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一　

谷
崎
評
価
史
と
問
題
の
所
在

谷
崎
潤
一
郎
の
評
価
は
、「
思
想
」
の
一
語
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
て

き
た
。
佐
藤
春
夫
は
、「
秋
風
一
夕
話
」（「
随
筆
」
大
13
・
10
︲
12
）
で

谷
崎
を
「
思
想
の
な
い
芸
術
家
」
と
規
定
し
、
続
く
「
潤
一
郎
。
人

及
び
芸
術
」（「
改
造
」
昭
2
・
3
）
で
は
彼
の
「
悪
魔
主
義
」
を
「
思

想
上
の
ポ
ー
ズ
で
は
あ
つ
て
も
（
略
）
思
想
そ
の
も
の
で
は
な
い
」

と
結
論
し
た
。
こ
の
観
点
は
「
谷
崎
潤
一
郎
」（「
中
央
公
論
」
昭
6
・

5
）
の
小
林
秀
雄
、『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
昭
27　

河
出
書
房
）
の
中
村

光
夫
へ
と
継
承
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
中
村
光
夫
と
前
後
し
て
思
想
家
と
し
て
の
谷
崎
像

を
打
ち
出
し
た
の
が
、伊
藤
整
で
あ
る
。
伊
藤
の
議
論
は
、後
に
「
谷

崎
潤
一
郎
の
芸
術
と
思
想
」
の
題
を
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
『
現
代

文
豪
名
作
全
集　

第
二
巻　

谷
崎
潤
一
郎
集
』（
昭
27
→
普
及
版
昭
28

　

河
出
書
房
）
の
解
説
に
よ
っ
て
反
響
を
呼
び
、
や
が
て
『
谷
崎
潤

一
郎
文
庫
』（
全
十
巻　

昭
28
︲
29　

中
央
公
論
社
）
と
谷
崎
の
自
選
に

よ
る
新
書
版
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』（
全
三
十
巻　

昭
32
︲
34　

中
央
公

論
社
）
の
全
巻
の
解
説
を
担
当
す
る
に
及
ん
で
そ
の
地
位
を
揺
る
ぎ

な
い
も
の
と
し
た
。
伊
藤
が
示
し
た
思
想
の
あ
る
作
家
と
い
う
方
向

性
は
、
野
口
武
彦
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
昭
48　

中
央
公
論
社
）
に
受

け
継
が
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
影
響
力
を
ふ
る
っ
て
い
る
。
平
野
謙

は
、
昭
和
三
十
年
を
前
に
し
た
こ
の
谷
崎
評
価
の
転
換
を
、「
中
村
光

夫
の
そ
れ
を
前
期
の
集
大
成
と
す
れ
ば
、
後
期
の
評
価
史
は
伊
藤
整

に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た︶

1
︵

」と
整
理
す
る
。
中
村
光
夫
か
ら
伊
藤
整
へ
、

思
想
の
な
い
作
家
か
ら
思
想
の
あ
る
作
家
へ
と
、
谷
崎
の
評
価
史
は

こ
の
時
大
き
く
屈
曲
を
描
い
た
の
で
あ
る
。

文
章
の
論
じ
か
た

―
小
林
秀
雄
の
谷
崎
潤
一
郎
論

中
村
と
も
え
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た
だ
し
、
平
野
謙
が
「
谷
崎
潤
一
郎
評
価
史
を
前
後
に
区
切
る
に

た
る
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
ー
キ
ン
グ
な
も
の
」、「
佐
藤
春
夫
か
ら
中
村
光

夫
に
い
た
る
谷
崎
潤
一
郎
評
価
の
強
力
な
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
」
と
位

置
付
け
る
伊
藤
整
の
見
解
は
、
そ
れ
自
体
必
ず
し
も
斬
新
な
も
の
で

は
な
い
。
伊
藤
の
没
後
、
彼
が
新
書
版
全
集
に
寄
せ
た
解
説
を
中
心

に
『
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
』（
昭
45　

中
央
公
論
社
）
を
編
ん
だ
瀬
沼

茂
樹
も
、「
谷
崎
潤
一
郎
が
「
思
想
の
な
い
作
家
」
で
あ
る
か
、
或
い

は
「
思
想
の
あ
る
作
家
」
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
文
学
の
思
想

あ
る
い
は
作
家
の
思
想
を
い
か
に
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
に

も
き
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
当
の
佐
藤
春
夫
の
言
説
に
も
、

或
い
は
伊
藤
君
の
主
張
に
も
、
う
か
が
わ
れ
る
と
お
り
で
あ
る︶

2
︵

」
と

公
平
に
述
べ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
佐
藤
春
夫
の
「
秋
風
一
夕
話
」
に

は
「
耽
美
主
義
官
能
主
義
だ
つ
て
一
つ
の
思
想
な
の
だ
。（
略
）
こ

の
意
味
で
潤
一
郎
を
思
想
な
き
芸
術
家
と
呼
ぶ
の
で
は
決
し
て
な

い
」
と
の
断
り
が
あ
る
し
、
伊
藤
も
「
如
何
に
生
き
る
べ
き
か
」
を

示
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
思
想
が
な
い
と
の
批
判
も
「
決
し
て
間

違
っ
て
い
な
い
し
、
正
し
い
と
思
う︶

3
︵

」
と
譲
歩
し
て
い
た
。
思
想
の

有
無
は
、「
思
想
」
の
語
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
に
よ
っ
て
い
ず

れ
と
も
決
定
さ
れ
る
。
野
口
武
彦
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、そ
れ
は「
批

評
用
語
と
し
て
の
「
思
想︶

4
︵

」」
の
定
義
の
違
い
に
帰
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
連
の
議
論
に
お
い
て
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の

が
、文
章
と
い
う
項
で
あ
る
。
谷
崎
評
価
史
の
転
換
点
を
象
徴
す
る
、

そ
の
名
も
「
谷
崎
潤
一
郎
論

―
思
想
性
と
無
思
想
性
」
と
題
さ
れ

た
座
談
会
が
あ
る
（「
中
央
公
論
」
秋
季
増
刊
文
芸
特
集　

昭
28
・
10
、
伊

藤
整
・
河
盛
好
蔵
・
臼
井
吉
見
・
中
村
光
夫
）。『
谷
崎
潤
一
郎
文
庫
』
の

刊
行
を
記
念
し
た
こ
の
座
談
会
で
、中
村
光
夫
は
伊
藤
整
の
説
を「
谷

崎
思
想
家
論
」
と
呼
び
、「
伊
藤
さ
ん
を
弁
護
人
に
ば
か
り
す
る
の
は

悪
い
か
ら
、
何
か
悪
口
を
言
う
こ
と
は
な
い
で
す
か
」
と
意
見
を
求

め
た
。
伊
藤
は
こ
れ
に
「
自
分
の
つ
く
っ
た
文
体
の
た
め
に
盲
に
さ

れ
て
、
物
の
効
果
を
滅
殺
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
は
欠
点
ど
こ
ろ
か

罪
悪
で
す
よ
。（
略
）
文
章
を
信
じ
す
ぎ
た
」
と
強
い
口
調
で
応
じ

て
い
る
。
伊
藤
は
「
谷
崎
潤
一
郎
の
芸
術
と
思
想
」
で
も
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
た
。

こ
の
作
家
は
文
章
に
お
い
て
練
達
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
潤
一
郎

自
体
、
文
章
を
重
視
し
て
、
そ
れ
を
芸
術
の
力
と
い
う
も
の
の
、

か
な
り
中
心
的
な
も
の
と
考
え
た
形
跡
が
あ
る
。た
と
え
ば「
盲

目
物
語
」（
昭
和
六
年
九
月
）
な
ど
に
そ
の
考
え
が
生
か
さ
れ
て

い
る
。「
文
章
読
本
」（
昭
和
九
年
）
を
書
い
た
頃
は
、
作
者
に

特
に
そ
の
気
持
が
強
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
私
に
は
、
そ
う

い
う
文
章
尊
重
意
識
が
む
し
ろ
、
こ
の
作
者
の
元
来
持
っ
て
い

た
思
想
の
新
鮮
さ
や
強
さ
を
窒
息
さ
せ
る
役
目
を
し
て
い
た
よ
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う
に
思
わ
れ
る
。

永
井
荷
風
に
よ
っ
て
「
文
章
の
完
全
な
る
事︶

5
︵

」
と
の
讃
辞
を
贈
ら

れ
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
っ
た
谷
崎
の
、
そ
の
文
章
の
練
達
が
、
こ
こ

で
は
作
家
の
思
想
を
「
窒
息
さ
せ
る
役
目
を
し
て
い
た
」
と
さ
え
貶

め
ら
れ
て
い
る
。
伊
藤
の
議
論
の
新
し
さ
は
、
思
想
の
な
い
作
家
と

言
わ
れ
て
き
た
谷
崎
を
思
想
の
あ
る
作
家
と
規
定
し
な
お
し
た
こ
と

で
も
、「
思
想
」
の
語
の
定
義
を
変
更
し
た
こ
と
で
も
な
く
、
文
章
を

思
想
に
対
す
る
抑
圧
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の
抑
圧
か
ら
思
想
を
解

放
し
よ
う
と
し
た
点
に
こ
そ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
章
を
恃
む

こ
と
を
糾
弾
す
る
こ
の
伊
藤
の
議
論
は
、
昭
和
三
十
年
前
後
に
顕
在

化
す
る
文
章
軽
視
の
風
潮
と
連
動
し
、
谷
崎
を
同
時
代
文
学
と
し
て

読
み
な
お
す
土
壌
を
整
え
る
も
の
で
あ
っ
た︶

6
︵

。
だ
が
「
谷
崎
思
想
家

論
」
と
要
約
さ
れ
る
彼
の
説
は
、「
思
想
」
の
部
分
だ
け
が
取
り
上
げ

ら
れ
、
そ
れ
が
文
章
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
た
点
を
見

落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。

谷
崎
評
価
史
は
、
単
に
思
想
の
な
い
作
家
か
ら
思
想
の
あ
る
作
家

へ
と
屈
曲
し
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
野
口
武
彦
の
所
謂
「
批
評
用

語
と
し
て
の
「
思
想
」」
の
定
義
が
変
更
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。

「
思
想
家
」
と
し
て
の
谷
崎
像
を
提
示
す
る
た
め
に
、
伊
藤
は
「
文

章
家
」
と
し
て
の
谷
崎
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し

て
彼
の
議
論
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
あ
っ
た
文
章

と
い
う
項
は
、
以
後
の
谷
崎
論
に
お
い
て
そ
の
位
置
付
け
を
見
失
わ

れ
て
い
く
。
文
章
の
特
徴
や
表
現
効
果
が
作
家
の
様ス
タ
イ
ル式
と
し
て
説
明

さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
小
説
に
お
け
る
文
章
の
布
置
を

見
る
も
の
で
は
な
い
。
小
説
の
文
章
を
如
何
に
し
て
評
価
す
る
か
。

私
見
で
は
、
そ
の
こ
と
を
問
題
化
し
て
い
た
の
が
、
昭
和
五
、
六
年

か
ら
十
年
過
ぎ
ま
で
、
一
九
三
〇
年
代
の
小
林
秀
雄
に
よ
る
一
連
の

谷
崎
論
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
谷
崎
評
価
史
に
お
い
て
位
置
付
け
を

見
失
わ
れ
た
文
章
と
い
う
項
を
、
小
林
の
谷
崎
論
に
遡
る
こ
と
で
再

び
浮
上
さ
せ
、
小
説
の
文
章
を
論
じ
る
方
途
を
探
る
試
み
で
あ
る
。

二　

小
林
秀
雄
の
谷
崎
論
（
一
）
―
「
谷
崎
潤
一
郎
」

小
林
秀
雄
の
谷
崎
論
と
言
う
と
、「
谷
崎
潤
一
郎
」
を
挙
げ
、
こ
の

一
篇
を
も
っ
て
代
表
さ
せ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
以
外
に

も
、
谷
崎
の
随
筆
「「
芸
」
に
つ
い
て
」（「
改
造
」
昭
8
・
3
︲
4
、「
芸

談
」
と
改
題
）
の
長
い
引
用
か
ら
書
き
起
こ
す
「
故
郷
を
失
つ
た
文

学
（
文
芸
時
評
）」（「
文
芸
春
秋
」
昭
8
・
５︶

7
︵

）、
生
田
長
江
の
評
論
「
谷

崎
氏
の
現
在
及
び
将
来

―
小
説
を
捨
て
た
か
、小
説
が
捨
て
た
か
」

（「
中
央
公
論
」
昭
10
・
5
）
を
反
駁
し
つ
つ
『
盲
目
物
語
』（「
中
央
公
論
」

昭
6
・
9
）
以
来
の
谷
崎
の
「
大
改
革
」
に
言
い
及
ぶ
「
私
小
説
論
」

（「
経
済
往
来
」
昭
10
・
5
︲
8
）
な
ど
、
小
林
は
自
身
の
代
表
的
な
評

論
で
谷
崎
の
仕
事
を
参
照
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
意
外
に
軽
視
さ
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れ
て
い
る︶

8
︵

。
ま
た
「
永
井
荷
風
氏
の
近
業
に
つ
い
て
」（「
改
造
」
昭

6
・
11
、「「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
を
読
む
」
と
改
題
）
や
『
文
章
読
本
』（
昭

9　

中
央
公
論
社
）
と
い
っ
た
、
発
表
当
時
話
題
を
呼
ん
だ
谷
崎
の

評
論
へ
の
時
評
的
な
言
及
も
目
に
つ
く︶

9
︵

。
小
林
自
身
、「
氏
の
最
近
の

評
論
や
小
説
は
仔
細
に
見
る
と
評
家
に
と
つ
て
随
分
豊
富
な
複
雑
な

問
題
を
呈
出
し
て
ゐ
る︶
₁₀
︵

や
う
だ
」
と
谷
崎
の
中
で
も
小
説
よ
り
評
論

を
先
に
挙
げ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
谷
崎
の
問
題
提
起
的
な
性
格
に

高
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
「
谷

崎
潤
一
郎
」
も
ま
た
、
一
篇
だ
け
で
独
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
こ

れ
ら
の
時
評
と
の
関
連
に
お
い
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
「
谷
崎
潤
一
郎
」
は
、
谷
崎
の
近
作
を
取
り
上
げ
る
小
林

の
一
連
の
時
評
的
な
評
論
の
中
に
あ
っ
て
、
例
外
的
に
大
正
期
の
諸

作
を
対
象
と
す
る
。「
中
央
公
論
」
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
評
論
で
、

小
林
は
「
中
学
に
は
い
つ
た
か
、
は
い
ら
な
い
頃
」
に
「
今
迄
大
人

の
読
む
本
と
決
め
て
ゐ
た
中
央
公
論
に
「
人
魚
の
嘆
き
」
を
見
つ
け

て
逆
上
し
た
」
と
、
自
身
の
谷
崎
作
品
と
の
出
会
い
を
語
る
。「
む

か
し
〳
〵
、
ま
だ
愛
親
覚
羅
氏
の
王
朝
が
、
六
月
の
牡
丹
の
や
う
に

栄
え
耀
い
て
居
た
時
分
、
…
…
」。
小
林
は
こ
の
『
無
韻
長
詩

人
魚
の
嘆
き
』

（「
中
央
公
論
」
大
6
・
1
）
の
冒
頭
の
一
節
を
「
ふ
と
気
が
つ
け
ば
今

ま
だ
暗
誦
出
来
る
」
と
告
白
し
さ
え
す
る
。
だ
が
こ
の
評
論
は
、
個

人
的
な
読
書
体
験
を
懐
か
し
く
回
顧
す
る
て
い
の
も
の
で
は
な
い
。

最
後
の
章
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
え
る
。

私
は
、
今
、
氏
の
作
品
を
読
み
か
へ
し
て
、
氏
の
作
品
が
、
嘗

つ
て
私
を
動
か
し
た
処
に
は
、
何
の
興
味
も
湧
か
な
か
つ
た
。

そ
し
て
、
き
ら
び
や
か
な
諸
作
の
裡
に
看
過
し
た
「
悪
魔
、
続

悪
魔
」、「
異
端
者
の
悲
し
み
」
の
裡
に
氏
の
初
期
制
作
の
傑
作

を
み
る
の
だ
。そ
こ
に
は
決
し
て
古
く
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。

「
今
」「
読
み
か
へ
し
て
」
発
見
し
た
「
決
し
て
古
く
な
ら
な
い
も

の
」、
そ
れ
は
「
人
間
の
汚
ら
し
さ
や
意
地
穢
な
さ
の
ま
こ
と
に
美

し
い
表
現
」
だ
と
小
林
は
言
う
。『
異
端
者
の
悲
し
み
』（「
中
央
公
論
」

大
6
・
7
）
で
は
「
ま
だ
怖
づ
怖
づ
し
て
ゐ
た
」
こ
の
「
人
間
的
自
覚
」

は
、『
鮫
人
』（「
中
央
公
論
」
大
9
・
1
︲
10
、
未
完
）
で
「
確
信
を
も

つ
て
噛
み
し
め
ら
れ
る
」。
そ
し
て
『
愛
す
れ
ば
こ
そ
』（「
改
造
」
大

10
・
12
、「
中
央
公
論
」
大
11
・
1
（
原
題
「
堕
落
」））
等
に
至
っ
て
、
そ

の
表
現
は
「
殆
ん
ど
無
類
の
美
し
さ
」
に
達
す
る
。
彼
自
身
か
つ
て

魅
了
さ
れ
た
「
き
ら
び
や
か
な
諸
作
」、『
刺
青
』（「
新
思
潮
」
明
43
・

11
）
や
『
人
魚
の
嘆
き
』
の
作
家
で
は
な
く
、『
悪
魔
』（「
中
央
公
論
」

明
45
・
2
）『
続
悪
魔
』（「
中
央
公
論
」
大
2
・
1
）『
異
端
者
の
悲
し
み
』

の
作
家
と
し
て
谷
崎
を
評
価
し
な
お
す
こ
と
。
正
確
に
は
、
両
者
を

同
じ
も
の

0

0

0

0

と
し
て
見
る
視
座
を
持
つ
こ
と
。
小
林
は
こ
の
一
篇
の
評

論
を
通
じ
、
初
期
か
ら
大
正
末
期
ま
で
の
谷
崎
に
つ
い
て
以
上
の
よ

う
な
見
通
し
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
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小
林
は
こ
こ
で「
詩
的
散
文
と
し
て
も
つ
と
も
世
に
迎
へ
ら
れ
た
」

『
刺
青
』
の
評
価
を
、「
飽
く
ま
で
、「
悪
魔
、
続
悪
魔
」（
略
）
を
書
い

た
同
一
人
の
手
に
な
る
も
の
で
、
本
来
の
意
味
で
詩
的
で
も
な
け
れ

ば
幻
想
的
で
も
な
い
」
と
修
正
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
刺
青
』
を
「
一

篇
の
詩
の
如
き
も
の
で
、
詩
人
の
書
い
た
散
文
」
だ
と
す
る
「
潤
一

郎
。
人
及
び
作
品
」
の
佐
藤
春
夫
、
あ
る
い
は
「「
刺
青
」
の
谷
崎

氏
は
詩
人
だ
つ
た
。
が
、「
愛
す
れ
ば
こ
そ
」
の
谷
崎
氏
は
不
幸
に
も

詩
人
に
は
遠
い
も
の
で
あ
る
。
／
「
大
い
な
る
友
よ
、
汝
は
汝
の
道

に
か
へ
れ
。」」
と
忠
言
を
寄
せ
た
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な

―
併
せ
て
谷
崎
潤
一
郎
氏
に
答
ふ

―
」（「
改
造
」
昭
2
・
4
）
の

芥
川
龍
之
介
へ
の
、
彼
ら
に
代
表
さ
れ
る
従
来
の
谷
崎
評
価
へ
の
異

議
申
し
立
て
を
含
意
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
か
つ
て
そ
う

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
今
」
評
価
す
る
べ
き
は
詩
人
と
し
て
の
谷
崎

で
は
な
い
、
と
小
林
は
主
張
す
る
。
少
な
く
と
も
『
刺
青
』
に
「
か

へ
れ
」と
言
う
の
で
は
な
く
、そ
こ
か
ら
出
発
し
て『
痴
人
の
愛
』（「
大

阪
毎
日
新
聞
」
他
大
13
・
3
・
20
︲
14
・
7
）
ま
で
来
た
っ
た
谷
崎
の
道

程
を
、
小
林
は
擁
護
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
次
に

引
く
「
谷
崎
潤
一
郎
」
の
結
語
は
重
要
で
あ
る
。

扨
て
、
約
束
の
枚
数
を
超
過
し
て
ゐ
る
の
で
、
も
う
止
め
ね
ば

な
ら
ぬ
。「
痴
人
の
愛
」
以
後
、
最
も
見
事
な
作
だ
と
信
ず
る
、

「
蓼
喰
ふ
虫
」
と
「
卍
」
と
を
語
る
暇
が
な
い
。
こ
ゝ
で
は
も

う
氏
の
人
間
的
自
覚
は
、
全
く
血
肉
化
し
て
、
装
飾
を
脱
し
た

氏
の
文
体
は
抑
へ
て
も
モ
ク
モ
ク
と
動
き
出
す
様
な
力
を
蔵
し

て
ゐ
る
な
ど
と
、
書
け
た
と
し
て
も
徒
ら
な
讃
辞
を
つ
ら
ね
る

に
止
ま
る
様
に
も
思
ふ
の
だ
。
で
は
、
一
先
づ
こ
ゝ
で
愚
論
を

終
る
事
に
す
る
。
一
先
づ
だ
、
氏
は
ま
だ
溌
剌
と
制
作
し
て
ゐ

る
作
家
で
あ
る
。

こ
の
一
節
は
、
枚
数
の
都
合
を
口
実
に
「
一
先
づ
」
論
考
を
締
め

く
く
る
決
ま
り
文
句
以
上
の
意
味
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。『
卍
』（「
改

造
」
昭
3
・
3
︲
5
・
4
）
に
関
し
て
は
、
小
林
は
短
い
言
及
な
が
ら

既
に
別
の
論
考
で
高
い
評
価
を
も
ら
し
て
お
り︶
₁₁
︵

、『
蓼
喰
ふ
虫
』（「
大

阪
毎
日
新
聞
」
他
昭
3
・
12
・
4
︲
4
・
6
・
18
）
の
名
前
も
、
谷
崎
の

転
機
に
な
っ
た
作
と
し
て
以
後
何
度
か
言
及
さ
れ
る︶
₁₂
︵

。
だ
が
二
作
が

近
作
と
し
て
彼
の
議
論
の
対
象
に
の
ぼ
る
こ
と
は
二
度
と
な
く
、
旧

作
と
し
て
改
め
て
「
語
る
暇
」
を
見
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。「
一

先
づ
だ
、
氏
は
ま
だ
溌
剌
と
制
作
し
て
ゐ
る
作
家
で
あ
る
」
の
言
葉

通
り
、
小
林
は
以
後
、
谷
崎
の
近
作
に
の
み
、
時
評
的
な
言
及
を
寄

せ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
議
論
の
核
を
な
す
の
が
、こ
こ
で「
装

飾
を
脱
し
た
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
谷
崎
の
文
章
で
あ
っ
た
。

実
は
小
林
は
、
は
や
く
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
（
文
芸
時
評
）」（「
文

芸
春
秋
」
昭
5
・
6
）
で
、
志
賀
直
哉
や
佐
藤
春
夫
と
と
も
に
、
近
年

の
谷
崎
の
文
章
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
た
。
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一
体
読
み
易
い
名
文
な
ど
と
は
意
味
を
な
さ
ぬ
言
葉
で
あ
る
。

名
文
に
難
解
は
付
き
も
の
だ
。
例
へ
ば
志
賀
氏
の
文
章
の
明
確

を
見
る
事
は
易
い
、
だ
が
、
こ
の
明
確
な
文
章
の
朗
然
た
る
響

き
を
聞
く
事
は
難
い
の
だ
。
最
近
谷
崎
氏
や
佐
藤
氏
の
文
は

淡
々
と
し
て
流
れ
る
様
な
姿
に
な
つ
た
、
だ
が
、
そ
こ
に
漾
ふ

無
限
の
陰
翳
を
掴
む
に
は
、
又
、
無
限
の
陰
翳
を
蔵
す
る
感
受

性
を
要
す
る
も
の
で
あ
る︶
₁₃
︵

。

谷
崎
の
文
章
は
最
近
「
淡
々
と
し
て
流
れ
る
様
な
姿
に
な
つ
た
」。

そ
れ
は
一
見
平
易
に
見
え
る
が
実
は
難
解
な
の
だ
、
と
小
林
は
注
意

を
促
す
。
彼
は
「
谷
崎
潤
一
郎
」
の
直
前
の
「
文
芸
時
評
」（「
文
芸

春
秋
」
昭
6
・
2
）
で
も
、
連
載
中
の
『
吉
野
葛
』（「
中
央
公
論
」
昭

6
・
1
︲
2
）
に
触
れ
、「
名
文
と
い
ふ
も
の
に
は
、
み
な
解
析
が
到

底
及
ば
な
い
態
の
息
吹
き
が
通
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
」
と
同
じ
趣

旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
小
林
に
よ
れ
ば
、「
名
文
」
の
難
解
さ
は

以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

ジ
ヤ
ン
、
コ
ク
ト
オ
が
（
略
）
文
体
と
い
ふ
も
の
に
就
い
て
こ

ん
な
事
を
書
い
て
ゐ
た
。「
文
体
と
い
ふ
も
の
は
、
ま
づ
大
概

の
人
々
に
と
つ
て
は
、
非
常
に
簡
単
な
も
の
を
複
雑
に
言
ふ
術

だ
が
、
わ
れ
わ
れ
作
家
に
は
複
雑
な
も
の
を
非
常
に
簡
単
に
い

ふ
術
な
の
だ
」
と
。
こ
れ
を
約
言
す
れ
ば
、
人
々
に
と
つ
て
文

体
と
は
事
物
の
演
繹
的
装
飾
に
過
ぎ
な
い
が
、
作
家
に
と
つ
て

は
事
物
の
帰
納
的
理
論
に
外
な
ら
ぬ
と
言
ふ
事
な
の
だ
。

人
々
は
文
章
に
は
「
色
々
な
修
飾
が
必
要
だ
と
考
へ
る
」
が
、
作

家
は
「
反
対
を
行
く
」。
す
な
わ
ち
「
作
家
の
文
章
製
作
の
苦
心
は
、

抽
象
化
の
苦
心
で
あ
る
。
ど
う
粉
飾
し
よ
う
か
で
は
な
く
、
ど
う
着

物
を
ぬ
が
う
か
と
い
ふ
点
に
存
す
る︶
₁₄
︵

」。「
装
飾
」「
修
飾
」「
粉
飾
」

と
い
っ
た
類
似
の
語
句
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
こ
の
「
文
芸
時
評
」
は
、
た
と
え
ば
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子

（
文
芸
時
評
）」
の
よ
う
に
印
象
的
な
正
題
が
あ
っ
て
副
題
を
「
文
芸

時
評
」
と
す
る
ほ
か
の
時
評
と
異
な
り
、
正
題
に
当
た
る
も
の
を
欠

く
。
小
松
伸
六
は
、「
お
く
そ
く
す
る
に
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
文
芸

時
評
と
い
う
よ
り
ほ
か
に
題
名
が
つ
け
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。（
略
）
小
林
の
心
の
う
ご
き
が
、
こ
れ
ほ
ど
、
よ
く
も
わ

る
く
も
、
赤
裸
々
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
傑
作
（
？
）
は
、
ほ
か
に

な
い︶
₁₅
︵

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
評
を
踏
ま
え
た
と
き
、「
ア
シ
ル
と

亀
の
子
」
で
「
淡
々
と
し
て
流
れ
る
様
な
姿
に
な
つ
た
」、「
谷
崎
潤

一
郎
」
の
末
尾
で
「
装
飾
を
脱
し
た
」
と
説
明
さ
れ
る
近
年
の
谷
崎

の
文
章
の
変
化
が
、
小
林
に
は
文
章
が
事
物
と
結
ぶ
関
係
に
つ
い
て

問
題
を
提
起
す
る
も
の
と
う
つ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
単
に
文
章
の
様
式
が
装
飾
的
で
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、

文
章
が
事
物
に
対
す
る
装
飾
と
し
て
働
く
か
ど
う
か
で
あ
る
。
小
林

は
、
近
年
の
谷
崎
の
諸
作
に
お
い
て
文
章
が
事
物
の
装
飾
た
る
こ
と
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を
脱
し
た
こ
と
、
小
説
の
文
章
が
事
物
と
結
ぶ
関
係
の
変
化
を
こ
そ

問
題
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
「
谷
崎
潤
一
郎
」
は
、『
蓼
喰
ふ
虫
』『
卍
』
以
来
変
化

し
た
谷
崎
の
文
章
、
こ
の
評
論
中
に
言
及
は
な
い
が
恐
ら
く
直
接
的

に
は
『
吉
野
葛
』
の
「
名
文
」
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、

初
期
か
ら
大
正
期
ま
で
の
谷
崎
の
諸
作
に
遡
り
、
自
身
の
読
書
体
験

を
含
め
た
従
来
の
谷
崎
評
価
を
清
算
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
旧
作
を
読
み
返
し
て
発
見
し
た
と
い
う
「
人

間
の
汚
ら
し
さ
」
の
「
美
し
い
表
現
」
な
ど
、
以
後
の
小
林
の
谷
崎

論
に
お
い
て
論
点
に
の
ぼ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
詩
的
散
文
と
し

て
初
期
作
品
を
評
価
し
、
以
後
の
諸
作
を
そ
こ
か
ら
の
後
退
と
捉
え

る
従
来
の
谷
崎
評
価
を
覆
す
た
め
の
論
理
に
過
ぎ
な
い
。「
谷
崎
潤

一
郎
」
で
の
彼
の
真
意
は
、
そ
の
論
旨
よ
り
も
結
語
に
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
小
林
は
以
後
、
時
評
的
な
言
及
を
通
じ
、
た
だ
一
つ
の
こ

と
を
、
す
な
わ
ち
「
装
飾
を
脱
し
た
」
谷
崎
の
文
章
、
そ
の
「
名
文
」

の
難
解
さ
を
繰
り
返
し
主
張
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
次
節
で
は
、『
春
琴

抄
』（「
中
央
公
論
」
昭
8
・
6
）
へ
の
言
及
を
中
心
に
、
小
林
の
一
連

の
時
評
を
た
ど
り
、
彼
が
提
起
し
た
問
題
の
射
程
を
検
討
す
る
。

三　

小
林
秀
雄
の
谷
崎
論
（
二
）

―
名
文
と
は
何
か

昭
和
四
年
、「
様
々
な
る
意
匠
」（「
改
造
」
昭
4
・
9
）
で
文
芸
批
評

家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
小
林
秀
雄
は
、「
世
の
若
く
新
し
い
人
々

へ
」
の
副
題
を
持
つ
「
志
賀
直
哉
」（「
思
想
」
昭
4
・
12
）
等
の
評
論

で
、
当
時
老
い
て
古
い
と
さ
れ
て
い
た
作
家
た
ち
を
擁
護
す
る
論
陣

を
張
っ
た
。
小
林
は
谷
崎
へ
の
言
及
に
際
し
て
も
、「
老
大
家
」
の
呼

称
を
添
え
る
の
を
常
と
し
て
い
た
。
中
村
光
夫
は
、
出
発
期
の
小
林

が
「「
既
成
文
壇
」
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
心
か
ら
遠
ざ
け

ら
れ
て
い
た
大
正
期
の
作
家
た
ち
」
を
あ
え
て
称
揚
す
る
戦
略
を
と

っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
氏
の
老
大
家
へ
の
讃
辞
が
、
心
か
ら
の

も
の
で
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
時
代
の
勢
い
に
た
い
す
る
反
撥
と
い

う
要
素
が
か
な
り
強
く
、
多
く
の
留
保
が
ふ
せ
て
あ
っ
た︶
₁₆
︵

」
点
に
注

意
を
促
す
。
小
林
の
讃
辞
に
含
み
を
見
て
取
る
こ
の
指
摘
は
重
要
で

あ
る
。
で
は
「
老
大
家
」
谷
崎
に
関
し
て
「
ふ
せ
て
あ
っ
た
」「
留
保
」

と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
私
の
考
え
で
は
、
そ
れ
が

最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
、『
春
琴
抄
』に
対
す
る
評
で
あ
る
。

「
文
芸
時
評
1
／
寂
し
い
批
評
商
売
／
然
し
楽
し
く
読
ん
だ
『
春

琴
抄
』」「
文
芸
時
評
2
／
老
成
し
た
人
の
力
／
華
美
な
技
巧
を
棄
て

た
谷
崎
氏
」（「
報
知
新
聞
」
昭
8
・
5
・
30
︲
31
、
以
下
「
文
芸
時
評
1

・
2
」
と
略
記
）
で
こ
の
作
品
を
い
ち
は
や
く
取
り
上
げ
た
小
林
は
、

開
口
一
番
「
面
白
く
読
ん
だ
」
と
確
言
を
与
え
つ
つ
、「
特
に
心
を
動

か
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
し
、
深
く
考
へ
さ
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
の
で
も

な
い
、
面
白
く
読
ん
だ
と
い
ふ
の
は
消
極
的
な
意
味
な
の
だ
」
と
微
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妙
な
口
ぶ
り
で
補
足
し
た
。
小
林
は
年
末
の
総
括
に
お
い
て
も
、
今

年
度
の
最
高
傑
作
は
『
春
琴
抄
』
だ
と
皆
が
言
い
自
分
も
「
言
下
に
」

そ
う
答
え
る
、だ
が
そ
の
よ
う
な
時
代
に
生
き
る
こ
と
を「
馬
鹿
々
々

し
」
く
思
う
、
と
最
上
の
評
価
を
与
え
な
が
ら
も
手
放
し
の
称
賛
で

な
い
こ
と
を
強
調
し
た︶
₁₇
︵

。『
春
琴
抄
』
に
対
す
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン

ト
な
評
価
は
、
正
宗
白
鳥
や
川
端
康
成
ら
に
も
共
有
さ
れ
て
お
り
、

小
林
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い︶
₁₈
︵

。
だ
が
諸
手
を
挙
げ
て
の
称
賛
を
た

め
ら
わ
せ
る
微
妙
な
不
満
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
は
、
評
者
に

よ
っ
て
異
な
る
。
小
林
は
、
谷
崎
を
「
心
理
家
」
＝
「
分
析
家
」
＝

「
観
察
家
」
に
対
す
る
「
文
章
家
」
と
規
定
し
、
称
賛
と
不
満
を
と

も
に
こ
の
「
文
章
」
に
由
来
す
る
と
説
明
し
た
。

美
意
識
が
混
乱
し
て
、
と
い
ふ
よ
り
美
意
識
な
ど
ゝ
い
ふ
も
の

に
大
し
て
興
味
が
持
て
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
今
日
の
若
い
作

者
達
、
美
し
く
書
く
よ
り
も
先
づ
正
し
く
描
か
う
と
い
ふ
強
い

念
願
を
持
つ
若
い
時
代
の
人
達
が
、
文
章
家
と
作
家
と
が
、
け

ぢ
め
が
つ
か
ず
協
力
し
て
育
つ
て
来
て
今
日
の
成
熟
を
な
し
た

谷
崎
氏
の
表
現
に
何
か
し
ら
反
ぱ
つ

0

0

す
る
も
の
を
感
ず
る
の
は

当
然
の
事
だ
。
私
な
ど
も
ま
さ
し
く
さ
う
で
あ
る
（「
文
芸
時
評

1
・
2
」）

美
し
く
書
く
よ
り
正
し
く
書
こ
う
、
正
し
く
書
く
よ
り
正
し
く
見

よ
う
と
す
る
若
い
作
家
た
ち
の
傾
向
を
、
小
林
は
他
の
評
論
で
も
繰

り
返
し
指
摘
し
て
い
る
。「
言
語
の
問
題
（
言
葉
の
問
題
）」（「
文
芸
」

昭
11
・
9
、「
小
説
と
言
語
」
と
改
題
）
や
「
現
代
作
家
と
文
体
」（「
東
京

朝
日
新
聞
」
昭
12
・
7
・
17
︲
20
、「
文
体
に
つ
い
て
」「
現
代
文
章
論
（
2
）」

と
改
題
）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
独
特
な
文
体
の
代
り
に
正
確
な
観

察
を
置
き
代
へ
る
こ
と
に
よ
り
、
作
家
達
は
、
言
語
を
観
察
者
と
観

察
対
象
と
の
単
な
る
中
間
項
の
様
な
も
の
に
し
て
了
つ
た︶
₁₉
︵

」
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
の
彼
ら
に
と
っ
て
谷
崎
の
表
現
へ
の
「
反
ぱ
つ

0

0

」
は

自
然
で
あ
り
、
自
分
も
例
外
で
は
な
い
、
と
小
林
は
告
白
す
る
。
谷

崎
の
名
前
こ
そ
見
え
な
い
が
、
断
章
風
の
「
小
説
の
問
題
」（「
文
芸

春
秋
」
昭
7
・
6
、「
小
説
の
問
題　

Ⅱ
」
と
改
題
）
に
も
、「
現
代
日
本
の

一
流
小
説
家
に
（
略
）
老
い
て
益
々
不
安
な
、
益
々
執
拗
な
分
析
家

を
見
付
け
る
の
は
殆
ん
ど
絶
望
だ
と
い
つ
て
よ
い
。
大
家
の
名
文
章

に
う
つ
と
り
し
乍
ら
、
自
分
の
知
的
不
安
の
嬌あ
ま

え
処
が
全
く
み
つ
か

ら
ぬ
と
は
や
り
切
れ
な
い
事
だ
」と
不
満
を
こ
ぼ
す
く
だ
り
が
あ
る
。

彼
は
「
老
大
家
」
の
「
名
文
」
に
「
う
つ
と
り
」
し
つ
つ
も
満
た
さ

れ
ず
、「
何
か
し
ら
反
ぱ
つ

0

0

す
る
も
の
を
感
ず
る
」。こ
の「
う
つ
と
り
」

と
「
反
ぱ
つ

0

0

」
の
間
を
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
に
、
小
林
の
『
春
琴
抄
』

に
対
す
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
評
価
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

「
文
芸
時
評
1
・
2
」
に
は
、「
谷
崎
氏
の
文
章
は
名
文
に
相
違
な

い
が
、
ち
と
名
文
過
ぎ
る
と
い
ふ
説
が
あ
る
。
熟
達
し
た
大
文
章
だ

が
切
実
な
感
じ
に
乏
し
い
、
強
い
即
物
的
な
味
ひ
が
な
い
、
生
々
し
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い
感
触
と
い
ふ
も
の
が
不
足
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
説
で
あ
る
」
と
い
う

一
節
が
あ
る
。
こ
の
「
説
」
は
、
直
前
の
「
手
帖
」（「
新
潮
」
昭
8

・
4
、「
手
帖
Ｃ
」
と
改
題
）
で
名
前
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
深
田

久
弥
の
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
文
章
（
文
芸
時
評
）」（「
文
芸
春
秋
」
昭
7

・
12
）
を
指
す
と
推
測
さ
れ
る
。
深
田
は
そ
こ
で
志
賀
直
哉
の
文
章

を
引
き
合
い
に
出
し
、
谷
崎
の
文
章
へ
の
不
満
を
表
明
し
て
い
た
。

こ
の
時
期
、『
日
本
現
代
文
章
講
座
』（
全
八
巻　

昭
9　

厚
生
閣
）
の

刊
行
、
雑
誌
「
月
刊
文
章
講
座
」
の
発
刊
（
昭
10
・
3
）
な
ど
、
文

章
論
の
流
行
の
機
運
が
あ
っ
た
。
原
子
朗
は
、
明
治
四
十
年
代
以
来

忘
れ
ら
れ
て
い
た
修
辞
学
が
、
昭
和
十
年
前
後
に
文
体
論
と
し
て
装

い
を
新
た
に
流
行
し
た
と
整
理
す
る︶
₂₀
︵

。
そ
こ
で
は
谷
崎
の
文
章
が
し

ば
し
ば
志
賀
の
そ
れ
と
対
照
さ
れ
て
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
。
深
田
の

「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
文
章
」
や
小
林
の
「
手
帖
」
を
参
照
す
る
波
多

野
完
治
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
と
志
賀
直
哉
氏
」（『
文
章
学

―
創
作
心
理

学
序
論

―
』
昭
11　

文
学
社
）
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
谷

崎
自
身
、『
文
章
読
本
』
で
自
身
の
文
章
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て

志
賀
の
文
章
を
挙
げ
、「
源
氏
物
語
派
」＝「
流
麗
な
調
子
」
に
対
す
る

「
非
源
氏
物
語
派
」＝「
簡
潔
な
調
子
」
と
し
て
説
明
し
て
み
せ
て
い

る
。小

林
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
文
章
論
の
前
提
を
問
う
も
の
で
あ
っ

た
。
彼
は
「
手
帖
」
で
深
田
に
反
論
す
る
代
わ
り
に
以
下
の
問
い
を

提
起
し
て
い
る
。

か
う
い
ふ
説
に
異
存
が
あ
る
と
言
つ
て
み
た
処
で
、
な
い
と
言

つ
て
み
た
処
で
、
大
し
て
面
白
い
事
だ
と
は
思
へ
な
い
。
一
体

名
文
と
は
何
か
、こ
れ
位
今
日
徒
に
難
解
な
問
題
は
あ
る
ま
い
。

深
田
の
よ
う
に
、
谷
崎
の
文
章
を
志
賀
直
哉
の
そ
れ
と
比
較
し
、

「
天
来
の
名
文
」
に
対
す
る
「
熟
練
の
達
文
」、「
鋭
敏
切
実
」
に
対
す

る
「
技
巧
の
豊
富
」
な
ど
と
説
明
し
て
み
せ
た
と
こ
ろ
で
、
あ
る
い

は
そ
れ
に
反
論
し
て
別
の
整
理
を
し
た
と
こ
ろ
で
「
大
し
て
面
白
い

事
だ
と
は
思
へ
な
い
」。
深
田
は
連
載
中
の
『
蘆
刈
』（「
改
造
」
昭
7

・
11
︲
12
）
前
半
部
を
例
に
、「
淀
み
な
く
流
る
る
や
う
な
谷
崎
氏
の

文
章
の
美
し
さ
」
が
、「
語
尾
と
か
テ
ニ
ヲ
ハ
と
か
句
読
点
と
か
」
の

「
文
法
的
な
細
心
の
注
意
か
ら
来
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

「
果
し
て
か
う
い
ふ
信
条
の
み
が
文
章
を
美
し
く
す
る
も
の
か
ど
う

か
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
た
。「
同
一
語
が
重
複
す
る
こ
と
を
丹
念

に
避
け
」
る
谷
崎
の
そ
れ
よ
り
、
か
え
っ
て
同
じ
言
い
回
し
を
反
復

す
る
志
賀
の
一
種
の
「
悪
文
」、
そ
の
「
切
実
感
の
に
ぢ
み
出
た
文

章
が
お
の
づ
と
不
思
議
な
美
し
さ
を
漂
は
せ
て
ゐ
る
」
と
い
う
の
で

あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
「
美
し
さ
」
を
判
断
す
る
基
準
の
不
確
か

さ
こ
そ
、
小
林
が
問
題
化
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
一

体
名
文
と
は
何
か
」。

名
文
か
名
文
で
な
い
か
、
そ
れ
は
趣
味
の
問
題
だ
。
成
る
程
趣
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味
の
問
題
だ
も
の
だ
か
ら
、
い
く
ら
で
も
新
し
く
言
ひ
争
ひ
を

始
め
た
が
る
。
そ
れ
は
好
き
好
き
、
と
言
ひ
乍
ら
、
理
窟
は
い

く
ら
で
も
深
み
に
は
ま
つ
て
行
く
。
理
窟
の
方
で
ひ
ね
く
れ
れ

ば
、
趣
味
の
方
で
も
負
け
ず
に
ひ
ね
く
れ
る
、
巧
い
が
巧
す
ぎ

る
、
こ
の
拙
さ
が
何
ん
と
も
言
へ
な
い

―
等
々
。（「
手
帖
」）

「
名
文
か
名
文
で
は
な
い
か
」
は
「
趣
味
の
問
題
」
で
あ
る
。
各

人
は
好
み
に
理
屈
を
つ
け
、
そ
れ
が
名
文
で
あ
る
所
以
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
。
だ
が
美
意
識
が
混
乱
し
、「
修
辞
学
と
い
ふ
も
の
を
見
失

は
ざ
る
を
得
な
い
」
今
日
に
お
い
て
、
名
文
を
名
文
と
し
て
評
価
す

る
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
か
、
と
小
林
は
問
い
を
投
げ
か
け
る
。

彼
は
谷
崎
の
文
章
を
「
名
文
」
と
し
て
挙
げ
つ
つ
、「
名
文
と
は
何
か
」

と
い
う
問
い
が
趣
味
的
判
断
の
根
拠
を
持
た
な
い
現
代
に
お
い
て

「
徒
に
難
解
な
問
題
」
で
あ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
述
べ
て
い
る
。
こ

れ
が
名
文
で
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
が
名
文
で
あ
る
と
判
断
す
る
根
拠

を
我
々
は
持
た
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。『
刺
青
』
の
出
発
期
か

ら
文
章
家
と
し
て
鳴
ら
し
た
谷
崎
の
、
近
年
の
「
装
飾
を
脱
し
た
」

文
章
を
い
ち
は
や
く
「
名
文
」
と
し
て
評
価
す
る
と
と
も
に
、
現
代

で
は
「
名
文
」
を
評
価
す
る
基
準
が
見
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
わ

せ
て
示
し
た
こ
と
、
こ
れ
が
小
林
の
一
連
の
谷
崎
論
の
功
績
で
あ
っ

た
。小

林
が
同
時
代
の
日
本
の
文
学
を
議
論
の
対
象
に
し
な
く
な
る
こ

と
、
ま
た
谷
崎
自
身
、『
源
氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
に
取
り
か
か
り
し

ば
ら
く
小
説
を
離
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、小
林
の
谷
崎
へ
の
言
及
は
、

昭
和
六
年
の
「
谷
崎
潤
一
郎
」
の
前
後
か
ら
昭
和
十
年
過
ぎ
ま
で
の

わ
ず
か
数
年
間
、
一
九
三
〇
年
代
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る︶
₂₁
︵

。
小
林
の
谷

崎
論
は
、『
蓼
喰
ふ
虫
』『
卍
』
以
後
の
「
装
飾
を
脱
し
た
」
谷
崎
の

文
章
に
「
う
つ
と
り
」
し
つ
つ
も
「
反
ぱ
つ

0

0

」
を
抱
く
自
身
の
ア
ン

ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
反
応
を
手
が
か
り
に
、「
名
文
と
は
何
か
」
を
判
断

す
る
基
準
を
持
た
な
い
同
時
代
の
文
学
を
問
題
化
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
文
章
を
話
題
に
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
谷
崎
の
随
筆
「「
芸
」
に
つ
い
て
」
の
長
い
引
用
か
ら
は
じ

ま
る
「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」
に
も
通
底
し
て
い
よ
う
。
小
林
は
谷

崎
へ
の
言
及
を
通
じ
て
、
趣
味
的
判
断
の
根
拠

―
比
喩
的
に
言
え

ば
「
故
郷
」

―
を
失
っ
た
、
同
時
代
文
学
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し

た
の
で
あ
る
。

四　

小
説
の
文
章

さ
て
『
蘆
刈
』
を
例
に
、
谷
崎
の
文
章
を
「
切
実
感
」
に
欠
け
る

と
評
し
た
深
田
久
弥
に
対
し
、「
文
芸
時
評
1
・
2
」
の
小
林
は
次
の

よ
う
に
反
論
し
て
い
た
。

『
春
琴
抄
』
の
シ
ラ
ブ
ル
の
長
い
流
れ
る
や
う
に
柔
和
な
文
章

を
読
み
読
み
こ
の
事
を
も
う
一
ぺ
ん
考
へ
直
し
て
み
た
。
／
さ
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う
い
ふ
説
は
確
か
に
正
し
い
と
は
思
ふ
の
だ
が
、
さ
う
い
ふ
性

質
を
欠
陥
と
感
じ
た
ら
氏
の
文
章
は
氏
の
文
章
た
る
生い
の
ち命
を
失

つ
て
し
ま
ふ
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
風
に
も
考
へ
ら
れ
る
。
／

志
賀
直
哉
氏
の
簡
潔
な
即
物
的
な
文
章
は
、
文
章
と
し
て
独
立

し
て
る
と
い
ふ
よ
り
む
し
ろ
文
章
が
そ
の
描
く
事
物
と
協
力
し

て
一
つ
の
世
界
を
つ
く
つ
て
ゐ
る
や
う
に
感
ず
る
が
、
谷
崎
氏

の
文
章
は
文
章
が
一
人
で
歩
い
て
ゐ
る
、
一
人
で
己
れ
の
観
念

上
の
世
界
を
つ
く
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
風
に
感
じ
る
。
惟
ふ
に
氏

に
あ
つ
て
は
文
章
を
駆
つ
て
独
立
し
た
文
章
の
人
工
天
国
を
築

か
う
と
い
ふ
念
願
は
非
常
に
強
い
の
で
切
実
感
が
な
い
と
い
ふ

や
う
な
消
極
的
な
見
方
を
し
て
た
の
で
は
氏
の
文
章
の
根
幹
は

見
極
め
る
事
が
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。

深
田
が
「
切
実
感
」
が
な
い
と
す
る
谷
崎
の
文
章
を
、小
林
は
「
文

章
を
駆
つ
て
独
立
し
た
文
章
の
人
工
天
国
を
築
か
う
と
い
ふ
念
願
」

の
「
切
実
」
さ
に
お
い
て
捉
え
返
す
。
こ
こ
で
『
春
琴
抄
』
の
文
章

は
「
シ
ラ
ブ
ル
の
長
い
流
れ
る
や
う
に
柔
和
な
文
章
」
と
形
容
さ
れ

て
い
る
。
小
林
は
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
」
で
も
、
近
年
の
谷
崎
の
文

章
を
「
流
れ
る
様
な
姿
」
と
評
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
形
容
は
、
深

田
が
『
蘆
刈
』
の
文
章
に
つ
い
て
言
う
「
淀
み
な
く
流
る
る
や
う
」

と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
た
だ
し
右
に
引
用
し
た
小
林
の
議
論
に

お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
谷
崎
の
文
章
の
様
式
上
の
特
徴
は
、
後
半
の

議
論

―
文
章
が
独
立
し
て
世
界
を
つ
く
る

―
の
条
件
を
な
さ
な

い
。
つ
ま
り
、
流
れ
る
よ
う
な
文
章
だ
か
ら

0

0

0

、
文
章
が
自
立
し
て
世

界
を
構
成
す
る
の
で
は
な
い
。
文
章
の
様
式
上
の
特
徴
と
し
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
文
章
が
世
界
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
と

い
う
議
論
の
間
に
は
、
論
理
の
飛
躍
が
、
む
し
ろ
積
極
的
な
切
断
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
飛
躍
な
い
し
切
断
は
、
文
体
論
と
小

説
論
の
間
の
径
庭
と
し
て
一
般
化
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
小
説
の

0

0

0

文
章

0

0

と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
文
章
と
い
う
項
は
、
小
説
の
中
に
ど

の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
。「
文
芸
時
評
1
・
2
」
の
結
論
部

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

氏
は
こ
の
表
現
で
、
以
前
の
文
章
上
の
華
美
な
技
巧
や
装
飾
を

す
つ
か
り
捨
て
ゝ
ゐ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
と
さ
ら
平
俗
尋

常
な
語
法
を
用
ひ
て
ゐ
る
。
一
部
分
を
読
む
と
何
の
生
気
も
な

い
文
章
だ
が
、
通
読
す
る
と
い
か
に
も
生
き
て
ゐ
る
。
描
写
ら

し
い
描
写
も
な
い
が
、春
琴
の
面
影
は
あ
ざ
や
か
に
心
に
浮
ぶ
。

彼
女
の
心
持
ち
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
書
い
て
な
い
が
、
充
分
に
女

の
気
持
ち
に
も
な
つ
て
み
ら
れ
た
。
文
章
と
い
ふ
も
の
が
円
熟

す
る
と
か
う
い
ふ
も
の
か
と
思
ふ
と
、
春
琴
の
墓
所
を
低
徊
す

る
作
者
の
姿
が
眼
に
浮
ん
だ
。

小
林
は
こ
こ
で
『
春
琴
抄
』
に
「
描
写
ら
し
い
描
写
」
が
欠
け
て

い
る
こ
と
、
人
物
の
容
貌
も
心
理
も
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
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し
た
上
で
、
逆
接
を
重
ね
、
描
か
れ
ず
と
も
そ
の
す
べ
て
が
こ
の
文

章
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
こ
と
さ
ら

平
俗
尋
常
な
」
文
章
は
、
そ
れ
自
体
を
詩
的
散
文
と
し
て
味
わ
う
べ

き
も
の
で
は
な
い
が
、
何
か
を
描
き
出
す
た
め
の
も
の
で
も
な
い
。

『
春
琴
抄
』
は
、
描
き
出
さ
れ
た
事
物
と
そ
れ
を
描
き
出
す
文
章
と

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
文
章
と
い
ふ
も
の
が

円
熟
す
る
と
か
う
い
ふ
も
の
か
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
は
、
小
説

の
世
界
が
文
章
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
小
林
の

感
嘆
と
困
惑
が
見
て
と
れ
よ
う
。『
春
琴
抄
』
に
「
う
つ
と
り
」
す

る
の
も
「
反
ぱ
つ

0

0

」
す
る
の
も
、
視
界
を
覆
う
こ
の
文
章
ゆ
え
で
あ

る
。私

の
考
え
で
は
、『
春
琴
抄
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
文
章
の
あ
り
方

を
助
け
る
さ
さ
や
か
な
仕
掛
け
が
あ
る
。『
春
琴
抄
』
の
文
章
は
、

小
説
内
の
設
定
と
し
て
は
、「
私
」
が
「
鵙
屋
春
琴
伝
」
を
は
じ
め
文

体
の
異
な
る
様
々
な
文
書
や
証
言
を
引
用
し
参
照
し
つ
つ
書
き
記
し

た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
、
小
林
秀
雄
が
言

う
よ
う
に
、
か
つ
て
人
々
を
魅
了
し
た
初
期
谷
崎
作
品
の
詩
的
散
文

と
は
異
な
り
、
そ
れ
自
体
は
平
凡
な
も
の
で
あ
る
。
特
別
な
語
彙
、

語
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
異
な
点
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
セ
ン
テ
ン
ス
の
区
切
り
に
応
じ
て
入
れ
る
べ
き
句
読
点
が
大

幅
に
除
か
れ
て
い
る
点
く
ら
い
で
あ
る
。
谷
崎
は
『
文
章
読
本
』
で

『
春
琴
抄
』
の
一
節
を
引
用
し
、
そ
れ
に
句
読
点
を
「
セ
ン
テ
ン
ス

の
構
成
と
一
致
す
る
や
う
に
打
ち
変
へ
」
て
み
せ
て
い
た
。「
打
ち

変
へ
」
ら
れ
た
句
読
点
を
括
弧
内
に
注
記
す
る
形
で
示
そ
う
。

女
で
盲
目
で
独
身
で
あ
れ
ば
（
、）
贅
沢
と
云
つ
て
も
限
度
が

あ
り
（
、）
美
衣
美
食
を
恣
に
し
て
も
た
か
が
知
れ
て
ゐ
る
（
。）

し
か
し
春
琴
の
家
に
は
主
一
人
に
奉
公
人
が
五
六
人
も
使
は
れ

て
ゐ（
、）月
々
の
生
活
費
も
生
や
さ
し
い
額
で
は
な
か
つ
た（
。）

何
故
そ
ん
な
に
金
や
人
手
が
か
ゝ
つ
た
か
と
云
ふ
と
（
、）
そ

の
第
一
の
原
因
は
小
鳥
道
楽
に
あ
つ
た
（
。）
就
中
彼
女
は
鶯

を
愛
し
た
。
今
日
啼
き
ご
ゑ
の
優
れ
た
鶯
は
一
羽
一
万
円
も
す

る
の
が
あ
る（
。）往
時
と
雖
も
事
情
は
同
じ
だ
つ
た
で
あ
ら
う
。

尤
も
今
日
と
昔
と
で
は
（
、）
啼
き
ご
ゑ
の
聴
き
分
け
方
や
、

翫
賞
法
が
幾
分
異
な
る
ら
し
い
け
れ
ど
も
（
、）
先
づ
今
日
の

例
を
以
て
話
せ
ば
（
、）
ケ
ツ
キ
ヨ
、
ケ
ツ
キ
ヨ
、
〳
〵
〳
〵

と
啼
く
所
謂
谷
渡
り
の
声
（
、）
ホ
ー
キ
ー
ベ
カ
コ
ン
と
啼
く

所
謂
高か
う
ね音
、
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ヨ
ウ
の
地
声
の
外
に
（
、）
此
の
二

種
類
の
啼
き
方
を
す
る
の
が
値
打
ち
な
の
で
あ
る
（
。）
此
れ

は
藪
鶯
で
は
啼
か
な
い
（
。）
偶
〻
啼
い
て
も
ホ
ー
キ
ー
ベ
カ

コ
ン
と
啼
か
ず
に
（
、）
ホ
ー
キ
ベ
チ
ヤ
と
啼
く
か
ら
汚
い
、

（
→
。）
ベ
カ
コ
ン
と
、
コ
ン
と
云
ふ
金
属
性
の
美
し
い
余
韻
を
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曳
く
や
う
に
す
る
に
は
（
、）
或
る
人
為
的
な
手
段
を
以
て
養

成
す
る
（
。）
そ
れ
は
藪
鶯
の
雛
を
、
ま
だ
尾
の
生
え
ぬ
時
に

生
け
捕
つ
て
来
て
（
、）
別
な
師
匠
の
鶯
に
附
け
て
稽
古
さ
せ

る
の
で
あ
る
（
。）
尾
が
生
え
て
か
ら
だ
と
（
、）
親
の
藪
鶯
の

汚
い
声
を
覚
え
て
し
ま
ふ
の
で
（
、）
最
早
矯
正
す
る
こ
と
が

出
来
な
い︶
₂₂
︵

。

括
弧
内
に
注
記
し
た
よ
う
に
句
読
点
を
「
打
ち
変
へ
」
た
と
こ
ろ

で
、
意
味
や
文
体
は
変
わ
ら
な
い
。
だ
が
『
春
琴
抄
』
の
文
章
は
、

句
読
点
を
加
え
た
そ
れ
と
は
別
の
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

あ
る
い
は
こ
う
言
っ
て
も
い
い
。『
春
琴
抄
』
の
文
章
は
、
小
説
内

の
設
定
と
し
て
は
書
き
手
の
「
私
」
に
帰
属
す
る
は
ず
だ
が
、「
私
」

が
句
読
点
を
極
端
に
排
し
た
こ
の
よ
う
な
文
章
を
書
く
必
要
は
な

い
。
必
要
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
不
自
然
で
す
ら
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
文
章
が
あ
る
べ
き
必
然
は
、少
な
く
と
も
小
説
の
中
に
は
な
い
。

『
春
琴
抄
』
の
こ
の
仕
掛
け
は
、
何
事
か
を
表
現
し
ま
た
そ
れ
自
体

を
表
現
と
し
て
提
示
し
た
上
で
後
退
し
て
い
く
べ
き
文
章
を
、
な
お

そ
こ
に
と
ど
ま
ら
せ
、
現
前
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
小
林
が
見
て
い
た
谷

崎
の
文
章
と
は
、
文
章
を
事
物
の
装
飾
と
も
観
察
者
と
事
物
の
中
間

項
と
も
し
な
い
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
布
置
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た

か
と
考
え
ら
れ
る
。

小
林
秀
雄
の
谷
崎
論
は
、『
蓼
喰
ふ
虫
』『
卍
』
を
画
期
と
し
『
吉

野
葛
』
を
経
て
や
が
て
『
春
琴
抄
』
に
極
ま
る
「
名
文
」
の
難
解
さ

に
注
意
を
促
す
こ
と
で
、
現
代
に
お
け
る
趣
味
的
判
断
の
根
拠
の
喪

失
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
そ
れ
は
谷
崎
の
小
説
の
文
章
を
手
が
か
り

に
、
同
時
代
の
文
学
の
抱
え
る
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
批
評
で

あ
っ
た
が
、
翻
っ
て
谷
崎
の
小
説
に
お
け
る
文
章
の
所
在
、
そ
の
現

前
を
も
指
し
示
す
の
で
あ
る
。

︻
注
︼

（
１
）
平
野
謙
「『
谷
崎
潤
一
郎
論
』」（「
群
像
」
昭
42
・
9
→
『
わ
が
戦
後

文
学
史
』
昭
44　

講
談
社)

。
千
葉
俊
二
「
解
説
」(

中
村
光
夫
『
近
代

作
家
研
究
叢
書
39　

谷
崎
潤
一
郎
論
』
吉
田
精
一
監
修　

昭
59　

日

本
図
書
セ
ン
タ
ー
）
も
同
様
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
。

（
2
）
瀬
沼
茂
樹
「
あ
と
が
き
に
代
え
て
」（
伊
藤
整
『
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
』

（
前
掲
））。

（
3
）
伊
藤
整
「
谷
崎
潤
一
郎
の
芸
術
の
問
題
」（「
婦
人
画
報
」
昭
25
・

4
→
『
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
』（
前
掲
））。

（
4
）
野
口
武
彦
「
谷
崎
潤
一
郎

―
批
評
用
語
と
し
て
の
「
思
想
」」（「
国

文
学
」
昭
55
・
2
）。
野
口
は
「
谷
崎
潤
一
郎
を
も
っ
て
「
思
想
の
な

い
作
家
」
と
す
る
定
評
」
の
「
元
凶
は
小
林
秀
雄
氏
で
あ
る
と
思
い

こ
み
、
か
た
く
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
」
と
告
白
し
、
小
林
の
谷
崎
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論
が
「
狭
義
の

0

0

0

」
思
想
の
欠
落
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
っ
て
「
広
義
の

0

0

0

」

思
想
に
関
し
て
は
そ
の
限
り
で
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し

た
。『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
16　

谷
崎
潤
一
郎
』（
昭
51　

学
生
社
、

他
に
大
久
保
典
夫
・
笠
原
伸
夫
・
出
口
裕
弘
・
野
村
尚
吾
）
に
も
こ

の
論
文
に
つ
な
が
る
発
言
が
あ
る
。

（
5
）
永
井
荷
風
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
」（「
三
田
文
学
」
明
44
・
11
）。

（
6
）
拙
稿
「
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
論

―
私
的
文
書
の
小
説
化

―
」

（「
国
語
と
国
文
学
」
平
21
・
1
）
参
照
。

（
7
）
谷
崎
の
名
前
は
な
い
が
、「
小
説
の
問
題
」（「
文
芸
春
秋
」
昭
7
・
6
、

「
小
説
の
問
題　

Ⅱ
」
と
改
題
）
に
も
「「
芸
」
に
つ
い
て
」
の
感
想

ら
し
い
一
節
が
見
え
る
。

（
8
）
た
と
え
ば
「
別
冊
国
文
学　

小
林
秀
雄
必
携
」（
吉
田
凞
生
編　

昭
58

・
2
）
の
「
事
典
・
小
林
秀
雄
と
日
本
近
代
文
学
」（
亀
井
秀
雄
編
）

の
「
谷
崎
潤
一
郎
」
の
項
（
担
当
は
越
野
格
）
は
、
小
林
の
谷
崎
へ

の
言
及
を
整
理
し
た
も
の
だ
が
、
文
献
一
覧
に
「
私
小
説
論
」
を
漏

ら
し
て
い
る
。

（
9
）「
永
井
荷
風
氏
の
近
業
に
つ
い
て
」
に
関
し
て
は
「
純
粋
小
説
と
い
ふ

も
の
に
つ
い
て
」（「
文
学
」（『
岩
波
講
座
日
本
文
学　

7
』（
昭
6　

岩
波
書
店
）
附
録
）
や
「
批
評
に
つ
い
て
」（「
都
新
聞
」
昭
7
・
2

・
12
︲
20
）、『
文
章
読
本
』
に
関
し
て
は
「
谷
崎
潤
一
郎
の
『
文
章
読

本
』」（「
文
学
界
」
昭
10
・
1
）
で
言
及
し
て
い
る
。

（
10
）
小
林
秀
雄
「
文
芸
時
評
2
／
老
成
し
た
人
の
力
／
華
美
な
技
巧
を
棄

て
た
谷
崎
氏
」（「
報
知
新
聞
」
昭
8
・
5
・
31
）。
傍
点
引
用
者
。

（
11
）「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
（
文
芸
時
評
）」（「
文
芸
春
秋
」
昭
5
・
5
）、「
物

質
へ
の
情
熱
（
文
芸
時
評
）」（「
文
芸
春
秋
」
昭
5
・
12
）。
ま
た
「
既

成
芸
術
派
検
討
座
談
会
」（「
近
代
生
活
」
昭
5
・
6
、
他
に
雅
川
滉

・
舟
橋
聖
一
・
久
野
豊
彦
・
吉
行
エ
イ
ス
ケ
・
龍
胆
寺
雄
）で
も『
卍
』

へ
の
評
価
を
口
に
し
て
い
る
。

（
12
）「
文
芸
時
評
2
／
「
老
成
し
た
人
の
力
／
華
美
な
技
巧
を
棄
て
た
谷
崎

氏
」（
前
掲
）、「
私
小
説
論
」（
前
掲
）、「
槍
騎
兵
／
潤
一
郎
の
近
作
読

後
感
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
11
・
7
・
12
）。

（
13
）
全
集
で
は
、「
一
体
」
は
文
頭
で
は
な
く
、「
流
れ
る
様
な
姿
に
な
つ
た
」

で
文
を
切
っ
て
「
そ
こ
に
漾
ふ
無
限
の
陰
翳
を
掴
む
の
は
、
容
易
で

は
な
い
。
名
文
は
安
易
な
読
者
の
眼
に
、
安
易
に
理
解
さ
れ
ま
い
と

身
を
守
り
、
抵
抗
し
て
ゐ
る
様
な
も
の
で
あ
る
」
と
続
く
。
ま
た
こ

の
後
の
二
段
落
余
り
を
削
除
し
て
い
る
。

（
14
）
全
集
で
は
、
コ
ク
ト
ー
の
引
用
に
続
く
箇
所
の
言
い
回
し
が
異
な
り
、

「
演
繹
的
装
飾
」「
帰
納
的
理
論
」「
抽
象
化
」
の
単
語
は
用
い
ら
れ
て

い
な
い
。

（
15
）
小
松
伸
六
「
時
評
家
と
し
て
の
小
林
秀
雄
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
36

・
11
）。
な
お
、
小
林
が
「
文
芸
時
評
」
の
副
題
で
「
文
芸
春
秋
」
に

連
載
し
て
い
た
評
論
の
正
題
は
、
順
に
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
」（
昭
5
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・
4
︲
8
）、「
文
学
は
絵
空
ご
と
か
」（
昭
5
・
9
）、「
文
学
と
風
潮
」

（
昭
5
・
10
）、｢

横
光
利
一｣

（
昭
5
・
11
）、「
物
質
へ
の
情
熱
」（
昭
5

・
12
）、「
マ
ル
ク
ス
の
悟
達
」（
昭
6
・
1
）、「
心
理
小
説
」（
昭
6
・

3
）。

（
16
）
中
村
光
夫
「
人
と
文
学
」（『
現
代
文
学
大
系　

第
四
十
二
巻　

小
林

秀
雄
集
』
昭
40　

筑
摩
書
房
）。
小
笠
原
克
は
、出
発
期
の
小
林
が
「
明

治
大
正
期
作
家
を
逆
説
的
に
賞
揚
す
る
こ
と
で
足
掛
り
を
模
索
し
」

た
と
指
摘
す
る
（「
小
林
秀
雄
と
明
治
大
正
文
学

―
志
賀
直
哉
と
菊

池
寛

―
」（「
国
文
学
」
昭
44
・
11
））。

（
17
）
小
林
は
「
今
年
の
問
題
と
解
答
／
「
春
琴
抄
」
そ
の
他
／
文
芸
批
評

と
作
品（
三
）」（「
大
阪
朝
日
新
聞
」昭
8
・
12
・
15
、「
批
評
家
の
悪
癖
」

よ
り
）
と
「
文
学
界
の
混
乱
（
文
芸
時
評
）」（「
文
芸
春
秋
」
昭
9
・

1
）
で
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
引
用
は
共
通
部
分
よ
り
。

（
18
）
拙
稿
「
虚
構
あ
る
い
は
小
説
の
生
成

―
谷
崎
潤
一
郎
『
春
琴
抄
』
論
」

（「
日
本
近
代
文
学
」
平
18
・
5
）
参
照
。

（
19
）
引
用
は
「
言
語
の
問
題
」
よ
り
。
表
記
や
語
順
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

引
用
箇
所
は
「
現
代
作
家
と
文
体
」
と
同
じ
文
面
で
あ
る
。

（
20
）
原
子
朗
『
修
辞
学
の
史
的
研
究
』（
平
6　

早
稲
田
大
学
出
版
部
）。

（
21
）『
細
雪
』（「
中
央
公
論
」
他
昭
18
・
1
︲
23
・
10
）
を
話
題
に
す
る
「
年

齢
」（「
新
潮
」
昭
25
・
6
）
な
ど
、戦
後
に
も
若
干
の
言
及
は
あ
る
が
、

例
外
的
で
あ
る
。

（
22
）
読
点
を
句
点
に
変
換
し
た
も
の
は
、
→
を
付
し
た
。

﹇
付
記
﹈

・
小
林
秀
雄
の
評
論
は
、
同
一
タ
イ
ト
ル
が
多
く
紛
ら
わ
し
い
が
、
時
評
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
初
出
の
表
題
に
統
一
し
た
。
改
題
は
『
書
誌　

小
林

秀
雄　

図
書
新
聞
双
書
4
』（
吉
田
凞
生
・
堀
内
達
夫
編　

昭
42　

図
書
新

聞
社
）
で
「
変
更
度
合
の
著
し
い
も
の
」（「
作
品
・
文
献
年
表　

凡
例
」）

と
し
て
特
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
異
同
は
現
行
の
全
集
（『
小
林
秀

雄
全
集
』
全
十
四
巻
別
巻
二　

平
成
14　

新
潮
社
）
と
対
照
し
、
引
用
箇
所

に
目
立
っ
た
異
同
が
あ
る
場
合
の
み
、
そ
れ
ぞ
れ
注
記
し
た
。
こ
れ
に
あ
わ

せ
て
谷
崎
の
随
筆
・
評
論
の
表
題
も
、
通
例
に
従
わ
ず
、
初
出
時
の
も
の
を

用
い
た
。

・
引
用
は
初
出
を
原
則
と
し
た
。
た
だ
し
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
適

宜
省
略
し
た
。
傍
点
は
断
り
が
な
い
限
り
原
文
に
よ
る
。


