
─ 113 ─

成蹊國文 第四十九号 （2016）

は
じ
め
に

「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
は
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
）
一
月
発
行
の
『
言
葉
』

第
二
号
（
言
葉
発
行
所
）
に
掲
載
さ
れ
た
安
吾
の
処
女
作
で
あ
る
。
先
行
論
と

し
て
は
、
フ
ァ
ル
ス
作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
も
の
、
イ
ン
ド
哲
学
・
仏
教
と
関

連
さ
せ
読
ま
れ
る
も
の
、
仏
教
対
文
学
と
い
う
安
吾
の
内
面
で
の
葛
藤
を
描
い

て
い
る
と
読
む
も
の
が
主
だ
と
の
指
摘
が
あ
る

）
1
（

。

本
稿
で
は
、
発
表
当
時
安
吾
が
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
に
在
学
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
音
楽
に
対
す
る
興
味
関
心
も
有
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
作
を
音
楽

と
の
関
係
で
読
み
解
い
て
い
き
た
い

）
2
（

。
そ
の
た
め
に
、
作
中
人
物
の
対
立
構
造

と
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
と
を
関
連
付
け
、
さ
ら
に
「
附
記
」

を
通
し
て
安
吾
の
創
作
態
度
に
繋
げ
る
方
針
を
と
る
。

一

ヨ
ー
ギ
ン
と
狂
人
の
「
論
戰
」

「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
は
「
發
端
」
と
「
蒼
白
な
る
狂
人
の
獨
白
」（
以
下

「
獨
白
」）
と
い
う
二
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
作
者
」（
恐
ら
く
安

吾
自
身
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
に
よ
る
「
附
記
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る

）
3
（

。
本
作
は

「
發
端
」
で
「
武
藏
野
に
居
を
卜
さ
う
」
と
す
る
「
僕
」
な
る
人
物
が
、「
い
や

に
僕
に
よ
く
似
た
」
男
（
以
下
狂
人
）
に
出
会
い
、
こ
の
狂
人
か
ら
「
笑
ふ
べ

き
物
語
」
＝
「
獨
白
」
を
語
ら
れ
る
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
全
体
の
分
量
は
狂

人
が
「
禁
酒
の
聲
明
」
を
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
「
獨
白
」
が
大
部
分
を
占
め

て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
「
獨
白
」
の
中
で
も
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
日
本
に

た
つ
た
一
人
の
瑜ヨ

ー

ギ

ン

伽
行
者
」（
以
下
ヨ
ー
ギ
ン
）
と
狂
人
と
の
「
論
戰
」
だ
ろ

う
。
少
し
長
く
な
る
が
狂
人
と
ヨ
ー
ギ
ン
、
二
人
の
「
論
戰
」
内
容
を
引
用
す

る
。

─
愛
す
る
行
者
よ
、（
…
）
思
ふ
に
尊
公
等
岩
窟
斷
食
の
徒
は
人
間

能
力
の
限
界
に
つ
い
て
嚴
正
な
る
批
判
を
下
す
べ
き
こ
と
を
忘
却
し
た
が

た
め
に
、
浅
慮
に
も
人
間
は
つ
ま
り
人
間
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
恰
も
人
間

は
何
で
も
な
い
如
く
に
考
へ
或
は
亦
人
間
は
何
で
も
あ
る
如
く
に
考
へ
る

の
ぢ
や
よ
。
さ
れ
ば
こ
そ
尊
公
は
酒
と
人
間
と
の
區
別
を
失
ひ
、
酒
は
尊

公
の
肋
骨
で
あ
り
尊
公
は
酒
の
肋
骨
…
…
う
む
う
む
、
で
あ
る
な
ぞ
と
考

へ
る
の
ぢ
や
。
げ
に
恐
る
べ
き
誤
謬
ぢ
や
よ
。
か
る
が
故
に

─
（
と
二

十
石
の
酒
樽
よ
り
酒
を
な
み
な
み
と
受
け
て
呑
み
ほ
し
）

─
（
…
）
見
よ
。
余
の
如
き
は
理
性
の
掟
に
嚴
と
し
て
従
ふ
が
故
に
、

坂
口
安
吾
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
論

─
─
サ
テ
ィ
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
と
の
関
係
を
中
心
に
─
─

岸

本
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沙
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こ
こ
に
酒
は
茨
と
な
り
木
枯
は
ま
た
頭
の
ゼ
ン
マ
イ
を
ピ
チ
リ
と
い
は
せ

る
の
だ
け
れ
ど
も
、
余
は
亦
理
性
と
共
に
人
間
の
偉
大
な
る
想
像
能
力
を

信
ず
る
が
故
に
、
尊
公
の
幻
術
を
も
つ
て
し
て
は
及
び
も
つ
か
ぬ
摩
訶
不

思
議
を
行
ひ
古
今
東
西
一
つ
と
し
て
欲
し
て
能
は
ぬ
も
の
は
な
い
の
ぢ
や

よ
。
世
に
想
像
の
力
ほ
ど
幻
々
奇
怪
を
極
め
神
出
鬼
没
な
る
も
の
は
見
當

ら
ぬ
の
ぢ
や
。
さ
れ
ば
こ
そ
乃
公
の
行
く
手
は
い
つ
も
茨
だ
が
、
目
を
つ

む
れ
ば
茨
は
茨
な
ら
ず
し
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
虹
と
な
り
、
虹
と
見
ゆ
れ
ど

茨
は
本
來
茨
だ
か
ら
茨
に
は
違
ひ
な
い
け
れ
ど
亦
虹
な
ん
ぢ
や
あ
。

以
上
は
狂
人
の
ヨ
ー
ギ
ン
に
対
す
る
主
張
だ
が
、
こ
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、

ヨ
ー
ギ
ン
達
瑜
伽
行
者
は
「
誤
謬
」
を
犯
し
て
い
る
。
そ
の
「
誤
謬
」
と
は
人

間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
酒
と
人
間
と
の
「
區
別
」
を
失
い
、
酒
と
自

身
の
肋
骨
と
の
「
區
別
」
を
も
失
う
と
い
う
も
の
だ
。
し
か
し
理
性
の
掟
に
従

う
狂
人
に
と
っ
て
酒
は
「
茨
」
な
の
だ
が
、「
想
像
能
力
」
で
以
て
「
茨
」
は

「
虹
」
に
な
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ギ
ン
は
次
の

よ
う
に
反
論
す
る
。

─
尊
公
は
見
下
げ
果
て
た
る
愚
人
ぢ
や
よ
。（
と
お
も
む
ろ
に
暗
涙

を
流
し
た
）。
か
つ
て
人
間
が
神
を
創
造
し
て
以
來
こ
こ
に
人
間
の
生
活

に
於
て
は
詩
と
現
実
と
の
差
別
を
生
じ
、
現
實
は
常
に
地
を
這
ふ
人
間
の

姿
を
飛
躍
す
る
能
は
ず
、
詩
は
ま
た
常
に
天
を
走
れ
ど
も
地
上
の
現
實
と

は
何
等
の
聯
絡
を
持
つ
こ
と
を
得
な
か
つ
た
か
ら
、
人
間
は
徒
に
天
と
地

の
宙
を
漂
ひ
、
せ
つ
ぱ
つ
ま
つ
て
不
幸
な
る
尊
公
ら
は
虚
無
と
幸
福
と
を

混
同
す
る
の
錯
覺
に
お
ち
い
り
、
ヂ
ォ
ゲ
ネ
ス
は
樽
へ
走
り
、
ア
キ
レ
ス

は
龜
を
追
ひ
か
け
、
小
春
治
兵
衛
は
天
の
網
島
、
莊
周
は
蝶
と
な
り
、
尊

公
の
ゼ
ン
マ
イ
は
は
づ
れ
さ
う
に
な
る
ん
ぢ
や
よ
。（
…
）
さ
れ
ば
我
等

の
幻
術
は
現
實
に
於
て
詩
を
行
ひ
山
師
神
神
を
放
逐
し
賢
ら
人
を
猿
と
な

し
酒
呑
め
ば
酒
と
な
る
眞
實
の
人
間
を
現
示
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
わ

い
。
い
で

─

（
と
、
行
者
は
奇
蹟
的
な
丸
顔
を
ニ
タ
ニ
タ
と
笑
は
せ
な
が
ら
立
ち
あ
が

つ
た
ん
だ
）

─
い
で
空
々
し
く
天
駈
け
る
尊
公
の
想
像
力
を
打
ち
ひ
し
ぎ
、
地
を

這
ふ
人
間
そ
の
も
の
を
即
坐
に
詩
と
化
す
幻
術
の
妙
を
事
実
に
當
つ
て
お

目
に
か
け
る
よ
。

ヨ
ー
ギ
ン
の
狂
人
に
対
す
る
反
論
は
、（
お
そ
ら
く
狂
人
を
含
め
た
）
人
間

は
「
錯
覺
」
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
元
来
人
間
の
生
活
に
お
い
て
詩
と
現

実
、
天
と
地
上
は
交
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
人
間
は
徒
に
天
と

地
の
宙
を
漂
い
虚
無
と
幸
福
と
を
「
混
同
」
し
て
い
る
。
し
か
し
「
幻
術
」
は

現
実
を
詩
と
化
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
賢
ら
人
を
猿
に
、
酒
呑
め
ば
酒
と
な
る

人
間
を
現
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
す
る
。

だ
が
こ
の
二
人
の
「
論
戰
」
は
果
た
し
て
「
論
戰
」
と
し
て
成
立
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
改
め
て
二
人
の
主
張
を
見
て
い
き
た
い
。
狂
人
は
、
ヨ
ー
ギ
ン

達
は
「
區
別
」
が
あ
る
は
ず
の
も
の
（
酒
と
人
間
）
に
つ
い
て
「
區
別
」
を

失
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し
自
分
は
「
想
像
能
力
」
で
元
来
は

違
う
も
の
（
茨
と
虹
）
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に

対
し
ヨ
ー
ギ
ン
は
、
狂
人
達
人
間
が
「
差
別
」
あ
る
も
の
（
天
と
地
、
詩
と
人

間
、
虚
無
と
幸
福
）
を
「
混
同
」
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
自
分
達
は
「
幻

術
」
の
力
に
よ
っ
て
本
来
「
差
別
」
あ
る
も
の
（
人
間
と
詩
）
の
「
差
別
」
を
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失
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。

狂
人
と
ヨ
ー
ギ
ン
は
一
見
す
る
と
「
想
像
能
力
」
や
「
幻
術
」
な
ど
、
全
く

違
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
狂
人
も
ヨ
ー
ギ
ン
も
、

互
い
に
互
い
が
「
區
別
」
や
「
差
別
」
あ
る
も
の
の
「
區
別
」
や
「
差
別
」
を

失
わ
せ
て
い
る
こ
と
、「
混
同
」
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し
互

い
に
自
分
は
「
區
別
」
や
「
差
別
」
あ
る
も
の
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る

力
を
持
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
彼
等
は
互
い
に
異
な
る
も
の
同
士
の
境
界
を

失
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
対
し
て
自
分
は
異
な
る
も
の
同
士
の
境
界
を

取
り
払
う
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
。
そ
う
考
え
る
と
、
二
人
は

あ
た
か
も
「
論
戰
」
を
し
て
い
る
よ
う
に
表
面
上
は
見
え
て
も
、
実
の
と
こ
ろ

全
く
同
じ
主
張
を
違
う
言
葉
で
述
べ
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
本
作
中
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
「
酒
」
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
。
作
中
、「
酒
」
は
「
憎
む
べ
き
灰
色
」
と
白
で
も
黒
で
も
な
い
、

曖
昧
な
色
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
「
酒
」
に
関
し
て
松
浦
一
は
『
文
学
の

本
質

）
4
（

』（
大
日
本
圖
書
株
式
会
社
、
一
九
一
五
年
一
一
月
）
の
中
で
、
酒
は
自

然
と
人
間
を
一
体
化
さ
せ
る
力
の
あ
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
作
中
の
「
酒
」

の
扱
い

）
5
（

か
ら
も
松
浦
の
言
う
よ
う
に
、「
酒
」
は
あ
る
も
の
と
あ
る
も
の
の
境

界
を
曖
昧
に
さ
せ
る
効
果
の
あ
る
「
灰
色
」
の
存
在
だ
と
言
え
よ
う
。
な
ら
ば

「
酒
」
は
「
想
像
能
力
」
や
「
幻
術
」
が
「
區
別
」
や
「
差
別
」
を
無
く
す
る

＝
境
界
を
失
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
狂
人
と
ヨ
ー
ギ
ン
の
主
張
と
繋
が

る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
『
文
学
の
本
質
』
内
や
コ
ク
ト
ー
の
「
エ
リ
ッ

ク
・
サ
テ
ィ
」
内
で
一
部
ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
引
用
が
見

ら
れ
る
が
、「
酒
」
と
い
う
と
同
じ
く
ニ
ー
チ
ェ
の
『
悲
劇
の
誕
生
』
で
登
場

す
る
、
酒
や
陶
酔
を
司
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
を
連
想
で
き
は
し
ま
い
か

）
6
（

。
ニ
ー

チ
ェ
は
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
い
て
芸
術
を
ア
ポ
ロ
的
芸
術
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ

ス
的
芸
術
と
に
分
け
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
を
音
楽
と
結
び
つ
け
た
。
ま
た
デ
ィ

オ
ニ
ュ
ソ
ス
が
齎
す
陶
酔
は
、
主
体
的
な
も
の
を
滅
却
し
て
忘
我
へ
と
至
る
、

分
裂
を
超
え
た
一
体
感
へ
誘
う
と
あ
る

）
（
（

。
も
し
安
吾
が
ニ
ー
チ
ェ
の
デ
ィ
オ

ニ
ュ
ソ
ス
の
思
想
を
織
り
交
ぜ
作
品
を
完
成
さ
せ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ギ

ン
と
狂
人
の
主
張
は
境
界
を
無
く
す
る
こ
と
だ
っ
た
が
こ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
の
言

う
陶
酔
を
想
起
さ
せ
、
陶
酔
は
「
酒
」
と
繋
が
り
、「
酒
」
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ

ス
に
象
徴
さ
れ
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
音
楽
と
結
び
つ
き
、
音
楽
は
安
吾
に

と
っ
て
サ
テ
ィ
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
狂
人
と
ヨ
ー
ギ
ン
の
主
張
は
、
婉
曲
な

が
ら
サ
テ
ィ
へ
と
辿
り
着
く
、
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

安
吾
と
音
楽

一
九
二
六
年
に
東
洋
大
学
印
度
哲
学
倫
理
学
科
へ
入
学
し
た
安
吾
は
、
在
学

中
の
一
九
二
八
年
に
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
へ
入
学
す
る
。
こ
の
ア
テ
ネ
・
フ
ラ

ン
セ
で
知
り
合
っ
た
友
人
達
と
『
言
葉
』
は
作
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
中
に

は
文
学
者
だ
け
で
は
な
く
音
楽
家
で
あ
る
伊
藤
昇
や
太
田
忠
な
ど
も
含
ま
れ
て

い
た
。
特
に
伊
藤
は
「
一
九
二
九
年
〔
昭
4
〕
か
ら
一
九
三
二
年
〔
昭
（
〕
に

か
け
て
」「
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
技
法
や
理
論
を
研
究
」
し
て
い
た
よ
う
で
、

そ
の
中
に
は
六
人
組
で
知
ら
れ
る
ダ
リ
ウ
ス
・
ミ
ロ
ー
や
現
代
音
楽
の
第
一
人

者
と
い
わ
れ
る
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
お
り
、
ま
た
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
も
含
ま

れ
て
い
た

）
（
（

。
こ
の
よ
う
な
研
究
を
し
て
い
た
伊
藤
に
当
時
の
安
吾
は
音
楽
に
関

す
る
新
傾
向
を
尋
ね
て
い
た
よ
う
で
あ
る

）
（
（

。
伊
藤
か
ら
安
吾
が
サ
テ
ィ
の
こ
と
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を
聞
か
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ

は
フ
ラ
ン
ス
の
作
曲
家
で
虚
飾
を
取
り
去
っ
た
純
粋
で
客
観
的
な
音
楽
を
書
き

続
け
、
近
代
・
現
代
音
楽
の
預
言
者
的
存
在
と
も
言
わ
れ
る

）
（（
（

が
、『
言
葉
』
創

刊
号
（
言
葉
発
行
所
、
一
九
三
〇
年
一
一
月
）
の
編
集
後
記
で
安
吾
は
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

し
か
し
少
く
と
も
我
々
の
論
説
は
、
そ
の
最
初
に
於
て
は
各
分
野
そ
れ
ぞ

れ
最
も
本
質
的
な
主
張
を
述
べ
た
方
が
い
い
と
思
つ
た
。
た
と
へ
ば
音
楽

に
於
て
我
々
は
初
め
世
界
中
か
ら
唯
一
人
エ
リ
ッ
ク
サ
チ
イ
を
選
び
次
号

に
は
葛
巻
の
筆
で
之
を
推
す
筈
だ
。

実
際
は
安
吾
の
名
で
コ
ク
ト
ー
「
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
（
コ
ク
ト
オ
の
譯
及

び
補
註

）
（（
（

）」
は
発
表
さ
れ
る
が
、
何
に
せ
よ
当
時
の
安
吾
や
『
言
葉
』
の
同
人

に
と
っ
て
サ
テ
ィ
は
興
味
関
心
の
内
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
一
九

三
〇
年
の
年
末
に
は
サ
テ
ィ
の
歌
曲
を
日
本
で
初
演
し
た
三
瀦
牧
子
宅
を
『
言

葉
』
同
人
で
訪
問
し
、
サ
テ
ィ
の
《Je te veux

》
を
歌
っ
て
も
ら
っ
て
も
い

る
）
（（
（

。で
は
安
吾
が
見
た
サ
テ
ィ
と
は
ど
の
よ
う
な
作
曲
家
だ
っ
た
の
か
。
コ
ク

ト
ー
の
「
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
（
コ
ク
ト
オ
の
譯
及
び
補
註

）
（（
（

）」
で
は
、「
独

創
」
は
距
離
の
中
に
の
み
存
在
し
、「
新
精
神
は
反
撥
精
神
の
最
高
の
形
で
あ

る
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

サ
テ
ィ
は
印
象
派
の
音
楽
を
考
へ
て
ゐ
た
。
が
今
そ
れ
が
已
に
解
決
さ

れ
た
の
を
見
て
、
尚
そ
れ
を
い
ぢ
り
廻
す
同
輩
等
を
見
棄
て
、
彼
は
方
向

を
変
へ
る
。
彼
は
自
分
に
沈
黙
を
強
制
す
る
。
彼
は
ス
コ
ラ
に
閉
ぢ
籠
も

る
。
洗
練
さ
れ
た
和
声
に
矛
盾
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
文
字
で
あ
る
こ
と

を
彼
は
知
る
。（
…
）

今
、
サ
テ
ィ
は
も
う
フ
ァ
ー
ス
を
必
要
と
し
な
い
。（
…
）
彼
等
は
昔
、

フ
ァ
ー
ス
の
故
に
出
版
を
拒
絶
し
た

─
そ
し
て
今
、
フ
ァ
ー
ス
を
棄
て

る
サ
テ
ィ
を
喜
ば
な
い
だ
ら
う
、
目
下
フ
ァ
ー
ス
の
売
行
は
熾
ん
だ
か
ら
。

サ
テ
ィ
の
音
楽
は
「
独
創
」
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
反
撥
精
神
」
か
ら
生
ま

れ
出
た
も
の
だ
っ
た
。
サ
テ
ィ
は
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
「
独
創
」
的
音

楽
と
し
て
印
象
派
の
音
楽
を
考
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
解
決
さ
れ
た
の
を

見
て
、
印
象
派
の
音
楽
か
ら
離
れ
別
の
方
向
へ
向
か
う
。
そ
れ
が
「
文
字
」
で

あ
り
「
フ
ァ
ー
ス
」
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
「
フ
ァ
ー
ス
」
の
売
行
が
盛
ん
に

な
っ
た
頃
、
既
に
サ
テ
ィ
は
「
フ
ァ
ー
ス
」
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
コ
ク
ト
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
サ
テ
ィ
の
音
楽
は
常
に
先
へ
先
へ
、
今
と

い
う
時
代
で
盛
ん
に
な
っ
た
も
の
へ
の
「
反
撥
」
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
音
楽
を
生
み
出
す
サ
テ
ィ
は
、
い
じ
り
廻
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
音
楽
を
捨
て
、
新
た
な
音
楽
を
作
る
、
そ
れ
を
生
涯
繰

り
返
し
て
い
た
作
曲
家
だ
っ
た
、
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
サ
テ
ィ
の
創
作
態
度
に
対
し
、
安
吾
は
一
定
の
興
味
を
抱
い
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
こ
と
に
関
し
多
く
の

補
註
を
「
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
（
コ
ク
ト
オ
の
譯
及
び
補
註
）」
内
で
付
け
加

え
て
い
る
か
ら
だ
。

安
吾
は
ま
ず
六
人
組
の
一
人
で
あ
る
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
オ
ー
リ
ッ
ク
の
『Live 

de la voie
』
を
引
用
し
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
音
楽
は
「
完
成
し
た
形
」
を
示

す
が
、
そ
れ
に
対
し
サ
テ
ィ
の
音
楽
は
「
表
皮
」
を
持
た
な
い
音
楽
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
人
々
は
そ
の
中
身
に
サ
テ
ィ
の
思
想
（
音
楽
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
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う
）
を
見
い
だ
す
。
だ
か
ら
こ
そ
「
サ
テ
ィ
と
コ
ク
ト
オ
を
取
り
ま
く
六
人
組

の
人
々
は
、
全
く
別
々
の
道
を
歩
く
人
」
で
あ
り
「
彼
等
の
表
現
は
少
し
も
似

て
ゐ
な
い
」
も
の
だ
っ
た
。「
し
か
し
彼
等
は
た
だ
一
つ
の
点
に
於
て

─
そ

し
て
最
も
重
大
な
点
に
於
て
、
同
じ
道
を
歩
い
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
オ
オ
リ
ッ
ク

の
い
は
ゆ
る
「
サ
テ
ィ
の
教
訓
が
必
要
で
あ
つ
た
」
こ
と
で
あ
る
」
と
紹
介
す

る
）
（（
（

。
そ
れ
を
受
け
、
ダ
リ
ウ
ス
・
ミ
ロ
ー
の
『
エ
チ
ュ
ー
ド
』
内
、「
新
フ
ラ

ン
ス
音
楽
家
の
傾
向
」
を
さ
ら
に
引
用
し
、
サ
テ
ィ
の
音
楽
は
「
永
遠
に
青
年

で
あ
る
音
楽
」
で
あ
り
、
こ
の
「
音
楽
」
と
は
サ
テ
ィ
の
「
外
表
」（「
表
皮
」）

で
は
な
く
「
中
味
の
教
訓
」
あ
る
い
は
「
サ
ン
プ
リ
シ
テ
の
サ
テ
ィ
の
教
訓
」

で
あ
っ
た
。
青
年
達
は
「
外
表
」
で
は
な
く
こ
の
よ
う
な
「
サ
ン
プ
リ
シ
テ
の

サ
テ
ィ
の
教
訓
」
を
自
身
の
教
訓
に
し
た
、
と
紹
介
す
る
。

先
で
述
べ
た
よ
う
に
サ
テ
ィ
は
新
し
い
音
楽
＝
「
明
日
の
音
楽
」
を
志
向
し

て
い
た
。
そ
れ
が
具
体
的
に
は
印
象
派
の
音
楽
で
あ
り
、「
フ
ァ
ー
ス
」
で
も

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
「「
明
日
」
か
ら
「
今
日
」
に
移
ら
う
と
す
る
」

時

─
世
間
や
作
曲
家
達
に
広
く
流
通
し
始
め
た
時
に
と
言
い
換
え
る
こ
と
も

出
来
よ
う

─
、
サ
テ
ィ
は
そ
れ
ら
を
捨
て
去
り
、
再
び
「
明
日
の
音
楽
」
を

考
え
始
め
る
。
こ
れ
が
サ
テ
ィ
の
創
作
態
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
明
日

の
音
楽
」
を
志
向
す
る
創
作
態
度
は
サ
テ
ィ
の
死
後
、
若
い
音
楽
家
た
ち
（
青

年
達
）
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
サ
テ
ィ
か
ら
「
外
表
」
＝
サ

テ
ィ
の
作
曲
技
法
で
は
な
く
、「
中
味
」
＝
「
サ
ン
プ
リ
シ
テ
の
教
訓
」
を
学

ん
だ
若
い
音
楽
家
た
ち
が
、
サ
テ
ィ
と
同
じ
よ
う
な
創
作
態
度
で
音
楽
を
生
み

出
し
て
い
く
。
だ
か
ら
こ
そ
サ
テ
ィ
の
音
楽
は
「
永
遠
に
青
年
で
あ
る
音
楽
」

＝
常
に
「
明
日
の
音
楽
」
を
生
み
出
し
て
い
く
「
サ
ン
プ
リ
シ
テ
の
教
訓
」
と

し
て
の
音
楽
で
あ
る
、
と
評
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
安
吾
の
関
心
が
サ
テ
ィ
の
創
作
態
度
に
向
け
ら
れ
て
い
た

と
は
言
え
る
が
、
大
原
祐
治
が
指
摘
す
る
よ
う
に

）
（（
（

、
音
楽
に
関
し
て
サ
テ
ィ
と

安
吾
の
み
の
関
係
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。
特
に
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー

に
関
し
て
は
安
吾
自
身
の
口
か
ら
こ
の
名
が
出
て
お
り

）
（（
（

、
安
吾
が
「
エ
リ
ッ

ク
・
サ
テ
ィ
（
コ
ク
ト
オ
の
譯
及
び
補
註
）」
の
中
で
わ
ざ
わ
ざ
サ
テ
ィ
と
ド

ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
交
友
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
末
路
を
「
補
註
」
と
し
て
付
け
加

え
て
い
る
。
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
も
サ
テ
ィ
同
様
フ
ラ
ン
ス
の
作
曲
家

で
、
使
い
続
け
ら
れ
飽
和
状
態
に
あ
っ
た
和
声
か
ら
音
楽
を
解
放
し
印
象
主
義

の
技
法
を
確
立
し
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
と
サ
テ
ィ

の
交
友
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

ド
ビ
ュ
ッ
シ
イ
が
一
生
涯
頭
の
中
に
隠
し
て
お
い
た
た
だ
一
人
の
敵
は
サ

テ
ィ
で
あ
つ
た
の
だ
。
落
伍
者
サ
テ
ィ
の
真
価
を
、
一
番
早
く
、
一
番
よ

く
知
つ
て
ゐ
た
の
は
、
成
功
者
ド
ビ
ュ
ッ
シ
イ
で
あ
つ
た

）
（（
（

。

サ
テ
ィ
と
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
は
確
か
に
「
落
伍
者
」
と
「
成
功
者
」
だ
っ
た
だ

ろ
う

）
（（
（

。
そ
の
意
味
で
彼
等
は
正
反
対
の
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。
音
楽
に
対

す
る
考
え
方
に
も
違
い
は
あ
っ
た
よ
う
で
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
は
サ
テ
ィ
に

「
も
っ
と
形
式
を
考
え
る
べ
き
だ
。」
と
告
げ
、
サ
テ
ィ
は
そ
れ
に
対
し
連
弾
曲

《
梨
の
形
を
し
た
3
つ
の
小
品
》
を
書
く
。「
梨
」
に
は
「
ば
か
な
奴
」「
ま
ぬ

け
」
と
い
う
世
俗
的
意
味
も
あ
り
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
に
対
す
る
皮
肉
も
込
め
ら

れ
た
作
品
だ
っ
た
よ
う
だ

）
（（
（

。
技
法
に
関
し
て
も
、
後
に
安
吾
が
エ
ッ
セ
イ
の
中

で
和
声
を
確
立
し
た
人
＝
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
と
、
和
声
を
眼
中
に
置
か
な
か
っ
た

＝
サ
テ
ィ
と
い
う
違
い
を
指
摘
し
て
い
る

）
（（
（

。
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こ
の
よ
う
に
一
見
、
違
う
も
の
を
目
指
し
音
楽
を
作
り
続
け
た
よ
う
に
見
え

る
二
人
だ
が
、
そ
の
実
、
彼
等
が
目
指
し
て
い
た
も
の
に
違
い
は
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
先
で
述
べ
た
通
り
、
サ
テ
ィ
は
「
明
日
の
音
楽
」
を
求
め
る
作
曲
家

だ
っ
た
。
そ
れ
は
サ
テ
ィ
が
ま
だ
印
象
主
義
的
手
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
時

代
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
曲
を
作
っ
た
り
、
小
節
線
を
除
去
し
た
楽
譜
を
書

い
た
り
、「
家
具
の
音
楽

）
（（
（

」
を
作
曲
し
た
こ
と
か
ら
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
対
し

て
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
は
「
そ
の
新
し
さ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
音
楽
の
歴
史
に
挑

戦
し
、
そ
の
挑
戦
に
よ
っ
て
過
去
の
音
楽
的
遺
産
の
秩
序
を
改
変
し
つ
つ
、
し

か
も
そ
の
秩
序
の
な
か
に
自
ら
の
位
置
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

）
（（
（

」

と
も
言
わ
れ
、
当
時
誰
も
が
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
追
随
し
、
そ
れ
に
付
随
し
て
使
用

さ
れ
て
い
た
機
能
的
和
声
に
迎
合
し
て
い
た
中
で
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
か
ら
脱
し
、

機
能
的
和
声
を
捨
て
印
象
主
義
の
技
法
を
確
立
さ
せ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
も
ま
た
新
し
い
音
楽
＝
「
明
日
の
音
楽
」
を
生

み
出
し
て
い
っ
た
作
曲
家
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、

サ
テ
ィ
も
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
も
方
法
は
違
え
ど
「
明
日
の
音
楽
」
を
求
め
続
け
た

作
曲
家
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
等
は

「
敵
」
で
あ
り
友
人
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

）
（（
（

。

三

ヨ
ー
ギ
ン
と
狂
人
／
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
と
サ
テ
ィ

本
作
に
お
い
て
ヨ
ー
ギ
ン
と
狂
人
は
一
見
「
論
戰
」
を
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
な
が
ら
実
の
と
こ
ろ
同
じ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
の
は
先
で
述
べ
た

通
り
だ
が
、
こ
の
点
は
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
と
サ
テ
ィ
と
の
関
係
に
重
ね
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
結
局
ヨ
ー
ギ
ン
と
狂
人
、
ド

ビ
ュ
ッ
シ
ー
と
サ
テ
ィ
と
も
に
、
表
面
上
は
違
う
こ
と
（「
想
像
能
力
」
や

「
幻
術
」
／
印
象
主
義
の
音
楽
や
「
フ
ァ
ー
ス
」）
を
言
い
な
が
ら
、
そ
れ
こ
そ

対
立
す
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、
根
本
的
な
主
張
（「
區

別
」
あ
る
も
の
の
「
區
別
」
を
無
く
す
る
／
「
明
日
の
音
楽
」
を
創
造
す
る
）

は
双
方
と
も
に
全
く
同
じ
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ヨ
ー
ギ
ン
と
狂
人
の
「
論
戰
」
は
狂
人
が
飲
酒
を
し
て
し
ま
う

こ
と
に
よ
り
、
狂
人
の
と
り
あ
え
ず
の
敗
北
で
幕
を
閉
じ
る
。
こ
う
し
て
狂
人

は
「
も
と
の
醉
つ
拂
ひ
」
に
還
元
し
て
し
ま
う
わ
け
だ
が
、
そ
の
後
の
様
子
が

作
中
で
描
か
れ
て
い
る
。

と
、
尚
も
俺
は
フ
ラ
フ
ラ
と
、
ひ
ど
く
陽
氣
に
歩
き
出
し
、
ク
サ
を
踏

み
わ
け
て
幾
度
も
轉
げ
な
が
ら
あ
の
パ
ゴ
ダ

─
行
者
の
御
尻
で
す

─

に
辿
り
つ
く
と
、
呪
は
れ
た
る
尻
よ
、
と
こ
れ
を
平
手
で
ピ
シ
ャ
ピ
シ
ャ

と
叩
い
た
の
だ
。
す
る
と
行
者
は
尚
も
幻
術
に
無
念
無
想
で
、
股
に
も
ぐ

し
た
丸
顔
に
は
例
の
脂
汗
と
ニ
タ
ニ
タ
が
命
懸
け
に
フ
ウ
フ
ウ
と
調
息
し

て
ゐ
る
の
だ
つ
た
。

─
余
は
斷
じ
て
尊
公
の
尻
を
好
ま
ん
よ
。

と
、
俺
も
詮
方
な
く
ニ
ヤ
ニ
ヤ
と
空
し
い
尻
に
笑
ひ
か
け
な
が
ら
尚
ほ

暫
く
叩
い
て
ゐ
た
が
、
や
が
て
退
屈
し
て
酒
樽
へ
戻
ら
う
と
足
の
フ
ラ
フ

ラ
を
踏
み
し
め
て
叢
の
中
へ
わ
け
入
つ
た
の
だ
が

─
（
あ
あ
、
こ
れ
も

呪
ふ
べ
き
行
者
の
幻
術
で
あ
ら
う
か
）
叢
に
秘
め
ら
れ
た
階
段
に
足
踏
み

は
ず
し
て
、
酒
倉
の
窖
へ
實
つ
逆
様
に
轉
り
込
む
と
、
何
の
た
わ
い
も
な

く
、
俺
は
気
絶
し
て
し
ま
つ
た
の
だ

─
。

狂
人
が
ピ
シ
ャ
ピ
シ
ャ
叩
く
ヨ
ー
ギ
ン
の
「
御
尻
」
を
「
パ
ゴ
ダ
」
と
表
現
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し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
を
か
ら
か
う
サ
テ
ィ
の
画
が
今
に
も

浮
か
ん
で
き
そ
う
な
、
実
に
皮
肉
め
い
た
滑
稽
な
描
写
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
は
一
八
八
九
年
に
開
催
さ
れ
た
パ
リ
万
国
博
で
ガ
ム
ラ
ン
音
楽

）
（（
（

な
ど
東
洋
の
音
楽
に
興
味
を
持
ち
、
一
九
〇
三
年
に
三
曲
で
構
成
さ
れ
る
《
版

画
》
を
作
曲
し
た

）
（（
（

。
こ
の
第
一
曲
目
が
《
塔 Pagodes

》
だ
。
作
中
狂
人
は
、

ヨ
ー
ギ
ン
の
「
御
尻
」
を
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
作
曲
し
た
曲
名
に
も
な
っ
て
い

る
パ
ゴ
ダ
と
見
間
違
え
、
さ
ら
に
は
「
ニ
ヤ
ニ
ヤ
」
し
な
が
ら
叩
く
。
ま
る
で

《
梨
の
形
を
し
た
3
つ
の
小
品
》
で
サ
テ
ィ
が
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
を
か
ら
か
っ
た

よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

し
か
し
そ
ん
な
狂
人
は
や
が
て
尻
を
叩
く
こ
と
に
退
屈
し
、
酒
樽
へ
戻
ろ
う

と
し
て
転
倒
し
気
絶
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
パ
ゴ
ダ
」
に
「
退
屈
」
す
る

狂
人
、
そ
れ
は
サ
テ
ィ
が
印
象
主
義
の
音
楽
に
決
別
し
た
姿
を
現
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。《
塔 Pagodes

》
ひ
い
て
は
《
版
画
》
は
「
印
象
主
義
技

法
を
ピ
ア
ノ
曲
の
上
に
明
瞭
に
表
現
し
た

）
（（
（

」
作
品
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
サ
テ
ィ
は
印
象
主
義
の
音
楽
が
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
に
よ
り
解
決
さ
れ
た

の
を
見
て
、
印
象
主
義
の
音
楽
を
止
め
、
方
向
を
変
え
る
。

一
つ
の
傑
作
は
何
も
開
か
な
い
。
前
触
も
し
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
時
代

を
閉
ぢ
る
。（
…
）
サ
テ
ィ
は
印
象
派
の
音
楽
を
考
へ
て
ゐ
た
。
が
今
そ

れ
が
已
に
解
決
さ
れ
た
の
を
見
て
、（
…
）
彼
は
方
向
を
変
へ
る

）
（（
（

。

サ
テ
ィ
が
考
え
て
い
た
「
明
日
の
音
楽
」
で
あ
る
は
ず
だ
っ
た
印
象
主
義
の

音
楽
は
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
手
に
よ
り
解
決
さ
れ
、
サ
テ
ィ
は
方
向
を
変
え
る
＝

ヨ
ー
ギ
ン
の
尻
に
退
屈
し
て
し
ま
う
。
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
に
よ
る
解
決
は
、
サ

テ
ィ
側
か
ら
見
れ
ば
自
分
が
考
え
て
い
た
印
象
主
義
の
音
楽
の
完
成
で
あ
る
と

当
時
に
、
前
触
な
く
一
つ
の
時
代
を
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
＝
叢
に
秘
め
ら
れ
た

階
段
か
ら
突
然
酒
倉
の
窖
に
転
が
り
込
み
気
絶
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。

作
中
で
狂
人
が
尻
に
退
屈
し
て
気
絶
す
る
一
連
の
流
れ
は
、
サ
テ
ィ
が
ド

ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
印
象
主
義
の
音
楽
で
あ
る
《
塔 Pagodes

》
な
ど
の
外
的
要

因
に
よ
り
、
考
え
て
い
た
印
象
主
義
の
音
楽
か
ら
永
遠
に
方
向
を
変
え
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
関
係
と
重
な
り
合
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
音
楽
と
い
う
観
点
か
ら
本
作
を
読
み
解
こ
う
と
す
れ
ば
サ
テ
ィ

や
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
が
狂
人
と
ヨ
ー
ギ
ン
の
関
係
の
中
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

も
の
の
、
本
来
本
作
は
イ
ン
ド
哲
学
の
影
響
、
ま
た
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た

ポ
ー
の
「BO

N
-BO

N

」
な
ど
の
外
国
文
学
の
影
響

）
（（
（

も
無
視
は
で
き
な
い
。
滝

沢
馬
琴
の
「
酒
茶
論
」
の
影
響
を
読
む
山
根
龍
一
の
指
摘
も
あ
る

）
（（
（

。
ヨ
ー
ギ
ン

と
狂
人
の
関
係
性
は
ど
の
視
点
か
ら
読
む
か
に
よ
り
、
そ
の
対
立
が
表
す
も
の

を
変
化
さ
せ
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。た
だ
裏
を
返
せ
ば
、こ

の
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
関
係
性
こ
そ
が
安
吾
の
描
き
た
か
っ
た
こ
と
の
た

め
に
は
必
要
な
間
柄
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。そ
こ
で「
附
記
」が
問
題
に
な
る
。

四
「
附
記
」
に
つ
い
て

初
出
に
は
「
作
者
白
」
と
署
名
の
あ
る
「
附
記

）
（（
（

」
が
記
さ
れ
お
り
、
そ
れ
は

次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

こ
の
小
説
は
筋
も
な
く
人
物
も
所
も
模
糊
と
し
て
、
た
だ
永
遠
に
續
く

べ
き
も
の
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
僕
の
身
體
が
悲
鳴
を
あ
げ
て
酒
樽
に
し

が
み
つ
く
や
う
に
、
僕
の
手
が
悲
鳴
を
あ
げ
て
原
稿
紙
を
鷲
づ
か
み
と
す

る
折
に
、
僕
の
生
涯
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
於
て
こ
の
小
説
は
續
け
ら
る
べ
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き
も
の
と
御
承
知
下
さ
い
。
僕
は
悲
鳴
を
あ
げ
た
く
は
な
い
の
で
す
。
し

か
し
精
根 

こ
こ
に
つ
き
て
餘
儀
な
け
れ
ば
し
や
あ
し
や
あ
と
し
て
悲
鳴

を
唄
ふ
曲
藝
も
演
じ
ま
す
。（
作
者
白
）

「
こ
の
小
説
は
筋
も
な
く
人
物
も
所
も
模
糊
と
し
て
、
た
だ
永
遠
に
續
く
べ

き
も
の
の
一
節
」
と
あ
る
が
、
本
作
は
様
々
な
も
の
が
模
糊
と
し
て
い
る
。
例

え
ば
、「
人
物
」
に
関
し
て
は
狂
人
と
「
武
藏
野
に
居
を
卜
さ
う
」
と
す
る

「
僕
」
が
似
て
い
る
と
設
定
さ
れ
て
い
た
り

）
（（
（

、
狂
人
の
肉
体
が
時
に
周
囲
の
風

景
や
空
気
と
一
体
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
描
写
が
見
ら
れ
る

）
（（
（

。「
所
」
に
関
し

て
も
武
蔵
野
と
い
う
場
は
「
行
政
区
分
に
そ
の
地
理
的
な
範
囲
が
左
右
さ
れ
」

ず
、「
絶
え
ず
更
新
さ
れ
る
概
念

）
（（
（

」
を
有
し
て
お
り
、「
武
蔵
野
」
は
人
に
よ
っ

て
解
釈
が
変
わ
る
境
界
の
曖
昧
な
場
だ
っ
た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
季
節
や
時
間
も
、

「
發
端
」
が
そ
も
そ
も
い
つ
の
出
来
事
な
の
か
曖
昧
で
あ
る
し
作
中
の
出
来
事

が
ど
の
時
間
軸
で
起
こ
っ
た
出
来
事
な
の
か
が
い
ま
い
ち
判
然
と
し
な
い
。
ま

た
ペ
ン
ペ
ン
草
は
夏
に
枯
れ
て
冬
に
は
ロ
ゼ
ッ
ト
の
形
で
越
冬
す
る
植
物
だ
が
、

作
中
で
は
夏
に
「
無
か
ら
有
の
出
た
奇
蹟
」
と
感
じ
る
程
に
勢
い
よ
く
伸
び
、

冬
に
は
枯
れ
果
て
て
し
ま
い
、
植
物
の
生
え
る
季
節
、
時
期
を
一
切
無
視
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
も
の
が
模
糊
と
し
た
舞
台
の
中
で
作
中
人
物
達
が

繰
り
広
げ
る
「
論
戰
」
も
ま
た
「
區
別
」、
境
界
の
有
無
に
つ
い
て
だ
っ
た
。

安
吾
が
「
附
記
」
で
言
う
よ
う
に
本
作
は
多
く
の
点
で
模
糊
と
し
て
お
り
、
こ

の
点
は
印
象
主
義
の
特
徴
に
通
じ
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

）
（（
（

。

こ
の
「
附
記
」
は
後
に
削
除
さ
れ
る
と
は
い
え
、
本
作
執
筆
当
時
の
安
吾
に

と
っ
て
は
意
味
が
あ
る
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。「
附
記
」
の
僕

＝
当
時
の
安
吾
が
、「
原
稿
紙
を
鷲
づ
か
み
」
＝
小
説
を
書
く
際
に
「
續
け
ら

る
べ
き
も
の
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
本
作
を
安
吾
の
創
作
態
度
を
示
す
作
品
と

し
て
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
「
永
遠
に
續
く
べ
き
も
の
」
と
い
う
部
分
に
着
目
し
た
い
。
作
中
で
狂

人
は
禁
酒
―
「
禁
酒
の
聲
明
」
―
「
論
戰
」
―
飲
酒
と
い
う
経
緯
を
辿
っ
て
い

く
。
そ
れ
に
対
し
ヨ
ー
ギ
ン
は
「
木
枯
が
吹
い
た
ら
又
お
い
で
よ
」
と
言
う
が
、

こ
の
言
葉
か
ら
禁
酒
か
ら
飲
酒
ま
で
の
一
連
の
流
れ
は
毎
年
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
繰
り
返
す
行
為
、
こ
れ
は
先
で
述
べ
た
サ
テ
ィ
の
創

作
態
度
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
サ
テ
ィ
は
「
明
日
の
音
楽
」
を
求
め
、
そ
れ
が

「「
明
日
」
か
ら
「
今
日
」
に
移
ら
う
と
す
る
」
と
そ
の
音
楽
を
捨
て
、
次
の

「
明
日
の
音
楽
」
を
考
え
、
ま
た
そ
れ
が
「「
明
日
」
か
ら
「
今
日
」
に
移
ら
う

と
す
る
」
と
そ
の
音
楽
を
捨
て
、
次
の
…
…
と
、
こ
の
一
連
の
流
れ
を
繰
り
返

し
て
い
る
。
こ
れ
は
音
楽
に
対
す
る
態
度
で
は
あ
っ
た
が
、
若
い
音
楽
家
た
ち

が
サ
テ
ィ
の
「
中
味
」
を
受
け
継
い
だ
よ
う
に
、
安
吾
も
既
存
の
も
の
に
迎
合

し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
り
、
あ
る
一
点
で
立
ち
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
永
遠

に
新
し
い
も
の
を
求
め
続
け
る
創
作
態
度
を
サ
テ
ィ
か
ら
受
容
し
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
『
言
葉
』
創
刊
号
の
編
集
後
記
で
安
吾
は
「
我
々
の
最
も
重
大
な
主
張

は
、
芸
術
は
文
学
も
美
術
も
音
楽
も
常
に
聯
絡
を
と
る
べ
き
だ
と
い
ふ
こ
と
だ
。

ど
の
一
つ
を
単
独
に
歩
ま
せ
る
こ
と
も
不
可
だ
。」
と
述
べ
、
芸
術
と
は
本
来

「
區
別
」
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、「
區
別
」
を
取
り
払
い
創
作
す
べ
き

も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
は
本
作
内
で
の
ヨ
ー
ギ
ン
と
狂
人
の
共
通
し
た

主
張
（「
區
別
」
を
無
く
す
る
）
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
学
と

い
う
枠
の
中
だ
け
で
な
く
、「
區
別
」
を
無
く
し
様
々
な
分
野
に
横
断
的
に
、

と
い
う
こ
と
が
執
筆
当
時
の
安
吾
の
主
張
の
一
端
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
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う
に
「
區
別
」
を
無
く
し
境
界
を
取
り
払
い
な
が
ら
「
明
日
の
音
楽
」
を
創
作

し
続
け
る
と
い
う
創
作
態
度
の
受
容
、
そ
れ
を
「
獨
白
」
や
狂
人
と
ヨ
ー
ギ
ン

を
通
し
、
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
「
一
節
」
に
つ
い
て
、「
こ
の
小
説
」
が
「
永
遠
に
續
く
べ
き
も
の
の

一
節
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
、「
獨
白
」
だ
け
で
は
な
く
「
發
端
」
も
含

め
て
「
一
節
」
と
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。「
獨
白
」
が
サ
テ
ィ
の
創
作
態
度
、

ひ
い
て
は
安
吾
の
考
え
る
創
作
態
度
の
表
れ
だ
と
す
れ
ば
、「
發
端
」
は
そ
ん

な
創
作
態
度
に
対
す
る
疑
問
を
投
げ
か
け
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。「
發
端
」
で
狂
人
と
出
会
う
「
武
藏
野
に
居
を
卜
さ
う
」
と
す
る

「
僕
」
は
、「
物
覚
え
が
悪
」
く
「
根
が
無
神
経
」
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

設
定
を
受
け
、
山
根
が
「
彼
が
〈
狂
人
〉
の
話
を
正
確
に
憶
え
て
い
る
保
証
の

な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
実
は
《
独
白
》
が
〈
狂
人
〉
の
談
話
の
正
確
な

「
聞
き
書
き
」
か
ど
う
か
は
、
甚
だ
お
ぼ
つ
か
な
い
事
柄
な
の
で
あ
る

）
（（
（

」
と
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
獨
白
」
が
信
憑
性
の
疑
わ
れ
る
「
僕
」
の
聞
き
書
き

で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
獨
白
」
の
内
容
も
ま
た
信
憑
性
が
疑
わ
れ
る
。
こ
れ
を

音
楽
の
話
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、「
獨
白
」
は
サ
テ
ィ
の
「
明
日
の
音
楽
」
を

永
遠
に
繰
り
返
し
求
め
続
け
る
創
作
態
度
を
示
し
て
い
た
が
、「
發
端
」
は
そ

の
創
作
態
度
へ
の
懐
疑
、
創
作
態
度
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
態
度
を
示
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
疑
い
は
「
永
遠
に
續
く
べ
き
も
の
」
で
あ
る

＝
創
作
態
度
を
常
に
疑
い
続
け
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
發
端
」
は
サ
テ
ィ

か
ら
受
容
し
た
創
作
態
度
を
常
に
疑
い
続
け
る
こ
と
、
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
内
容
を
描
い
た
理
由
は
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
と

サ
テ
ィ
の
関
係
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
サ
テ
ィ
は
「
明
日
の
音
楽
」
を
考
え
、

そ
れ
を
創
る
た
め
に
印
象
主
義
の
音
楽
や
「
フ
ァ
ー
ス
」
な
ど
、
様
々
な
手
法

（「
外
表
」
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
）
を
採
用
し
て
い
た
。
こ
の
内
、
印
象
主

義
の
音
楽
は
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
期
に
サ

テ
ィ
も
「
明
日
の
音
楽
」
と
し
て
印
象
主
義
の
音
楽
を
考
え
て
い
た
が
、
ド

ビ
ュ
ッ
シ
ー
に
よ
り
解
決
さ
れ
て
し
ま
い
、
サ
テ
ィ
に
と
っ
て
考
え
て
い
た
音

楽
が
「
明
日
の
音
楽
」
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
、
サ
テ
ィ
と
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
関
係
か
ら
、
創
作
態
度
を
暗
示
す
る
内
容

（「
獨
白
」）
に
対
す
る
疑
問

─
本
当
に
そ
れ
は
「
明
日
の
音
楽
」
た
り
得
る

の
か
、
本
当
に
そ
れ
は
自
身
が
追
い
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
か

─
を
持

ち
、
そ
れ
を
常
に
自
分
に
問
い
か
け
続
け
る
こ
と
を
予
期
し
た
内
容
（「
發

端
」）
を
書
き
、「
附
記
」
で
そ
れ
を
明
言
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

音
楽
に
は
楽
譜
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
西
洋
の
楽
譜

─
日
本

の
楽
譜
は
ま
た
別
問
題
だ
が

─
に
は
基
本
的
に
五
線
譜
が
使
用
さ
れ
る
。
そ

の
五
線
譜
に
音
符
を
描
き
、
一
つ
の
曲
を
作
っ
て
い
く
。
そ
の
際
、
作
曲
家
達

の
多
く
は
小
節
ご
と
に
楽
譜
を
区
切
っ
て
い
く
が
、
こ
の
小
節
の
中
に
は
決

ま
っ
た
量
の
音
符
し
か
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
多
く
、
そ
れ
に
則
り
作
曲

家
は
楽
譜
を
書
い
て
い
く
。
し
か
し
安
吾
に
サ
テ
ィ
を
紹
介
し
た
と
い
わ
れ
る

伊
藤
昇
は
そ
れ
を
捨
て
去
っ
て
い
る

）
（（
（

。
伊
藤
昇
は
楽
譜
を
小
節
で
区
切
る
こ
と

を
止
め
た
作
品
を
作
り
上
げ
た
の
だ
。
そ
ん
な
伊
藤
昇
が
興
味
関
心
を
持
っ
て

い
た
サ
テ
ィ
も
、
ま
た
グ
ノ
シ
エ
ン
ヌ
等
の
曲
で
楽
譜
を
小
節
で
区
切
る
の
を
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止
め
、
そ
こ
に
安
吾
の
フ
ァ
ル
ス
と
関
り
が
あ
る
だ
ろ
う
短
い
文
を
付
け
加
え

だ
し
た

）
（（
（

。
小
節
で
区
切
ら
れ
て
い
な
い
楽
譜
は
、
ど
こ
に
も
区
切
り
が
な
い
た

め
に
あ
た
か
も
そ
の
音
楽
が
永
遠
に
続
い
て
い
く
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
る
。
も

し
か
し
た
ら
「
永
遠
に
續
く
」
様
子
は
そ
の
よ
う
な
サ
テ
ィ
の
楽
譜
か
ら
着
想

を
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
は
当
時
の
安
吾
の
創
作
態
度
を
著
し
た
作
品
だ
っ
た
。

漠
然
と
し
た
印
象
主
義
の
音
楽
の
よ
う
に
全
て
が
模
糊
と
し
た
作
品
、
そ
の
中

で
ヨ
ー
ギ
ン
と
狂
人
が
「
區
別
」
に
つ
い
て
の
「
論
戰
」
に
も
な
ら
な
い
「
論

戰
」
を
繰
り
広
げ
る
。
し
か
し
狂
人
は
足
を
踏
み
は
ず
し
気
絶
し
、
強
制
的
に

終
わ
り
を
迎
え
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
サ
テ
ィ
の
印
象
主
義
の
音
楽
に
対

す
る
終
わ
り
方
と
同
じ
だ
っ
た
。
そ
し
て
「
附
記
」
は
言
う
、
本
作
は
「
永
遠

に
續
け
ら
る
べ
き
物
語
」
だ
と
。
サ
テ
ィ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
明
日
の

音
楽
」
を
求
め
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
時
に
、
自
分
の
事
を

監
視
す
る
、
も
う
一
人
の
自
己
が
必
要
に
な
る
。
永
遠
に
創
作
し
続
け
な
が
ら

疑
い
続
け
る
、
本
作
は
そ
の
よ
う
な
創
作
態
度
を
著
し
て
い
る
作
品
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

注
1 

荻
久
保
泰
幸
、
島
田
昭
男
、
矢
島
道
弘
編
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊

坂
口
安

吾
事
典
〔
作
品
編
〕』（
至
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
九
月
）
や
山
根
龍
一
「
坂
口
安
吾

「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
論
―
安
吾
文
学
と
仏
教
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
―
」（『
国
語
と

国
文
学
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
一
月
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

2 

大
原
祐
治
「
文
学
と
音
楽
の
交
錯

─
出
発
期
に
お
け
る
坂
口
安
吾
」（『
千
葉
大

学
人
文
社
会
科
学
研
究
』
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
、
二
〇
一
〇
年

三
月
）、
秋
山
邦
晴
「
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
と
坂
口
安
吾

─
ま
た
は
落
伍
者
の
フ
ァ

ル
ス
の
方
法
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
十
月
号

青
土
社
、
一
九
八
六
年
一
〇
月
）
な
ど
、

安
吾
と
音
楽
や
サ
テ
ィ
と
の
関
係
を
論
じ
た
論
文
は
い
く
つ
も
存
在
し
て
い
る
。

3 

こ
の
「
附
記
」
は
初
刊
（『
黒
谷
村
』
竹
村
書
房
、
一
九
三
六
年
六
月
）
で
は
削
除

さ
れ
て
い
る
。

4 

松
浦
一
『
文
学
の
本
質
』
に
関
し
て
は
、
安
吾
の
「
処
女
作
前
後
の
思
ひ
出
」
内

で
書
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
は
松
浦
一
の
著
作
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い

る
。（
七
北
数
人
『
評
伝

坂
口
安
吾

魂
の
事
件
簿
』（
集
英
社
、
二
〇
〇
二
年
六

月
）
や
山
根
龍
一
「
坂
口
安
吾
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
論
―
安
吾
文
学
と
仏
教
の
か

か
わ
り
に
つ
い
て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
一
月
）
に
お
い

て
言
及
さ
れ
て
い
る
。）

5 

大
原
祐
治
は
「
坂
口
安
吾
初
期
短
篇
小
説
に
つ
い
て
の
考
察
―
不
安
定
な
身
体
を

め
ぐ
っ
て
―
」（『
學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
會
誌
』
第
三
十
九
号

學
習
院
大
學
文

學
部
國
語
國
文
學
會
、
一
九
九
六
年
三
月
）
に
お
い
て
「
酒
に
醉
ふ
の
は
自
分
で
は

な
く
何
か
自
分
を
と
り
ま
く
空
氣
み
た 

い
な
も
の
が
醉
つ
ち
ま
ふ
ん
だ
」
に
傍
線
を

引
き
、「
つ
ま
り
〈
酔
い
〉
と
は
傍
線
部
に
見
る
よ
う
に
、
酒
に
よ
っ
て
身
体
の
〈
内

／
外
〉
の
境
界
が
曖
昧
に
な
り
、
い
わ
ば
身
体
が
皮
膚
の
外
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い

る
状
態
な
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

6 

作
中
、「
酒
」
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
狂
人
が
飲
酒
か
ら

禁
酒
を
毎
年
繰
り
返
す
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
永
遠
回
帰
の
思
想
を
安
吾
が
小
説
に

織
り
交
ぜ
て
い
っ
た
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
『
ニ
ー
チ
ェ
事
典
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
二
月
）

（ 

秋
山
邦
晴
「
日
本
の
未
来
派
音
楽 

そ
の
（
5
）
伊
藤
昇
の
場
合
③
」（『
音
楽
芸

術
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
七
五
年
五
月
）

（ 

伊
藤
昇
に
対
し
安
吾
は
「
音
楽
で
も
何
に
か
新
し
い
も
の
は
あ
る
の
か
い
」
と
聞

い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。（
秋
山
邦
晴
「
日
本
の
未
来
派
音
楽 

そ
の
（
4
）
伊
藤
昇

の
場
合
②
」（『
音
楽
芸
術
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
七
五
年
四
月
））

10 
『
新
訂

標
準
音
楽
辞
典
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
九
一
年
一
〇
月

11
『
青
い
馬
』
創
刊
号
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
一
年
五
月
）

12
「
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
（
コ
ク
ト
オ
の
譯
及
び
補
註
）」

13 

関
井
光
男
は
「
坂
口
安
吾
に
お
け
る
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ

─
二
十
世
紀
文
学
と
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し
て
の
フ
ァ
ル
ス
の
発
見

─
」（『
國
文
學
―
解
釈
と
教
材
の
研
究
―
』
學
燈
社
、

一
九
九
〇
年
二
月
）
の
中
で
「
坂
口
安
吾
が
コ
ク
ト
ー
の
「
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
」

の
原
文
に
触
れ
、
そ
の
影
響
を
受
け
る
の
は
、
こ
の
『
コ
ク
ト
オ
抄
』
が
刊
行
さ
れ

た
翌
年
の
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
年
）
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。『
言
葉
』
創
刊

号
で
サ
テ
ィ
の
名
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
本
作
発
表
以
前
か
ら
コ
ク
ト
ー
の

「
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
」
を
読
ん
で
い
て
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。

14 

「
サ
テ
ィ
の
教
訓
」
は
オ
オ
リ
ッ
ク
の
引
用
の
中
で
は
「『
簡
潔
さ
』
の
教
訓
」
と

さ
れ
て
い
る
。（「
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
（
コ
ク
ト
オ
の
譯
と
補
註
）」）

15 

大
原
祐
治
は
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
訣
別

─
坂
口
安
吾
と
同
時
代
芸
術

─
」

（『
千
葉
大
学
人
文
研
究
：
人
文
学
部
紀
要
』
第
40
号

千
葉
大
学
人
文
学
部
、
二
〇

一
一
年
三
月
）
に
お
い
て
「
安
吾
に
お
け
る
サ
テ
ィ
へ
の
関
心
と
い
う
問
題
系
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、
雑
誌
同
人
た
ち
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
、
同
時
代
の
芸

術
的
前
衛
と
し
て
の
現
代
フ
ラ
ン
ス
音
楽
全
般
へ
の
浅
か
ら
ざ
る
関
心
に
つ
い
て
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

16 

一
九
三
〇
年
一
一
月
末
頃
に
葛
巻
義
敏
宛
書
簡
の
中
で
安
吾
は
「
僕
は
今
、
ド

ビ
ュ
ッ
シ
イ
の
や
う
な
小
説
を
書
こ
う
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。」
と
書
い
て
い
る
。

1（
「
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
（
コ
ク
ト
オ
の
譯
及
び
補
註
）」
内
「
補
註
」
よ
り

1（ 

ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
は
音
楽
院
で
も
成
績
優
秀
で
あ
り
、《
牧
神
の
午
後
へ
の
前
奏
曲
》

（
一
八
九
四
年
）
で
そ
の
地
位
を
決
定
的
な
も
の
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
サ
テ
ィ

は
一
八
九
四
年
当
時
は
無
名
で
あ
り
、
徐
々
に
名
声
が
あ
が
っ
て
き
た
の
は
一
九
一

一
年
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。（『
新
訂

標
準
音
楽
辞
典
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
九
一
年

一
〇
月
）
そ
ん
な
二
人
が
出
会
っ
た
の
は
一
八
九
一
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

1（ 

と
は
言
え
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
と
サ
テ
ィ
は
後
年
訣
別
す
る
ま
で
、
非
常
に
仲
が
よ

く
家
族
ぐ
る
み
の
付
き
合
い
を
し
て
い
た
。
こ
の
曲
も
本
気
で
皮
肉
を
言
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
友
人
に
対
す
る
軽
口
の
内
の
曲
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
主
旨
の
こ
と

も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（『
名
曲
事
典

ピ
ア
ノ
・
オ
ル
ガ
ン
編
』（
音
楽
之
友
社
、
一

九
七
一
年
五
月
））

20 

安
吾
は
一
九
三
一
年
八
月
『L'ESPRIT

 N
O

U
V

EA
U

』
第
二
年
第
三
号
に
「
現

代
仏
蘭
西
音
楽
の
話
」
を
発
表
し
、
そ
の
中
で
和
声
に
関
し
て
「
ド
ビ
ュ
ッ
シ
イ
と

い
ふ
人
は
独
特
の
印
象
派
風
な
和
声
を
完
成
し
た
人
で
す
し
、
サ
テ
ィ
と
い
ふ
人
は
、

全
く
和
声
を
眼
中
に
置
か
な
か
つ
た
人
で
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
サ
テ
ィ
は
和

声
を
眼
中
に
置
か
な
か
っ
た
（
和
声
を
「
表
皮
」
と
し
て
扱
っ
て
い
た
）
だ
け
で
、

自
身
の
作
曲
し
た
曲
中
で
は
和
声
を
取
り
入
れ
た
作
曲
も
し
て
い
る
。

21 

「
家
具
の
音
楽
」
と
は
沈
黙
や
集
中
力
を
要
求
す
る
伝
統
的
な
音
楽
に
対
し
て
、
座

り
ご
こ
ち
の
よ
い
椅
子
の
よ
う
に
人
の
注
意
を
ひ
か
ず
、
そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
人
に

や
す
ら
ぎ
や
く
つ
ろ
ぎ
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
規
制
の
音
楽
概
念
を
根
底
か
ら
く

つ
が
え
す
思
想
だ
っ
た
。（『
音
楽
大
事
典
』
第
2
巻

平
凡
社
、
一
九
八
二
年
一
一

月
）

22
『
音
楽
大
事
典
』
第
2
巻
（
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
一
一
月
）

23 

「
現
代
仏
蘭
西
音
楽
の
話
」
で
は
「
落
伍
者
サ
テ
ィ
と
成
功
者
ド
ビ
ュ
ッ
シ
イ
と
は
、

互
に
相
手
の
才
能
を
恐
れ
、
敵
視
し
合
つ
て
ゐ
た
不
思
議
な
親
友
で
し
た
。」
と
あ
る
。

24 

こ
の
時
の
万
国
博
で
は
サ
テ
ィ
も
ガ
ム
ラ
ン
音
楽
や
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

の
音
楽
を
聴
き
、
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
。（
秋
山
邦
晴
『
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
覚

え
書
き
』
青
土
社
、
一
九
九
〇
年
六
月
）

25
『
名
曲
事
典

ピ
ア
ノ
・
オ
ル
ガ
ン
編
』（
音
楽
之
友
社
、
一
九
七
一
年
五
月
）

26
『
名
曲
事
典

ピ
ア
ノ
・
オ
ル
ガ
ン
編
』（
音
楽
之
友
社
、
一
九
七
一
年
五
月
）

2（
「
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
（
コ
ク
ト
オ
の
譯
及
び
補
註
）」
内
「
補
註
」
よ
り

2（ 

塚
越
和
夫
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」（
久
保
田
芳
太
郎
、
矢
島
道
弘
編
『
坂
口
安
吾
研

究
講
座
Ⅱ
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
四
年
七
月
）
な
ど

2（ 

山
根
は
「
坂
口
安
吾
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
論
―
安
吾
文
学
と
仏
教
の
か
か
わ
り

に
つ
い
て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
一
月
）
に
お
い
て
、
松

浦
一
『
文
学
の
本
質
』、
ひ
い
て
は
松
浦
が
引
用
し
た
滝
沢
馬
琴
の
「
酒
茶
論
」
と

「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
の
類
似
点
を
挙
げ
て
い
る
。

30 

「
附
記
」
に
関
す
る
論
文
は
少
な
い
が
、
花
田
俊
典
氏
が
「
安
吾
フ
ァ
ル
ス
の
可
能

性
と
限
界

─
初
期
安
吾
文
学
論
稿

─
」（『
近
代
文
学
考
』
近
代
文
学
考
同
人
会
、

一
九
七
九
年
一
一
月
）
で
論
じ
て
い
る
。

31 
山
根
龍
一
「
坂
口
安
吾
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
論
―
安
吾
文
学
と
仏
教
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
一
月
）

32 

こ
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
は
大
原
祐
治
が
「
坂
口
安
吾
初
期
短
篇
小
説
に
つ
い
て
の

考
察
―
不
安
定
な
身
体
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
會
誌
』
第
三
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十
九
号

學
習
院
大
學
文
學
部
國
語
國
文
學
會
、
一
九
九
六
年
三
月
）
に
お
い
て
言

及
し
て
い
る
。

33 

山
路
敦
史
「
坂
口
安
吾
の
〈
武
蔵
野
〉」（『
武
蔵
野
文
化
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世

界
思
想
社
、
二
〇
一
四
年
七
月
）

34 

元
々
印
象
主
義
は
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
作
曲
の
作
品
に
対
し
て
音
楽
の
色
彩
に
た
い
す

る
感
覚
が
認
め
ら
れ
る
。
デ
ッ
サ
ン
の
正
確
さ
と
形
式
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
、

あ
っ
さ
り
忘
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
漠
然
と
し
た
印
象
主
義
、
と
い
う
評
価
が
下
さ
れ

た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。（『
新
訂

標
準
音
楽
辞
典
』
音
楽
之
友
社
、
一
九

九
一
年
一
〇
月
）
結
果
、
彼
が
完
成
さ
せ
た
印
象
主
義
は
感
覚
主
義
に
貫
か
れ
て
お

り
、
こ
れ
は
論
理
的
構
造
の
否
定
と
、
他
方
に
お
い
て
感
情
へ
の
没
入
の
否
定
と
を

示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
世
界
は
、「
光
と
影
、
そ
の
繊
細
な
き
ら
め
き
、

に
お
い
、
た
だ
よ
う
も
の
、
そ
れ
ら
が
か
も
し
出
す
繊
細
な
雰
囲
気
な
ど
へ
の
陶
酔

で
あ
っ
て
、
量
的
・
力
的
な
造
形
性
で
は
な
か
っ
た
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。（『
音
楽
事

典
』
第
1
巻

平
凡
社
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
）

35 

山
根
龍
一
「
坂
口
安
吾
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
論
―
安
吾
文
学
と
仏
教
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
一
月
）

36 

例
え
ば
一
九
三
〇
年
の
作
品
、
歌
曲
〈
題
の
な
い
歌
〉（
萩
原
朔
太
郎
作
詞
）（
秋

山
邦
晴
著
・
林
淑
姫
編
『
昭
和
の
作
曲
家
た
ち

太
平
洋
戦
争
と
音
楽
』
み
す
ず
書

房
、
二
〇
〇
三
年
四
月
）

3（ 

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
秋
山
邦
晴
『
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
覚
え
書
』（
青
土
社
、
一

九
九
〇
年
六
月
）
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
伊
藤
昇
は
「
新
音
楽
を
展
観

す
る

─
し
か
し
て
明
日
の
音
楽
は
？

─
」（『
月
刊
楽
譜
』
東
京
音
楽
協
会
、
一

九
三
三
年
一
二
月
）
に
お
い
て
、「
變
つ
た
音
樂
」
と
し
て
小
節
線
の
無
い
サ
テ
ィ
の

音
楽
を
楽
譜
付
き
で
紹
介
し
て
い
る
。

「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
の
本
文
は
全
て
初
出
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
坂
口
安
吾
作
品
に
関
し
て

は
『
決
定
版
坂
口
安
吾
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
五
月
～
二
〇
一
二
年
一
二
月
）

に
依
っ
た
。

（
き
し
も
と
・
り
さ

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）


