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偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク

　
―
芥
川
龍
之
介
、
谷
崎
潤
一
郎
、
そ
し
て
石
川
淳

―

　
杉
浦
　
晋
*

*

す
ぎ
う
ら
・
す
す
む
、
埼
玉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
教
授
、
日
本
近
現
代
文
学

【
要
旨
】
偽
書
は
、
事
実
（
フ
ァ
ク
ト
）
も
し
く
は
現
実
（
リ
ア
ル
）
と
虚
構
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
と
の
あ
い
だ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
も
う
一
つ
の
虚
構
（
フ
ェ
イ
ク
）
で

あ
り
、
独
特
の
事
実
＝
現
実
ら
し
さ
（
リ
ア
リ
テ
ィ
）
を
虚
構
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
に
与
え
る
。
芥
川
龍
之
介
「
奉
教
人
の
死
」
、
谷
崎
潤
一
郎
「
春
琴
抄
」
、
石
川
淳
「
喜
寿

童
女
」
と
い
っ
た
偽
書
の
趣
向
に
基
づ
く
近
代
以
降
の
小
説
は
、
現
実
を
拒
絶
し
て
虚
構
に
向
か
う
指
向
と
あ
わ
せ
て
、
近
代
以
前
の
諸
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
自
ら
を
根
拠
づ

け
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
指
向
を
有
す
る
。
森
鷗
外
の
歴
史
小
説
や
史
伝
は
そ
の
先
例
と
み
な
さ
れ
、
た
と
え
ば
「
喜
寿
童
女
」
は

「
渋
江
抽
斎
」
に
な
ら
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
偽
書
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
文
学
の
想
像
力
の
本
質
に
か
か
わ
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
：
偽
書　

フ
ェ
イ
ク　

芥
川
龍
之
介
「
奉
教
人
の
死
」　

谷
崎
潤
一
郎
「
春
琴
抄
」　

石
川
淳
「
喜
寿
童
女
」　

森
鷗
外
「
渋
江
抽
斎
」

　
　
　

一　

事
実
も
し
く
は
現
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
の
あ
い
だ

　

近
代
以
降
の
日
本
の
小
説
に
お
い
て
、
虚
構
を
事
実
（
フ
ァ
ク
ト
）
も
し
く
は
現

実
（
リ
ア
ル
）
に
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
ぎ
ゃ
く
に
い
え
ば
そ
れ
ら
に
取
材
し
た
虚

構
を
う
み
だ
す
た
め
に
、
実
在
の
書
物
（
文
献
）
を
典
拠
と
し
た
例
は
少
な
く
な

い
。
後
述
す
る
森
鷗
外
の
歴
史
小
説
や
史
伝
は
、
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
書
物
の
実
在
す
ら
事
実
で
は
な
く
、
虚
構
で
あ
る
と
い
う
例
は
、
ご
く
少
な
い
。

こ
の
場
合
、
小
説
の
虚
構
は
、
事
実
も
し
く
は
現
実
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
偽
書
と

い
う
べ
つ
の
虚
構
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

二
つ
の
虚
構
の
関
係
は
、
あ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
っ
て

も
よ
い
）
の
内
部
に
お
け
る
メ
タ
レ
ベ
ル
／
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
レ
ベ
ル
の
関
係
と
し

て
、
基
本
的
に
は
と
ら
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
稿
で
と
り

あ
げ
る
三
篇
の
小
説
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
篇
に
つ
い
て
は
、
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
レ

ベ
ル
と
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
内
包
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
偽
書
が
、
そ
の
外
部
で

実オ

ブ

ジ

ェ

ク

ト

在
す
る
も
の
と
誤
解
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
虚
構
が
事
実
も
し
く

は
現
実
と
し
て
受
容
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
内
部
か
ら
だ
け
で
は
と
ら
え
が
た
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
内
部
と
外
部
に
わ
た
る

偽
書
と
い
う
「
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
二
重
性
を
と
ら
え
る
た
め
に
、
小
説
そ
れ
自
体

の
虚
構
と
偽
書
の
虚
構
と
を
区
別
し
、
前
者
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
後
者
を
フ
ェ
イ
ク

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る（

１
）

 

。

　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
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事
実
も
し
く
は
現
実
の
装
い
を
与
え
ら
れ
る
。
ぎ
ゃ
く
に
事
実
も
し
く
は
現
実
は
、

こ
の
フ
ェ
イ
ク
を
つ
う
じ
て
、
い
く
ら
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
自
在
さ
を
獲
得
す
る
と

い
え
る
。
い
わ
ば
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
は
、
事
実
も
し
く
は
現
実
と
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
の
あ
い
だ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
虚
構
で
あ
る
。
そ
れ
は
小
説
の
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
に
内
包
さ
れ
つ
つ
、
一
方
で
事
実
も
し
く
は
現
実
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
そ

れ
ら
の
ま
が
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ま
が
い
も
の
で
も
あ
る
。

　

事
実
も
し
く
は
現
実
の
側
か
ら
と
ら
え
る
な
ら
、
こ
う
し
た
フ
ェ
イ
ク
の
存
在

は
、
そ
れ
ら
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
境
界
を
揺
る
が
し
、
そ
れ
ら
へ
の
信
頼
性
を
大
き

く
損
な
う
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
偽
書
を
作
っ
た
り
広
め
た
り
す
る
行
為
は
、
一

般
に
糾
弾
の
対
象
と
な
る
。

　

し
か
し
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
側
か
ら
と
ら
え
る
な
ら
、
い
い
か
え
れ
ば
そ
の
機
能

の
一
部
と
し
て
フ
ェ
イ
ク
を
と
ら
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
独
特
の
リ

ア
リ
テ
ィ
（
事
実
＝
現
実
ら
し
さ
）
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
偽
書
と

い
う
フ
ェ
イ
ク
の
そ
う
し
た
機
能
ぶ
り
を
、
三
篇
の
小
説
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み

た
い
。

　
　
　

二　

芥
川
龍
之
介
「
奉
教
人
の
死
」

　

芥
川
龍
之
介
の
短
篇
「
奉
教
人
の
死
」
（
一
九
一
八
・
九
）
の
あ
ら
す
じ
は
、
以
下

の
と
お
り
。　

　

キ
リ
ス
ト
教
の
寺
院
の
門
前
に
行
き
倒
れ
て
い
た
ろ
う
ら
ん
は
、
信
仰
あ
つ
く

育
っ
た
が
、
傘
張
の
娘
と
姦
淫
し
た
咎
で
追
放
さ
れ
た
。
一
年
後
、
大
火
か
ら
娘
の

子
を
救
っ
た
ろ
う
ら
ん
の
、
焼
け
た
着
物
の
隙
間
か
ら
乳
房
が
あ
ら
わ
れ
、
人
々
を

驚
か
せ
た
。
程
な
く
彼
女
は
息
絶
え
た
（
一
）
。
こ
の
物
語
は
「
予
」
＝
「
芥
川
龍

之
介
」
架
蔵
の
一
書
『
れ
げ
ん
だ
・
お
れ
あ
』
に
よ
る
（
二
）
。

　

こ
の
『
れ
げ
ん
だ

・

お
れ
あ
』
（
黄
金
伝
説
の
意
。
一
般
に
聖
人
伝
を
指
す
）
は

偽
書
で
あ
り
、
の
ち
に
つ
ま
び
ら
か
に
さ
れ
た
と
お
り
、
本
作
の
典
拠
は
べ
つ
に
実

在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
本
作
発
表
後
す
ぐ
に
、
内
田
魯
庵
、
和
田
維つ

な

四
郎
ら
当
代

の
識
者
が
『
れ
げ
ん
だ
・
お
れ
あ
』
の
実
在
を
信
じ
、
芥
川
に
借
覧
、
譲
渡
を
求
め

た
こ
と
が
、
薄
田
泣
菫
ら
に
よ
っ
て
ゴ
シ
ッ
プ
と
し
て
広
ま
っ
た
。
本
作
の
初
刊

（
一
九
一
九
・
一
）
に
際
し
て
、
芥
川
が
末
尾
の
自
署
を
削
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
誤

解
を
回
避
す
る
意
図
か
ら
だ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
自
署
は
、
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク

と
あ
わ
せ
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
担
保
す
る
一
要
素
で
あ
っ
た
が
、
作
者
の
実
在
に
裏

付
け
ら
れ
た
そ
の
自
明
の
事
実
性
ゆ
え
に
、
い
き
お
い
事
実
ら
し
さ
の
「
ら
し
さ
」

を
損
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
内
部
を
、
そ
れ
が
作

品
で
あ
る
と
い
う
外
部
の
現
実
に
短
絡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

短
篇
「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
」
（
一
九
一
九
・
三
、
五
）
で
も
、
つ
づ
け
て
『
れ

げ
ん
だ
・
お
れ
あ
』
が
典
拠
と
う
た
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
趣
向
へ
の
芥
川
の
こ
だ
わ

り
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
を
考
え
る
う
え
で
、
つ
ぎ
の
細
川
正
義（

２
）

 

の
よ
う

な
見
解
は
手
が
か
り
に
な
る
。

そ
し
て
、
「
は
ら
い
そ
」
の
「
ぐ
ろ
り
あ
」
を
仰
ぎ
見
つ
つ
「
安
ら
か
な
ほ
ほ

笑
み
」
を
浮
べ
て
息
絶
え
た
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
［
初
刊
時
に
「
ろ
お
ら
ん
」
か

ら
改
稿
］
の
姿
こ
そ
、
真
実
世
界
へ
の
飛
翔
に
美
化
さ
れ
た
人
間
の
実
在
を
見

よ
う
と
し
て
い
た
芥
川
が
、
一
種
の
仰
望
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
深
く
眼

を
注
い
で
い
た
、
そ
の
芥
川
の
心
情
が
全
的
に
託
さ
れ
た
姿
で
あ
っ
た
と
言
え

る
の
で
あ
る
。

　

「
奉
教
人
の
死
」
の
物
語
が
う
み
だ
さ
れ
た
背
景
に
、
現
実
を
厭
い
「
真
実
世
界

へ
の
飛
翔
」
を
望
ん
だ
「
芥
川
の
心
情
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
一
方
で
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
作
り
話
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
芥
川

が
「
仰
望
」
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
の
伝
統
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
必
要
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が
あ
っ
た
。
か
く
し
て
本
作
の
物
語
は
、
ず
い
ぶ
ん
リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
い
た
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
（
男
性
ば
か
り
の
寺
院
で
育
っ
た
ろ
う
ら
ん
が
、
つ
い
ぞ
女
性
と
気
づ
か
れ

な
い
な
ど
、
様
々
な
不
自
然
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
と
、
あ
ま
た
の
聖
人
伝

の
実
在
と
い
う
事
実
の
あ
い
だ
に
、
前
者
と
し
て
「
美
化
さ
れ
」
つ
つ
、
後
者
に

よ
っ
て
一
定
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
与
え
ら
れ
た
虚
構
と
し
て
生
成
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
い
わ
ば
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
の
設
定
に
応
じ
て
、
そ
れ
を
内
包
し
た
本
作
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
全
体
も
、
大
き
く
フ
ェ
イ
ク
に
傾
斜
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

三　

谷
崎
潤
一
郎
「
春
琴
抄
」

　

谷
崎
潤
一
郎
の
中
篇
「
春
琴
抄
」
（
一
九
三
三
・
六
）
の
あ
ら
す
じ
は
、
以
下
の
と

お
り
。

　

こ
の
物
語
は
、
弟
子
の
検
校
（
佐
助
）
が
著
し
た
と
お
ぼ
し
い
、
「
近
頃
私
の
手

に
入
れ
た
」
『
鵙も

ず

屋
春
琴
伝
』
と
題
さ
れ
た
小
冊
子
に
よ
る
。
卓
越
し
た
技
量
の
盲

目
の
三
味
線
師
匠
、
春
琴
に
、
と
も
に
年
少
の
頃
か
ら
仕
え
る
佐
助
は
、
春
琴
が
そ

の
美
貌
を
傷
つ
け
ら
れ
る
や
、
自
ら
も
両
目
を
傷
つ
け
、
盲
目
の
世
界
に
入
っ
た
。

そ
し
て
、
春
琴
に
先
立
た
れ
る
ま
で
至
福
の
交
わ
り
を
結
ん
だ
。

　

五
味
渕
典
嗣（

３
）

 

に
よ
れ
ば
、
偽
書
で
あ
る
『
鵙
屋
春
琴
伝
』
が
実
在
す
る
と
誤
解

し
た
、
す
な
わ
ち
「
春
琴
抄
」
の
物
語
を
事
実
と
み
な
し
た
う
え
で
の
好
評
が
、
本

作
の
同
時
代
評
の
な
か
に
い
く
つ
も
存
在
し
、
か
た
や
不
評
の
な
か
に
は
、
物
語
の

リ
ア
リ
テ
ィ
の
不
足
を
難
じ
る
も
の
（
丸
岡
明
、
杉
山
平
助
、
佐
藤
春
夫
、
徳
田
秋

聲
ら
。
た
と
え
ば
秋
聲
は
、
目
を
突
い
た
佐
助
が
痛
み
を
感
じ
な
い
こ
と
に
疑
義
を

呈
し
た
）
が
多
く
み
ら
れ
た
と
い
う
。

　

好
評
、
不
評
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
事
実
を
虚
構
の
上
位
に
置
き
、
虚
構
に
は
事
実

に
準
じ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
る
と
い
う
価
値
観
に
、
ひ
と
し
く
則
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
自
然
主
義
文
学
の
正
典
化
に
由
来
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
い
ま
そ
こ

ま
で
詳
述
す
る
準
備
は
な
い
。
し
か
し
、
谷
崎
が
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
芥
川
も
ま

た
、
そ
う
し
た
価
値
観
の
な
か
で
小
説
の
虚
構
の
可
能
性
を
追
究
し
、
偽
書
と
い
う

フ
ェ
イ
ク
に
逢
着
し
た
の
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
両
者
に

特
徴
的
と
み
ら
れ
る
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
と
ら
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
三
島
佑
一（

４
）

 

の
考
証
が
興
味
深
い
。
三
島
は
、
春
琴
が
失
明
し
、
佐
助
が

奉
公
に
き
た
の
が
一
八
三
七
（
天
保
三
）
年
で
あ
る
こ
と
は
、
作
中
の
記
述
か
ら
あ

き
ら
か
な
の
に
、
そ
れ
が
大
塩
平
八
郎
の
乱
の
年
で
あ
り
、
春
琴
の
家
が
乱
に
襲
わ

れ
て
不
思
議
が
な
い
大
店
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
事
実
を
谷
崎
が
知
悉
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
っ
た
く
伏
せ
ら
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
う
え

で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

最
後
に
、
春
琴

・

佐
助
の
出
生
か
ら
始
ま
っ
て
、
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）　
　

春
琴
三
七
歳
の
折
、
何
者
か
に
熱
湯
を
か
け
ら
れ
、
大
火
傷
の
顔
を
見
な
い
よ

う
に
と
佐
助
が
自
ら
の
眼
を
突
く
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
至
る
ま
で
の
時
期
は
、

ま
さ
に
幕
末
の
動
乱
期
に
あ
た
る
。

　

そ
し
て
谷
崎
が
、
『
春
琴
抄
』
を
構
想
し
執
筆
し
た
の
が
昭
和
七
年
か
ら
八

年
に
か
け
て
。
日
本
が
昭
和
六
年
満
州
事
変
に
始
ま
る
十
五
年
戦
争
に
突
入

し
、
や
が
て
日
中
戦
争
・
太
平
洋
戦
争
へ
と
戦
乱
が
拡
大
し
て
ゆ
く
予
兆
の
時

期
に
あ
た
る
。

　

か
つ
て
伊
藤
整
は
、
「
佐
助
が
、
そ
の
目
を
つ
ぶ
し
て
、
過
去
の
春
琴
の
美

し
さ
の
み
に
心
を
集
中
し
て
生
き
」
た
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
谷
崎
の
「
こ

の
時
期
に
お
け
る
生
き
方
全
体
を
象
徴
」
し
て
い
る
、
即
ち
「
社
会
不
安
、
革

命
運
動
、
戦
争
の
接
近
等
に
目
を
つ
ぶ
り
、
ひ
た
す
ら
過
去
の
日
本
の
美
し
さ

の
中
に
閉
じ
こ
も
る
や
う
な
述
作
生
活
を
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
意
の
評
を
し

て
、
谷
崎
に
ほ
め
ら
れ
た
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
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佐
助
の
盲
目
に
は
、
同
時
代
の
「
社
会
不
安
、
革
命
運
動
、
戦
争
の
接
近
等
」
の

現
実
に
対
す
る
、
谷
崎
の
盲
目
へ
の
意
志
が
投
影
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
執
筆
時
、

昭
和
戦
前
の
「
動
乱
期
」
を
、
物
語
世
界
、
幕
末
の
「
動
乱
期
」
に
重
ね
、
そ
の
な

か
で
自
ら
を
投
影
し
た
人
物
に
盲
目
を
選
択
さ
せ
る
、
と
い
う
自
覚
的
な
手
順
を
ふ

ん
で
い
た
こ
と
に
な
り
、
渡
部
直
己（

５
）

 

が
「
「
外
」
に
対
す
る
一
種
の
抗
弁
」
と
み
な

し
た
よ
う
に
、
消
極
的
な
否
認
で
は
な
く
、
積
極
的
な
拒
絶
の
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
盲
目
へ
の
意
志
と
虚
構
へ
の
指
向
を
重
ね
み
る
な
ら
、
三
島
の
考
証
は
、
谷

崎
の
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
、
ち
ょ
う
ど
半
分
を
説
明
し
て
い
る
。
ぎ
ゃ
く
に
い
え

ば
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
五
味
渕
が
示
唆
し
た
よ
う
な
自
然
主
義
的
な
価
値
観
を
ふ
ま

え
た
と
し
て
も
、
そ
の
虚
構
が
一
方
で
事
実
も
し
く
は
現
実
に
む
か
い
、
偽
書
と
い

う
か
た
ち
に
収
ま
っ
た
こ
と
の
説
明
と
し
て
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
は
な
い
。

　

そ
の
残
り
半
分
を
考
え
る
う
え
で
、
つ
ぎ
の
鈴
木
千
祥（

６
）

 

の
見
解
は
手
が
か
り
に

な
る
。

　

関
東
大
震
災
を
機
縁
に
関
西
に
移
住
し
た
谷
崎
が
、
上
方
文
化
の
発
見
を
描

い
た
『
蓼
食
ふ
蟲
』
か
ら
始
ま
っ
た
模
索
は
、
物
語
の
ふ
る
さ
と
、
関
西
で
生

き
る
こ
と
を
決
心
し
た
こ
と
を
正
式
に
告
げ
た
作
品
、
『
春
琴
抄
』
に
行
き
着

く
。
［
中
略
］
近
世
の
戯
作
者
の
用
い
た
文
楽
の
方
法
論
で
近
代
小
説
を
創
り
、

物
語
の
ふ
る
さ
と
―
―
『
今
昔
物
語
集
』
の
拘
拏
羅
太
子
の
説
話
、
高
安
長
者

伝
説
、
能
『
弱
法
師
』
、
説
教
節
『
愛
宕
若
』
、
『
し
ん
と
く
丸
』
、
浄
瑠
璃
『
摂

州
合
邦
辻
』
へ
と
、
長
い
時
代
を
経
て
豊
か
な
テ
キ
ス
ト
を
生
成
さ
せ
て
き
た

上
方
文
化
―
―
の
流
れ
に
自
ら
を
連
ね
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

　

谷
崎
の
盲
目
へ
の
意
志
に
は
、
虚
構
へ
の
指
向
と
あ
わ
せ
て
、
「
物
語
の
ふ
る
さ

と
の
流
れ
に
自
ら
を
連
ね
よ
う
」
と
す
る
指
向
が
含
ま
れ
て
い
た
。
佐
助
の
盲
目

は
、
実
在
す
る
「
豊
か
な
テ
キ
ス
ト
」
群
が
伝
え
る
、
い
に
し
え
の
上
方
の
物
語
の

主
人
公
た
ち
の
運
命
を
ふ
ま
え
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
谷
崎
は
、
現
実
を
拒

絶
し
て
虚
構
に
お
も
む
く
一
方
で
、
そ
の
虚
構
を
あ
ま
た
の
「
豊
か
な
テ
キ
ス
ト
」

が
伝
え
る
事
実
も
し
く
は
現
実
の
ほ
う
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。

　

か
く
し
て
谷
崎
が
「
物
語
の
ふ
る
さ
と
の
流
れ
」
に
む
か
っ
た
こ
と
は
、
芥
川
が

「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
の
伝
統
に
む
か
っ
た
こ
と
と
重
ね
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、

さ
ら
に
古
書
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
な
ど
に
も
導
か
れ
つ
つ
、
両
者
は
と
も
に
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
事
実
も
し
く
は
現
実
と
の
あ
い
だ
で
リ
ア
リ
テ
ィ
を
模
索
し
、
偽
書
と

い
う
フ
ェ
イ
ク
に
た
ど
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

四　

森
鷗
外
の
影
響
の
可
能
性

　

あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
に
、
自
然
主
義
的
な
価
値
観
に
則
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ

と
、
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
の
伝
統
や
「
物
語
の
ふ
る
さ
と
の
流
れ
」
に
則
し
た
リ

ア
リ
テ
ィ
と
は
、
い
く
ぶ
ん
か
は
重
な
る
に
せ
よ
、
本
質
的
に
は
異
な
る
。
前
者
を

担
保
す
る
「
事
実
」
は
、
い
わ
ば
現
実
的
な
事
実
に
か
ぎ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
後

者
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
と
き
に
現
実
を
拒
絶
し
た
、
想
像
的
な
事
実
す
ら

包
含
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
に
し
え
の
「
豊
か
な
テ
キ
ス
ト
」
の
実
在
と
い
う
、
歴
史

的
な
「
現
実
」
に
さ
え
基
づ
い
て
い
れ
ば
。

　

し
て
み
れ
ば
、
芥
川
、
谷
崎
は
、
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
を
介
し
て
、
自
ら
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
を
根
拠
づ
け
る
テ
ク
ス
ト
を
、
さ
ら
に
は
自
ら
の
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体

を
、
「
豊
か
な
テ
キ
ス
ト
」
の
ほ
う
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。
芥

川
が
、
古
典
説
話
や
講
談
本
を
典
拠
と
し
た
短
篇
を
多
く
著
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た

谷
崎
が
、
長
篇
「
武
州
公
秘
話
」
（
一
九
三
一
・
六
～
三
二
・
一
一
ま
で
断
続
連
載
）
、

長
篇
「
少
将
滋
幹
の
母
」
（
一
九
四
九
・
一
一
～
五
〇
・
二
）
と
い
っ
た
、
「
春
琴
抄
」
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よ
り
い
っ
そ
う
虚
構
性
の
高
い
、
い
い
か
え
れ
ば
自
然
主
義
的
な
価
値
観
に
お
い
て

は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
く
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
小
説
に
お
い
て
さ
え
、
偽
書
の
趣
向

を
用
い
て
い
た
こ
と
、
く
わ
え
て
一
九
三
五
年
九
月
か
ら
三
年
ほ
ど
を
か
け
て
『
源

氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
な
ど
も
、
同
様
の
観
点
か
ら
と
ら
え
ら

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ

ン
は
、
も
ち
ろ
ん
芥
川
、
谷
崎
に
は
じ
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
近
代
以
前
に
お
い
て
、

自
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
価
値
を
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
群
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
担
保

し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
の
ふ
る
ま
い
で
あ
っ
た
。
両
者
は
フ
ェ
イ
ク

を
つ
う
じ
て
、
近
代
に
お
い
て
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
か
に
み
え
た
、
こ
の
モ
テ
ィ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
回
復
を
志
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
さ
さ
か
大
げ
さ
に
い
え
ば
、
そ
れ

は
近
代
小
説
が
獲
得
し
て
き
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク

ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
置
換
す
る
、
も
し
く
は
差
し
戻
す
と
い
う
意
味
で
、
反
近
代
的

な
試
み
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
両
者
に
先
ん
じ
て
、
し
か
も
と
く
に
フ
ェ
イ
ク
に
よ
る
こ
と
な
く
、
そ

れ
を
自
ら
の
小
説
の
方
法
と
し
て
実
践
し
て
い
た
の
が
、
森
鷗
外
で
あ
っ
た
。
「
興

津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
（
一
九
一
二
・
一
〇
）
以
降
の
歴
史
小
説
や
「
渋
江
抽
斎
」

（
一
九
一
六
・
一
～
五
）
以
降
の
史
伝
の
試
み
は
、
そ
の
み
ご
と
な
成
果
で
あ
り
、
芥

川
、
谷
崎
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

千
葉
俊
二（

７
）

 

は
、
「
渋
江
抽
斎
」
と
「
春
琴
抄
」
の
「
読
後
の
印
象
の
類
似
」
を

「
手
法
の
問
題
」
に
つ
な
げ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

「
渋
江
抽
斎
」
に
し
て
も
「
春
琴
抄
」
に
し
て
も
、
作
者
そ
の
ひ
と
に
も
擬

せ
ら
れ
る
よ
う
な
語
り
手
が
、
フ
ト
し
た
こ
と
か
ら
未
知
の
人
物
に
関
心
を
よ

せ
て
、
そ
の
生
涯
を
知
ろ
う
と
墓
所
を
訪
ね
、
縁
者
を
探
り
だ
し
、
そ
こ
か
ら

知
り
得
た
材
料
を
自
在
に
再
構
成
し
、
時
に
は
史
料
の
信
憑
性
を
疑
い
な
が

ら
、
あ
る
い
は
典
拠
の
欠
を
語
り
手
の
解
釈
も
し
く
は
想
像
に
よ
っ
て
補
い
、

物
語
を
展
開
し
て
ゆ
く
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

　

「
物
語
」
と
「
史
料
」
「
典
拠
」
と
の
「
語
り
手
」
を
介
し
た
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス

チ
ュ
ア
ル
な
関
係
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
千
葉
は
鷗
外
と
谷
崎
と
の

「
影
響
関
係
」
に
は
懐
疑
的
で
あ
り
、
つ
づ
け
て
「
鷗
外
の
史
伝
が
事
実
に
支
え
ら

れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
谷
崎
は
言
葉
の
空
中
楼
閣
に
「
ほ
ん
た
う
ら
し
さ
」
を
希

求
す
る
の
で
あ
る
」
な
ど
と
述
べ
、
む
し
ろ
両
者
の
差
異
に
こ
そ
注
目
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
み
か
た
は
、
鷗
外
の
史
伝
と
谷
崎
の
「
古
典
回
帰
」
の
近
似
を
指
摘
し
つ

つ
、
「
減
算
的
な
仕
草
」
と
「
加
算
的
な
生
気
」
と
い
う
差
異
を
強
調
し
て
み
せ
た

渡
部
直
己（

８
）

 

に
も
つ
う
じ
る
。

　

い
ま
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
を
め
ぐ
っ
て
、
鷗
外
と
芥
川
、
谷
崎
と
の
つ
な
が
り

を
、
さ
ら
に
追
求
す
る
準
備
は
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、
鷗
外
か
ら
多
大
な
影
響

を
受
け
た
と
お
ぼ
し
く
、
芥
川
の
偽
書
と
同
じ
く
「
黄
金
伝
説
」
と
題
し
た
小
説

（
一
九
四
六
・
三
）
と
小
説
集
（
同
・
一
一
）
を
発
表
し
、
芥
川
、
谷
崎
と
同
じ
く
偽

書
の
趣
向
に
よ
る
小
説
を
発
表
し
た
文
学
者
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　

五　

石
川
淳
「
喜
寿
童
女
」

　

石
川
淳
の
短
篇
「
喜
寿
童
女
」
（
一
九
六
〇
・
七
）
の
あ
ら
す
じ
は
、
以
下
の
と
お

り
。

 
 

写
本
三
冊
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
江
戸
の
名
妓
、
花
は
、
千
人
以
上
の
男
達
と
交
わ

り
、
七
七
歳
の
賀
宴
の
夜
、
神
隠
し
に
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
て
「
ち
か
ご
ろ
某
家
の

古
書
売
立
あ
り
」
て
、
「
わ
た
し
」
は
稿
本
二
冊
の
合ご

う
て
い綴

を
入
手
し
た
。
記
さ
れ
た

物
語
は
以
下
の
と
お
り
。
花
は
、
千
賀
一
榮
か
ら
清
朝
伝
来
の
秘
術
を
施
さ
れ
、
色

道
に
通
じ
た
一
一
歳
の
童
女
に
転
生
し
、
徳
川
家い

え
な
り斉

に
溺
愛
さ
れ
た
。
家
斉
の
死
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は
、
一
榮
と
花
の
た
く
ら
み
で
あ
る
（
『
妖
女
伝
』
）
。
明
治
の
世
と
な
り
、
花
は
異

人
の
男
達
に
寵
愛
さ
れ
、
ハ
ル
ピ
ン
駅
で
暗
殺
さ
れ
た
伊
藤
博
文
と
連
れ
添
っ
て
い

た
の
を
最
後
に
消
息
を
断
っ
た
。
伊
藤
の
遺
品
の
シ
ナ
鞄
の
底
か
ら
は
、
あ
ま
た
の

淫
具
と
と
も
に
童
女
の
人
形
が
見
つ
か
っ
た
（
『
妖
女
伝
続

し
よ
く
ち
よ
う

貂
』
）
。

　

谷
崎
の
盲
目
へ
の
意
志
が
「
春
琴
抄
」
に
投
影
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た

が
、
「
喜
寿
童
女
」
に
つ
い
て
も
、
さ
し
あ
た
り
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
本

作
が
発
表
さ
れ
た
一
九
六
〇
年
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
改
定
に
反
対
す
る
市
民

運
動
が
高
揚
し
た
年
で
あ
り
、
そ
の
五
月
十
九
日
の
強
行
採
決
、
ま
た
六
月
十
九
日

の
自
然
承
認
に
む
か
う
情
勢
に
、
本
作
の
構
想
、
執
筆
中
で
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
石

川
は
、
つ
よ
く
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
石
川
は
安
保
改
定
に
反
対
す

る
立
場
か
ら
、
こ
の
年
二
月
一
〇
日
か
ら
一
二
日
ま
で
「
東
京
新
聞
」
に
エ
ッ
セ
イ

「
自
由
に
つ
い
て
」
を
連
載
し
、
六
月
四
日
に
明
治
大
学
で
開
か
れ
た
反
対
集
会
で

は
、
講
演
ま
で
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る（

９
）

 

。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
時
局
の
か
げ
は
、
本
作
に
さ
や
か
に
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
ま
ず
谷
崎
の
場
合
と
同
じ
く
、
消
極
的
な
否
認
で
は
な
く
、
積
極
的
な
拒

絶
の
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
と
み
な
さ
れ
る
。
昭
和
戦
前
を
「
幕
末
の
動
乱
期
」
に
重
ね

み
た
谷
崎
の
よ
う
に
、
石
川
も
安
保
改
定
を
め
ぐ
る
戦
後
の
混
乱
を
、
幕
末
か
ら
明

治
に
至
る
「
動
乱
期
」
に
重
ね
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
ひ
と
し
く
両
者

は
、
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
に
よ
っ
て
、
い
に
し
え
の
「
豊
か
な
テ
キ
ス
ト
」
に
つ

ら
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
作
っ
て
み
せ
た
。
『
妖
女
伝
』
二
冊
の
物
語
は
、
石
川
が

傾
倒
し
た
上
田
秋
成

）
（1
（ 

の
諸
作
（
た
と
え
ば
『
春
雨
物
語
』
所
収
「
二に

せ世
の
縁

え
に
し

」
は
、

男
女
の
ち
が
い
こ
そ
あ
れ
、
『
妖
女
伝
』
と
同
じ
く
二
世
に
わ
た
る
妄
執
と
転
生
の

物
語
で
あ
る
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
江
戸
戯
作
の
綺
譚
の
数
々
を
お
の
ず
か
ら

連
想
さ
せ
る
。
石
川
が
、
谷
崎
の
先
例
を
意
識
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

　

し
か
し
、
い
わ
ば
き
っ
ぱ
り
と
現
実
へ
の
盲
目
を
選
択
し
た
谷
崎
に
対
し
て
、
石

川
は
ど
う
や
ら
薄
目
ぐ
ら
い
は
開
け
て
い
た
よ
う
だ
。
し
ば
ら
く
そ
の
こ
と
を
検
証

し
て
み
る
。

　

「
喜
寿
童
女
」
の
末
尾
に
は
、
『
妖
女
伝
続
貂
』
の
筆
者
「
迂う

せ

い生
」
の
「
さ
ら
に
奇

異
の
感
を
三
重
に
せ
ず
ん
ば
非
ず
」
と
結
ば
れ
る
「
感
慨
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
要
諦
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
。

一
重
…
…
花
が
七
七
歳
で
童
女
に
転
生
し
、
さ
ら
に
七
七
年
目
に
消
息
を
絶
っ

た
こ
と
（
虚
構
）
。

二
重
…
…
花
の
霊
と
肉
の
ゆ
く
え
が
不
明
で
あ
る
こ
と
（
虚
構
）
。

三
重
…
…
徳
川
家
斉
、
伊
藤
博
文
が
、
と
も
に
六
九
歳
で
亡
く
な
っ
た
こ
と

（
事
実
）
。

　

物
語
の
は
じ
ま
り
、
す
な
わ
ち
花
の
七
七
歳
の
賀
宴
が
一
八
三
三
（
天
保
四
）
年

三
月
一
日
（
虚
構
）
で
あ
り
、
家
斉
の
六
九
歳
の
死
が
一
八
四
一
（
天
保
一
二
）

年
一
月
三
〇
日
（
事
実
）
で
あ
り
、
物
語
の
お
わ
り
、
す
な
わ
ち
伊
藤
の
暗
殺
が

一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
一
〇
月
二
六
日
（
事
実
）
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で

に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。

　

し
て
み
れ
ば
「
奇
異
」
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
上
の
事
実
と
虚
構
の
あ
い

だ
、
い
わ
ば
近
松
門
左
衞
門
の
い
う
「
虚
実
皮
膜
」
に
お
い
て
、
両
者
が
な
い
ま
ぜ

に
な
っ
て
生
成
さ
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
く
わ
え
て
、
「
わ
た
し
」

が
「
［
『
妖
女
伝
』
の
］
筆
者
は
真
実
と
い
ふ
白
烟
を
秘
め
る
た
め
に
「
稗
史
ま
が

ひ
」
と
い
ふ
手て

ば

こ筥
を
撰
ん
だ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、
同
じ
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ

る
。
「
稗
史
ま
が
ひ
」
と
は
、
「
真
実
」
と
「
稗
史
」
す
な
わ
ち
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
の

あ
い
だ
に
「
奇
異
」
を
生
成
さ
せ
る
方
法
の
こ
と
で
あ
り
、
偽
書
と
は
、
そ
の
表
象

と
し
て
の
「
手
筥
」
＝
フ
ェ
イ
ク
の
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
は
作
中
で
明
示
さ
れ
た
趣
向
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
本
作
に
は
、

お
そ
ら
く
は
あ
え
て
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
、
い
わ
ば
「
四
重
」
め
の
「
奇
異
」
の
趣
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向
が
存
在
し
た
。
じ
つ
は
、
家
斉
の
没
年
の
一
八
四
一
年
は
伊
藤
の
生
年
に
同
じ
く

（
事
実
）
、
前
者
は
後
者
に
転
生
し
た
と
み
な
さ
れ
る
（
虚
構
）
の
で
あ
る
。
し
て
み

れ
ば
、
花
の
転
生
は
家
斉
か
ら
伊
藤
へ
の
転
生
を
追
い
か
け
、
代
々
の
祟
り
の
ご
と

く
、
両
者
を
つ
づ
け
て
破
滅
さ
せ
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
た
（
虚
構
）
こ
と
に
な

る
。

　

「
大
御
所
時
代
」
と
呼
ば
れ
た
家
斉
の
治
世
は
、
谷
崎
「
春
琴
抄
」
の
物
語
の
時

間
と
重
な
り
、
自
身
の
乱
倫
、
老
中
水
野
忠た

だ
あ
き
ら

成
の
悪
政
、
天
保
の
飢
饉
、
大
塩
平
八

郎
の
乱
な
ど
に
よ
る
「
動
乱
期
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
や
は
り
乱
倫
ぶ
り
で
悪
名
高

か
っ
た
伊
藤
博
文
が
生
き
た
時
代
も
、
幕
末
か
ら
、
明
治
維
新
、
日
清
・
日
露
戦
争
、

日
韓
併
合
に
至
る
「
動
乱
期
」
で
あ
っ
た
。
家
斉
と
伊
藤
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に

お
け
る
権
力
の
頂
点
に
君
臨
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
石
川
は
、
こ
う
し
た

史
実
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
あ
い
つ
ぐ
「
動
乱
」
を
終
わ
ら
せ
る
力
を
、
花
と
い
う

傾
城
の
妖
女
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
以
上
の
こ
と
は
、
本
作
執
筆
時
の
「
動
乱
」
の
責
任
者
、「
昭
和
の
妖
怪
」

こ
と
岸
信
介
（
一
八
九
六
―
一
九
八
七
）
が
家
斉
、
伊
藤
の
転
生
で
あ
り
、
総
理
大

臣
と
し
て
安
保
改
定
を
強
行
し
た
咎
に
よ
っ
て
、
同
じ
六
九
歳
で
妖
女
に
と
り
殺
さ

れ
る
と
い
う
見
立
て
を
、
お
の
ず
か
ら
導
く
。
岸
が
伊
藤
と
同
じ
く
山
口
県
（
周
防

国
）
の
出
身
で
あ
る
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
家
斉
、

伊
藤
の
よ
う
な
乱
倫
の
評
判
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ま

た
、
岸
は
そ
の
後
、
六
九
歳
を
は
る
か
に
越
え
る
天
寿
を
全
う
し
て
い
る
。
さ
し
も

の
妖
女
の
祟
り
も
「
妖
怪
」
に
は
通
じ
な
か
っ
た
か
…
…
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん

フ
ェ
イ
ク
、
も
と
い
ジ
ョ
ー
ク
で
あ
る
。

　

い
さ
さ
か
大
げ
さ
に
い
え
ば
、
岸
が
主
導
し
た
安
保
改
定
と
い
う
政
治
的
な
現
実

に
対
し
て
、
石
川
は
二
冊
の
『
妖
女
伝
』
と
い
う
偽
書
の
フ
ェ
イ
ク
を
も
っ
て
対
抗

し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
フ
ェ
イ
ク
の
政
治
参
加
に
す
ぎ
ず
、
豊

か
な
「
物
語
の
ふ
る
さ
と
の
流
れ
」
に
つ
ら
な
り
、
芥
川
、
谷
崎
の
先
例
の
よ
う
に

実オ

ブ

ジ

ェ

ク

ト

在
す
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
、
客

オ
ブ
ジ
ェ
ク
テ
ィ
ブ

観
的
に
は
ほ
と
ん
ど

政
治
的
な
有
効
性
を
持
た
な
い
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
わ
せ
て
意
識
さ
れ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
（
新
聞
エ
ッ
セ
イ
や
講
演
の
ほ
う
に
は
一
定
の
有
効
性
を
認
め
て
い
た
で

あ
ろ
う
が
）
。
し
て
み
れ
ば
「
四
重
」
め
の
「
奇
異
」
の
趣
向
、
す
な
わ
ち
フ
ェ
イ

ク
を
現
実
に
つ
な
ぐ
リ
ン
ク
の
存
在
は
、
小
説
に
よ
る
政
治
参
加
に
対
す
る
石
川
の

さ
さ
や
か
な
積
極
性
を
、
い
い
か
え
れ
ば
拒
絶
し
た
は
ず
の
現
実
へ
の
注
視
を
示
唆

し
て
お
り
、
そ
れ
が
つ
い
に
作
中
に
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
盲
目
に
は
至
ら

な
い
程
度
の
消
極
性
の
、
い
い
か
え
れ
ば
薄
目
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。

　
　
　

六　

「
渋
江
抽
斎
」
と
の
か
か
わ
り

　

「
喜
寿
童
女
」
に
お
け
る
、
事
実
と
虚
構
の
な
い
ま
ぜ
に
よ
る
「
奇
異
」
＝
リ
ア

リ
テ
ィ
の
生
成
は
、
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
の
内
容
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

来
歴
や
筆
者
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。

　

作
中
『
妖
女
伝
』
は
、
蔵
書
印
な
ど
か
ら
、
兄
の
喜
多
村
香
城
（
龍
尾
園
）
か
ら

弟
の
栗
本
鋤じ

よ
う
ん雲

に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
実
在
の
人
物
で
あ
る
。
そ
し

て
『
妖
女
伝
』
『
妖
女
伝
続
貂
』
の
筆
者
は
と
も
に
不
明
で
あ
り
、
た
だ
後
者
に
つ

い
て
は
鋤
雲
門
下
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い

の
は
、
前
者
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

末
段
に
至
つ
て
、
文
字
の
書
き
ぶ
り
の
み
だ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
筆
者
の
憂
患
の

せ
い
か
、
老
年
の
た
め
か
。
［
中
略
］
さ
だ
め
て
こ
れ
自
筆
の
稿
本
で
あ
る
。

筆
者
の
正
体
は
つ
い
に
知
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
天
保
よ
り
嘉
永
の
間
、
政
治
の

外
に
立
つ
て
、
幕
府
の
運
の
傾
く
の
を
見
つ
め
て
ゐ
た
直
参
の
士
だ
ら
う
。
そ
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の
蘭
方
の
禁
を
難
ず
る
口
吻
を
お
も
へ
ば
、
あ
る
い
は
こ
の
ひ
と
み
ず
か
ら
洋

学
に
こ
こ
ろ
ざ
し
を
潜
め
た
医
官
の
一
人
か
。
［
中
略
］
た
だ
臆
断
を
あ
へ
て

す
れ
ば
、
伝
の
筆
者
は
幕
府
医
官
と
し
て
お
そ
ら
く
香
城
の
先
輩
で
あ
り
、
そ

の
稿
本
が
龍
尾
園
に
秘
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
の
み
で
あ
る
。

　

「
憂
患
」
「
老
年
」
「
政
治
の
外
に
立
つ
て
」
「
洋
学
に
こ
こ
ろ
ざ
し
を
潜
め
た
」
と

い
っ
た
記
述
は
、
石
川
そ
の
人
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
石
川
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
つ
う

じ
、
本
作
発
表
時
に
六
一
歳
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
祖
父

釻き
ゅ
う

太
郎
（
省
齋
）
は
、

香
城
、
鋤
雲
と
同
時
代
を
生
き
た
、
「
直
参
」
に
は
及
ば
ず
な
が
ら
忠
孝
の
「
士
」

で
あ
り
、
香
城
、
鋤
雲
と
同
じ
く
儒
学
を
学
び
、
昌
平
坂
学
問
所
に
勤
め
、
鋤
雲
と

同
じ
く
維
新
後
に
官
職
に
就
く
こ
と
を
拒
み
、
文
人
と
し
て
生
涯
を
終
え
た

）
（（
（ 

。
さ

ら
に
、
鋤
雲
が
外
国
奉
行
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
は
、
石
川
に
親
近

感
を
お
ぼ
え
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
『
妖
女
伝
』
二
冊
の
内
容
の
虚
構
が
、
そ
の
来
歴
に
か
か

わ
っ
た
香
城
、
鋤
雲
の
実
在
と
い
う
事
実
と
な
い
ま
ぜ
に
な
り
、
偽
書
の
「
奇
異
」

＝
リ
ア
リ
テ
ィ
が
生
成
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
筆
者
に
石
川
自
身
と
そ
の
祖
父
の

お
も
か
げ
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
い
っ
そ
う
際
立
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

く
わ
え
て
、
香
城
、
鋤
雲
は
、
森
鷗
外
の
史
伝
「
渋
江
抽
斎
」
「
そ
の
六
十
三
」

に
よ
れ
ば
、
毎
月
の
「
説せ

つ
も
ん文

会
」
を
と
も
に
す
る
ほ
ど
に
、
抽
斎
と
ゆ
か
り
の
深
い

人
物
で
あ
っ
た
。
し
て
み
れ
ば
、
立
場
や
年
齢
の
差
は
あ
っ
た
に
せ
よ
（
抽
斎
は

一
八
〇
五
年
、
香
城
は
一
八
〇
四
年
、
鋤
雲
は
一
八
二
二
年
生
ま
れ
。
石
川
の
祖
父

は
一
八
三
〇
～
四
四
年
の
生
ま
れ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）
、
石
川
の
祖
父
が
そ
こ
に

加
わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
絶
無
で
は
な
か
っ
た
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
同
作
に
は
じ
ま
る
鷗
外
晩
年
の
史
伝
三
部
作
な
ど
は
、
芥
川
、

谷
崎
に
方
法
上
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
石
川
に
お
い

て
そ
の
可
能
性
は
い
っ
そ
う
高
く
、
そ
の
評
論
集
『
森
鷗
外
』
（
一
九
四
一
・
一
二
）

は
、
史
伝
三
部
作
を
鷗
外
文
学
の
精
髄
と
し
て
評
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た

）
（1
（ 

。

　

石
川
は
、
鷗
外
が
抽
斎
の
、
す
な
わ
ち
自
ら
が
江
戸
の
世
に
生
ま
れ
て
い
た
ら
同

様
の
人
生
を
送
っ
た
か
も
し
れ
な
い
人
物
の
事
蹟
を
た
ど
っ
た
先
例
を
、
イ
ン
タ
ー

テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
に
ふ
ま
え
つ
つ
、
抽
斎
周
辺
の
二
人
と
祖
父
の
事
蹟
を
よ
す
が
と

し
て
『
妖
女
伝
』
の
筆
者
を
創
造
し
、
「
喜
寿
童
女
」
を
執
筆
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
い
わ
ば
自
ら
と
自
ら
の
作
品
を
フ
ェ
イ
ク
と
し
て
江
戸
の
世
に
転
生
さ

せ
、
「
奇
異
」
に
化
さ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

七　

作
家
論
か
ら
一
般
的
考
察
へ

　

以
上
の
考
察
を
、
個
別
的
に
石
川
の
作
家
論
に
つ
な
げ
る
手
が
か
り
は
い
く
つ

か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
エ
ッ
セ
イ
「
わ
が
小
説
」
（
一
九
六
一
・
一
一
・
四
）
に
お

い
て
、
石
川
は
み
ず
か
ら
「
喜
寿
童
女
」
の
偽
書
に
類
し
た
趣
向
の
さ
き
が
け

を
、
応
仁
の
乱
を
背
景
に
架
空
の
ヒ
ロ
イ
ン
を
躍
動
さ
せ
た
、
す
な
わ
ち
、
や
は

り
「
動
乱
期
」
を
舞
台
と
し
つ
つ
、
事
実
と
虚
構
を
な
い
ま
ぜ
に
し
た
長
篇
「
修

羅
」
（
一
九
五
八
・
七
）
に
認
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
歴
史
小
説
の
フ
ェ
イ
ク
と
も
い

う
べ
き
方
法
は
、
現
代
を
舞
台
と
し
つ
つ
、
偽
書
を
介
し
て
神
話
的
な
過
去
へ
の
通

路
を
し
つ
ら
え
た
長
篇
「
狂
風
記
」
（
一
九
七
一
・
二
～
八
〇
・
四
）
や
、
盗
賊
の
首

領
が
奈
良
時
代
と
現
代
を
往
還
す
る
趣
向
の
長
篇
「
六
道
遊
行
」
（
一
九
八
一
・
六
～

一
二
）
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
奏
さ
れ
な
が
ら
、
以
後
の
石
川
が
し
ば
し
ば

用
い
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

　

つ
と
に
吉
田
拓
也
は
、
「
喜
寿
童
女
」
の
「
史
実
と
虚
構
が
組
み
合
わ
さ
る
構
造
」

の
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
「
〈
稗
史
〉
（
野
史
）
と
〈
正
史
〉
、
「
真
」
と
「
偽
」
と
い
っ

た
「
喜
寿
童
女
」
に
お
け
る
問
題
意
識
は
、
石
川
の
晩
年
に
至
る
ま
で
問
わ
れ
て
い
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た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

）
（1
（ 

。
こ
の
「
問
題
意
識
」
は
、
最
晩
年
の
エ
ッ

セ
イ
「
偽
書
」
（
一
九
八
六
・
六
）
に
ま
で
持
続
さ
れ
、
あ
き
ら
か
に
右
の
よ
う
な
方

法
を
裏
づ
け
て
い
た
。

　

そ
れ
が
、
日
本
に
お
い
て
「
動
乱
」
を
、
い
や
革
命
を
め
ざ
す
運
動
が
現
実
的
に

頓
挫
し
た
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
興
味
深
い
。
と
い

う
の
も
、
敗
戦
か
ら
そ
の
こ
ろ
ま
で
は
、
石
川
は
近
代
以
前
の
過
去
で
は
な
く
、
む

し
ろ
同
時
代
を
舞
台
と
し
、
政
治
的
な
現
実
へ
の
盲
目
や
薄
目
で
は
な
く
、
ぎ
ゃ
く

に
注
視
に
も
と
づ
い
た
小
説
を
こ
そ
、
つ
づ
け
て
発
表
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

）
（1
（ 

。

　

当
時
の
石
川
が
、
政
治
と
文
学
（
芸
術
）
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た

か
を
考
え
る
う
え
で
、
「
喜
寿
童
女
」
の
直
後
に
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
政
治
に

つ
い
て
の
架
空
演
舌
」
（
一
九
六
〇
・
九
）
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
の
詳
解

は
べ
つ
の
機
会
に
委
ね
る
が
、
こ
こ
で
石
川
は
、
ア
ン
チ
・
ロ
マ
ン
の
流
行
に
か
こ

つ
け
て
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
を
批
判
し
、
「
芸
術
」
の
「
政
治
か
ら
の
離
脱
」
を
主

張
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
も
の
の
、
じ
つ
は
「
事
物
プ
ロ
パ
ー
」
（
唯
物
？
）
と

い
う
接
点
か
ら
、
両
者
の
つ
な
が
り
を
あ
ら
た
め
て
、
想
像
的
に
担
保
し
直
そ
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
込
み
だ
け
は
、
い
ま
記
し
て
お
き
た
い
。
す
な

わ
ち
「
事
物
プ
ロ
パ
ー
」
と
は
「
政
治
」
と
「
芸
術
」
の
あ
い
だ
に
実オ

ブ

ジ

ェ

ク

ト

在
す
る
も
の

と
し
て
想
定
さ
れ
、
そ
れ
は
「
奇
異
」
が
事
実
も
し
く
は
現
実
と
虚
構
の
あ
い
だ
に

想
定
さ
れ
る
こ
と
と
、
ち
ょ
う
ど
照
応
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
「
奇
異
」
の
語
は
、
そ
も
そ
も
石
川
の
実
質
的
な
デ
ビ
ュ
ー
作
「
佳

人
」
（
一
九
三
五
・
五
）
の
「
わ
た
し
の
努
力
は
こ
の
［
人
生
の
］
醜
悪
を
奇
異
に

ま
で
高
め
る
こ
と
だ
」
と
い
う
、
作
家
と
し
て
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
め
い
た
一
文
に
、

す
で
に
み
ら
れ
た

）
（1
（ 

。
し
て
み
れ
ば
、
事
実
も
し
く
は
現
実
の
「
醜
悪
」
と
虚
構
、

そ
の
あ
い
だ
に
生
成
す
る
「
奇
異
」
と
い
う
三
者
の
動
態
を
観
点
と
し
て
、
石
川
の

作
品
史
を
た
ど
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
が
喚
起
す
る
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク

は
、
芥
川
、
谷
崎
も
あ
わ
せ
て
、
一
作
家
論
の
範
疇
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
文
学
史
に
は
示
唆
的
な
例
が
少
な
か
ら
ず
み
い
だ
さ
れ
る
。

就
中
、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
の
有
名
な
「
世
界
は
美
し
い
一
冊
の
書
物
に
至
る

た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
極

北
の
表
象
を
つ
う
じ
て
、
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
に
む
か
う
想
像
力
の
起
源
を
示
唆

し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

近
代
以
降
の
日
本
に
か
ぎ
っ
て
み
れ
ば
、
本
稿
の
考
察
の
範
囲
か
ら
は
外
れ
る

が
、
藤
原
明

）
（1
（ 

ら
が
と
り
あ
げ
た
、
記
紀
以
前
の
歴
史
を
記
し
た
と
い
う
さ
ま
ざ
ま

な
偽
史
＝
偽
書
の
例
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
明
治
維
新
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
後

と
い
っ
た
「
動
乱
期
」
に
流
布
し
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
。

　

詩
と
小
説
に
目
を
む
け
れ
ば
、
鷗
外
の
歴
史
小
説
や
史
伝
と
同
じ
頃
に
書
か
れ

た
、
永
井
荷
風
の
短
篇
「
四
畳
半
襖
の
下
張
（
一
）
」
（
一
九
一
七
・
七
）
、
及
び
同

題
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
例
が
注
目
さ
れ
る
。
両
作
は
と
も
に
、
襖
の
下
張
と
し
て

発
見
さ
れ
た
反
古
と
い
う
、
春
本
の
よ
う
な
「
豊
か
な
テ
キ
ス
ト
」
に
あ
り
が
ち
な

偽
書
の
趣
向
に
則
り
つ
つ
、
か
た
や
作
者
の
自
己
像
を
戯
画
的
に
、
か
た
や
性
的
妄

想
を
様
式
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、

た
と
え
ば
谷
川
俊
太
郎
の
詩
集
『
タ
ラ
マ
イ
カ
偽
書
残
闕
』
（
一
九
七
八
・
九
）
や
、

村
上
春
樹
の
長
篇
「
風
の
歌
を
聴
け
」
（
一
九
七
九
・
六
）
の
「
ぼ
く
」
が
偏
愛
す
る

「
デ
レ
ク

・

ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
」
の
諸
作
な
ど
の
例
と
、
あ
え
て
ジ
ャ
ン
ク
な
偽

書
に
仮
託
し
た
、
匿
名
も
し
く
は
偽
名
に
よ
る
、
屈
折
し
た
自
己
表
現
で
あ
る
と
い

う
点
で
、
重
ね
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
夢
野
久
作
の
長
篇
「
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
」
（
一
九
三
五
・
一
）
に
は
、
本
作

と
同
じ
題
名
、
内
容
の
原
稿
が
、
精
神
病
患
者
の
作
品
と
し
て
登
場
す
る
。
谷
崎

「
春
琴
抄
」
と
同
じ
頃
に
書
か
れ
た
本
作
は
、
も
う
一
つ
の
「
盲
目
」
の
症
例
と
し
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て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
本
作
に
お
け
る
「
作
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
作

品
（
書
物
）
こ
そ
、
ま
さ
に
い
ま
読
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
の
作
品
（
書
物
）
で
あ
る
」

と
い
う
趣
向
は
、
「
擬
物
語
詩
」
と
い
う
方
法
を
提
唱
し
、
偽
書
も
し
く
は
そ
れ
に

類
し
た
趣
向
に
よ
る
詩
を
多
く
書
い
た
入
沢
康
夫
が
、
評
論
集
『
詩
の
構
造
に
つ
い

て
の
覚
え
書
―
―
ぼ
く
の
〈
詩
作
品
入
門
〉
』
（
一
九
六
八
・
一
）
で
述
べ
て
い
た
よ

う
に
、
「
陳
述
が
陳
述
自
身
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
と
い
う
構
造
の
特
質
」
に
か

か
わ
る
、
す
な
わ
ち
、
や
は
り
偽
書
の
想
像
力
の
起
源
を
示
唆
す
る
よ
う
な
フ
ェ
イ

ク
の
か
た
ち
を
示
し
て
い
る
。
虚
構
が
、
べ
つ
の
何
か
に
よ
っ
て
で
は
な
く
虚
構
自

ら
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
虚
構
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
の
内
部
の
虚
構
（
フ
ェ
イ
ク
）

に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
か
た
ち
。
本
稿
の
は
じ
め
に
示
唆
し
た
よ
う

に
、
こ
れ
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
基
本
構
造
に
つ
う
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
考

察
に
は
諸
論
の
参
照
を
要
す
る
。

　

か
く
の
ご
と
く
、
偽
書
と
い
う
フ
ェ
イ
ク
を
め
ぐ
る
一
般
的
考
察
は
、
わ
た
し
た

ち
に
文
学
の
想
像
力
が
わ
き
た
つ
、
広
大
な
沃
野
を
開
示
す
る
。

　
　
　

注

(1） 

偽
書
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
区
別
し
て
フ
ェ
イ
ク
と
呼
ん
だ
の
は
、
管
見
の
か　

ぎ
り
で
、
中
川
右
介
『
世
界
を
動
か
し
た
「
偽フ

ェ
イ
ク書

」
の
歴
史
』
（
Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
ズ
、
二
〇
一
八
）
を
嚆
矢
と
す
る
。
し
か
し
、
同
書
や
後
掲
（
16
）
の

よ
う
な
類
書
が
、
最
初
か
ら
実オ

ブ

ジ

ェ

ク

ト

在
す
る
も
の
と
し
て
作
ら
れ
、
広
ま
っ
た
例

を
と
り
あ
げ
た
の
に
対
し
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
本
稿
で
は
、
オ
ブ
ジ
ェ
ク

ト
レ
ベ
ル
と
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
内
包
さ
れ
、
事
後
的
に
実オ

ブ

ジ

ェ

ク

ト

在
す
る
も
の

と
誤
解
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
例
を
と
り
あ
げ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
意
味

に
お
け
る
フ
ェ
イ
ク
は
、W

ikipedia

の
「
偽
書
」
の
項
目
で
は
「
８　

フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
来
歴
の
虚
偽
」
と
い
う
小
項
目
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う

（
二
〇
二
二
・
一
・
五　

閲
覧
）
。

(2） 

「
芥
川
龍
之
介
『
奉
教
人
の
死
』
論
―
―
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
深
い
関
心
に
お
い
て

―
―
」
（
『
人
文
論
究
』
66
、
二
〇
一
六
）pp.18-19

(3） 

「
漸
近
と
交
錯
―
―
「
春
琴
抄
後
語
」
を
め
ぐ
る
言
説
配
置
―
―
」
（
『
大
妻
国
文
』

43
、
二
〇
一
二
）

(4） 

「
第
二
部　

舞
台
裏
の
な
ぜ
」
（
『
谷
崎
潤
一
郎
『
春
琴
抄
』
の
謎
』
人
文
書
院
、

一
九
九
四
）pp.147-148

(5） 

「
死
ン
デ
モ
予
ハ
感
ジ
テ
見
セ
ル
―
―
谷
崎
潤
一
郎
の
「
家
庭
」
小
説
」
（
『
私　

学
的
、
あ
ま
り
に
私
学
的
な　

陽
気
で
利
発
な
若
者
へ
お
く
る
小
説
・
批
評
・　

思
想
ガ
イ
ド
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
〇
、
初
出
は
二
〇
〇
四
）p.508

(6） 

「
『
春
琴
抄
』
典
拠
再
考
―
『
摂
州
合
邦
辻
』
か
ら
『
春
琴
抄
』
へ
の
生
成
を
主

に
―
」
（
『
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
』
80
、
二
〇
一
八
）p.184

(7） 

「
鷗
外
と
谷
崎
潤
一
郎
―
―
「
渋
江
抽
斎
」
か
ら
「
春
琴
抄
」
へ
」
（
『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
50-

２
、
二
〇
〇
五
）p.102

(8） 

「
第
八
章　

「
文
」
は
ど
の
よ
う
に
「
人
」
め
く
の
か
？
―
―
鷗
外
の
「
史
伝
」

と
谷
崎
の
「
古
典
回
帰
」
」
（
『
日
本
小
説
技
術
史
』
新
潮
社
、
二
〇
一
二
、
初

出
は
二
〇
一
一
）p.416

(9） 

渡
辺
喜
一
郎
「
石
川
淳
伝
記
的
年
譜
」
（
『
石
川
淳
傳
説
』
右
文
書
院
、

二
〇
一
三
）p.237

に
よ
る
。

(10） 

石
川
の
秋
成
へ
の
傾
倒
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
石
川
淳
「
山
桜
」
試
論
」
（
『
東

京
成
徳
短
期
大
学　

紀
要
』
28
、
一
九
九
五
）
、
及
び
「
石
川
淳
「
山
桜
」
を
め

ぐ
っ
て
―
―
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
か
ら
秋
成
へ
、
あ
る
い
は
ロ
マ
ン
主
義
の
克
服
―
―
」

（
『
埼
玉
大
学
紀
要
（
教
養
学
部
）
』
55-

２
、
二
〇
二
〇
）
で
、
短
篇
「
山
桜
」

に
即
し
て
述
べ
た
。
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(11） 

石
川
の
祖
父
の
事
蹟
は
、
前
掲
（
9
）
『
石
川
淳
傳
説
』
の
「
Ⅰ
部

・

第
一
章　

二
人
の
〈
祖
父
〉
と
〈
祖
母
〉
」
に
詳
し
い
。

(12） 
「
石
川
淳
「
喜
寿
童
女
」
論
―
―
〈
稗
史
〉
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
（
『
阪

神
近
代
文
学
研
究
』
21
、
二
〇
二
〇
）pp.69-72

(13） 

拙
稿
「
石
川
淳
『
森
鷗
外
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―
岩
上
順
一
、
伊
藤
整
、
小
林
秀

雄
と
の
比
較
―
―
」
（
『
文
学
』
８-

２
、
二
〇
〇
七
）
を
参
照
。

(14） 

拙
稿
「
石
川
淳
『
鷹
』
試
論
―
―
二
つ
の
「
鳩

ピ
ー
ス

」
と
「
鷹
」
を
め
ぐ
る
考
証
の

試
み
―
―
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』

1046
、
二
〇
一
一
）
を
参
照
。

(15） 

た
だ
し
、
初
出
で
は
「
怪
奇
」
で
あ
り
、
初
刊
（
一
九
四
六
・
一
一
）
に
際
し

て
「
奇
異
」
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
、
山
口
俊
雄
が
報
告
し
て
い
る
（
「
「
佳
人
」

論
」
注
（
45
）
（
『
石
川
淳
作
品
研
究　

「
佳
人
」
か
ら
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
ま

で
』
第
一
部
・
第
一
章
、
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇
五
）pp.46-48

）
。

(16） 

『
日
本
の
偽
書
』
（
文
春
新
書
、
二
〇
〇
四
）

　

引
用
に
つ
い
て
、
旧
字
は
新
字
に
あ
ら
た
め
、
注
記
は
［　

］
で
示
し
た
。
石
川

淳
の
参
照
、
引
用
は
、
『
石
川
淳
全
集
』
（
筑
摩
書
房
）
に
よ
っ
た
。

　

本
稿
の
内
容
は
、
科
学
研
究
費

・

基
盤
研
究
（
Ａ
）・

研
究
課
題
／
領
域
番
号

16H
0191

「
編
集
文
献
学
の
実
践
的
展
開
―
文
化
の
継
承
と
教
育
へ
の
応
用
」
（
研

究
代
表
者
：
明
星
聖
子
）
の
研
究
会
（
二
〇
二
〇
・
一
・
二
六
）
に
お
け
る
口
頭
発
表

に
基
づ
く
。
ご
意
見
を
賜
っ
た
方
々
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。


