
周
作
人
の
作
晶
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
特
色
に
っ
い
て

　
　
　
－
子
規
の
「
写
生
」
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て
1

宮
　
　
島

敦
　
　
子

（87）周作人の作品におけるリアリズムの特色について

　
日
中
戦
争
さ
な
か
の
一
九
四
二
年
、
周
作
人
は
つ
ぎ
の
よ
う
な

打
油
詩
を
書
く
。
「
嬉
し
い
こ
と
に
芋
銭
の
草
画
を
ま
た
開
く
、

昔
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
読
む
，
こ
と
し
。
わ
が
珍
重
す
る
明
治
の
風
雅
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
〕

趣
は
、
君
が
伝
え
て
後
人
ぞ
知
る
」
。
自
注
に
、
「
芋
銭
子
の
草
画

帖
を
見
る
。
芋
銭
は
姓
は
小
川
、
昔
俳
句
の
雑
誌
『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
を
読
ん
だ
が
、
そ
こ
で
芋
銭
の
挿
し
絵
を
多
く
見
た
」
と
し
、

「
既
に
四
十
年
前
の
こ
と
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
一
九
〇
六

年
か
ら
五
年
問
、
思
想
の
形
成
期
と
も
い
う
べ
き
二
十
代
の
時
期

を
周
作
人
は
明
治
の
日
本
で
過
、
こ
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の

時
の
体
験
は
そ
の
後
の
文
学
活
動
を
方
向
づ
け
た
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
そ
の
思
い
出
を
、
血
握
い
戦
時
下
、
日
本
の
億
偲

政
権
に
教
育
総
署
督
弁
と
い
う
要
職
に
ま
で
か
つ
ぎ
だ
さ
れ
た
時

点
で
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。

　
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
は
い
う
ま
で
も
な
く
正
岡
子
規
に
よ
っ
て
創

刊
さ
れ
た
俳
句
の
雑
誌
で
あ
る
が
、
俳
句
の
み
な
ら
ず
散
文
も
載

せ
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
周
作
人
が
留
学
し
た
時
は
、
子
規
は

す
で
に
な
か
っ
た
も
の
の
、
後
継
者
で
あ
る
高
浜
虚
子
に
よ
っ
て

ち
ょ
う
ど
文
章
中
心
の
文
芸
雑
誌
に
変
貌
し
て
い
る
時
期
で
あ
づ

た
。

　
周
作
人
が
来
日
し
た
〇
六
年
に
は
、
前
年
か
ら
達
載
さ
れ
て
い

た
夏
目
漱
石
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
や
、
伊
藤
左
千
夫
「
野
菊

の
墓
」
、
鈴
木
三
重
吉
「
千
鳥
」
な
ど
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
子
規
の
提
唱
し
た
写
生
文
が
散
文
や
小
説
に
お
い
て
花
開
い

て
い
る
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
周
作
人
の
言
う
よ
う
に
、

「
子
規
の
提
唱
し
た
『
写
生
』
は
ま
た
散
文
の
方
面
に
も
応
用
さ
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（
2
）

れ
、
特
別
な
成
果
が
あ
っ
た
L
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
な
か
に

あ
づ
て
周
作
人
も
「
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
俳
句
は
わ
か
ら
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
が
、
散
文
の
方
は
た
く
さ
ん
読
ん
だ
」
の
で
あ
り
、
自
身
で
も

写
生
文
を
真
似
て
文
章
を
書
い
た
と
回
想
し
て
い
る
。

　
こ
の
写
生
文
と
俳
諸
は
、
の
ち
に
一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
に

な
っ
て
、
周
作
人
の
小
品
文
と
い
わ
れ
る
散
文
に
大
き
な
影
響
を

　
　
　
　
　
　
（
’
）

与
え
る
こ
と
に
な
る
。
が
、
本
稿
で
は
一
九
二
〇
年
代
前
半
、
い

わ
ゆ
る
五
四
時
期
か
ら
五
四
退
潮
期
に
お
け
る
周
作
人
の
作
品
に

み
ら
れ
る
子
規
の
「
写
生
」
論
の
も
た
ら
し
た
影
響
、
特
に
そ
の

文
学
的
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
文
学
活
動
の
初
期
に
お

い
て
見
ら
れ
る
特
色
は
、
そ
の
後
の
作
品
を
も
規
定
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
新
文
学
運
動
に
お
い
て
周
作
人
が
兄
魯
迅
と
と
も
に
華
々
し
い

活
躍
を
し
た
こ
と
は
、
評
価
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
り

わ
け
「
人
の
文
学
」
、
「
平
民
の
文
学
」
は
、
と
も
に
新
文
学
に
実

質
的
な
理
論
的
根
拠
を
与
え
た
も
の
と
し
て
名
高
い
。
当
時
周
作

人
は
標
構
し
て
い
た
人
道
主
義
、
世
界
主
義
の
理
念
の
も
と
に
数

多
く
の
評
論
を
書
き
、
ま
た
精
カ
的
に
外
国
文
学
の
翻
訳
、
紹
介

に
つ
と
め
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
評
論
や
紹
介
が
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
学
の
実
作
に
お
い
て
手
掛
け
た
の
は
白
話

詩
で
あ
づ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
代
表
的
な
「
小
河
」
を
始

め
、
多
く
の
詩
を
発
表
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
現
在
か

ら
見
れ
ば
高
度
な
レ
ベ
ル
と
は
恩
わ
れ
な
い
が
、
初
期
の
白
話
詩

に
お
い
て
は
先
駆
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
「
口

語
体
に
近
い
白
話
で
詩
作
し
、
し
か
も
一
部
の
旧
詩
に
あ
る
む
や

み
に
深
刻
ぶ
っ
た
情
調
や
、
思
考
を
束
縛
す
る
韻
律
か
ら
は
完
全

に
脱
却
し
て
お
り
、
新
詩
の
開
拓
期
に
積
極
的
な
影
響
を
及
ぼ

　
（
5
）

し
た
」
と
い
う
評
価
は
周
作
人
の
白
話
詩
の
持
っ
た
意
義
を
よ
く

表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
時
期
に
は
ま
た
目
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
詩
歌
を
紹
介

し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
俳
句
や
短
歌
も
含
ま
れ
て
い
た
。

周
作
人
の
こ
の
影
響
で
中
国
の
詩
壇
に
小
詩
と
い
わ
れ
る
一
行
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ら
四
行
、
の
短
い
詩
を
作
る
試
み
が
広
が
つ
て
い
つ
た
と
い
う
。
が

周
作
人
自
身
が
俳
句
や
短
歌
か
ら
受
け
た
影
響
は
形
式
と
は
異
な

る
面
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
次
の
詩
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
　
　
　
く
わ
い
の
鉢
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（89）周作人の作品に去けるリアリズムの特色について

　
　
　
緑
の
鉢
に
く
わ
い
を
い
く
つ
か
植
え
た
ら
、

　
　
青
々
と
し
た
小
さ
な
葉
が
生
え
た
。

　
　
秋
の
寒
さ
が
や
っ
て
く
る
と
、
葉
は
み
な
枯
れ
て
し
ま
い
、

　
　
鉢
の
水
だ
け
が
残
っ
た
。

　
　
清
冷
な
水
に
、
リ
ボ
ン
の
よ
う
な
深
緑
色
の
水
草
が
二
三
本

　
　
た
ゆ
と
う
て
い
る
。

　
　
時
折
か
わ
い
い
雀
が
、

　
　
夕
陽
の
な
か
を
飛
ん
で
来
て
、

　
　
ち
ょ
っ
と
水
に
つ
か
っ
て
音
も
な
く
水
を
浴
ぴ
る
の
だ
。

　
こ
の
詩
は
、
完
全
に
叙
景
的
な
詩
で
あ
る
と
ま
ず
い
っ
て
も
い

い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
作
者
の
心
情
の
投
影
が
見
ら
れ
る
に
せ
よ
、

直
接
に
は
語
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
客
観
的
な
描
写
に
徹
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
。
周
作
人
は
、
「
日
本
の
小
詩
」
で
俳
句
に
つ
い
て
、
「
俳
句
は
、

静
物
画
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
多
く
は
た
だ
情
景
を
写
し
た
も
の
か
、

あ
る
い
景
に
即
し
て
惰
を
寄
せ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
純
粋
に
叙
情

的
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
叙
事
的
な
も
の
は
さ
ら
に
な
い
」

と
述
べ
る
。
い
ま
挙
げ
た
叙
景
的
な
詩
に
は
明
ら
か
に
そ
う
い
っ

た
俳
句
の
捉
え
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に

は
ま
た
子
規
の
「
写
生
」
の
影
響
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　
子
規
の
写
生
論
は
、
一
種
の
写
実
の
主
張
で
あ
り
、
見
た
も
の

を
あ
り
の
ま
ま
に
写
す
こ
と
を
提
唱
し
た
。
つ
ま
り
「
感
傷
的
な

主
観
を
排
し
、
客
観
的
な
外
界
を
正
確
に
写
す
こ
と
に
よ
っ
て
感

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

動
を
生
か
そ
う
と
し
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
月
並

み
」
と
い
わ
れ
る
マ
ン
ネ
リ
化
し
た
表
現
に
陥
っ
て
い
た
俳
句
界

に
、
革
新
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
「
写
生
」
の
方
法
は
や
が

て
短
歌
に
そ
し
て
散
文
の
領
域
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

生
文
と
な
る
。
次
に
挙
げ
る
「
叙
事
文
」
の
一
節
は
写
生
文
の
概

念
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

　
　
　
或
る
景
色
又
は
人
事
を
見
て
面
白
し
と
恩
ひ
し
時
に
、
そ

　
　
を
文
章
に
直
し
て
読
者
を
し
て
己
と
同
様
に
面
白
く
感
ぜ
し

　
　
め
ん
と
す
る
に
は
、
言
葉
を
飾
る
べ
か
ら
ず
、
誇
張
を
加
ふ

　
　
べ
か
ら
ず
、
只
あ
り
の
ま
ま
見
た
る
ま
ま
に
其
事
物
を
模
写

　
　
す
る
を
可
と
す
。

　
写
生
文
は
、
そ
の
後
虚
子
や
漱
石
に
よ
っ
て
継
承
、
発
展
さ
れ

て
ゆ
き
、
自
然
主
義
と
は
別
の
リ
ア
ゾ
ズ
ム
の
系
譜
と
な
っ
た
こ

と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
周
作
人
自
身
は
、
子
規
の
写
生
に
つ

い
て
、
「
子
規
は
自
然
主
義
時
代
の
影
響
を
受
け
、
写
生
を
主
張

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

し
客
観
を
偏
重
し
た
」
或
い
は
、
「
客
観
的
描
写
を
提
唱
し
た
」

と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
。
周
作
人
の
詩
は
形
式
的
に
は
定
型
詩

あ
る
い
は
短
詩
型
を
と
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
描
写
技
法
と
い
う
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方
法
面
で
「
写
生
」
の
影
響
を
受
け
た
と
い
え
よ
う
。

・
さ
て
、
ご
の
詩
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
色
は
、
「
緑
の
鉢
」
「
青
々

と
し
た
小
さ
な
葉
」
「
清
冷
な
水
」
、
「
リ
ボ
ン
の
よ
う
な
深
緑
色

の
水
草
」
と
い
っ
た
色
彩
等
の
印
象
の
鮮
明
さ
で
あ
る
。
い
わ
ば

視
覚
的
に
訴
え
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
子
規
の
「
写
生
」

が
、
画
家
で
あ
る
中
村
不
折
に
教
え
ら
れ
た
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
き
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
子
規
が
主
張
す
る
「
印
象
明

瞭
」
も
合
め
て
、
「
写
生
」
と
絵
画
的
な
描
写
は
も
と
も
と
つ
な

が
り
が
深
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
「
写
生
」
と
い

う
方
法
が
、
描
か
れ
る
対
象
と
そ
れ
を
見
て
描
き
出
す
作
者
と
い

う
関
係
を
本
質
的
に
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し

て
周
作
人
は
そ
の
本
質
を
把
握
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

　
筒
作
人
の
「
路
上
で
見
た
こ
と
」
と
い
う
詩
で
は
、
豆
汁
売
り

の
老
人
と
、
そ
の
連
れ
で
あ
る
四
、
五
歳
の
少
女
の
様
子
を
描
い

て
最
後
に
「
一
う
結
ぶ
。
「
し
か
し
こ
の
情
景
は
、
常
に
私
の
目
の

前
に
あ
る
、
さ
な
が
ら
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
描
い
た
天
使
と
聖
徒
の
古

画
の
よ
う
に
」
。
こ
こ
に
お
い
て
画
は
あ
く
ま
で
も
比
楡
で
あ
る
。

し
か
し
対
象
を
一
幅
の
画
と
し
て
封
じ
込
め
た
時
、
作
者
で
あ
る

自
分
は
そ
の
画
の
外
に
あ
っ
て
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
と
い
う
構
造

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
情
景
を
ひ
と
つ
の
画
と
し
て
比
楡
し

た
時
、
そ
こ
に
は
人
物
や
事
物
を
、
あ
る
い
は
人
物
や
事
物
を
合

め
た
風
景
を
対
象
化
し
て
見
て
い
る
と
い
う
意
識
、
す
な
わ
ち
対

象
を
見
る
も
の
、
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
意
識
が

そ
の
根
底
に
は
働
い
て
い
よ
う
。
い
わ
ば
私
自
身
は
画
の
な
か
に

直
接
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
対
象
と
自
己
と
の
関
係

を
示
し
て
い
る
点
に
お
い
て
こ
の
一
句
は
象
徴
的
で
あ
る
。

　
そ
の
意
識
を
よ
り
端
的
に
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

　
（
1
5
）

「
画
家
」
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

　
「
惜
し
い
こ
と
に
わ
た
し
は
画
家
で
は
な
い
の
で
、
一
本
の
筆

で
、
た
く
さ
ん
の
情
景
を
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
書
き

出
し
、
裸
足
で
遊
ぶ
子
供
、
雨
の
中
の
田
植
え
、
路
地
裏
の
野
菜

売
り
、
道
端
で
休
む
男
な
ど
を
挙
げ
て
い
く
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
日
常
的
な
風
景
の
ひ
と
こ
ま
な
の
だ
が
、
例
え
ば
野
菜
売
り
に

つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

　
　
　
小
さ
な
路
地
の
入
り
口
に

　
　
野
菜
の
荷
が
置
い
て
あ
る
、
1

　
　
荷
い
っ
ぱ
い
に
青
い
赤
い
大
根
、

　
　
白
い
白
菜
、
紫
の
茄
子
、

　
　
　
野
菜
売
り
は
の
ん
ぴ
り
と
売
り
声
を
か
け
な
が
ら
立
っ
て

　
　
い
る
。
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そ
し
て
最
後
に
再
び
繰
り
返
す
。

　
　
　
こ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
平
凡
な
真
実
の
印
象
は
、

　
　
永
久
に
鮮
明
に
心
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、

　
　
惜
し
い
こ
と
に
わ
た
し
は
頂
家
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
筆
で
、

　
　
た
く
さ
ん
の
情
景
を
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
「
路
上
で
み
た
も
の
」
よ
り
も
、
よ
り
明
瞭
に
、
描
く
側
の
意

識
が
語
ら
れ
る
。
色
と
り
ど
り
の
野
菜
は
、
「
く
わ
い
の
鉢
」
で

指
摘
し
た
の
と
同
様
、
視
覚
的
な
描
写
で
あ
る
し
、
ま
た
野
菜
売

り
の
描
き
方
も
極
め
て
絵
画
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
ま
た

対
象
と
そ
れ
に
対
す
る
自
己
と
の
関
係
が
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
。

先
程
の
「
路
上
で
見
た
も
の
」
に
お
い
て
、
画
と
そ
れ
を
見
る
自

分
で
あ
っ
た
関
係
は
、
こ
こ
で
は
画
と
し
て
描
き
出
す
自
分
と
の

関
係
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
物

や
事
物
に
対
す
る
自
分
は
、
そ
れ
ら
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
ら

を
対
象
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
画
家
」
と
い
う
認
識
は
、

こ
の
こ
と
を
直
載
的
に
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ

の
詩
は
、
子
規
の
「
写
生
」
を
最
も
本
質
的
な
所
で
捉
え
た
周
作

人
の
意
識
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
こ
の
描
写
方
法
は
、
自
分
の
思
想
や
感
情
を
直
接
的
に
謹
い
上

げ
る
、
或
い
は
叙
事
的
に
語
る
と
い
う
手
法
と
は
明
ら
か
に
異
な

っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
、
周
囲
の
人
物
や
事
物
の
客
観
的
な
描

写
を
通
し
て
自
己
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
問
接
的
な
自
己
表
現
で
あ
り
、
作
者
の
視
点
は
、
直
接
に
は

自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
は
以
後
の
周
作
人

の
作
品
を
特
徴
づ
け
る
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
描
写
に
は
、
「
写

生
」
の
み
な
ら
ず
、
周
作
人
が
造
詣
が
深
か
う
た
英
文
学
を
は
じ

め
と
す
る
西
洋
近
代
文
学
の
自
然
描
写
が
寄
与
し
た
面
も
無
視
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
写
生
」
に
せ
よ
、
西
洋
近
代
文
学
に
せ
よ
、

ぞ
れ
ら
を
摂
取
す
る
こ
と
で
周
作
人
は
詩
の
近
代
化
を
目
指
そ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
客
観
的
な
描
写
と
い
う
一
種
の
写
実
的
な
手
法
を
用
い

る
こ
と
に
よ
り
、
伝
統
的
な
中
国
の
詩
に
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
の

で
あ
る
。
い
ま
挙
げ
た
二
つ
の
詩
は
、
い
ず
れ
も
庶
民
の
生
活
が

題
材
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
題
材
の
選
択
が
、
根
底
に
お
い
て

人
道
主
義
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
問
違
い
な
い
。
い
わ
ば

「
人
の
文
学
」
、
「
平
民
の
文
学
」
で
示
し
た
理
念
の
実
践
が
こ
の

時
期
の
周
作
人
の
詩
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
「
平
凡

な
真
実
の
印
象
」
と
い
う
言
葉
は
そ
れ
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
よ
．
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う
。
身
辺
の
人
物
や
事
物
を
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
、
こ
う
い
っ

た
目
常
的
な
風
景
を
「
平
凡
な
真
実
の
印
象
」
と
い
う
言
葉
で
表

現
し
た
時
、
そ
こ
に
は
文
学
の
一
種
の
近
代
性
へ
の
指
向
が
見
て

取
れ
よ
う
。
そ
し
て
題
材
や
風
景
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
新
た
な

る
眼
は
、
中
国
の
新
文
学
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
さ
て
大
岡
信
氏
は
、
短
歌
や
俳
句
に
お
け
る
「
触
目
」
と
い
う

言
葉
に
つ
い
て
、
「
目
に
触
れ
た
も
の
そ
れ
を
す
っ
と
書
い
て
い

く
」
こ
と
と
し
て
、
人
生
の
重
大
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
書
く
西
欧

の
詩
と
異
な
る
日
本
の
短
詩
型
文
学
の
特
色
と
指
摘
す
る
。
こ
こ

で
挙
げ
た
も
の
を
は
じ
め
、
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
周
作
人
の
詩

の
な
か
に
は
、
感
覚
的
に
は
こ
れ
に
近
い
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
な
か
に
は
人
遺
主
義
を
む
き
出
し
に
し
た
よ
う
な
観
念

性
の
強
い
も
の
も
あ
る
し
、
内
心
の
吐
露
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
。

が
、
そ
う
い
っ
た
性
格
の
も
の
に
し
て
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
客

観
的
な
描
写
を
合
ん
で
い
る
詩
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
方
法
は
五
四
時
期
の
周
作
人
の
詩
に
お
い
て

見
事
に
開
花
し
た
と
は
言
い
難
い
。
周
作
人
の
資
質
も
あ
ろ
う
が
、

客
観
的
な
描
写
が
言
葉
に
緊
張
感
を
も
た
ら
し
て
お
ら
ず
、
平
板

に
終
わ
づ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
あ
た

り
の
こ
と
は
、
周
作
人
自
身
も
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
に

二
九
年
に
な
っ
て
、
こ
れ
ら
の
詩
を
『
過
去
の
生
命
』
と
い
う
詩

集
に
ま
と
め
る
の
だ
が
、
そ
の
序
で
「
こ
れ
ら
の
詩
の
言
葉
は
い

ず
れ
も
散
文
的
で
あ
り
、
そ
の
な
か
の
意
味
も
た
い
そ
う
平
凡

だ
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
逆
説
的
に
い
え

ば
こ
れ
ら
の
詩
が
容
易
に
散
文
に
も
な
り
う
る
可
能
性
を
は
ら
ん

で
い
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
二
一
年
に
書
か
れ
た
散

文
「
西
山
小
品
」
で
は
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
見
事
な
成
功
を
収
め

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
方
法
は
後
の
小
品
文
創
作
に
生
－
か
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

二

　
周
作
人
が
小
品
文
の
先
駆
と
も
い
う
ぺ
き
「
故
郷
の
山
菜
」
、

「
北
京
の
茶
菓
子
」
を
書
く
の
は
、
二
四
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
が
、
そ
の
間
、
恩
想
的
に
は
大
き
な
転
換
を
遂
げ
る
。
そ
の
背
・

景
に
は
社
会
的
に
は
新
文
化
運
動
の
低
迷
、
個
人
的
な
体
験
と
し

て
は
、
肋
膜
炎
を
患
っ
て
の
入
院
や
西
山
碧
雲
寺
で
の
長
期
に
わ

た
る
療
養
生
活
、
そ
し
て
兄
魯
迅
と
の
絶
交
な
ど
が
主
な
も
の
と

し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
時
期
は
五
四
退
潮
期
に
当
た
り
、
そ

の
う
え
身
体
の
不
調
も
加
わ
っ
て
、
周
作
人
の
思
想
的
混
迷
は
深
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（
π
）

ま
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
「
岐
路
」
と
い
う
詩
で
は
こ
の
よ
う
に

書
く
。

　
　
　
荒
野
の
た
く
さ
ん
の
足
跡
が
、

　
　
先
人
の
歩
い
た
道
を
指
し
示
し
て
い
る
、

　
　
あ
る
も
の
は
東
へ
、
あ
る
も
の
は
西
へ
、

　
　
ま
た
あ
る
も
の
は
真
っ
直
ぐ
南
へ
む
か
っ
て
い
る
。
（
中
略
）

　
　
が
私
は
ど
の
遺
を
行
こ
う
か
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、

　
　
目
を
兄
開
い
て
眺
め
て
い
る
だ
け
だ
、
岐
路
の
真
ん
中
に
立

　
　
っ
て
。

か
つ
て
標
棲
し
た
人
道
主
義
が
、
色
あ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

は
容
易
に
見
て
取
れ
よ
う
。

　
さ
て
こ
の
頃
、
周
作
人
は
珍
し
く
小
説
を
い
く
つ
か
手
掛
け
て

い
る
。
そ
れ
は
い
ま
触
れ
た
恩
想
的
な
混
迷
を
投
影
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
周
作
人
の
文
学
を
考
え
る
上
で
は
興
味
深
い
点

も
あ
る
の
で
少
し
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
こ
れ
ら
の
小
説
と
は
、
狂
人
が
「
民
主
の
邦
」
に
遊
ん
だ
と
い

う
設
定
の
「
真
の
狂
人
の
日
記
」
、
夢
の
中
の
話
で
あ
る
「
夏
の

夜
の
夢
」
、
異
星
か
ら
き
た
と
い
う
狂
人
が
主
人
公
の
「
星
か
ら

き
た
人
」
と
い
っ
た
、
い
ず
れ
も
風
刺
を
合
ん
だ
話
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
設
定
は
バ
フ
チ
ン
の
い
う
と
こ
ろ
の
メ
ニ
ッ
ペ
ア
に
相

当
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
周
作
人
が
こ
の
頃
訳
し
た
ル
キ
ア

ノ
ス
の
「
冥
土
旅
行
」
や
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
「
育
嬰
甥
義
」
な
ど
に

触
発
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
が
、
周
作
人
が
生
涯
愛
し
た

ル
キ
ア
ノ
ス
を
は
じ
め
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
、
あ
る
い
は
ヴ
才
ル
テ
ー

ル
の
「
ガ
ン
デ
ィ
ー
ド
」
、
漱
石
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
な
ど
、

好
ん
だ
小
説
の
幾
つ
か
が
い
ず
れ
も
メ
ニ
ッ
ペ
ア
的
要
素
の
濃
い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
些
か
興
味
深
い
。
若
い
と
き
・
か
ら
西
洋
の
近

代
小
説
に
触
れ
、
多
数
の
翻
訳
や
紹
介
を
な
し
た
周
作
人
が
こ
の

よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
小
説
を
好
み
、
ま
た
自
ら
は
、
本
格
的
な
リ

ア
リ
ズ
ム
小
説
に
は
ほ
と
ん
ど
手
を
染
め
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

は
、
周
作
人
の
文
学
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
小
説
も
、
鋭
い
風
刺
を
含

む
も
の
は
何
編
か
あ
づ
た
も
の
の
、
結
局
は
長
く
続
く
こ
と
な
く
、

試
作
の
域
を
出
な
か
づ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

風
刺
の
要
素
は
散
文
や
雑
文
の
な
か
で
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
時
「
夏
の
夜
の
夢
」
の
一
編
と
し
て
書
か
れ
た

回
憶
的
な
散
文
で
あ
る
「
初
恋
」
は
、
こ
の
な
か
に
あ
っ
て
異
色

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
淡
い
情
感
を
た
た
え
て
印
象
的
で
あ

る
。
こ
れ
は
こ
の
後
の
周
作
人
の
方
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
も
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あ
る
。

　
先
程
も
触
れ
た
が
、
「
故
郷
の
山
菜
」
「
北
京
の
茶
菓
子
」
が
書

か
れ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
二
四
年
の
二
月
で
あ
り
、
周
作
人
が
自

党
的
に
こ
う
い
っ
た
散
文
を
目
指
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
あ

た
り
か
ら
と
い
え
る
。
こ
れ
に
続
い
て
「
蝿
」
「
苦
雨
」
「
飲
茶
」

「
鳥
の
声
」
な
ど
が
書
か
れ
る
が
、
筆
致
の
の
び
や
か
さ
、
そ
れ

に
合
ま
れ
る
惰
緒
な
ど
、
周
作
人
の
散
文
の
ひ
と
つ
の
頂
点
を
示

し
て
い
る
。
五
四
時
期
と
の
相
違
は
明
瞭
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

例
え
ば
「
蝿
」
に
お
い
て
見
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
〕

　
か
つ
て
二
一
年
に
書
い
た
詩
に
も
同
じ
く
「
蝿
」
と
い
う
題
の

も
の
が
あ
る
。
「
わ
た
し
た
ち
は
愛
を
説
き
、
一
切
の
衆
生
を
愛

す
と
言
う
け
れ
ど
、
し
か
し
わ
た
し
は
、
す
べ
て
を
愛
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
「
わ
た
し
は
あ
の
蝿
を
愛
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
わ
た
し
は
彼
ら
を
憎
み
、
彼
ら
を
呪
う
」
と
い
う
。

そ
れ
は
人
遣
主
義
、
博
愛
主
義
か
ら
く
る
悩
み
な
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

同
じ
頃
書
か
れ
た
「
山
中
雑
信
」
で
も
や
は
り
蝿
に
つ
い
て
同
様

の
こ
と
を
い
う
。

　
　
　
私
の
心
に
は
ひ
と
つ
の
矛
盾
が
あ
る
、
一
方
で
は
蝿
は
私

　
　
と
同
じ
く
生
命
を
そ
な
え
た
衆
生
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
認
め

　
　
な
が
ら
、
ま
た
一
方
で
は
脚
に
は
た
く
さ
ん
の
有
害
な
細
菌

　
　
が
お
り
、
頭
や
顔
を
這
う
と
む
ず
む
ず
す
る
と
い
う
憎
ら
し

　
　
い
小
虫
で
、
や
づ
つ
け
て
や
り
た
い
と
恩
う
の
だ
。

そ
し
て
こ
れ
を
「
情
と
知
の
衝
突
」
と
称
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
そ
れ
に
対
し
、
二
四
年
の
散
文
の
「
蝿
」
で
は
、
「
蝿
は
と
て

も
愛
ら
し
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
わ
た
し
た
ち
が
子
供
の

頃
は
ち
ょ
っ
と
ば
か
り
好
き
だ
っ
た
」
と
書
き
出
し
、
幼
い
日
に

兄
弟
で
蝿
を
捕
ま
え
て
き
て
遊
ん
だ
思
い
出
か
ら
、
蝿
を
証
う
ギ

リ
シ
ャ
の
詩
、
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
「
昆
虫
記
」
、
「
詩
経
」
、
一
茶
の

俳
句
に
ま
で
及
ん
で
、
蝿
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
白
在
に
語

る
。
そ
こ
に
は
観
念
性
は
全
く
な
い
。
主
義
や
観
念
か
ら
自
由
に

な
っ
た
自
在
さ
が
躍
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
周
作
人
の
変
化
に
恩
想
的
根
拠
を
与
え

た
の
は
、
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
・
エ
リ
ス
で
あ
っ
た
。
エ
リ
ス
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
指
摘
と
詳
し
い
論
考
が
な
さ
れ

　
　
　
（
刎
）

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
関
連
上
の
言
及
に
止
め
る
が
、

「
わ
た
し
た
ち
は
同
じ
川
の
流
れ
に
二
度
入
浴
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
、
「
新
し
く
な
い
曙
光
が
地
上
を
照
ら
す
時
は
な
く
、
日
没

　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

の
見
え
な
い
時
も
な
い
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
の
言
葉
を

引
く
エ
リ
ス
に
、
人
道
主
義
に
行
き
詰
ま
っ
て
苦
悩
し
て
い
た
周

作
人
は
、
深
く
共
鳴
す
る
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
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現
在
を
過
去
と
未
来
の
中
問
点
と
い
う
過
渡
期
と
し
て
捉
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
未
来
の
為
に
と
い
う
よ
う
な
、
目
的
の
為

に
現
在
を
生
き
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
過
去
と
未
来
を
見
つ
め
な

が
ら
、
現
在
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
に
意
味
を
兄
出
す
こ
と
を
指

し
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
で
は
日
々
に
苛
酷
さ
を
加
え
る
反
動
的
な
現
実
と
対
決
し
、

果
敢
な
文
筆
活
動
を
統
け
な
が
ら
も
、
恩
想
的
に
は
混
迷
の
な
か

に
あ
っ
た
周
作
人
は
、
現
在
を
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
、
エ
リ
ス

の
思
想
を
も
と
に
再
認
識
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
頃
書
か
れ
た

　
　
　
　
　
（
2
3
）

「
路
を
尋
ね
る
人
」
で
「
今
や
っ
と
わ
か
づ
た
、
悲
哀
の
な
か
で

も
が
い
て
い
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
自
然
の
路
な
の
だ
」
と
し
、
そ

し
て
路
の
終
点
で
あ
る
死
に
到
る
ま
で
こ
う
す
る
の
だ
と
言
ヶ
。

　
　
　
わ
た
し
は
ゆ
っ
く
り
と
歩
き
な
が
ら
道
筋
の
景
色
を
兄
、

　
　
人
々
の
話
を
聞
き
、
こ
う
い
っ
た
得
る
べ
き
苦
と
楽
を
十
分

　
　
に
享
受
し
よ
う
と
思
う
だ
け
だ
。

こ
の
表
白
が
、
エ
リ
ス
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。

　
周
作
人
は
こ
こ
で
人
道
主
義
か
ら
脱
却
し
、
思
想
的
な
転
換
を

遂
げ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
現
在
を
生
き
る
過
程

で
味
わ
お
う
と
し
た
「
苦
と
楽
」
は
、
人
生
や
生
活
そ
の
も
の
に

対
す
る
関
心
へ
と
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
エ
リ
ス
の
影

響
を
受
け
て
、
周
作
人
が
提
唱
し
た
、
生
活
を
英
知
を
も
っ
て
捉

え
直
し
て
い
こ
う
と
す
る
「
生
活
の
芸
術
」
も
ひ
と
つ
の
人
生
観

を
合
ん
で
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
故
郷
の
山
菜
」
を
皮
切
り

に
次
々
に
発
表
さ
れ
た
一
連
の
作
品
は
、
人
生
や
生
活
に
対
す
る

こ
う
い
っ
た
捉
え
方
を
母
胎
と
し
て
出
て
き
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
時
期
に
も
、
も
ち
ろ
ん
周
作
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
散
文

を
書
い
て
い
る
。
だ
が
こ
の
一
連
の
作
品
は
、
明
ら
か
に
こ
れ
ま

で
と
は
違
う
要
素
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
後
に
も
受
け
継
が

れ
て
い
く
ス
タ
イ
ル
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
題
材
に
つ
い
て
い
え

ぱ
、
こ
こ
に
題
材
と
し
て
取
ら
れ
た
も
の
は
、
山
菜
や
茶
菓
子
あ

る
い
は
蝿
や
鳥
の
声
と
い
っ
た
身
近
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で

は
日
常
生
活
を
描
写
し
よ
う
と
し
た
五
四
時
期
の
詩
と
通
ず
る
も

の
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
決
定
的
な
相
違
と
思
わ
れ
る
の
は
、

か
つ
て
目
常
生
活
を
描
写
し
て
「
平
凡
な
真
実
の
印
象
」
と
表
現

し
た
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
、
単
純
な
文
学
の
近
代
性

へ
の
指
向
が
こ
こ
で
は
払
拭
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
以
前
わ
た
し
は
、
そ
こ
（
芸
術
と
生
活
の
或
る
相
－
訳
者
）
に

見
え
隠
れ
す
る
主
義
を
愛
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
現
在
愛
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

る
の
は
、
芸
術
と
生
活
そ
の
も
の
だ
」
と
い
う
周
作
人
の
言
葉
も
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こ
の
変
化
を
よ
く
物
語
っ
て
い
よ
う
。
主
義
や
観
念
性
か
ら
は
自

由
に
な
っ
て
、
作
者
は
対
象
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
対
象
で

あ
る
事
物
は
事
物
そ
の
も
の
の
存
在
感
を
主
張
し
始
め
る
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
作
者
で
あ
る
周
作
人
が
、
存
在
感
を
与
え
た
と

い
う
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）
　
一

　
対
象
へ
の
こ
の
よ
う
な
婆
勢
は
、
桶
谷
秀
昭
氏
が
子
規
に
つ
い

て
「
子
規
に
と
つ
て
写
生
は
、
現
実
に
た
い
す
る
あ
れ
こ
れ
の
見

方
の
一
つ
で
は
な
く
て
、
も
と
も
と
レ
ア
ル
と
い
ふ
言
葉
が
物
に

即
す
と
い
ふ
意
味
で
の
レ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
「
写

生
」
の
持
つ
即
物
的
な
側
面
と
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
恩

わ
れ
る
。
い
わ
ぱ
そ
の
即
物
的
な
側
面
が
、
こ
こ
で
前
面
に
打
ち

出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
対
象
を
描
き
出
す
方
法
と
し
て
は
、
単
な
る
客
観
的
な
描

写
だ
け
で
は
な
い
。
知
識
や
趣
味
、
そ
し
て
作
者
の
哲
理
や
見
識

ま
で
も
が
す
べ
て
導
入
さ
れ
る
。
事
物
を
描
く
の
に
、
そ
れ
に
ま

つ
わ
る
故
事
・
来
歴
を
語
り
、
豊
宮
な
外
国
文
学
の
知
識
も
交
え
、

時
に
風
刺
や
諸
諺
を
込
め
る
と
い
う
、
周
作
人
の
散
文
の
ス
タ
イ

ル
は
こ
こ
に
確
立
し
た
の
で
る
。
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
は
大
き
く

但
者
の
主
体
に
か
か
っ
て
く
る
方
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
が
、

周
作
人
の
自
負
も
ま
た
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

作
品
が
直
接
作
者
の
内
面
を
語
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
全
体
と
し
て
極
め
て
個
人
主
義
的
な
印
象
を
与
え
る
の
も

そ
の
方
法
と
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
周
作
人
の
文
章
の

特
色
の
ひ
と
つ
と
い
っ
て
い
い
娩
曲
な
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
を
読
む
わ
た
し
た
ち
が
、
背
後
に
作
者
の
強
固
な
主
体
を
感

ず
る
の
も
、
そ
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
周
作

人
が
持
ウ
て
い
た
個
人
主
義
的
な
思
想
の
側
面
と
も
対
応
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

　
周
作
人
は
確
立
し
た
こ
の
形
式
を
、
自
覚
的
に
伝
統
文
学
の
な

か
に
据
え
直
そ
う
と
し
て
い
く
。
特
に
明
代
の
公
安
派
と
の
連
続

性
に
つ
い
て
は
「
現
代
の
文
学
は
、
今
散
文
に
つ
い
て
だ
け
言
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脆
）

と
、
明
代
と
少
し
ば
か
り
似
て
い
る
」
と
い
っ
た
も
の
を
始
め
何

回
も
言
及
し
て
い
る
。
周
作
人
の
小
品
文
が
伝
統
的
な
詩
文
の
延

長
上
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
自
身
で
は
そ
れ
に
英
国
の

エ
ッ
セ
イ
の
影
響
も
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
こ
の
時
期
の
文
章
は
、
ま
た
写
生
文
や
俳
句
と
大
き
な
関

わ
り
を
持
っ
て
く
る
。
「
写
生
」
の
持
つ
即
物
的
な
婆
勢
と
の
つ

な
が
り
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
さ
ら
に
「
写
生
」
と
の

関
係
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
重
要
な
点
が
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
散
文
を
集
め
た
も
の
は
、
『
雨
天
の
書
』
と
名
づ

208



（97）一周作人の作品におけるリアリズムの特色について

け
ら
れ
て
、
周
作
人
の
み
な
ら
ず
中
国
の
近
代
散
文
を
代
表
す
る

作
品
集
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
二
五
年
に
書
か
れ
た
、
そ
の
序
に
お

い
て
、
「
わ
た
し
は
近
頃
文
章
を
な
す
の
に
平
淡
自
然
の
境
地
に

た
い
へ
ん
憧
れ
る
」
と
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
わ
た
し
の
よ
う
な
気
短
な
性
格
の
人
問
が
、
中
国
の
こ
の

　
　
時
代
に
生
ま
れ
た
と
あ
っ
て
は
、
実
際
従
容
と
し
て
静
か
に

　
　
平
和
沖
淡
な
文
章
を
な
せ
る
見
込
み
は
あ
ま
り
な
い
。

そ
れ
は
こ
の
頃
の
周
作
人
の
文
章
に
対
す
る
美
意
識
を
些
か
屈
折

を
帯
び
な
が
ら
示
し
て
い
よ
う
。

　
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
子
規
が
写
生
に
つ
い
て
述
べ
た
文
の

な
か
で
、
写
生
は
平
淡
で
あ
る
が
、
「
平
淡
の
中
に
至
味
を
寓
す

る
も
の
に
至
つ
て
は
、
そ
の
妙
実
に
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が

（
2
7
）

あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
周
作
人
は
こ
の
時
期
、
方
法
と
し

て
だ
け
で
は
な
く
、
文
章
の
美
意
識
と
い
う
面
か
ら
「
写
生
」
を

捉
え
直
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
背
後
に
は

そ
う
い
っ
た
文
章
を
生
み
出
す
精
神
へ
の
共
鳴
が
あ
っ
た
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
。
そ
し
て
そ
れ
は
写
生
文

の
み
な
ら
ず
、
遡
っ
て
そ
の
根
源
で
あ
る
江
戸
時
代
の
俳
句
や
俳

文
を
も
合
ん
だ
関
心
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
こ
れ
以

降
、
二
四
年
頃
か
ら
、
子
規
の
著
作
も
含
め
て
芭
蕉
や
一
茶
な
ど

俳
句
関
係
の
書
籍
の
購
入
は
、
日
記
に
よ
れ
ば
目
立
っ
て
多
く
な

　
　
　
（
閉
）

る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
周
作
人
が
そ
こ
に
共
感
す
る
も
の
を

見
出
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
周
作
人
の
小
品
文

も
三
十
年
代
に
か
け
て
ま
た
新
た
な
発
展
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

一一一

　
さ
て
、
周
作
人
の
即
物
的
と
も
い
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
特
色
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

見
る
上
で
、
二
五
年
に
書
か
れ
た
「
日
記
と
書
簡
」
は
、
極
め
て

示
唆
的
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
周
作
人
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
日
記
と
書
簡
は
文
学
の
な
か
で
も
特
に
面
白
い
も
の
だ
、

　
　
な
ぜ
な
ら
他
の
文
章
よ
り
も
さ
ら
に
鮮
明
に
作
者
の
個
性
が

　
　
表
れ
る
か
ら
だ
。
詩
文
小
説
戯
曲
は
い
ず
れ
も
第
三
者
に
み

　
　
せ
る
も
の
な
の
で
、
芸
術
的
に
は
よ
り
精
錬
さ
れ
て
い
る
と

　
　
い
っ
て
も
、
ち
ょ
っ
と
ぱ
か
り
つ
く
り
も
の
の
痕
跡
が
あ
る
。

　
　
書
簡
は
相
手
に
見
せ
る
だ
け
で
あ
る
し
、
日
記
は
自
分
が
見

　
　
る
の
で
あ
る
か
ら
（
目
記
を
か
い
て
ゆ
く
ゆ
く
は
印
刷
し
て

　
　
本
を
出
そ
う
と
い
う
の
は
例
外
と
し
て
）
当
然
よ
り
真
実
で

　
　
よ
り
自
然
だ
。
　
．

そ
し
て
例
と
し
て
、
古
今
中
外
に
わ
た
る
多
く
の
文
人
の
手
紙
や
、

日
記
を
次
々
と
挙
げ
て
い
く
。
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手
紙
も
目
記
も
一
人
称
で
書
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で

は
、
確
か
に
一
人
称
で
わ
た
し
を
視
点
と
す
る
散
文
と
通
ず
る
所

が
あ
る
と
い
え
る
し
、
周
作
人
が
興
味
を
持
つ
の
は
う
な
ず
け
る
。

だ
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
よ
り
真
実
で
よ
り
自
然
だ
」
圭
言
っ

て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
つ
く
り
も
の
」
と
の
対

比
で
言
づ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
要
す
る
に
無
作
為
で
あ
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
手
紙
や
日
記
の
魅
力
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
且
ハ
体
的
に
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
の
文
章
の
な
か
で
例

え
ぱ
一
茶
の
日
記
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
「
一
茶
旅
日
記
」
は

周
作
人
の
引
く
所
に
よ
れ
ば
、
一
日
に
一
行
半
行
程
度
の
断
片
的

な
記
事
の
記
録
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
こ
の
章
節
も
な
さ

な
い
よ
う
な
文
に
は
む
し
ろ
多
く
の
暗
示
の
カ
が
合
ま
れ
て
い
て
、

わ
た
し
た
ち
は
読
む
と
作
者
の
人
物
お
よ
び
背
景
が
推
し
量
ら
れ

る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
効
力
は
俳
句
に
ま
さ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
無
味
乾
燥
と
も
い
え
る
鎖
事
の
記
録
に

周
作
人
が
強
い
魅
力
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
こ
に

は
事
実
重
視
が
見
て
取
れ
よ
う
。
西
洋
近
代
文
学
の
洗
礼
を
受
け

た
周
作
人
が
、
文
学
に
お
け
る
虚
構
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
か

っ
た
は
ず
は
な
い
だ
け
に
こ
の
見
方
は
注
目
に
値
す
る
。
つ
い
で

に
言
っ
て
お
け
ば
、
そ
の
意
識
の
延
長
か
ら
か
、
後
に
や
は
り
自

分
の
雑
事
記
録
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
日
記
の
一
週
問
分
を
「
苦
雨

斎
の
一
週
間
」
と
し
て
発
表
し
て
い
る
。

　
こ
の
事
実
重
視
は
ひ
と
つ
に
は
中
国
の
伝
統
的
な
文
学
観
と
の

関
わ
り
が
深
い
と
思
わ
れ
る
が
、
「
写
生
」
と
の
関
係
も
ま
た
兄

過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
写
生
」
と
目
記
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

形
式
と
の
関
わ
り
を
見
て
お
き
た
い
。
相
馬
庸
郎
氏
に
よ
れ
ば
、

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
は
一
般
読
者
を
対
象
と
す
る
文
章
募
集
欄
が

あ
り
、
題
を
課
し
て
の
短
文
を
募
集
し
た
が
、
マ
ン
ネ
リ
化
し
た

た
め
新
し
く
日
記
募
集
と
い
う
こ
と
が
着
想
さ
れ
た
と
い
う
。
目

記
募
集
が
行
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
日
記
期
」
は
、
明
治
＝
…
年
十

月
か
ら
明
治
三
五
年
十
月
ま
τ
と
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
相
馬
氏

は
、
写
生
文
の
運
動
に
お
け
る
モ
ッ
ト
ー
と
な
る
言
葉
は
、
「
事

実
」
の
尊
重
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
フ
一
の
「
事
実
」
と
い

う
言
葉
が
、
一
つ
の
主
張
と
し
て
は
っ
き
り
意
識
的
に
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
四
巻
第
一

号
、
即
ち
『
日
記
期
』
の
始
ま
り
か
ら
な
の
で
あ
る
L
と
指
摘
す

る
。　

考
え
て
み
れ
ば
「
目
的
物
を
写
す
の
に
は
、
自
分
の
経
験
を
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
釧
）

の
ま
ま
客
観
的
に
写
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
子
規
の
い
う
写
生

文
の
手
法
を
目
々
の
生
活
に
適
応
し
て
み
れ
ば
、
事
実
を
記
す
日

012



（99）周作人の作品におけるリアリズムの特色について

記
と
一
致
す
る
部
分
も
大
き
い
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
写
生
」

は
そ
も
そ
も
か
ら
事
実
重
視
を
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
最
も
顕
在
化
す
る
の
が
、
目
記
と
い
う
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
周
作
人
の
場
合
も
事
実
重
視
が
最
も
先
鋭
的
な
形

で
現
れ
た
の
が
日
記
に
対
す
る
愛
好
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
さ
て
、
日
記
と
い
う
形
式
に
関
し
て
、
周
作
人
と
と
も
に
散
文

家
と
し
て
名
高
い
郁
達
夫
が
、
他
の
人
の
著
作
を
読
む
時
「
一
番

読
む
の
が
好
き
な
の
は
そ
の
人
の
日
記
で
あ
り
、
次
は
書
簡
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脱
〕

り
、
最
後
に
や
っ
と
散
文
か
韻
文
の
作
品
を
読
む
」
と
や
は
り
目

記
に
対
す
る
愛
好
を
述
べ
て
い
る
の
は
お
も
し
ろ
い
。

　
郁
達
夫
の
こ
の
「
日
記
文
学
」
と
い
う
文
章
は
二
七
年
に
書
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
に
つ
い
て
は
す
で
に
鈴
木
正
夫
氏
が
論
じ

て
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
論
を
参
考
に
し
つ
つ
周
作
人
と
の
比
較

を
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
の
な
か
で
郁
達
夫
は
、
も
し
三
人
称
で

書
く
と
、
読
者
は
主
人
公
の
心
理
状
態
を
ど
う
し
て
作
者
は
こ
ん

な
に
詳
細
に
知
り
得
た
の
か
と
幻
滅
感
と
「
文
学
の
真
実
性
を
失

わ
せ
る
感
覚
」
が
出
て
く
る
の
だ
と
い
う
。
だ
か
ら
「
真
実
性
を

確
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
」
■
日
記
と
い
う
体
裁
な
の
だ
と

い
う
。
こ
こ
に
は
や
は
り
真
実
に
基
づ
い
て
こ
そ
作
者
に
と
っ
て

も
読
者
に
と
っ
て
も
、
文
学
作
品
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
と
い
う

一
種
の
事
実
尊
重
が
う
か
が
え
よ
う
。
虚
構
と
し
て
の
文
学
と
い

う
見
方
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
郁
達
夫
は
、
日
記
の
例
と
し
て
ス
イ
ス
の
哲
学
者
で
あ
る
ア
ミ

エ
ル
の
、
率
直
な
感
情
や
内
面
の
苦
悩
が
綴
ら
れ
た
日
記
を
紹
介

し
て
、
作
者
の
「
犬
胆
な
記
録
」
「
内
心
の
苦
悶
の
全
史
」
と
称

し
て
、
「
不
朽
の
名
作
」
だ
と
賞
賛
す
る
。
そ
し
て
「
日
記
文
学

は
文
学
の
ひ
と
つ
の
核
心
で
あ
り
、
正
統
文
学
以
外
の
宝
庫
で
あ

る
」
と
い
う
。

　
こ
こ
に
お
い
て
は
周
作
人
と
の
相
違
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
郁
達

夫
は
あ
り
の
ま
ま
の
自
已
の
内
面
を
描
き
出
す
こ
と
に
文
学
の
真

実
性
を
見
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
考
え
方
は
郁
達
夫
の

モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
小
説
や
、
目
記
体
を
と
っ
た
作
品
と
直
結
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
周
作
人
の
方
法
は
も
と
も
と
対
象
に
対
し
、
そ
れ
を
描
き
出
す

自
己
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
対
象
を
事
実
そ
の
ま
ま

と
し
て
記
す
日
記
に
無
作
為
の
自
然
を
感
じ
た
と
い
え
よ
う
。
比

楡
的
に
い
え
ば
、
自
分
自
身
を
直
接
画
に
描
く
、
つ
ま
り
郁
達
夫

の
よ
う
に
自
画
像
を
描
く
こ
と
は
な
か
づ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
、
郁
達
夫
の
場
合
は
、
根
本
的
に
方
法
を
異
に
し
て
い
る
。
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つ
ま
り
、
自
身
の
内
面
を
い
か
に
虚
偽
な
く
写
し
出
せ
る
か
と
い

う
こ
と
に
文
学
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
を
損

な
う
よ
う
な
虚
構
は
、
作
者
に
と
っ
て
も
読
者
に
と
っ
て
も
マ
イ

ナ
ス
と
な
る
の
で
あ
る
。
目
記
の
よ
う
に
虚
構
を
退
け
る
形
を
提

唱
す
る
の
は
そ
こ
に
理
由
が
あ
ろ
う
。

　
郁
達
夫
の
こ
の
文
学
観
や
、
小
説
の
手
法
が
日
本
の
私
小
説
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
脳
〕

影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
た
び
た
ぴ
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
郁
達

夫
が
目
本
に
留
学
し
た
の
は
、
す
で
に
大
正
と
な
っ
た
二
二
年
か

ら
二
二
年
で
、
日
本
の
文
壇
に
自
然
主
義
か
ら
生
ま
れ
た
私
小
説

が
隆
盛
を
極
め
て
い
る
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
明
治
末

期
に
日
本
に
滞
在
し
た
周
作
人
と
ち
ょ
う
ど
入
れ
違
い
で
あ
っ
た

と
も
い
え
よ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
い
ま
見
た
こ
の
両
者
の
共
通

点
と
相
違
点
は
、
あ
る
い
は
目
本
の
近
代
文
学
の
流
れ
に
対
応
す

る
面
も
合
ん
で
い
る
よ
う
に
恩
う
。

　
と
は
い
え
こ
の
両
者
が
と
も
に
意
味
あ
い
こ
そ
違
え
、
虚
構
に

対
し
て
意
識
が
稀
薄
だ
っ
た
こ
と
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
周
作
人
に
お
い
て
は
、
一
貫
し
て
持
ち
続
け
た

即
物
的
な
手
法
の
ひ
と
つ
の
側
面
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

周
作
人
は
ま
さ
に
そ
の
手
法
に
よ
っ
て
、
散
文
と
い
う
形
式
を
追

求
し
、
独
特
な
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
中
国
の
近
代
文
学
に

犬
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
に
、
虚
構
を
代
表
す

る
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
主
流
と
し
た
西
洋
近
代
文
学
を
対
置

し
て
み
る
と
、
周
作
人
の
散
文
文
学
、
ひ
い
て
は
中
国
の
近
代
文

学
の
持
つ
意
味
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

（
1
）
　
『
知
堂
雑
詩
抄
』
（
岳
麓
書
社
、
一
九
八
七
）
。
周
作
人
の
作
品

　
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
は
岳
麓
響
社
出
版
の
も
の
を
使
っ
た
。

（
2
）
　
『
知
堂
回
想
録
』

（
3
）
　
「
如
夢
記
」
（
『
知
堂
書
話
』
所
収
）
。

（
4
）
　
劉
岸
偉
『
東
洋
人
の
悲
哀
　
周
作
人
と
日
本
』
（
河
出
書
房
新

　
社
、
一
九
九
一
）
、
王
向
遠
「
文
体
・
材
料
・
趣
味
・
個
性
」
（
『
魯

　
迅
研
究
月
刊
』
一
九
九
六
年
第
四
期
）
な
ど
。

（
5
）
　
唐
破
『
中
国
現
代
文
学
史
』
（
北
京
外
文
出
版
社
、
一
九
八
六
）
。

（
6
）
　
予
耀
明
「
周
作
人
と
石
川
啄
木
」
（
『
野
草
』
第
六
三
号
　
一
九

　
九
九
）
。

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

　
ば
一

『
過
去
的
生
命
』
所
収
。

『
芸
術
興
生
活
』
所
。
収
。

久
保
田
正
文
『
正
岡
子
規
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
）
。

『
子
規
全
集
』
第
五
巻
（
ア
ル
ス
社
、
一
九
二
四
）
所
収
。

「
日
本
的
詩
歌
」
（
『
芸
術
興
生
活
』
所
収
）
。

「
目
本
的
小
詩
」

桶
谷
秀
昭
『
正
岡
子
規
』
（
小
澤
書
店
、
一
九
九
三
）
に
よ
れ

写
生
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
と
、
イ
タ
リ
ア
人
の
画
家
フ
ォ
ン
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（101）周作人の作品におけるリアリズムの特色について

タ
ネ
エ
ジ
か
ら
出
て
お
り

流
れ
を
ひ
く
と
い
う
。

フ
才
ン
タ
ネ
エ
ジ
は
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の

（
1
4
）
　
『
新
脊
年
』
第
六
巻
第
三
号
。

（
1
5
）
　
『
過
去
的
生
命
』
所
収
。

（
1
6
）
　
『
正
岡
子
規
　
五
つ
の
入
口
』
（
岩
波
審
店
、
一
九
九
五
）
。

（
1
7
）
　
『
過
去
的
生
命
』
所
収
。

（
1
8
）
　
『
過
去
的
生
命
』
所
収
。

（
1
9
）
　
『
雨
天
的
奮
』
所
収
。

（
2
0
）
　
『
雨
天
的
杳
』
所
収
。

（
”
）
　
小
川
利
康
「
周
作
人
と
H
・
エ
リ
ス
」
（
『
早
大
大
学
院
研
究
科

　
紀
要
』
別
冊
第
一
五
集
、
一
九
八
八
）
、
劉
岸
偉
、
前
掲
響
な
ど
。

（
2
2
）
　
「
繭
理
斯
的
話
」
（
『
雨
天
的
杳
』
所
収
）
。

（
2
3
）
　
『
過
去
的
生
命
』
所
収
。

（
2
4
）
　
『
芸
術
興
生
活
』
自
序

（
2
5
）
　
桶
谷
秀
昭
、
前
掲
杳
。

（
2
6
）
　
「
雑
拝
児
賊
」
（
『
永
日
集
』
所
収
）
。

（
2
7
）
　
『
病
妹
六
尺
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
二
七
）
。

（
2
8
）
　
『
周
作
人
日
記
』
（
大
象
出
版
祉
、
一
九
九
六
）
。
子
規
の
著
作

　
に
つ
い
て
見
る
と
、
二
四
年
に
『
子
規
随
筆
集
』
、
二
七
年
に
『
子

　
規
書
簡
集
』
『
仰
臥
漫
録
』
『
病
脈
六
尺
』
『
墨
汁
一
滴
』
を
購
入
し

　
て
い
る
。

（
2
9
）
　
『
雨
天
的
書
』
所
収
。

（
3
0
）
　
『
子
規
・
虚
子
・
碧
梧
桐
　
写
生
文
派
文
学
論
』
（
洋
洋
社
、
一

　
九
八
六
）
。

（
3
1
）
　
『
病
淋
六
尺
』

（
3
2
）
　
「
周
記
文
学
」
『
郁
達
夫
全
集
』
第
五
巻
（
漸
江
文
芸
出
版
社
、

　
一
九
九
二
）
。

（
3
3
）
　
『
郁
達
夫
　
悲
劇
の
時
代
作
家
』
（
研
文
出
版
、
一
九
九
四
）
。

（
3
4
）
　
伊
藤
虎
丸
「
郁
達
夫
と
大
正
文
学
」
『
近
代
文
学
に
お
け
る
中

　
国
と
周
本
』
（
汲
古
杳
院
、
一
九
八
六
）
所
収
。
鈴
木
正
夫
、
前
掲

　
書
な
ど
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
講
師
）
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