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谷
崎
潤
一
郎
が
好
ん
で
一
人
称
を
用
い
、
多
く
の
作
品
の
語
り
を
一
人
称
の
語
り
手
に
託
し
て
い
た
こ
と
は
、
谷
崎
読
者
に
と
っ
て
明
ら
か
で
あ

る
。
だ
が
そ
の
語
り
の
手
法
を
通
し
て
谷
崎
は
何
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
人
称
は
虚
構
性
と
「
自
伝
性
」
の
両
極
の
間
に
位
置
す
る

以
上
、
そ
の
両
極
へ
の
方
向
性
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
谷
崎
作
品
の
中
か
ら
幾
つ
か
の
一
人
称
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
取
り

上
げ
、
そ
の
方
向
性
が
ど
の
よ
う
に
文
章
世
界
の
構
築
に
貢
献
し
て
い
る
か
検
討
し
て
み
た
い
。

　

谷
崎
潤
一
郎
が
今
日
日
本
現
代
文
学
史
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
二
十
世
紀
文
学
の
最
高
峰
を
歩
み
続
け
た
作
家
で
あ
る
こ
と
は
ほ

ぼ
既
成
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
外
国
で
の
知
名
度
も
非
常
に
高
く
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
も
プ
レ
イ
ア
ー
ド
叢
書
と
い
っ
た

文
学
の
殿
堂
入
り
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
も
そ
う
い
っ
た
意
味
で
象
徴
的
だ
。

　

し
か
し
、
知
名
度
、
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
文
化
的
現
象
を
指
し
て
い
る
か
は
一
概
に
は
言
え
な
い
。
つ
ま
り
、
作
家
の
場

合
、
誰
で
も
そ
の
名
前
を
知
っ
て
い
る
作
家
の
知
名
度
と
、
誰
で
も
読
ん
で
い
る
作
家
の
知
名
度
は
根
本
的
に
異
な
る
。
誰
で
も
読
ん
で
い
る
作
家

の
名
前
は
誰
に
で
も
知
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
誰
に
で
も
知
ら
れ
て
い
る
作
家
が
読
ま
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、

文
化
と
い
っ
た
広
い
意
味
で
の
上
層
構
造
の
在
り
方
と
、
出
版
産
業
の
在
り
方
に
も
関
わ
っ
て
来
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
は
時
代
に
よ
っ
て
も
異
な
っ

て
来
る
。
で
は
、
誰
に
で
も
読
ま
れ
て
い
る
作
家
に
な
る
た
め
の
必
要
条
件
は
何
か
と
言
う
と
、
先
ず
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
か
も
知

れ
な
い
が
、
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
で
も
た
か
が
数
百
万
部
、
そ
れ
ほ
ど
広
く
そ
の
本
が
社
会
に
浸
透
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
の
本
を
買
っ
た
人
の

中
で
も
読
ま
な
い
人
も
い
る
以
上
、
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
＝
誰
に
で
も
読
ま
れ
る
本
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
で
は
、
も
う
一
つ
の
方
法
は
、
と
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い
え
ば
答
え
は
学
校
教
育
か
も
し
れ
な
い
。
い
ま
だ
に
学
校
の
国
語
の
授
業
で
文
学
が
多
少
と
も
読
ま
れ
て
い
る
と
し
て
、
今
日
誰
に
で
も
読
ま
れ

て
い
る
作
家
は
、
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
が
フ
ラ
ン
ス
に
来
て
い
る
日
本
人
学
生
た
ち
に
と
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
臆
す
る
と
、
ど
う
も
い
ま
だ

に
漱
石
が
だ
ん
ト
ツ
で
あ
り
、
続
く
の
が
芥
川
と
太
宰
の
よ
う
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
二
十
世
紀
文
学
の
御
三
家
で
あ
る
、
川
端
、
三
島
、
谷
崎
は

誰
に
で
も
知
ら
れ
て
い
る
作
家
で
あ
り
な
が
ら
も
、
誰
に
で
も
読
ま
れ
て
い
る
作
家
で
は
な
い
、
と
い
う
状
況
が
現
れ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
谷
崎
に

も
ち
ろ
ん
焦
点
を
絞
る
わ
け
だ
が
、
あ
る
意
味
で
、
読
ま
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
点
か
ら
言
え
ば
、
谷
崎
は
社
会
的
に
広
く
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る

作
家
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
谷
崎
は
ど
の
よ
う
な
作
家
と
し
て
知
ら
れ
、
あ
る
い
は
読
ま
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
ず
殆
ど
の
人
が
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
そ
の
文
学
的
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
倒
錯
し
た
世
界
を
描
い
た
作
家
、
サ
ド
マ
ゾ

ヒ
ズ
ム
の
小
説
、
ま
た
華
や
か
で
ハ
イ
カ
ラ
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
作
家
。
で
は
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
、
ど
う
か
と
い
う
と
、
谷
崎
が
書
い
た
戯
曲
、

あ
る
い
は
シ
ナ
リ
オ
な
ど
を
今
日
知
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
読
ん
で
い
る
の
は
谷
崎
研
究
者
か
相
当
な
マ
ニ
ア
し
か
い
な
い
。
多
く
の
人
が
知
っ
て

い
て
、
そ
の
中
の
一
部
が
読
ん
で
い
る
の
は
小
説
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
誰
も
異
存
は
な
か
ろ
う
。
谷
崎
は
二
十
世
紀
の
小
説
の
名
手
と
し
て
君
臨

し
た
わ
け
だ
し
、
彼
の
生
前
の
知
名
度
も
、
没
後
の
知
名
度
も
、
そ
の
小
説
に
依
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
谷
崎
の
作
品
を
顧
み
る
と
、
そ
の
他
に
も
数
多
く
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
を
書
き
残
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
そ
れ
は
例

え
ば
、
随
筆
で
あ
っ
た
り
、
旅
行
記
で
あ
っ
た
り
、
日
記
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
あ
い
だ
に
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
や
区
別
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
の
だ
が
、
大

き
く
括
れ
ば
、「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
の
、
と
言
え
る
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
か
ろ
う
じ
て

知
ら
れ
て
い
る
の
が
「
陰
影
礼
讃
」、
そ
れ
に
ま
あ
「
文
章
読
本
」
を
付
け
加
え
る
と
し
て
も
、
谷
崎
の
著
名
な
小
説
の
リ
ス
ト
と
照
ら
し
合
わ
せ

る
と
、
微
々
た
る
も
の
だ
。

　

あ
る
作
家
が
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
跨
が
る
仕
事
を
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
だ
。
と
い
う
よ
り
は
、
日
本
近
現

代
文
学
の
場
合
、
谷
崎
と
違
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
／
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
両
方
を
書
い
て
い
な
い
小
説
家
、
つ
ま
り
、
小
説
だ
け
を
書
い
て
い
る

作
家
な
ど
は
殆
ど
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
ト
ラ
ン
ス
・
ジ
ャ
ン
ル
性
は
、
あ
る
程
度
ま
で
日
本
の
作
家
の
特
徴
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、

日
本
の
場
合
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
看
做
す
べ
き
な
の
か
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
看
做
す
べ
き
な
の
か
意
見
の
分
か
れ
る
所
の
私
小
説
を
書
い
て
い
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る
作
家
も
非
常
に
多
く
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
／
ノ
ン
フ
ィ
シ
ョ
ン
の
違
い
へ
の
拘
り
が
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
間
の
多
孔
性
が
制
度
的
に
認
め
ら
れ
て
い
て
、
正
当
性
を
得
て
い
る
、
と
言
え
る
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
そ
の
場
合
、
何
故
こ
こ
で
特
に
谷
崎
を
取
り
上
げ
る
甲
斐
が
あ
る
の
か
、
と
言
っ
た
問
題
が
生
じ
る
。
谷
崎
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
捉
え
方
が
、
別
の
他
の
作
家
と
主
立
っ
た
違
い
が
な
い
の
な
ら
、
こ
こ
で
示
す
の
は
一
つ
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
で
し
か

な
い
が
、
逆
に
谷
崎
の
場
合
何
ら
か
の
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
の
な
ら
、
そ
こ
か
ら
、
新
た
な
展
開
を
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
性
と
し
て
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
谷
崎
潤
一
郎
は
そ
の
よ
う
な
文
学
的
状
況
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
こ
か

ら
ど
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
シ
ョ
ン
の
関
係
性
が
見
え
て
来
る
か
、
と
い
っ
た
点
を
こ
こ
で
少
し
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

谷
崎
の
知
名
度
が
そ
の
小
説
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
ず
そ
の
小
説
が
読
ま
れ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
従
っ
て
、
そ
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
同
じ
ほ
ど
に
は
読
ま
れ
、
評
価
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
意
味
す
る
わ
け
だ
が
、

そ
こ
か
ら
す
で
に
い
く
つ
か
の
こ
の
問
題
の
側
面
が
見
え
て
来
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
こ
で
言
う
評
価
は
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

あ
る
作
家
が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
名
手
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合―

そ
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
と
想
定
し
て―

を
除
け
ば
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
両
方
を
書
い
て
い
る
作
家
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
同
レ
ベ
ル
に
評
価
さ
れ
て
い
る
場
合
は
す

こ
ぶ
る
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
方
が
つ
ま
ら
な
い
か
ら
だ
と
議
論
を
一
蹴
し
て
し
ま
う
こ
と
も
出
来

る
が
、
そ
の
場
合
で
も
問
題
に
な
る
の
は
ど
の
よ
う
に
「
つ
ま
ら
な
さ
」、
そ
し
て
「
面
白
さ
」
の
評
価
基
準
が
決
定
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
近
現
代
文
学
史
の
中
で
小
説
が
最
重
要
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
文
学
的
価
値
観
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
、
そ
の
結
果
、
私
小
説
を
も
含
め
て
小

説
が
そ
の
価
値
形
態
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
来
て
い
れ
ば
、
あ
る
作
家
の
作
品
の
中
で
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
の
の
評
価
が
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
高
く
と
も
、
小
説
ほ
ど
に
評
価
さ
れ
な
い
、
と
い
う
現
象
が
起
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
の
個
人
的
な
趣
味
に
基
づ
く
評
価

基
準
の
問
題
で
は
な
く
、
文
学
場
の
機
能
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
来
る
。
こ
こ
で
い
う
「
文
学
場
」
は
衆
知
の
通
り
、
社
会
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル

デ
ュ
ー
が
提
示
し
た
概
念
で（

1
）、
出
版
市
場
、
出
版
社
、
編
集
者
、
読
者
、
作
者
、
批
評
家
な
ど
が
属
す
る
関
係
形
態
を
指
す
。
小
説
は
そ
の
文
学

場
の
中
で
、
あ
る
作
家
が
象
徴
的
価
値
を
蓄
積
し
、
正
当
性
を
得
る
た
め
の
必
然
的
手
段
と
な
る
。
い
か
に
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
の
が
優
れ
て
い
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よ
う
と
、
そ
れ
を
通
し
て
作
家
と
認
め
ら
れ
る
の
は
難
し
い
。
大
宅
壮
一
賞
を
取
る
こ
と
と
、
芥
川
賞
、
直
木
賞
を
取
る
こ
と
の
違
い
を
考
え
れ
ば

そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
谷
崎
の
場
合
に
し
て
も
、
そ
の
文
壇
へ
の
華
々
し
い
登
場
は
小
説
を
通
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、
い
か
に

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
の
が
優
れ
て
い
よ
う
と
、
そ
こ
に
谷
崎
文
学
の
醍
醐
味
を
見
る
読
者
は
少
な
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
何
故
、
そ
の
よ
う
に
象
徴
的
価
値
が
伴
わ
な
い
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
敢
え
て
作
家
は
書
く
の
か
。
こ
こ
で
、
文
学
場
の
機
能
か
ら
答
え
を

出
す
と
、
そ
れ
は
、
す
で
に
文
学
場
で
の
位
置
を
確
保
し
，
名
声
を
得
て
い
る
作
家
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
読
者
が
欲
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
欲

す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
あ
る
作
家
の
随
筆
、
ま
た
は
自
伝
な
ど
が
そ
の
作
家
の
実
像
を
知
る
た
め
の
糸
口
と
し
て
紹
介
さ
れ
、

ま
た
機
能
し
て
い
る
か
ら
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
ブ
ロ
グ
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
話
者
が
自
分

の
発
す
る
言
説
を
不
特
定
多
数
の
人
と
共
有
出
来
る
こ
と
か
ら
来
る
ナ
ル
シ
ズ
ム
的
陶
酔
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
点
に
な
り
つ
つ
あ
る
今
日

で
は
変
っ
て
来
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
が
、
特
権
的
個
人
に
し
か
そ
の
よ
う
な
自
己
的
言
説
と
し
て
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
発
す
る
可
能
性

が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
は
、
そ
の
特
権
的
個
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
自
己
的
言
説
の
受
容
が
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
自
己
的
言
説
の

受
容
が
あ
る
こ
と
が
そ
の
個
人
の
特
権
的
存
在
を
証
明
し
て
い
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
例
え
ば
谷
崎
潤
一
郎
の
初
期
作
品

を
見
て
み
る
と
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
谷
崎
は
、
翌
四
四
年
の
「
三
田
文
学
」
の
十
一
月
号
に
載
っ
た
永
井
荷
風
の
激
賞

の
お
か
げ
で
一
躍
売
れ
っ
子
作
家
に
な
る
の
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
彼
に
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
か
せ
る
意
味
が
経
済
的
に
も
生
じ
て
来
る
。
そ

こ
で
そ
の
ま
た
翌
年
（
一
九
一
二
年
）、「
東
京
日
日
新
聞
」
の
依
頼
を
受
け
て
谷
崎
は
京
都
へ
遊
び
に
出
か
け
、「
朱
雀
日
記
」
と
い
う
旅
行
記
を
、

と
い
う
か
見
聞
記
を
発
表
す
る
。「
東
京
日
々
」
の
魂
胆
は
多
分
売
れ
っ
子
の
悪
魔
主
義
の
誉
れ
高
き
若
い
作
家
を
京
都
な
ど
へ
送
り
込
ん
だ
ら
さ

ぞ
面
白
い
も
の
を
書
い
て
寄
越
す
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
期
待
は
見
事
に
外
れ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
企
画
自
体
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
の
の
位
置
付
け
か
ら
見
る
と
興
味
深
い
と
言
え
る
し
、
実
際
、
そ
れ
ま
で
、
谷
崎
は
「「
門
」
を

評
す
」
と
い
っ
た
評
論
を
除
け
ば
、
小
説
か
戯
曲
し
か
書
い
て
発
表
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
こ
に
新
し
い
受
容
の
可
能
性
が
現
れ
て
い

た
こ
と
が
す
で
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
。

　

で
は
、
谷
崎
は
そ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
朱
雀
日
記
」
自
体
に
は
そ
れ
に
対
す
る
言
及
、
と
で

も
い
う
べ
き
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
日
記
、
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
が
毎
度
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
二
頁
か
ら
五
、
六
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頁
ほ
ど
の
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
各
章
に
は
始
め
か
ら
拾
っ
て
い
く
と
「
近
江
の
国
」、「
京
都
」、「
平
安
神
宮
」、「
都
踊
り
」、「
嵯

峨
野
」、「
加
茂
川
」
な
ど
の
名
前
が
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
観
光
記
的
な
要
素
に
、
ど
こ
で
誰
と
何
を
し
た
と
い
っ
た
個
人
の
日
記
ら
し
き

要
素
が
混
じ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
（
中
の
一
章
は
「
ジ
レ
ッ
タ
ン
ト
」
と
言
い
、
上
田
敏
を
訪
問
し
た
と
き
の
様
子
が
綴
ら
れ
て
い
る
）。
面
白

い
こ
と
に
、
谷
崎
の
伝
記
的
な
文
章
で
は
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
、
昭
和
七
年
か
ら
八
年
（
一
九
三
二―

一
九
三
三
）
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た

「
青
春
物
語
」
の
中
に
再
び
こ
の
旅
行
と
こ
の
旅
行
記
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
。
こ
の
自
伝
的
文
章
は
中
央
公
論
に
連
載
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ

こ
で
谷
崎
は

明
治
四
十
五
年
の
四
月
、
私
は
大
毎
東
日
両
方
の
紙
上
へ
京
阪
見
物
記
を
連
載
す
る
と
い
う
約
束
で
、
東
日
か
ら
金
を
貰
っ
て
、
京
都
へ
出
か
け

た
。
い
わ
ゆ
る
「
朱
雀
日
記
」
と
題
す
る
も
の
が
こ
の
時
の
見
物
記
で
あ
る
。（2
）

と
説
明
し
て
い
る
。「
青
春
物
語
」
で
は
こ
の
よ
う
に
以
前
書
か
れ
た
も
の
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
そ
の
引
用
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
補
う

と
い
う
形
で
二
十
年
前
の
出
来
事
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
。
一
九
一
二
年
の
「
朱
雀
日
記
」
の
作
家
が
駆
け
出
し
の
売
れ
っ
子
な
ら
、
一
九
三
二
年

の
「
青
春
物
語
」
の
作
家
は
文
壇
の
中
心
的
作
家
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
回
顧
録
が
読
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
も
の
と
看
做
さ
れ
得
た
こ
と
は
容
易

に
想
像
出
来
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
失
わ
れ
た
過
去
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
、
と
言
っ
た
哀
愁
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
も
想
像
出

来
る
。

　

し
か
し
、
谷
崎
作
品
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
関
係
を
考
え
る
時
、
文
学
場
の
問
題
は
一
つ
の
側
面
で
し
か
な
い
。
文

章
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
何
故
流
通
し
た
か
、
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
文
章
現
象
の
範
囲
、
そ
し
て
実
態
に
近
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

こ
こ
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
絡
ん
で
く
る
が
、
こ
れ
が
こ
こ
数
十
年
、
様
々
な

形
で
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
衆
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
議
論
を
通
し
て
は
っ
き
り
し
て
き
て
い
る
い
く
つ
か
の
争
点
を
照
合
さ
せ
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
谷
崎
作
品
の
い
く
つ
か
の
側
面
を
浮
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
関
係
は
、
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
の
一
環
と
し
て
議
論
さ
れ
て
来
た
の
だ
が
、
そ
の
結
果
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
が
必
然
的
に
持
つ
、
言
っ
て
み
れ
ば
形
而
上
学
的
な
面
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
世
界
の
形
而
上
学
的
ス
テ
ー
タ
ス
の
問
題
か
ら
可
能
宇

宙
論
の
問
題
ま
で
を
も
含
ん
だ
も
の
、
と
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
流
れ
を
汲
む
言
説
分
析
と
そ
の
延
長
に
あ
る
発
話
論
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
が
絡
み

合
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
何
か
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
何
か
、
と
言
っ
た
問
題
（
本
質
問
題
）
と
、
虚
構
的
言
説
は
ど

の
よ
う
に
機
能
し
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
言
説
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
（
語
用
論
的
問
題
）
が
交
錯
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
一
環

と
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
分
析
を
も
と
に
発
展
し
た
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
分
析
に
応
用
出
来
る
か
、
と
言
っ
た
議
論
も
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
提
起
か
ら
ど
の
よ
う
な
見
方
が
抽
出
さ
れ
て
来
る
か
と
い
う
と
、
大
雑
把
に
分
け
る
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
・
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
絶
対
相
違
論
（
ド
リ
ッ
ト
・
コ
ー
ン
）
と
相
対
的
相
違
論
、
あ
る
い
は
相
互
感
染
論
、
あ
る
い
は
ま
た
相
違
の
度
合
い
論
（
ジ
ュ
ネ
ッ

ト
）
が
あ
る
。
簡
単
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
両
方
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
相
互
に
様
々
な
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
の

あ
い
だ
に
絶
対
的
な
境
界
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
背
後
に
あ
る
リ
テ
ラ
リ
テ
ィ
（litté-

rarité,

文
学
性
）
の
問
題
、
リ
テ
ラ
リ
テ
ィ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
も
リ
テ
ラ
リ
テ
ィ
が

あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
提
起
は
、
話
を
一
層
複
雑
に
、
且
つ
刺
激
的
に
し
て
い
る
。
但
し
、
こ
こ
で
明
ら
か
な
の
は
、
す
で
に
文
学
場
を
通
し

て
現
れ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
独
自
の
定
義
、
実
践
的
定
義
を
持
ち
得
ず
、
原
則
的
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
異
な
る
も
の
、
あ
る

い
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
抗
す
る
も
の
、
つ
ま
り
根
本
的
に
二
次
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
だ
。
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
つ
ま
り
非
・

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
っ
た
捉
え
方
を
超
え
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
の
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
様
々
な
論
が
飛
び
交
う
中
、
そ
れ
で
も
あ
る
程
度
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い
る
の
が
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
の
特
徴
、
ま

た
は
基
準
が
語
り
手
と
作
者
が
同
一
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
言
説
が
テ
キ
ス
ト
か
ら
見
出
せ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
点
だ
。

こ
れ
を
一
つ
の
非
虚
構
性
の
印
だ
と
す
る
と
、
一
人
称
で
書
か
れ
て
い
る
随
筆
や
、
自
伝
を
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
に
全
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
入
り
込
む
余
地
が
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
意
見
が

割
れ
る
所
で
、
先
に
あ
げ
た
絶
対
相
違
論
者
と
総
相
違
論
者
の
間
で
は
見
解
が
異
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
分
類
で
、
そ
の
位
置
付
け
が
と
て
も
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微
妙
に
な
る
の
は
い
わ
ゆ
る
私
小
説
だ
。
私
小
説
の
場
合
、
文
面
か
ら
は
例
え
ば
名
称
の
違
い
か
ら
語
り
手
と
作
家
を
必
ず
し
も
重
ね
合
わ
せ
る
こ

と
は
出
来
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
が
作
家
の
演
出
で
あ
る
と
い
っ
た
了
解
が
様
々
な
理
由
（
ペ
リ
テ
キ
ス
ト
的
な
も
の
も
含
め
て
）
か
ら
成
立
す

れ
ば
、
そ
れ
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
帯
び
、
ま
た
逆
に
作
家
と
語
り
手
の
同
一
性
を
疑
う
余
地
が
な
く
と
も
、
そ
の
文
章
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性

が
強
い
場
合
だ
の
、
非
常
に
様
々
な
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
論
的
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
谷
崎
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
に
戻
る
と
、
先
ず
、
谷
崎
が
虚
構
性
の

相
当
過
激
な
擁
護
者
で
あ
る
、
と
い
う
点
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
一
九
二
七
年
の
芥
川
龍
之
介
と
の
間
に

展
開
し
た
「
小
説
の
筋
論
争
」
で
谷
崎
は
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
い
る
。

い
っ
た
い
私
は
近
頃
悪
い
癖
が
つ
い
て
、
自
分
が
創
作
す
る
に
し
て
も
他
人
の
も
の
を
読
む
に
し
て
も
、
う
そ
の
こ
と
で
な
い
と
面
白
く
な
い
。

〔
…
…
〕
事
実
を
そ
の
ま
ま
材
料
に
し
た
も
の
や
，
そ
う
で
な
く
て
も
写
実
的
な
も
の
は
、
書
く
気
に
も
な
ら
な
い
し
、
読
む
気
に
も
な
ら
な
い
。

私
が
毎
月
の
雑
誌
に
現
わ
れ
る
現
代
諸
家
の
も
の
を
読
も
う
と
し
な
い
の
は
、
そ
の
せ
い
も
余
程
あ
る
と
思
う
。
ち
ょ
っ
と
最
初
の
五
六
行
へ
眼

を
通
し
て
見
て
、「
ハ
ハ
ア
自
分
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
な
」
と
気
が
付
く
と
、
も
う
そ
れ
っ
き
り
直
ぐ
イ
ヤ
に
な
る
。

　

こ
れ
は
ま
さ
に
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
私
小
説
の
否
定
に
他
な
ら
ず
、
確
か
に
谷
崎
は
多
く
の
小
説
で
そ
れ
を
実
践
し

て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
の
た
め
に
谷
崎
が
小
説
の
叙
述
形
態
と
し
て
好
ん
で
一
人
称
を
用
い
た
点
だ
。
谷
崎
作

品
に
は―

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
小
説
に
関
し
て
は
、
と
い
う
こ
と
だ
が―

一
人
称
で
書
か
れ
た
も
の
が
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
そ
の

一
人
称
の
語
り
手
の
多
く
が
そ
の
上
話
し
手
と
し
て
で
は
な
く
、
書
き
手
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
書
く
行
為
が
文
章
内
に
直
接
演
出
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
谷
崎
が
狙
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
叙
述
の
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ
シ
ャ
ル
、
作
為
的
な
面
、
ま
た
不
可
解
な
面
を
中
和
す
る
こ
と
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
の
目
的
は
逆
に
非
常
に
作
為
的
で
精
巧
に
考
え
尽
く
さ
れ
た
叙
述
装
置
に
依
っ
て
達
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
え
る
の
だ
が（

3
）、
と
も
か
く
そ
の
よ
う
に
し
て
非
常
に
多
く
の
一
人
称
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
読
者
に
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の
だ
。
例
を

あ
げ
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、「
痴
人
の
愛
」（
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
）
か
ら
「
卍
」、「
蘆
刈
」、「
春
琴
抄
」、
そ
し
て
戦
後
の
「
鍵
」
や
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「
瘋
癲
老
人
日
記
」
な
ど
、
実
に
多
く
の
小
説
が
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
ど
れ
も
が
強
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
帯
び
て
い
る
と
看
做
さ

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
小
説
が
一
極
に
あ
り
、
も
う
一
極
に
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
し
た
ら
、
一
人
称
に
話
を
限
っ
て
も
、
も
う
一
つ
の
可
能

性
と
し
て
一
人
称
の
私
小
説
が
原
則
的
に
は
あ
る
わ
け
だ
。
先
に
掲
げ
た
「
饒
舌
録
」
の
抜
粋
か
ら
も
、
谷
崎
に
は
私
小
説
が
極
端
に
少
な
い
こ
と

は
理
解
出
来
る
。
い
く
つ
か
の
作
品
を
私
小
説
と
看
做
せ
な
い
こ
と
も
な
い―

例
え
ば
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
に
発
表
さ
れ
た
「
母
を
恋
ふ
る

記
」―

の
で
断
定
は
避
け
た
方
が
よ
い
に
し
て
も
、
厳
密
な
意
味
で
の
私
小
説
を
谷
崎
は
発
表
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

に
は
、
私
小
説
の
温
床
で
あ
る
自
然
主
義
に
対
す
る
谷
崎
の
嫌
悪
感
の
よ
う
な
も
の
が
働
い
て
い
る
と
言
え
る
が
、
例
え
ば
そ
の
私
小
説
が
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
間
で
揺
ら
い
で
い
る
と
し
て
、
そ
の
揺
ら
ぎ
を
文
学
的
に
利
用
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
よ
う
な
試
み
を
谷
崎
は
敢

え
て
避
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、「
母
を
恋
ふ
る
記
」
の
よ
う
に
、
夢
言
説
と
い
っ
た
、
や
は
り
形
而
上
学
的
に
非
常
に
複
雑

な
ス
テ
ー
タ
ス
を
持
っ
た
言
説
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
揺
れ
の
度
合
い
を
更
に
激
し
く
し
て
い
る
、
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、

「
痴
人
の
愛
」
に
関
し
て
も
、
そ
れ
を
一
種
の
私
小
説
で
あ
る
と
谷
崎
は
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
谷
崎
自
身
を
演
出
す
る
私
小
説
、
と
い
う
よ
り

は
、
私
小
説
の
一
種
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
有
名
な
小
説
の
書
き
出
し
で
、
谷
崎
は

　

私
は
此
れ
か
ら
、
あ
ま
り
世
間
に
類
例
が
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
私
た
ち
夫
婦
の
間
柄
に
つ
い
て
、
出
来
る
だ
け
正
直
に
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん

に
、
有
り
の
ま
ま
の
事
実
を
書
い
て
見
よ
う
と
思
い
ま
す
。

と
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
こ
れ
は
私
小
説
で
あ
る
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
問
題

に
な
る
の
は
「
類
例
が
な
い
」
と
予
め
話
が
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
、
そ
れ
は
又
私
小
説
の
一
つ
の
約
束
事―

私
小
説
は
類
例
を
持
っ
て
い

る
か
ら
こ
そ
あ
る
意
味
で
普
遍
性
を
帯
び
得
る
の
だ―

に
真
っ
向
か
ら
反
則
し
て
い
る
こ
と
を
堂
々
と
宣
言
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

さ
て
そ
こ
か
ら
谷
崎
文
学
の
中
の
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
と
あ
ら
た
め
て
眼
を
向
け
る
と
何
が
見
え
て
来
る
だ
ろ
う
か
。「
自

分
が
創
作
す
る
に
し
て
も
他
人
の
も
の
を
読
む
に
し
て
も
、
う
そ
の
こ
と
で
な
い
と
面
白
く
な
い
。」
と
言
明
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
谷
崎
に
は

多
く
の
い
わ
ゆ
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
の
が
あ
る
。
す
で
に
あ
げ
た
「
朱
雀
日
記
」
と
「
青
春
物
語
」
等
に
関
し
て
も
、
こ
こ
で
す
で
に
現
れ
て
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来
る
の
は
そ
の
命
名
、
タ
イ
ト
ル
の
付
け
方
の
問
題
で
、
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

一
人
称
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
全
て
の
ジ
ャ
ン
ル
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
出
来
な
い
が
、
そ
れ
で
も
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
挙
げ
て
み
る
と

エ
ッ
セ
イ
、
随
筆
、
日
記
、
旅
行
記
、
回
想
記
、
自
伝
、
な
ど
が
あ
る
だ
ろ
う
（
そ
れ
に
ま
た
評
論
を
加
え
る
べ
き
か
ど
う
か
、
と
い
う
の
は
ま
た

意
見
の
割
れ
る
所
だ
が
）。
そ
の
名
前
が
指
す
文
章
群
の
間
に
ど
の
よ
う
な
類
似
性
と
相
違
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
、
例
え
ば
エ
ッ
セ
イ
と
随
筆
の

類
似
性
は
ど
の
程
度
の
も
の
な
の
か
、
な
ど
と
言
っ
た
問
題
を
簡
単
に
片
付
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
明
ら
か
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
前

に
し
て
、
谷
崎
が
自
分
の
文
章
に
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
谷
崎
作
品
か
ら
凡
そ
代
表
的
な
も
の
を
拾
う
と

「
朱
雀
日
記
」（
明
治
四
五
年
）、「
少
年
の
記
憶
」（
大
正
二
年
）、「
晩
春
日
記
」（
大
正
六
年
）、「
蘇
州
紀
行
」（
大
正
八
年
）、「
廬
山
日
記
」（
大

正
十
年
）、「
生
れ
た
家
」（
大
正
十
年
）、「
上
海
見
聞
録
」（
大
正
十
五
年
）、「
上
海
交
遊
記
」（
大
正
十
五
年
）、「
饒
舌
録
」（
昭
和
二
年
）、「
恋

愛
及
び
色
情
」（
昭
和
六
年
）、「
佐
藤
春
夫
に
与
へ
て
過
去
半
生
を
語
る
書
」（
昭
和
六
年
）、「
私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
」（
昭
和
七
年
）、

「
青
春
物
語
」（
昭
和
七―

八
年
）、「
芸
談
」（
昭
和
八
年
）、「
陰
影
礼
讃
」（
昭
和
八
年
）、「
東
京
を
思
ふ
」（
昭
和
九
年
）、「
文
章
読
本
」（
昭
和

九
年
）、「
初
昔
」（
昭
和
十
七
年
）、「
き
の
う
ふ
け
ふ
」（
昭
和
十
七
年
）、「
磯
田
多
佳
女
の
こ
と
」（
昭
和
二
一
年
）、「
疎
開
日
記
」（
昭
和
二
一

年
）、「
都
わ
す
れ
の
記
」（
昭
和
二
二
年
）、「
越
冬
記
」（
昭
和
二
三
年
）、「
月
と
狂
言
師
」（
昭
和
二
四
年
）、「
幼
少
時
代
」（
昭
和
三
〇
年
）、

「
老
後
の
春
」（
昭
和
三
二
年
）、「
親
不
孝
の
思
ひ
出
」（
昭
和
三
二
年
）、「
高
血
圧
症
の
思
ひ
出
」（
昭
和
三
四
年
）、「
三
つ
の
場
合
」（
昭
和
三

五
年
）、「
当
世
鹿
も
ど
き
」（
昭
和
三
六
年
）、「
雪
後
庵
夜
話
」（
昭
和
三
八
年
）、「
七
十
九
歳
の
春
」（
昭
和
四
〇
年
）、「
に
く
ま
れ
口
」（
昭
和

四
〇
年
）

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
に
は
、「
な
に
な
に
記
」、「
な
に
な
に
日
記
」、「
な
に
な
に
の
思
ひ
出
」、
と
い
う
い
く
つ
か
の
コ
ン
ス
タ
ン

ト
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
こ
れ
と
い
っ
た
特
徴
は
な
く
、
そ
れ
は
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
実
に
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
っ
て
い

る
こ
と
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
強
い
て
言
え
ば
、
旅
行
記
が
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
程
度
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
文
章
群
の
一
部
は
あ
き
ら

か
にécrit 

de 
circonstances

、
端
的
に
言
え
ば
原
稿
料
稼
ぎ
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
一
つ
興
味
深
い
点
は
こ
の
中
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に
多
く
の
回
想
録
が
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
自
伝
が
作
家
の
一
つ
の
指
標
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
回
想
録
に
何
ら
か
の
文
学
的
な
意
図
を
読
者
は

読
み
取
る
こ
と
、
あ
る
い
は
投
影
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
一
連
の
記
録
に
は
語
ら
れ
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
時
代
的
に
書
か
れ
た
も
の
（「
朱
雀
日
記
」
か
ら
様
々
な
中
国
旅
行
記
、「
疎
開
日
記
」
や
「
高

血
圧
症
の
思
ひ
出
」
な
ど
）
と
、
そ
れ
こ
そ
回
顧
的
に
時
の
推
移
を
経
て
書
か
れ
た
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
同
時
代
的
な
も
の
に
も

様
々
な
側
面
が
認
め
ら
れ
る
が
、
や
は
り
、
近
況
報
告
的
な
要
素
が
総
合
的
に
見
る
と
強
く
働
い
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
文
章
は
読
者

が
大
作
家
谷
崎
の
近
況
で
あ
る
か
ら
こ
そ
興
味
を
持
て
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら

文
章
世
界
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
な
糸
口
を
そ
の
文
面
に
発
見
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
文
章
の
目
的
、
読
者
の
期
待
等
と
深
く

か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
読
書
契
約
の
問
題
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
文
章
の
場
合
、
作
家
と
叙
述
者
の
同
一
性
が
保
証
し
、
ま

た
文
章
の
情
報
の
量
と
質
に
依
っ
て
確
保
さ
れ
る
事
実
性
が
契
約
の
約
束
事
項
の
中
心
に
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
原
型
は
も
し
か
し
た
ら

日
記
で
あ
り
、
そ
れ
も
出
来
る
だ
け
装
飾
の
施
さ
れ
て
い
な
い
日
記
、
即
物
的
な
日
記
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

昭
和
二
十
年
十
二
月
一
日　

晴

昨
夜
半
は
珍
し
く
背
中
の
痛
み
少
な
か
り
き
。
家
人
は
清
ち
ゃ
ん
松
田
老
人
等
を
連
れ
原
へ
野
菜
を
取
り
に
行
き
し
が
そ
の
頃
よ
り
気
温
低
下
し

雪
空
と
な
り
霙
降
り
出
す
。
三
時
頃
家
人
等
帰
り
来
り
、
後
よ
り
村
の
人
車
に
野
菜
を
乗
せ
て
来
る
。
大
根
五
十
貫
、
白
菜
大
量
な
り
皆
驚
倒
す
。

今
日
は
久
振
に
小
鯛
手
に
入
り
先
達
白
石
氏
よ
り
も
ら
ひ
た
る
素
麵
に
て
鯛
麵
を
つ
く
る
。（4
）

昭
和
十
九
年

熱
海
に
て
家
人
、
恵
美
子
、
清
ち
ゃ
ん
、
な
つ
、
五
人
に
て
元
旦
を
迎
ふ
、
岸
沢
家
女
将
安
彦
ち
ゃ
ん
を
連
れ
て
年
賀
に
来
る
、（
岸
沢
家
の
向

か
ひ
の
乾
物
屋
の
娘
勝
子
と
い
ふ
六
歳
に
な
る
児
も
一
緒
な
り
）
夕
刻
夫
婦
に
て
来
宮
神
社
に
参
拝
す
夜
に
入
て
渡
辺
夫
婦
来
る（

5
）

　

と
こ
ろ
が
そ
れ
に
反
し
て
、
そ
の
人
生
語
り
が
ま
さ
に
回
顧
の
形
を
取
る
場
合
、
そ
れ
は
時
間
の
推
移
を
通
し
て
整
理
さ
れ
た
も
の
と
し
て
表
現
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さ
れ
、
そ
の
場
合
、
体
系
化
さ
れ
、
ま
た
目
的
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
例
え
ば
、「
青
春
物
語
」
に
、
上
に
引
用
し
た
部
分
の
後
で
、

谷
崎
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

明
治
四
十
五
年
と
云
え
ば
そ
の
七
月
に
明
治
大
帝
が
崩
御
さ
れ
た
年
で
、
も
う
今
日
か
ら
二
十
年
前
だ
。
私
は
あ
の
大
震
災
以
来
関
西
へ
逃
げ
て

来
て
現
在
で
は
上
方
の
住
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
今
に
し
て
「
朱
雀
日
記
」
の
往
時
を
想
う
と
そ
ぞ
ろ
に
人
生
の
推
移
の
意
外
な
る
こ

と
を
嘆
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
誰
か
あ
の
当
時
、
二
十
年
の
後
に
自
分
が
関
西
に
居
着
く
よ
う
に
な
る
こ
と
を
予
想
し
よ
う
ぞ
。
思
え
ば
不
思
議
な

因
縁
で
あ
る
が
、
し
か
し
元
来
好
古
癖
の
あ
る
私
は
少
青
年
時
代
か
ら
京
阪
の
地
に
一
種
の
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。〔
…
…
〕

そ
れ
や
こ
れ
や
を
考
え
る
と
、
や
は
り
あ
の
当
時
か
ら
将
来
関
西
に
定
住
す
る
下
地
が
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。

　

こ
こ
で
面
白
い
の
は
ほ
ぼ
宿
命
と
い
っ
た
形
で
谷
崎
が
自
分
の
人
生
を
物
語
化
し
て
い
る
点
だ
。
こ
の
よ
う
な
結
果
論
的
な
自
分
史
の
書
き
方
は

過
去
を
整
理
す
る
恰
好
の
方
法
を
提
供
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
人
生
に
自
ず
か
ら
単
な
る
時
間
の
推
移
を
超
え
た
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
性
は
、
作
家
の
場
合
、
私
生
活
上
の
変
遷
に
も
当
て
は
ま
る
し
、
そ
の
作
家
生
活
上
の
変
遷
に
も
当
て
は
ま
る
。

「
青
春
物
語
」
の
核
を
な
す
の
は
永
井
荷
風
に
よ
る
激
賞
に
至
る
ま
で
道
程
、
プ
ロ
セ
ス
、
そ
し
て
そ
れ
を
中
心
に
し
た
〈
文
壇
に
認
め
ら
れ
る
ま

で
〉
の
話
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
「
青
春
物
語
」
を
一
種
の
今
日
で
言
う
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
に
仕
立
て
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
題
名
の
「
青

春
物
語
」
も
、
確
か
に
こ
の
文
章
が
あ
る
作
家
の
青
春
の
物
語
化
と
し
て
機
能
し
て
い
る
以
上
、
的
を
得
た
命
名
で
あ
る
、
と
認
め
て
も
良
い
で
あ

ろ
う
。

　

で
は
そ
の
ま
た
二
十
年
以
上
後
に
書
か
れ
た
「
幼
少
時
代
」
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
先
ず
注
意
を
引
く
の
は
、
青
春
物
語
か
ら
幼

少
時
代
へ
と
ど
ん
ど
ん
時
間
を
遡
っ
て
来
て
い
る
点
で
、
や
は
り
こ
こ
で
ス
ト
ー
リ
ー
化
が
な
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
よ
り
小
さ
い
頃
か
ら
の

「
因
縁
」
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
っ
た
文
学
的
制
約
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
文
章
を
読
む
と
先
ず
読
者
の
眼
に
つ
く
の
は
、
失
わ
れ
た

東
京
、
戦
前
の
、
と
い
う
よ
り
は
大
震
災
前
の
東
京
の
克
明
な
描
写
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
は
一
種
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
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失
わ
れ
た
時
と
空
間
の
探
索
を
読
者
に
思
い
浮
か
べ
さ
せ
る
。
谷
崎
は
後
書
き
で
こ
う
記
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
一
面
に
お
い
て
は
自
分
の
生
い
立
ち
の
記
で
あ
る
と
共
に
、
一
面
に
お
い
て
は
、
現
在
こ
ん
な
に
も
変
わ
り
果
て
て
し
ま
っ
た
東
京

の
、
明
治
中
葉
頃
に
お
け
る
下
町
の
情
景
を
、
少
し
は
今
の
若
い
人
々
に
知
っ
て
置
い
て
も
ら
う
の
が
目
的
で
あ
る
。

　

人
は
老
年
に
及
ん
で
記
憶
力
が
衰
え
る
と
、
近
く
の
こ
と
は
直
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
幼
少
時
代
に
脳
裏
に
刻
み
込
ん
だ
こ
と
は
、

何
十
年
を
経
て
も
容
易
に
忘
れ
去
る
こ
と
が
な
い
。
私
は
今
度
、
自
分
の
記
憶
に
存
す
る
限
り
の
一
番
古
い
出
来
事
か
ら
書
い
て
見
よ
う
と
考
え

て
筆
を
執
り
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
つ
も
り
で
遠
い
昔
の
思
い
出
を
だ
ん
だ
ん
に
辿
っ
て
行
く
と
、
も
う
完
全
に
忘
却
の
彼
方
に
埋
没
し
て

い
た
は
ず
の
こ
と
が
順
々
に
蘇
っ
て
来
て
、
よ
く
も
こ
ん
な
こ
と
ま
で
が
頭
の
隅
に
残
っ
て
い
た
も
の
だ
と
、
我
な
が
ら
驚
き
を
感
じ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
頃
の
こ
と
が
次
々
と
浮
か
ん
で
来
る
に
従
っ
て
、
そ
れ
を
逃
さ
ず
書
き
留
め
て
行
く
こ
と
に
限
り
な
い
興
味
を
覚
え
つ
つ
あ
る
。

　

こ
の
後
書
き
の
展
開
が
示
し
て
い
る
の
は
、
先
ず
自
分
の
過
去
と
町
の
過
去
を
重
ね
合
わ
せ
た
後
で
、
記
憶
自
体
が
ま
さ
に
書
く
装
置
と
し
て
表

象
さ
れ
て
い
る
点
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
記
憶
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
相
互
変
換
可
能
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
で

の
自
分
史
が
す
な
わ
ち
文
学
生
成
と
完
全
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
は
こ
の
個
人
と
し
て
の
自
分
史
が
作
家
と

し
て
の
自
分
史
と
も
切
り
放
せ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
一
つ
の
特
徴
は
そ
の
中
でautocitation

、
自
分
の
作
品
の
引
用
や
、

そ
れ
に
関
す
る
言
及
が
い
く
つ
も
見
受
け
ら
れ
る
点
だ
。
た
と
え
ば
「
母
を
恋
ふ
る
記
」
が
二
頁
近
く
に
わ
た
り
引
用
さ
れ
て
い
た
り
（
三
五―

三

七
頁（

6
））、「
小
さ
な
王
国
」
と
い
う
谷
崎
の
初
期
の
短
編
の
モ
デ
ル
明
か
し
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
た
り
、
と
い
う
よ
う
に
（
一
〇
八―

一
一
六

頁
）。
そ
れ
は
、
個
人
史
と
作
家
史
、
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
完
全
に
交
錯
し
つ
つ
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
が
ま
た
記
憶
と
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
の
相
互
変
換
装
置
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
こ
で
ま
さ
に
文
学
の
ス
ト
ー
リ
ー
化
が
起
き
て
い
る
、
ま
た
は
行
わ
れ

て
い
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
一
九
五
〇
年
代
と
い
え
ば
も
う
揺
る
ぎ
も
し
な
い
地
位
、
大
谷
崎
の
地
位
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
作
家
は
自
分
史
を
文
学



言語社会　第 5号　　148

の
ス
ト
ー
リ
ー
化
と
し
て
演
出
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
ど
こ
へ
行
き
着
く
か
、
と
い
う
所
を
検
討
し
て
こ
の
論
考
を
終
り
た
い
。

「
幼
少
時
代
」
は
「
青
春
物
語
」
同
様
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章
の
タ
イ
ト
ル
が
「
私
の
一
番
古
い
記
憶
」
で

あ
っ
た
り
、
次
の
章
が
「
父
と
母
と
」、「
カ
キ
ガ
ラ
町
浜
町
界
隈
」
だ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
最
後
の
章
の
タ
イ
ト
ル
は
な
ん
と
「
文
学
熱
」
に
な

っ
て
い
る
。
そ
う
、
谷
崎
は
こ
こ
で
自
分
の
文
学
に
対
す
る
情
熱
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
。
い
つ
自
分
が
何
か
を
書
こ
う
と
は

じ
め
て
思
う
よ
う
に
な
っ
た
か
（「
と
こ
ろ
で
私
が
、
自
ら
筆
を
執
っ
て
創
作
ら
し
い
も
の
を
書
こ
う
と
思
い
立
っ
た
の
も
、
相
当
古
い
こ
と
な
の

で
、
ま
だ
野
川
先
生
の
時
代
、
尋
常
小
学
校
四
年
生
頃
で
あ
っ
た
。」（
三
一
一
頁
））、
な
ど
と
こ
れ
も
細
か
く
記
憶
を
呼
び
覚
ま
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
私
が
は
じ
め
て
何
か
を
書
く
気
に
な
っ
た
か
」
と
い
う
の
は
作
家
の
自
伝
の
一
つ
の
ク
リ
シ
ェ
ー
だ
と
も
い
え
る
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
こ
こ
で
も
や
は
り
自
分
史
と
文
学
の
ス
ト
ー
リ
ー
化
の
関
係
が
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
小
説
の
世

界
へ
は
じ
め
て
入
り
込
ん
だ
と
き
の
記
憶
も
、
決
定
的
な
経
験
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
巌
谷
漣
の
「
新
八
犬
伝
」
を
読
ん
だ
際
の
経
験
と

し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

木
村
小
舟
氏
の
「
少
年
文
学
史
」
を
見
る
と
、
巌
谷
漣
山
人
の
「
新
八
犬
伝
」
が
「
少
年
世
界
」
に
連
載
さ
れ
出
し
た
の
は
明
治
三
十
一
年
の

正
月
、
戊
犬
の
春
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
私
の
十
三
歳
の
時
で
あ
る
こ
と
が
分
る
が
、
私
に
小
説
と
い
う
も
の
の
楽
し
さ
、―

空
想
の
世
界
を

仮
定
し
て
、
そ
れ
に
浸
り
そ
れ
に
遊
ぶ
こ
と
の
喜
び
を
、
思
う
存
分
に
味
わ
せ
て
く
れ
た
最
初
の
作
品
は
あ
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ま

で
に
も
小
説
ら
し
い
も
の
を
読
み
も
し
、
書
き
も
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
れ
ほ
ど
大
胆
に
、
自
由
奔
放
に
架
空
の
世
界
を
繰
り
広
げ
た
も
の
を
見
た

こ
と
は
な
か
っ
た
。（7
）

　

私
が
あ
の
物
語
に
限
り
な
く
傾
倒
し
た
の
は
、
自
分
も
他
日
あ
あ
い
う
世
界
を
自
分
で
築
き
上
げ
て
見
た
い
と
思
っ
た
か
ら
な
の
か
、
た
だ
漫

然
と
漣
山
人
の
描
く
世
界
に
憧
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
辺
の
心
理
は
よ
く
分
ら
な
い
。
恐
ら
く
私
は
ま
だ
、
物
を
書
く
楽
し
み
と
読
む

楽
し
み
と
を
、
そ
う
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
感
じ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
で
も
何
か
知
ら
、
創
作
意
欲
の
萌
芽
の
よ
う
な
も
の
、
心

を
空
想
の
世
界
に
遊
ば
せ
る
喜
び
を
知
り
、
し
ば
し
ば
そ
れ
に
耽
る
習
慣
を
持
ち
始
め
た
の
は
、
あ
の
時
あ
た
り
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
い
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う
よ
う
な
気
が
す
る
。（8
）

　

こ
こ
で
も
ち
ろ
ん
我
々
の
注
意
を
引
く
の
は
、
書
く
欲
望
が
空
想
の
世
界
、
つ
ま
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
書
き
立
て
ら
れ
て
い
る
点
で
、
そ

れ
は
い
か
に
も
谷
崎
ら
し
い
出
発
点
の
提
示
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
以
前
否
定
し
て
い
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
文
章
を
通
し

て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
意
義
、
価
値
、
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
文
章
を
も
っ
て
、
自
分
史
と
文
学
の
ス
ト
ー
リ

ー
化
の
同
化
を
完
結
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
を
含
ん
で
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
へ
の
答
え
は
そ
れ

ぞ
れ
の
読
者
が
独
自
の
解
釈
に
よ
っ
て
出
す
し
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
谷
崎
は
自
分
を
あ
る
伝
説
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
緊
張
関
係
を
こ
れ
ほ
ど
に
あ
る
意
味
で
私
有
化
し
、

自
分
の
文
学
に
対
す
る
思
い
入
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
利
用
し
得
た
作
家
は
類
を
見
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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