の
数
の
批
評
を
呼
び
寄
せ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
か
ら

〈失
敗
作
〉
の
評
価
を
下
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
に
「
齢
五
十
を
超
え
て
か

ら
の
作
者
の
飛
躍
」
を
み
た
の
は
、
同
時
代
に
あ
っ
て
谷
崎
た
だ

一
人
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
昭
和
初
年
代
に
お
い
て
『
つ
ゅ

の
あ
と
さ
き
』
は
「
文
界
を
驚
倒
さ
せ
」
(
高
橋
俊
夫
)
、
「
噴
々
た

る
好
評
」
(
杉
森
久
英
)
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た

〈傑
作
〉
と
し
て

で
は
な
く
、
何
よ
り
も

〈失
敗
作
〉
と
し
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
現
在
流
通
し
て
い
る
『
つ
ゆ
あ
と
さ
き
』
評
価
と
は
、
そ
の
後

の
荷
風
の
文
学
的
評
価
を
前
提
と
し
て
事
後
的
に
再
構
成
さ
れ
た

見
方
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
こ
で
は
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』

を

〈失
敗
作
〉
と
し
た
同
時
代
の
大
勢
的
な
評
価
と
文
脈
と
が
消

去
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
目
的
は

そ
の
よ
う
な
痕
跡
と
し
て
の

同
時
代
評
価
を
再
度
拾
い
上
げ
、

そ
の
な
か
に
荷
風
と
谷
崎
を
位

置
づ
け
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
に
込
め
ら
れ

た
両
者
の
試
み
の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

同
時
代
評
の
ほ
と
ん
ど
が
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を

〈失
敗
作
〉

同
時
代
の
大
勢
的
な
「
小
説
」
観
が
『
っ
ゅ
の
あ

と
し
た
の
は
、

と
さ
き
』
を
評
価
す
る
も
の
と
は
別
の
も
の
と
し
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
荷
風
は

〈失
敗
作
〉
と
評
価

さ
れ
る
よ
う
な
昭
和
初
年
代
の
時
代
性
の
な
か
で
『
っ
ゅ
の
あ
と

さ
き
』
を
発
表
し
た
。
そ
れ
は
、
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
に
対
し
て

賞
讃
の
辞
を
与
え
た
谷
崎
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
前
年
の

一
九
三

O
(昭
和
五
)
年
、
荷
風
は
谷
崎
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
で
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
。
「
小
生
も
断
え
ず
何
か
書
き
た
し
と
は
思
居
候
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も
の
』
年
々
元
気
鈎
沈
興
会
更
に
湧
き
不
申
ハ
又
折
々
新
聞
杯
見

候
ふ
て
今
の
文
壇
の
調
子
を
窺
へ
ば
小
生
の
好
む
所
と
は
懸
隔
あ

ま
り
に
甚
し
く
何
も
す
る
気
に
は
な
り
不
申
我
な
が
ら
困
り

居
候
」
。

こ
の
よ
う
に
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
め
ぐ
る
谷
崎
と
荷
風
の

ネ
ガ
テ
イ
フ

紐
帯
は
、
そ
れ
自
体

〈昭
和
初
年
代
〉
の
ひ
と
つ
の
陰
画
を
成
し

て
い
る
。
谷
崎
の
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
評
は
、
そ
の

〈
傑
作
〉



性
を
保
証
す
る
荷
風
個
別
の
作
品
評
価
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
〈
失
敗
作
〉
と
な
す
昭
和
初
年
代
の
大
勢
的
な
「
小
説
」

観
へ
の
、

ひ
と
つ
の
抗
い
と
し
て
、
ま
た
自
ら
の
「
小
説
」
観
の

マ
ニ
フ
エ
ス

ト
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
同
時
代
評
/
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て

の
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』

「
一
つ
の
作
品
が
こ
の
や
う
に
か
ま
び
す
し
い
反
響
を
受
け
た

近
頃
類
例
を
見
な
い
」
(
川
端
康
成
)
と
言
わ
れ
る
よ
う

こ
と
は
、

に
、
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
は
発
表
直
後
か
ら
移
し
い
数
の
同
時
代

評
を
呼
び
集
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
「
失
敗

の
作
」
(
中
村
武
羅
夫
)
、
「
先
づ
失
敗
の
作
と
言
ふ
べ
き
」

(
O
P
Q
)

に
は
じ
ま
り
、
「
芸
術
的
気
品
は
失
は
れ
、
や
や
浅
薄
な
作
品
」
(
川

端
康
成
)
、

「よ
く
あ
る
古
い
通
俗
小
説
か
ら
い
く
ら
の
距
離
も

な
い
」
(
竜
鳩
寺
雄
)
、
「
「
お
か
め
笹
」
な
ど
に
比
べ
る
と
、
何
と

な
く
気
魂
が
衰
へ
て
ゐ
る
」
(
正
宗
白
鳥
)
、
「
彼
の
芸
術
の
道
程
か

ら
云
つ
で
も
退
化
以
外
の
も
の
で
は
な
い
」
(
宮
本
顕
治
)
、
「
こ
れ

だ
け
の
題
材
に
二
百
余
枚
を
費
し
た
こ
と
は
(
中
略
)
冗
漫
で
無

駄
が
多
い
と
い
ふ
誹
り
は
免
れ
な
い
」
(
宇
野
浩
二
)
、
「
こ
の
作
物

に
な
っ
て
は
、
ま
た
思
い
き
っ
て
出
鱈
目
」
(
千
葉
亀
雄
)
、
「
形
の

統
一
は
あ
り
な
が
ら
、
中
身
が
恐
ろ
し
く
ガ
タ
ピ
シ
し
て
い
る
」

(
広
津
和
郎
)
と
、
一
様
に
〈
失
敗
作
〉
の
評
価
を
下
さ
れ
て
し
ま
う
。

な
か
で
も
中
野
重
治
に
は

「
何
の
訴
へ
も
な
く
全
く
砂
の
や
う
な

も
の
と
し
か
言
へ
な
い
。

一
般
に
か
う
し
た
作
者
が
制
作
に
つ
い

て
ど
う
し
て
生
き
て
ゐ
ら
れ
る
の
か
不
思
議
だ
。
之
は
創
造
と
い

ふ
も
の
と
全
く
違
ふ
」
と
徹
底
的
な
批
判
を
さ
れ
る
に
至
る
。
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昭
和
初
年
代
は
大
正
末
か
ら
登
場
し
た
新
感
覚
派
、
大
衆
文
学
、

ま
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
、
新
興
芸
術
派
、
ブ
ル
ー
ス
ト
、

ジ
ヨ

イ
ス
の
影
響
を
受
け
た
新
心
理
主
義
の
登
場
な
ど
様
々
な
文
学
上

の
立
場
、
ジ
ャ
ン
ル
が
生
成
し
、
交
錯
し
合
う
「
小
説
」
概
念
の

一
大
変
容
期
に
あ
っ
た
。
ま
た

こ
の
時
期
に
流
通
す
る

〈
既
成

作
家
〉
と
い
う
政
治
的
な
表
象
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、

一
九
二
九
(
昭
和
四
)
年
に
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
小
林
秀
雄

を
は
じ
め
、
横
光
利
一
、
川
端
康
成
ら
若
手
文
学
者
の
台
頭
な
ど

に
よ
っ
て
文
壇
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
自
体
も
大
き
な
変
動
を
迎
え
て
い



た
。
そ
の
意
味
で
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
め
ぐ
っ
て

「
近
頃
類

例
を
見
な
い
」
ほ
ど
に
集
め
ら
れ
た
異
例
の
数
の
同
時
代
評
は
、

文
学
上
の
立
場
を
異
に
す
る
評
者
た
ち
の
そ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
と
と

も
に
、

そ
の
現
象
自
体
〈
昭
和
初
年
代
〉
を
象
徴
的
に
体
現
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
よ
り
重
要
な
の
は
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
〈
失

敗
作
〉

と
す
る
こ
う
し
た
異
例
の
数
の
同
時
代
評
の
根
拠
が

れ
ぞ
れ
異
な
る
文
学
的
な
立
場
、
様
々
な
価
値
基
準
に
拠
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
均
質
的
と
ま
で
言
え
る
ひ
と
つ
の
共
通
性

を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

今
日
出
海
は
、
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
前
に
し
て
「
鋭
い
限
、

年
を
経
た
根
が
、
日
常
の
瑛
事
を
如
何
に
深
く
観
、
凡
俗
の
触
れ

得
な
い
心
理
的
な
事
情
を
摘
発
す
る
か
」
と
い
う
「
期
待
」
が
当

し
か
し
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
読
み
終
え

初
あ
っ
た
と
い
う
。

た
今
は
全
く
反
対
の
感
想
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。

「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
に
は
唯
な
だ
ら
か
な
淫
ら
な
女
給
生
活

が
あ
っ
た
。
淫
ら
な
事
実
が
あ
っ
て
、
女
は
そ
の
事
実
の
前
の

側
側
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
か
』
る
事
実
は
必
然
な
事
実

で
も
な
け
れ
ば
、
珍
ら
し
い
現
象
で
も
な
い
。
ゾ
ラ
の
ナ
ナ
に

は
、
ナ
ナ
と
い
ふ
存
在
を
通
し
て
、
ゾ
ラ
の
執
劫
な
主
張
が
あ

っ
た
。
益
々
主
人
公
君
江
は
亡
霊
化
す
る
。
何
故
な
ら
、
荷
風

氏
は
君
江
を
通
し
て
言
ふ
べ
き
何
も
の
を
も
持
っ
て
ゐ
な
か
っ

た
。
(
中
略
)
作
中
の
人
物
に

f
者
は
布
の
愛
着
も
、
憎
悪
ず
ら

そ

生|

今
に
よ
れ
ば
、
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
に
描
か
れ
て
い
た
の
は
、
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「
期
待
」
し
た
「
心
理
的
な
事
情
」
の
「
摘
発
」
で
は
な
く

「
作
者
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
健
働
」
と
し
て
の
登
場
人
物
で

し
か
な
か
っ
た
。
宇
野
浩
二
も
ま
た
こ
う
し
た
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ

ム「
，の

き
』
の
「
作
者
」
の
態
度
を
「
『
夜
明
け
前
』
の
作
者
『
盲
目
物
語
』

の
作
者
と
を
比
べ
る
と
、
文
学
(
芸
術
)

に
対
す
る
心
構
へ
が
違

ふ
」
と
痛
烈
に
批
判
し
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

各
章
に
現
は
れ
る
男
も
女
も
皆
主
人
公
の
引
立
て
役
で
、

ι=一同ひ

換
へ
る
と
、
作
者
は
こ
の
君
江
と
い
ふ
女
を
描
く
為
に
ほ
か
の



男
女
を
健
備
に
使
っ
た
も
の
と
見
て
い
い
、
も
う
一
つ
言
ひ
換

へ
る
と
、
だ
か
ら
、
こ
の
作
の
中
で
、
生
き
て
ゐ
る
人
間
は

カ
な
っ
て
ゐ
な
い
。

こ
こ
か
ら
は
、
字
野
が
今
と
同
様
に
主
人
公
の
君
江
以
外
の
登

場
人
物
が
「
健
偏
」
、
「
人
形
」
と
し
て
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
点

を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
宇
野
の
作

品
評
の
発
表
と
同
じ
月
に
尾
崎
士
郎
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

総
合
的
意
味
に
お
い
て
は
、
老
人
も
嫁
も
、
清
岡
進
も
、
君
江

も
、
駒
田
も
、

「腕
く
ら
べ
」

「
お
か
め
笹
」
に
あ
ら
は
れ
た
人

物
と
ま
っ
た
く
同
型
の
人
物
で
あ
っ
て
、
場
面
の
動
き
に
だ
け

真
実
性
は
あ
っ
て
も
、
全
体
と
し
て
の
作
品
の
構
成
は
十
年

日
の
ご
と
き
荷
風
ご
の
み
の
菊
人
形
の
芝

を
見
て
ゐ
る
に
す

人
間
性
に

主
人
公
の
君
江
を
め
ぐ
る
評
価
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
尾
崎

の
批
判
も
や
は
り

「
菊
人
形
の
芝
居
」
に
し
か
見
え
な
い
人
物
描

写
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
三
者
に
共
通
す
る
作
品
批

判
は
「
人
物
は
総
て
(
君
江
で
す
ら
!
)
剰
刺
剰
刺
刷
パ
寸
を
り
」

(
河
上
徹
太
郎
)
、
「
女
主
人
公
の
生
活
だ
っ
て
、
遮
二
無
二
、
荷
風

氏
の
ギ
一

で
州
市
川
町
川
上
げ
た
制
度
で
、
厳
粛
な
写
実
で
さ
へ
も
な

い
」
(
千
葉
亀
雄
)
、
「
女
給
を
中
心
と
し
て
現
は
れ
て
来
る
他
の
す

吋
例
寸
寸
、
瑚
剖
叫
樹
引

出
釦
の
な
い
型
の
如
く
」
(
正
宗
白
鳥
)
、
「
此
彪
大
な
作
口
聞
は
全
た

く
娼
婦
君
江
の
剛
倒
の
歴
史
に
終
始
し
て
居
る
」
(
太
田
咲
太
郎
)
、
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「
描
い
て
あ
る
の
は
何
か
と
い
ふ
と
女
紺
の
平
面
的
な
肉
欲
生
活

だ
け
で
あ
る
」
(
松
井
母
国
多
)
と
い
う
よ
う
に
同
時
代
評
の
ほ
と
ん

ど
に
繰
り
返
し
現
れ
、
共
通
し
た
ひ
と
つ
の
語
り
を
形
づ
く
っ
て

い
る
。
川
端
康
成
は
、
こ
う
し
た
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
め
ぐ

る
同
時
代
評
の
特
異
な
状
況
に
対
し
て
早
く
も
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。



そ
れ
ら
の

と
も
、
珍
し
い
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

そ
の
上
、
「
盲
目
物
語
」

に
つ
い
て
は
た
い
て
い
の
批
評
家
が
半
信
半
疑
の
気
持
ち
で
も

の
を
云
っ
て
ゐ
た
の
に
、
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
に
つ
い
て
は

[
3

0
]
 

副
詞
洲
副
倒
剖
引
叶
叫
叫
叫
剖
剖
寸
寸
制
到
。

べ
て
の

川
端
は
加
え
て
「
「
東
京
日
日
新
聞
」
紙
上
の
自
分
の
批
評
」
を

「
こ
こ
に
繰
り
返
す
か
は
り
に
、
例
へ
ば
正
宗
白
鳥
氏
や
今
日
出

海
氏
の
批
評
を
借
用
し
て
来
て
も
、

一
向
差
支
へ
な
い
」
と
ま
で

言
い
切
る
。
こ
こ
で
の
川
端
も
ま
た
、
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
の
「
失

敗
」
を
主
人
公
の
君
江
を
除
く
他
の
人
物
が
す
べ
て
「
作
者
の
露

骨
な
好
悪
」
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
「
嫌
ひ
な
人
物
は
健
備
と

し
て
し
か
描
け
て
ゐ
な
い
。
好
き
な
人
物
ま
で
が
や
は
り
健
備
で

と
人
物
描
写
が
そ
の
「
内
面
」
に
ま
で
届
い
て
い
な
い
点

あ
る
」

に
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
の
同
時
代
評
が

〈
失
敗
作〉

の
理
由
と

し
て
挙
げ
る
共
通
し
た
批
判
は
、
何
よ
り
も
登
場
人
物
が
「
人
形
」

の
如
く
作
者
の

「
健
偏
」
と
し
て
扱
わ
れ
、

そ
の
作
品
世
界
が
あ

く
ま
で
〈
表
層
〉

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

そ

の
意
味
で
興
味
深
い
の
は
川
端
が
コ
東
京
日
日
新
聞
」
紙
上
の
自

分
の
批
評
」
を
次
の
よ
う
な
一
文
で
書
き
始
め
て
い
た
こ
と
で
あ

ザ。。谷
崎
潤
一
郎
氏
の

「
盲
目
物
語
」
に
つ
づ
い
て
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ま
た
永
井
荷

風
氏
の
大
作
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
が
月
刊
雑
誌
に
現
れ
た

と
は
、

い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
私
た
ち
に
も
喜
ば
し
い
興
奮
を

感
じ
さ
せ
る
。

し
か
し
、
私
は
「
盲
目
物
語
」
に
半
ば
失
望
し

た
や
う
に
、
こ
の

「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
(
中
央
公
論
)

に
も
、

や
は
り
半
ば
失
望
し
た
。

川
端
は
、
全
く
作
風
の
異
な
る
『
盲
目
物
語
』
(
『
中
央
公
論
』
、

九

九
)
と
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
同
列
の
も
と
に
言
及

し
、
と
も
に
「
半
ば
失
望
し
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
回
目
頭
の



の
一
文
は
、
他
な
ら
ぬ
当
時
の
川
端
自
身
の
文
学
上
の
立
場

の
発
言
自
体
の
も
つ
政
治
性
と
い
う
も
の
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て

い
る
が
、
川
端
は
『
つ
ゆ
あ
と
さ
き
』
評
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
書

か
れ
た
『
盲
目
物
語
』
へ
の
時
評
に
お
い
て
、
「
盲
目
物
語
は
、
近

代
小
説
の
常
識
を
尺
度
と
す
れ
ば
、
殆
ど
無
意
味
で
あ
る
」
と
痛

烈
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
そ
の
理
由
と
し
て
川
端
の

指
摘
す
る
の
は
、
「
性
格
の
描
き
方
も
、
心
理
の
描
き
方
も
、
こ
の

世
の
見
方
も
、
悉
く
控
目
で
あ
る
。
近
代
小
説
と
し
て
は
、
無
意

「
内
面
」
が
描
か
れ

味
に
近
い
ほ
ど
に
控
目
で
あ
る
」
と
人
物
の

て
い
な
い
点
な
の
で
あ
る
。
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
、
『
盲
目
物
語
』

と
同
じ
昭
和
六
年
に
、
意
識
の
流
れ
の
手
法
を
用
い
た

小
説
、
『
水
晶
幻
想
』
(
『
改
造
』
、

〈心
理
〉

一
九
士
二
・
一
、

一
九
コ
二
・
七
)

を
発
表
し
た
川
端
に
と

っ
て
、
「
近
代
小
説
」
と
は
何
よ
り
も
人
物

「
内
面
」
を
描
く
こ
と
、
そ
の

の

〈心
理
〉

を
追
求
す
る
も
の
と

し
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
、
『
盲
目
物
語
』
を

退
け
る
川
端
の
同
時
代
評
か
ら
は
、
昭
和
初
年
代
に
お
け
る
川
端

自
身
の
位
置
、
そ
の
「
小
説
」
観
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ

同
時
代
評
は

〈
傑
作
〉
/
〈
失
敗
作
〉
と
い
っ
た
個
別
の
作
品

に
対
す
る
単
な
る
評
価
づ
け
に
と
ど
ま
る
問
題
で
は
な
く
、
作
品

を
評
価
す
る

〈私〉

の
位
置
に
つ
い
て
語
る
こ
と

同
時
代
に
お

け
る
〈
主
体
〉
自
身
の
自
己
定
義
を
そ
の
た
び
ご
と
に
パ
フ
オ
|

マ
テ
イ
ヴ
な
し
か
た
で
要
請
し
続
け
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

ひ
と
つ
の
評
価
が
他
の
評
価
と
連
動
し

互
い
の
評
価
を
内
面
化

し
合
う
と
き
、

同
時
代
評
は
ま
さ
に
同
時
代
の
言
説
空
間
そ
の
も

の
を
編
成
し
て
い
く
力
学
的
な
場
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
『
つ
ゆ

の
あ
と
さ
き
』
の
同
時
代
評
の
ほ
と
ん
ど
が
一
様
に
人
物
の

内
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面
」
の
描
か
れ
て
い
な
い
点
を
根
拠
に
〈
失
敗
作
〉
の
評
価
を
下

し
た
こ
と
は
、
何
よ
り
も
「
人
形
」
の
向
こ
う
に
描
か
れ
る
べ
き

そ
こ
に
こ
そ
文
学
的
「
深
化
」

や
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
み
る
同
時
代
評
自
身
の
「
小
説
」
観
の
存

「
内
面
」

〈心
理
〉
が
あ
り
、

在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
重
要
な
の
は
、
谷
崎
の

「
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
読
む
」
が
こ
う
し
た
〈
同
時
代
評
〉
の

さ
な
か
に
発
表
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
つ
ゆ

の
あ
と
さ
き
』
を
評
価
す
る
谷
崎
の
姿
勢
そ
れ
自
身
が
、

い
わ
ば

当
時
の
大
勢
的
な
「
小
説
」
観
へ
の
抗
い
を
す
で
に
パ
フ
ォ
!
?



テ
イ
ヴ
な
し
か
た
で
演
じ
て
み
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

荷
風
を
読
む
谷
崎
/
谷
崎
町
を
読
む
小
林
秀
雄

谷
崎
が
こ
の
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
評
を
、
『
改
造
』
誌
上
の
掲

裁
か
ら
一
年
後
の
一
九
三
一
二
昭
和
七
)
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
傍
松

庵
随
筆
』
(
一
九
三
二
・
四
、
創
元
社
)
に
収
め
た
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。
谷
崎
は
『
傍
松
庵
随
筆
』
の
序
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

此
の
書
、
題
し
て
侍
松
庵
随
筆
と
云
ふ
け
れ
ど
も
、
唯
気
粉
れ

に
関
す
る
物
の
見
方
が
次
第
に
以
前
と
変
っ
て
来
て
、
青
年

代
と
は
又
自
ら
別
個
の

う
に
な
っ
た
の
で
、

そ
の
心
境
を
い
ろ
い
ろ
の
題
目
に
托
し
て
(
中
略
)
機
会
あ
る

毎
に
発
表
し
た
も
の
が
、
今
こ
れ
だ
け
の
量
に
達
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
題
目
は
ま
ち
ま
ち
だ
け
れ
ど
も
、
制
割
叫
剖
吋
川
川

ら
他
日
カ
う
云
ふ
風
な
形
に

め
よ
う
と
云
ふ
計
画
の
下
に
起

稿
し
た
の
で
、

そ
の
聞
に
或
る

一
貫
し
た
態
度
が

谷
崎
は
明
ら
か
に
こ
の
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
論
を

一
編
の
作

品
評
以
上
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
谷
崎
が

同
じ
く
「
現
代
口
語
文
の
欠
点
に
つ
い
て
」
(
『
改
造
』
、

一
九
二
九
・

一
こ
を
収
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
『
鏡
舌
録
』

(
『
改
造
』
、
一
九
二
七
・
二

1
一
二
)
か
ら
「
春
琴
抄
後
語
」
(
『
改
造
』
、

一
九
三
四
・
六
)
、
『
文
章
読
本
』
(
一
九
三
四
・
一

一、

中
央
公
論
社
)
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に
至
る
「
小
説
」
に
対
す
る
こ
の
時
期
の
谷
崎
の
「
あ
る

一
貫
し

た
態
度
」
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
谷
崎
の
こ
う
し
た

の
向
う
に
は
、
川
端
を
始
め
と
す
る
昭
和
初

年
代
の
大
勢
的
な
「
小
説
」
観
の
存
在
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
『
改
造
』
誌
上
の
タ
イ
ト
ル
、
「
永
井
荷
風
氏
の

二
貧
し
た
態
度
」

近
業
に
つ
い
て
」

か
ら
『
傍
松
庵
随
筆
』
収
録
の
際
に
行
わ
れ
た

「
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
を
読
む
」
へ
の
改
題
に
は
、
そ
こ
に
込
め

ら
れ
た
谷
崎
の
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ

に
は
、
永
井
荷
風
の

の
も
と
に
帰
属
す
る
荷
風
個
別
の

「
近
業
」



作
品
と
し
て
の
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
か
ら
、
〈
昭
和
初
年
代
〉
の

〈
症
候
〉
と
し
て
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
「
読
」
も
う
と
す
る

こ
と
へ
の
谷
崎
の
意
志
が
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
谷
崎
が
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
に
対
し
て
、

登
場
人
物

の

「
性
格
や
感
覚
の
内
部
に
ま
で
立
ち
入
」
ら
ず
に
、
徹
底
し
て

「
人
形
」
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
点
に
「
齢
五
十
を
超
え
て

か
ら
の
作
者
の
飛
躍
」
を
見
出
し
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。

介
者
は
君
江
の
性
格
や
感
覚
の
内
部
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
ゐ
る

そ
の
時
/
¥
の
言
語
動
作
に
附
随
す
る
心
持
の

説
明
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
心

で
は
ゐ
な
い
。
作
者
は
矢
張
客
観
の
立
場
を
守
っ
て
、
君
江
と

云
ふ
女
性
を
刈
矧
叫
州
引
制
剖
引
剣
寸
捌
U
廿
劃
川
司
副
引
の

だ
が
、
人
形
と
使
ひ
手
と
の
意
気
が
合
っ
て
ゐ
る
た
め
に
、
手

を
振
り
足
を
動
か
す
だ
け
で
そ
の
人
形
に
感
情
や
気
持
迄
が
賦

与
さ
れ
て
ゐ
る
。

あ
え
て
人
物
の

「
心
理
描
写
」
を
避
け
「
客
観
の
立
場
を
守
つ

て
」
そ
れ
を
「
人
形
」
の
位
置
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
、
「
そ
の
そ

っ
け
な
い
乾
い
た
書
き
ぶ
り
」
に
よ
っ
て
こ
そ
か
え
っ
て
「
人
形

に
感
情
や
気
持
迄
が
賦
与
さ
れ
る
」
と
谷
崎
は
一
言
う
。
そ
し
て
「
さ

う
云
う
無
頓
着
な
書
き
方
」
か
ら
、
「
心
理
が
ど
う
だ
の
性
格
が
ど

う
だ
の
っ
て

そ
ん
な
面
倒
く
さ
い
詮
索
も
イ
ヤ
だ
。
己
は
唯
自

分
の
見
た
女
や
男
を
玩
具
の
人
形
に
し
て
暇
ツ
潰
し
を
す
る
だ
け

だ
」
と
、
作
者
が
さ
う
云
っ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
」
と
荷
風

の
制
作
意
識
ま
で
も
思
い
描
い
て
み
せ
る
。
こ
こ
に
は
『
っ
ゅ
の

「
小
説
」
観
が

あ
と
さ
き
』
に
仮
託
し
て
語
ら
れ
た
谷
崎
自
身
の

顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
同
時
代
評
の
ほ
と
ん
ど
が
登
場
人
物
の
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そ
の

「
人
形
」
的
描
写
に
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
の

「
失
敗
」

を

見
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
人
形
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
か

ら
こ
そ
良
い

の
だ
と
す
る
こ
う
し
た
谷
崎
の
見
方
が
、

同
時
代
に

あ
っ
て
い
か
に
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ

れ
は

同
時
代
の
文
脈
に
置
き
直
し
て
み
な
け
れ
ば
決
し
て
見
え

て
く
る
こ
と
の
な
い
昭
和
初
年
代
の
谷
崎
の
位
置
を
明
確
に
指
し

示
し
て
い
る
。
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
に
「
異
色
」
を
認
め
る
谷
崎

の
評
価
は

そ
れ
自
体
昭
和
初
年
代
に
お
け
る
谷
崎
自
身
の
立
場



の
「
異
色
」
を
語
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、

「「

つ

ゅ
の
あ
と
さ
き
」
を
読
む
」
に
は
、
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
通
し

て
昭
和
初
年
代
の
大
勢
的
な
「
小
説
」
観
を
挑
発
し
て
み
せ
る
谷

崎
の
意
識
が
随
所
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

元
剰
U
U

な
、
内
部
へ
深
く
喰

極
く
近
頃
の
流
行
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
国
の
古
い
小
説
家

は
、
専
ら
筋
の
趣
向
と
云
ふ
点
に
苦
心
を
し
た
。
そ
こ
に
は
種
々

な
る
人
物
が
登
場
し
、

さ
ま
六
¥
な
形
で
さ
ま
ぐ
な
場
面
へ
出

つ
入
り
つ
す
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
も
多
く
は
筋
を
面
白
く
す
る

た
め
の
道
具
に
使
は
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
(
中
略
)
例
制
叫
樹
引

明
ん
た
い
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
カ
ら
云
へ
ば

小
説
と
云
ふ
も
の

は
此
の

度
に
人
間
の
動
き
を
写
せ
ば
い
L

訳
な
の
だ
。
少
く

と
も
斯
く
の
如
き
作
品
に
対
し
て
は
、
「
性
格
が
描
け
て
ゐ
な

い
」
と
か
「
タ
イ
プ
だ
け
し
か
出
て
ゐ
な
い
」
と
か
云
ふ
風
に

ば
か
り
見
た
が
ら
な
い
で
、
作
者
が
い
か
に
材
料
を
扱
っ
て
ゐ

る
か
、
そ
の
扱
い
方
に
も
眼
を
つ
け
る
べ
き
だ
。
(
中
略
)
対
到

を
書
き
分
け
る
附
な
ぞ
、

タ
イ

け
る
筈
も
な
く
、

そ
ん
な
必
要
も
な
い
。
そ

に
又
、
も
と
も

と
タ
イ

以
上
に
人
聞
が
掛
け
る
カ
ど
う
カ
も
疑
問
で
あ
る
。

谷
崎
の
挑
発
は

「
内
面
」
を
描
く
こ
と
に
主
眼
を
置
く
同
時
代
の
大
勢
的
な
「
小

説
」
観
に
し
っ
か
り
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
『
盲
目
物
語
』

を

「
近
代
小
説
の
常
識
を
尺
度
と
す
れ
ば
、
殆
ど
無
意
味
で
あ
る
」

と
断
じ
た
川
端
に
対
す
る
谷
崎
の
厳
然
た
る
抗
い
の
表
明
で
あ
る

だ
ろ
う
。
谷
崎
は
、
同
時
代
評
が
〈
失
敗
作
〉
の
理
由
と
し
て
繰

り
返
し
指
摘
す
る
「
人
形
」
、
「
健
偏
」
、
「
型
」
と
い
っ
た
否
定
的
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「
内
部
へ
深
く
喰
ひ
込
ん
で
行
く
書
き
か
た
」
、

な
表
現
を
引
き
受
け
、
あ
え
て
反
復
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
ら
の
語

の
も
つ
否
定
的
な
意
味
を
ず
ら
し
て
い
く
。
谷
崎
に
よ
れ
ば

そ



も
そ
も
「
日
本
の
作
家
は
(
中
略
)
人
生
を
描
写
す
る
に
方
っ
て
、

人
間
性
の
内
面
よ
り
も
外
面
の
動
き
に
注
意
を
向
け
、
個
人
々
々

(
単
位
)
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
醸
し
出
す
事

件
の
波
欄
の
方
へ
重
き
を
置
い
」
て
い
た
。
重
要
な
の
は
、
こ
こ

を
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト

で
谷
崎
が
「
内
面
」
に
対
し
て
「
外
面
」
を
上
位
と
す
る
「
小
説
」

観
を
対
置
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
谷
崎
は
む
し
ろ
「
内
面
」
と
「
外
面
」
の
間
に
境
界
線
を
引

き
、
そ
の
遠
近
法
的
な
落
差
に
文
学
上
の
「
奥
行
き
」
や
「
リ
ア

リ
テ
ィ
」
を
見
出
す
昭
和
初
年
代
の
大
勢
的
な
「
小
説
」
観
を
、

ま
た
そ
の
よ
う
な
「
内
面
」
/
「
外
面
」
と
い
う
階
層
秩
序
的
な

認
識
布
置
そ
の
も
の
の
存
在
可
能
性
を
問
う
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
タ
イ
プ
以
上
に
人
聞
が
描
け
る
か
」
「
疑
問
で
あ
る
」
と
い
う
一

文
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
内
面
」
/
「
外
面
」
と
い
う
認
識

の
境
界
が
い
か
に
暖
昧
な
も
の
で
あ
る
か
を
暴
き
出
し
て
い
る
。

『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
通
し
て
行
わ
れ
る
谷
崎
の
挑
発
、
そ
こ

に
は
昭
和
初
年
代
に
お
け
る
谷
崎
の
「
小
説
」
へ
の
「
物
の
見
方
」

が
凝
集
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
直
木
三
十
五
の
歴
史
小
説
に
対

し
て

「
百
の
心
理
解
剖
や
性
格
描
写
や
会
話
や
場
面
の
転
換
も

畢
士
見
何
す
る
も
の
ぞ
と
云
う
感
が
、
改
め
て
強
く
湧
く
」
と
力
説

す
る
谷
崎
の
姿
勢
、
さ
ら
に
は
「
佐
助
の
眼
を
突
く
心
理
を
少
し

も
書
か
ず
に
、
あ
の
作
を
救
は
う
と
い
ふ
大
望
の
前
で
、

作
者
の

顔
は
こ
の
誤
魔
化
し
を
ど
う
す
れ
ば
通
り
抜
け
ら
れ
る
か
と
一

心

に
考
へ
ふ
け
っ
て
ゐ
る
」
と
批
判
す
る
横
光
利
一
の
『
春
琴
抄
』

評
に
対
し
て

「
春
琴
や
佐
助
の
心
理
が
書
け
て
ゐ
な
い
と
云
ふ
批

評
に
対
し
て
は
、
何
故
に
心
理
を
描
く
必
要
が
あ
る
の
か
、
あ
れ

で
分
か
っ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
」
と
声
高
に
叫
ぶ
谷
崎
の
姿
と
そ

の
ま
ま
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
の
時
発
表
さ
れ
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た
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
目
の
前
に
し
て
谷
崎
は
「
近
頃
珍
し

く
も
純
客
観
的
措
写
を
以
て
一
貫
さ
れ
た
、

何
の
目
的
も
、
何
の

主
張
も
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
ゐ
な
い
冷
め
た
い
写
実
的
作

品
」
と
い
う
最
大
限
の
評
価
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
。
谷
崎
は
『
つ

ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
通
し
て

「
遠
く
源
氏
物
語
か
ら
糸
を
引
く
日

本
の
写
実
小
説
の
特
徴
」
、
「
西
鶴
|

|
紅
葉
に
糸
を
引
く
と
こ
ろ

の
伝
統
的
作
風
を
見
」
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
/
¥
の
遠
い
祖
先
は
、
既
に
平
安
朝
の
頃
か
ら
、
当
時
の



世
態
人
情
を
表
は
す
の
に
最
も
都
合
の
い
』
や
う
な
架
空
の
人

物
を
活
躍
せ
し
め
て

そ
れ
ら
の
生
活
状
態
を
写
す
と
共
に
、

彼
等
が
住
ん
で
ゐ
た
時
代
の
姿
、
世
の
あ
り
さ
ま
を
、
哀
れ
深

く
、
こ
ま
六
¥
と
再
現
す
る
技
術
を
心
得
て
ゐ
た
。
そ
れ
ら
の

物
語
の
特
徴
は
、
篇
中
に
数
人
も
し
く
は
数
十
人
の
人
物
を
登

場
せ
し
め
、
彼
等
を
互
に
関
連
さ
せ
会
話
さ
せ
る
け
れ
ど
も
、

L
l
者
自
身
は
常
に
隠

な
り

い
ろ
/
¥
の
人
物
の
心

に
ま
で
余
り
深
く
立
ち
入
る
や
う
な

こ
と
も
め
っ
た
に
な
い
。

こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
「
日
本
の
写
実
小
説
の
特
徴
」
に
谷

崎
自
身
の

「小
説
」
観
、

そ
の
文
学
的
な
立
場
が
反
映
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
「
作
者
自
身
は
常
に
隠

れ
て
ゐ
て
、
決
し
て
主
観
を
現
は
さ
な
い
」
と
い
う
谷
崎
の
定
義

は
、
『
盲
目
物
語
』
を
難
じ
た
川
端
の
評
舌
ベ
「
文
体
の
な
か
に
、

作
者
は
隠
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
一
文
と
真
っ
向
か
ら
対

立
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
か
う
云
う
作
品
を
読
む

と
、
昔
な
が
ら
の
東
洋
風
な
純
客
観
的
の
物
語
、
|
|
絵
巻
物
式

の
書
き
か
た
も
、
使
ひ
や
う
に
依
つ
て
は
い
つ
の
時
代
に
も
応
用

の
道
、
が
あ
る
」
と
言
う
谷
崎
の
姿
勢
を
支
え
て
い
る
の
は
、
「
西
洋

流
に
内
部
へ
細
か
く
掘
り
下
げ
て
行
く
の
も
い
〉
が

そ
の
た
め

に
却
っ
て
う
そ
ら
し
く
な
」

っ
て
し
ま
う
と
い
う
「
書
き
か
た
」

の
問
題
で
あ
る
。
谷
崎
は
同
じ
『
傍
松
庵
随
筆
』
に
収
め
た
「
現

代
口
語
文
の
欠
点
に

つ
い
て
」

の
な
か
で
も

「元
来
う
そ
を
ほ
ん
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た
う
ら
し
く
感
じ
さ
せ
る
の
に
は
、
成
る
べ
く
簡
単
に
書
く
の
に

限
る
。
く
ど
く
説
明
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
う
そ
が

一
層
う
そ
ら
し
く

な
る
」
と
、
「
書
き
か
た
」
の
差
異
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
「
う
そ
」

/
「
ほ
ん
た
う
」

の
問
題
を
焦
点
化
し
て
い
る
。

の

〈
ら
し
さ
〉

こ
こ
で
の
谷
崎
の
主
張
が

「
春
琴
抄
後
語
」

で
展
開
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
真
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
真
実
〈
ら
し
さ
〉
を
、

と
し、

う
重
要
な
谷
崎
の
文
学
的
テ
l
ゼ
を
先
取
り
し
て
い
る
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。



の
で
は
、

巧
け
れ
ば
巧
い
ほ
ど
ウ
ソ
ら
し
く
な
る
。
私
は
永
井

荷
風
氏
の

「
榎
物
語
」
を
正
宗
氏
が
推
称
す
る
程
に
は
買
っ
て

ゐ
な
い
が
、
し
か
し
あ
の
作
品
が
正
宗
氏
を
感
動
さ
せ
た
の
は
、

主
と
し
て
あ
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
実
感
の
せ
ゐ
で
あ
ら
う
と

思
ふ
。
さ
う
し
て
そ
れ
は

筋
だ
け
を

一
に
あ
の
簡

述
べ
て
ゐ
る
書
き
方
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

私
は
春
琴
抄
を
書
く
時
、

よ
り
も

E
の
中
に
あ
っ
た
。

そ
し
て
結
果
は
、
作
者
と
し
て
は

最
も
横
着
な
、
や
さ
し
い
方
法
を
取
る
こ
と
に
帰
着
し
た
。

こ
の
よ
う
に
「
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
読
む
」
に
は
、

単
な
る
作
品
評
を
超
え
て
昭
和
初
年
代
の
谷
崎
の
「
小
説
」
観
、

一
篇
の

そ
し
て
同
時
代
の
大
勢
的
な
「
小
説
」
観
を
挑
発
す
る
谷
崎
の
試

み
と
い
う
も
の
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
小
説
」

観
を
め
ぐ
る
谷
崎
自
ら
の
荷
風
へ
の
ひ
と
つ
の
問
い
か
け
で
も
あ

っ
た
。
谷
崎
に
対
す
る
荷
風
の
返
答
は
、
谷
崎
の
満
腔
の
讃
辞
に

対
す
る
「
感
謝
の
情
」
と
し
て
の
み
読
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

谷
崎
へ
の
返
答
に
荷
風
が
込
め
た
意
味
の
重
要
性

そ
れ
は
谷
崎

-一
0
・
二
二
)
を
『
侍
松
庵
随

筆
』
の
自
注
と
し
て
転
載
し
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か

が
こ
の
荷
風
の
書
簡
(
一
九

で
荷
風
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
日
小
生
の
纂
術
的
興
味
を
覚
る
は
世
態
人
、
U
の
変
化
す
る
科
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様
を
見
る
こ
と
に
て
昔
の
戯
作
者
の
な
し
た
る
事
と
大
差
な
く

従
っ
て
思
想
上
之
と
い
ふ
抱
負
の
無
御
座
候
(
中
略
)
刻
刈
捌

に
つ
い
て
は

(
そ
の
中
で
も
女
給
の
主
人
公
)
こ
れ
は
初
よ
り

，し、

間
な

候
此
の
如
き
婦
人
が
時
勢
に
つ
判
て

判
来

り
し
運
路
及
父
兄
の
生
活
又
学
校
の

朝
剖
例
制
叫
詞
剖
利
引
同
州
叫
川
剖
の

4
裁
に
て
は
珂
長
と
な

育
等
相
互
の
関
係
等
之

る

実
を
の
み
列
記
す
る
事
に

た

り
読
後
の
印
象
が
薄
く
な
る
と
存
じ



こ
こ
に
は
、
「
夜
の
銀
座
を
中
心
と
す
る
昭
和
時
代
の
風
俗
史
」

を
写
し
と
る
た
め
に
自
ら
の
「
思
想
」
を
排
し
、
あ
え
て
「
心
理

「
内
面
」
を
描
か
な
い
荷
風
の
「
小
説
」

描
写
を
避
け
」
、

人
物
の

に
対
す
る
徹
底
し
た
制
作
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
つ

ゅ
の
あ
と
さ
き
』
に
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
た
『
榎
物
語
』
(
『
中
央

一
九
一
三
・
五
)
に
お
い
て
、
荷
風
が

〈近
代
小
説
〉
の
前

公
論
』
、

提
と
す
る
口
語
体
ま
で
も
捨
て
て
書
簡
体
を
採
用
し
て
み
せ
た
こ

と
に
も
現
れ
て
い
る
。
昭
和
初
年
代
に
あ
っ
て
、
『
榎
物
語
』
、
『
つ

ゅ
の
あ
と
さ
き
』
と
い
っ
た
作
品
を
世
に
問
う
荷
風
の
態
度
は
、

当
時
の

「小
説
」
観
に
迎
合
す
る
も
の
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の

よ
う
な
「
小
説
」
観
に
対
す
る
挑
発
に
さ
え
み
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

閉
じ
時
期
に
『
盲
目
物
語
』
を
執
筆
し
た
谷
崎
は
、
こ
う
し
た
荷

風
の
「
心
持
」
を
「
ほ
ぽ
付
度
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
言
う
。

「思
ふ
に
作
者
は

「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」

の
形
式
に
も
未
だ
愛
着

を
絶
ち
難
い
で
あ
ら
う
が
、

そ
の
心
境
は
む
し
ろ
「
榎
物
語
」

方
に
ぴ
っ
た
り
嘗
て
依
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
が
、
さ
す
が
に
あ

れ
で
は
物
足
り
な
い
の
と
、
自
己
の
老
境
を
嘆
ず
る
念
も
禁
じ
難

い
の
で
、
あ
の
大
作
に
手
を
染
め
た
の
で
は
な
い
か
」
。
的
確
に
荷

風
の
「
小
説
」
へ
の
制
作
意
識
を
捉
え
て
み
せ
る
谷
崎
の
態
度
は
、

昭
和
初
年
代
に
お
け
る
谷
崎
と
荷
風
の
置
か
れ
て
い
た
位
置
が
同

時
代
の
文
脈
の
な
か
で
い
か
に
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

小
林
秀
雄
は
こ
う
し
た
谷
崎
の
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
論
の
も

つ
意
味
を
同
時
代
に
あ
っ
て
的
確
に
見
抜
い
て
い
た
。
「
谷
崎
氏
の

批
評
文
中
、
永
井
氏
の
作
品
に
関
す
る
枝
葉
に
亙
る
批
評
は
、
他

の
批
評
家
等
の
批
評
と
さ
う
異
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
然
し
、
肝
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腎
の
処
で
異
っ
て
ゐ
る
。
他
の
人
々
が
捜
り
当
て
よ
う
と
も
し
な

か
っ
た
永
井
氏
の
眼
に
、
谷
崎
氏
の
批
評
文
は
突
入
し
て
ゐ
る
、

ま
さ
し
く
そ
の
点
で
異
っ
て
ゐ
る
の
だ
」
。
小
林
は
そ
こ
に
こ
そ
谷

崎
の
「
最
近
の
小
説
制
作
理
論
が
、
そ
の
ま
』
姿
を
か
へ
ず
、
実

に
自
然
に
氏
の
鑑
賞
乃
至
は
批
評
の
理
論
に
移
行
し
て
」
い
る
こ

と
を
見
出
し
て
い
る
。

の

谷
崎
氏
の
作
家
た
る
純
粋
な
心
は
、
永
井
氏
の
作
品
に
対
し
て

己
れ
の
感
じ
た
面
白
さ
に
飽
く
ま
で
も
自
然
に
忠
実
で
あ
る
、



そ
の
結
果
必
然
に

ま
た
飽
く
ま
で
も
自
然
に
、
批
評
に
際
し

先
づ
第
一
に
永
井
氏
の
制
作
態
度
、
永
井
氏
の
作
家
た
る
眼
が

純
粋
な
眼
が
、
永
井
氏
の
φ

と
私

に
は
考
へ
ら
れ
る
。

四

お
わ
り
に

近
代
文
学
に
お
け
る
荷
風
評
価
に
最
も
貢
献
し
た
評
論
家
の

人
、
中
村
光
夫
は
一
九
五
二
(
昭
和
二
七
)
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
作

家
の
青
春
』
(
一
九
五

一
、
創
文
社
)
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る
。

昭
和
の

傑
出
し
た
名
作
で
あ
る
こ
と
は
、
左
翼
文
学
と

盛
期
に
あ
っ
た
当
時
の
文
岨
も
み
と
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
、
こ
れ
に
つ
づ
く
「
ひ
か
げ
の
花
」
「
渥
東
締
誇
」
な
ど
に

よ
っ
て
、
彼
は
満
州
事
変
か
ら
、
日
華
事
変
さ
ら
に
太
平
洋
戦

争
の
破
局
に
む
か
つ
て
次
第
に
重
苦
し
く
沈
滞
し
て
行
っ
た
文

壇
の
空
気
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
意
味
深
い
仕
事
を
し
た
老
大

家
の
ひ
と
り
と
し
て
、
堂
々
た
る
巨
匠
の
悌
を
示
す
に
い
た
る

の
で
す
。

い
ま
や
、
中
村
の
こ
の
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
評
が
正
し
い
も

の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
興
味
深
い
の

は
、
文
極
デ
ビ
ュ

ー
を
果
た
し
て
ま
だ
間
も
な
い

二
三
歳
の
と
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き
に
発
表
さ
れ
た

「
永
井
荷
風
論
」
(
『
文
学
界
』
、

一
九
三
四
・
九
)

の
な
か
で
中
村
自
身
が
「
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
は
女
給
と
い
う
肉

体
を
得
て
そ
の
周
囲
に
氏
の
現
状
に
対
す
る
嫌
悪
を
凝
固
さ
せ
た

小
説
に
す
ぎ
ぬ
」
と
い
う
苛
烈
な
一
文
を
書
き
付
け
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
二
十
年
の
歳
月
を
隔
て
て
正
反
対
の
評
価
を
行
う
こ
と

に
な
っ
た
中
村
の

〈転
向〉

V

」
斗
&
、

こ
の
二
つ
の
評
論
の
聞
に
発

表
さ
れ
た
『
浬
東
締
謂
』
と
『
断
腸
亭
日
乗
』
の
存
在
が
あ
る
こ

と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
中
村
の
二
つ
の
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
評

は
、
作
品
評
が
必
然
的
に
苧
む
事
後
性
と
い
う
問
題
を
象
徴
的
に



現
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は

傑

作
〉
/
〈
失
敗
作
〉
と
い
う
作
品
評
価
の
真
偽
の
問
題
で
は
な
い
。

と
い
う
評
価
の
自

明
性
の
も
と
に
消
去
さ
れ
て
い
っ
た
〈
昭
和
六
年
〉
と
い
う
文
脈

む
し
ろ
、
重
要
な
の
は
そ
の
よ
う
な
〈
現
在
〉

の
痕
跡
を
た
ど
り
直
し
、

そ
の
意
味
を
も
う
一
度
聞
い
直
す
こ
と

で
あ
る
。

〈昭
和
六
年
〉

の

『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
は
、
何
よ
り
も
ひ
と

つ
の
〈
異
物
〉
と
し
で
あ
っ
た
。
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
評
価
す

る
谷
崎
の
批
評
も
ま
た
、

他
な
ら
ぬ
「
異
色
」
を
語
る
も
の
と
し

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
同
時
代
の
文
脈
を
捉
え
か
え
す
こ
と
に
よ

は
じ
め
て
『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
論
を
通
し
て
提
示
さ
れ

た
谷
崎
の
「
小
説
」
観
の
も
つ
意
味
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
の
同
時
代
評
価
は
、
単
純
な
個
別
の
荷
風

作
品
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
荷
風
の

っ
て
、

『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
磁
場
と
し
て
、

川
端
を
始
め
、
小
林
秀

雄
ま
で
を
も
巻
き
込
ん
で
い
っ
た
昭
和
初
年
代
の
言
説
空
間
と
谷

崎
潤
一
郎
と
の

「
小
説
」
観
を
め
ぐ
る
措
抗
と
闘
争
が
、
き
わ
め

て
象
徴
的
に
提
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

[注
]

1 

臼
井
吉
見

「風
俗
小
説
の
諸
相

『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
」
(
『
小
説
の

味
わ
い
方
』
、

一
九
六
七
・
九
、
新
潮
文
庫
)

2 

坂
上
博
一
「
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
論
|

|
「
腕
く
ら
べ
」
と
の
比
較

を
主
に
||
」
(
『
永
井
荷
風
ノ
ー
ト
』
、

一
九
七
八
・
六
、
桜
楓
社
)

3 

秋
庭
太
郎
「
第
三
十
八

『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
前
後
」(『
永
井
荷
風

伝、=

一
九
七
六
・
一
、
春
陽
堂
書
庖

4 

笹
淵
友

「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
(
『
永
井
荷
風
l

lE
「
堕
落
」
の
美
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学
者
|
|
』
、
一
九
七
六
・
四
、
明
治
書
院
)

5 

中
村
真
一
郎
「
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
解
説
」
(
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
、

一
九
八
七

・
三
、
改
版
岩
波
文
庫
)

6 

竹
盛
天
雄

「
荷
風
と
潤
一
郎

「
雨
漏
漏
」
と
「
諺
喰
ふ
虫
」
、
「
『
つ

ゅ
の
あ
と
さ
き
』
を
読
む
」
を
軸
と
し
て
」
(
『
日
本
文
学
講
座
6

近
代

小説』、

一
九
八
八
・
六
、

大
修
館
書
庖
)

7 

谷
崎
潤
一
郎
「
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
を
読
む
」
(
原
題
「
永
井
荷
風

氏
の
近
業
に
つ
い
て
」
、
『
改
造
』
、

一
九
=
二
・
一

O
)

8 

平
岡
敏
夫
「
『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
1

1
谷
崎
潤
一
郎
の
批
評
に
拠
り



つ
つ
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
、
二

O
O
二
・
二
一
)

9 

高
橋
俊
夫
「
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
作
品
論
集
解
説
」
(
『
永
井
荷
風

『
っ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
作
品
論
集
近
代
文
学
作
品
論
集
成
⑬
』
、
二

O

O
二
・
六
、
ク
レ
ス
出
版
)

1 
0 

杉
森
久
英
「
戦
後
の
荷
風
文
学
」
(
『
明
治
大
正
文
学
研
究
』
、
一
九

五
三
・
五
)

1 
1 

谷
崎
潤
一
郎
宛
永
井
荷
風
書
簡
(
一
九
三

0
・
五
・
九

1 
2 

川
端
康
成
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
論
に
つ
い

て
」
(
ご
九
三
一
年
創
作
界
の
印
象
」
中
の
一
章
)
(
『
新
潮
』
、

九

-
-
) 

1 
3 

中
村
武
羅
夫
ご
九
三
一
年
の
文
懇
界
の
概
観
」
(
『
新
潮
』
、
一
九

. 
一一) 

1 
4 

O
P
Q
「
文
壇
オ
ベ
リ
ス
ク
」
(
『
新
潮
』
、

九

1 
5 

川
端
康
成
「
永
井
荷
風
氏
の
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
」
(
『
東
京
日
日

新
聞
』
、

九

-
九
・
二
九
)

1 
6 

竜
臓
寺
雄
「
文
整
時
評
|
|
(
8
)
|
|
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」

と
水
上
氏
の
停
年
」
(
『
時
事
新
報
』
、

九

一0
・
一
二
)

1 
7 

正
宗
白
鳥
「
小
説
讃
美
||

(
文
纂
時
評
ご
(
『
文
纂
春
秋
』
、

九
1 
8 

宮
本
顕
治
「
文
整
時
評
」
(
『
中
央
公
論
』
、

一
九
=
=
・
一
一
)

1 
9 

宇
野
浩
二
「
文
拳
の
眺
望
」
(
『
改
造
』
、

九

2 
0 

千
葉
亀
雄
二
九
=
二
年
の
文
壇
印
象
」
(
『
新
潮
』
、
一
九
三
一

2 
1 

広
津
和
郎
「
こ
の
頃
の
感
想
」
(
『
東
京
朝
日
新
聞
』
、

九

三

・
五
1
七
)

2 
2 

同
様
の
評
価
と
し
て
他
に
、
松
本
正
雄
「
文
墓
時
評
合
乙
|
|
別

世
界
の
作
家
」
(
『
時
事
新
報
』
、

一
九
=
二
・
九
・
二
六
)
、
阪
弁
徳
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「
文
惑
時
評
(
ニ
)
」
(
『
国
民
新
聞
』
、

一
九
=
二

・
九

・
二
八
)
、
窪
川

鶴
次
郎
「
文
義
時
評
|
|
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
支
柱
と
し
て
」
(
『
帝
国

大
学
新
聞
』
、

一
九
一
三
・
一

0
・
一
二
)
、
板
垣
直
子
「
最
近
の
文
塩

よ
り
」
(
『
火
の
鳥
』
、

九

こ
が
あ
る
。

2 
3 

中
野
重
治
「
時
評
文
整
界
の
諸
問
題
【
6】

1
1
1
「
距
離
」
と
「
つ

ゅ
の
あ
と
さ
き
」
」
(
『
東
京
読
売
新
聞
』
、

九

一0
・
四
)

2 
4 

今
日
出
海
「
文
整
時
評
」
(
『
作
品
』
、

九

2 
5 

注
1
9
に
同
じ

2 
6 

尾
崎
士
郎
「
「
戯
作
者
約
態
度
」
に
つ
い
て
」
(
『
新
潮
』
、

九



-
-
) 

2 
7 

河
上
徹
太
郎
「
文
義
時
評
」
(
『
改
造
』
、

九

2 
8 

太
田
咲
太
郎
「
文
整
時
評
1

十
月
の
作
品
|
」
(
『
三
国
文
学
』
、

九
2 
9 

松
井
雷
多

「文
纂
時
評
(
二
ご
(
『
中
外
商
業
新
報
』
、
一

九
=
=

一0
・
一
二
)

3 
0 

注
1
2
に
同
じ

3 
1 

川
端
は
こ
の
一
文
を
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」

論
に
つ
い
て
」
(
注

1
2
参
照
)
で
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
い
る
。
「
谷

崎
潤
一
郎
、
永
井
荷
風
両
氏
の
大
作
、
正
宗
白
鳥
の
「
文
整
時
評
」
な

ぞ
に
よ
っ
て
、
大
家
の
復
活
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
と
な
へ
ら
れ
た
け

れ
ど
も
、
谷
崎
氏
や
正
宗
氏
の
活
動
は
今
年
に
限
ら
ず
、
ま
し
て
新
し

い
文
学
へ
の
刺
戟
を
含
ん
で
ゐ
る
わ
け
で
は
な
く
、
積
光
利
一
氏
の

「時

問
」
(
中
央
公
論
四
月
号
)
、
「
悪
魔
」
(
改
造
四
月
号
)
な
ぞ
の
力
強
い

影
響
力
に
比
べ
れ
ば
、
特
に
云
ふ
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」。

3 
2 

川
端
康
成
「
文
整
時
評
」
(
『
中
央
公
論
』
、

一
九
=
二

・
一
O
)

3 
3 

初
出
、
「
水
晶
幻
想
」
(
『
改
造
』
、

一
九
=
ご

・
こ
、
「
鏡
」
(『改

造』、

一
九
=
二

・
七
三
の
ち
文
芸
復
興
叢
書
、
『
水
晶
幻
想
』
(
一
九

三
四

・
四
、
改
造
社
)
と
し
て
統
一
さ
れ
る
。

3 
4 

谷
崎
潤
一
郎
「
春
琴
抄
後
語
」
(
『
改
造
』
、

一
九
三
四
・
六

3 
5 

横
光
利
一

「作
家
の
生
活
」
(
『
東
京
朝
日
新
聞
』
、
一
九
三
四

・
二・

一
三
j

一
五
)

3 
6 

注
3
4
に
同
じ

3 
7 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
千
葉
俊
二
「
ス
タ
ン
ダ
l
ル
と
谷
崎
潤

郎
」
(
『
谷
崎
潤
一
郎
|
|
狐
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
』
、
一
九
九
四
・
六
小
沢

書
庖
)
の
指
摘
が
あ
る
。

3 
8 

永
井
荷
風
「
正
宗
谷
崎
両
氏
の
批
評
に
答
ふ
」
(
『
古
東
多
万
』
、

l
 

l
 

l
 

九
三
二
・
五
)

3 
9 

谷
崎
は
『
侍
松
庵
随
筆
』
の
頭
注
に
荷
風
の
書
簡
を
載
せ
る
に
あ

た
っ
て
次
の
一
文
を
寄
せ
て
い
る
。
「
私
が
此
の
批
評
を
昨
年
十
月
の

「
改
造
」
誌
上
へ
発
表
し
て
程
な
く
、
荷
風
先
生
よ
り
珍
し
く
も
長
文

の
来
翰
に
接
し
た
。
そ
の
後
私
は
そ
れ
を
額
に
表
装
し
て
自
分
の
書
斎

に
掲
げ
て
ゐ
る
が
、
独
り
で
読
む
に
は
惜
し
い
内
容
で
あ
り
格
別
先
生

の
御
迷
惑
に
も
な
る
ま
い
と
思
ふ
か
ら
左
に
そ
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を
披

露
し
て
み
よ
う
」
。

4 
0 

注
7
に
同
じ



4 
1 

注
3
4
に
同
じ

4 
2 

小
林
秀
雄

「純
粋
小
説
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
」
(
『
文
学
』
、

九

. 

) 

※
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
す
べ
て
初
出
本
文
に
拠
っ

て
い
る
。
引
用
に
際

し
て
は
、
ル
ビ
は
省
略
し
、
旧
字
体
は
適
宜
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。

な
お
引
用
文
中
の
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。
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〈付
記
〉

本
稿
は
、
二

O
O七
年
三
月
、

H
Z〉円、の
0
フ
ラ
ン
ス
国
立
東

洋
言
語
文
化
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
パ
リ
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
谷
崎

潤
一
郎
境
界
を
超
え
て
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
け
る
研
究
発
表
に

加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
の
質
疑
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
に
御

教
一
不
を
頂
い
た
こ
と
に
対
し
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。


