
１　
〈
大
阪
〉
と
の
出
会
い

　

谷
崎
潤
一
郎
に
と
っ
て
〈
関
西
〉
な
い
し
〈
京
阪
神
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
空
間

だ
っ
た
の
か
。
通
例
関
東
大
震
災
を
契
機
と
す
る
関
西
移
住
は
谷
崎
の
〈
古
典
回

帰
〉
の
起
点
と
な
り
、
こ
の
生
ま
れ
育
っ
た
東
京
と
は
異
質
な
色
合
い
を
帯
び
た

地
が
、
同
時
に
自
身
の
内
に
も
息
づ
く
日
本
文
化
を
育
ん
だ
象
徴
的
な
〈
故
郷
〉

と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
見
方
が
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
野
口
武

彦
は
そ
う
し
た
二
重
性
を
「
故
郷
と
し
て
の
異
郷
」
と
い
う
言
葉
で
括
り
、
谷
崎

に
と
っ
て
関
西
が
西
洋
世
界
の
代
替
と
な
る
「
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
」
の
対
象
と
な
っ

た
と
述
べ
て
い
る
（『
谷
崎
潤
一
郎
論
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
）（
１
）。
そ
れ

に
先
だ
っ
て
中
村
光
夫
も
谷
崎
の
関
西
移
住
の
動
機
の
ひ
と
つ
に
「
エ
キ
ゾ
テ
ィ

ズ
ム
」
を
挙
げ
、
こ
の
移
住
が
そ
れ
ま
で
西
洋
偏
重
で
あ
っ
た
谷
崎
に
「
自
己
変

革
」
を
起
こ
す
契
機
と
な
っ
た
と
し
て
い
た
（『
谷
崎
潤
一
郎
論
』
河
出
書
房
、

一
九
五
二
）。

　

両
者
に
共
通
す
る
の
は
、関
西
と
い
う
空
間
を
総
体
と
し
て
東
京
に
対
す
る〈
異

郷
〉
と
し
て
見
な
し
て
い
る
こ
と
で
、
野
口
は
谷
崎
が
「
関
西
と
い
う
風
土
に
対

し
て
異
邦
人
」
で
な
く
な
っ
た
後
も
、「
京
阪
神
の
風
土
に
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
を
感

ず
る
心
性
を
失
わ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
中
村
も
谷
崎
が
東
京
的
、
江
戸

的
な
も
の
に
反
撥
し
て
「
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
古
く
分
厚
な
町
人
文
化
の
堆
積
を

持
つ
大
阪
や
王
朝
の
過
去
に
じ
か
に
つ
な
が
る
京
都
を
通
し
て
、
更
に
遠
い
時
代

に
さ
か
の
ぼ
り
、そ
こ
に
自
分
の
身
丈
に
あ
っ
た
「
日
本
」
を
見
出
そ
う
と
し
た
」

と
述
べ
、
大
阪
と
京
都
を
一
括
り
に
扱
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
自
身
の
本
来
の
生

活
圏
に
は
な
い
対
象
を
憧
憬
す
る
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ズ
ム
の
条
件
は
第
一
に
自
他
の
間

の
距
離
の
大
き
さ
で
あ
り
、
も
と
も
と
彼
岸
的
世
界
と
し
て
の
西
洋
へ
の
強
い
憧

憬
を
抱
い
て
い
た
谷
崎
の
な
か
で
、
そ
れ
に
代
わ
る
対
象
と
し
て
浮
上
し
て
く
る

も
の
は
、
商
都
と
し
て
の
性
格
を
維
持
さ
せ
た
大
阪
よ
り
も
、
相
対
的
に
は
前
近

代
の
色
合
い
を
残
し
た
京
都
に
培
わ
れ
た
中
古
・
中
世
の
文
化
で
あ
っ
た
。

　

反
面
関
西
に
移
住
し
た
谷
崎
が
居
住
の
地
と
し
て
選
ん
だ
の
は
主
と
し
て
阪
神

間
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
生
活
で
喚
起
さ
れ
た
、
違
和
感
と
親
し
み
を
交
錯
さ
せ
た

感
慨
が
諸
々
の
エ
ッ
セ
イ
で
表
白
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
や
は
り
距
離
の
意
識

の
所
産
で
あ
る
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
別
個
の
心
性
と
し
て
捉
え
る
方
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
む
し
ろ
長
く
居
住
す
る
こ
と
に
な
り
、
多
く
の
作
品
の
舞
台
と
な
る
大

阪
近
辺
の
土
地
柄
が
、
谷
崎
文
学
の
主
題
的
な
連
続
性
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味

を
な
す
こ
と
に
な
る
。京
都
と
い
う
土
地
が
も
つ
王
朝
文
化
の
里
と
し
て
性
格
は
、

大
阪
・
神
戸
と
明
確
な
差
別
化
を
も
た
ら
す
要
素
で
あ
り
、
そ
う
し
た
差
違
を
も

ち
な
が
ら
も
、
時
期
的
に
は
昭
和
初
年
代
の
作
品
群
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
次
第
に

重
層
し
て
い
く
傾
斜
の
な
か
に
、
谷
崎
文
学
の
深
化
の
機
縁
を
見
る
こ
と
が
で
き
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溶
け
合
う
〈
大
阪
〉
と
〈
京
都
〉

―
―
『
蘆
刈
』
と
谷
崎
潤
一
郎
の
日
本
文
化
論

柴
田
勝
二

キ
ー
ワ
ー
ド
：
大
阪
、
京
都
、
気
質
、
文
化
的
伝
統
、
陰
翳



る
の
で
あ
る
。

　

谷
崎
の
関
西
移
住
の
経
緯
を
か
い
つ
ま
ん
で
眺
め
れ
ば
、
関
東
大
震
災
に
よ
っ

て
当
時
居
住
し
て
い
た
横
浜
を
彼
が
離
れ
た
の
は
、
地
震
が
発
生
し
た
三
日
後
の

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
九
月
四
日
で
あ
っ
た
。
八
月
初
旬
か
ら
千
代
夫
人
と

長
女
の
鮎
子
と
と
も
に
箱
根
に
滞
在
し
て
い
た
谷
崎
は
、
横
浜
に
帰
宅
し
た
後
に

八
月
末
に
自
身
の
み
箱
根
に
赴
い
て
い
た
と
こ
ろ
に
地
震
が
起
き
、
横
浜
に
戻
る

こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
箱
根
を
発
ち
、
汽
車
で
大
阪
に
向
か
っ
た
。
一
旦
芦
屋
精

道
村
の
知
人
宅
に
身
を
寄
せ
た
後
、
谷
崎
は
船
で
神
戸
か
ら
横
浜
に
戻
り
、
東
京

の
今
東
光
宅
に
避
難
し
て
い
た
妻
子
を
迎
え
取
り
、
船
で
神
戸
に
渡
っ
た
後
京
都

で
生
活
を
始
め
て
い
る
。
け
れ
ど
も
三
ヶ
月
後
の
十
二
月
に
谷
崎
は
兵
庫
の
六
甲

苦
楽
園
に
転
居
し
、
こ
れ
以
降
阪
神
間
で
の
居
住
を
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
谷

崎
が
わ
ず
か
の
期
間
で
京
都
を
離
れ
た
の
は
冬
の
「
底
冷
が
堪
へ
が
た
く
」（「
岡

本
に
て
」『
夕
刊
大
阪
新
聞
』
一
九
二
九
・
七
）
思
わ
れ
た
た
め
で
、
居
住
空
間
と

し
て
温
暖
な
阪
神
間
に
軍
配
が
上
げ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

　
『
阪
神
見
聞
録
』（『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
五
・
一
〇
）
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
居

住
を
始
め
た
当
初
の
谷
崎
に
と
っ
て
大
阪
な
い
し
阪
神
間
は
「
不
躾
で
、
づ
う
づ

う
し
い
」
人
び
と
の
住
む
、
違
和
感
を
与
え
ら
れ
る
土
地
で
あ
っ
た
。
関
西
に
移

住
し
て
二
年
を
経
た
頃
に
書
か
れ
た
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、「
大
阪
の
人
は
電
車
の

中
で
、
平
気
で
子
供
に
小
便
を
さ
せ
る
人
種
で
あ
る
」
と
書
き
出
さ
れ
、
電
車
の

中
で
子
供
に
用
を
足
さ
せ
る
母
親
の
振
舞
い
と
、
そ
れ
を
さ
し
て
気
に
留
め
る
わ

け
で
も
な
い
周
囲
の
乗
客
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
電
車
の
中
で
読
ん

で
い
る
新
聞
を
平
気
で
借
り
に
来
、
銭
湯
で
は
挨
拶
を
す
る
こ
と
も
な
く
自
分
の

噂
を
無
遠
慮
に
す
る
人
び
と
の
姿
が
語
ら
れ
、「
人
間
の
方
は
ど
う
も
喰
ひ
物
ほ

ど
上
等
で
は
な
い
や
う
で
あ
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。

　
「
喰
ひ
物
ほ
ど
」
と
い
う
比
較
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
谷
崎
が
食
べ
物
に
関

し
て
は
当
初
か
ら
上
方
の
も
の
が
気
に
入
っ
て
い
た
か
ら
で
、
住
民
の
気
質
に
違

和
感
を
覚
え
な
が
ら
も
阪
神
間
に
居
住
を
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
に
は
、
温

暖
な
気
候
に
加
え
て
美
食
家
な
ら
で
は
の
選
択
が
働
い
て
い
た
。
大
正
十
三
年

（
一
九
二
四
）八
月
に『
文
藝
春
秋
』に
掲
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ「
上
方
の
食
ひ
も
の
」

で
は
、
移
住
前
か
ら
東
京
の
食
べ
物
が
嫌
い
に
な
っ
て
お
り
、「
上
方
の
鯛
が
東

京
の
鯛
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
美
味
」
で
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、野
菜
、

茸
、
牛
肉
、
酒
な
ど
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
東
京
の
産
物
が
上
方
に
及
ば
な
い
と
い

う
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
八
年
後
の
『
私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
』（『
中
央
公
論
』

一
九
三
二
・
二
～
四
）
は
関
西
で
の
生
活
に
あ
る
程
度
な
じ
ん
だ
時
点
で
書
か
れ

て
い
る
た
め
に
、『
阪
神
見
聞
禄
』
に
吐
露
さ
れ
た
ほ
ど
の
違
和
感
は
語
ら
れ
て

い
な
い
。
東
京
人
と
の
気
質
の
差
違
を
も
た
ら
し
て
い
る
上
方
の
歴
史
や
風
土
の

特
徴
に
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
、
食
文
化
と
は
別
の
次
元
で
東
京
に
は
求
め
ら
れ
な

い
美
点
が
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
「
声
」
で
あ
り
、
東
京
人

の
「
カ
サ
カ
サ
し
た
、
乾ひ

か涸
ら
び
た
や
う
な
声
」
に
比
べ
て
、「
大
阪
人
の
声
の

方
を
よ
り
美
し
く
感
ず
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
古
・
中
世
以
来
の
文

化
の
堆
積
を
も
つ
関
西
で
は
、
東
京
と
比
べ
て
伝
統
と
慣
習
に
支
え
ら
れ
た
「
生

活
の
定
式
と
云
ふ
も
の
が
今
も
一
と
通
り
は
保
存
さ
れ
て
」
お
り
、
人
び
と
は
そ

の
枠
内
で
つ
ま
し
く
生
き
て
い
る
い
う
観
察
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
関
西

の
人
間
に
対
す
る
基
本
的
な
把
握
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、「
活
動
的
、
進
取
的
で

あ
る
一
面
に
、
す
べ
て
が
あ
く
ど
く

0

0

0

0

、
エ
ゲ
ツ
な
く
出
来
て
ゐ
る
」
と
「
大
阪
人
」

の
気
質
が
概
括
さ
れ
て
い
る
。

　

金
銭
に
執
着
せ
ず
、「
粋
」
で
「
い
な
せ
」
で
あ
る
こ
と
を
尊
ぶ
江
戸
っ
子
に

対
し
て
、自
治
的
な
性
格
の
強
い
問
屋
商
人
の
町
と
し
て
発
展
し
た
大
阪
（
大
坂
）

で
は
、
利
の
薄
い
商
い
を
多
く
繰
り
返
し
て
富
を
積
み
上
げ
て
い
く
商
法
が
重
視

さ
れ
た
（
２
）
こ
と
も
あ
っ
て
、
井
原
西
鶴
が
『
日
本
永
代
蔵
』
で
「
俗
姓
・
筋
目

〔
＝
素
性
や
血
統
〕に
も
か
ま
は
ず
、た
だ
金
銀
が
町
人
の
氏
系
図
に
な
る
ぞ
か
し
」
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と
述
べ
る
よ
う
な
、
金
銭
や
物
質
に
対
す
る
執
着
を
憚
ら
な
い
気
質
が
元
禄
期
の

江
戸
時
代
か
ら
綿
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
。そ
れ
が
東
京
人
で
あ
る
谷
崎
に「
不

躾
で
、
づ
う
づ
う
し
い
」
と
印
象
づ
け
る
よ
う
な
振
舞
い
の
基
底
に
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
う
し
た
印
象
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
大

阪
人
の
気
質
が
、
決
し
て
谷
崎
の
世
界
と
無
縁
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
だ
。
す
な

わ
ち
、
自
分
の
作
品
に
出
て
く
る
の
は
「
若
く
て
清
潔
で
溌
剌
と
し
た
女
性
ば
か

り
」（『
雪
後
庵
夜
話
』、『
中
央
公
論
』
一
九
六
三
・
六
～
九
、六
四
・
一
）
で
あ
る

と
み
ず
か
ら
も
語
る
よ
う
に
、
谷
崎
の
作
品
を
彩
る
女
性
た
ち
は
決
し
て
美
し
い

だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
内
に
は
ら
ん
だ
生
気
や
生
命
力
の
力
強
さ
に
よ
っ
て
男
性

主
人
公
を
魅
了
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
現
実
生
活
に
お
い
て
谷
崎
を
惹

き
付
け
た
の
も
そ
う
し
た
タ
イ
プ
の
女
性
た
ち
で
あ
り
、
最
初
の
夫
人
で
あ
る
千

代
の
妹
の
せ
い
子
や
、
三
番
目
の
夫
人
と
な
っ
た
松
子
と
い
っ
た
、
そ
れ
に
該
当

す
る
女
性
を
下
敷
き
と
す
る
人
物
が
繰
り
返
し
作
中
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

彼
女
た
ち
に
出
会
う
前
に
書
か
れ
た
初
期
作
品
に
お
い
て
も
、
男
性
主
人
公
の

心
を
絡
め
取
る
の
は
、
美
し
い
容
姿
と
と
も
に
毒
を
帯
び
た
し
た
た
か
な
生
命
力

を
発
散
さ
せ
る
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。『
刺
青
』（『
新
思
潮
』
一
九
一
〇
・
一
一
）

の
女
は
予
兆
的
な
段
階
に
と
ど
ま
る
も
の
の
、
主
人
公
清
吉
に
大
蜘
蛛
の
刺
青
を

施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
を
「
肥こ

や
し料
」
に
す
る
魔
的
な
女
に
変
容
す
る
の

で
あ
り
、『
悪
魔
』（『
中
央
公
論
』
一
九
一
一
・
一
）、『
続
悪
魔
』（『
中
央
公
論
』

一
九
一
三
・
一
）
の
照
子
は
、
表
題
ほ
ど
の
毒
々
し
さ
を
発
散
す
る
わ
け
で
は
な

い
が
、「
す
べ
〳
〵
と
四
肢
の
発
達
し
た
肉
体
」
と
「
媚
び
る
や
う
な
、
冷
や
か

す
や
う
な
微
笑
」
に
よ
っ
て
、
主
人
公
佐
伯
に
「
藻も

が掻
い
て
も
、
焦
つ
て
も
、
逃

げ
や
う
の
な
い
重
苦
し
さ
」
を
与
え
る
の
だ
っ
た
。

　

谷
崎
が
最
初
の
結
婚
を
し
た
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
発
表
さ
れ
た
『
お

艶
殺
し
』（『
中
央
公
論
』
一
九
一
五
・
一
）、『
お
才
と
巳
之
介
』（『
中
央
公
論
』

一
九
一
五
・
九
）
は
、
と
も
に
江
戸
時
代
を
舞
台
と
す
る
中
篇
の
作
品
で
、
そ
れ

ぞ
れ
表
題
を
な
し
て
い
る
お
艶
と
お
才
は
、
い
ず
れ
も
美
貌
と
色
香
に
よ
っ
て
主

人
公
の
男
を
幻
惑
し
、
自
身
の
欲
求
を
実
現
す
る
た
め
に
は
恩
義
や
倫
理
に
背
く

こ
と
も
厭
わ
な
い
女
た
ち
で
あ
る
。『
お
艶
殺
し
』
の
行
動
の
中
心
は
む
し
ろ
、

店
の
実
直
な
奉
公
人
か
ら
殺
人
者
に
変
貌
し
て
い
き
、
最
後
に
お
艶
を
殺
す
こ
と

に
な
る
新
助
が
担
っ
て
い
る
が
、
彼
が
憧
れ
、
昵
懇
の
間
柄
に
な
る
こ
と
に
成
功

す
る
お
艶
は
、
主
人
の
一
人
娘
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
郎
の
よ
う
な
口
を

利
き
、
美
食
や
酒
を
嗜
み
、「
悪
酔
ひ
を
し
た
晩
な
ぞ
に
は
気
が
狂
つ
た
か
と
怪

し
ま
れ
る
程
お
艶
の
顔
は
情
熱
に
燃
え
、
炎
の
や
う
に
身
体
を
悶
え
て
夜
中
男
を

眠
ら
せ
な
か
つ
た
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
性
欲
へ
の
没
入
を
示
す
。
結
局
芸
者
の

仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
お
艶
は
新
助
か
ら
別
の
侍
に
心
を
移
し
、
そ
の
こ
と

を
悟
ら
れ
た
新
助
の
刃
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。

　
『
お
才
と
巳
之
介
』
の
お
才
は
使
用
人
の
身
分
な
が
ら
、「
う
は
べ
は
い
か
に
も

従
順
で
機
転
が
利
い
て
重
宝
者
と
見
ら
れ
る
だ
け
に
、
腹
の
中
に
は
ど
ん
な
企

く
わ
だ
てを	

持
つ
て
居
る
や
ら
、
油
断
の
な
ら
ぬ
代
物
」
で
あ
り
、
奉
公
す
る
店
の
風
采
の
上

が
ら
な
い
若
旦
那
で
あ
る
巳
之
介
を
惹
き
付
け
て
店
の
金
を
持
ち
出
さ
せ
、
そ

の
金
は
同
じ
使
用
人
の
色
男
で
彼
女
と
恋
仲
で
あ
る
卯
三
郎
と
使
っ
て
い
る
と

い
う
し
た
た
か
な
女
で
あ
る
。
彼
女
は
後
の
『
痴
人
の
愛
』（『
大
阪
朝
日
新
聞
』

一
九
二
四
・
三
～
六
、『
女
性
』
一
九
二
四
・
一
一
～
二
五
・
七
）
の
ナ
オ
ミ
の
先
蹤

と
も
見
ら
れ
る
存
在
だ
が
、
巳
之
介
も
お
才
の
裏
切
り
を
知
っ
た
結
末
に
お
い
て

も
な
お
、「
お
才
や
ー
い
」
と
彼
女
の
後
を
追
う
と
い
う
、
譲
治
の
前
身
的
な
相

貌
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

　

お
艶
も
お
才
も
い
ず
れ
も
見
か
け
と
は
裏
腹
な
し
た
た
か
さ
を
持
ち
、
自
身
の

物
質
欲
や
性
欲
に
忠
実
な
女
た
ち
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は

〈
悪
〉
の
領
域
に
傾
斜
し
て
い
く
過
剰
さ
を
は
ら
ん
だ
生
命
感
で
あ
り
、
そ
こ
に

出
発
時
か
ら
谷
崎
作
品
を
貫
流
す
る
志
向
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
今
眺
め
た
作
品

群
に
登
場
す
る
、東
京
な
い
し
江
戸
に
生
き
る
女
た
ち
の
言
動
が
と
り
た
て
て「
不
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躾
で
、
づ
う
づ
う
し
い
」
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
彼
女
た
ち
の
輪
郭
は
や
は
り

江
戸
的
な
「
粋
」
よ
り
も
、「
あ
く
ど
く

0

0

0

0

、
エ
ゲ
ツ
な
く
出
来
て
ゐ
る
」
と
い
う

大
阪
人
的
な
色
合
い
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
う
し
た
あ
く
ど
い
ほ
ど

の
強
い
生
命
感
へ
の
希
求
が
あ
っ
た
た
め
に
、
谷
崎
は
違
和
感
を
覚
え
つ
つ
も
次

第
に
大
阪
の
土
地
と
そ
の
気
質
に
な
じ
ん
で
い
っ
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。

２　
〈
京
都
的
〉
な
も
の
の
意
味

　
『
痴
人
の
愛
』
の
ナ
オ
ミ
は
、
東
京
時
代
に
書
か
れ
て
い
る
こ
う
し
た
作
品
群

に
見
出
さ
れ
る
、
欲
望
へ
の
率
直
さ
と
し
た
た
か
な
生
命
感
に
裏
打
ち
さ
れ
た
女

た
ち
の
集
大
成
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。
こ
の
東
京
と
そ
の
周
辺
を
舞
台
と
す

る
作
品
が
関
西
移
住
後
に
成
っ
て
い
る
の
は
、
震
災
後
の
東
京
に
生
き
る
「
モ
ダ

ン
・
ガ
ー
ル
」
と
し
て
の
表
層
を
持
つ
彼
女
の
輪
郭
が
、
も
と
も
と
谷
崎
の
な
か

に
あ
っ
た
志
向
に
〈
大
阪
的
〉
な
風
土
が
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
以
前
述
べ
た
こ
と
が
あ
る

よ
う
に
、
譲
治
と
同
棲
を
始
め
て
以
降
、
彼
を
裏
切
っ
て
不
特
定
多
数
の
男
た
ち

と
関
係
を
持
つ
こ
と
で
娼
婦
化
し
て
い
く
ナ
オ
ミ
の
背
後
に
は
、
江
口
、
神
崎
と

い
っ
た
、
後
の
大
阪
に
相
当
す
る
地
域
で
活
動
し
て
い
た
中
古
・
中
世
の
遊
女
た

ち
の
姿
も
揺
曳
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
３
）。

　

大
阪
な
い
し
阪
神
間
を
舞
台
と
す
る
作
品
の
な
か
で
は
、
谷
崎
的
大
阪
の
イ

メ
ー
ジ
を
も
っ
と
も
強
く
ま
と
っ
た
形
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
『
卍
』（『
改

造
』
一
九
二
八
・
三
～
三
〇
・
一
）
の
園
子
で
あ
ろ
う
。
生
来
の
同
性
愛
者
で
は
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
と
の
関
係
の
満
た
さ
れ
な
さ
か
ら
技
芸
学
校
で
出
会
っ

た
光
子
と
い
う
美
女
と
親
密
な
仲
に
な
り
、
そ
の
光
子
の
不
実
さ
を
知
っ
て
い
く

こ
と
で
今
度
は
彼
女
に
失
望
し
て
夫
の
元
に
戻
ろ
う
と
す
る
彼
女
は
、
そ
の
振
幅

の
激
し
さ
か
ら
、
夫
に
「
お
前
は
極
端
か
ら
極
端
や
な
あ
」（
そ
の
十
二
）
と
評

さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
騒
々
し
く
「
極
端
」
な
輪
郭
は
ま
さ
に
「
あ
く
ど
く

0

0

0

0

、
エ

ゲ
ツ
な
く
出
来
て
ゐ
る
」
と
い
う
谷
崎
的
大
阪
人
の
典
型
を
な
し
て
い
る
。
ま
た

光
子
に
し
て
も
、
策
略
を
隠
し
て
園
子
に
近
づ
き
、
自
身
の
欲
求
に
応
じ
て
彼
女

を
意
の
ま
ま
に
操
ろ
う
と
す
る
し
た
た
か
さ
を
は
ら
ん
で
い
る
点
で
、
や
は
り
谷

崎
的
大
阪
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
満
た
す
存
在
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
谷
崎
に
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
興
味
を
抱
か
せ
、
こ

う
し
た
作
品
に
表
象
さ
れ
て
い
く
〈
大
阪
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
比
べ
て
、
関
西
の
一

方
の
中
心
で
あ
る
〈
京
都
〉
が
、
少
な
く
と
も
移
住
の
当
初
に
お
い
て
は
谷
崎
の

な
か
で
さ
ほ
ど
強
い
存
在
感
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
谷
崎
が
見

出
し
た
〈
大
阪
的
〉
な
も
の
が
、
違
和
感
と
と
も
に
自
身
の
性
向
に
合
致
す
る
面

を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
の
反
照
と
見
な
さ
れ
る
。
現
実
的
な
次
元
で
も
、
京
都
は

そ
の
風
土
も
食
べ
物
も
必
ず
し
も
谷
崎
の
好
尚
に
適
っ
て
お
ら
ず
、
冒
頭
に
も
触

れ
た
よ
う
に
、
横
浜
か
ら
逃
れ
て
一
旦
居
住
し
て
い
た
こ
の
地
を
わ
ず
か
三
ヶ
月

で
離
れ
た
の
は
、
そ
の
冬
の
寒
冷
さ
に
耐
え
か
ね
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
食
文
化
に

つ
い
て
も
、
東
京
に
対
す
る
の
と
は
違
っ
た
不
満
を
京
都
に
対
し
て
覚
え
て
い

る
。
初
期
の
紀
行
的
随
筆
で
あ
る
『
朱
雀
日
記
』（『
東
京
日
日
／
大
阪
毎
日
新
聞
』

一
九
一
二
・
四
～
五
）
で
は
、
滞
在
し
た
京
都
の
食
文
化
に
つ
い
て
「
京
都
の
食

物
は
、
淡
泊
で
水
ツ
ぽ
く
て
、
東
京
人
の
口
に
合
ひ
さ
う
に
な
い
。
第
一
醤
油
の

味
が
余
程
違
つ
て
居
る
。
人
に
依
つ
て
そ
れ
〴
〵
の
嗜
好
が
あ
る
と
し
て
も
、鰻
、

す
し
、
そ
ば
、
な
ど
は
遙
に
東
京
よ
り
劣
つ
て
居
る
。
一
般
に
海
の
魚
は
種
類
が

乏
し
く
て
、
而し

か

も
品
質
が
悪
い
や
う
で
あ
る
」
と
い
う
辛
口
の
評
価
を
与
え
て
い

る
。

　

も
っ
と
も
こ
の
随
筆
が
書
か
れ
た
の
は
谷
崎
が
ま
だ
二
十
代
の
後
半
の
頃
で
、

関
西
に
移
住
し
た
三
十
代
末
に
は
趣
味
や
嗜
好
が
当
時
か
ら
変
化
し
て
い
る
こ
と

は
当
然
考
え
ら
れ
る
。
現
に
「
上
方
の
食
ひ
も
の
」
で
は
京
都
の
店
の
鶏
肉
や
牛

肉
が
称
賛
さ
れ
て
お
り
、
熱
海
に
居
住
し
て
い
た
晩
年
の
随
想
「
京
都
を
想
ふ
」

（『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
二
・
一
二
・
一
九
）
で
は
「
食
べ
る
物
も
出
来
得
る
限
り
京
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都
か
ら
運
ん
で
貰
つ
て
ゐ
る
」
と
ま
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
に
も
示

さ
れ
る
よ
う
に
、〈
京
都
的
〉
な
も
の
は
谷
崎
の
生
活
と
文
学
世
界
に
お
い
て
次

第
に
比
重
を
高
め
て
い
く
。
端
的
に
い
え
ば
〈
大
阪
的
〉
な
も
の
が
、
東
京
時
代

の
女
た
ち
の
造
形
に
も
込
め
ら
れ
て
い
た
、〈
野
性
〉
や
〈
自
然
〉
に
つ
な
が
る

激
し
さ
の
強
度
を
高
め
る
動
力
と
な
っ
た
の
に
対
し
て
、〈
京
都
的
〉な
も
の
と
は
、

千
年
を
超
え
る
時
間
的
堆
積
の
な
か
に
培
わ
れ
た
〈
文
化
〉
の
形
に
ほ
か
な
ら
ず
、

そ
れ
も
〈
東
京
的
〉
な
近
代
を
相
対
化
す
る
地
平
と
し
て
谷
崎
を
惹
き
付
け
る
よ

う
に
な
る
。

　

昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
か
ら
四
年
（
一
九
二
九
）
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た

『
蓼
喰
ふ
虫
』（『
東
京
日
日
／
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
八
・
一
二
～
二
九
・
六
）

は
、
こ
の
谷
崎
的
〈
京
都
〉
が
最
初
に
明
瞭
に
姿
を
現
す
作
品
で
あ
る
。
最
初
の

夫
人
で
あ
る
千
代
を
佐
藤
春
夫
に
譲
渡
す
る
手
前
の
状
況
を
虚
構
化
し
た
こ
の
作

品
で
は
、
主
人
公
の
要
が
別
れ
よ
う
と
し
て
い
る
妻
美
佐
子
の
父
が
、
対
照
的
に

若
い
妾
の
お
久
と
睦
ま
じ
い
関
係
に
あ
る
様
相
が
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
描
か
れ
て
い

る
が
、
こ
の
妻
の
父
は
も
と
も
と
東
京
人
で
あ
り
な
が
ら
現
在
で
は
京
都
の
鹿
ヶ

谷
に
居
住
し
、
お
久
は
「
お
一
つ
ど
う
ど
す
？
」、「
さ
う
ど
す
や
ろ
」（
そ
の
二
）

と
い
っ
た
言
葉
遣
い
を
含
め
て
京
都
人
と
し
て
の
輪
郭
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
妻
の
父
も
あ
え
て
京
都
に
居
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
、〈
反
近
代
〉と
し
て
の〈
京

都
的
〉
な
も
の
を
称
揚
す
る
価
値
観
の
持
ち
主
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

作
品
の
終
盤
に
京
都
の
彼
の
家
を
訪
れ
た
要
は
、
そ
こ
の
風
呂
や
便
所
が
近
代

的
な
清
潔
さ
に
逆
行
す
る
よ
う
な
陰
気
な
暗
さ
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
く

が
、そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
妻
の
父
の
美
的
な
価
値
観
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
要
に
次
の
よ
う
な
生
活
哲
学
を
説
い
て
い
る
。

老
人
の
「
雪
隠
哲
学
」
に
依
る
と
、「
湯
殿
や
雪
隠
を
真
つ
白
に
す
る
の
は
西

洋
人
の
馬
鹿
な
考
だ
、
誰
も
見
て
ゐ
な
い
場
所
だ
か
ら
と
云
つ
て
自
分
で
自
分

の
排
泄
物
が
眼
に
つ
く
や
う
な
設
備
を
す
る
の
は
無
神
経
も
甚
し
い
、
す
べ
て

体
か
ら
流
れ
出
る
汚
物
は
、
何
処
ま
で
も
慎
し
み
深
く
闇
に
隠
し
て
し
ま
ふ
の

が
礼
儀
で
あ
る
」
と
云
ふ
の
で
あ
つ
て
、
い
つ
も
杉
の
葉
の
青
々
と
し
た
の
を

朝
顔
に
詰
め
る
の
は
い
ゝ
と
し
て
、「
純
日
本
式
の
、
手
入
れ
の
届
い
た
厠
に

は
必
ず
一
種
特
有
な
、
上
品
な
匂
ひ
が
す
る
、
そ
れ
が
云
ふ
に
云
は
れ
な
い
奥

床
し
さ
を
覚
え
さ
せ
る
」
と
云
ふ
や
う
な
奇
抜
な
意
見
さ
へ
あ
る
の
だ
が
、
雪

隠
の
方
は
兎
も
角
も
、
風
呂
場
の
暗
い
の
に
は
お
久
も
内
証
で
不
便
を
か
こ
つ

こ
と
が
あ
つ
た
。	

（
そ
の
十
四
）

　　

も
っ
と
も
こ
う
し
た
「
雪
隠
哲
学
」
の
な
か
に
京
都
の
地
方
色
自
体
が
刻
ま
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
後
の
節
で
取
り
上
げ

る
『
陰
翳
礼
讃
』（『
改
造
』
一
九
三
三
・
一
二
～
三
四
・
一
）
で
縷
々
述
べ
ら
れ
る

よ
う
に
、
生
活
の
細
部
に
ま
で
す
べ
か
ら
く
光
を
行
き
渡
ら
せ
、
そ
の
換
喩
的
な

色
彩
と
し
て
の
「
白
」
に
よ
っ
て
排
泄
や
入
浴
の
場
ま
で
覆
お
う
と
す
る
、
近
代

の
都
市
生
活
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
。
妻
の
父
の
価
値
観
で
は
そ
う
し

た
場
は
「
慎
み
深
く
闇
に
隠
し
て
し
ま
ふ
」
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
彼
が
称
揚
す
る

「
厠
」
が
「
純
日
本
式
」
の
様
式
を
備
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
作
品
の
主
題
の
ひ

と
つ
で
あ
る
行
動
の
〈
型
〉
と
い
う
伝
統
の
所
産
が
、
こ
こ
で
も
そ
う
し
た
形
で

満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
４
）。

　

す
な
わ
ち
、
谷
崎
の
世
界
に
お
い
て
〈
大
阪
〉
が
町
人
社
会
の
伝
統
を
受
け
継

ぎ
な
が
ら
現
在
の
殷
賑
を
も
た
ら
し
て
い
る
活
力
の
在
り
処
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
に
対
し
て
、〈
京
都
〉
は
さ
ら
に
長
い
歴
史
的
時
間
の
堆
積
の
な
か
に
培

わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
近
代
に
逆
行
す
る
性
格
も
は
ら
む
こ
と
に
な
っ
た
文
化
伝
統
の

維
持
さ
れ
る
時
空
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
現
実
の
大
阪
と
京
都
の
性
格
の
差

違
に
あ
る
程
度
照
応
し
て
い
る
が
、谷
崎
自
身
は
『
私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
』

の
な
か
で
、
震
災
の
際
の
住
民
の
態
度
の
差
違
を
語
る
く
だ
り
で
大
阪
と
京
都
を
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対
比
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
大
阪
や
神
戸
、
な
か
で
も
梅
田
駅
頭
で
は
被

災
者
を
積
極
的
に
受
け
容
れ
よ
う
と
「
活
況
」
を
呈
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
京

都
の
七
条
駅
前
の
広
場
は
「
森
閑
」
と
し
て
い
て
、
谷
崎
は
そ
の
様
子
に
「
実
に

異
様
な
気
が
し
た
」
と
い
う
。「
高
位
高
官
」
の
人
び
と
が
京
都
に
移
住
す
る
と

い
う
噂
に
対
し
て
も
京
都
の
人
び
と
は
う
っ
と
う
し
げ
で
あ
り
、「
つ
ま
り
何
処

ま
で
も
消
極
的
に
己
れ
を
守
ら
う
と
い
ふ
考
へ
」
が
彼
ら
を
貫
い
て
い
る
と
い
う

印
象
を
谷
崎
は
覚
え
て
い
る
。

　

実
際『
蓼
喰
ふ
虫
』の
京
都
人
で
あ
る
お
久
は
、妾
と
い
う
地
位
も
あ
っ
て『
卍
』

の
園
子
な
ど
と
は
対
極
を
な
す
、
自
己
を
主
張
し
な
い
消
極
的
な
性
格
の
女
性
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
終
盤
要
の
感
慨
と
し
て
「
多
分
お
久
と
云
ふ
も
の
が
或
る

特
定
の
一
人
の
女
で
な
く
、
む
し
ろ
一
つ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
て

ゐ
た
」（
そ
の
十
四
）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
お
久
は
「
大
阪
人
」
的
な
女

た
ち
と
違
っ
て
、
も
と
も
と
個
別
性
よ
り
も
「
一
つ
の
タ
イ
プ
」
つ
ま
り
〈
型
〉

と
し
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
文
化
的
な
堆
積
を
示
唆
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
存

在
で
あ
っ
た
。

　

見
逃
せ
な
い
の
は
、
彼
女
が
時
間
的
に
は
京
都
が
日
本
の
文
化
的
中
心
で
あ
っ

た
中
古
・
中
世
よ
り
も
、
江
戸
と
大
坂
に
文
化
の
中
心
が
移
っ
た
近
世
の
時
空
に

繋
が
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
展
開
の
中
盤
に
要
は
妻
の

父
と
お
久
に
誘
わ
れ
て
、彼
ら
と
と
も
に
淡
路
島
の
人
形
芝
居
の
見
物
に
赴
く
が
、

江
戸
時
代
半
ば
の
十
八
世
紀
に
最
盛
期
を
迎
え
た
こ
の
芸
能
が
演
じ
ら
れ
る
小
屋

に
向
け
て
歩
を
進
め
、往
来
の
家
並
み
を
眺
め
な
が
ら
、要
は
「
さ
う
云
へ
ば
あ
ゝ

云
ふ
所
に
こ
そ
、
文
楽
の
人
形
の
や
う
な
顔
立
ち
を
持
つ
た
人
た
ち
が
住
み
、
あ

の
人
形
芝
居
の
や
う
な
生
活
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
」
と
い
う
印
象
を
抱
く
。

そ
し
て
そ
れ
に
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
な
感
慨
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

今
か
ら
五
十
年
も
百
年
も
前
に
、
ち
ゃ
う
ど
お
久
の
や
う
な
女
が
、
あ
の
着
物

で
あ
の
帯
で
、
春
の
日
な
か
を
弁
当
包
み
を
提
げ
な
が
ら
、
矢
張
此
の
路
を
河

原
の
芝
居
へ
通
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
又
あ
の
格
子
の
中
で「
ゆ
き
」

を
弾
い
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
。
ま
こ
と
に
お
久
こ
そ
は
封
建
の
世
か
ら
抜
け

出
し
て
来
た
幻
影
で
あ
つ
た
。	

（
そ
の
十
）

　

こ
こ
で
「
封
建
の
世
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
お
久
が
封
建
社
会
以

前
の
時
代
で
あ
る
平
安
時
代
と
結
び
つ
き
や
す
い
京
都
の
人
間
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
地
の
人
形
芝
居
の
歴
史
と
同
じ
く
、
む
し
ろ
江
戸
時
代
の
イ
メ
ー

ジ
を
携
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
人
形
芝
居
に
つ
い
て
は
、
前
半
で
も

近
松
の
『
心
中
天
網
島
』
に
言
及
さ
れ
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
小
春
に
つ
い
て
「
元
禄
の

時
代
に
生
き
て
ゐ
た
小
春
は
恐
ら
く
「
人
形
の
や
う
な
女
」
で
あ
つ
た
ら
う
。
事

実
は
さ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
兎
に
角
浄
瑠
璃
を
聴
き
に
来
る
人
た
ち
の
夢
み
る

小
春
は
梅
幸
や
福
助
の
そ
れ
で
は
な
く
、
こ
の
人
形
の
姿
で
あ
る
。
昔
の
人
の
理

想
と
す
る
美
人
は
、
容
易
に
個
性
を
あ
ら
わ
さ
な
い
、
慎
み
深
い
女
で
あ
つ
た
の

に
違
ひ
な
い
か
ら
（
後
略
）」（
そ
の
二
）
と
述
べ
ら
れ
、
歌
舞
伎
と
し
て
個
々
の

役
者
が
演
じ
る
よ
り
も
、
文
楽
の
人
形
が
演
じ
る
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ

て
い
る
。「
容
易
に
個
性
を
あ
ら
わ
さ
な
い
、
慎
み
深
い
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ

の
ま
ま
お
久
に
該
当
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
や
は
り
彼
女
は
京
都
人
で

あ
り
な
が
ら
、
時
間
軸
的
に
は
〈
江
戸
―
近
世
〉
に
近
し
い
女
性
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

３　
『
蘆
刈
』
の
時
空

　

逆
に
い
え
ば
、『
痴
人
の
愛
』
の
ナ
オ
ミ
や
『
卍
』
の
園
子
、
光
子
ら
に
代
表

さ
れ
る
、
あ
く
ど
い
印
象
を
も
与
え
る
活
力
を
は
ら
み
、
男
に
従
属
す
る
の
で
は

な
く
男
を
従
わ
せ
る
よ
う
な
威
を
は
ら
ん
だ
女
性
た
ち
は
、〈
大
阪
的
〉
な
イ
メ
ー

ジ
を
担
い
な
が
ら
、
前
近
代
の
時
空
と
し
て
は
必
ず
し
も
〈
大
阪
〉
に
照
応
し
な

― 27 ―



い
。
逆
に
『
蓼
喰
ふ
虫
』
の
「
そ
の
三
」
に
は
要
の
価
値
観
と
し
て
「
仏
教
を
背

景
に
し
て
ゐ
た
中
古
の
も
の
や
能
楽
な
ど
に
は
古
典
的
な
い
か
め
し
さ
に
伴
う
崇

高
な
感
じ
」
が
す
る
の
に
対
し
て
、「
西
鶴
や
近
松
の
描
く
女
性
は
、い
じ
ら
し
く
、

や
さ
し
く
、
男
の
膝
に
泣
き
く
ず
お
れ
る
女
で
あ
つ
て
も
、
男
の
方
か
ら
膝
を
屈

し
て
仰
ぎ
視
る
や
う
な
女
で
は
な
い
」
と
い
う
評
価
が
記
さ
れ
て
お
り
、
元
禄
期

の
大
阪
（
大
坂
）
を
代
表
す
る
作
家
二
人
の
造
形
し
た
女
性
に
、
む
し
ろ
〈
非
大

阪
的
〉
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

現
実
に
は
西
鶴
や
近
松
の
作
品
に
現
れ
る
女
性
が
「
い
じ
ら
し
く
、や
さ
し
く
、

男
の
膝
に
泣
き
く
ず
お
れ
る
女
」た
ち
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。『
心

中
天
網
島
』
の
遊
女
小
春
に
し
て
も
、
紙
屋
治
平
衛
と
起
請
文
を
交
わ
し
会
う
仲

に
な
っ
て
い
な
が
ら
、
中
盤
ま
で
は
彼
の
女
房
お
さ
ん
の
懇
願
を
容
れ
て
、
治
平

衛
の
怒
り
を
買
い
な
が
ら
あ
え
て
彼
と
疎
遠
に
な
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
自
身

の
感
情
を
抑
え
て
女
同
士
の
義
理
を
立
て
よ
う
と
す
る
侠
気
を
持
っ
て
い
る
。
最

初
の
心
中
物
で
あ
る
『
曽
根
崎
心
中
』
で
は
、
徳
兵
衛
が
親
方
か
ら
借
り
て
い
た

金
を
友
人
の
九
平
次
に
詐
取
さ
れ
、
失
地
を
回
復
し
え
な
い
状
況
に
追
い
や
ら
れ

る
と
、
彼
の
馴
染
み
の
遊
女
お
初
は
、
客
と
し
て
店
に
や
っ
て
来
た
九
平
次
に
毒

づ
き
、
み
ず
か
ら
徳
兵
衛
を
駆
り
立
て
る
よ
う
に
し
て
心
中
に
赴
こ
う
と
す
る
。

諏
訪
春
雄
は
こ
う
し
た
近
松
の
遊
女
た
ち
を
「
男
を
か
ば
い
、
救
い
、
そ
し
て
あ

る
と
き
に
は
、
男
の
た
め
に
死
ん
で
や
る
女
た
ち
で
あ
る
」
と
評
し
、
そ
の
遙
か

な
原
型
を
、
祭
事
権
を
持
つ
巫
女
が
男
性
の
王
を
活
性
化
す
る
古
代
の
「
ヒ
メ
ヒ

コ
制
」
に
求
め
て
い
る
（
５
）。
西
鶴
の
作
品
世
界
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
『
好

色
五
人
女
』
の
お
夏
や
八
百
屋
お
七
は
、
狂
気
に
近
い
情
念
の
烈
し
さ
に
捉
え
ら

れ
が
ち
な
女
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
側
面
が
「
西
鶴
や
近
松
の
描
く
女
性
」
に
あ
る
こ
と
を
谷
崎
が
知
り

な
が
ら
、
あ
え
て
そ
れ
に
背
く
よ
う
な
整
理
を
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
独
特
な
時

代
意
識
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
江
戸
時
代
と
明
治
以
降
の
近
代
の
間
に
断

絶
を
見
よ
う
と
す
る
夏
目
漱
石
や
永
井
荷
風
と
違
っ
て
、
谷
崎
は
途
中
で
関
西
に

移
住
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
理
的
な
対
比
か
ら
江
戸
と
東
京
を
ひ
と
繋
が
り
の

時
空
と
し
て
眺
め
る
傾
向
が
強
い
。
エ
ッ
セ
イ
『
東
京
を
思
ふ
』（『
中
央
公
論
』

一
九
三
四
・
一
～
四
）
で
は
「
今
の
東
京
、昔
の
江
戸
と
云
ふ
も
の
ゝ
成
り
立
ち
を

考
へ
る
と
、
昨
今
の
満
洲
国
の
新
都
新
京
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
と
想
像

す
る
」
と
記
し
、「
風
光
明
媚
」
と
は
い
え
な
い
「
見
渡
す
限
り
く
さ
ぼ
う
〴
〵	

た
る
原
ツ
ぱ
」
に
建
設
さ
れ
た
殺
風
景
な
市
街
が
現
在
に
至
る
ま
で
展
開
さ
れ
て

き
た
と
い
う
把
握
を
示
し
て
い
る
。気
質
的
に
も
江
戸
の
人
間
は
化
政
期
か
ら「
廃

頽
的
」
に
な
っ
て
き
た
う
え
に
、
西
国
の
薩
長
勢
力
に
江
戸
幕
府
が
敗
れ
る
こ
と

で
「
敗
北
者
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、「
敗
残
の
江
戸
つ
児
」
的
な
覇
気

の
乏
し
い
人
間
が
明
治
以
降
も
多
く
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
、
自
身
の
父
親
が
そ

の
典
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

関
西
移
住
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
歴
史
意
識
を
強
め
ら
れ
た
谷
崎
に
と
っ
て
、
江

戸
時
代
は
自
身
を
意
欲
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
消
極
的
な
人
び
と
の
生
き
た
時

代
と
し
て
眺
め
ら
れ
、
そ
れ
が
元
禄
期
の
大
阪
を
舞
台
と
す
る
作
品
の
女
性
た
ち

の
輪
郭
に
も
敷
衍
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
貴
族
や
女
官
た
ち
に
よ
る
王
朝

文
化
が
京
都
に
栄
え
た
中
古
・
中
世
の
世
界
に
生
き
る
女
性
た
ち
は
、
む
し
ろ
積

極
的
な
主
体
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。今
引
用
し
た
よ
う
に
、『
蓼
喰
ふ
虫
』

に
「
仏
教
を
背
景
に
し
て
ゐ
た
中
古
の
も
の
や
能
楽
な
ど
に
は
古
典
的
な
い
か
め

し
さ
に
伴
う
崇
高
な
感
じ
」
が
す
る
と
記
さ
れ
て
い
た
の
に
加
え
て
、
エ
ッ
セ
イ

『
恋
愛
及
び
色
情
』（『
婦
人
公
論
』
一
九
三
一
・
四
～
六
）
で
は
西
洋
に
あ
る
女
性

崇
拝
的
な
思
想
が
東
洋
に
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、
平
安
時
代
の
女
性
が
そ
う
し

た
系
譜
と
差
別
化
さ
れ
る
存
在
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
女
に
頼
る
」
こ
と
は
「
男
ら
し
い
」
こ
と
の
反
対
と
さ
れ
、
凡
そ
「
女
」
と

い
ふ
観
念
は
、
崇
高
な
も
の
、
悠
久
な
も
の
、
厳
粛
な
も
の
、
清
浄
な
も
の
と
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最
も
縁
遠
い
対
蹠
的
な
位
置
に
置
か
れ
る
。
そ
れ
が
平
安
期
の
貴
族
生
活
に
於

い
て
は
、「
女
」
が
「
男
」
の
上
に
君
臨
し
な
い
迄
も
、
少
な
く
と
も
男
と
同

様
に
自
由
で
あ
り
、
男
の
女
に
対
す
る
態
度
が
、
後
世
の
や
う
に
暴
君
的
で
な

く
、
随
分
丁
寧
で
、
物
柔
か
に
、
時
に
は
此
の
世
の
中
の
最
も
美
し
い
も
の
、

貴
い
も
の
と
し
て
扱
つ
て
ゐ
た
様
子
が
思
は
れ
る
。

		

こ
れ
も
不
実
な
夫
へ
の
恨
み
事
が
連
ね
ら
れ
た
『
蜻
蛉
日
記
』
な
ど
を
見
れ
ば
、

果
た
し
て
一
般
論
と
し
て
い
え
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
面
が
あ
る
が
、
少
な
く
と

も
谷
崎
の
想
像
力
が
描
く
平
安
期
の
王
朝
世
界
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
女
性
が

主
体
と
な
る
男
女
関
係
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
が
自
身
の
作
品

世
界
で
も
っ
と
も
端
的
に
現
出
し
て
い
る
の
が
『
痴
人
の
愛
』
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
前
節
で
東
京
圏
を
地
理
的
な
舞
台
と
す
る
こ
の
作
品
が
関
西
移

住
後
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
ナ
オ
ミ
に
〈
大
阪
的
〉
な
あ
く
ど
さ

を
持
っ
た
生
命
力
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ

は
同
時
に
時
間
的
に
は
日
本
の
中
古
・
中
世
に
対
し
て
谷
崎
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と

照
応
し
、
そ
れ
ゆ
え
譲
治
の
ナ
オ
ミ
に
対
す
る
態
度
は
、「
時
に
は
此
の
世
の
中

の
最
も
美
し
い
も
の
、
貴
い
も
の
と
し
て
扱
」
う
様
相
を
呈
す
る
の
だ
っ
た
。

　

そ
こ
か
ら
関
西
移
住
後
の
谷
崎
の
世
界
に
お
い
て
、
一
般
的
な
了
解
と
は
や
や

異
質
な
ね
じ
れ
を
は
ら
ん
だ
、
次
の
よ
う
な
時
空
の
構
図
が
底
流
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。

〈
空
間
〉　　
　
〈
時
間
〉

大
阪　

―
―　

中
古
・
中
世
（
平
安
・
鎌
倉
）

京
都　

―
―　

近
世
（
江
戸
）

　

こ
の
構
図
で
両
義
的
な
時
空
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
も
つ
の
が
〈
京
都
〉
で
、

東
京
か
ら
移
住
し
て
き
て
数
ヶ
月
で
離
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
生
活
空
間
と

し
て
の
京
都
が
と
く
に
谷
崎
を
強
く
惹
き
付
け
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
お
久
の

形
象
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、〈
京
都
的
〉
な
色
合
い
を
備
え
た
女
性
が
強

い
魅
惑
を
放
っ
て
い
る
と
も
い
え
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
こ
は
か
つ
て
は
王
朝
文
化

が
栄
え
た
地
で
あ
り
、
華
や
か
な
過
去
に
谷
崎
を
い
ざ
な
う
力
を
備
え
て
も
い
る

の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
古
・
中
世
の
王
朝
文
化
へ
の
憧
憬
を
底
流
さ
せ
、
谷
崎
的
〈
大
阪
〉

と
〈
京
都
〉
が
微
妙
に
交
錯
し
、
重
な
り
合
う
世
界
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の

が
『
蘆
刈
』（『
改
造
』
一
九
三
二
・
一
一
～
一
二
）
で
あ
る
。
神
戸
の
「
を
か
も

と
」（
岡
本
）
に
住
ん
で
い
る
、
谷
崎
自
身
に
重
ね
ら
れ
る
語
り
手
で
あ
る
「
わ

た
し
」
が
京
都
の
山
崎
を
訪
れ
、
そ
の
地
を
流
れ
る
水
無
瀬
川
の
ほ
と
り
か
ら
淀

川
の
渡
し
場
に
か
け
て
を
微
酔
気
分
で
歩
い
て
い
る
う
ち
に
、
葦
の
間
に
う
ず
く

ま
っ
て
い
た
男
に
出
会
い
、
そ
の
男
が
延
々
と
語
る
自
分
の
父
親
と
二
人
の
女
を

め
ぐ
る
不
思
議
な
縁
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
後
に
、
男
は
い
つ
の
間
に
か
姿
を
消
し

て
い
る
と
い
う
こ
の
作
品
の
展
開
は
一
見
し
て
複
式
夢
幻
能
を
模
し
て
成
り
立
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ワ
キ
に
当
た
る
「
わ
た
し
」
が
山
崎
の
地
で
シ
テ
の
男
に

出
会
い
、
彼
の
身
の
上
に
関
わ
る
か
つ
て
の
物
語
を
聞
か
さ
れ
た
後
、
男
は
現
実

世
界
か
ら
姿
を
消
す
と
い
う
流
れ
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
谷
崎
は
『
雪
後
庵

夜
話
』
の
な
か
で
こ
の
収
束
の
さ
せ
方
に
つ
い
て
、「
最
後
ま
で
巧
い
思
案
が
浮

か
ば
ず
途
惑
つ
て
ゐ
た
」
が
、「
た
ゞ
そ
よ
〳
〵
と
風
が
草
の
葉
を
わ
た
る
ば
か

り
で
汀み

ぎ
わに
い
ち
め
ん
に
生
え
て
ゐ
た
あ
し
も
見
え
ず
そ
の
を
と
こ
の
影
も
い
つ
の

ま
に
か
月
の
ひ
か
り
に
溶
け
入
る
や
う
に
き
え
て
し
ま
つ
た
」
と
い
う
帰
結
の
一

文
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
で
、
全
集
の
頁
数
で
「
四
十
七
八
ペ
ー
ジ
の
長
さ
の
物

語
が
こ
ゝ
で
急
に
十
行
ほ
ど
で
器
用
に
終
り
を
告
げ
る
こ
と
が
出
来
た
」
と
述
べ

て
い
る
。

　

こ
の
反
リ
ア
リ
ズ
ム
の
収
束
が
作
者
に
と
っ
て
最
適
の
も
の
と
思
わ
れ
た
と
い

― 29 ―



う
こ
と
は
、
結
局
そ
れ
ま
で
物
語
を
語
っ
て
い
た
〈
葦
間
の
男
〉
が
、
日
常
の
現

実
世
界
と
は
別
個
の
時
空
に
属
す
る
存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
読
者
の
立
場
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ

ま
で
も
岡
崎
義
恵
は
「
こ
の
葦
の
中
の
男
は
現
実
の
人
間
と
は
見
え
ず
、
幻
影
か

幽
霊
め
い
た
も
の
」
で
あ
る
と
見
な
し
（
６
）、野
口
武
彦
は
男
を
「
語
り
手
の
「
わ

た
し
」
か
ら
あ
く
が
れ
出
た
魂
」
と
し
て
眺
め
て
い
る
（
７
）。
ま
た
河
野
多
恵
子

は
男
が
〈
子
〉
で
は
な
く
、彼
の
父
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
「〈
慎
之
助
〉
の
亡
霊
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
（
８
）。
も
っ
と
も
こ
の
〈
葦
間
の
男
〉
が
語
る
物
語
の
内
容

に
は
明
確
な
現
実
性
が
あ
り
、
そ
の
次
元
に
お
い
て
は
父
親
が
交
わ
り
を
持
っ
た

お
遊
、
お
静
の
二
人
の
女
と
彼
の
子
で
あ
る
〈
葦
間
の
男
〉
が
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
し
ば
し
ば
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
、
男
が
終

盤
に
明
か
す
、
自
分
が
父
の
妻
と
な
っ
た
お
静
の
子
供
で
あ
る
と
い
う
表
明
を
否

定
す
る
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
秦
恒
平
は
こ
の
男
が
、
父
が
長
年

憧
れ
な
が
ら
自
身
の
妻
と
は
し
え
な
か
っ
た
、
お
静
の
姉
で
あ
る
お
遊
の
子
で
あ

る
と
し
（
９
）、
そ
れ
に
対
し
て
た
つ
み
都
志
は
そ
の
可
能
性
を
否
定
し
、
男
が
語

る
と
お
り
の
関
係
で
受
け
取
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
（
10
）。

　

秦
や
た
つ
み
が
論
じ
た
問
題
は
、〈
葦
間
の
男
〉
が
提
示
す
る
物
語
で
は
、
彼

の
父
は
お
静
を
妻
と
す
る
も
の
の
、
お
遊
へ
の
憧
憬
と
執
着
を
持
ち
つ
づ
け
、
そ

の
心
情
を
お
静
も
理
解
し
た
た
め
に
、
夫
婦
と
な
り
な
が
ら
父
と
お
静
は
性
行
為

を
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
彼
が
自
身
を
父
の
子
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
不
審
に
思
っ
た「
わ
た
し
」

が
出
生
の
事
情
を
問
う
と
、
男
は
「
左
様
々
々
、
そ
の
母
と
申
し
ま
す
の
は
お
し

づ
の
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
し
て
わ
た
く
し
は
お
し
づ
の
生
ん
だ
子
な
の
で
ご
ざ
り
ま

す
。
父
は
お
遊
さ
ん
と
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
別
れ
ま
し
て
か
ら
な
が
い
あ
ひ
だ
の

苦
労
を
お
も
ひ
ま
た
そ
の
人
の
妹
だ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
い
ひ
し
れ
ぬ
あ
は
れ
を
も

よ
ほ
し
ま
し
て
お
し
づ
と
ち
ぎ
り
を
む
す
び
ま
し
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
い
う

答
え
を
返
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
い
か
に
も
話
に
つ
じ
つ
ま
を
つ
け
る
た

め
の
説
明
の
よ
う
に
響
く
た
め
に
、〈
葦
間
の
男
〉
が
語
っ
た
の
と
は
違
う
関
係

を
読
み
手
に
想
起
さ
せ
る
余
地
を
残
す
の
で
あ
る
。

　

秦
が
男
を
お
遊
の
子
と
す
る
の
は
、
父
が
お
静
を
妻
と
し
て
か
ら
も
、
お
遊
を

交
え
て
三
人
で
行
動
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
そ
の
際
に
彼
ら
が
情
を
通
じ

合
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
と
、
男
が
少
年
の
頃
に
父
に
連
れ
ら
れ
て
、
伏
見
の

川
べ
り
に
あ
る
お
遊
の
婚
家
の
別
荘
に
あ
る
あ
た
り
ま
で
行
き
、
川
に
突
き
出
た

座
敷
で
琴
を
弾
い
て
い
る
お
遊
の
姿
を
見
て
以
来
、
今
に
至
る
ま
で
お
遊
の
元
に

赴
き
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
男
の
愛
着
が
、
谷
崎
的
な
〈
母
恋
い
〉
の
主
題
の
一

環
を
な
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
た
つ
み
が
そ
の
解
釈
を
否
定

す
る
の
は
、語
り
手
が
父
の
後
妻
へ
の
愛
着
を
語
る
『
夢
の
浮
橋
』（『
中
央
公
論
』

一
九
五
九
・
一
〇
）
に
も
色
濃
い
「
継
母
思
慕
」
の
主
題
が
谷
崎
に
あ
り
、
お
遊

を
男
の
「
継
母
」
と
見
れ
ば
む
し
ろ
谷
崎
的
主
題
の
追
尋
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
だ

と
さ
れ
る
。

　

け
れ
ど
も
何
人
も
の
論
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、〈
葦
間
の
男
〉
が
そ
も
そ
も

日
常
世
界
を
生
き
る
生
身
の
存
在
で
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
が
お
遊
、
お
静
の
ど
ち

ら
の
子
供
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
現
実
的
な
地
平
で
探
求
す
る
こ
と
に
さ
ほ
ど

意
味
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
男
の
物
語
の
な
か
で
主
題
的
に
語
ら
れ
る
お
遊
へ
の

強
い
愛
着
は
本
来
彼
の
父
の
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
点
で
は
〈
葦
間
の
男
〉

は
父
の
欲
望
を
引
き
継
ぐ
存
在
に
ほ
か
な
ら
い
。
そ
こ
か
ら
河
野
多
恵
子
が
い
う

よ
う
な
男
が
実
は
「〈
慎
之
助
〉
の
亡
霊
」
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
生
ま
れ
て
く

る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
美
し
い
女
性
へ
の
思
慕
が
谷
崎
の
世
界
を
貫

く
主
題
で
、
ま
た
お
遊
が
松
子
夫
人
を
下
敷
き
に
し
て
造
形
さ
れ
た
女
性
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
男
は
作
者
に
重
ね
ら
れ
る
「
わ
た
し
」
の
分
身
に
ほ
か
な

ら
ず
、
野
口
武
彦
の
い
う
よ
う
に
、
男
は
「
語
り
手
の
「
わ
た
し
」
か
ら
あ
く
が

れ
出
た
魂
」
と
見
な
さ
れ
る
。
野
口
は
挙
げ
て
い
な
い
が
、〈
葦
間
の
男
〉
と
「
わ
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た
し
」
の
相
互
の
分
身
性
は
文
中
で
は
っ
き
り
と
示
唆
さ
れ
て
お
り
、「
わ
た
し
」

が
彼
と
水
無
瀬
川
の
川
辺
で
邂
逅
す
る
く
だ
り
に
は
、「
近
く
の
葦
の
葉
が
ざ
わ

〴
〵
と
ゆ
れ
る
け
は
ひ
が
し
た
の
で
そ
の
お
と
の
方
を
振
り
向
く
と
、
そ
こ
に
、

や
は
り
葦
の
あ
ひ
だ
に
、
ち
や
う
ど
わ
た
し
の
影
法
師
の
や
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

う
づ
く
ま
つ
て

ゐ
る
男
が
あ
つ
た
」（
傍
点
引
用
者
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

４　

お
遊
の
二
面
性

　

し
た
が
っ
て
『
蘆
刈
』
に
登
場
す
る
「
わ
た
し
」、〈
葦
間
の
男
〉、
男
の
父
（
慎

之
助
）
の
三
人
は
、
相
互
の
分
身
性
に
よ
っ
て
繋
が
れ
た
男
た
ち
で
あ
り
、
そ
れ

ら
を
貫
く
も
の
は
お
遊
と
い
う
女
性
な
い
し
そ
の
背
後
に
い
る
松
子
へ
の
憧
憬
を

は
ら
ん
だ
愛
着
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
作
中
人
物
と
そ
の
モ
デ
ル

を
混
同
し
た
い
い
方
に
な
る
が
、
谷
崎
の
多
く
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
、
自
身
が
関

わ
り
を
持
っ
た
身
辺
の
女
性
た
ち
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
こ
に
想
像
力
に
よ
る
輪
郭

の
増
幅
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
彼
女
た
ち
に
執
着
す

る
男
性
主
人
公
た
ち
も
、
作
者
自
身
を
虚
構
化
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。『
蘆
刈
』

の「
わ
た
し
」が
谷
崎
自
身
に
重
ね
ら
れ
る
語
り
手
で
あ
る
こ
と
は
自
明
だ
が
、〈
葦

間
の
男
〉
と
彼
の
父
で
あ
る
慎
之
助
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
の
作
品
が
複
式
夢

幻
能
を
模
し
た
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
た
つ
み
都
志
も
指
摘

す
る
よ
う
に
〈
葦
間
の
男
〉
を
前
ジ
テ
、
慎
之
助
を
後
ジ
テ
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
も
っ
と
も
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
た
つ
み
は
こ
の
作
品
の
主
眼
を
「
継
母

思
慕
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
図
式
を
仮
定
し
た
う
え
で
相
対
化
し
、

男
を
後
ジ
テ
を
引
き
出
す
た
め
の
装
置
的
な
役
と
は
せ
ず
、
彼
に
「
継
母
」
を
慕

う
〈
子
〉
と
し
て
の
実
体
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
『
蘆
刈
』
に
お
け
る
お
遊
は
〈
葦
間
の
男
〉
の
「
継
母
」
で
は
な
く
、

ま
た
『
夢
の
浮
橋
』
の
「
私
」
が
父
の
後
妻
と
日
々
を
共
に
し
た
よ
う
に
は
、
お

遊
と
暮
ら
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
彼
に
と
っ
て
お
遊
は
あ
く
ま
で
も
、
父
に
連
れ

ら
れ
て
川
べ
り
の
居
所
に
赴
き
、
父
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
光
景
の
な
か
の
姿

を
垣
間
見
て
い
た
だ
け
の
存
在
で
あ
る
。

父
は
生
垣
の
す
こ
し
ま
ば
ら
に
な
つ
て
ゐ
る
隙
間
か
ら
中
を
の
ぞ
い
て
ど
う
い

ふ
わ
け
か
身
う
ご
き
も
せ
ず
に
そ
の
ま
ゝ
そ
こ
を
は
な
れ
な
い
も
の
で
ご
ざ
り

ま
す
か
ら
わ
た
く
し
も
葉
と
葉
の
あ
ひ
だ
へ
顔
を
あ
て
ゝ
の
ぞ
い
て
み
ま
し
た

ら
芝
生
や
築
山
の
あ
る
た
い
そ
う
な
庭
に
泉
水
が
た
ゝ
へ
て
あ
り
ま
し
て
、
そ

の
水
の
上
へ
む
か
し
の
泉
殿
の
や
う
な
ふ
う
に
床
を
高
く
つ
く
つ
て
欄ら

ん
か
ん杆
を
め

ぐ
ら
し
た
座
敷
が
つ
き
出
て
を
り
ま
し
て
五
、六
人
の
男
女
が
宴う

た
げを
ひ
ら
い
て

を
り
ま
し
た
、
欄
杆
の
端
に
ち
か
く
い
ろ
〳
〵
と
お
も
り
も
の
を
し
た
台
が
据

ゑ
て
あ
り
ま
し
て
お
神み

き酒
や
燈
明
が
そ
な
へ
て
あ
り
す
ゝ
き
や
萩
な
ど
が
生
け

て
あ
り
ま
す
の
で
お
月
見
の
宴
会
を
し
て
ゐ
る
ら
し
い
の
で
ご
ざ
り
ま
し
た

が
、
琴
を
ひ
い
て
ゐ
る
の
は
上
座
の
方
に
ゐ
る
女
の
人
で
三
味
線
は
嶋
田
に
結

つ
た
腰
元
風
の
女
中
が
ひ
い
て
を
り
ま
し
た
、
そ
れ
か
ら
検け

ん
ぎ
ょ
う挍か
遊
芸
の
師
匠

ら
し
い
男
が
ゐ
て
そ
れ
が
胡
弓
を
ひ
い
て
を
り
ま
す
、（
以
下
略
）

　

こ
の
光
景
の
な
か
の
、
上
座
に
い
て
琴
を
弾
い
て
い
る
女
人
が
お
遊
で
あ
っ
た

が
、
毎
年
秋
の
「
十
五
夜
の
晩
」
に
な
る
と
〈
葦
間
の
男
〉
は
父
に
連
れ
ら
れ
て

こ
の
宏
壮
な
別
荘
に
赴
き
、
そ
こ
で
催
さ
れ
る
「
月
見
の
宴
」
と
そ
こ
で
琴
を
奏

で
る
お
遊
の
姿
を
覗
き
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
「
わ
た
し
」
に
語
っ
て
い
る
。

男
の
話
で
は
、
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
も
彼
は
そ
れ
を
現
在
に
至
る
ま
で
繰
り
返

し
て
お
り
、
今
夜
も
そ
う
す
る
つ
も
り
だ
と
言
う
が
、
そ
れ
で
は
「
お
遊
さ
ん
は

八
十
ぢ
か
い
と
し
よ
り
」
で
は
な
い
か
と
「
わ
た
し
」
が
不
審
を
口
に
す
る
と
、

男
は
「
月
の
ひ
か
り
に
溶
け
入
る
や
う
に
き
え
て
し
ま
つ
た
」
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
帰
結
が
と
り
わ
け
『
蘆
刈
』
の
展
開
を
夢
幻
能
的
に
し
て
い
る
が
、
そ
う

見
立
て
た
場
合
、〈
葦
間
の
男
〉
が
父
と
お
遊
、
お
静
と
の
交
わ
り
の
経
緯
を
語
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る
の
は
、父
の
霊
が
彼
に
憑
依
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
実
際
後
半
に
語
ら
れ
る
、

父
す
な
わ
ち
慎
之
助
と
二
人
の
女
性
と
の
こ
み
入
っ
た
関
係
や
、
慎
之
助
の
彼
女

た
ち
に
対
す
る
深
い
情
感
は
、
そ
の
子
供
が
語
っ
て
い
る
に
し
て
は
微
に
入
り
す

ぎ
て
お
り
、
慎
之
助
当
人
を
そ
の
主
体
と
し
て
想
定
す
る
方
が
自
然
に
映
る
。
ま

た
憑
依
は
観
阿
弥
原
作
の
『
卒
塔
婆
小
町
』
で
、
深
草
少
将
が
九
十
九
歳
の
小
町

に
取
り
憑
い
て
そ
の
言
葉
を
語
り
始
め
る
よ
う
に
、
能
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
趣
向

で
あ
る
。
こ
の
能
に
お
い
て
「
物
着
」
と
い
う
形
で
舞
台
上
で
お
こ
な
わ
れ
る
人

格
の
転
換
を
、
鏡
の
間
に
お
け
る
前
ジ
テ
か
ら
後
ジ
テ
へ
の
転
換
と
い
う
形
式
と

し
て
定
着
さ
せ
た
の
が
複
式
夢
幻
能
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
（
11
）。『
蘆
刈
』
で

は
い
わ
ば
「
わ
た
し
」
も
気
づ
か
な
い
形
で
〈
葦
間
の
男
〉
か
ら
慎
之
助
へ
の
憑

依
的
な
転
換
が
お
こ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

い
い
か
え
れ
ば
、慎
之
助
自
身
が
「
わ
た
し
」
と
出
会
う
形
に
で
き
な
い
の
は
、

当
然
見
か
け
と
年
齢
の
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
た
め
で
、
川
べ
り
の
葦
の
間
か
ら

現
れ
た
男
が
「
わ
た
し
と
同
年
輩
く
ら
い
」
に
見
え
、
そ
れ
が
「
わ
た
し
の
影
法

師
の
や
う
」
と
い
う
分
身
性
を
彼
が
担
う
ひ
と
つ
の
条
件
を
な
し
て
い
る
以
上
、

彼
を
慎
之
助
の
〈
子
〉
と
し
て
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、〈
葦
間
の
男
〉

は
年
齢
的
な
近
似
性
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
と
、お
遊
へ
の
持
続
的
な
愛
着
に
よ
っ

て
父
慎
之
助
と
繋
が
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
三
者
の
相
互
の
分
身
性
を
満
た
す

内
実
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
〈
葦
間
の
男
〉
が
前
半
部
分
で
語
る
、
今
の
引

用
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
遠
く
か
ら
お
遊
の
姿
を
覗
き
見
る
構
図
は
、
そ
の
距
離

の
大
き
さ
に
よ
っ
て
慎
之
助
に
と
っ
て
の
お
遊
の
存
在
の
あ
り
方
を
示
唆
し
て
い

る
。
男
は
「
父
は
お
遊
さ
ん
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
純
な
あ
こ
が
れ
を
持
ち
つ
ゞ

け
た
い
、
一
生
お
遊
さ
ん
と
い
ふ
も
の
を
ひ
そ
か
に
心
の
妻
と
し
て
お
き
た
い
」

と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
た
と
語
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
慎
之
助
が
お
静
を
形
の
う

え
で
の
妻
と
し
た
理
由
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
お
遊
に
対
す
る
「
純
な
あ
こ

が
れ
」
の
空
間
的
な
暗
喩
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
男
が
は
じ
め
て
彼
女
を
覗
き
見

た
際
の
構
図
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

興
味
深
い
の
は
、『
雪
後
庵
夜
話
』
で
谷
崎
が
、
作
中
の
女
性
た
ち
に
落
ち
る

根
津
松
子
の
影
に
つ
い
て
、「
私
の
書
く
も
の
は
少
し
づ
ゝ
彼
女
の
影
響
下
に
あ

つ
た
に
違
ひ
な
く
、「
盲
目
物
語
」
や
「
武
州
公
秘
話
」
な
ど
に
そ
の
兆
し
が
見

え
る
」
と
述
べ
た
の
に
つ
づ
い
て
、「
だ
が
明
瞭
に
彼
女
を
頭
の
な
か
に
置
い
て

書
い
た
の
は
「
蘆
刈
」
で
あ
つ
た
」
と
断
言
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
阪

の
実
業
家
の
娘
で
初
め
商
家
に
嫁
い
だ
松
子
と
は
か
な
り
異
質
な
雰
囲
気
が
お
遊

に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
引
用
し
た
く
だ
り
に
描
か
れ
る

月
見
の
宴
も
含
め
て
、
お
遊
の
趣
味
や
生
活
は
全
体
に
京
都
の
平
安
貴
族
風
の
彩

り
を
強
く
帯
び
て
い
る
。〈
葦
間
の
男
〉
は
秋
の
十
五
夜
の
た
び
に
河
畔
の
別
荘

を
訪
れ
、
お
遊
の
姿
を
覗
き
見
る
と
語
っ
て
い
る
が
、
十
五
夜
な
い
し
十
三
夜
の

名
月
の
夜
に
宴
を
張
る
の
は
平
安
時
代
の
帝
や
貴
族
の
愉
し
み
で
あ
り
、
詩
歌
を

吟
じ
、
管
弦
を
奏
で
、
酒
を
酌
み
交
わ
す
大
規
模
な
宴
会
が
催
さ
れ
て
い
た
。
現

在
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
、
十
五
夜
に
家
庭
で
月
見
団
子
な
ど
を
供
え
る
風
習

が
一
般
化
す
る
の
は
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
近
代
に
か
け
て
で
あ
り
、
お
遊
た
ち

の
宴
は
そ
れ
と
は
別
個
の
王
朝
風
の
色
合
い
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

　

も
と
も
と
お
遊
は
生
家
に
お
い
て
も
「
お
姫
さ
ま
」
的
な
振
舞
い
を
し
、
周
囲

も
彼
女
を
そ
の
よ
う
に
扱
う
の
が
自
然
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
結

婚
で
粥
川
の
家
に
嫁
い
だ
後
も
、
彼
女
の
部
屋
の
調
度
は
「
み
な
御
殿
風
か
有い

う
そ
く職

模
様
の
品
ば
か
り
で
手
拭
ひ
か
け
か
ら
お
ま
る
の
や
う
な
も
の
に
ま
で
鑞
塗
り
に

蒔
絵
が
し
て
あ
つ
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
彼
女
の
生
活
ぶ
り
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
次
の
間
と
の
襖
ざ
か
ひ
に
衝
立
が
は
り
の
衣い

こ
う桁
が
た
て
ゝ
あ
り
ま
し
て

そ
れ
へ
日
に
よ
つ
て
い
ろ
〳
〵
な
小
袖
が
か
け
て
あ
る
、
お
遊
さ
ん
は
そ
の
奥

の
方
に
上
段
の
間
こ
そ
あ
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
脇き

ょ
う
そ
く息に
も
た
れ
て
す
は
つ
て
ゐ
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る
、
ひ
ま
な
と
き
に
は
伏ふ
せ
ご籠
を
お
い
て
着
物
に
伽き
ゃ
ら羅
を
た
き
し
め
た
り
腰
元
た

ち
と
香
を
聴
い
た
り
投と

う
せ
ん
き
ょ
う

扇
興
を
し
た
り
碁
盤
を
か
こ
ん
だ
り
し
て
ゐ
る
、
お
遊

さ
ん
の
は
あ
そ
び
の
中
に
も
風
流
が
な
け
れ
ば
あ
き
ま
せ
ぬ
の
で
、
碁
は
上
手

で
は
な
か
つ
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
が
秋
く
さ
の
時
代
蒔
絵
の
あ
る
盤
が
気
に
入

つ
て
を
り
ま
し
て
そ
れ
を
や
く
に
た
て
た
い
ば
か
り
に
五
も
く
な
ら
べ
な
ぞ
を

し
て
ゐ
る
、（
以
下
略
）

　

こ
こ
に
記
さ
れ
る
「
香
を
聴
い
た
り
投
扇
興
を
し
た
り
碁
盤
を
か
こ
ん
だ
り
」

と
い
う
風
流
の
遊
び
は
必
ず
し
も
平
安
貴
族
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、

全
体
と
し
て
は
王
朝
風
の
風
雅
を
漂
わ
せ
て
い
る
。代
表
的
な
香
で
あ
る
沈
香
は
、

推
古
三
年
（
五
九
五
）
に
淡
路
島
に
流
れ
着
い
た
も
の
が
最
初
で
あ
る
と
『
日
本

書
紀
』
に
記
載
が
あ
る
よ
う
に
長
い
歴
史
を
も
ち
、
香
木
の
香
料
を
混
合
し
て
独

自
の
薫
り
を
競
い
合
う
「
薫
物
合
」
は
平
安
貴
族
の
遊
び
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

引
用
に
あ
る
伽
羅
は
江
戸
時
代
に
香
木
の
極
上
品
の
代
名
詞
と
な
り
、
森
鴎
外
の

『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』（『
中
央
公
論
』
一
九
一
二
・
一
〇
）
で
そ
の
獲
得
が

主
人
公
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
と
な
る
よ
う
に
、
大
名
や
富
豪
が
競
っ
て
求
め
る
貴

重
な
品
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
趣
味
自
体
が
武
士
的
と
い
う
よ
り
も
貴
族
的
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
扇
を
投
げ
て
的
を
落
と
す
投
扇
興
も
流
行
す
る

の
は
江
戸
時
代
後
期
だ
が
、的
の
落
と
し
方
に
は
『
源
氏
物
語
』
や
『
百
人
一
首
』

に
ち
な
ん
だ
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
京
都
発
祥
と
見
ら
れ
る

こ
と
も
多
い
風
雅
な
遊
び
で
あ
っ
た
（
12
）。
ま
た
囲
碁
に
し
て
も
、『
源
氏
物
語
』

や
『
枕
草
子
』
に
も
登
場
す
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
に
は
男
女
を
問
わ
な
い
貴
族

の
嗜
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

お
遊
の
生
活
が
こ
う
し
た
王
朝
風
の
風
雅
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
そ
の
モ
デ
ル
に
相
当
す
る
松
子
夫
人
が
平
安
貴
族
的
な
趣
き
を
持
つ
女
性
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
女
学
校
時
代
は
「
お
転
婆
」
で
「
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
欠
席

し
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
」（
稲
澤
秀
夫
『
秘
本
谷
崎
潤
一
郎
』
第
一
巻
、
烏
有
社
、

一
九
九
一
）
と
み
ず
か
ら
語
る
、〈
不
良
少
女
〉
的
な
存
在
で
あ
り
、
実
家
の
森

田
家
が
富
裕
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
嗜
み
と
し
て
琴
を
幼
少
期
か
ら
学
ん
で

い
た
一
方
、
大
正
期
の
流
れ
に
同
調
し
て
モ
ダ
ン
で
ハ
イ
カ
ラ
な
も
の
を
好
む
と

こ
ろ
か
ら
社
交
ダ
ン
ス
に
も
熱
中
し
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
三
月
に
は
大
阪

の
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
で
谷
崎
と
会
い
、
そ
れ
が
交
際
の
端
緒
と
な
っ
た
と
い
う
挿	

話
（
13
）
も
残
さ
れ
て
い
る
。『
蘆
刈
』
の
お
遊
を
取
り
囲
む
王
朝
風
の
趣
味
は
、

あ
く
ま
で
も
作
中
の
虚
構
と
し
て
付
与
さ
れ
た
設
定
と
し
て
の
性
格
が
強
い
と
い

え
よ
う
。

　

そ
の
反
面
、
お
遊
自
身
の
輪
郭
や
振
舞
い
は
多
分
に
松
子
を
踏
ま
え
て
表
象
さ

れ
て
い
る
。
顔
立
ち
に
し
て
も
、「
ゆ
た
か
な
頬
を
し
て
を
り
ま
し
て
、
童
顔
と

い
ふ
方
の
円
い
か
ほ
だ
ち
」
で
、「
眼
で
も
、
鼻
で
も
、
口
で
も
、
う
す
も
の
を

一
枚
か
ぶ
つ
た
や
う
に
ぼ
や
け
て
ゐ
て
、
ど
ぎ
つ
い
、
は
つ
き
り
し
た
線
が
な
い
、

じ
い
つ
と
み
て
ゐ
る
と
こ
つ
ち
の
眼
の
ま
へ
が
も
や
〳
〵
と
翳
つ
て
来
る
や
う
」

と
い
う
様
子
は
、
写
真
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
松
子
の
容
貌
を
思
わ
せ
て
い
る
。
ま

た
お
遊
は
生
活
の
王
朝
風
の
道
具
立
て
と
は
対
照
的
に
、「
生
れ
つ
き
芝
居
気
が

そ
な
は
つ
て
ゐ
た
、
自
分
で
さ
う
と
気
が
つ
か
な
い
で
こ
ゝ
ろ
に
思
ふ
こ
と
や
し

ぐ
さ
に
あ
ら
は
れ
る
こ
と
が
自お

の

ず
と
芝
居
が
ゝ
つ
て
ゐ
て
そ
れ
が
わ
ざ
と
ら
し
く

も
い
や
み
に
も
な
ら
ず
に
お
遊
さ
ん
の
人
柄
に
花
や
か
さ
を
そ
へ
潤
ほ
ひ
を
つ
け

て
ゐ
る
」
と
い
う
天
性
の
演
技
性
を
備
え
、
そ
れ
が
彼
女
に
生
気
を
も
た
ら
し
て

い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
芝
居
が
か
っ
た
演
技
性
は
松
子
の
特
徴
で
も
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
谷
崎
へ
の
接
近
を
果
た
し
て
い
た
面
が
あ
る
。

　
『
秘
本
谷
崎
潤
一
郎
』（
第
二
巻
、
烏
有
社
、
一
九
九
二
）
に
含
ま
れ
る
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
は
、
松
子
は
自
分
を
実
際
よ
り
も
「
少
女
っ
ぽ
く
し
て
、
男
の
人
に
い

た
ず
ら
す
る
の
が
好
き
な
ん
で
す
の
」
と
語
っ
て
お
り
、昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）

四
月
に
、
谷
崎
が
再
婚
し
た
ば
か
り
の
古
川
丁
未
子
を
含
む
数
名
で
室
生
寺
に
旅
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行
し
た
の
に
松
子
が
伴
い
、
谷
崎
と
こ
っ
そ
り
抱
き
合
っ
て
キ
ス
を
す
る
と
い
っ

た
大
胆
な
交
渉
に
成
功
し
た
の
も
、
彼
女
の
芝
居
が
か
っ
た
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
の
産

物
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。『
蘆
刈
』
で
は
〈
葦
間
の
男
〉
の
伝
聞
と
追
憶
を
相
乗

さ
せ
た
語
り
の
な
か
に
距
離
を
置
い
た
形
で
現
れ
る
た
め
に
、
お
遊
の
輪
郭
は
さ

ほ
ど
強
い
生
彩
を
と
も
な
っ
て
い
な
い
が
、谷
崎
が
『
雪
後
庵
夜
話
』
で
挙
げ
た
、

「
若
く
て
清
潔
で
溌
剌
と
し
た
女
性
ば
か
り
」
と
い
う
、
自
身
が
好
ん
で
描
く
タ

イ
プ
の
な
か
に
『
蘆
刈
』
の
お
遊
を
含
め
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
谷
崎
の

脳
裏
に
お
い
て
は
お
遊
は
あ
く
ま
で
も
「
溌
剌
と
し
た
」
生
気
に
満
ち
た
女
性
で

あ
り
、そ
の
「
芝
居
気
」
を
含
ん
だ
振
舞
い
も
そ
の
一
端
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
の
基
底
に
松
子
の
存
在
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
ま
た
そ
れ
が
「
活
動
的
、
進

取
的
で
あ
る
一
面
に
、
す
べ
て
が
あ
く
ど
く

0

0

0

0

、
エ
ゲ
ツ
な
く
出
来
て
ゐ
る
」（『
私

の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
』）
と
い
う
、
谷
崎
の
抱
く
大
阪
の
女
性
の
イ
メ
ー
ジ

と
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
今
挙
げ
た
室
生
寺
で
の
松
子
の

振
舞
い
な
ど
も
そ
の
範
疇
に
含
め
ら
れ
る
性
格
を
帯
び
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
松

子
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
谷
崎
的
大
阪
人
の
一
人
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
作
中
人
物
と
し

て
は
、
お
遊
よ
り
も
さ
ら
に
〈
芝
居
が
か
っ
た
〉
振
舞
い
を
お
こ
な
う
女
性
と
し

て
は
、
妊
娠
し
て
い
な
い
の
に
布
団
を
腹
に
巻
い
て
妊
婦
に
見
せ
か
け
る
演
技
を

平
気
で
す
る
『
卍
』
の
光
子
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
彼
女
が
騙
そ
う
と
す
る
語

り
手
の
園
子
に
し
て
も
、「
極
端
か
ら
極
端
」
に
揺
れ
動
く
行
動
の
大
仰
さ
で
夫

の
柿
内
を
呆
れ
さ
せ
る
演
技
性
を
は
ら
ん
だ
女
性
で
あ
っ
た
。

　

谷
崎
が
こ
う
し
た
「
芝
居
気
」
を
持
っ
た
〈
大
阪
的
〉
女
性
を
作
中
に
登
場
さ

せ
て
い
っ
た
の
も
、
そ
こ
に
多
少
の
辟
易
と
と
も
に
自
身
を
惹
き
付
け
る
力
を
感

じ
た
か
ら
で
あ
り
、
彼
が
最
終
的
な
伴
侶
と
し
て
松
子
を
選
ん
だ
際
に
も
、
そ
の

力
が
作
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
『
蘆
刈
』
で
〈
葦
間
の
男
〉
が
自
身

の
母
と
し
て
語
る
お
静
は
、
父
の
慎
之
助
が
妻
と
し
な
が
ら
も
女
性
と
し
て
は
惹

か
れ
な
い
相
手
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
姉
の
お
遊
と
は
違
っ
て
「
う
ち
き
な
女
」

で
あ
り
、
姉
に
尽
く
す
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
て
生
き
て
き
た
た
め
に
「
取
り
も

ち
の
上
手
な
老
妓
の
や
う
な
と
こ
ろ
」
の
備
わ
っ
て
し
ま
っ
た
女
性
で
あ
っ
た
と

語
ら
れ
て
い
る（

14
）。〈
葦
間
の
男
〉は
印
象
と
し
て
、お
遊
に
あ
っ
た「
蘭ろ
う

た
け
た
」

と
こ
ろ
が
お
静
に
は
な
か
っ
た
ゆ
え
に
「
お
遊
さ
ん
よ
り
ず
つ
と
位
が
劣
つ
て
見

え
る
」
と
慎
之
助
の
視
点
で
語
っ
て
い
る
。
一
般
に
は
「
臈
長
け
た
」
と
表
記
さ

れ
る
、
洗
練
さ
れ
た
上
品
さ
を
意
味
す
る
こ
の
形
容
に
は
、
経
験
と
年
功
を
重
ね

る
と
い
う
含
意
も
あ
り
、
お
遊
が
貴
族
風
な
女
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
実
世
界

を
し
た
た
か
に
生
き
る
生
気
を
放
っ
て
も
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

５　

山
崎
の
空
間
性

　

内
気
で
控
え
め
で
、
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
の
乏
し
い
お
静
は
、『
蓼
喰
ふ
虫
』

の
お
久
と
通
じ
る
存
在
で
あ
り
、
お
久
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
谷
崎
的
京
都

人
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
託
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
お
遊
は

道
具
立
て
や
雰
囲
気
に
お
い
て
は
王
朝
的
、
貴
族
的
な
京
都
を
喚
起
し
な
が
ら
、

松
子
を
下
敷
き
と
す
る
人
物
の
内
実
と
し
て
は
む
し
ろ
〈
大
阪
的
〉
で
あ
り
、
こ

の
〈
大
阪
〉
と
〈
京
都
〉
が
折
り
重
な
る
形
象
と
し
て
彼
女
を
造
形
す
る
と
こ
ろ

に
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
谷
崎
の
主
た
る
趣
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

震
災
を
逃
れ
て
京
都
に
居
を
求
め
な
が
ら
数
ヶ
月
で
離
れ
た
よ
う
に
、
当
初
谷

崎
に
と
っ
て
〈
京
都
〉
は
さ
ほ
ど
牽
引
を
覚
え
る
圏
域
で
は
な
か
っ
た
が
、
次
第

に
関
西
の
地
に
馴
染
む
に
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
古
典
文
化
が
成
熟
を
獲
得
し
て

い
っ
た
地
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
谷
崎
の
関
心
を
捉
え
る
よ
う
に
な
る
。
作
品
の

系
譜
を
見
て
も
、
関
西
に
移
住
し
て
間
も
な
く
手
が
け
ら
れ
た
『
痴
人
の
愛
』
や

そ
れ
に
つ
づ
く
『
卍
』
に
は
、
直
接
間
接
に
〈
大
阪
的
〉
な
あ
く
ど
い
生
気
が
ヒ

ロ
イ
ン
た
ち
の
輪
郭
に
込
め
ら
れ
て
い
る
一
方
、〈
京
都
的
〉
な
要
素
は
表
層
的

に
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
カ
フ
ェ
ー
に
勤
め
る
美
少
女
を
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引
き
取
っ
て
理
想
の
女
に
育
て
上
げ
よ
う
と
し
て
挫
折
す
る
『
痴
人
の
愛
』
の
譲

治
の
軌
跡
は
、『
源
氏
物
語
』
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
点
で
〈
京
都
的
〉
な
も
の

の
萌
芽
は
す
で
に
は
ら
ま
れ
て
い
た
が
、そ
の
後
に
書
か
れ
た『
蓼
喰
ふ
虫
』や『
蘆

刈
』
で
は
、
よ
り
明
示
的
な
形
で
〈
京
都
〉
が
文
化
的
な
圏
域
と
し
て
織
り
込
ま

れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
『
蘆
刈
』
の
お
遊
は
谷
崎
が
捉
え
る
〈
大
阪
〉
と
〈
京
都
〉

の
肯
定
的
な
属
性
を
兼
備
し
た
存
在
で
あ
る
点
で
、
そ
の
世
界
の
ひ
と
つ
の
焦
点

を
な
す
人
物
で
あ
る
。

　

注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
作
品
の
舞
台
と
な
る
山
崎
と
い
う
地
が
、
ま
さ
に

地
理
的
、
空
間
的
に
〈
京
都
〉
と
〈
大
阪
〉
の
重
な
り
合
う
空
間
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。「
山
崎
は
山
城
の
国
乙
訓
群
に
あ
つ
て
水
無
瀬
の
宮
趾

は
摂
津
の
国
三
島
郡
に
あ
る
」
と
作
中
に
記
さ
れ
て
い
る
山
崎
は
、
京
都
市
の
中

心
部
か
ら
七
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
、
京
都
府
と
大
阪
府
の
境
に
位
置
す
る
場
所
で
、
現

在
の
町
名
で
は
京
都
府
乙
訓
大
山
崎
町
と
大
阪
府
島
本
町
を
覆
う
一
帯
に
相
当
す

る
。
岡
本
に
住
ん
で
い
る
『
蘆
刈
』
の
「
わ
た
し
」
が
山
崎
を
訪
れ
よ
う
と
し
た

の
は
、「
二
三
時
間
で
行
つ
て
こ
ら
れ
る
恰
好
な
散
策
地
」を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

「
い
つ
か
ら
か
い
ち
ど
水
無
瀬
の
宮
へ
行
つ
て
み
よ
う
と
思
ひ
な
が
ら
つ
い
を
り

が
な
く
て
す
ご
し
て
ゐ
た
こ
と
に
こ
ゝ
ろ
づ
い
た
」
か
ら
で
、
そ
の
「
水
無
瀬
の

宮
」、
す
な
わ
ち
「
後
鳥
羽
院
の
離
宮
が
あ
つ
た
旧
蹟
」
が
あ
る
の
は
「
山
城
と

摂
津
の
く
に
ざ
か
ひ
に
ち
か
い
山
崎
の
駅
」
の
近
傍
で
あ
る
と
記
さ
れ
、
目
的
地

の
山
崎
が
「
山
城
」（
京
都
）
と
「
摂
津
」（
大
阪
）
の
境
界
に
位
置
す
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
わ
た
し
」
は
か
つ
て
後
鳥
羽
上
皇
が
行
幸
を
繰
り
返
し
た
水
無
瀬
離
宮
が
「
南

に
淀
川
、
東
に
水
無
瀬
川
の
水
を
ひ
か
へ
、
此
の
二
つ
の
川
の
交
は
る
一
角
に
拠

つ
て
何
万
坪
と
い
ふ
宏
壮
な
庭
園
を
擁
し
て
ゐ
た
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
想
像
し
、

河
畔
の
饂
飩
屋
で
腹
を
膨
ら
ま
せ
た
後
、
桂
川
、
宇
治
川
、
木
津
川
が
合
流
し
て

淀
川
と
な
る
あ
た
り
で
饂
飩
屋
の
亭
主
の
案
内
に
従
っ
て
船
に
乗
り
、
途
中
の
州

に
上
が
っ
て
川
下
に
あ
っ
た
江
口
、
神
崎
と
い
っ
た
里
に
集
っ
て
い
た
遊
女
た
ち

に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
折
に
、
葦
の
間
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
た
男
に
出
会
っ
た
の

だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
山
崎
だ
け
で
な
く
、「
わ
た
し
」
が
〈
葦
間
の
男
〉
に
遭

遇
す
る
の
も
、
京
都
か
ら
下
っ
て
く
る
数
本
の
川
が
合
流
し
て
〈
大
阪
の
川
〉
で

あ
る
淀
川
と
な
る
境
界
的
な
空
間
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
京
都
と
大
阪
が
融
合
す
る
地
点
で
「
わ
た
し
」
を
〈
葦
間
の
男
〉
に

交
わ
ら
せ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
谷
崎
が
意
図
し
た
趣
向
で
あ
り
、
男
の
語
り
に

登
場
す
る
お
遊
の
輪
郭
に
対
す
る
伏
線
を
な
し
て
い
る
。も
っ
と
も
お
遊
の
気
質
、

性
格
に
〈
大
阪
的
〉
な
要
素
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、山
崎
の
空
間
的
、

歴
史
的
な
位
相
は
基
本
的
に
は
〈
京
都
寄
り
〉
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
の
当
初
の

目
的
地
で
あ
っ
た
「
水
無
瀬
の
宮
」
は
作
中
で
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
後
鳥
羽
上
皇

の
行
幸
の
先
と
な
っ
た
離
宮
で
あ
っ
た
。

　

山
崎
は
八
世
紀
前
半
に
駅
、
関
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
で
交
通
の
要
所
と
し
て
発

展
し
、
平
安
中
期
か
ら
は
こ
の
地
で
採
れ
る
荏
胡
麻
を
原
料
と
す
る
油
の
生
産
・

販
売
に
よ
っ
て
栄
え
た
。
嵯
峨
天
皇
が
九
世
紀
前
半
に
風
光
明
媚
な
こ
の
地
に
造

営
し
た
河か

や陽
離
宮
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
王
朝
の
風
雅
が
移
植
さ
れ
る

地
と
な
り
、
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
前
半
に
か
け
て
は
、
後
鳥
羽
上
皇
が
河

陽
離
宮
の
南
西
に
築
か
れ
た
水
無
瀬
離
宮
に
頻
繁
に
行
幸
す
る
よ
う
に
な
る
。
建

久
九
年
（
一
一
九
八
）
に
後
鳥
羽
天
皇
が
第
一
皇
子
（
土
御
門
天
皇
）
へ
の
譲
位

に
よ
っ
て
上
皇
と
な
っ
た
の
は
ま
だ
十
九
歳
の
時
で
あ
っ
た
が
、『
蘆
刈
』
に
引

用
さ
れ
て
い
る
『
増
鏡
』
の
一
節
に
「
春
秋
の
花
も
み
ぢ
に
つ
け
て
も
御
心
ゆ
く

か
ぎ
り
世
を
ひ
ゞ
か
し
て
あ
そ
び
を
の
み
ぞ
し
た
ま
ふ
（
春
の
花
、
秋
の
紅
葉
に

つ
け
て
も
、
御
心
ゆ
く
ま
で
、
世
の
評
判
に
な
る
ほ
ど
盛
ん
に
風
雅
の
御
遊
ば
か

り
を
な
さ
る
）」
と
あ
る
よ
う
に
、譲
位
後
後
鳥
羽
院
は
こ
の
離
宮
で
歌
合
、管
弦
、

蹴
鞠
、
囲
碁
、
双
六
な
ど
を
楽
し
み
、
時
に
は
江
口
の
遊
女
を
呼
ん
で
そ
の
舞
を

眺
め
、
ま
た
勢
子
を
率
い
て
鹿
狩
り
を
お
こ
な
い
、
鹿
を
川
べ
り
に
追
い
込
ん
で
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生
け
捕
り
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
15
）。

　

そ
の
後
後
鳥
羽
院
は
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
鎌
倉
幕
府

執
権
の
北
条
義
時
を
追
討
す
る
院
宣
を
出
し
て
幕
府
方
と
の
対
決
に
挑
む
、
い
わ

ゆ
る
承
久
の
変
を
起
こ
す
も
の
の
、
上
皇
勢
は
大
敗
し
、
後
鳥
羽
院
は
隠
岐
に
流

罪
の
身
と
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
間
も
後
鳥
羽
院
は
在
京
の
廷
臣
た
ち
と
の
通

信
を
持
続
さ
せ
、
水
無
瀬
離
宮
に
つ
い
て
も
、
遺
書
と
し
て
書
か
れ
た
置
文
で
そ

の
維
持
を
要
望
す
る
ほ
ど
、
愛
着
を
持
ち
つ
づ
け
た
（
16
）。							

　

現
在
で
は
水
無
瀬
離
宮
は
、
河
陽
離
宮
と
と
も
に
宮
居
の
跡
を
残
す
の
み
で
往

時
の
風
雅
は
偲
ぶ
べ
く
も
な
い
。
ま
た
山
崎
と
い
う
地
自
体
が
、
京
都
の
中
心
か

ら
や
や
離
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
観
光
地
と
し
て
さ
ほ
ど
栄
え
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
都
市
と
し
て
も
、
こ
の
地
の
名
前
を
冠
し
た
著
名
な
ウ
ィ
ス
キ
ー
の

醸
造
工
場
が
あ
る
以
外
は
、
さ
ほ
ど
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
谷

崎
が
『
蘆
刈
』
を
書
い
た
時
代
で
は
一
層
そ
う
で
あ
り
、
作
中
で
は
「
京
と
大
阪

の
間
は
気
候
風
土
の
関
係
が
阪
神
間
の
や
う
な
わ
け
に
は
行
か
な
い
ら
し
く
田
園

都
市
や
文
化
住
宅
が
さ
う
に
は
か
に
は
ひ
ら
け
さ
う
に
も
お
も
へ
な
い
か
ら
ま
だ

し
ば
ら
く
は
草
ぶ
か
い
在
所
の
お
も
む
き
を
う
し
な
ふ
こ
と
が
な
い
で
あ
ら
う
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
山
崎
は
『
私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
』
で
も
大
阪
近
辺

の
田
舎
と
し
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、「
今
で
も
山
崎
あ
た
り
へ
行
け
ば
忠
臣
蔵
時

分
と
さ
う
変
ら
な
い
草
深
い
農
家
を
見
る
こ
と
が
出
来
、
与
市
兵
衛
の
住
ん
で
ゐ

さ
う
な
侘
び
し
い
茅
葺
き
屋
根
が
此こ

こ
か
し
こ

処
彼
処
に
あ
つ
て
、
姿
も
物
云
ひ
も
お
か
や

の
や
う
な
老
婆
、
お
軽
の
や
う
な
娘
に
遇
ふ
こ
と
が
珍
し
く
な
い
の
だ
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

　
『
蘆
刈
』
に
山
崎
が
「
去
年
の
京
都
市
の
拡
張
以
来
大
都
市
の
一
部
に
へ
ん
に

ふ
さ
れ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
谷
崎
の
誤
認
で
、
当
時
も
行
政
区
画
と
し

て
は
「
大
山
崎
村
」
で
あ
っ
た
が
、『
大
山
崎
町
史
』（
大
山
崎
町
史
編
纂
委
員

会
、
一
九
八
一
）
に
、「
都
市
部
の
急
激
な
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
の
た
た

ず
ま
い
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
帯
は
〈
村
〉
の
風
情

の
な
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
数
字
的
に
も
、
大
山
崎
町
の
現
在
の
人
口
が
約

一
万
五
千
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
蘆
刈
』
が
発
表
さ
れ
た
前
年
の
昭
和
六
年

（
一
九
三
一
）
の
大
山
崎
村
の
人
口
は
二
千
二
百
人
あ
ま
り
に
す
ぎ
ず
、
十
年
前

と
比
べ
て
三
百
人
し
か
増
加
し
て
い
な
い
。　

　

京
都
と
大
阪
の
境
界
的
な
位
置
に
あ
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
周
辺
の
都
市
化

か
ら
取
り
残
さ
れ
た
鄙
び
た
場
所
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、『
蘆
刈
』
に
お
け
る
山
崎

と
い
う
空
間
の
性
格
が
見
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
『
私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
』

で
『
忠
臣
蔵
』
が
想
起
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
山
崎
は
都
市
化
が
進
展
す

る
近
代
に
あ
っ
て
前
近
代
へ
と
人
と
い
ざ
な
う
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
身
を
置
く

こ
と
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
は
過
去
へ
と
意
識
を
遡
行
さ
せ
、
中
古
・
中
世
の
世

界
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
空
間
の
性
格
を
念
頭

に
置
け
ば
、〈
葦
間
の
男
〉
が
語
る
、
河
畔
の
別
荘
で
お
遊
た
ち
が
興
じ
る
月
見

の
宴
会
を
覗
き
見
る
光
景
は
、「
わ
た
し
」
が
脳
裏
に
お
い
て
、
こ
の
地
で
か
つ

て
営
ま
れ
た
王
朝
の
風
雅
の
な
か
に
入
り
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
構
図
の
比
喩
を

な
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
男
に
出
会
う
前
に
「
わ
た
し
」
が
大
江
匡ま

さ
ひ
ら衡
の
『
見
ゆ
う
じ
ょ
を
み
る
の
じ
ょ

遊
女
序
』
や
、
そ
の

数
代
後
の
後
裔
に
当
た
る
大
江
匡
房
の
『
遊
女
記
』
の
記
述
を
引
用
し
て
、
江
口

や
神
崎
に
集
っ
て
い
た
遊
女
た
ち
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ

る
。「
遊
女
記
の
中
に
は
、
観
音
、
如
意
、
香
爐
、
孔
雀
な
ど
ゝ
い
ふ
名
高
い
遊

女
の
ゐ
た
こ
と
が
記
し
て
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
小
観
音
、
薬
師
、
熊
野
、
鳴
渡

な
ど
ゝ
い
ふ
名
が
伝
は
つ
て
ゐ
る
が
そ
れ
ら
の
水
の
上
の
女
ど
も
の
多
く
は
何
処

へ
行
つ
て
し
ま
つ
た
の
だ
ら
う
か
」
と
、「
わ
た
し
」
は
か
つ
て
こ
こ
か
ら
大
阪

側
の
や
や
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に
生
き
て
い
た
、「
仏
く
さ
い
名
前
」
を
持
つ
遊
女

た
ち
が
抱
い
て
い
た
浄
土
へ
の
転
身
の
希
求
を
見
て
取
ろ
う
と
す
る
が
、
こ
う
し

た
聖
俗
を
合
わ
せ
持
っ
た
存
在
と
し
て
の
中
古
・
中
世
の
遊
女
た
ち
の
輪
郭
も
、
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お
遊
に
連
続
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。「
お
遊
」
と
い
う
名
前
が
そ
の
連
続
性
を

示
唆
す
る
だ
け
で
な
く
、
彼
女
が
天
性
の
演
技
性
を
持
つ
女
性
で
、
そ
れ
が
彼
女

の
魅
力
の
一
端
を
な
し
て
い
た
の
も
、
芸
能
者
と
し
て
の
職
能
を
兼
備
し
、
そ
れ

を
含
め
た
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
に
よ
っ
て
「
人
心
ヲ
蕩ま

ど

ハ
シ
」（『
見
遊
女
序
』）
て
い

た
遊
女
た
ち
と
の
繋
が
り
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
が
彼
女
の

起
点
に
あ
る
松
子
の
輪
郭
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。

６　
『
陰
翳
礼
讃
』
の
美
学

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『
蘆
刈
』
は
関
西
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
谷
崎

の
な
か
に
次
第
に
せ
り
上
が
っ
て
き
た
、
中
古
・
中
世
の
王
朝
文
化
の
在
り
処
と

し
て
の
京
都
と
い
う
時
空
に
対
す
る
憧
憬
を
、
す
で
に
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
牽

引
を
受
け
取
っ
て
い
た
〈
大
阪
的
〉
な
生
命
感
と
融
合
す
る
形
で
表
象
し
た
作
品

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。と
く
に
京
都
と
い
う
地
に
長
く
堆
積
し
た
王
朝
文
化
は
、

こ
の
国
の
風
土
と
結
び
つ
い
た
文
化
の
形
を
提
示
し
て
い
る
点
で
、
谷
崎
に
と
っ

て
は
〈
西
洋
〉
と
〈
近
代
〉
を
相
対
化
す
る
よ
す
が
と
な
る
。『
陰
翳
礼
讃
』
は

そ
う
し
た
地
点
か
ら
日
本
の
伝
統
文
化
の
特
質
を
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
伝
統
的
な
寺
院
や
家
屋
が
は
ら
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
「
闇
」
や
「
陰
翳
」

が
人
の
心
を
落
ち
着
か
せ
る
と
い
う
感
想
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
そ
れ
を
背
景
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
箔
を
使
っ
た
蒔
絵
や
僧
侶
の
ま
と
う
金
襴
の
袈
裟
が
映
え

る
と
い
う
美
学
が
語
ら
れ
、
そ
の
「
闇
」
を
放
逐
し
て
し
ま
っ
た
の
が
西
洋
追
従

の
近
代
化
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
西
洋
人
の
白

皙
の
肌
と
は
異
質
な
日
本
人
の
黄
色
い
肌
も
〈
翳
り
〉
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
さ
れ
、

ま
た
日
本
人
が
器
や
宝
石
に
つ
い
て
「
浅
く
冴
え
た
も
の
よ
り
も
、
沈
ん
だ
翳
り

の
あ
る
も
の
を
好
む
」
の
も
、「
陰
翳
」
に
対
す
る
愛
着
の
一
環
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
語
ら
れ
る
谷
崎
の
美
意
識
は
、『
蓼
喰
ふ
虫
』
の
な
か
で
、
主
に
美
佐

子
の
父
の
趣
味
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
価
値
観
を
、
実
例
の
範
囲
を
拡
げ
な
が
ら

よ
り
詳
細
に
展
開
さ
せ
た
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
。『
蓼
喰
ふ
虫
』
に
「
老
人
」

と
し
て
登
場
す
る
美
佐
子
の
父
は
京
都
に
住
む
東
京
人
で
あ
る
点
で
、
近
代
日
本

を
相
対
化
す
る
谷
崎
自
身
の
眼
差
し
を
分
有
す
る
人
物
で
、
彼
が
披
瀝
す
る
「
雪

隠
哲
学
」
は
『
陰
翳
礼
讃
』
で
語
ら
れ
る
も
の
と
ほ
と
ん
ど
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
美
佐
子
の
父
が
「
湯
殿
や
雪
隠
を
真
つ
白
に
す
る
の
は
西
洋
人
の
馬

鹿
な
考
」
で
あ
り
、「
す
べ
て
体
か
ら
流
れ
出
る
汚
物
は
、
何
処
ま
で
も
慎
み
深

く
闇
に
隠
し
て
し
ま
ふ
の
が
礼
儀
で
あ
る
」
と
語
る
よ
う
に
、『
陰
翳
礼
讃
』
で

も
「
私
は
、
京
都
や
奈
良
の
寺
院
へ
行
つ
て
、
昔
風
の
、
う
す
ぐ
ら
い
、
さ
う
し

て
而
も
掃
除
の
行
き
届
い
た
厠
へ
案
内
さ
れ
る
毎
に
、
つ
く
〴
〵
日
本
建
築
の
有

難
み
を
感
じ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
タ
イ
ル
や
白
い
磁
器
で
便
所
を
覆
っ
た
り
す
る

こ
と
に
異
議
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

　
『
陰
翳
礼
讃
』
で
は
、
今
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
局
所
的
な
好
み

か
ら
「
日
本
建
築
」
と
い
う
総
体
的
な
文
化
の
様
式
に
論
が
拡
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
特
徴
で
、
現
在
に
至
る
ま
で
建
築
を
中
心
と
し
た
日
本
文
化
論
の
代
表
的
な

も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
建
築
家
の
磯
崎
新
は
、『
空

間
へ
』（
美
術
出
版
社
、
一
九
七
一
）
で
、「
日
本
の
建
築
空
間
が
す
ぐ
れ
て
闇
そ

の
も
の
に
ひ
た
っ
て
」
お
り
、「
そ
の
闇
の
な
か
に
き
ら
め
く
光
の
つ
く
る
陰
翳

こ
そ
が
空
間
を
き
わ
だ
た
せ
特
徴
づ
け
」
る
機
構
を
谷
崎
が
認
識
し
て
い
る
と
い

う
把
握
を
示
し
て
い
る
。
磯
崎
は
谷
崎
が
近
代
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
あ
か
ら
さ
ま

に
否
定
し
て
「
日
本
の
伝
統
的
な
座
敷
へ
の
郷
愁
を
む
き
だ
し
に
し
て
い
る
の
を

好
ま
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
日
本
建
築
に
対
す
る
洞
察
の
鋭
さ
と
、「
光
と
影

が
つ
く
り
だ
す
美
意
識
を
発
揮
し
た
点
」
を
高
く
評
価
し
て
も
い
る
。

　

こ
の
磯
崎
の
把
握
に
お
け
る
「
光
」
と
は
、
先
に
触
れ
た
、
蒔
絵
の
金
箔
や
金

襴
の
袈
裟
が
闇
に
拮
抗
し
つ
つ
放
つ
輝
き
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
光

と
影
」
と
い
う
二
元
論
的
な
図
式
で
谷
崎
の
趣
旨
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
は
妥
当
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で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
西
洋
的
な
美
学
で
あ
り
、
絵
画
に

お
い
て
も
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
ヴ
ェ
ラ
ス
ケ
ス
の
肖
像
画
な
ど
に
典
型
的
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
光
に
照
ら
さ
れ
た
部
分
と
照
ら
さ
れ
な
い
影
の
部
分
が
つ
く
る
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
に
、
人
間
が
抱
え
た
内
面
の
深
さ
を
暗
示
す
る
と
い
う
手
法
が
し
ば
し

ば
採
ら
れ
て
き
た
。
一
方
谷
崎
が
語
っ
て
い
る
日
本
建
築
の
「
陰
翳
」
は
、
内
部

の
空
間
全
体
を
覆
う
闇
で
あ
り
、
そ
れ
を
背
景
と
す
る
こ
と
で
金
箔
の
輝
き
や
、

あ
る
い
は
漆
器
の
光
沢
や
炊
き
あ
が
っ
た
飯
の
白
さ
が
浮
か
び
上
が
っ
た
り
す
る

と
こ
ろ
に
、
独
特
の
美
が
看
取
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
谷
崎
が
あ
ら
た
め
て
見
出
し
た
日
本
的
な
美
学
と
し
て
説
得
力
を
も
つ

が
、
そ
の
前
提
を
な
す
、
日
本
建
築
の
内
部
を
闇
を
は
ら
ん
だ
〈
暗
い
〉
空
間
と

し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
谷
崎
の
眼
差
し
に
は
、
疑
念
を
投
げ
か
け
る
余
地
が
あ
る

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
客
観
的
に
見
れ
ば
、
伝
統
的
な
日
本
建
築
の
内
部
は
、
少
な

く
と
も
昼
間
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
〈
暗
く
〉
な
い
か
ら
だ
。
従
来
と
く
に
西
洋

人
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
日
本
家
屋
の
特
徴
は
、
壁
面
が
少
な
く
窓

を
大
き
く
と
っ
た
開
放
性
に
あ
り
、
光
と
風
は
む
し
ろ
自
由
に
そ
こ
に
入
り
込
み

が
ち
で
あ
る
。
た
と
え
ば
明
治
時
代
の
お
雇
い
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
エ
ド
ワ
ー

ド
・
Ｓ
・
モ
ー
ス
は
、
動
物
学
者
で
あ
り
な
が
ら
日
本
家
屋
に
強
い
関
心
を
示
し
、

『
日
本
人
の
住
ま
い
』（
一
八
八
六
）
と
い
う
著
書
を
遺
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は

家
具
を
室
内
に
ほ
と
ん
ど
置
か
ず
、
木
や
紙
と
い
っ
た
自
然
の
素
材
の
感
触
を
極

力
生
か
そ
う
と
す
る
日
本
家
屋
の
特
徴
に
つ
い
て
、
重
厚
な
家
具
を
並
べ
た
西
洋

家
屋
の
そ
れ
と
比
べ
て
肯
定
的
に
語
っ
て
い
る
。

ニ
ス
仕
上
げ
の
家
具
が
作
り
出
す
迷
路
の
よ
う
な
部
屋
を
思
い
出
す
と
き
に
、

わ
た
く
し
の
心
に
甦
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
部
屋
に
ま
と
も
に
足
を
踏
み
入

れ
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
労
力
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
対
照
的
に
、
部
屋
の
大
き
さ
か
ら
く

る
制
約
は
あ
る
に
し
て
も
、
日
本
家
屋
が
与
え
て
く
れ
る
新
鮮
な
空
気
と
ふ
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
ん
に
注
ぎ
込
む
光

0

0

0

0

0

0

0

0

と
を
享
受
し
て
い
る
と
、
わ
た
く
し
は
、
自
国
で
住
み
慣

れ
て
い
た
あ
の
窒
息
し
そ
う
な
部
屋
々
々
を
、
快
い
気
分
で
思
い
起
こ
す
こ
と

は
到
底
で
き
な
い
。	

（
傍
点
引
用
者
、
斎
藤
正
二
・
藤
本
潤
一
訳
）（

17
）

　

ま
た
桂
離
宮
を
称
揚
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
建
築
家
の
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
は
、

一
九
三
三
年
か
ら
三
年
半
日
本
で
生
活
し
て
い
る
が
、
は
じ
め
違
和
感
を
覚
え
つ

つ
も
、
次
第
に
日
本
の
家
屋
が
そ
の
自
然
・
風
土
の
条
件
に
か
な
っ
た
空
間
を
生

活
者
に
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
。
と
く
に
高
温
多
湿
に
な
る
夏

を
し
の
ぐ
こ
と
が
日
本
で
の
生
活
の
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
日
本
家
屋
が
基
本
的

に
そ
れ
に
対
応
す
る
作
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。
彼
は
あ
る
夏

に
群
馬
県
の
県
庁
知
事
室
を
訪
れ
た
際
、〈
西
洋
風
〉
に
建
造
さ
れ
た
こ
の
建
物

の
室
内
が
暑
熱
の
た
め
に
お
そ
ろ
し
く
不
快
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
伝
統
的
な
家

屋
が
い
か
に
日
本
の
風
土
に
適
っ
て
い
る
か
を
認
識
し
、「
雨
と
強
い
陽
差
し
と

0

0

0

0

0

0

を
遮
ぎ
る
た
め
に
出
の
深
い
庇
を
設
け
る
の
は
し
ご
く
当
然

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
し
、
ま
た
座
敷
の

前
の
縁
側
も
、
畳
を
直
接
雨
に
あ
て
な
い
た
め
に
必
須
の
設
備
で
あ
る
」（
傍
点

引
用
者
、
篠
田
英
雄
訳
）	 （

18
）
と
記
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
も
、
夏
の
高
温
多
湿
に
対
抗
す
る
た
め
に
開
口
部
を
大
き
く
と
っ
て
風

通
し
を
良
く
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
、
日
本
家
屋
の
基
本
的
な
条
件
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
過
剰
に
入
り
込
み
が
ち
に
な

る
日
光
と
雨
か
ら
室
内
空
間
を
隔
て
る
た
め
に
、
深
い
庇
と
縁
側
が
設
け
ら
れ
る

こ
と
な
る
と
い
う
形
で
日
本
家
屋
の
合
理
性
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
モ
ー
ス

や
タ
ウ
ト
が
日
本
家
屋
の
室
内
を
〈
明
る
い
〉
空
間
と
し
て
実
感
す
る
の
は
、
む

し
ろ
彼
ら
が
〈
西
洋
人
〉
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
面
が
あ
る
。
欧
米
の
石
造

り
の
重
厚
な
家
屋
の
場
合
は
、
壁
面
自
体
の
重
量
に
耐
え
る
た
め
に
窓
は
縦
長
に

な
り
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
十
八
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
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に
か
け
て
課
せ
ら
れ
て
い
た
「
窓
税
」
へ
の
対
応
と
し
て
、
既
存
の
窓
を
つ
ぶ
し

た
り
、
実
際
に
は
開
口
し
て
い
な
い
見
せ
か
け
の
窓
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
も
少
な

く
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
生
理
的
に
も
西
洋
人
の
瞳
の
方
が
総
じ
て
ま
ぶ
し
さ
に
弱

い
た
め
、現
在
で
も
室
内
全
体
を
照
明
で
照
ら
す
こ
と
を
好
ま
な
い
傾
向
が
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
谷
崎
の
前
提
に
反
し
て
、
現
実
に
は
日
本
家
屋
の
室
内
が
西
洋
家

屋
の
室
内
よ
り
も
暗
く
、闇
に
満
ち
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
現
に『
陰

翳
礼
讃
』
に
お
い
て
も
、
欧
州
か
ら
帰
国
し
た
知
人
の
情
報
と
し
て
、「
欧
州
の

都
市
に
比
べ
る
と
東
京
や
大
阪
の
夜
は
格
段
に
明
る
い
。
巴
里
な
ど
で
は
シ
ヤ
ン

ゼ
リ
ゼ
エ
の
真
ん
中
で
も
ラ
ム
プ
を
燈
す
家
が
あ
る
の
に
、
日
本
で
は
余
程
辺
鄙

な
山
奥
へ
で
も
行
か
な
け
れ
ば
そ
ん
な
家
は
一
軒
も
な
い
。
恐
ら
く
世
界
ぢ
ゆ
う

で
電
燈
を
贅
沢
に
使
つ
て
ゐ
る
国
は
亜
米
利
加
と
日
本
で
あ
ら
う
」
と
い
う
、
現

代
日
本
を
覆
っ
て
い
る
〈
明
る
さ
〉
へ
の
志
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
「
陰
翳
」
や
「
闇
」
へ
の
愛
着
は
、
西
洋
の

伝
統
に
で
は
な
く
、
そ
の
観
念
的
な
模
倣
と
し
て
瀰
漫
す
る
よ
う
に
な
っ
た
近
代

日
本
の
趨
勢
に
対
比
さ
れ
る
嗜
好
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
谷
崎
の
世
界
に
お
い
て
は

〈
京
都
〉
の
位
相
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

		

そ
し
て
冒
頭
近
く
で
「
京
都
や
奈
良
の
寺
院
」
の
「
昔
風
の
、
う
す
ぐ
ら
い
、

さ
う
し
て
而
も
掃
除
の
行
き
届
い
た
厠
」
が
、「
真
つ
白
な
磁
器
で
出
来
て
ゐ
て
、

ピ
カ
ピ
カ
光
る
金
属
製
の
把
手
な
ど
が
附
い
て
ゐ
る
」
現
代
の
水
洗
式
の
便
器
と

対
比
さ
れ
つ
つ
、「
日
本
建
築
の
有
難
み
」
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て

い
る
の
は
、
日
本
の
伝
統
文
化
が
本
来
〈
暗
さ
〉
を
は
ら
ん
で
成
り
立
っ
て
い
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
〈
暗
さ
〉
は
す
な
わ
ち
自
然
が
も
つ
属
性
に
ほ
か

な
ら
な
い
。『
恋
愛
及
び
色
情
』
で
谷
崎
は
、「
現
代
の
夜
が
太
陽
光
線
以
上
の
眩

惑
と
光
彩
と
を
以
て
女
の
裸
体
を
隈
な
く
照
ら
し
出
す
の
に
反
し
て
、
古
へ
の
夜

は
神
秘
な
暗
黒
の
帳
を
以
て
、
垂
れ
こ
め
て
ゐ
る
女
の
姿
を
尚
そ
の
上
に
も
包
ん

だ
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、〈
明
る
い
夜
〉
が
近
代
文
明
の
産
物
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
闇
に
閉
ざ
さ
れ
た
夜
は
自
然
が
人
間
に
与
え
た
本
来
の
環
境
で
あ

り
、
そ
の
闇
を
分
有
す
る
こ
と
は
文
化
や
文
明
を
人
工
の
く
び
き
か
ら
解
放
し
、

自
然
の
側
に
引
き
寄
せ
る
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

谷
崎
に
と
っ
て
文
化
と
は
自
然
と
人
為
の
あ
わ
い
に
成
り
立
つ
所
産
で
あ
り
、

自
然
の
源
泉
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
生
活
の
利
便
は
文
化
の
名
に
値
し
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
水
無
瀬
で
営
ま
れ
て
い
た
後
鳥
羽
院
ら
の
王
朝
の
風
雅
に
し
て
も
、
前

節
で
触
れ
た
よ
う
に
こ
の
地
の
自
然
を
侵
犯
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ

が
自
然
の
景
勝
に
恵
ま
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
離
宮
が
造
営
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。『
蓼

喰
ふ
虫
』
に
出
て
く
る
「
ず
く
し
」
や
吉
野
紙
は
、
自
然
と
人
為
を
折
り
合
わ
せ

た
と
こ
ろ
に
成
る
谷
崎
的
文
化
の
典
型
で
あ
っ
た
が
、『
陰
翳
礼
讃
』
で
も
末
尾

近
く
で
、
荒
巻
の
鮭
と
柿
の
葉
を
使
っ
た
柿
の
葉
寿
司
が
素
朴
な
美
味
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
日
本
家
屋
の
「
陰
翳
」
を
称
揚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
こ

の
エ
ッ
セ
イ
が
こ
う
し
た
話
題
で
収
束
し
て
い
る
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
谷
崎

的
な
「
闇
」
や
翳
り
が
自
然
世
界
か
ら
湧
出
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
、
中
盤
で
言
及
さ
れ
て
い
る
日
本
の
水
晶
に
つ
い
て
、「
奥
の
方
に
不
透

明
な
固
形
物
が
混
入
し
て
い
る
の
を
、
む
し
ろ
わ
れ
〳
〵
は
喜
ぶ
」
の
も
同
断
で

あ
る
。

　

こ
う
し
た
自
然
の
産
物
に
つ
い
て
も
透
明
な
も
の
よ
り
も
、
翳
り
の
あ
る
不
透

明
な
も
の
を
好
む
傾
向
は
、
当
然
日
本
的
な
美
意
識
で
あ
る
「
わ
び
・
さ
び
」、

な
か
で
も
長
い
時
間
的
な
堆
積
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
閑
寂
な
味
わ
い
で
あ
る

「
さ
び
」
に
近
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
物
質
的
な
欠
乏
を
む
し
ろ
愉
し
む
境

地
で
あ
る
「
わ
び
」
に
対
し
て
、「
さ
び
」
が
含
意
す
る
時
間
の
堆
積
は
、
同
時

に
物
が
人
間
の
振
舞
い
や
眼
差
し
と
長
く
交
わ
り
つ
づ
け
た
関
係
の
持
続
で
も
あ

る
が
、『
陰
翳
礼
讃
』
に
も
「
長
い
年
月
の
間
に
、
人
の
手
が
触
つ
て
、
一
つ
所

を
つ
る
〳
〵
撫
で
ゝ
ゐ
る
う
ち
に
、自
然
と
脂
が
沁
み
込
ん
で
来
る
や
う
に
な
る
、

そ
の
つ
や
」で
あ
る「
な
れ
」と
い
う
価
値
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
な
れ
」は「
さ
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び
」
よ
り
も
人
間
と
愛
着
の
対
象
と
の
触
覚
的
な
交
渉
を
よ
り
強
く
は
ら
ん
で
い

る
が
、こ
う
し
た
皮
膚
感
覚
的
な
交
わ
り
が
主
題
化
さ
れ
た
の
が
『
春
琴
抄
』（『
中

央
公
論
』一
九
三
三
・
六
）や『
盲
目
物
語
』（『
中
央
公
論
』一
九
三
一
・
九
）と
い
っ

た
、「
闇
」
を
抱
え
て
生
き
る
人
び
と
を
描
い
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
そ
の
点
で
は
、伝
統
的
な
日
本
家
屋
に
澱
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
「
闇
」

は
人
間
と
物
、
人
間
と
人
間
が
よ
り
親
密
な
関
係
を
結
ぶ
た
め
の
機
縁
と
し
て
眺

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
註
〕

（
１
）	

野
口
は
こ
の
論
に
お
い
て
と
く
に
大
阪
と
奈
良
・
京
都
を
差
別
化
せ
ず
、
総
体

と
し
て
関
西
と
い
う
空
間
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
関
西
へ
の
「
エ
キ
ゾ
チ

ズ
ム
」
が
喚
起
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、大
正
十
五
年
（
一
九
一
六
）
に
お
こ
な
っ

た
中
国
旅
行
が
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
小
論
で

は
紙
数
の
都
合
も
あ
っ
て
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
帰
国
後
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る

『
私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
』
で
「「
日
本
」
は
何
処
に
あ
る
か
と
云
へ
ば
、

大
阪
か
ら
中
国
に
至
る
本
土
の
西
半
部
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

〈
日
本
〉
の
再
発
見
を
促
す
契
機
と
し
て
こ
の
旅
行
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
と

い
え
よ
う
。

（
２
）	

江
戸
時
代
の
大
阪
町
人
の
気
質
、様
相
に
つ
い
て
は
主
に
宮
本
又
次『
大
阪
』（
至

文
堂
、
一
九
五
七
）、『
大
阪
町
人
』（
ア
テ
ネ
叢
書
、
一
九
五
七
）
を
参
照
し
た
。

（
３
）	

拙
稿
「
遡
行
す
る
身
体
―
―
『
痴
人
の
愛
』
の
文
化
批
判
」（『〈
作
者
〉
を
め

ぐ
る
冒
険
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
四
、
所
収
）。

（
４
）	

こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
異
性
愛
へ
の
疑
念
―
―
『
蓼
喰
ふ
虫
』『
卍
』
に
お

け
る
性
愛
の
形
」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』
第
98
集
、
二
〇
一
九
）
で
詳
し

く
論
じ
て
い
る
。

（
５
）	

諏
訪
春
雄
『
近
世
の
文
学
と
信
仰
』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
一
）。「
ヒ
メ
ヒ

コ
制
」
自
体
は
諏
訪
の
創
意
で
は
な
く
、倉
塚
曄
子
『
巫
女
の
文
化
』（
平
凡
社
、

一
九
七
九
）
に
依
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
倉
塚
の
論
は
沖
縄
の
巫
女
の
研
究

を
起
点
と
し
て
、
そ
の
文
化
が
大
和
地
方
に
ま
で
及
ん
だ
結
果
と
し
て
『
古
事

記
』『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
兄
妹
関
係
を
分
析
し
、「
ヒ
メ
ヒ
コ
制
」
と
い
う

観
念
を
括
り
出
し
て
い
る
。

（
６
）	

岡
崎
義
恵
『
近
代
日
本
の
小
説
』（『
岡
崎
義
恵
著
作
集
９
』
宝
文
館
、

一
九
五
九
）
所
収
の
「
谷
崎
潤
一
郎
の
「
芦
刈
」」。
こ
こ
で
岡
崎
は
『
蘆
刈
』

と
能
『
蘆
刈
』
と
の
連
関
に
言
及
し
て
い
る
が
、
能
の
『
蘆
刈
』
は
夢
幻
能
で

は
な
く
現
在
能
で
あ
り
、雰
囲
気
は
む
し
ろ『
雨
月
物
語
』に
近
い
と
し
て
い
る
。

（
７
）	

野
口
武
彦
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
前
出
）。

（
８
）	

河
野
多
恵
子
「
解
説
」（『
蘆
刈
・
卍
』
中
公
文
庫
、
一
九
八
五
）。
河
野
は
谷

崎
が
物
語
の
結
末
を
つ
け
か
ね
て
い
る
う
ち
に
、
お
遊
の
別
荘
の
あ
っ
た
辺
り

を
「
今
も
毎
年
さ
ま
よ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
〈
慎
之
助
〉
の
亡
霊
を
、
作

者
は
突
如
と
し
て
感
じ
た
」
の
で
あ
り
、「〈
慎
之
助
〉
の
亡
霊
で
あ
る
〈
そ
の
男
〉

は
正
体
を
見
破
ら
れ
た
恰
好
で
消
え
て
し
ま
う
」
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（
９
）	

秦
恒
平「
お
遊
さ
ま
―
―
わ
が
谷
崎
の『
蘆
刈
』考
」（『
海
』、一
九
七
六
・
七
）、『
谷

崎
潤
一
郎
』（
筑
摩
叢
書
、一
九
八
九
）。
趣
旨
は
両
論
と
も
同
様
で
、〈
葦
間
の
男
〉

が
、
お
静
が
自
分
の
産
み
の
母
で
あ
る
と
言
う
の
は
う
わ
べ
だ
け
の
明
言
で
あ

り
、
実
は
お
遊
の
子
供
で
あ
る
と
し
な
い
と
谷
崎
的
主
題
が
生
き
ず
、「「
男
」

が
お
遊
様
の
産
ん
だ
子
で
な
け
れ
ば
、『
蘆
刈
』
は
奇
妙
に
寂
し
く
物
足
り
な

く
苛
立
た
し
い
生
煮
え
の
作
品
に
な
り
終
る
」（『
谷
崎
潤
一
郎
』）
と
断
定
し

て
い
る
。

（
10
）	
た
つ
み
都
志
『
谷
崎
潤
一
郎　

関
西
の
衝
撃
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
二
）。
た

つ
み
は
『
蘆
刈
』
に
「
継
母
思
慕
」
が
あ
る
と
す
る
が
、
作
中
に
語
ら
れ
る
と

お
り
の
関
係
で
あ
る
と
す
る
と
、
お
遊
は
〈
葦
間
の
男
〉
の
「
叔
母
」
で
あ
っ
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て
「
継
母
」
で
は
な
い
。
た
つ
み
は
「
継
母
」
を
拡
大
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を

主
張
す
る
が
、
す
る
と
「
継
母
思
慕
」
と
い
う
主
題
を
立
て
る
意
味
自
体
が
希

薄
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
11
）	

金
井
清
光
『
能
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
六
九
）
に
よ
る
。
金
井
は
「
能
に

特
有
の
複
式
構
成
は
、
舞
台
上
で
物
着
す
る
か
わ
り
に
中
入
り
を
す
る
も
の
と

考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
正
し
く
理
解
さ
れ
る
。
中
入
り
と
は
鏡
の

間
で
物
着
を
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
金
井
の

意
見
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
複
式
能
が
単
式
能
の
後
に
成
立
し
て
い
る
過
程

を
考
え
れ
ば
、
自
然
に
想
定
し
う
る
変
化
で
あ
ろ
う
。

（
12
）	

投
扇
興
に
つ
い
て
は
高
橋
浩
徳
「
投
扇
興
の
歴
史
と
現
状
」（『Gam

bling	&
	

Gam
ing

』
４
号
、
二
〇
〇
二
）
を
参
照
し
た
。

（
13
）	

谷
崎
松
子
『
倚
松
庵
の
夢
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
）
に
よ
れ
ば
、
松
子

は
も
と
も
と
芥
川
龍
之
介
の
フ
ァ
ン
で
あ
り
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
三
月

に
芥
川
が
大
阪
を
訪
れ
た
際
に
、
南
地
の
茶
屋
の
女
将
の
つ
て
で
会
わ
せ
て
も

ら
い
、
そ
の
時
同
席
し
て
い
た
谷
崎
と
も
初
対
面
の
挨
拶
を
交
わ
し
て
い
る
。

そ
の
翌
日
同
地
の
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
で
彼
ら
と
再
度
会
い
、
そ
こ
で
谷
崎
が
「
勇

ま
し
く
」
踊
る
の
を
見
て
い
る
。
一
方
芥
川
は
踊
ろ
う
と
せ
ず
「
始
終
壁
の
人
」

で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
14
）	

こ
の
お
静
の
輪
郭
は
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
『
蓼
喰
ふ
虫
』
の
お
久
に

近
似
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
谷
崎
が
佐
藤
春
夫
に
譲
渡
す
る
形
で
離
婚
す
る

こ
と
に
な
っ
た
最
初
の
夫
人
で
あ
る
千
代
を
思
わ
せ
、
ま
た
秦
恒
平
も
指
摘
す

る
よ
う
に
、『
細
雪
』
の
三
女
雪
子
あ
る
い
は
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
、
松
子

の
妹
重
子
と
重
ね
ら
れ
る
（『
谷
崎
潤
一
郎
』）。
谷
崎
は
彼
女
た
ち
に
そ
れ
な

り
の
美
点
を
認
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
を
本
当
に
惹
き
付
け
る
の
と
は

違
う
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
15
）	

山
崎
の
歴
史
に
つ
い
て
は
『
大
山
崎
町
史
』（
前
出
）、『
河
陽
離
宮
と
水
無
瀬

離
宮
』（
大
山
崎
町
資
料
館
、
二
〇
一
五
）
を
参
照
し
た
。

（
16
）	『
河
陽
離
宮
と
水
無
瀬
離
宮
』（
前
出
）
に
よ
れ
ば
、
後
鳥
羽
院
は
隠
岐
に
い
る

間
も
歌
論
の
編
纂
を
め
ぐ
っ
て
在
京
の
廷
臣
た
ち
と
連
絡
を
取
り
つ
づ
け
、
水

無
瀬
離
宮
を
預
か
っ
て
い
た
藤
原
信
成
、
親
成
父
子
に
宛
て
た
置
文
で
、
水
無

瀬
を
誤
り
な
く
知
行
し
、
菩
提
を
弔
う
よ
う
に
要
望
し
て
い
る
。

（
17
）	

エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｓ
・
モ
ー
ス
『
日
本
人
の
住
ま
い
』（
斎
藤
正
二
・
藤
本
潤
一

訳
、
八
坂
書
房
、
二
〇
〇
〇
、
原
著
は
一
八
八
六
）。
な
お
原
題
はJapanese 

H
ouses and T

heir Surroundings （
日
本
の
家
屋
と
そ
の
環
境
）
で
あ
る
。

（
18
）	

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
『
日
本
の
家
屋
と
生
活
』（
篠
田
英
雄
訳
、
一
九
六
六
、

原
著
は
一
九
三
六
）。
モ
ー
ス
も
タ
ウ
ト
も
、
兼
好
法
師
が
語
っ
た
よ
う
に
「
夏

を
旨
」
と
す
る
べ
く
日
本
家
屋
が
で
き
て
い
る
と
い
う
印
象
を
強
く
持
っ
て
い

る
。
そ
こ
か
ら
と
も
に
日
本
家
屋
の
起
源
が
南
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
可
能
性
を
自
然
に
想
起
し
て
い
る
。
モ
ー
ス
は
「
南
方
諸
国
、と
く
に
マ
レ
ー

半
島
諸
国
」
に
、
タ
ウ
ト
は
ポ
リ
ネ
シ
ア
諸
島
の
「
杭
上
家
屋
」
に
、
日
本
家

屋
の
起
源
が
求
め
ら
れ
る
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
が
、
と
も
に
言
及
に
と
ど

ま
り
、
と
く
に
タ
ウ
ト
は
自
身
が
挙
げ
て
い
る
起
源
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
。

（
し
ば
た　

し
ょ
う
じ　

東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
国
際
日
本
学
研
究
院		

教
授
）
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Fusing Images of Osaka and Kyoto:
Ashikari and Junichiro Tanizaki's Theory of Japanese Culture

SHIBATA Shoji

KEYWORDS: Osaka, Kyoto, temperament, cultural tradition, shadow

Junichiro Tanizaki moved to Japan’s Kansai region in the aftermath of the Great Kanto 
Earthquake of 1923.  He remained there for many years and continued to publish after writing his 
famous novel Chijin no Ai (Naomi).  Many scholars have analyzed how Tanizaki’s move to Kansai 
and experiences there influenced his work.  In fact, examinations of Tanizaki’s work from his time 
in Tokyo reveal that he was uncomfortable with people from Kansai even before moving there.  
Tanizaki’s writings reveal that he felt that Osakans were more aggressive and open-minded than their 
counterparts in Tokyo.  In early novels, such as 1912’s Demon, he depicts female characters with a 
temperament similar to the one he encountered in Osaka.  While adapting to life in the Kansai region, 
brash, aggressive female characters came to feature more frequently in Tanizaki’s work.  Naomi is a 
typical example.

In contrast, Tanizaki regarded Kyoto, a city with long-established cultural traditions, as a noble 
and elegant world.  In Ashikari, Tanizaki fuses together images of Osaka and Kyoto to create a hybrid 
world in which Osaka’s garishness coexists with the elegance of Kyoto.  In the book, the narrator 
visits Yamazaki and hears a strange story from a man he meets at the riverside about his father and two 
women.  One of the women, Oyu, had a graceful beauty and lively but brash effervescence.  According 
to the man, Oyu developed a strong attachment to the narrator’s father.  In other words, she embodies 
the duality found in Ashikari, which fuses Tanizaki’s images of Kyoto and Osaka.  Importantly, the 
tale is set in Yamazaki, a hybrid space located between Osaka and Kyoto where the cultures of both 
regions overlapped and intermingled.  

During the early stages of his life in Kansai, Kyoto did not feature prominently in Tanizaki’s 
work.  Gradually, however, it came to appear in many of his stories.  Praise of Shadows is evidence of 
that fact.  The story is an exaltation of Japanese culture, wherein that culture is described using images 
of shadow and darkness.  The culture that he describes, however, is not that of Japan in its entirety 
but of Kyoto.  In addition, rather than discussing Japanese culture in relation to that of the West, he 
contrasts the traditional culture of Kyoto with modern Japanese urban culture.
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