
国木田独歩「武蔵野」と坂口安吾「木枯の酒倉から
」の「武蔵野趣味」

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2021-03-12

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 山路, 敦史

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://mu.repo.nii.ac.jp/records/1403URL



―��47��―

研究所紀要 9号　山路　三校

国
木
田
独
歩
「
武
蔵
野
」
と

　
　

坂
口
安
吾
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
の
「
武
蔵
野
趣
味
」

�

山
路　

敦
史

　
　

Ⅰ　
「
武
蔵
野
趣
味
」
の
元
祖

　

国
木
田
独
歩
の
「
武
蔵
野
」（
原
題
「
今
の
武
蔵
野
」、『
国
民
之
友
』

一
八
九
八
・
一
～
二
）
は
1
、
雑
誌
発
表
当
時
に
は
反
響
が
少
な
か
っ
た
が
、�

『
武
蔵
野
』
に
収
録
さ
れ
た
際
に
高
く
評
価
さ
れ
た
2
。
独
歩
の
「
武
蔵
野
」

を
「
武
蔵
野
趣
味
」
の
「
元
祖
」
と
指
摘
し
た
の
は
、
柳
田
国
男
で
あ
る
3
。

柳
田
が
批
判
的
に
指
摘
す
る
「
武
蔵
野
趣
味
」
と
は
、
一
九
一
六
年
に
文

化
人
類
学
者
の
鳥
居
龍
蔵
ら
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
武
蔵
野
会
（
現
、
武

蔵
野
文
化
協
会
）
と
そ
の
機
関
紙
で
あ
る
『
武
蔵
野
』（
一
九
一
八
～
）

の
動
向
を
指
す
。
な
お
武
蔵
野
文
化
協
会
は
、
二
〇
二
〇
年
九
月
に
は

『
武
蔵
野
事
典
』（
雄
山
閣
）
を
刊
行
し
て
い
る
。
柳
田
は
「
当
節
の
頻
り

に
研
究
々
々
と
云
ふ
人
た
ち
が
、
さ
も
〳
〵
東
京
の
武
蔵
野
と
言
は
ぬ
ば

か
り
に
、
此
辺
を
中
心
に
し
た
江
戸
式
の
心
持
で
話
を
す
る
こ
と
」
に
つ

い
て
、「
そ
ん
な
の
は
只
武
蔵
野
趣
味
と
言
ふ
が
宜
し
い
。
武
蔵
野
研
究

と
云
ふ
事
は
是
か
ら
の
仕
事
で
あ
る
」
と
断
じ
て
い
る
。「
今
些
し
昔
の

心
持
に
な
つ
て
物
を
見
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
る
柳
田
に
し
て
み
れ
ば
、

独
歩
の
「
江
戸
式
の
心
持
」
と
そ
れ
に
影
響
を
受
け
た
動
き
に
物
申
し
た

く
な
る
わ
け
で
、「
国
木
田
氏
が
愛
し
て
居
た
村
境
の
楢
の
木
林
な
ど
も
、

実
は
近
世
の
人
作
で
あ
っ
て
、武
蔵
野
の
残
影
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」

と
批
判
し
て
い
る
。

　

確
か
に
こ
の
柳
田
の
批
判
は
、「
趣
味
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
「
研
究
」

と
称
し
て
い
る
「
武
蔵
野
趣
味
」
の
横
行
に
対
し
て
一
定
の
力
は
あ
る
と

い
え
る
。
し
か
し
、
柳
田
の
批
判
が
学
術
的
に
は
有
効
だ
っ
た
と
し
て
も
、

独
歩
の
「
武
蔵
野
」
は
依
然
と
し
て
「
趣
味
」
の
領
域
で
参
照
さ
れ
続
け

る
だ
ろ
う
。

　

武
蔵
野
会
の
活
動
に
し
て
み
て
も
、
鳥
居
龍
蔵
が
「
本
会
の
設
立
と
雑

誌
発
行
の
趣
意
」（『
武
蔵
野
』
一
九
一
八
・
七
）
に
お
い
て
「
本
会
は
単

に
狭
き
一
種
の
専
門
家
の
会
合
で
は
な
い
、
広
く
武
蔵
野
を
中
心
と
し
て

各
方
面
よ
り
研
究
的
に
、
将
た
趣
味
的
に
之
を
究
め
味
は
ん
と
欲
す
る
の

で
あ
り
ま
す
、
さ
れ
ば
何
人
と
云
へ
ど
も
苟
し
く
も
武
蔵
野
に
興
味
と
同
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情
あ
る
者
な
れ
ば
来
つ
て
会
員
た
る
事
が
出
来
ま
す
」
と
述
べ
て
い
た
よ

う
な
鷹
揚
さ
に
対
し
て
、
柳
田
の
学
術
的
な
批
判
は
刺
さ
ら
な
い
。
批
判

す
る
な
ら
ば
、
柳
田
自
身
が
「
さ
う
し
て
有
名
な
話
上
手
を
以
て
、
昔
の

事
を
愛
す
る
友
人
を
感
動
さ
せ
、
到
頭
み
ん
な
を
散
歩
好
き
に
し
ま
つ
た

の
で
あ
る
」
と
書
い
た
よ
う
に
、
人
々
を
「
感
動
」
さ
せ
、
次
々
と
「
友

人
」
を
生
み
出
し
て
い
く
独
歩
の
「
話
上
手
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
柳

田
が
批
判
し
き
れ
な
か
っ
た
「
武
蔵
野
」
の
語
り
口
の
魅
力
を
再
検
討
し

た
い
。

　

独
歩
の
「
話
上
手
」
を
「
武
蔵
野
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
か
ら
具
体
的
に

考
え
る
た
め
に
は
、西
川
貴
子
が
指
摘
し
た「
言
文
一
致
体
の
文
章
で「
君
」

な
ど
、
読
者
へ
呼
び
か
け
る
形
式
が
と
ら
れ
て
い
た
り
、「
自
分
」
の
文

を
読
ん
だ
友
人
の
手
紙
を
引
用
し
て
説
明
す
る
形
式
が
と
ら
れ
て
い
た
り

す
る
こ
と
」
に
目
を
配
る
必
要
が
あ
る
4
。

　

最
後
に
は
、
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
に
つ
い
て
の
分
析
成
果
を
坂
口
安
吾

の
テ
ク
ス
ト
と
比
較
対
照
し
、
安
吾
に
お
け
る
独
歩
の
影
響
の
程
度
を
見

極
め
て
お
き
た
い
。

　
　

Ⅱ　
「
同
感
の
人
」
の
作
り
方

　
「
武
蔵
野
」
は
「
一
」
～
「
九
」
の
節
に
分
か
れ
て
い
る
が
、「
一
」
の

「
自
分
」
が
「
武
蔵
野
」
を
書
こ
う
と
し
た
動
機
と
受
け
取
る
こ
と
の
で

き
る
箇
所
か
ら
、
早
速
「
話
上
手
」
で
あ
る
。

兎
も
角
、
画
や
歌
で
計
り
想
像
し
て
居
る
武
蔵
野
を
其
俤
ば
か
り
で

も
見
た
い
も
の
と
は
自
分
ば
か
り
の
願
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
ほ
ど

の
武
蔵
野
が
今
は
果
し
て
い
か
ゞ
で
あ
る
か
、
自
分
は
詳
は
し
く
此

問
に
答
へ
て
自
分
を
満
足
さ
せ
た
い
と
の
望
を
起
し
た
こ
と
は
実
に

一
年
前
の
事
で
あ
つ
て
、
今
は
益
々
此
望
が
大
き
く
な
つ
て
来
た
。

　

さ
て
此
望
が
果
し
て
自
分
の
力
で
達
せ
ら
れ
る
ゝ
で
あ
ら
う
か
。

自
分
は
出
来
な
い
と
は
言
は
ぬ
。
容
易
で
な
い
と
信
じ
て
居
る
、
そ

れ
丈
け
自
分
は
今
の
武
蔵
野
に
趣
味
を
感
じ
て
居
る
。
多
分
同
感
の

人
も
少
な
か
ら
ぬ
こ
と
ゝ
思
ふ
。

　
「
自
分
」
の
〈
武
蔵
野
〉
へ
の
熱
意
が
表
明
さ
れ
、
興
味
関
心
を
同
じ

く
す
る
者
が
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。「
同
感
の
人
」
が

存
在
す
る
こ
と
を
至
極
当
然
の
よ
う
に
「
自
分
」
が
語
る
こ
と
で
、「
同

感
の
人
」
の
存
在
を
さ
り
げ
な
く
設
定
し
て
い
る
。「
同
感
の
人
」
の
存

在
が
あ
る
か
ら
「
自
分
」
は
「
武
蔵
野
」
を
書
け
る
の
で
は
な
く
、「
武

蔵
野
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
「
自
分
」
の
「
趣
味
」
に
「
同
感
の
人
」
を

生
み
出
し
て
い
く
の
だ
。「
二
」
に
お
け
る
後
に
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
と

し
て
刊
行
さ
れ
る
「
自
分
の
日
記
」
の
引
用
も
、「
材
料
不
足
」
と
言
い

な
が
ら
、〈
武
蔵
野
〉
に
つ
い
て
語
る
際
に
活
用
で
き
る
「
材
料
」
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、「
自
分
」
に
〈
武
蔵
野
〉
に
つ
い
て
語
る
に
値

す
る
人
物
と
し
て
の
輪
郭
を
付
与
す
る
。

　
「
武
蔵
野
」
は
「
一
」～
「
五
」
と
「
六
」～
「
九
」
と
い
う
区
分
で
『
国

民
之
友
』
に
連
載
さ
れ
た
。「
武
蔵
野
」
で
は
「
自
分
」
の
友
人
に
つ
い

て
た
び
た
び
言
及
さ
れ
る
が
、
と
り
わ
け
目
を
惹
く
の
は
、「
七
」
の
次

の
箇
所
だ
ろ
う
。
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自
分
と
一
緒
に
小
金
井
の
堤
を
散
歩
し
た
朋
友
は
、
今
は
判
官
に

な
つ
て
地
方
に
行
て
居
る
が
、
自
分
の
前
号
の
文
を
読
ん
で
次
の
如

く
に
書
て
送
て
来
た
。
自
分
は
便
利
の
た
め
に
こ
れ
を
此
処
に
引
用

す
る
必
要
を
感
ず
る
。
―
―
武
蔵
野
は
俗
に
い
ふ
関
八
州
の
平
野
で

も
な
い
。
ま
た
道
灌
が
傘
の
代
り
に
山
吹
の
花
を
貰
っ
た
と
い
ふ
歴

史
的
の
原
で
も
な
い
。
僕
は
自
分
で
限
界
を
定
め
た
一
種
の
武
蔵
野

を
有
し
て
居
る
。
其
限
界
は
恰
も
国
境
ま
た
は
村
境
が
山
や
川
や
、

或
は
古
跡
や
、
色
々
の
も
の
で
、
定
め
ら
る
ゝ
や
う
に
自
ら
定
め
ら

れ
た
も
の
で
、
其
定
め
は
次
の
色
々
の
考
か
ら
来
る
。

　

僕
の
武
蔵
野
の
範
囲
の
中
に
は
東
京
が
あ
る
。
し
か
し
之
は
無
論

省
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、［
…
］

　

こ
の
「
朋
友
」
に
は
モ
デ
ル
が
い
る
と
さ
れ
、
複
数
の
説
が
あ
る
5
。

た
だ
し
、「
自
分
の
前
号
の
文
を
読
ん
で
」
意
見
を
送
っ
て
き
た
と
テ
ク

ス
ト
に
書
き
込
ま
れ
た
こ
と
（
だ
け
）
が
、「
武
蔵
野
」
と
い
う
テ
ク
ス

ト
に
と
っ
て
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
中
島
礼
子
は
、「
引
用
の
手
紙

は
、
独
歩
の
考
え
を
表
明
し
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
必
要
な
の
だ
」

と
述
べ
て
い
る
6
。「
同
感
の
人
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
自
明
の
も
の
と

考
え
る
「
自
分
」
を
語
り
手
と
し
て
設
定
し
た
わ
け
だ
か
ら
、
今
度
は
そ

の
「
同
感
の
人
」
が
実
際
に
存
在
し
た
の
だ
と
表
立
っ
て
示
す
こ
と
で
、

「
自
分
」
の
言
い
分
に
説
得
力
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
だ
。

　

こ
う
し
た
観
点
に
し
た
が
え
ば
、
手
紙
内
に
あ
る
「
君
の
一
篇
に
も
生

活
と
自
然
と
が
密
接
し
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
が
有
り
、
ま
た
時
々
色
々
な

も
の
に
出
遇
ふ
面
白
味
が
描
て
あ
る
が
、
い
か
に
も
左
様
だ
」
と
い
う
こ

れ
ま
で
の
「
一
」
～
「
五
」
へ
の
賛
同
が
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
重
要
性

も
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
も
こ
の
「
朋
友
」
は
、
わ
ざ
わ
ざ
手
紙
を
書
い
て
寄
越
し
て
「
自

分
で
限
界
を
定
め
た
一
種
の
武
蔵
野
を
有
し
て
居
る
」
と
語
る
ほ
ど
に
は
、

〈
武
蔵
野
〉
に
一
家
言
あ
る
人
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
朋
友
」（
の
手
紙
）

と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
同
感
の
人
」
を
具
現
化
す
る
重
要
な
装
置
で
あ
る
。

「
朋
友
」
自
身
も
「
家
弟
を
つ
れ
て
多
摩
川
の
方
へ
遠
足
し
た
と
き
」
に

「
処
々
に
生
活
を
点
綴
し
て
居
る
趣
味
の
面
白
い
こ
と
を
感
じ
て
話
し
た

こ
と
が
有
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
「
同
感
の
人
」
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て

〈
武
蔵
野
〉
に
「
趣
味
」
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
も
そ
の
補
強
材
料
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
朋
友
」
は
、「
東
京
は
必
ず
武
蔵
野
か
ら
抹
殺
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
其
市
の
尽
す
処
、
即
ち
町
外
づ
れ
は
必
ず
抹
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。

僕
が
考
に
は
武
蔵
野
の
詩
趣
を
描
く
に
は
必
ず
此
町
外
れ
を
一
の
題
目
と

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
」
と
過
激
な
発
言
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
支
え

る
の
が
、「
例
へ
ば
君
が
住
は
れ
た
渋
谷
の
道
玄
坂
の
近
傍
、
目
黒
の
行

人
坂
、
ま
た
君
と
僕
と
散
歩
し
た
事
の
多
い
早
稲
田
の
鬼
子
母
辺
り
の
町
、

新
宿
、
白
金
…
…
」
と
い
う
具
体
的
な
地
名
を
挙
げ
た
呼
び
か
け
で
あ
る
。

こ
れ
を
具
体
的
に
理
解
で
き
る
の
は
「
君
」
に
あ
た
る
「
自
分
」
だ
け
で

あ
る
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
こ
こ
で
の
〈
武
蔵
野
〉
は
、「
自
分
」
と
「
朋
友
」

の
二
人
だ
け
の
閉
鎖
的
な
空
間
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
こ
で
重
要
な
の
が
、「
武
蔵
野
は
俗
に
い
ふ
関
八
州
と
平
野
で
も
な
い
。

ま
た
道
灌
が
傘
の
代
り
に
山
吹
の
花
を
貰
つ
た
と
い
ふ
歴
史
的
の
原
で
も

な
い
。
僕
は
自
分
で
限
界
を
定
め
た
一
種
の
武
蔵
野
を
有
し
て
居
る
」
と
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い
う
形
で
地
理
的
な
区
分
と
も
歴
史
的
な
背
景
と
も
切
り
離
し
て
自
分
自

身
の
〈
武
蔵
野
〉
を
持
つ
考
え
方
で
あ
る
。「
朋
友
」
は
、「
多
摩
川
は
ど

う
し
て
も
武
蔵
野
の
範
囲
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
か
「
八
王
子
は

決
し
て
武
蔵
野
に
は
入
れ
ら
れ
な
い
」
な
ど
と
、
と
に
か
く
〈
武
蔵
野
〉

に
つ
い
て
力
強
く
断
言
す
る
こ
と
が
多
い
が
、〈
武
蔵
野
〉
の
定
義
を
厳

密
化
し
て
議
論
を
閉
ざ
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

東
の
半
面
は
亀
井
戸
辺
よ
り
小
松
川
へ
か
け
木
下
川
か
ら
堀
切
を

包
ん
で
千
住
近
傍
へ
到
て
止
ま
る
。
こ
の
範
囲
は
異
論
が
有
れ
ば
取

除
い
て
も
宜
い
。
然
し
一
種
の
趣
味
が
有
つ
て
武
蔵
野
に
相
違
な
い

事
は
前
に
申
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
「
朋
友
」
は
〈
武
蔵
野
〉（
の
範
囲
）
に
つ
い
て
議
論
の
余
地
が
あ
る
こ

と
も
示
し
て
お
り
、
異
論
反
論
を
受
け
入
れ
る
寛
容
な
姿
勢
を
見
せ
て
い

る
。〈
武
蔵
野
〉
へ
の
こ
だ
わ
り
を
見
せ
つ
つ
も
、
そ
こ
に
新
た
な
定
義

で
介
入
す
る
余
地
が
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
、〈
武
蔵
野
〉
に
趣
味
を
感

じ
る
人
間
の
新
規
開
拓
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
厳
密
な
定

義
が
行
わ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
定
義
が
一
度
崩
れ
れ
ば
、
そ
の
も
の
自
体

も
崩
壊
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
あ
ら
か
じ
め
異
論
反
論
を
受
け
入
れ
る

余
地
を
残
し
て
お
け
ば
、
仮
に
異
論
反
論
が
起
こ
っ
て
も
盛
り
上
が
る
だ

け
で
あ
る
。
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
と
は
異
な
る
〈
武
蔵
野
〉
が
提
出
さ
れ

た
と
し
て
も
、「
武
蔵
野
」
の
意
義
や
価
値
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

〈
武
蔵
野
〉
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
「
趣
味
」
と
い
う
感
覚
的
な
次
元

で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
〈
武
蔵
野
〉
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
の
具

体
像
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
ま
っ
た
く
異
な
る
〈
武
蔵
野
〉
像
を
提

出
さ
れ
に
く
く
、
提
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ど
こ
と
な
く
そ
れ
は
既
に
独

歩
の
「
武
蔵
野
」
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
気
さ
え
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

独
歩
の
影
響
圏
の
一
つ
と
し
て
、
河
井
酔
茗
「
武
蔵
野
の
面
影
」（『
街

樹
』
一
九
一
五
、
梁
江
堂
書
店
・
市
田
昇
館
）
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

　

以
来
私
は
武
蔵
野
が
好
き
に
な
つ
た
。
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
も
よ

ん
で
み
た
。
な
る
ほ
ど
武
蔵
野
に
は
相
違
な
い
が
、
む
し
ろ
手
近
な

方
で
、
郊
外
趣
味
と
い
つ
た
方
が
好
い
、
雑
木
林
の
武
蔵
野
を
描
い

て
ゐ
る
。
私
の
い
ふ
草
の
武
蔵
野
と
は
多
少
趣
が
異
つ
て
ゐ
る
。

　

昨
年
で
あ
つ
た
。
こ
れ
も
武
蔵
野
に
は
趣
味
を
お
な
じ
く
す
る
友

人
外
島
劉
君
と
、
一
泊
が
け
で
武
蔵
野
徒
歩
旅
行
に
出
か
け
た
。
入

間
川
辺
か
ら
秩
父
根
を
ま
は
り
、
青
梅
へ
出
て
帰
つ
た
。
は
じ
め
て

の
こ
と
と
て
原
野
の
数
は
多
く
跋
渉
し
な
か
つ
た
。
只
秩
父
の
山
際

に
あ
ま
り
近
い
と
こ
ろ
は
、
か
へ
つ
て
武
蔵
野
の
面
影
を
存
し
て
ゐ

な
い
こ
と
を
確
か
め
た
。

　

想
ふ
に
武
蔵
野
の
面
影
を
知
ら
う
と
す
る
に
は
、
昔
、
何
の
辺
が

お
も
に
武
蔵
野
と
称
さ
れ
た
か
、
そ
れ
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
例

の
外
島
く
ん
に
託
し
て
調
べ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
、
歴
史
、
地
理
の

各
方
面
に
わ
た
り
、
材
料
は
数
冊
の
ノ
ー
ト
に
埋
ま
つ
た
。

　

左
に
の
せ
る
「
武
蔵
野
の
面
影
」
は
、
実
は
こ
の
ノ
ー
ト
を
土
台

と
し
て
私
の
考
へ
を
少
々
く
は
へ
た
も
の
で
、［
…
］

　

独
歩
が
〈
武
蔵
野
〉
を
描
い
て
い
た
こ
と
は
認
め
つ
つ
、
そ
れ
を
「
郊
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外
趣
味
」
や
「
雑
木
林
の
武
蔵
野
」
と
要
約
し
て
、「
草
の
武
蔵
野
」
と

対
照
さ
せ
、「
多
少
趣
が
異
つ
て
ゐ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。「
郊
外
趣
味
」

も
「
雑
木
林
の
武
蔵
野
」
も
間
違
っ
て
は
い
な
い
が
、
独
歩
の
「
武
蔵
野
」

の
一
面
を
捉
え
た
も
の
で
し
か
な
い
。
河
井
の
テ
ク
ス
ト
が
示
し
て
い
る

の
は
、
独
歩
と
は
異
な
る
〈
武
蔵
野
〉
を
提
出
し
た
け
れ
ば
、
独
歩
の
「
武

蔵
野
」
を
非
常
に
狭
く
限
定
的
に
捉
え
る
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

そ
し
て
こ
の
河
井
の
テ
ク
ス
ト
で
も
や
は
り
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
は

「
趣
味
を
お
な
じ
く
す
る
」
と
い
う
同
士
の
存
在
で
あ
る
。
独
歩
に
し
て

も
河
井
に
し
て
も
「
武
蔵
野
の
面
影
」
を
考
え
よ
う
と
す
る
志
向
は
同
一

で
あ
り
、〈
武
蔵
野
〉
に
対
す
る
感
性
を
共
有
す
る
友
人
の
言
葉
（
手
紙
・

ノ
ー
ト
）を
叩
き
台
と
す
る
形
式
も
共
通
し
て
い
る
。河
井
に
独
歩
の「
武

蔵
野
」
を
否
定
し
切
る
意
図
ま
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、「
多
少
趣
が

異
な
つ
て
ゐ
る
」
と
新
た
な
〈
武
蔵
野
〉
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
、

独
歩
の
「
武
蔵
野
」
の
影
響
圏
に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。「
郊
外

趣
味
」
に
し
て
も
、「
武
蔵
野
」
に
は
「
郊
外
」
と
い
う
語
が
書
き
込
ま

れ
て
い
る
の
は
事
実
な
の
で
、
樋
口
忠
彦
が
述
べ
た
よ
う
に
「
人
々
の
郊

外
へ
の
関
心
を
先
取
り
」
し
た
「
近
代
の
郊
外
趣
味
の
元
祖
で
も
あ
っ
た
」

テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
て
し
ま
う
7
。

　　
　

Ⅲ　

仮
想
世
界
と
し
て
の
〈
武
蔵
野
〉

　
「
五
」
の
「
武
蔵
野
に
散
歩
す
る
人
は
、
道
に
迷
ふ
こ
と
を
苦
に
し
て
は

な
ら
な
い
。
ど
の
路
で
も
足
の
向
く
方
へ
ゆ
け
ば
必
ず
其
処
に
見
る
べ
く
、

聞
く
べ
く
、
感
ず
べ
き
獲
物
が
あ
る
」
は
、
有
名
な
一
節
で
あ
る
。
同
じ

「
五
」
の
終
り
近
く
で
も
「
同
じ
路
を
引
き
か
へ
し
て
帰
る
は
愚
で
あ
る
。

迷
つ
た
処
が
今
の
武
蔵
野
に
過
ぎ
な
い
。
ま
さ
か
に
行
暮
れ
て
困
る
事
も

あ
る
ま
い
。
帰
り
も
矢
張
り
凡
そ
の
方
角
を
き
め
て
、
別
な
路
を
当
て
も

な
く
歩
く
が
妙
。
さ
う
す
る
と
思
は
ず
落
日
の
美
観
を
う
る
事
が
あ
る
」

と
し
て
、
目
的
意
識
を
捨
て
て
「
迷
ふ
」
こ
と
の
意
義
が
説
か
れ
て
い
る
。

　
〈
武
蔵
野
〉
に
「
迷
ふ
」
こ
と
の
意
義
は
、
や
は
り
「
朋
友
」
の
手
紙

か
ら
見
出
さ
れ
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
、「
五
」
の
「
自
分
の
朋
友
が
嘗

て
其
郷
里
か
ら
寄
せ
た
手
紙
」
の
「
朋
友
」
は
、「
七
」
の
「
朋
友
」
と

は
異
な
る
モ
デ
ル
が
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
柳
田
国
男
と
す

る
説
が
有
力
で
あ
る
8
。「
こ
の
手
紙
の
引
用
も
実
際
の
も
の
の
引
用
で

あ
っ
て
、
独
歩
の
創
作
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
し
て
も
9
、
テ
ク
ス
ト

に
お
い
て
は
「
朋
友
」
と
「
自
分
」
と
の
連
帯
感
か
ら
〈
武
蔵
野
〉
が
生

成
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。

　

自
分
の
朋
友
が
嘗
て
其
郷
里
か
ら
寄
せ
た
手
紙
の
中
に
『
此
間
も

一
人
夕
方
に
萱
原
を
歩
み
て
考
へ
申
候
、
此
野
の
中
に
縦
横
に
通
せ

る
十
数
の
径
の
上
を
何
百
年
の
昔
よ
り
此
か
た
朝
の
露
さ
や
け
し
と

い
ふ
て
は
出
で
夕
の
雲
花
や
か
な
り
と
い
ふ
て
は
あ
こ
が
れ
何
百
人

の
あ
は
れ
知
る
人
や
逍
遥
し
つ
ら
ん
相
悪
む
人
は
相
避
け
て
異
な
る

路
を
へ
だ
ゝ
り
て
往
き
相
愛
す
る
人
は
相
合
し
て
同
じ
道
を
手
に
手

と
り
つ
ゝ
か
へ
り
つ
ら
ん
』
と
の
一
節
が
あ
っ
た
。
野
原
の
径
を
歩

み
て
は
斯
る
い
み
じ
き
想
も
起
る
な
ら
ん
が
、
武
蔵
野
の
路
は
こ
れ

と
は
異
り
、
相
逢
は
ん
と
て
往
く
と
て
も
逢
ひ
そ
こ
ね
、
相
避
け
ん

と
て
歩
む
も
林
の
回
り
角
で
突
然
出
逢
ふ
事
が
あ
ら
う
。
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「
朋
友
」
が
述
べ
る
「
此
野
の
中
に
縦
横
に
通
せ
る
十
数
の
径
」
と
は

異
な
る
も
の
と
し
て
、「
自
分
」
は
「
武
蔵
野
の
路
」
の
特
色
を
述
べ
、

そ
れ
を
人
と
人
と
の
出
会
い
の
偶
然
性
に
求
め
て
い
る
。〈
武
蔵
野
〉
を

ほ
か
の
も
の
と
区
別
し
、
そ
の
差
異
化
に
魅
力
を
発
見
す
る
と
い
う
論
法

は
右
の
箇
所
に
限
ら
な
い
が
、「
突
然
出
逢
ふ
事
が
あ
ら
う
」
と
述
べ
て

い
る
の
で
、
こ
れ
は
「
自
分
」
に
よ
る
仮
定
の
話
で
あ
る
。
ま
た
、「
朋
友
」

の
手
紙
の
内
容
も
、「
此
間
も
一
人
夕
方
に
萱
原
を
歩
み
て
考
へ
」
た
こ

と
で
あ
り
、「
何
百
年
の
昔
」
に
思
い
を
は
せ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
、「
自
分
」
が
示
し
た
「
武
蔵
野
の
路
」
の
特
色
と
は
、
テ

ク
ス
ト
に
あ
る
「
想
像
」
と
い
う
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
朋
友
」
の
「
想

像
」
し
た
世
界
か
ら
さ
ら
に
「
想
像
」
し
て
仮
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
〈
武
蔵
野
〉
の
「
落
葉
林
の
美
」
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
『
猟
人
日
記
』

の
二
葉
亭
四
迷
訳
「
あ
ひ
ゞ
き
」
を
受
容
し
た
上
で
「
発
見
」
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
実
そ
の
も
の
を
眺
め
た
と
い
う
よ
り
も
引
用

の
織
物
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
上
に
雑
木
林
が
配
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

純
粋
な
意
味
で
の
「
風
景
の
発
見
な
ど
で
は
な
い
」
と
捉
え
る
こ
と
も
で

き
る
10
。
た
だ
し
、「
あ
ひ
ゞ
き
」
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
示
唆
を
受

け
て
構
築
さ
れ
た
眼
差
し
か
ら
楢
や
櫟
に
「
美
」
を
「
発
見
」
し
た
の
で

あ
れ
ば
、
そ
こ
に
〈
武
蔵
野
〉
に
存
在
す
る
楢
や
櫟
と
い
っ
た
要
素
は
確

実
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
人
と
人
と
が
偶
然
性
の
な
か
に

置
か
れ
る
「
武
蔵
野
の
路
」
が
存
在
す
る
武
蔵
野
と
は
、「
自
分
」
に
よ

る
一
種
の
仮
想
世
界
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
狭
義
の
自
然
主
義
と
い
っ

た
も
の
で
は
全
然
な
い
。「
武
蔵
野
に
散
歩
す
る
人
は
、
道
に
迷
ふ
こ
と

を
苦
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
ど
の
路
で
も
足
の
向
く
方
へ
ゆ
け
ば
必
ず
其

処
に
見
る
べ
く
、
感
ず
べ
き
獲
物
が
あ
る
」
と
い
う
名
文
は
、
現
実
の
〈
武

蔵
野
〉
で
は
な
く
「
自
分
」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
仮
想
の
〈
武
蔵
野
〉

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

武
蔵
野
の
美
は
た
ゞ
其
縦
横
に
通
ず
る
数
千
条
の
路
を
当
も
な
く

歩
く
こ
と
に
由
て
始
め
て
獲
ら
れ
る
。
春
、
夏
、
秋
、
冬
、
朝
、
昼
、

夕
、
夜
、
月
に
も
、
雪
に
も
、
風
に
も
、
霧
に
も
、
霜
に
も
、
雨
に

も
、
時
雨
に
も
、
た
ゞ
此
路
を
ぶ
ら
〳
〵
歩
て
思
ひ
つ
き
次
第
に
右

し
左
す
れ
ば
随
処
に
吾
等
を
満
足
さ
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
実

に
又
た
、
武
蔵
野
第
一
の
特
色
だ
ら
う
と
自
分
は
し
み
〴
〵
感
じ
て

居
る
。

　

仮
想
の
〈
武
蔵
野
〉
の
春
夏
秋
冬
、
朝
昼
晩
、
天
候
を
問
わ
ず
、
あ
ら

ゆ
る
要
素
の
ど
れ
か
に
は
「
吾
等
」
は
「
満
足
」
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ

れ
が
〈
武
蔵
野
〉
を
「
当
も
な
く
歩
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
武

蔵
野
の
美
」
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。〈
武
蔵
野
〉
の
汲
み
尽
く
せ
な
い

魅
力
を
網
羅
的
に
語
っ
た
箇
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
が
〈
武
蔵
野
〉
に

こ
れ
か
ら
感
じ
取
る
で
あ
ろ
う
魅
力
の
す
べ
て
に
「
武
蔵
野
」
と
い
う
テ

ク
ス
ト
を
紐
づ
け
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
「
吾
等
」
と
い
う
形
で
、

「
自
分
」
と
「
自
分
」
に
「
同
感
の
人
」
と
が
一
括
り
に
さ
れ
、「
自
分
」

が
「
し
み
〴
〵
感
じ
て
居
る
」
と
い
う
そ
の
感
性
を
共
有
す
る
連
帯
が
出

来
上
が
っ
て
い
る
。

　
「
同
じ
路
を
引
き
か
へ
し
て
帰
る
は
愚
で
あ
る
」
云
々
と
い
う
叙
述
に

至
る
ま
で
に
は
、
ほ
と
ん
ど
仮
想
世
界
で
あ
る
こ
と
が
隠
さ
れ
て
い
な
い
。
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さ
れ
ば
君
若
し
、
一
の
小
径
を
往
き
、
忽
ち
三
条
に
分
る
ゝ
処
に

出
た
な
ら
困
る
に
及
ば
な
い
、
君
の
杖
を
立
て
ゝ
其
倒
れ
た
方
に
往

き
玉
へ
。
或
は
其
路
が
君
を
小
さ
な
林
に
導
く
。
林
の
中
ご
ろ
に
到

て
又
た
二
つ
に
分
れ
た
ら
、
其
小
な
る
路
を
撰
ん
で
見
玉
へ
。
或
は

其
路
が
君
を
妙
な
処
に
導
く
。
こ
れ
は
林
の
奥
の
古
い
墓
地
で
苔
む

す
墓
が
四
つ
五
つ
並
で
其
前
に
少
し
計
り
の
空
地
が
あ
つ
て
、
其
横

の
方
に
女
郎
花
な
ど
咲
て
居
る
こ
と
も
あ
ら
う
。

　

若
し
君
、
何
か
の
必
要
で
道
を
尋
ね
た
く
思
は
ゞ
、
畑
の
真
中
に

居
る
農
夫
に
き
ゝ
玉
へ
。
農
夫
が
四
十
人
以
上
の
人
で
あ
つ
た
ら
、

大
声
を
あ
げ
て
尋
ね
て
見
玉
へ
、
驚
て
此
方
を
向
き
、
大
声
で
教
え

て
呉
れ
る
だ
ら
う
。
若
し
少
女
で
あ
つ
た
ら
近
づ
い
て
小
声
で
き
ゝ

玉
へ
。
若
し
若
者
で
あ
つ
た
ら
、
帽
を
取
て
慇
懃
に
問
ひ
玉
へ
。
鷹

揚
に
教
え
て
呉
れ
る
だ
る
。
怒
つ
て
は
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
東
京
金

材
の
若
者
の
癖
で
あ
る
か
ら
。

　

石
田
仁
志
は
、
こ
れ
ら
の
叙
述
を
「
決
し
て
あ
る
特
定
の
地
域
の
農
民

の
姿
や
路
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
一
般
化
さ
れ
た
「
東
京
近
在
」
の
農
村

風
景
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
〝
あ
り
ふ
れ
た
〟
日
常
性
こ
そ
が
場

所
性
を
希
薄
化
し
た
空
間
の
表
現
な
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
11
。

内
田
順
文
も
「
仮
想
上
の
武
蔵
野
探
索
」
と
し
、「
読
者
は
あ
た
か
も
自

分
自
身
が
武
蔵
野
の
地
を
散
策
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
る
か

も
し
れ
な
い
」と
述
べ
て
い
る
12
。こ
れ
ら
の
印
象
を
実
現
す
る
の
が
、「
自

分
」
や
「
朋
友
」
の
仮
定
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
右
の
引
用
箇
所
は
、
そ
う

し
た
仮
想
世
界
の
共
有
を
前
提
と
す
る
叙
述
で
あ
る
。
木
戸
雄
一
は
、「
語

り
か
け
る
相
手
と
の
感
性
を
十
分
確
信
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、「
玉
へ
」

と
い
う
命
令
形
を
使
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
13
。「
玉
へ
」
と
い

う
表
現
が
何
度
も
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仮
想
世
界
と
し
て

の
〈
武
蔵
野
〉
と
そ
れ
を
共
有
し
て
く
れ
る
読
み
手
の
存
在
を
信
じ
切
っ

て
い
る
と
い
う
輪
郭
が
「
自
分
」
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

太
宰
治
は
「
わ
が
半
生
を
語
る
」（『
小
説
新
潮
』
一
巻
三
号
、
一
九
四

七
・
一
一
）
で
「
明
治
文
壇
で
は
国
木
田
独
歩
の
短
篇
は
非
常
に
う
ま
い
」

と
評
価
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
読
者
を
い
か
に
テ
ク
ス
ト
に
巻
き
込

む
の
か
を
志
向
し
た
太
宰
な
ら
で
は
の
観
点
か
ら
、
独
歩
の
テ
ク
ス
ト
に

宿
る
以
上
の
よ
う
な
志
向
を
読
み
取
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

Ⅳ　
「
武
蔵
野
趣
味
」
の
連
帯
感

　
〈
武
蔵
野
〉
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
人
同
士
の
連
帯
感
は
、「
武
蔵
野

趣
味
」
に
共
感
で
き
る
こ
と
自
体
に
価
値
を
付
与
す
れ
ば
、
よ
り
強
固
に

な
る
。
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
の
が
、「
六
」
で
あ
る
。

　

今
よ
り
三
年
前
の
夏
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
自
分
は
或
友
と
市
中
の

寓
居
を
出
で
ゝ
三
崎
町
の
停
車
場
か
ら
境
ま
で
乗
り
、
其
処
で
下
り

て
北
へ
真
直
に
四
五
丁
ゆ
く
と
桜
橋
と
い
ふ
小
さ
な
橋
が
あ
る
、
そ

れ
を
渡
る
と
一
軒
の
掛
茶
屋
が
あ
る
、
此
茶
屋
の
婆
さ
ん
が
自
分
に

向
て
、「
今
時
分
、
何
し
に
来
た
ゞ
ァ
」
と
問
ふ
た
事
が
あ
つ
た
。

　

自
分
は
友
と
顔
見
合
せ
て
笑
て
、「
散
歩
に
来
た
の
よ
、
た
ゞ
遊
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び
に
来
た
の
だ
」
と
答
へ
る
と
、
婆
さ
ん
も
笑
て
、
そ
れ
も
馬
鹿
に

し
た
様
な
笑
ひ
か
た
で
、「
桜
は
春
咲
く
こ
と
知
ね
え
だ
ね
」
と
言

つ
た
。
其
処
で
自
分
は
夏
の
郊
外
の
散
歩
の
ど
ん
な
に
面
白
い
か
を

婆
さ
ん
の
耳
に
も
解
る
や
う
に
話
し
て
見
た
が
無
駄
で
あ
つ
た
。
東

京
の
人
は
呑
気
だ
と
い
ふ
一
語
で
消
さ
れ
て
仕
了
つ
た
。

　
「
武
蔵
野
趣
味
」
の
価
値
を
高
め
る
に
は
、
そ
の
感
性
が
共
有
で
き
る

者
と
で
き
な
い
者
と
を
区
別
し
、
感
性
が
共
有
で
き
る
こ
と
自
体
に
審
美

眼
の
よ
う
な
価
値
を
与
え
る
こ
と
が
手
っ
取
り
早
い
。「
茶
屋
の
婆
さ
ん
」

が
「
今
時
分
、
何
し
に
来
た
ゞ
ァ
」
と
尋
ね
て
き
た
こ
と
は
、「
自
分
は

友
と
顔
見
合
せ
て
笑
て
」
と
い
う
互
い
に
感
性
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
の

確
認
の
た
め
に
大
切
な
の
だ
。「
武
蔵
野
趣
味
」
は
あ
く
ま
で
「
趣
味
」

で
あ
っ
て
、
本
当
に
こ
の
「
武
蔵
野
」
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
〈
武
蔵

野
〉
の
楽
し
み
方
が
一
般
常
識
化
し
て
は
な
ら
ず
、〈
武
蔵
野
〉
の
楽
し

み
方
を
わ
か
っ
て
い
る
人
と
い
う
よ
う
な
特
別
感
が
損
な
わ
れ
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　

感
性
を
共
有
で
き
な
い
者
を
「
武
蔵
野
趣
味
」
の
連
帯
感
を
高
め
る
た

め
の
外
部
と
し
て
設
定
す
る
場
合
、
テ
ク
ス
ト
の
呼
び
か
け
構
造
を
活
用

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、「
同
感
の
人
」
の
存
在

を
確
信
し
て
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
分
」
の
「
武
蔵
野
趣
味
」

に
説
得
力
を
与
え
て
き
た
か
ら
だ
。
だ
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に
具
体
的

な
存
在
（「
茶
屋
の
婆
さ
ん
」）
と
し
て
描
く
必
要
が
あ
る
。「
茶
屋
の
婆

さ
ん
」
を
そ
れ
こ
そ
「
馬
鹿
に
し
た
様
」
に
扱
う
わ
け
だ
が
、
テ
ク
ス
ト

で
は
「
茶
屋
の
婆
さ
ん
」
の
方
が
「
馬
鹿
に
し
た
様
な
笑
ひ
方
」
を
し
て

き
て
と
書
く
こ
と
で
、
徹
底
的
に
「
武
蔵
野
趣
味
」
に
無
理
解
な
存
在
と

し
て
描
き
切
る
。「
話
し
て
見
た
が
無
駄
で
あ
つ
た
」
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
上
は
残
念
な
結
果
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
は
安
易
に
理
解
さ
れ

な
い
方
が
よ
く
、「
夏
の
郊
外
の
散
歩
の
ど
ん
な
に
面
白
い
か
を
婆
さ
ん

の
耳
に
も
解
る
や
う
に
」
と
い
う
箇
所
に
透
け
て
見
え
る
「
武
蔵
野
趣
味
」

に
浸
る
こ
と
の
優
越
感
が
明
確
に
な
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。

　

テ
ク
ス
ト
は
、
せ
っ
か
く
用
意
し
た
仮
想
敵
を
決
し
て
無
駄
に
は
し
な

い
。「
成
程
小
金
井
は
桜
の
名
所
、
そ
れ
で
夏
の
盛
に
其
堤
を
の
こ
〳
〵

歩
く
も
余
所
目
に
は
愚
か
に
見
へ
る
だ
ろ
う
、
し
か
し
其
れ
は
未
だ
今
の

武
蔵
野
の
夏
の
日
の
光
を
知
ら
ぬ
人
の
話
で
あ
る
」
と
い
う
箇
所
は
、
既

成
の
概
念
で
見
慣
れ
た
「
美
」
と
は
異
な
る
「
美
」
の
主
張
と
し
て
把
握

さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
中
島
礼
子
は
「
紋
切
り
型
の
手
あ
か
の
つ
い

た
名
所
古
蹟
で
は
な
く
、
自
己
の
発
見
し
た
新
し
い
小
金
井
の
魅
力
を
描

き
、
読
者
の
固
定
観
念
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
よ
う
と
し
た
」
と
し
て
、「「
武

蔵
野
」
で
同
時
代
の
人
び
と
に
与
え
よ
う
と
し
た
衝
撃
は
、
既
成
の
枠
に

と
ら
わ
れ
ず
、
見
慣
れ
た
も
の
や
思
い
込
み
か
ら
解
き
放
た
れ
た
柔
か
い

感
受
性
に
よ
る
自
分
な
り
の
驚
き
の
眼
と
耳
を
も
つ
こ
と
へ
の
誘
い
で
は

な
か
っ
た
の
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
14
。
既
成
の
概
念
か
ら
の
逸
脱
を
語

る
た
め
に
は
、
既
成
の
概
念
を
明
確
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。「
茶
屋
の

婆
さ
ん
」
の
存
在
は
恰
好
の
素
材
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
余

所
目
に
は
愚
か
に
見
へ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
知
る
人
ぞ
知
る
「
夏
の
日

の
光
」
を
魅
力
あ
る
も
の
と
し
て
提
示
す
る
た
め
に
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と

以
外
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
「
武
蔵
野
趣
味
」
に
つ
い
て
「
同
感
の
人
」
を
示
す
だ
け
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で
な
く
、
そ
の
感
性
の
共
有
の
外
部
（「
茶
屋
の
婆
さ
ん
」）
を
設
定
す
る

こ
と
で
逆
説
的
に
内
部
を
固
め
て
き
た
「
武
蔵
野
」
で
あ
る
が
、「
七
」

に
お
け
る
「
朋
友
」
の
手
紙
も
、
続
く
「
八
」
で
「
自
分
」
が
強
く
賛
同

し
て
い
る
こ
と
と
セ
ッ
ト
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。「
自
分
は
以
上
の
所

説
に
少
し
の
異
存
も
な
い
。
殊
に
東
京
市
の
町
外
れ
を
題
目
と
せ
よ
と
の

注
意
は
少
し
も
頗
る
同
意
で
あ
つ
て
、
自
分
も
兼
ね
て
思
ひ
付
て
居
た
事

で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
仮
想
世
界
と
し
て
の
〈
武
蔵
野
〉
は
言
っ
て

し
ま
え
ば
虚
像
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
他
者
か
ら
賛
同
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
存
在
が
保
証
さ
れ
、
安
定
す
る
。
こ
れ
が
「
同
感
の
人
」
た
ち
に

よ
っ
て
成
立
す
る
「
武
蔵
野
趣
味
」
の
空
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
柳
田
国

男
は
『
地
名
の
研
究
』（
古
今
書
院
、
一
九
三
六
）
に
お
い
て
、
地
名
を
「
要

す
る
に
二
人
以
上
の
人
の
間
に
使
用
せ
ら
る
る
符
号
」
と
定
義
し
た
が
、

〈
武
蔵
野
〉
は
曖
昧
で
恣
意
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の

感
性
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
価
値
を
帯
び
る
の
だ
。

　
「
同
感
の
人
」
へ
の
呼
び
か
け
や
仮
想
世
界
と
し
て
の
〈
武
蔵
野
〉
は
、

最
後
の
「
九
」
に
お
い
て
全
面
化
す
る
。

　

必
ず
し
も
道
玄
坂
と
い
は
ず
、
又
白
金
と
い
は
ず
、
つ
ま
り
東
京

市
街
の
一
端
、
或
は
甲
州
街
道
と
な
り
、
或
は
青
梅
道
と
な
り
、
或

は
中
原
道
と
な
り
、
或
は
世
田
ケ
谷
街
道
と
な
り
て
、
郊
外
の
林
地

田
圃
に
突
入
す
る
処
の
、
市
街
と
も
つ
か
ず
宿
駅
と
も
つ
か
ず
、
一

種
の
生
活
と
一
種
の
自
然
と
を
配
合
し
て
一
種
の
光
景
を
呈
し
居
る

場
処
を
描
写
す
る
こ
と
が
、
頗
る
自
分
の
詩
興
を
呼
び
起
す
も
妙
で

は
な
い
か
。
な
ぜ
斯
様
な
場
処
が
我
等
の
感
を
惹
く
だ
ら
う
か
。
自

分
は
一
言
に
し
て
答
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
斯
様
な
町
外
れ
の

光
景
は
何
と
な
く
人
を
し
て
社
会
と
い
ふ
も
の
ゝ
縮
図
で
も
見
る
や

う
な
思
を
な
さ
し
む
る
か
ら
で
あ
ら
う
。

　
「
自
分
」
が
語
る
「
一
種
の
生
活
と
一
種
の
自
然
と
を
配
合
し
て
一
種

の
光
景
を
呈
し
居
る
場
処
」
と
や
ら
は
、「
必
ず
し
も
○
○
と
い
は
ず
」

云
々
と
つ
ら
つ
ら
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
ど
こ
と
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
地

理
上
の
行
政
区
画
を
は
み
出
し
て
い
く
。
そ
の
場
所
は
「
頗
る
自
分
の
詩

興
を
呼
び
起
す
の
も
妙
」
と
問
い
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
「
斯
様

な
町
外
れ
の
光
景
は
何
と
な
く
人
を
し
て
社
会
と
い
ふ
も
の
ゝ
縮
図
で
も

見
る
や
う
な
思
を
な
さ
し
む
る
か
ら
で
あ
ら
う
」
と
い
う
考
察
が
披
露
さ

れ
る
こ
と
で
回
収
さ
れ
る
。「
自
分
」
が
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
こ
と

は
結
構
だ
が
、
こ
の
箇
所
で
は
「
な
ぜ
斯
様
な
場
処
が
我
等
の
感
を
惹
く

だ
ら
う
か
」
と
あ
る
よ
う
に
さ
り
げ
な
く
呼
び
か
け
る
読
み
手
を
「
我

等
」
と
い
う
形
で
組
み
込
み
、「
詩
興
を
呼
び
起
す
」
と
い
う
感
性
の
共

有
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
社
会
と
い
ふ
も
の
ゝ
縮
図
」
と

は
、
こ
れ
ま
で
の
林
や
鳥
や
風
の
音
、
水
流
な
ど
の
具
体
的
な
事
象
と
は

異
な
っ
て
抽
象
的
だ
が
、
そ
れ
が
以
降
で
少
し
ず
つ
具
体
化
さ
れ
て
い
く

以
前
に
「
同
感
」
す
る
こ
と
は
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
九
」
が
特
異
な
の
は
、
こ
れ
か
ら
確
認
し
て
い
く
よ
う
に
仮
想
と
し

て
設
定
さ
れ
た
読
み
手
へ
の
呼
び
か
け
が
繰
り
返
さ
れ
つ
つ
も
、〈
武
蔵

野
〉
の
語
が
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
社
会
と
い

ふ
も
の
ゝ
縮
図
」
は
、「
田
舎
の
人
に
も
都
会
の
人
に
も
感
興
を
起
こ
さ

し
む
る
や
う
な
物
語
、
小
さ
な
物
語
、
而
も
哀
れ
の
深
い
物
語
、
或
は
抱
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腹
す
る
や
う
な
物
語
が
二
つ
三
つ
其
処
ら
の
軒
先
に
隠
れ
て
居
さ
う
に
思

は
れ
る
か
ら
で
あ
ら
う
」
と
換
言
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
具
体

的
な
把
握
が
可
能
に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
。「
更
ら
に
其
特
点
を
言
へ

ば
」
と
付
け
加
え
ら
れ
た
「
大
都
会
の
生
活
の
名
残
と
田
舎
の
生
活
の
余

波
と
が
此
処
で
落
合
つ
て
、
緩
や
か
に
う
づ

0

0

を
巻
い
て
居
る
や
う
に
も
思

は
れ
る
」（
傍
点
原
文
）
と
い
う
箇
所
は
よ
く
参
照
さ
れ
る
が
、「
町
外
れ
」

で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
も
大
き
な
視
点
で
あ
る
が
ゆ
え
に
や
は
り
抽
象

的
で
あ
る
の
は
否
め
ず
、
そ
の
後
の
具
体
例
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の

具
体
例
が
次
の
よ
う
に
挙
げ
ら
れ
る
。

　

　

見
給
へ
、
其
処
に
片
眼
の
犬
が
蹲
て
居
る
。
此
犬
の
名
の
通
つ
て

居
る
限
り
が
即
ち
此
町
外
れ
の
領
分
で
あ
る
。

　

見
給
へ
、
其
処
に
小
さ
な
料
理
屋
が
あ
る
。
泣
く
の
と
も
笑
ふ
の

と
も
分
ら
ぬ
声
を
振
立
て
ゝ
わ
め
く
女
の
影
法
師
が
障
子
に
映
つ
て

居
る
。
外
は
夕
闇
が
こ
め
て
、
煙
の
臭
と
も
土
の
臭
と
も
わ
か
ち
難

き
香
が
淀
ん
で
居
る
。
大
八
車
が
二
台
三
台
と
続
て
通
る
、
其
空
車

の
轍
の
響
が
喧
し
く
起
り
て
は
絶
え
、
絶
え
て
は
起
り
し
て
居
る
。

　

見
給
へ
、
鍛
治
工
の
前
に
二
頭
の
駄
馬
が
立
て
居
る
其
黒
い
影
の

横
の
方
で
二
三
人
の
男
が
何
事
を
か
密
そ
〳
〵
と
話
し
合
て
居
る
の

を
。
鉄
蹄
の
真
赤
に
な
つ
た
の
が
鉄
砧
の
上
に
置
か
れ
、
火
花
が
夕

闇
を
破
て
往
来
の
中
程
ま
で
飛
ん
だ
。
話
し
て
居
た
人
々
が
ど
つ
と

何
事
を
か
笑
つ
た
。
月
が
家
並
の
後
ろ
の
高
い
樫
の
梢
ま
で
昇
る
と
、

向
ふ
片
側
の
家
根
が
白
ん
で
来
た
。

　
「
見
給
へ
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
三
度
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
見
る
べ

き
対
象
と
示
さ
れ
る
の
は
、「
片
眼
の
犬
」
や
「
小
さ
な
料
理
屋
」、「
鍛

冶
工
の
前
」
の
「
二
頭
の
駄
馬
」
か
ら
「
火
花
」
に
至
る
ま
で
と
ど
れ
も

微
細
な
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
は
「
蠅
の
群
」
が
注
目
さ
れ
る
な
ど
、
と

に
か
く
微
視
的
に
な
っ
て
い
く
。「
八
」
の
後
半
で
「
地
方
に
生
長
」
し

た
「
自
分
」
に
と
っ
て
、「
初
は
武
蔵
野
の
流
、
多
摩
川
を
除
い
て
は
、

悉
く
濁
て
居
る
の
で
甚
だ
不
快
な
感
を
惹
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
だ
ん
だ

ん
慣
れ
て
見
る
と
」
云
々
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
と
も
合
わ
せ
て
、
も
は

や
叙
述
の
対
象
は
「
武
蔵
野
の
美
」
と
い
っ
た
も
の
に
は
留
ま
ら
ず
、
何

で
も
あ
り
で
あ
る
。「
不
快
な
感
」
と
い
う
叙
述
に
し
た
が
っ
て
、「
素
晴

ら
し
い
自
然
な
ど
武
蔵
野
に
は
な
い
ん
で
す
」
15
と
主
張
す
る
こ
と
も
で

き
る
し
、「
六
」
の
「
暫
く
す
る
と
水
上
が
ま
ば
ゆ
く
煌
て
来
て
、
両
側

の
林
、
堤
上
桜
、
あ
た
か
も
雨
後
の
春
草
の
や
う
に
鮮
か
に
緑
の
光
を
放

つ
て
来
る
」
と
い
う
叙
述
を
抜
き
出
す
な
ら
、
言
葉
の
上
で
は
水
が
美
し

く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
水
の
い
の
ち
の
鼓
動
」
16
を
受
け
取

る
こ
と
も
で
き
る
。「
八
」
の
叙
述
で
は
「
慣
れ
て
見
る
と
」
と
あ
る
の
で
、

結
局
は
ど
ち
ら
の
叙
述
も
水
の
美
し
さ
に
行
き
着
く
と
い
う
見
方
も
で

き
る
。

　
「
今
の
武
蔵
野
は
林
で
あ
る
、
林
は
実
に
今
の
武
蔵
野
の
特
色
と
い
つ

て
も
宜
い
」（
三
）
な
ど
を
、〈
武
蔵
野
〉
の
核
心
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
提
示

し
て
く
れ
る
よ
う
な
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
と
し
て
読
ま
な
い
場
合
、
こ
の
テ
ク

ス
ト
で
は
〈
武
蔵
野
〉
を
構
成
す
る
風
景
や
音
な
ど
は
良
く
も
悪
く
も
捉

え
ら
れ
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
そ
れ
が
相
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

様
々
な
矛
盾
を
矛
盾
の
ま
ま
に
肯
定
で
き
る
よ
う
な
「
社
会
と
い
ふ
も
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の
ゝ
縮
図
」
を
最
後
に
用
意
し
て
い
た
「
武
蔵
野
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で

は
、
最
終
的
に
は
そ
こ
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
具
体
的
な
呼
び
名
だ
け
が

は
っ
き
り
し
な
い
叙
述
が
出
現
す
る
。
テ
ク
ス
ト
は
最
後
に
一
連
の
叙
述

を
〈
武
蔵
野
〉
と
し
て
自
発
的
に
捉
え
る
視
点
を
読
み
手
に
要
請
し
、
そ

れ
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
と
「
同
感
の
人
」
と
の
あ
い

だ
に
〈
武
蔵
野
〉
を
出
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。〈
武
蔵
野
〉

と
は
、
感
性
の
共
有
の
上
で
初
め
て
実
体
化
を
果
た
す
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
「
九
」
は
、「
町
は
づ
れ
（
国
木
田
独
歩
）」
と
題
し
て
、『
文
章

世
界
』
一
巻
一
〇
号
（
一
九
〇
六
・
一
二
）
の
「
文
範
」
欄
に
掲
載
さ
れ
、

文
章
の
手
本
と
さ
れ
た
。
そ
の
付
記
に
「
武
蔵
野
を
描
か
ん
と
し
て
、
市

街
と
田
野
と
の
間
な
る
町
外
れ
に
着
目
し
た
る
、
既
に
尋
常
の
才
に
あ
ら

ざ
る
を
知
る
。
而
し
て
こ
れ
を
描
く
に
飽
ま
で
実
写
を
以
て
し
た
る
、
い

よ
〳
〵
趣
味
あ
り
。
料
理
屋
も
面
白
く
、
大
八
車
も
面
白
く
鍛
冶
匠
の
家
、

野
菜
市
も
面
白
く
、
午
砲
の
微
か
に
聞
ゆ
る
も
面
白
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
同
感
の
人
」
を
作
り
出
す
こ
と
に
は
成
功
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　

Ⅴ　
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
の
先
行
テ
ク
ス
ト
「
武
蔵
野
」

　

こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
の
特
徴
か
ら
は
、
そ
の

後
継
テ
ク
ス
ト
と
し
て
安
吾
の
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」（『
言
葉
』
創
刊
号
、

一
九
三
一
・
一
）
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
17
。

　
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
は
「
発
端
」
と
「
蒼
白
な
る
狂
人
の
独
白
」
の

章
か
ら
成
り
、
既
に
「
発
端
」
の
展
開
に
つ
い
て
は
独
歩
の
「
武
蔵
野
」

と
結
び
つ
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
18
。
す
な
わ
ち
、「
今
度
武
蔵
野
に
居
を

卜
さ
う
」
と
し
て
い
た
「
僕
」
は
「
物
覚
え
の
悪
い
」
た
め
に
「
戻
り
道

を
混
が
ら
が
せ
て
し
ま
つ
た
」
が
、「
根
が
無
神
経
」
な
た
め
に
「
滅
茶

苦
茶
に
歩
き
出
し
た
」
と
こ
ろ
、「
見
は
る
か
す
武
蔵
野
が
真
紅
に
焼
け

る
夕
暮
れ
と
い
ふ
時
分
に
途
方
も
な
く
気
に
入
つ
た
一
つ
の
村
落
を
見
つ

け
出
し
た
」
と
い
う
導
入
部
分
は
、「
武
蔵
野
に
歩
く
人
は
道
に
迷
ふ
こ

と
を
苦
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
や
「
同
じ
道
を
引
き
か
へ
し
て
帰
る
は
愚

で
あ
る
」、「
別
な
路
を
当
て
も
な
く
歩
く
が
妙
。
さ
う
す
る
と
思
は
ず
落

日
の
美
観
を
う
る
事
が
あ
る
」
と
い
う
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
の
記
述
と
そ

の
ま
ま
連
関
し
て
い
る
の
だ
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
の
「
発
端
」
の
章
の
「
僕
」
が
、

「
蒼
白
な
る
狂
人
の
独
白
」の
章
で
は「
君
」と
い
う
聴
き
手
に
回
り
、「
余
」

あ
る
い
は
「
俺
」（「
発
端
」
で
の
「
狂
人
」）
の
〈
武
蔵
野
〉
に
つ
い
て

の
語
り
を
聴
く
と
い
う
形
態
も
、
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
の
呼
び
か
け
構
造

と
近
づ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
「
狂
人
」
は
、
自
身
が
酒
を
痛
飲
し
て
し
ま
う
こ
と
の
責
任
を

〈
武
蔵
野
〉
と
い
う
場
所
へ
転
嫁
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る

酒
を
痛
飲
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
「
木
枯
の
武
蔵
野
」
と
は
、「
狂
人
」

の
「
詩
的
情
緒
の
環
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
虚
像
に
過
ぎ
な
い
。
こ
ち
ら

も
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
を
横
に
置
い
て
み
る
と
、
ど
ち
ら
の
テ
ク
ス
ト
も

〈
武
蔵
野
〉
を
あ
る
人
物
の
仮
想
世
界
と
し
て
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
共

通
す
る
。

　

だ
か
ら
「
狂
人
」
は
、「
君
が
見
か
け
程
詩
人
な
ら
、
疑
ふ
べ
き
筋
合

で
は
な
い
の
ぢ
や
よ
」
と
い
う
形
で
同
じ
「
詩
人
」
で
あ
る
聴
き
手
「
君
」



―��58��―

研究所紀要 9号　山路　三校

へ
共
有
を
求
め
る
。
さ
ら
に
は
、「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
に
お
け
る
「
詩
」

と
は
、「
詩
は
ま
た
常
に
天
を
走
れ
ど
も
地
上
の
現
実
と
は
何
等
の
聯
絡

を
持
つ
こ
と
を
え
な
か
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
現
実
」
と
は
切
り
離

さ
れ
た
虚
像
を
語
る
言
葉
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
も
し
も
共
有
さ
れ

な
け
れ
ば
一
瞬
に
し
て
崩
れ
去
っ
て
し
ま
う
空
中
楼
閣
と
し
て〈
武
蔵
野
〉

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。「
蒼
白
な
る
狂
人
の
独
白
」
の
章
に
入
る
直
前
か

つ
「
発
端
」
の
最
後
に
あ
る
「
次
の
や
う
な
笑
ふ
べ
き
物
語
を
語
つ
て
き

か
せ
た
の
で
す
」
と
は
、「
僕
」
が
「
狂
人
」
の
語
る
〈
武
蔵
野
〉
を
楽

し
ん
だ
こ
と
を
示
す
。「
僕
」
が
「
狂
人
」
の
語
る
「
木
枯
の
武
蔵
野
」

を
信
じ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、「
僕
」
は
「
今
度
武

蔵
野
に
居
を
卜
さ
う
と
」
考
え
た
「
武
蔵
野
趣
味
」
を
持
つ
人
物
で
あ
る
。

〈
武
蔵
野
〉
に
つ
い
て
の
話
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
「
現
実
」
の
〈
武
蔵
野
〉

と
一
致
し
て
い
な
か
ろ
う
が
、「
僕
」
の
思
う
の
と
は
異
な
っ
た
〈
武
蔵
野
〉

で
あ
ろ
う
が
、
問
題
な
く
「
笑
ふ
べ
き
物
語
」
と
し
て
楽
し
む
こ
と
が
で

き
る
。〈
武
蔵
野
〉
に
「
趣
味
」
を
覚
え
る
感
性
さ
え
共
有
し
て
い
れ
ば

そ
こ
に
あ
る
種
の
連
帯
感
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
、「
狂
人
」
の
一
人
よ
が

り
な
〈
武
蔵
野
〉
語
り
に
よ
っ
て
明
確
に
表
現
し
得
た
の
で
あ
る
。

　

独
歩
の
「
武
蔵
野
」
に
存
在
し
た
「
同
感
の
人
」
の
作
り
方
や
「
君
」

な
ど
の
二
人
称
を
活
用
し
た
呼
び
か
け
構
造
、〈
武
蔵
野
〉
を
定
義
し
な

が
ら
議
論
の
余
地
も
残
す
と
い
う
鷹
揚
な
イ
メ
ー
ジ
の
提
示
、
こ
れ
ら
総

じ
て
「
話
上
手
」
な
側
面
を
拡
大
し
て
フ
ァ
ル
ス
（
笑
劇
）
化
し
た
テ
ク

ス
ト
と
し
て
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
を
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
は
、
「
武
蔵
野
」
の
「
九
」
で
示
さ
れ
た
「
抱
腹
す
る
や
う
な

物
語
」
の
一
例
に
数
え
上
げ
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
だ
ろ
う
し
、「
抱
腹

す
る
」
と
こ
ろ
に
異
議
が
あ
れ
ば
「
田
舎
の
人
に
も
都
会
の
人
に
も
感
興

を
起
こ
さ
し
む
る
や
う
な
物
語
」
で
も
よ
い
し
、「
哀
れ
の
深
い
物
語
」

で
も
よ
い
し
、「
小
さ
な
物
語
」
に
は
絶
対
当
て
は
ま
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

多
か
れ
少
な
か
れ
〈
武
蔵
野
〉
に
言
及
す
る
テ
ク
ス
ト
は
、「
武
蔵
野
」

に
存
在
す
る
諸
要
素
の
ど
こ
か
に
は
引
っ
か
か
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
で
き

て
い
る
。

　

独
歩
の
「
武
蔵
野
」
の
「
八
」
に
お
い
て
、「
無
論
此
二
流
の
こ
と
は

十
分
に
書
て
見
た
い
」
と
し
つ
つ
も
、
結
局
「
後
廻
は
し
」
に
さ
れ
た
ま

ま
の
「
多
摩
川
」
や
「
隅
田
川
」
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
に
は
未
完
結
性
が

付
与
さ
れ
、
そ
れ
は
〈
武
蔵
野
〉
の
魅
力
が
語
り
尽
く
せ
な
い
こ
と
の
表

現
と
な
る
。
こ
う
し
た
見
や
す
い
要
素
も
含
め
て
、〈
武
蔵
野
〉
は
好
き

に
語
っ
て
よ
く
、
そ
こ
に
議
論
の
余
地
が
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う

と
も
す
れ
ば
い
い
加
減
な
定
義
を
魅
力
あ
る
も
の
と
し
て
提
示
し
た
叙
述

こ
そ
が
「
話
上
手
」
の
実
態
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
柳
田
の
批

判
が
決
し
て
及
ば
な
い
、「
武
蔵
野
」
が
人
々
を
惹
き
つ
け
る
紛
れ
も
な

い
魅
力
で
あ
っ
た
。

　

今
回
は
、
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
の
影
響
を
わ
ざ
わ
ざ
安
吾
の
テ
ク
ス
ト

と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
聖
典
化
を
促
進
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
の
語
り
口
の
魅
力
を
具
体
的
に
分
析
し
、

そ
の
魅
力
を
自
覚
し
、そ
の
影
響
圏
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
が
、「
武
蔵
野
」

の
影
響
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
は
不
可
欠
だ
ろ
う
。
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1　

一
九
〇
一
年
三
月
に
民
友
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
武
蔵
野
』
に
表
題
作
と

し
て
収
録
さ
れ
た
際
に
「
武
蔵
野
」
と
改
題
さ
れ
た
。
本
稿
で
の
引
用
は
、『
定

本
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
二
巻
（
増
訂
版
、
一
九
七
八
、
学
習
研
究
社
）
に

拠
り
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

2　

一
九
〇
一
年
五
月
の『
帝
国
文
学
』に
掲
載
さ
れ
た『
武
蔵
野
』評
で
は
、「
筆

者
の
尤
も
力
を
尽
せ
る
は
劈
頭
の
武
蔵
野
ら
し
く
、
実
際
、
又
こ
れ
が
一
番

読
み
ご
た
え
の
あ
る
作
な
り
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
武
蔵
野
』
の
装
幀
を
手
掛

け
た
岡
落
葉
は
「
独
歩
と
『
武
蔵
野
』」（『
書
物
展
望
』
一
一
巻
一
二
号
、
一

九
四
一
・
一
二
）
で
、『
武
蔵
野
』
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
「
独
歩
は
一
般
に
は

少
し
も
知
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。

3　

独
歩
と
柳
田
の
〈
武
蔵
野
〉
観
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
柳
田
國
男

と
〈
武
蔵
野
〉」（
土
屋
忍
編
『
武
蔵
野
文
化
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
二
〇
一
七
、

世
界
思
想
社
）。

4　

西
川
貴
子
「「
風
景
」
を
見
出
す
〈
眼
差
し
〉」（
飯
田
祐
子
・
日
高
佳
紀
・

日
比
嘉
高
編
『
文
字
で
考
え
る
〈
日
本
〉
と
は
何
か
』
二
〇
〇
七
、
双
文
社
）、

二
九
ペ
ー
ジ
。

5　

前
田
重
「
峰
夏
樹
―
―
『
暴
風
』
の
モ
デ
ル
今
井
忠
治
」（『
国
語
と
国
文
学
』

一
九
四
八
・
五
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
朋
友
」
は
独
歩
の
友
人
で
あ
り
地
方

の
半
官
で
あ
っ
た
今
井
忠
治
で
あ
る
。
日
本
近
代
文
学
大
系
一
〇
巻
『
国
木

田
独
歩
集
』（
一
九
七
〇
、
角
川
書
店
）に
注
釈
を
付
け
た
山
田
博
光
は
、
佐
々

城
信
子
と
し
て
い
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
二
八
巻
『
国
木
田
独

歩　

宮
崎
湖
処
子
』（
二
〇
〇
六
、
岩
波
書
店
）
の
「
注
釈
」
で
、
藤
井
淑
禎

は
今
井
が
一
八
九
七
年
に
今
井
は
徳
島
に
赴
任
し
た
も
の
の
同
年
一
〇
月
に

は
京
都
に
転
勤
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
こ
こ
で
は
武
蔵
野
を
共
に
散
策
し
た

信
子
と
判
事
と
し
て
地
方
に
赴
任
し
た
今
井
と
を
、
一
人
の
人
物
と
し
て
合

成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
武
蔵
野
散
策
の
印
象
は
書

き
と
め
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
信
子
の
影
を
極
力
排
除
し
よ
う
と
し
た
と
い
う

わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

6　

中
島
礼
子
「「
武
蔵
野
」
―
―
そ
の
構
想
と
言
文
一
致
体
の
成
立
」（『
国
木

田
独
歩
―
―
初
期
作
品
の
世
界
』
一
九
八
八
、
明
治
書
院
）、
二
八
二
ペ
ー
ジ
。

7　

樋
口
忠
彦
『
郊
外
の
風
景
―
―
江
戸
か
ら
東
京
へ
』（
二
〇
〇
〇
、
教
育
出

版
）、
七
三
ペ
ー
ジ
。

8　
「
武
蔵
野
」
の
「
五
」
が
、「
武
蔵
野
の
路
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
『
文
章

世
界
』（
一
九
〇
七
・
四
）
の
「
文
範
」
欄
に
添
え
ら
れ
た
付
記
を
参
照
。
付

記
の
書
き
手
は
編
集
責
任
者
で
あ
る
田
山
花
袋
と
思
わ
れ
る
。
手
紙
の
書
き

手
が
柳
田
で
あ
り
、
下
総
の
布
佐
か
ら
送
っ
た
手
紙
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、

芦
谷
が
前
掲
の
注
釈
で
指
摘
し
て
い
る
。

9　

芦
谷
信
和
「
今
の
武
蔵
野
」（『
独
歩
文
学
の
基
調
』
一
九
八
八
、
桜
楓
社
）、

二
〇
二
ペ
ー
ジ
。

10　

土
屋
忍
「
文
学
散
歩
論
―
―
文
学
研
究
者
に
よ
る
観
光
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の

た
め
に
」（『
昭
和
文
学
研
究
』
第
七
五
集
、
二
〇
一
七
・
九
）。

11　

石
田
仁
志
「
国
木
田
独
歩
「
武
蔵
野
」
論
―
―
都
市
と
表
現
」（『
論
樹
』

第
七
号
、
一
九
九
三
・
九
）。

12　

内
田
順
文
「
風
景
と
し
て
の
武
蔵
野
―
―
国
木
田
独
歩
『
武
蔵
野
』」（『
国

士
舘
大
学
地
理
学
報
告
』
第
一
六
号
、
二
〇
〇
八
・
三
）。

13　

木
戸
雄
一
「「
青
年
」
の
連
帯
の
失
効
―
―
国
木
田
独
歩
「
お
と
づ
れ
」
と

「
青
年
」
の
手
紙
」（『
大
妻
国
文
』
第
四
八
号
、
二
〇
一
七
・
三
）。

14　

中
島
前
掲
書
、
二
八
二
～
二
八
三
ペ
ー
ジ
。

15　

土
屋
忍
「
今　

身
近
な
自
然
と
私
た
ち
―
―
国
木
田
独
歩
の
『
武
蔵
野
』

か
ら
読
み
と
く
」（
武
蔵
野
の
森
を
育
て
る
会
・
武
蔵
野
市
教
育
委
員
会
編
『
今

　

身
近
な
自
然
と
私
た
ち
―
―
国
木
田
独
歩
の
『
武
蔵
野
』
か
ら
読
み
と
く
』

二
〇
一
三
、
平
成
二
四
年
度
武
蔵
野
市
生
涯
学
習
事
業
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
委
託

「
武
蔵
野
市
ら
し
さ
を
活
か
し
た
生
涯
学
習
事
業
」
報
告
書
）。

16　

前
田
愛
「
国
木
田
独
歩
「
武
蔵
野
」
―
―
玉
川
上
水
」（『
幻
景
の
街
―
―

文
学
の
都
市
を
歩
く
』
一
九
八
六
、
小
学
館
）、
引
用
は
岩
波
現
代
文
庫
版（
二

〇
〇
六
）、
七
一
ペ
ー
ジ
。

17　

引
用
は
、『
坂
口
安
吾
全
集
』
第
一
巻
（
一
九
九
九
、
筑
摩
書
房
）
に
拠
る
。

18　

以
下
の
論
述
は
、
拙
論
を
踏
ま
え
て
い
る
。「
坂
口
安
吾
の
〈
武
蔵
野
〉
―
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―
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
を
読
む
」（
前
掲
『
武
蔵
野
文
化
を
学
ぶ
人
の
た
め

に
』）
お
よ
び
「
坂
口
安
吾
と
〈
武
蔵
野
〉
―
―
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」「
竹

藪
の
家
」
か
ら
「
盗
ま
れ
た
手
紙
の
話
」「
風
と
光
と
二
十
の
私
と
」
ま
で
」

（『
坂
口
安
吾
研
究
』
第
四
号
、
二
〇
一
八
・
一
二
）。

＊
本
稿
は
、
武
蔵
野
大
学
二
〇
二
〇
年
度
学
院
特
別
研
究
費
「
武
蔵
野
と
近
現

代
日
本
―
―
国
木
田
独
歩
は
な
ぜ
影
響
力
を
持
ち
得
た
の
か
」
の
成
果
の
一

部
で
あ
る
。


