
序
 
 

本
論
考
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
美
術
批
評
家
ジ
ョ
ン
‥
フ
ス
キ
ン
 
 

（
一
八
一
九
～
一
九
〇
〇
）
が
、
「
唯
美
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
多
義
的
な
 
 

現
象
に
対
し
て
取
っ
た
と
さ
れ
る
批
判
的
立
場
の
一
面
を
、
時
代
背
景
 
 

も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
キ
ー
ワ
ー
 
 

ド
と
し
て
最
も
注
目
す
る
の
は
、
膨
大
な
彼
の
著
作
群
に
認
め
ら
れ
る
 
 

微
妙
な
思
想
の
変
化
を
再
検
証
す
る
上
で
、
一
種
の
定
点
と
し
て
有
効
 
 

に
機
能
し
得
る
と
思
わ
れ
る
、
㌔
e
s
t
訂
t
i
c
3
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
 
 
 

一
イ
ギ
リ
ス
唯
美
主
義
の
内
実
 
 

ラ
ス
キ
ン
と
唯
美
主
義
と
の
関
係
の
検
討
に
入
る
前
に
、
唯
美
主
義
 
 

と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
っ
た
か
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
実
 
 

際
の
所
、
こ
の
言
葉
ほ
ど
自
明
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
捕
 
 

え
処
の
な
い
も
の
も
珍
し
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 

一
般
に
唯
美
主
義
は
、
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
起
 
 

ラ
ス
キ
ン
と
唯
美
主
義
 
 

荻
 
野
 
 
哉
 
 
 

源
の
モ
ッ
ト
ー
の
下
に
展
開
し
た
十
九
世
紀
後
半
の
美
術
・
文
芸
運
動
 
 

と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
一
八
八
〇
年
代
を
中
心
と
す
る
、
或
い
は
九
 
 

〇
年
代
を
中
心
と
す
る
等
諸
説
が
あ
り
、
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
は
難
 
 

し
い
。
こ
れ
は
、
芸
術
家
グ
ル
ー
プ
の
明
確
な
結
成
、
或
い
は
そ
う
し
 
 

た
グ
ル
ー
プ
や
個
人
に
よ
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
な
い
ま
ま
に
当
時
広
ま
 
 

っ
た
一
種
の
ブ
ー
ム
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 
 

に
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
本
論
考
で
考
 
 

察
対
象
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
、
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー
テ
ィ
エ
や
 
 

シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
ら
文
筆
家
が
主
導
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
 
 

と
異
な
っ
て
、
思
想
的
背
景
と
は
別
に
「
唯
美
主
義
的
」
と
い
う
名
を
 
 

冠
し
た
芸
術
作
品
や
現
象
が
先
走
り
し
た
た
め
に
、
混
乱
を
招
い
て
い
 
 

る
面
も
否
定
で
き
な
い
。
 
 
 

ま
た
用
語
に
関
し
て
言
え
ば
、
「
唯
美
主
義
」
 
の
原
語
は
 
 

）
 

れ
れ
星
h
e
鼓
s
m
或
い
は
㌔
e
s
t
蔓
c
m
O
言
ヨ
e
已
違
相
当
す
が
、
そ
も
 
 

そ
も
唯
美
主
義
が
諸
芸
術
の
縫
合
を
も
目
論
む
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
 
 

た
め
か
、
こ
の
二
つ
の
名
称
の
境
界
線
も
厳
密
に
は
確
定
し
に
く
い
。
基
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本
的
に
へ
れ
a
e
s
t
訂
t
岩
．
i
s
m
3
は
文
芸
史
の
領
域
で
使
わ
れ
る
傾
向
が
強
い
が
、
 
 

そ
の
場
合
の
唯
美
主
義
は
、
文
芸
上
の
様
式
を
指
す
の
み
な
ら
ず
そ
の
 
 

思
想
を
も
包
含
し
て
お
り
、
中
心
人
物
と
し
て
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
、
 
 

オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
ワ
イ
ル
 
 

ド
は
、
「
唯
美
主
義
は
勿
論
哲
学
で
あ
と
断
言
し
て
そ
の
理
論
面
を
 
 

ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
活
動
し
た
反
面
、
ユ
リ
の
花
を
愛
好
し
、
中
世
風
 
 

の
服
に
身
を
包
む
奇
抜
な
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
注
目
を
集
め
た
結
果
、
よ
 
 

り
世
俗
的
な
レ
ベ
ル
ヘ
と
唯
美
主
義
の
本
質
を
歪
曲
し
て
し
ま
っ
た
、
と
 
 

の
見
方
も
あ
る
。
例
え
ば
R
・
Ⅴ
∴
ソ
ヨ
ン
ソ
ン
は
、
唯
美
主
義
が
ワ
 
 

イ
ル
ド
以
外
の
誰
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
そ
 
 

の
ワ
イ
ル
ド
も
思
想
の
創
始
者
と
し
て
は
、
知
名
度
ほ
ど
は
重
要
な
存
 
 

在
で
は
な
い
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
同
様
の
問
題
は
、
「
半
『
唯
 
 

美
主
義
者
ヨ
と
椰
捻
さ
れ
た
ペ
イ
ク
ー
に
も
付
き
ま
と
っ
て
い
る
。
 
 

一
方
、
㌔
e
s
罫
e
t
i
c
 
m
O
Y
e
ヨ
e
乾
｝
の
語
を
用
い
る
際
に
は
、
 
 

㌔
e
訟
訂
許
i
s
m
3
の
文
筆
家
や
そ
の
思
想
に
加
え
て
、
一
八
七
七
年
に
ニ
 
 

ュ
ー
・
ボ
ン
ド
・
ス
ト
リ
ー
ト
に
オ
ー
プ
ン
し
、
「
唯
美
主
義
的
画
家
」
 
 

の
牙
城
と
な
っ
た
グ
ロ
ヴ
ナ
ー
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
出
品
し
た
画
家
た
ち
 
 

（
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
等
）
を
中
心
に
、
こ
れ
に
先
 
 

立
つ
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
、
時
に
は
後
に
活
躍
 
 

し
た
オ
ー
プ
リ
ー
・
ビ
ア
ズ
リ
ー
ら
の
造
形
芸
術
家
の
活
動
、
更
に
は
 
 

彼
ら
の
作
品
を
愛
好
す
る
世
間
の
風
潮
ま
で
も
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
 
 

そ
こ
に
は
、
ラ
ス
キ
ン
と
争
っ
た
急
進
的
な
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
か
ら
、
愛
 
 

ら
し
い
少
女
の
情
景
を
措
い
て
ラ
ス
キ
ン
に
絶
賛
さ
れ
た
ケ
イ
ト
・
グ
 
 

リ
ー
ナ
ウ
ェ
イ
に
至
る
ま
で
、
作
風
上
の
大
き
な
振
幅
を
は
ら
ん
だ
「
唯
 
 

美
主
義
」
 
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
完
璧
な
」
 
 

（
c
O
n
S
仁
m
m
a
芹
）
・
「
完
全
な
」
（
茎
e
r
）
÷
至
高
の
」
（
s
名
言
m
e
）
等
を
 
 

並
べ
る
ラ
ス
キ
ン
自
身
の
美
文
体
は
当
時
の
流
行
と
な
り
、
ハ
ミ
ル
ト
 
 

ン
の
指
す
「
唯
美
派
」
の
人
々
の
生
活
様
式
に
も
影
響
を
与
え
 
 

㌔
e
s
t
訂
許
m
O
V
e
ヨ
e
邑
〉
－
が
こ
の
よ
う
に
広
い
幅
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
、
「
唯
美
主
義
者
」
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
観
は
当
然
な
が
ら
曖
昧
に
 
 

な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
ワ
イ
ル
ド
と
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
如
く
い
わ
ば
 
 

公
認
の
唯
美
主
義
者
同
士
の
対
立
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
互
い
に
馳
 
 

靡
を
来
し
て
い
る
も
の
す
ら
あ
る
。
ペ
イ
ク
ー
、
ワ
イ
ル
ド
、
ホ
イ
ッ
 
 

ス
ラ
ー
、
モ
リ
ス
ら
の
思
想
は
、
そ
れ
ら
の
対
立
・
協
調
を
抜
き
に
し
 
 

て
個
別
に
光
を
当
て
て
み
て
も
、
同
じ
「
唯
美
主
義
運
動
」
に
属
す
る
 
 

も
の
と
し
て
は
扱
い
切
れ
な
い
面
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
本
節
で
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
る
こ
の
偏
差
の
整
理
の
試
み
 
 

を
援
用
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
唯
美
主
義
の
本
質
に
迫
っ
て
 
 

い
こ
う
。
彼
は
、
唯
美
主
義
は
「
異
な
っ
て
は
い
る
が
相
互
に
関
連
す
 
 

る
様
相
に
お
い
て
現
れ
る
」
と
し
て
、
次
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
 
 

一
に
「
人
生
を
芸
術
の
精
神
で
扱
う
」
と
い
う
「
人
生
観
」
、
第
二
に
「
芸
 
 

術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
「
芸
術
観
」
、
第
三
に
は
「
実
際
の
文
芸
作
 
 

品
の
特
徴
」
と
い
う
局
面
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
各
々
の
 
 

観
念
や
傾
向
は
古
く
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
が
初
め
て
明
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）
 

確
に
定
義
さ
れ
た
の
が
十
九
世
紀
で
あ
っ
た
と
い
。
い
さ
さ
か
簡
潔
 
 

に
過
ぎ
る
こ
の
分
類
は
、
彼
が
文
学
の
領
域
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
 
 

と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
土
台
に
し
て
若
干
の
肉
付
 
 

け
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
唯
美
主
義
の
作
品
論
に
つ
い
て
は
本
 
 

論
考
の
対
象
外
な
の
で
、
以
下
の
考
察
は
第
三
の
局
面
を
除
外
し
て
進
 
 

め
る
。
 
 
 

第
一
と
第
二
の
立
場
に
共
通
す
る
の
は
、
芸
術
と
人
生
の
二
項
で
あ
 
 

る
。
第
二
の
 
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
の
中
に
は
人
 
 

生
と
い
う
語
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
芸
術
至
上
主
義
と
時
に
 
 

同
一
視
さ
れ
る
こ
の
立
場
が
芸
術
の
絶
対
的
価
値
や
自
立
性
を
唱
え
た
 
 

の
は
、
人
生
上
の
効
用
や
人
生
と
結
び
付
け
ら
れ
た
道
徳
に
対
し
て
で
 
 

あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
二
項
の
関
係
は
双
方
の
立
場
で
異
な
る
。
何
故
 
 

な
ら
ば
、
第
一
の
「
人
生
観
」
と
し
て
の
唯
美
主
義
は
、
人
生
上
の
経
 
 

験
を
美
的
享
受
の
対
象
と
し
て
「
芸
術
の
精
神
で
」
扱
う
一
方
、
第
二
 
 

の
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
は
、
「
芸
術
を
人
生
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
 
 

）
 

る
徹
底
し
た
試
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
前
者
が
人
生
へ
と
向
か
 
 

う
こ
と
を
求
め
た
の
に
対
し
、
後
者
は
芸
術
を
美
人
生
と
別
種
の
領
域
 
 

と
し
て
聖
化
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
前
者
が
享
 
 

受
し
よ
う
と
す
る
「
人
生
」
ほ
、
世
俗
の
喧
嘩
に
揉
ま
れ
る
類
の
も
の
 
 

で
は
な
い
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
こ
の
 
「
観
照
的
唯
美
主
義
」
 
の
典
型
と
し
 
 

て
ペ
イ
ク
ー
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
自
 
 

己
が
人
生
を
経
験
す
る
そ
の
意
識
の
流
れ
の
観
察
で
あ
り
、
た
だ
「
生
」
 
 

と
し
て
の
み
人
生
を
観
ず
る
態
度
で
あ
る
。
「
観
照
的
唯
美
主
義
」
と
は
、
 
 

「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
が
人
生
と
芸
術
と
を
分
離
し
た
後
で
、
今
度
は
 
 

人
生
を
も
、
い
わ
ば
「
人
生
の
た
め
の
人
生
」
と
し
て
日
常
的
な
生
活
 
 

空
間
か
ら
切
り
離
そ
う
と
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
更
に
イ
ギ
リ
ス
唯
 
 

美
主
義
に
お
い
て
は
、
人
生
と
芸
術
と
の
新
た
な
関
係
と
し
て
、
人
生
 
 

を
美
化
す
る
芸
術
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
勿
論
モ
リ
ス
 
 

の
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
が
代
表
例
で
あ
る
が
、
「
唯
美
派
」
 
 

の
室
内
装
飾
も
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
必
ず
し
も
一
直
線
に
進
ん
 
 

だ
訳
で
は
な
い
。
各
段
階
に
急
進
的
な
提
唱
者
と
、
そ
れ
に
追
従
す
る
 
 

亜
流
が
決
ま
っ
て
存
在
す
る
。
前
述
し
た
唯
美
主
義
者
た
ち
の
中
に
は
 
 

複
数
の
範
疇
に
ま
た
が
る
も
の
も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
以
上
の
よ
う
 
 

な
局
面
が
唯
美
主
義
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
て
お
 
 

く
。
但
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
唯
美
主
義
と
は
、
人
生
に
対
し
て
距
 
 

離
を
置
い
た
芸
術
の
反
発
か
ら
出
発
し
、
観
念
的
で
純
粋
な
人
生
の
芸
 
 

術
へ
の
転
化
を
経
て
、
最
終
的
に
は
芸
術
に
よ
る
実
人
生
の
征
服
へ
と
 
 

至
る
、
人
生
に
対
す
る
芸
術
の
在
り
方
の
模
索
で
あ
っ
た
と
い
う
点
ほ
、
 
 

改
め
て
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
両
者
の
理
 
 

想
的
な
バ
ラ
ン
ス
の
模
索
は
、
一
般
に
反
唯
美
主
義
者
と
見
な
さ
れ
が
 
 

ち
な
ラ
ス
キ
ン
に
と
っ
て
も
、
主
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

ニ
 
ラ
ス
キ
ン
の
唯
美
主
義
批
判
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ラ
ス
キ
ン
と
イ
ギ
リ
ス
唯
美
主
義
と
の
関
係
は
、
彼
が
ラ
フ
ァ
エ
ル
 
 

前
派
の
擁
護
者
と
し
て
そ
の
端
緒
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
既
に
 
 

生
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
重
た
。
事
実
、
モ
リ
ス
の
展
開
し
た
ユ
ー
ト
ピ
 
 

ア
思
想
や
そ
の
芸
術
観
は
ラ
ス
キ
ン
か
ら
直
接
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
 
 

っ
た
し
、
ペ
イ
ク
ー
や
ワ
イ
ル
ド
も
一
時
的
に
せ
よ
ラ
ス
キ
ン
に
読
み
 
 

耽
り
、
共
に
そ
の
思
想
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
ラ
 
 

ス
キ
ン
の
側
か
ら
評
価
し
、
擁
護
を
行
っ
た
の
は
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
と
 
 

モ
リ
ス
に
限
ら
れ
て
い
る
上
、
彼
ら
と
の
関
係
も
常
に
良
好
だ
っ
た
訳
 
 

で
は
な
い
。
彼
は
ペ
イ
ク
ー
の
存
在
を
終
生
黙
殺
し
続
け
て
お
り
、
ワ
 
 

イ
ル
ド
の
熱
狂
的
な
崇
拝
に
も
応
え
た
形
跡
は
殆
ど
な
い
。
こ
の
よ
う
 
 

な
事
実
は
研
究
状
況
に
も
反
映
さ
れ
て
お
り
、
唯
美
主
義
研
究
に
お
い
 
 

て
そ
の
一
起
源
と
し
て
ラ
ス
キ
ン
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
ば
あ
っ
て
も
、
ラ
 
 

ス
キ
ン
研
究
に
お
い
て
は
唯
美
主
義
と
の
対
立
要
素
や
彼
自
身
の
嫌
悪
 
 

の
方
が
強
調
さ
れ
る
、
と
い
う
傾
向
が
長
く
続
い
て
い
た
。
 
 
 

両
者
の
立
場
に
接
点
を
積
極
的
に
見
出
そ
う
と
す
る
議
論
が
現
れ
る
 
 

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
比
戟
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
1
・
チ
 
 

ャ
イ
は
、
ラ
ス
キ
ン
に
お
け
る
「
見
る
と
い
う
こ
と
の
聖
な
る
特
齢
r
に
 
 

着
目
し
、
彼
が
色
彩
と
光
に
与
え
た
意
義
を
唯
美
主
義
の
そ
れ
に
つ
 
 

な
が
る
も
の
と
し
た
。
チ
ャ
イ
に
よ
れ
ば
、
唯
美
主
義
に
と
っ
て
「
芸
 
 

術
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
性
が
そ
の
あ
ら
ゆ
る
色
彩
と
光
を
保
ち
つ
 
 

つ
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
ろ
う
と
す
る
、
本
来
的
な
努
力
で
あ
る
と
言
え
 
 

（
9
）
 
 

る
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ペ
イ
ク
ー
ヘ
の
隠
さ
れ
た
関
心
に
つ
い
て
 
 

は
、
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
中
で
も
称
え
ら
れ
て
い
る
ポ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
受
 
 

容
史
的
研
究
の
中
で
、
次
の
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
即
ち
ラ
ス
キ
 
 

ン
は
、
ポ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
復
活
ブ
ー
ム
に
一
役
買
っ
た
と
し
て
そ
の
 
 

功
績
を
自
負
す
る
発
言
を
残
し
て
い
な
が
ら
、
実
際
に
彼
が
評
価
す
る
 
 

契
機
と
な
っ
た
の
は
ペ
イ
ク
ー
の
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
に
関
す
る
記
事
を
 
 

見
て
の
こ
と
で
あ
り
、
後
に
講
義
で
こ
の
画
家
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
 
 

っ
て
そ
の
記
事
を
再
読
す
る
た
め
秘
書
に
手
紙
で
問
い
合
わ
せ
て
い
た
、
 
 

と
い
う
も
の
で
あ
 
 
 

し
か
し
、
近
年
の
こ
う
い
っ
た
研
究
も
、
ラ
ス
キ
ン
の
思
想
の
根
幹
 
 

に
触
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ラ
ス
キ
ン
と
唯
美
主
義
と
の
関
係
を
 
 

解
明
す
る
た
め
に
は
、
一
八
八
〇
～
九
〇
年
代
に
彼
が
批
判
し
よ
う
と
 
 

し
た
対
象
を
確
認
す
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
 
 

の
確
認
作
業
の
上
で
有
力
な
手
掛
か
り
と
ま
ず
な
り
得
る
の
は
、
『
愛
の
 
 

お
供
た
ち
』
（
一
八
八
一
）
の
中
の
次
の
部
分
で
あ
る
。
「
今
や
私
は
、
『
一
 
 

般
の
学
生
』
が
 
【
…
…
〕
 
ロ
ン
ド
ン
や
パ
リ
で
の
生
活
の
ス
ス
だ
ら
け
 
 

で
快
楽
趣
味
的
な
一
団
に
属
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ど
ん
な
に
不
 
 

完
全
で
ぽ
ん
や
り
と
な
さ
れ
る
に
せ
よ
、
私
の
あ
の
初
期
作
品
の
よ
り
 
 

進
ん
だ
分
析
が
、
少
な
く
と
も
彼
の
手
に
届
く
範
囲
に
置
か
れ
る
ペ
き
 
 

だ
と
知
っ
た
の
で
あ
る
。
『
一
般
の
学
生
』
に
は
何
故
か
、
次
の
事
実
が
 
 

強
要
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
彼
が
人
生
を
謳
歌
す
る
以
前
に
、
『
ア
イ
 
 

ス
テ
ー
シ
ス
』
が
何
を
意
味
す
る
か
知
っ
て
い
た
人
々
が
い
た
 
（
も
っ
 
 

と
も
彼
ら
は
、
豚
用
残
飯
の
豚
用
調
味
に
ギ
リ
シ
ャ
語
の
名
前
を
与
え
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た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
高
尚
に
な
る
と
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
の
だ
が
）
、
 
 

そ
し
て
、
生
命
美
の
何
た
る
か
を
知
っ
て
い
る
人
々
も
ま
た
以
前
に
存
 
 

在
し
、
彼
ら
は
そ
の
美
を
モ
デ
ル
ル
ー
ム
や
バ
ル
ク
・
オ
・
セ
ー
ル
に
 
 

求
め
は
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
実
が
。
」
（
N
u
‖
－
N
？
－
N
u
）
 
 
 

こ
の
部
分
の
前
で
ラ
ス
キ
ン
は
、
『
現
代
画
家
論
』
第
二
巻
（
一
八
四
 
 

六
）
 
の
改
訂
を
構
想
中
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
故
に
、
引
用
文
中
の
 
 

「
あ
の
初
期
作
品
」
が
、
タ
ー
ナ
ー
を
評
価
す
る
た
め
に
絵
画
の
価
値
の
 
 

新
し
い
評
価
法
を
解
説
し
、
同
じ
尺
度
で
正
し
く
描
く
方
法
も
指
南
し
 
 

て
い
た
『
現
代
画
家
論
』
を
指
す
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
彼
に
よ
 
 

れ
ば
、
「
一
般
の
学
生
」
は
も
は
や
、
か
つ
て
『
現
代
画
家
論
』
を
愛
読
 
 

）
 

し
、
そ
こ
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
「
生
命
美
『
を
理
解
し
た
よ
う
な
「
分
 
 

析
」
的
な
読
者
た
ち
で
は
な
い
。
当
代
の
人
々
が
㌔
e
s
t
訂
t
訂
〉
占
呼
ん
で
 
 

有
難
が
っ
て
い
る
の
は
、
ラ
ス
キ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
「
豚
用
残
飯
の
豚
 
 

用
調
味
」
の
類
で
あ
り
、
彼
ら
は
モ
デ
ル
ル
ー
ム
や
バ
ル
ク
・
オ
・
セ
ー
 
 

ル
を
美
し
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ラ
ス
キ
ン
が
措
く
唯
美
主
義
の
「
一
般
の
学
生
」
像
の
ヒ
ン
ト
は
、
ま
 
 

さ
に
こ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
「
ロ
ン
ド
ン
で
の
生
活
」
に
関
し
て
言
え
 
 

ば
、
流
行
の
「
唯
美
派
」
、
即
ち
自
称
芸
術
愛
好
家
た
ち
の
間
で
、
モ
リ
 
 

ス
商
会
の
製
品
が
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
は
、
第
一
節
で
も
触
れ
た
。
上
 
 

流
・
中
流
階
級
の
家
庭
で
、
モ
リ
ス
商
品
に
限
ら
ず
、
美
し
い
壁
紙
、
カ
ー
 
 

ペ
ッ
ト
や
カ
ー
テ
ン
、
タ
ビ
ス
ト
リ
Ⅰ
等
の
布
地
類
、
家
具
調
度
に
よ
 
 

る
室
内
装
飾
が
人
気
を
呼
ん
だ
背
景
に
は
、
技
術
の
発
達
と
相
侯
っ
て
 
 

の
室
内
装
飾
品
会
社
の
乱
立
が
あ
る
。
ラ
ス
キ
ン
の
指
す
モ
デ
ル
ル
ー
 
 

ム
と
は
、
流
行
の
イ
ン
テ
リ
ア
雑
誌
や
こ
れ
ら
の
会
社
の
カ
タ
ロ
グ
に
 
 

掲
載
さ
れ
た
図
の
こ
と
か
、
或
い
は
そ
の
商
店
の
部
屋
を
模
し
た
デ
ィ
 
 

ス
プ
レ
堰
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
流
行
は
、
万
国
博
覧
会
経
 
 

由
で
主
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ル
イ
 
 

十
五
世
が
愛
し
た
と
さ
れ
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
一
角
の
邸
宅
、
バ
ル
ク
・
オ
・
 
 

セ
ー
ル
ヘ
の
言
及
は
、
十
八
世
紀
文
化
全
般
へ
の
唯
美
主
義
者
た
ち
の
 
 

熱
中
振
堰
を
皮
肉
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

後
期
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
ロ
コ
コ
に
か
け
て
の
意
匠
、
嗜
好
の
リ
バ
イ
 
 

バ
ル
に
対
す
る
ラ
ス
キ
ン
の
嫌
悪
感
は
、
『
愛
の
お
供
た
ち
』
と
同
年
に
 
 

書
き
加
え
ら
れ
た
、
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
石
』
旅
行
者
版
の
「
エ
ピ
ロ
ー
 
 

グ
」
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
「
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
の
室
内
 
 

装
飾
業
者
、
陶
器
商
、
売
春
婦
た
ち
の
間
で
の
お
し
ゃ
べ
り
が
一
層
ひ
 
 

ど
く
な
っ
て
」
巷
て
お
り
、
そ
の
結
果
昨
今
の
芸
術
愛
好
家
た
ち
は
、
「
シ
 
 

ス
テ
イ
ナ
礼
拝
堂
の
聖
母
が
喚
ぎ
煙
草
入
れ
を
飾
る
た
め
の
も
の
、
ヴ
 
 

ュ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
農
耕
詩
』
が
ド
レ
ス
デ
ン
の
田
舎
娘
た
ち
の
手
工
 
 

業
を
促
進
す
る
た
め
の
も
の
、
神
性
も
王
権
も
、
ア
ウ
ダ
ス
ト
強
王
の
 
 

線
の
間
と
治
世
の
中
身
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
た
め
の
も
の
」
 
へ
と
堕
落
 
 

し
て
し
ま
っ
た
有
様
に
満
足
し
て
い
る
、
と
非
難
し
て
い
る
（
〓
‥
ぃ
ぃ
含
。
 
 

事
実
関
係
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
ラ
ス
キ
ン
は
、
ル
イ
十
四
 
 

世
に
憧
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
ア
ウ
ダ
ス
ト
二
世
の
珍
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 
 

に
よ
っ
て
、
シ
ス
テ
イ
ナ
の
聖
母
や
『
農
耕
詩
』
と
い
っ
た
神
聖
な
芸
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術
ま
で
も
が
、
「
唯
美
派
」
の
間
で
歪
曲
さ
れ
た
形
で
大
量
生
産
さ
れ
、
 
 

流
布
し
て
い
る
現
状
を
嘆
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
攻
 
 

撃
口
調
は
、
一
八
八
三
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
行
っ
た
講
義
『
イ
 
 

ギ
リ
ス
の
芸
術
』
の
中
で
、
飾
り
立
て
た
建
築
よ
り
も
、
素
材
を
活
か
 
 

し
た
質
素
な
壁
や
床
の
方
に
好
感
を
抱
き
、
「
諸
君
は
長
い
目
で
見
れ
ば
、
 
 

現
代
の
唯
美
的
室
内
装
飾
品
が
、
古
き
良
書
イ
ギ
リ
ス
樫
の
羽
目
板
の
 
 

快
適
さ
に
は
か
な
わ
な
い
こ
と
も
分
か
る
だ
ろ
う
」
（
ぃ
ぃ
‥
u
u
N
）
と
述
べ
 
 

て
い
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
よ
り
理
解
し
易
く
な
る
。
 
 
 

な
お
、
ラ
ス
キ
ン
の
唯
美
主
義
批
判
再
考
に
あ
た
っ
て
は
、
『
イ
ギ
リ
 
 

ス
の
芸
術
』
の
第
五
講
（
十
一
月
七
・
十
日
）
で
、
一
八
六
〇
年
代
か
 
 

ら
『
パ
ン
チ
』
誌
で
活
躍
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
ニ
ア
ユ
・
モ
ー
リ
エ
（
一
八
 
 

三
四
～
九
六
）
が
大
童
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
注
目
す
 
 

べ
巷
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
リ
ー
チ
の
後
任
と
し
て
『
パ
ン
チ
』
誌
に
採
 
 

用
さ
れ
た
デ
ュ
・
モ
ー
リ
エ
が
、
陶
磁
器
や
家
具
装
飾
に
熟
を
上
げ
る
 
 

人
物
像
を
通
し
て
巷
間
の
唯
美
主
義
を
風
刺
し
た
漫
画
は
、
一
八
八
〇
 
 

年
前
彼
の
同
誌
の
紙
面
を
賑
わ
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
ワ
イ
ル
ド
が
 
 

ロ
ン
ド
ン
で
芸
術
界
・
社
交
界
の
寵
児
と
な
っ
た
こ
の
時
期
に
は
、
ラ
 
 

ス
キ
ン
も
『
パ
ン
チ
』
誌
を
購
読
し
て
い
た
こ
と
が
そ
の
日
記
か
ら
確
 
 

認
さ
れ
て
お
蟻
√
彼
が
同
誌
、
特
に
デ
ュ
主
－
リ
エ
の
漫
画
か
ら
唯
 
 

美
主
義
に
関
す
る
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
か
で
あ
ろ
う
。
ラ
 
 

ス
キ
ン
が
㌔
e
敦
訂
野
道
の
名
の
下
に
批
判
し
よ
う
と
し
た
対
象
範
囲
は
、
 
 

そ
こ
で
も
風
刺
さ
れ
て
い
た
唯
美
主
義
者
た
ち
、
即
ち
、
室
内
装
飾
や
 
 

三
 
身
体
的
感
覚
と
し
て
の
㌔
e
s
t
F
e
t
i
c
－
嘘
念
と
 
 

「
テ
オ
リ
ア
」
の
能
力
 
 
 

『
現
代
画
家
論
』
第
二
巻
冒
頭
で
ラ
ス
キ
ン
は
、
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
記
 
 

述
か
ら
離
れ
て
、
風
景
画
家
の
描
写
す
べ
巷
対
象
の
美
が
ど
こ
に
存
し
、
 
 

そ
れ
が
人
間
の
何
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
 
 

を
提
起
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
美
の
認
識
能
力
に
関
し
て
、
い
わ
 
 

ゆ
る
「
美
的
な
」
（
a
e
s
t
h
e
t
i
c
）
感
覚
と
す
る
見
方
を
、
次
の
よ
う
に
退
 
 

け
て
い
る
。
「
『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
と
い
う
用
語
は
、
外
界
の
諸
性
質
 
 

と
身
体
の
必
然
的
効
果
と
の
単
な
る
感
覚
的
な
知
覚
を
、
厳
密
に
意
味
 
 

す
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
に
お
い
て
の
み
、
〔
…
…
）
 
こ
の
語
は
常
に
使
 
 

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
私
は
、
美
の
諸
印
象
が
ど
の
点
か
ら
見
て
 
 

も
感
覚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ば
全
面
的
に
否
定
す
る
。
そ
の
印
象
は
 
 

感
覚
的
で
も
知
性
的
で
も
な
く
、
道
徳
的
で
あ
る
。
」
（
合
お
）
 
 
 

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
㌔
e
監
訂
t
i
c
、
あ
語
の
原
型
で
あ
る
「
ア
イ
ス
 
 

テ
ー
シ
ス
」
と
は
、
外
界
の
対
象
の
感
官
を
通
じ
た
知
覚
作
用
と
考
え
 
 

ら
れ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
「
単
に
動
物
的
な
快
の
意
識
」
（
丹
念
）
で
あ
 
 

陶
器
に
代
表
さ
れ
る
流
行
を
追
う
「
唯
美
派
」
の
人
々
を
中
心
に
、
彼
 
 

ら
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
ワ
イ
ル
ド
像
ま
で
と
想
定
す
る
こ
と
も
、
無
 
 

理
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
唯
美
主
義
批
 
 

判
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
が
、
初
期
の
著
作
に
お
い
て
示
さ
れ
た
 
 

㌔
e
s
t
訂
t
i
c
“
｝
概
念
に
対
す
る
、
い
わ
ば
「
部
分
否
定
」
的
な
態
度
で
あ
る
。
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る
か
ら
、
よ
り
下
等
な
生
物
と
も
共
通
す
る
身
体
の
感
覚
作
用
と
言
え
 
 

る
。
し
か
し
、
そ
の
作
用
た
る
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
と
は
っ
き
り
区
 
 

別
す
べ
巷
と
さ
れ
る
「
道
徳
」
性
は
、
以
下
の
二
つ
の
段
階
を
経
て
神
 
 

と
の
関
係
を
持
つ
こ
と
に
起
因
す
る
。
 
 
 

第
一
に
、
感
官
の
中
に
も
神
に
よ
っ
て
人
間
に
恵
ま
れ
た
も
の
が
あ
 
 

る
。
本
来
感
覚
作
用
は
、
例
え
ば
そ
の
不
快
に
よ
っ
て
生
命
の
危
険
を
 
 

教
え
る
よ
う
に
「
生
命
に
従
属
し
て
い
る
」
（
合
い
N
）
も
の
で
あ
り
、
そ
 
 

の
快
に
耽
溺
し
過
ぎ
る
こ
と
は
身
の
破
滅
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
こ
 
 

の
よ
う
な
感
覚
的
快
と
美
の
印
象
と
は
明
ら
か
に
別
物
で
あ
る
。
一
方
、
 
 

そ
の
快
に
耽
溺
し
て
も
自
己
の
破
滅
に
は
至
ら
な
い
特
殊
な
感
覚
的
快
 
 

が
あ
り
得
る
。
限
と
耳
の
感
官
に
由
来
す
る
快
こ
そ
は
、
神
が
人
間
に
 
 

そ
の
生
命
の
目
的
と
し
て
与
え
た
賜
物
で
あ
り
、
他
の
感
官
の
そ
れ
に
 
 

優
遇
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
ラ
ス
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
限
と
耳
の
快
だ
け
 
 

で
は
美
の
印
象
と
は
な
り
得
な
い
。
「
と
い
う
の
も
、
美
の
観
念
の
存
在
 
 

に
と
っ
て
は
、
そ
の
基
礎
と
な
り
得
る
感
覚
的
な
快
に
、
以
下
の
も
の
 
 

が
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
に
歓
喜
、
次
 
 

い
で
対
象
へ
の
愛
情
、
更
に
よ
り
優
位
の
知
性
的
存
在
に
お
け
る
優
し
 
 

さ
の
知
覚
、
最
後
に
そ
の
知
性
自
体
へ
の
感
謝
と
畏
敬
の
念
が
、
伴
っ
 
 

て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
感
情
に
よ
っ
て
 
 

作
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
観
念
も
美
の
観
念
と
は
到
 
 

底
考
え
ら
れ
ず
、
〔
…
…
〕
更
に
こ
の
よ
う
な
感
情
は
、
知
性
の
ど
の
よ
 
 

う
な
作
用
か
ら
も
結
果
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
得
ら
れ
る
も
の
で
 
 

も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
 
（
丹
念
－
金
）
 
 
 

即
ち
、
第
二
の
段
階
と
し
て
、
最
高
の
知
性
的
存
在
で
あ
る
袖
に
対
 
 

す
る
「
歓
喜
」
や
「
愛
情
」
、
更
に
「
感
謝
と
畏
敬
の
念
」
と
い
っ
た
感
 
 

情
が
伴
っ
て
初
め
て
、
美
の
観
念
が
形
作
ら
れ
る
。
故
に
美
の
知
覚
に
 
 

は
、
自
然
界
の
対
象
か
ら
受
け
る
感
覚
に
、
遍
く
及
ぶ
神
の
恵
み
を
見
 
 

出
す
と
い
う
「
道
徳
的
」
感
情
が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 
 

ラ
ス
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
美
の
諸
観
念
の
道
徳
的
な
知
覚
と
評
価
に
か
か
 
 

わ
る
」
 
こ
の
能
力
こ
そ
、
ま
さ
に
「
テ
オ
リ
ア
」
と
呼
ぶ
ペ
き
も
の
で
 
 

あ
る
（
合
い
い
）
。
更
に
披
は
、
こ
の
「
テ
オ
リ
ア
」
の
能
力
が
認
識
す
る
 
 

美
を
「
典
型
美
」
と
「
生
命
美
」
に
二
分
し
て
い
る
。
前
者
は
生
物
・
無
 
 

生
物
を
問
わ
ず
同
一
の
形
で
現
れ
る
神
の
属
性
を
象
徴
す
る
美
で
あ
り
、
 
 

一
方
後
者
は
、
生
物
が
袖
に
与
え
ら
れ
た
持
ち
分
を
め
で
た
く
も
果
し
 
 

て
い
る
様
子
、
つ
ま
り
神
か
ら
賜
っ
た
己
の
生
を
生
き
抜
く
姿
に
存
す
 
 

る
美
で
あ
る
 
（
舎
窒
）
。
 
 
 

も
っ
と
も
我
々
は
、
ラ
ス
キ
ン
の
こ
の
よ
う
な
主
張
か
ら
、
彼
の
言
 
 

う
「
道
徳
的
」
と
は
「
宗
教
的
」
と
同
義
で
あ
る
と
即
断
し
て
は
な
ら
 
 

な
い
。
確
か
に
彼
は
、
『
現
代
画
家
論
』
第
二
巻
の
時
点
で
は
、
「
テ
オ
 
 

リ
ア
」
が
知
覚
す
る
「
美
の
諸
特
質
」
 
そ
の
も
の
は
「
神
の
作
品
の
御
 
 

し
る
し
」
で
あ
る
（
丹
誠
）
と
断
言
し
た
上
で
、
「
テ
オ
リ
ア
の
能
力
を
 
 

普
通
に
働
か
せ
る
だ
け
で
も
、
道
徳
的
な
在
り
方
全
体
が
あ
る
程
度
正
 
 

し
く
、
健
全
な
状
態
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
完
全
に
働
か
せ
る
に
 
 

は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
徳
性
の
こ
の
上
な
い
完
成
が
必
要
で
あ
る
」
（
舎
l
怠
）
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と
、
「
道
徳
」
性
を
特
定
の
信
仰
の
素
質
と
認
め
る
よ
う
な
記
述
も
残
し
 
 

て
い
る
。
し
か
し
、
ラ
ス
キ
ン
の
著
作
に
登
場
す
る
「
道
徳
的
」
と
い
 
 

う
形
容
詞
の
多
義
性
を
指
摘
す
る
論
も
あ
肇
以
上
、
『
現
代
画
家
論
』
第
 
 

二
巻
以
降
に
そ
の
語
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
情
緒
的
な
側
面
に
も
、
注
 
 

目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
側
面
が
読
み
取
れ
る
の
は
、
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
 
 

ア
の
石
』
第
一
巻
（
一
八
五
一
）
 
の
補
遺
の
、
次
の
部
分
で
あ
る
。
 
 

「
我
々
は
、
人
間
全
体
が
身
体
と
魂
と
理
性
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
 
 

い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
〔
…
…
〕
そ
れ
か
ら
、
魂
と
い
う
言
葉
 
 

を
、
人
間
の
道
徳
的
で
自
ら
責
任
を
取
り
義
務
を
果
し
得
る
部
分
 
 
 

を
手
短
に
表
し
た
も
の
と
し
、
ま
た
こ
れ
ら
三
つ
の
部
分
そ
れ
ぞ
 
 

れ
が
、
受
動
的
な
能
力
と
能
動
的
な
能
力
を
持
つ
も
の
と
す
る
。
身
 
 
 

体
は
諸
感
覚
と
筋
力
を
、
魂
は
感
情
と
決
断
力
を
、
理
性
は
悟
性
 
 
 

と
想
像
力
を
持
つ
。
こ
の
図
式
を
表
の
形
に
す
る
と
以
下
の
よ
う
 
 

に
な
ろ
う
。
 
 

こ
の
図
式
に
お
い
て
私
は
、
記
憶
を
悟
性
の
一
部
と
見
な
し
、
ま
 
 
 

受
動
的
な
い
し
受
容
的
部
分
 
能
動
的
な
い
し
活
動
的
部
分
 
 

た
良
心
を
除
外
し
た
。
そ
れ
は
心
の
内
の
神
の
声
で
あ
っ
て
、
こ
 
 

の
シ
ス
テ
ム
か
ら
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
不
可
欠
の
 
 
 

部
分
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
美
の
感
覚
に
つ
い
て
は
、
身
体
の
 
 
 

感
覚
と
魂
の
感
覚
と
の
入
り
混
じ
っ
た
も
の
と
私
は
考
え
る
。
」
 
 

（
常
会
い
）
 
 

こ
こ
で
示
さ
れ
た
表
か
ら
は
、
人
間
の
「
道
徳
的
」
な
部
分
で
あ
る
 
 

「
魂
」
に
「
感
情
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、
は
っ
巷
り
と
読
み
取
れ
 
 

る
。
更
に
、
「
心
の
内
の
神
の
声
」
た
る
「
良
心
」
が
衰
か
ら
除
外
さ
れ
 
 

て
い
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
「
感
情
」
は
善
悪
に
関
係
す
 
 

る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
一
八
五
一
年
の
ラ
ス
キ
ン
は
、
「
宗
教
的
」
と
 
 

も
、
或
い
は
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
倫
理
的
」
と
も
異
 
 

な
る
側
面
を
持
つ
形
容
詞
と
し
て
、
「
道
徳
的
」
と
い
う
語
を
用
い
た
上
 
 

で
、
こ
の
「
道
徳
的
」
な
「
魂
」
の
受
動
的
部
分
を
、
一
般
に
理
性
と
 
 

区
別
さ
れ
る
精
神
の
働
巷
、
即
ち
情
念
に
近
い
も
の
と
見
な
し
て
い
る
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

我
々
が
注
目
す
べ
き
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
石
』
 
 

第
一
巻
の
図
式
に
お
い
て
は
、
「
テ
オ
リ
ア
の
能
力
」
と
い
う
表
現
が
資
 
 

を
消
す
の
と
呼
応
し
て
、
美
の
知
覚
の
位
置
付
け
も
以
前
と
は
変
化
し
 
 

て
い
る
。
『
現
代
画
家
論
』
第
二
巻
で
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
美
の
感
官
で
 
 

あ
る
「
テ
オ
リ
ア
」
の
能
力
は
「
魂
」
の
中
に
の
み
含
ま
れ
る
ぺ
書
で
 
 

あ
っ
た
が
、
こ
の
図
式
で
は
、
「
身
体
の
感
覚
と
魂
の
感
覚
と
の
入
り
混
 
 

48   



じ
っ
た
も
の
」
が
美
の
感
覚
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
一
 
 

八
四
六
年
の
時
点
で
は
㌔
e
s
旨
e
罫
㌧
と
呼
ば
れ
事
実
上
排
除
さ
れ
て
い
た
 
 

身
体
的
な
感
覚
は
、
そ
の
五
年
後
に
は
美
の
知
覚
に
か
か
わ
る
権
利
を
 
 

む
し
ろ
持
つ
も
の
と
し
て
、
⊥
フ
ス
キ
ン
の
意
識
の
中
で
浮
上
し
て
い
る
 
 

の
で
あ
る
。
 
 

結
 
「
観
照
的
確
業
主
義
」
 
へ
の
道
 
 

『
現
代
画
家
論
』
第
二
巻
か
ら
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
石
』
第
一
巻
ま
で
 
 

の
、
美
の
認
識
に
関
す
る
ラ
ス
キ
ン
の
議
論
を
、
こ
こ
で
ま
と
め
直
し
 
 

て
み
よ
う
。
第
一
に
、
美
の
知
覚
と
は
自
然
界
の
対
象
に
何
ら
か
の
神
 
 

の
働
き
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
道
徳
的
な
感
覚
で
あ
る
。
第
 
 

二
に
、
こ
の
道
徳
性
と
は
、
理
性
や
身
体
（
感
性
）
と
区
別
さ
れ
て
人
 
 

に
備
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
点
は
、
「
テ
オ
リ
ア
の
能
力
」
と
い
 
 

う
表
現
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
後
も
基
本
的
な
枠
組
み
と
し
て
保
持
さ
 
 

れ
た
が
、
そ
の
内
部
で
は
次
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
。
即
ち
、
身
 
 

体
的
な
感
覚
は
当
初
㌔
e
s
t
h
e
t
i
c
〉
“
と
呼
ば
れ
軽
視
さ
れ
て
い
た
。
 
 

a
e
s
t
h
e
許
〉
ゐ
概
念
は
、
下
位
の
動
物
的
感
覚
に
基
づ
く
か
、
或
い
は
神
 
 

へ
の
畏
敬
の
念
を
伴
わ
な
い
感
覚
的
快
を
指
し
て
い
た
。
し
か
し
、
身
 
 

体
的
感
覚
自
体
の
重
要
性
は
、
そ
の
儀
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
 
 

る
。
 
 

一
八
五
〇
年
前
後
に
展
開
さ
れ
た
ラ
ス
キ
ン
の
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
 
 

文
字
通
り
㌔
e
s
旨
e
旨
ヨ
○
言
ヨ
e
蔓
が
高
ま
り
を
見
せ
る
一
八
八
〇
年
代
 
 

．
．
 
 

に
な
っ
て
も
、
そ
の
大
枠
が
修
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
 
 

よ
い
。
第
二
節
で
も
触
れ
た
『
現
代
画
家
論
』
第
二
巻
の
改
訂
版
は
結
 
 

局
一
八
八
三
年
に
出
版
さ
れ
る
が
、
そ
の
改
訂
で
は
本
文
の
根
本
的
な
 
 

書
き
換
え
は
な
さ
れ
ず
、
随
所
に
註
等
が
挿
入
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
 
 

い
る
。
「
テ
オ
リ
ア
の
能
力
は
美
の
諸
観
念
の
道
徳
的
な
知
覚
と
評
価
に
 
 

か
か
わ
っ
て
い
る
」
と
定
義
し
た
後
で
、
「
こ
れ
に
関
す
る
間
違
い
は
そ
 
 

れ
を
れ
れ
駕
S
罫
e
t
i
c
苫
と
見
な
し
て
そ
う
呼
ぶ
こ
と
、
そ
れ
を
感
覚
、
或
い
は
 
 

も
っ
と
悪
い
こ
と
に
習
慣
の
単
な
る
作
用
に
妃
め
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
 
 

る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
に
訴
え
る
芸
術
は
単
な
る
娯
楽
、
病
的
な
感
受
 
 

性
に
仕
え
る
も
の
、
魂
の
眠
り
へ
く
す
ぐ
り
誘
う
も
の
に
堕
す
こ
と
と
 
 

な
る
」
（
合
い
†
u
告
と
述
べ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
も
、
事
情
は
例
外
 
 

で
は
な
い
。
こ
の
部
分
に
対
し
て
ラ
ス
キ
ン
が
行
っ
た
改
訂
は
、
「
こ
の
 
 

本
を
再
版
し
た
主
な
理
由
の
一
つ
は
、
こ
れ
が
当
時
初
期
段
階
に
あ
っ
 
 

た
愚
行
に
対
し
て
、
そ
ん
な
に
も
早
い
時
期
に
決
定
的
な
警
告
を
含
ん
 
 

で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
愚
は
最
近
で
は
、
世
俗
世
界
の
頚
廃
と
戯
 
 

れ
を
芸
術
に
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
」
（
丹
い
ぃ
已
と
、
同
時
代
の
風
俗
と
 
 

し
て
の
唯
美
主
義
に
対
す
る
根
深
い
嫌
悪
感
を
重
ね
て
表
明
す
る
註
の
 
 

追
加
だ
け
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
第
三
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
初
期
の
ラ
ス
キ
ン
は
㌔
e
s
t
h
e
t
i
c
－
u
 
 

の
概
念
を
完
全
に
無
視
し
た
訳
で
は
な
い
。
彼
の
思
想
を
「
テ
オ
リ
ア
」
 
 

と
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
と
の
帝
離
と
し
て
捉
え
る
P
・
フ
ラ
ー
の
見
 
 

茄
）
は
勿
論
正
し
い
が
、
後
者
に
か
か
わ
る
感
性
的
な
も
の
、
身
体
に
属
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す
る
も
の
を
、
ラ
ス
キ
ン
が
決
し
て
軽
視
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
も
、
 
 

我
々
は
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
彼
の
こ
の
姿
勢
が
、
「
病
的
 
 

な
感
受
性
に
仕
え
る
」
頑
廃
し
た
芸
術
が
横
行
す
る
時
代
を
迎
え
て
も
 
 

実
は
保
た
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
愛
の
お
供
た
ち
』
の
以
下
の
部
分
で
示
 
 

唆
さ
れ
て
い
る
。
「
現
在
『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
 
 

に
つ
い
て
、
こ
の
私
は
．
れ
s
e
n
s
a
t
i
O
n
3
と
い
う
英
単
語
を
常
に
使
っ
て
き
た
 
 

し
、
そ
の
単
語
を
な
お
も
使
っ
て
い
る
こ
と
を
、
読
者
は
前
も
っ
て
知
 
 

っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
寒
暖
と
そ
の
違
い
、
羊
肉
と
牛
 
 

肉
の
風
味
と
そ
の
違
い
、
ク
ジ
ャ
ク
と
ヒ
バ
リ
の
鳴
き
声
と
そ
の
遠
い
、
 
 

頬
の
紅
潮
と
口
紅
の
赤
み
と
そ
の
違
い
、
雪
と
ア
ー
モ
ン
ド
ペ
ー
ス
ト
 
 

の
白
さ
と
そ
の
違
い
、
夜
の
暗
さ
と
昼
の
明
る
さ
、
或
い
は
排
煙
の
暗
 
 

さ
と
ガ
ス
灯
の
明
る
さ
等
の
『
感
覚
』
で
あ
る
。
だ
が
美
の
知
覚
に
関
 
 

し
て
は
、
私
は
い
つ
も
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
を
用
い
た
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
 
 

ャ
語
の
適
切
な
単
語
で
あ
り
、
こ
の
主
題
を
理
解
す
る
ど
ん
な
人
に
よ
 
 

っ
て
も
、
ま
た
他
の
い
か
な
る
言
語
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
得
る
、
お
 
 

よ
そ
唯
一
可
能
な
も
の
、
即
ち
『
テ
オ
リ
ア
』
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
」
 
 

（
N
∽
‥
－
如
い
）
 
 
 

「
現
在
」
呼
ば
れ
る
所
の
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
と
は
唯
美
主
義
的
な
 
 

美
の
感
覚
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
用
語
を
軽
蔑
す
る
ラ
ス
キ
ン
に
と
 
 

っ
て
は
、
い
か
に
精
緻
を
極
め
た
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
と
い
え
ど
も
、
 
 

所
詮
は
味
覚
・
聴
覚
・
視
覚
等
の
「
感
覚
」
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
排
 
 

煙
や
ガ
ス
灯
と
い
っ
た
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
の
情
景
が
そ
の
一
例
と
し
て
 
 

挙
げ
ら
れ
た
こ
の
部
分
で
は
、
「
豚
用
残
飯
の
豚
用
調
味
」
と
い
う
辛
辣
 
 

な
口
調
は
陰
を
潜
め
て
い
る
。
感
覚
作
用
の
一
切
を
否
定
す
る
訳
で
は
 
 

な
い
ラ
ス
キ
ン
の
態
度
は
、
美
の
知
覚
に
関
し
て
唯
一
適
切
な
用
語
と
 
 

す
る
「
テ
オ
リ
ア
」
と
、
ド
イ
ツ
語
の
芸
A
n
s
c
h
a
喜
虐
㌔
（
観
照
）
と
の
 
 

対
応
関
係
に
も
続
け
て
言
及
す
る
時
、
よ
り
明
確
に
な
る
。
「
厳
密
に
は
 
 

同
義
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
れ
れ
A
n
s
c
h
a
已
仁
n
g
－
は
（
私
が
思
う
に
）
身
 
 

体
的
感
覚
を
含
ん
で
い
な
い
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
テ
オ
リ
ア
は
必
要
と
す
 
 

る
限
り
で
こ
れ
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の
場
合
は
、
多
 
 

少
プ
ラ
ト
ン
以
上
な
の
で
あ
る
。
」
（
N
ひ
‥
l
N
？
－
N
含
 
 
 

「
テ
オ
リ
ア
」
の
能
力
に
「
観
照
」
の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
 
 

そ
れ
が
身
体
的
な
感
覚
を
含
む
こ
と
も
強
調
す
る
ラ
ス
キ
ン
は
、
身
体
 
 

と
い
う
舞
台
の
上
で
、
言
う
な
ら
ば
対
象
を
見
つ
め
て
い
る
他
な
ら
ぬ
 
 

こ
の
 
「
私
」
 
の
中
で
美
が
生
起
す
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
語
ろ
う
と
し
て
 
 

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
有
様
を
観
察
す
る
彼
の
姿
勢
は
、
第
一
節
で
試
 
 

み
た
分
類
に
従
え
ば
、
自
己
の
生
の
経
験
を
見
据
え
る
「
観
照
的
唯
美
 
 

主
義
」
 
に
連
な
る
面
を
、
皮
肉
に
も
備
え
て
い
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
 
 

か
。
も
っ
と
も
、
ラ
ス
キ
ン
が
こ
の
境
地
へ
と
到
達
し
た
背
景
に
は
、
『
ヴ
 
 

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
石
』
 
で
の
ゴ
シ
ッ
ク
の
発
見
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
知
識
主
 
 

義
の
批
判
、
更
に
は
「
想
像
力
」
を
め
ぐ
る
議
論
等
も
重
要
な
契
機
と
 
 

し
て
働
い
て
い
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
そ
れ
ら
の
問
題
に
は
触
れ
な
い
。
 
 

し
か
し
、
美
の
知
覚
に
関
与
す
る
も
の
と
し
て
身
体
的
感
覚
を
後
年
見
 
 

直
す
に
至
っ
た
彼
の
思
想
の
内
に
、
「
単
な
る
娯
楽
」
 
へ
と
堕
落
し
た
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註
 
 

ラ
ス
キ
ン
の
文
章
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
次
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
か
ら
 
 

引
用
す
る
。
叫
詳
二
莞
已
局
且
，
、
註
3
知
邑
ぎ
乱
i
訂
d
 
b
y
 
E
↓
h
O
O
k
 
a
已
 
 

A
．
宅
e
d
d
e
旨
彗
ヨ
V
ど
ヨ
d
O
n
－
〇
．
≧
訂
ヨ
こ
基
い
⊥
♪
い
ぎ
0
訂
．
引
用
箇
所
は
本
文
中
の
 
 

括
弧
内
に
、
（
－
○
‥
N
書
）
の
よ
う
に
巻
数
・
頁
数
を
示
す
。
訳
文
は
全
て
筆
者
自
 
 

身
の
も
の
で
あ
る
が
、
『
現
代
画
家
論
』
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
、
御
木
本
 
 

隆
三
訳
『
近
世
画
家
論
』
全
四
巻
（
春
秋
社
、
一
九
三
二
～
三
三
年
）
を
適
宜
 
 

参
考
に
し
た
。
 
 

（
1
）
例
え
ば
W
∴
ミ
ル
ト
ン
は
、
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
唯
美
主
義
運
動
』
の
 
 

中
で
両
者
を
殆
ど
無
差
別
的
に
用
い
て
い
る
が
、
結
論
部
で
は
「
い
わ
ゆ
 
 

る
唯
美
派
」
（
t
訂
s
O
・
C
a
ニ
e
d
A
e
s
き
e
t
i
c
S
c
h
8
－
）
と
「
よ
り
高
次
の
領
域
 
 

の
唯
美
主
義
」
 
（
芽
e
h
i
恥
h
e
＝
a
ヨ
g
e
象
A
邑
h
象
c
i
s
m
）
と
を
区
別
し
て
い
 
 

る
。
後
者
に
属
す
る
人
物
と
し
て
は
、
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
、
D
・
G
・
 
 

㌔
e
監
訂
許
ヨ
O
Y
e
ヨ
e
乾
－
と
は
全
く
別
種
の
宍
a
e
s
謬
e
許
i
s
ヨ
〉
〉
を
志
向
す
る
 
 

側
面
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
以
上
の
考
察
で
ひ
と
ま
ず
解
明
で
き
 
 

た
と
思
わ
れ
る
。
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
は
、
ラ
ス
キ
ン
と
唯
美
主
義
 
 

者
た
ち
と
の
相
互
の
影
響
関
係
も
含
め
て
、
前
述
の
問
題
と
㌔
e
s
t
訂
t
i
c
〉
〉
 
 

概
念
の
展
開
と
の
か
か
わ
り
を
厳
密
に
検
討
し
直
す
こ
と
で
あ
る
と
指
 
 

摘
し
た
上
で
、
本
論
考
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
 
 

（
5
）
H
a
ヨ
i
l
ざ
n
｝
O
P
．
C
i
－
．
ち
＝
声
 
 

（
6
）
l
O
h
ヨ
S
O
ヨ
｝
O
p
ト
i
√
p
．
1
．
 
 

（
7
）
家
d
．
〉
ワ
ー
い
．
 
 

（
8
）
L
．
C
h
a
i
〉
ゝ
現
さ
曳
訂
を
3
㍉
 
 

J  

ロ
セ
ッ
テ
ィ
、
モ
リ
ス
、
ス
ウ
イ
ン
バ
ー
ン
、
ラ
ス
キ
ン
、
ワ
イ
ル
ド
等
 
 

が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
文
芸
と
造
形
芸
術
と
の
間
に
線
は
引
か
れ
て
い
な
 
 

い
。
一
方
前
者
は
、
こ
れ
ら
の
芸
術
家
に
対
す
る
誤
解
か
ら
生
ま
れ
、
流
 
 

行
と
し
て
広
ま
っ
た
も
の
を
指
す
。
w
．
エ
a
m
i
貫
き
」
ぎ
ご
き
邑
訂
註
 
 

き
薫
喜
邑
訂
穿
富
岳
－
ど
已
O
n
〉
R
琵
Y
巾
S
知
T
u
ヨ
e
r
こ
笠
N
も
P
・
－
至
⊥
畠
・
 
 
 

従
っ
て
、
表
題
の
「
唯
美
主
義
運
動
」
に
ほ
、
真
の
＜
〈
A
e
昔
e
t
i
c
i
s
m
。
と
そ
 
 

の
虚
像
で
あ
る
丈
A
e
s
旨
象
c
S
c
h
0
0
－
〉
｝
と
が
重
ね
て
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考
 
 

え
る
ペ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
2
）
家
d
．
ち
〓
－
．
に
引
用
。
一
八
八
二
年
に
講
演
の
た
め
渡
米
し
た
瞭
、
『
ヘ
 
 

ラ
ル
ド
』
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
語
っ
た
言
葉
。
 
 

（
3
）
戸
V
し
O
h
讃
○
ヨ
ゝ
内
乱
象
訂
訂
S
V
ど
已
呈
－
M
汲
h
u
e
ヨ
こ
宗
¢
も
．
p
な
お
、
中
沼
 
 
 

了
訳
『
唯
美
主
義
』
（
研
究
社
、
一
九
七
一
年
）
を
適
宜
参
考
に
し
た
。
 

一
 
 

（
4
）
】
．
H
．
B
寓
k
訂
y
こ
穿
こ
寿
き
計
3
野
点
弓
∵
丸
姿
見
こ
首
巴
雷
月
 
C
茫
ぎ
r
♪
 
5
1
 
 
 

一
 
 
 

ど
已
0
ヨ
b
≧
e
ミ
ま
N
も
ー
琴
「
唯
美
主
義
運
動
」
に
対
し
て
ペ
イ
ク
ー
 
 
 

が
と
っ
た
ア
ン
ビ
ヴ
ア
レ
ン
ト
な
態
度
に
関
し
て
、
㌔
邑
h
象
c
〉
u
の
語
義
や
 
 
 

当
時
の
用
例
等
も
潜
ま
え
つ
つ
論
じ
た
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
上
村
盛
 
 
 

人
「
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
の
審
美
主
義
」
、
『
滋
賀
県
立
大
学
国
際
教
 
 
 

育
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
、
第
五
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
、
三
三
～
四
六
貢
が
 
 

注
目
に
催
す
る
。
 
 

ト
ぎ
⊇
賢
1
♪
N
Q
ギ
Y
O
r
k
）
C
O
－
仁
ヨ
b
i
a
U
已
く
彗
裟
y
守
e
s
s
こ
遥
0
も
・
l
・
 
 
 

遥
内
容
、
督
Q
3
 
鼠
ゝ
ヽ
－
訂
 
L
♂
巴
・
－
ぎ
要
芸
許
 
 



（
9
）
家
d
●
ち
怠
．
 
 

（
1
0
）
P
S
．
W
巾
i
ヨ
b
巾
串
表
宏
k
i
n
〉
勺
a
雷
て
p
已
き
e
 
r
監
i
s
c
O
V
e
【
y
 
O
鴫
野
毘
c
塾
i
苫
〉
 
 

き
墓
遷
宮
－
見
習
払
屡
V
O
〓
N
¢
壱
已
悪
果
－
凍
」
）
も
p
．
N
†
N
↓
富
士
川
義
 
 

之
『
あ
る
唯
美
主
義
者
の
肖
像
 
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
ク
ー
の
世
界
』
（
青
 
 

土
杜
、
一
九
九
二
年
）
、
八
五
～
八
六
頁
も
参
照
。
 
 

（
1
1
）
こ
の
概
念
に
関
し
て
は
第
三
節
で
再
度
触
れ
る
。
 
 

（
1
2
）
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ス
ト
リ
ー
ト
に
一
八
七
七
年
開
店
し
た
モ
リ
ス
商
 
 

会
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
を
始
め
と
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
の
ウ
エ
ス
ト
エ
ン
ド
に
 
 

は
室
内
装
飾
の
商
店
が
軒
を
連
ね
て
い
た
。
J
．
B
a
註
a
き
S
．
M
a
c
D
O
ヨ
a
霹
 
 

】
．
冒
吾
こ
ざ
官
許
き
雷
百
島
旦
写
N
e
w
Y
O
昇
C
一
袋
C
e
已
寧
ロ
○
訂
こ
篭
】
．
 
 

p
・
N
－
・
 
 

（
1
3
）
こ
の
現
象
に
関
し
て
は
、
L
．
C
．
D
O
W
－
i
品
㌔
さ
e
A
e
s
昏
e
富
a
ヨ
d
T
訂
 
 

E
厨
h
雷
已
h
C
e
n
冨
y
〉
√
S
c
ぎ
1
訂
3
旨
鼓
屡
V
O
】
●
N
O
｝
Z
O
－
心
（
－
ヨ
」
）
も
p
．
い
当
・
 
 

い
」
↓
 
 

（
1
4
）
デ
ユ
・
モ
ー
リ
エ
の
こ
の
よ
う
な
作
風
は
、
一
八
六
六
年
三
月
の
『
パ
ン
 
 

チ
』
諸
に
掲
載
さ
れ
た
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
と
ロ
セ
ッ
テ
ィ
・
サ
ー
ク
ル
 
 

を
椰
捻
し
た
連
作
パ
ロ
デ
ィ
「
キ
ャ
メ
ロ
ッ
ト
の
伝
説
」
に
お
い
て
も
、
 
 

既
に
予
告
さ
れ
て
い
た
。
「
キ
ャ
メ
ロ
ッ
ト
の
伝
説
」
の
詳
細
な
分
析
、
及
 
 

び
デ
ユ
・
モ
ー
リ
エ
と
唯
美
主
義
者
た
ち
と
の
対
立
に
関
し
て
は
、
谷
田
 
 

博
幸
『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
挿
絵
画
家
列
伝
 
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
「
パ
ン
チ
」
 
 

誌
の
周
辺
』
（
図
書
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
、
三
一
四
～
三
四
二
頁
を
参
 
 

照
。
 
 

（
1
5
）
例
え
ば
、
一
八
八
一
年
九
月
二
六
日
付
の
文
章
を
参
照
。
当
季
宴
邑
訂
且
 
 

ゝ
鼠
蓋
l
謬
訪
蒙
ぎ
「
 
ト
墾
是
・
丸
亀
や
〉
S
e
－
e
c
訂
d
 
a
已
乱
i
訂
d
 
b
y
】
．
E
Y
a
ヨ
S
 
a
已
 
 
 

J
．
H
．
琶
h
許
h
O
宏
e
〉
ど
已
○
ヨ
〉
○
舛
許
邑
U
ヨ
i
Y
e
邑
々
P
蒜
S
S
こ
況
や
も
●
】
窒
u
■
 
 

（
1
6
）
例
え
ば
、
J
ヒ
ヨ
；
占
㌔
R
宏
狩
i
ヨ
〉
s
U
s
e
め
0
〓
訂
＞
息
e
c
ぎ
巾
童
○
邑
…
－
穿
g
詳
計
 
 
 

診
註
屡
V
O
－
．
u
N
リ
N
O
ゝ
（
－
当
－
）
も
p
●
い
い
や
・
富
り
 
 

（
1
7
）
『
．
F
皇
彗
｝
遥
n
笥
ぎ
ゝ
ヽ
♪
受
払
さ
巾
ゝ
訂
m
宍
m
亀
甲
詫
♪
ど
已
○
ヨ
｝
C
h
a
謬
知
 
 

W
i
∋
d
誘
こ
や
0
0
野
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