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（
三
五
）

瀧
口
修
造
と
神
秘
主
義
的
世
界
観

―
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
受
容
を
焦
点
に
し
て

秋

元

裕

子

は
じ
め
に

詩
人
・
美
術
批
評
家
瀧
口
修
造
（
一
九
〇
三
～
七
九
）
は
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
紹
介
者
・
実
践
者
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い
る
が
、

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
受
容
前
に
ど
の
よ
う
な
文
学
・
芸
術
的
傾
向
を
示
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

瀧
口
に
よ
る
⽛
自
筆
年
譜
⽜（⽝
本
の
手
帖
⽞、
昭
森
社
、
一
九
六
九
年
八
月
）
で
は
、
瀧
口
が
最
初
に
慶
應
義
塾
大
学
に
入
学
し
た
（
⚑
）一
九
二

三
年
、⽛
教
室
よ
り
も
図
書
館
に
こ
も
り
、
ブ
レ
イ
ク
な
ど
を
原
書
で
は
じ
め
て
読
み
耽
る
（
⚒
）⽜
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
そ
れ
以
前
に
彼

が
愛
読
し
て
い
た
も
の
を
通
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
（
一
七
五
七
～
一
八
二
七
）
を
受
容
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

瀧
口
は
旧
制
富
山
中
学
時
代
に
蒲
原
有
明
（
一
八
七
六
～
一
九
五
二
）
な
ど
を
通
じ
て
象
徴
詩
の
世
界
に
憧
れ
て
い
た
。
有
明
に
は
⽛
あ
あ

日
ぐ
る
ま
や
⽜（
蒲
原
有
明
⽝
独
絃
哀
歌
⽞
白
鳩
社
、
一
九
〇
三
年
）、⽛
蝿
⽜（
蒲
原
有
明
⽝
有
明
集
⽞
易
風
社
、
一
九
〇
八
年
）
な
ど
の
、

ブ
レ
イ
ク
の
詩
の
翻
訳
が
あ
る
。
ま
た
、
同
時
期
に
は
雑
誌
⽝
白
樺
⽞（
一
九
一
〇
年
四
月
号
～
一
九
二
三
年
八
月
、
全
一
六
〇
冊
）
を
愛
読

し
、
瀧
口
は
近
代
西
洋
美
術
の
一
端
を
知
っ
た
の
だ
が
、⽝
白
樺
⽞
で
は
一
九
一
四
年
四
月
号
、
一
九
一
五
年
三
月
号
、
一
九
二
二
年
一
一
月

号
等
を
筆
頭
に
し
て
、
さ
か
ん
に
ブ
レ
イ
ク
の
絵
画
・
詩
を
紹
介
し
て
い
た
の
だ
っ
た
（
⚓
）。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
度
目
の
慶
応
義
塾
大
学
入
学
後
に
出
会
っ
た
西
脇
順
三
郎
（
一
八
九
四
～
一
九
八
二
）
に
よ
っ
て
瀧
口
に
シ
ュ
ー

ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
も
た
ら
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
瀧
口
が
ブ
レ
イ
ク
を
耽
読
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

瀧
口
は⽛
現
代
詩
の
流
れ
の
中
で
思
想
し
た
一
人
の
青
年
の
プ
ロ
セ
ス
⽜を
綴
っ
て
詩
人
と
し
て
の
自
身
を
回
想
し
た
、⽛
あ
る
時
代
⽜（⽝
蝋

人
形
⽞、
一
九
三
九
年
一
〇
月
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
熱
中
し
て
い
た
学
生
時
代
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。西

欧
の
神
秘
詩
人
（
ブ
レ
イ
ク
の
こ
と
―
引
用
者
に
よ
る
）
に
惹
か
れ
て
ゐ
た
僕
は
、
西
脇
教
授
の
お
宅
で
、
ト
リ
ス
タ
ン
・
ツ
ァ

ラ
や
ピ
カ
ビ
ア
を
知
り
、
ブ
ル
ト
ン
や
エ
リ
ュ
ア
ル
を
知
っ
た
。
ひ
と
夏
を
北
海
道
の
蘭
島
海
岸
で
、
む
つ
か
し
い
ブ
ル
ト
ン
の
⽛
宣

言
書
⽜
や
⽛
磁
場
⽜
を
相
手
に
、
未
熟
な
語
学
力
で
た
ゝ
か
つ
た
。
白
骨
の
や
う
な
樹
の
根
が
打
ち
揚
げ
ら
れ
た
砂
浜
で
、
僕
は
ち
や

う
ど
現
実
の
漂
流
物
の
間
に
立
ち
す
く
ん
だ
気
が
し
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
一
つ
の
別
な
車
輪
が
勢
ひ
よ
く
廻
り
初
め
る
の
を
意
識
し

た
。
（
⚔
）

⽛
西
欧
の
神
秘
詩
人
⽜す
な
わ
ち
ブ
レ
イ
ク
と
、シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
は
、瀧
口
に
と
っ
て
芸
術
上
の
両
輪
で
あ
っ
た
の
だ
。
対
に
な
っ

て
回
る
二
つ
の
車
輪
、
片
方
が
欠
け
て
は
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
傾
く
か
、
あ
る
い
は
前
進
で
き
な
い
と
で
も
い
う
べ
き
必
要
不
可
欠
の
要
素
、

そ
れ
が
ブ
レ
イ
ク
と
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

瀧
口
に
お
け
る
ブ
レ
イ
ク
受
容
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
研
究
者
で
あ
る
窪
田
般
彌
（
一
九
二
三
～
二
〇
〇
三
）
が
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
瀧
口
が
―
引
用
者
に
よ
る
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
な
か
に
見
た
も
の
は
（
略
・
引
用
者
）
象
徴
主
義
の
典
型
で
は
な
く
、
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自
由
奔
放
な
想
像
力
が
苛
烈
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
ま
き
ち
ら
し
、
無
意
識
の
深
淵
へ
と
下
っ
て
い
く
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
精
神
で

あ
っ
た
。
（
⚕
）

こ
こ
で
窪
田
は
、⽛
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
⽜（
幻
視
・
幻
影
）
を
伴
っ
て
い
わ
ゆ
る
⽛
無
意
識
の
深
淵
⽜
へ
と
導
か
れ
る
と
い
う
、
瀧
口
に
お
け
る

想
像
力

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

の
あ
り
方
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。
瀧
口
は
⽛
無
意
識
の
深
淵
⽜
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
よ
う
な
⽛
苛
烈
な
⽜
影
像
を
生
み
出
す
⽛
自

由
奔
放
な
想
像
力
⽜
を
、
受
容
時
期
の
時
間
的
差
は
あ
れ
、
ブ
レ
イ
ク
と
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
双
方
に
見
出
し
た
の
だ
。

さ
て
、
ブ
レ
イ
ク
は
英
国
ロ
マ
ン
主
義
を
代
表
す
る
詩
人
・
画
家
の
一
人
と
目
さ
れ
る
が
、
英
国
ロ
マ
ン
主
義
に
つ
い
て
瀧
口
が
取
り
上

げ
批
評
し
て
い
る
エ
ッ
セ
イ
（
瀧
口
修
造
⽛
浪
漫
主
義
と
超
現
実
主
義
⽜⽝
純
粋
詩
⽞
第
一
号
、
一
九
三
七
年
四
月
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

近
代
以
来
の
日
本
に
お
い
て
〈
詩
の
想
像
的
要
素
〉
が
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
⽛
大
き
な
欠
陥
の
一
つ
⽜
と
み
な
す
一
方
で
、
浪

漫
主
義
か
ら
⽛
多
く
の
遺
産
を
継
承
⽜
し
た
超
現
実
主
義
こ
そ
が
、
想
像
の
機
能
を
⽛
有
効
に
果
た
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
⽜
と
い
う
主
張
が
さ

れ
て
い
る
。
以
下
は
そ
れ
に
連
な
る
部
分
で
あ
る
。

私
は
、（
略
・
引
用
者
）
英
国
浪
漫
派
の
コ
オ
ル
リ
ツ
ヂ
の
想
像
説
が
、
ベ
エ
コ
ン
以
来
の
、
英
国
の
真
の
詩
的
伝
統
を
発
展
せ
し
め

た
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
超
現
実
主
義
は
そ
の
唯
物
論
的
な
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。
詩
的
想
像
の
機
能
は
、

常
に
そ
の
時
代
の
人
間
的
な
慾
望
の
、
も
つ
と
も
深
く
に
秘
め
ら
れ
た
思
惟
の
鍵
と
な
る
。
そ
し
て
吾
々
は
、
忘
れ
ら
れ
た
浪
漫
派
の

文
献
の
中
に
、
多
く
の
未
解
決
な
問
題
を
拾
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
（
⚖
）

瀧
口
は
英
国
ロ
マ
ン
主
義
の
残
し
た
あ
る
要
素
が
、⽛
超
現
実
主
義
⽜
に
流
れ
込
ん
だ
こ
と
を
認
め
、
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
〈
詩
的
想

像
の
機
能
〉
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
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そ
の
こ
と
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
テ
イ
ラ
ー
・
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
（
一
七
七
二
～
一
八
三
四
年
）
の
⽛
想
像
説
⽜
に
お
け

る
世
界
の
把
握
の
仕
方
の
分
析
、
お
よ
び
、
瀧
口
が
ブ
レ
イ
ク
を
ど
の
よ
う
に
読
み
取
り
、
ブ
レ
イ
ク
に
見
ら
れ
る
影
像
の
特
徴
に
つ
い
て

何
を
見
出
し
て
、
瀧
口
の
芸
術
観
・
詩
に
ど
の
よ
う
に
生
か
し
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。

コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
〈
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
〉
概
念
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
⽛
瀧
口
修
造
の
〈
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
〉―
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
お
よ

び
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
を
補
助
線
と
し
て
⽜（⽝
北
海
学
園
大
学
人
文
論
集
⽞
第
六
十
八
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
。
そ
こ

で
は
、〈
詩
的
想
像
力
〉
の
点
に
つ
い
て
、
瀧
口
が
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
受
容
を
通
し
て
恩
恵
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
検
証
し
た
。
す
な
わ
ち
、

影
像

イ
メ
ー
ジ

と
⽛
事
物
の
精
髄
⽜
と
の
強
い
関
係
性
に
よ
っ
て
、
世
界
の
新
し
い
認
識
が
繰
り
返
し
創
造
・
再
創
造
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
神
秘

主
義
的
影
像
観
に
お
い
て
、
瀧
口
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
と
が
響
き
合
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、〈
詩
的
想
像
力
〉
に
よ
っ
て

精
神
の
深
み
の
混
沌
か
ら
見
出
さ
れ
た
影
像
が
、
世
界
認
識
の
更
新
と
強
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

本
稿
で
は
、
ブ
レ
イ
ク
作
品
が
瀧
口
に
与
え
た
芸
術
的
恩
恵
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
英
国
ロ
マ
ン
主
義
（
主
と
し
て
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
と

ブ
レ
イ
ク
）
が
、
瀧
口
に
お
い
て
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
受
容
の
下
地
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。

⚑

瀧
口
の
ブ
レ
イ
ク
受
容

瀧
口
は
ブ
レ
イ
ク
に
お
い
て
何
を
読
み
取
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
の
二
つ
の
引
用
か
ら
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
初
め
の
引
用

は
、
い
わ
ゆ
る
詩
画
集
に
つ
い
て
、
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
例
を
挙
げ
て
論
じ
た
、⽛
詩
と
絵
画
に
つ
い
て
⽜（⽝
新
造
型
⽞、
一
九
三
六
年
九

月
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
そ
こ
で
瀧
口
は
、
詩
を
絵
に
よ
っ
て
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
き
た
⽛
近
代
⽜
の
芸
術
を
評
価

せ
ず
、
詩
と
絵
と
が
、
想
像
力
の
働
き
に
よ
っ
て
対
話
し
響
き
合
い
、⽛
有
機
的
関
係
⽜
を
結
ぶ
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
ブ
レ
イ
ク
に

お
い
て
見
出
し
、
そ
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
。
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こ
こ
で
興
味
あ
る
例
証
を
想
起
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
詩
人
か
つ
画
家
で
あ
っ
た
ブ
レ
イ
ク
が
彼
の
詩
集
に
み
ず
か
ら
挿
絵
を
描
い
て

い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
特
殊
な
想
像
力
の
革
命
家
で
あ
っ
た
彼
の
詩
集
は
、
当
時
の
リ
ア
リ
ズ
ム
画
家
の
挿
絵
か
ら
免
れ
る
幸
運

を
持
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
⽛
無
心
の
歌
⽜⽛
経
験
の
歌
⽜
等
の
挿
絵
は
、
彼
が
夢
の
中
で
従
弟
か
ら
暗
示
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
illum
nined

マ

マ

（
illum
inated
―
引
用
者
に
よ
る
）
の
方
法
で
描
か
れ
た
独
創
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
か
ら
、
詩

の
い
わ
ゆ
る
挿
絵
と
い
う
こ
と
は
、
詩
と
絵
画
の
同
時
代
的
な
関
係
の
考
察
に
つ
い
て
深
い
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。（
略
・
引

用
者
に
よ
る
）
ピ
カ
ソ
以
後
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
挿
絵
は
、
彼
等
の
絵
画
が
、
全
く
詩
の

領
域
と
同
等
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。⽛
画
家
は
、
詩
人
が
タ
ブ
ロ
ー
の
前
に
立
つ
と
同
じ
よ
う
に
、
詩
の

前
に
立
つ
。
彼
等
は
言
葉
と
同
じ
よ
う
に
影
像
を
つ
く
る
⽜
の
で
あ
る
。
（
⚗
）

瀧
口
は
こ
こ
で
⽛
特
殊
な
想
像
力
の
革
命
家
⽜
と
し
て
ブ
レ
イ
ク
を
評
価
し
て
お
り
、
そ
の
現
れ
方
の
一
例
と
し
て
⽛
illum
inated⽜
と
い

う
ブ
レ
イ
ク
独
自
の
彩
色
版
画
の
技
法
を
挙
げ
、⽛
詩
の
領
域
⽜
と
⽛
絵
画
⽜
と
が
、
想
像
力
を
通
し
て
対
等
に
対
峙
し
合
う
、
そ
の
意
味
に

お
い
て
の
い
わ
ば
詩
画
一
致
、
つ
ま
り
詩
と
絵
画
と
の
⽛
有
機
的
関
係
⽜
に
つ
い
て
主
張
し
て
い
る
。
想
像
力
を
通
し
た
詩
（
言
葉
）
と
絵

画
イ
メ
ー
ジ
と
の
対
話
・
交
流
の
場
と
し
て
の
、
詩
画
集
の
ひ
と
つ
の
典
型
を
、
ブ
レ
イ
ク
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
詩
と
、
視
覚
的
に
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
絵
画
イ
メ
ー
ジ
と
の
、
互
い
に
響
き
合
う
関
係
性
を
ブ
レ
イ
ク
に
認
め
た
一
方
で
、

瀧
口
は
詩
（
言
葉
）
に
喚
起
さ
れ
た
心
に
見
る
影
像
、
す
な
わ
ち
詩
的
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
ブ
レ
イ
ク
の
詩
に
お
い
て
見
出
し
て
い
る
。

そ
れ
が
次
の
瀧
口
修
造
著
⽛
六
月
の
日
記
か
ら
⽜（⽝
山
繭
⽞、
一
九
二
六
年
七
月
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
〇
〇
年
一
〇
月
二
日

の
日
付
で
ブ
レ
イ
ク
か
ら
ト
マ
ス
・
バ
ッ
ツ
に
宛
て
た
書
簡
に
書
か
れ
て
い
た
詩
を
、
瀧
口
自
身
が
翻
訳
し
た
も
の
の
最
後
に
、
瀧
口
が
添

え
た
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
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こ
の
一
詩
は
フ
エ
ル
フ
ア
ム
か
ら
彼
の
友
ト
マ
ス
・
バ
ツ
ツ
に
与
へ
た
手
紙
に
添
へ
た
も
の
で
あ
る
。
整
然
と
韻
を
踏
むマ

マ

だ
詩
で
あ
る

が
、
自
分
の
気
ま
ゝ
に
散
文
訳
を
し
た
。
美
し
い
光
体
に
触
れ
る
心
地
が
す
る
。
古
い
か
の
詩
体
が
生
き
も
の
の
や
う
に
動
め
い
て
ゐ

る
こ
と
が
不
思
議
で
な
ら
ぬ
。
（
⚘
）

こ
の
よ
う
に
、
瀧
口
は
詩
の
中
に
描
か
れ
た
⽛
美
し
い
光
体
⽜
と
、⽛
生
き
も
の
の
や
う
に
動
め
い
て
ゐ
る
⽜
詩
的
影
像
を
、
ブ
レ
イ
ク
の

詩
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
詩
と
絵
画
イ
メ
ー
ジ
の
対
話
・
交
流
（
⚙
）は
取
り
上
げ
ず
、
主
と
し
て
詩
的
影
像
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
先
に
瀧
口
が
翻
訳

し
た
ト
マ
ス
・
バ
ッ
ツ
宛
て
の
ブ
レ
イ
ク
の
詩
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
詩
的
影
像
が
描
か
れ
て
い
る
か
を
捉
え
、
瀧
口
が
見
出
し
た
⽛
美

し
い
光
体
⽜
と
⽛
生
き
も
の
の
や
う
に
動
め
い
て
ゐ
る
⽜
詩
的
影
像
の
体
験
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
後
に
瀧
口
の
作
品
に
お
け
る
呼
応
を

読
み
取
り
た
い
。
い
ず
れ
も
、
瀧
口
が
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
受
容
す
る
以
前
の
翻
訳
・
作
品
で
あ
り
、
彼
の
芸
術
的
出
発
点
に
よ
り
近

い
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
瀧
口
が
ブ
レ
イ
ク
の
詩
に
見
出
し
た
⽛
美
し
い
光
体
⽜・⽛
生
き
も
の
の
や
う
に
動
め
い
て
ゐ
る
⽜
詩
的
影
像
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
ろ
う
か
。
バ
ッ
ツ
に
宛
て
ら
れ
た
ブ
レ
イ
ク
の
詩
か
ら
読
み
取
り
た
い
。
以
下
に
そ
の
瀧
口
翻
訳
の
詩
を
抜
粋
す
る
。

バ
ツ
ツ
に
（
ブ
レ
ー
ク
）

黄
い
ろ
の
砂
浜
に
坐
し
つ
ゝ
、
私
が
視
た
初
め
て
の
幻
像
を
、
友
の
バ
ツ
ツ
に
書
き
送
ら
う
。

御
空

み
そ
ら

の
い
と
高
き
流
れ
か
ら
、
日
輪ひ

は
輝
か
し
き
光
を
投
げ
て
ゐ
た
。

海
を
越
え
陸く

が

を
超
え
、
あ
ら
ゆ
る
配
心
を
脱
し
て
、
空
中
の
と
こ
ろ
へ
と
、
欲
情
を
脱
し
て
、
光
明
の
と
こ
ろ
へ
と
、
私
の
眼ま

な
こ

は
拡
が

つ
て
い
つ
た
。
朝
明
け
の
光
は
、
天
の
嶽や

ま

を
飾
る
。
光
の
珠
は
冴
や
け
く
、
く
き
や
か
に
、
千
々
の
形
貌

か
た
ち

と
な
つ
て
輝
き
映
え
た
。
愕
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き
懼
れ
て
私
は
そ
れ
ら
を
熟
視

み
つ
め

た
。

そ
の
微
小
な
も
の
は
み
な
、
人
間
の
形
態

か
た
ち

し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

（
略
・
引
用
者
）

岸
辺
が
な
い
海
の
や
う
に
、
私
の
眼
は
い
よ
い
よ
拡
が
り
ゆ
き
、
天
を
も
見
晴
ら
し
て
、
千
万

ち
よ
ろ
づ

の
光
の
珠
、
千
万
の
天
人
達
は
、
つ
ひ

に
喜
悦
せ
る
単
人

ひ
と
り

の
人
間
と
現
じ
、
そ
が
発
す
る
黄
金

き

ん

の
光
の
中
で
、
私
の
手
肢
を
包
み
初
め
た
。

私
の
身
の
汚
穢
土
壌
は
こ
と
ご
と
く
、
鉄
糞

か
な
く
そ

の
や
う
に
は
ら
ひ
つ
く
さ
れ
た
。
私
は
し
づ
か
に
愉
悦
に
ひ
た
り
つ
ゝ
日
光
ま
ぶ
し
き
彼

の
ふ
と
こ
ろ
に
居
た
。
彼
が
微
笑
み
も
の
言
へ
る
、
そ
の
や
さ
し
き
声
を
聴
く
と

⽛
わ
が
欄か

こ
い

は
こ
れ
よ
。
お
ゝ
汝
、
黄
金
の
角
し
た
牡
羊
よ
、
汝
は
海
の
ほ
と
り
で
眠
り
か
ら
め
ざ
め
た
。
そ
こ
し
め
ぐ
れ
る
山
々
に
、

獅
子
狼
の
吼
え
声
鳴
り
ひ
ゞ
き
、
又
波
騒
ぐ
わ
た
つ
み
、
そ
こ
ひ
な
き
入
江
、
わ
が
欄か

こ
い

の
番
人
は
こ
れ
ら
ぞ
。
お
ゝ
汝
、
黄
金
の
角
し

た
牡
羊
よ
。⽜

か
く
て
、
そ
の
声
、
し
づ
か
に
消
え
は
て
た
。―

私
は
ひ
と
り
の
子
供
で
ゐ
た
。
か
つ
て
知
つ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
私
の
前
に
か
ゞ
や
い
て
ゐ
た
。

私
は
あ
な
た
と
、
あ
な
た
の
奥
さ
ん
と
を
、
生
命

い
の
ち

の
泉
の
そ
ば
で
見
た
。

か
ゝ
る
幻
像
が
、
海
原
で
、
私
に
現
は
れ
た
の
だ
。―（
10
）

こ
の
引
用
で
、
ブ
レ
イ
ク
の
い
わ
ゆ
る
幻
視
体
験
が
描
か
れ
て
い
る
。
海
辺
に
座
っ
て
い
る
ブ
レ
イ
ク
は
高
い
空
に
輝
い
て
い
る
太
陽
を

見
る
。
陽
光
は
中
心
か
ら
拡
散
し
て
、
日
輪
を
描
い
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
眼
も
、
視
野
の
中
心
に
あ
る
太
陽
か
ら
焦
点
を
ほ
ど
き
、
視
覚

を
拡
散
さ
せ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
ブ
レ
イ
ク
は
日
常
的
な
心
労
や
欲
望
か
ら
抜
け
出
し
て
い
く
。
ブ
レ
イ
ク
の
視
覚
は
、

海
を
越
え
山
を
越
え
、天
上
の
光
明
に
行
き
着
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
も
、視
覚
そ
の
も
の
と
な
っ
た
ブ
レ
イ
ク
が
、天
空
に
上
っ
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て
い
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
朝
明
け
の
光
が
天
の
山
々
を
飾
る
よ
う
に
輝
い
て
い
る
。
山
々
に
反
射
し
て
拡
散
し
た
光
は
、
千
々
の
光
の

珠
と
な
り
、
そ
し
て
千
々
の
光
の
珠
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
⽛
形
貌

か
た
ち

⽜
を
し
た
も
の
と
な
っ
て
輝
い
た
。
ブ
レ
イ
ク
は
驚
い
て
そ
れ
ら
を
凝
視
す

る
。
す
る
と
そ
れ
ら
の
輝
く
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
人
間
の
⽛
形
態

か
た
ち

⽜
を
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
ブ
レ
イ
ク
の
視
覚
は
ま
す
ま
す
拡
張
し
て
い
き
、
天
を
も
眼
下
に
見
下
ろ
す
高
み
に
達
す
る
。
す
る
と
先
ほ
ど
の
千
々
の
光
の
珠

で
あ
る
天
人
た
ち
は
統
合
さ
れ
て
一
人
の
存
在
と
な
り
、
満
足
そ
う
に
微
笑
み
な
が
ら
、⽛
黄
金

き

ん

の
光
⽜
の
な
か
で
ブ
レ
イ
ク
の
体
を
包
み
込

ん
だ
の
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
身
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た
穢
れ
が
払
い
尽
く
さ
れ
、
大
い
な
る
存
在
で
あ
る
光
に
包
ま
れ
て
神
の
声
を
聞

き
、
愉
悦
の
境
地
に
至
っ
た
の
だ
。

こ
こ
で
は
、
瀧
口
の
言
う
⽛
美
し
い
光
体
⽜
と
⽛
生
き
も
の
の
や
う
に
動
め
い
て
ゐ
る
⽜
詩
的
影
像
を
通
し
た
、
あ
る
意
味
で
超
越
的
な

存
在
と
し
て
の
光
に
包
ま
れ
る
満
足
感
・
悦
び
と
、
ス
ピ
ー
ド
感
に
溢
れ
た
、
生
き
生
き
と
し
た
躍
動
感
の
み
な
ぎ
る
影
像
が
描
か
れ
て
い

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
瀧
口
は
ブ
レ
イ
ク
に
お
い
て
、
自
律
的
な
影
像
に
導
か
れ
た
、
超
越
的
な
も
の
と
の
一
体
化
に
よ
る
幸
福
感
を
読
み

取
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、⽛
光
の
珠
は
冴
や
け
く
、
く
き
や
か
に
、
千
々
の
形
貌

か
た
ち

と
な
つ
て
輝
き
映
え
た
。
愕
き
懼
れ
て
私
は
そ

れ
ら
を
熟
視

み
つ
め

た
。
そ
の
微
小
な
も
の
は
み
な
、
人
間
の
形
態

か
た
ち

し
た
も
の
で
あ
つ
た
⽜
と
い
う
箇
所
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
、
い
わ
ば
⽛
全
中

一
⽜
の
世
界
の
捉
え
方
と
、⽛
千
万

ち
よ
ろ
づ

の
光
の
珠
、
千
万
の
天
人
達
は
、
つ
ひ
に
喜
悦
せ
る
単
人

ひ
と
り

の
人
間
と
現
じ
、
そ
が
発
す
る
黄
金

き

ん

の
光
の
中

で
、
私
の
手
肢
を
包
み
初
め
た
⽜
の
部
分
に
読
み
取
れ
る
、⽛
一
中
全
⽜
の
も
の
の
見
方
、
す
な
わ
ち
、
神
秘
主
義
的
世
界
認
識
と
強
く
関
わ
っ

て
い
る
。

さ
て
、
瀧
口
は
ブ
レ
イ
ク
に
熱
中
し
て
い
た
頃
、
超
越
的
な
も
の
と
の
一
体
化
に
よ
る
幸
福
感
と
、
幻
像
体
験
を
作
品
に
お
い
て
描
い
て

い
る
。
ま
ず
、
前
者
の
例
と
し
て
⽛
六
月
の
日
記
か
ら
⽜（⽝
山
繭
⽞、
一
九
二
六
年
七
月
）
を
示
す
。⽛
六
月
の
日
記
か
ら
⽜
は
散
文
形
式
の

作
品
で
あ
り
、
瀧
口
が
北
海
道
・
小
樽
で
感
じ
た
こ
と
を
随
想
風
に
綴
っ
た
作
品
で
、
全
体
で
八
つ
の
断
片
か
ら
な
っ
て
い
る
。
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夕
方
、
田
圃
を
歩
く
。

夕
日
が
少
し
遠
退
い
た
時
、
自
分
は
立
停
つ
た
。
空
一
面
が
、
鉱
石
の
や
う
な
正
直
な
光
に
満
ち
た
か
ら
だ
。
い
つ
し
か
自
分
は

Bach
の
抑
揚
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
。
光
つ
た
、
そ
つ
け
な
い
…
…
。
そ
れ
で
ゐ
な
が
ら
人
を
包
む
暖
か
み
あ
る
の
は
不
思
議
だ
。

こ
の
世
に
は
先
在
的
な
メ
ロ
デ
イ
が
あ
る
気
が
し
た
。
ち
や
う
ど
、
道
端
の
草
の
葉
ツ
ぱ
が
、
先
在
的
な
や
さ
し
さ
と
当
り
前
さ
と

を
持
つ
て
ゐ
る
如
く
に
。

Bach
の
音
楽
は
、
彼
の
性
格
的
色
調
を
除
い
て
も
、
ほ
か
に
多
分
に
こ
の
も
の
に
触
れ
て
居
は
し
な
い
か
と
思
つ
た
。

酸
ツ
ぱ
い
も
の
を
な
め
る
と
、
唾
が
で
て
く
る
や
う
に
正
直
な
感
情
で
も
あ
る
。
か
ゝ
る
も
の
が
神
秘
的
な
親
和
力
を
持
つ
て
こ
の

世
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ら
う
。
（
11
）

引
用
部
は
夕
方
に
出
か
け
た
散
歩
中
に
、⽛
自
分
⽜
に
湧
き
上
が
っ
て
き
た
感
慨
を
表
し
て
い
る
。⽛
自
分
⽜＝
彼
（
こ
こ
で
は
論
述
の
都
合

上
、⽛
彼
⽜
と
言
い
表
す
こ
と
に
す
る
）
は
夕
日
に
照
ら
さ
れ
た
田
圃
の
な
か
を
歩
い
て
お
り
、
陽
が
傾
い
て
日
没
が
近
づ
い
た
頃
、
立
ち
止

ま
っ
た
。
日
没
間
近
の
陽
が
、
美
し
い
光
景
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
空
は
一
面
に
⽛
鉱
石
の
や
う
な
正
直
な
光
⽜
に
満
ち
溢
れ
た
。⽛
鉱
石
⽜

は
磨
け
ば
光
る
も
の
だ
か
ら
、
光
を
内
在
し
て
い
る
と
言
え
、
ま
た
土
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
地
中
の
光
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
彼

が
見
た
⽛
正
直
な
光
⽜
は
、
何
万
年
も
変
化
し
な
い
で
地
中
に
存
在
し
続
け
る
鉱
石
の
よ
う
に
、
不
変
の
光
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

い
わ
ゆ
る
光
そ
の
も
の
、
光
自
体
だ
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。⽛
正
直
な
光
⽜
は
、
彼
に
、
瞬
時
に
バ
ッ
ハ
の
⽛
抑
揚
⽜
を
思
い
出
さ
せ

た
。
彼
は
バ
ッ
ハ
の
⽛
抑
揚
⽜
に
も
、⽛
正
直
な
光
⽜
と
同
じ
性
質
が
あ
る
こ
と
を
直
観
的
に
認
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
影
像
と
音
楽

と
の
交
感
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
つ
ま
り
、
影
像
が
聴
覚
に
直
接
結
び
つ
き
、
影
像
と
聴
覚
は
互
い
に
刺
激
し
協
調
し
合
い
な

が
ら
、
重
層
的
な
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
が
感
じ
た
こ
の
⽛
正
直
な
光
⽜
と
バ
ッ
ハ
の
⽛
抑
揚
⽜
と
に
共
通
す
る
性
質
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は
、⽛
そ
つ
け
な
い
⽜
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
人
を
包
む
暖
か
み
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
⽛
正
直
な
光
⽜
は
、
い
わ
ば

シ
ン
プ
ル
か
つ
純
粋
で
、
そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
在
る
よ
う
な
光
で
あ
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
、
優
し
さ
や
慈
し
み
、
あ
る
い
は
懐
か
し
さ
を

感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
彼
は
こ
こ
で
⽛
音
楽
⽜
を
⽛
音
楽
⽜
た
ら
し
め
て
い
る
、⽛
先
在
的
な
メ
ロ
デ
ィ
⽜
に
つ
い
て
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。
バ
ッ
ハ
の
⽛
音

楽
⽜
の
個
人
的
な
特
徴
を
認
め
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
の
個
人
的
特
徴
の
表
わ
れ
と
し
て
の
バ
ッ
ハ
の
⽛
音
楽
⽜
の
背
後
に
あ
っ
て
、⽛
音
楽
⽜

の
音
楽
性
を
保
証
し
て
い
る
よ
う
な
、⽛
音
楽
⽜
の
⽛
先
在
的
⽜
つ
ま
り
先
験
的
な
性
質
を
感
じ
取
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
同
じ
様

に
彼
は
、⽛
道
端
の
草
の
葉
ツ
ぱ
⽜
に
も
、⽛
葉
⽜
を
⽛
葉
⽜
た
ら
し
め
て
い
る
⽛
先
在
的
な
や
さ
し
さ
と
当
り
前
さ
⽜
と
で
も
言
う
べ
き
、

先
験
的
な
性
質
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
彼
は
、⽛
酸
ツ
ぱ
い
も
の
を
な
め
る
と
、
唾
が
で
て
く
る
⽜
よ
う
な
、
間
に
余
計
な
思
考
も
時
間
も
置
か
な
い
反
射
に
も
近
い
⽛
正

直
な
感
情
⽜
に
導
か
れ
て
、
先
験
的
な
性
質
を
認
識
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
に
至
っ
た
。
こ
の
思
い
に
至
る
ま
で
の
体
験
は
、

先
験
的
な
性
質
の
、そ
の
絶
対
性
を
そ
の
ま
ま
人
間
が
自
己
の
内
面
で
直
観
的
に
捉
え
る
と
い
う
、そ
の
意
味
に
お
い
て
神
秘
的
な
体
験
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
体
験
は
、⽛
正
直
な
光
⽜
を
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
直
観
的
に
思
い
出
し
た
、
バ
ッ
ハ
の
音
楽

が
触
媒
的
な
役
割
を
果
た
し
て
、
彼
の
内
面
と
、
あ
る
種
の
親
和
性
を
持
っ
て
い
る
先
験
的
な
性
質
な
り
存
在
な
る
も
の
と
が
、
一
挙
に
結

び
つ
い
た
体
験
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
後
者
の
瀧
口
の
幻
視
体
験
は
、
や
は
り
小
樽
の
思
い
出
を
綴
っ
た
⽛
冬
⽜（⽝
山
繭
⽞、
一
九
二
六
年
一
〇
月
）
と
い
う
作
品
に
お
い

て
描
か
れ
て
い
る
。

無
口
な
其
の
時
の
心
に
意
外
な
幻
想
が
起
つ
た
。
こ
ん
な
さ
ら
さ
ら
し
た
雪
の
中
で
も
さ
も
必
然
ら
し
く
執
拗
に
起
つ
た
。
彼
の
眼

の
前
に
茫
と
燃
え
て
ゐ
る
ラ
ン
プ
の
芯
が
あ
つ
た
。
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（
略
・
引
用
者
）

然
し
そ
れ
は
確
か
に
、
彼
が
子
供
の
頃
、
机
の
上
に
据
え
て
置
く
の
を
常
と
し
た
青
色
硝
子
の
台
ラ
ン
プ
の
炎
だ
つ
た
。（
略
・
引
用

者
）彼

は
家
の
離
散
後
、
田
舎
を
去
つ
て
か
ら
全
く
ラ
ン
プ
の
光
を
見
る
機
会
を
失
つ
て
終
つ
た
。
然
し
時
々
、
大
き
く
燃
え
て
ゐ
る
芯

が
う
つ
つ
て
来
た
。
そ
れ
は
一
つ
の
顔
の
や
う
で
も
あ
つ
た
。
め
ら
め
ら
動
く
時
、
親
し
げ
な
表
情
を
し
た
。
こ
の
幻
像
が
、
彼
の
思

は
な
い
時
に
現
は
れ
た
。
（
12
）

こ
の
引
用
個
所
に
つ
い
て
、
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
⽛
さ
ら
さ
ら
し
た
雪
の
中
⽜
で
瀧
口
の
〈
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
〉
が
喚
起
さ
れ
た
こ

と
を
論
じ
た
上
で
、
影
像
の
強
制
力
と
自
律
性
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
子
供
の
頃
に
⽛
彼
⽜
の
机
に
置
か
れ
、⽛
彼
⽜
の
た
め
だ
け
に
光
を
灯

す
、
忠
実
で
優
し
い
ラ
ン
プ
の
炎
が
導
く
家
族
の
平
和
な
思
い
出
を
読
み
取
っ
た
（
13
）。

さ
ら
に
こ
の
作
品
に
は
、
右
の
引
用
と
は
別
の
幻
視
体
験
も
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
瀧
口
と
影
像
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

独
り
で
食
事
を
済
ま
す
と
、
マ
ン
ト
を
着
て
外
へ
出
た
。
鼻
を
つ
ま
ら
す
寒
い
日
だ
つ
た
。
星
が
、
色
色
な
形
態
を
し
て
光
つ
て
ゐ

た
。
誰
か
ゞ
彼
を
呼
び
か
け
て
ゐ
る
気
が
し
た
。
彼
の
肩
の
方
で
、
あ
る
ひ
は
も
つ
と
も
つ
と
遠
く
の
方
で
…
…
。
（
14
）

寒
い
冬
の
夜
に
⽛
彼
⽜
は
孤
独
に
食
事
を
す
ま
せ
た
後
、
外
へ
出
た
。
空
を
見
る
と
た
く
さ
ん
の
星
が
ま
た
た
い
て
い
る
。⽛
彼
⽜
の
眼
に

は
星
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、い
ろ
い
ろ
な
形
態
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、⽛
彼
⽜に
は
ま
た
た
い
て
い
る
光
が
、様
々

な
影
像
と
し
て
見
え
た
の
だ
。
こ
こ
で
、
星
の
光
を
通
し
て
影
像
を
見
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、⽛
彼
⽜
と
⽛
誰
か
⽜
と
が
結
び
つ
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
⽛
彼
⽜
に
呼
び
か
け
て
く
る
こ
の
⽛
誰
か
⽜
は
、⽛
彼
⽜
と
親
和
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
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⽛
彼
⽜
と
⽛
誰
か
⽜
は
、⽛
星
⽜
の
光
を
通
し
て
見
た
影
像
が
触
媒
的
な
役
割
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
ば
れ
よ
う
と
し
た
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
だ
が
⽛
彼
⽜
は
、
こ
の
⽛
誰
か
⽜
に
出
会
う
こ
と
が
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
⽛
彼
⽜
の
な
か
に
孤
独
感
が
よ
み
が
え
っ
て
き
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
⽛
誰
か
⽜
は
⽛
彼
⽜
の
側
近
く
に
い
る
も
の
で
も
あ
り
、
一
方
で
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
も
の
で
も
あ
る
よ
う
だ
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
⽛
誰
か
⽜
は
⽛
彼
⽜
に
非
常
に
親
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
具
体
的
な
影
像
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
出
会

え
る
こ
と
の
な
い
も
の
だ
と
読
め
る
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
実
在
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
⽛
接
近
不
可
能
を
そ
の
存
在
の
根
拠
と
す
る
（
15
）⽜

よ
う
な
、⽛
か
た
る
存
在
の
根
源
（
16
）⽜
と
で
も
い
う
べ
き
、
人
間
存
在
の
深
部
に
在
る
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
17
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
瀧
口
は
、
影
像
を
媒
介
に
し
て
、
影
像
の
背
後
に
在
る
も
の
、
あ
る
い
は
影
像
を
支
え
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
影
像
を

通
し
て
し
か
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
超
越
的
な
も
の
と
出
会
っ
た
よ
う
な
感
覚
を
抱
い
た
と
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
瀧
口
に
は
、
ブ
レ
イ
ク
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
⽛
神
⽜
や
⽛
神
の
国
⽜
に
対
す
る
憧
れ
は
な
く
、
ま
た
右
記
の
引
用
に
描
か
れ
た

幻
視
の
体
験
に
は
、
ブ
レ
イ
ク
ほ
ど
の
ス
ケ
ー
ル
感
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
あ
る
種
の
超
越
的
な
も
の
と
の
一
体
感
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
幸
福
感
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⚒

瀧
口
と
神
秘
主
義
的
世
界
観
―
世
界
の
弁
証
法
的
把
握

以
上
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
受
容
以
前
の
瀧
口
が
、
ブ
レ
イ
ク
の
詩
に
お
い
て
捉
え
た
⽛
美
し
い
光
体
⽜・⽛
生
き
も
の
の
や
う
に
動
め

い
て
ゐ
る
⽜
詩
的
影
像
と
、
瀧
口
の
作
品
に
お
い
て
描
か
れ
た
影
像
と
の
響
き
合
い
を
見
て
き
た
。

で
は
、
ブ
レ
イ
ク
に
見
ら
れ
た
神
秘
主
義
的
傾
向
は
、
詩
人
・
美
術
批
評
家
と
し
て
生
き
た
瀧
口
の
芸
術
的
生
涯
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

に
芸
術
論
や
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
に
見
て
い
き
た
い
。
瀧
口
は
生
涯
に
亘
る
芸
術
的
活
動

に
お
い
て
、
そ
の
評
論
に
ブ
レ
イ
ク
の
詩
⽛
無
垢
の
予
兆
⽜（⽝
ピ
カ
リ
ン
グ
稿
本
⽞、
一
八
〇
七
頃
）
を
何
度
も
引
用
し
て
い
る
。
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一
粒
の
砂
に
も
世
界
を

一
輪
の
野
の
花
に
も
天
国
を
見
、

君
の
掌
の
う
ち
に
無
限
を

一
時
の
う
ち
に
永
遠
を
握
る
。
（
18
）

こ
の
詩
に
は
、
小
さ
な
も
の
と
大
き
な
も
の
、
一
瞬
と
永
遠
な
ど
、
対
極
に
在
る
も
の
同
士
の
弁
証
法
的
把
握
に
よ
る
、
世
界
の
捉
え
方

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
言
わ
ば
こ
の
、
小
さ
な
も
の
と
大
き
な
も
の
と
の
弁
証
法
は
、
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
（
一
八
八
四
～
一
九
六

二
）
の
い
わ
ゆ
る
⽛
こ
こ
と
そ
こ
の
弁
証
法
⽜
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
は
⽛
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
存
在
を
世
界
の
存
在
と
対
決
さ
せ
る
。
こ

こ
と
そ
こ
の
弁
証
法
を
絶
対
の
域
に
高
め
る
（
19
）⽜、
す
な
わ
ち
、⽛
人
間
の
存
在
⽜
と
⽛
世
界
の
存
在
⽜
の
同
時
的
把
握
に
関
わ
り
、
内
的
世
界

と
外
的
世
界
と
の
一
体
化
に
関
わ
っ
て
い
る
。⽛
眺
め
ら
れ
た
世
界
と
夢
想
に
よ
っ
て
再
創
造
さ
れ
た
世
界
の
弁
証
法
を
絶
対
に
ま
で
お
し

す
す
め
る
（
20
）⽜
と
こ
ろ
ま
で
到
達
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
詩
的
影
像
を
通
し
て
⽛
身
近
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
世
界
の
秘
密
を
あ
ば
き
だ
し

か
ね
な
い
ま
で
に
高
め
ら
れ
て
い
る
（
21
）⽜
さ
ま
を
、
あ
り
あ
り
と
見
出
す
こ
と
で
も
あ
る
（
22
）。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
⽛
こ
こ
と
そ
こ
の
弁
証
法
⽜

に
よ
る
世
界
把
握
の
仕
方
を
、
瀧
口
は
ブ
レ
イ
ク
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

⽛
や
さ
し
い
写
真
の
美
学
⽜（⽝
カ
メ
ラ
毎
日
⽞、
一
九
五
六
年
二
～
四
月
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
瀧
口
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
エ
ス
ト
ン
（
一

八
八
六
～
一
九
五
八
）
の
写
真
⽛
岩
⽜
を
取
り
上
げ
、
ウ
エ
ス
ト
ン
の
言
葉
と
ブ
レ
イ
ク
を
関
連
づ
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

⽛
わ
た
し
（
ウ
エ
ス
ト
ン
の
こ
と
―
引
用
者
に
よ
る
）
は
あ
ら
か
じ
め
作
品
に
象
徴

シ
ン
ボ
ル

を
予
定
し
な
い
。
も
し
象
徴
主
義
と
い
う
も
の

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
部
分
や
断
片
を
宇
宙
の
シ
ン
ボ
ル
だ
と
見
る
こ
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
相
似
性
を
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
自
然
形
態

が
相
互
に
似
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
だ
…
…
生
命
の
部
分
を
全
体
に
関
連
し
て
見
る
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
ʠ
抽
象
ʡ
と
も
い
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う
べ
き
単
純
化
で
記
録
す
る
こ
と
だ
⽜
と
い
う
の
で
す
。
一
粒
の
砂
に
も
、
宇
宙
を
見
る
と
歌
っ
た
詩
人
ブ
レ
ー
ク
の
思
想
が
ウ
エ
ス

ト
ン
の
根
本
思
想
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
（
23
）

こ
こ
で
は
、
宇
宙
と
、
そ
の
相
似
形
で
あ
る
⽛
部
分
や
断
片
⽜
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
示
し
、
全
体
（
宇
宙
）
と
部
分
と
の
弁
証
法
的
捉

え
方
や
、
事
物
の
⽛
エ
ッ
セ
ン
ス
⽜
を
捉
え
る
た
め
の
、⽛
抽
象
⽜・⽛
単
純
化
⽜
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
例
示
す
る
た
め
に
、
ブ
レ
イ
ク
を
引

用
し
て
い
る
。

そ
し
て
瀧
口
は
〈
ち
い
さ
な
、
ち
い
さ
な
展
覧
会
〉（
於
銀
座
・
松
屋
）
と
い
う
、
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
の
展
覧
会
に
寄
せ
た
エ
ッ
セ
イ
（⽛
ち

い
さ
な
ち
い
さ
な
…
⽜、
一
九
六
七
年
五
月
）
で
は
、

⽛
一
粒
の
砂
に
世
界
を
見
⽜、⽛
掌
の
な
か
に
永
遠
を
握
れ
⽜
と
う
た
っ
た
の
は
詩
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ

う
な
思
想
は
東
洋
に
も
西
洋
に
も
古
く
か
ら
あ
っ
た
と
思
う
。
今
日
、
わ
た
し
た
ち
は
マ
ク
ロ
の
世
界
と
ミ
ク
ロ
の
世
界
の
両
極
の
あ

い
だ
に
生
活
し
て
い
る
。
（
24
）

と
、
微
小
な
も
の
と
巨
大
な
も
の
と
の
弁
証
法
的
把
握
に
つ
い
て
、
ブ
レ
イ
ク
を
引
き
合
い
に
し
て
説
明
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
世
界
観

が
洋
の
東
西
を
問
わ
な
い
、
い
わ
ば
普
遍
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
神
秘
主
義
的
世
界
観
は
、
以
下
の
瀧
口
の

詩
句
に
お
い
て
も
読
み
取
れ
る
。

⽛
物
質
の
ま
な
ざ
し

ア
ン
ト
ニ

タ
ピ
エ
ス
に
⽜（
瀧
口
修
造
、
ア
ン
ト
ニ
・
タ
ピ
エ
ス
共
著
⽝
物
質
の
ま
な
ざ
し
／
LLD
M
BREC

M
A
T
ERIA
L⽞
ポ
リ
グ
ラ
フ
ァ
社
、
一
九
七
五
年
）
で
は
、
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鏡
は
ひ
と
つ
穴
、

掌
中
大
か
ら

無
限
大
へ
。

星
と
砂
と
の

沈
黙
の
た
た
か
い
、

お
や
、
こ
れ
は

見
え
な
い
も
の
の

美
し
さ
だ
！
（
25
）

と
、⽛
鏡
⽜
に
よ
っ
て
映
し
出
さ
れ
る
影
像
の
世
界
の
、⽛
見
え
な
い
も
の
の

美
し
さ
⽜
を
捕
捉
す
る
役
割
に
つ
い
て
示
唆
し
て
い
る
。
影

像
の
世
界
は
、
掌
に
収
ま
る
小
さ
な
も
の
か
ら
、
無
限
大
の
世
界
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。
ま
さ
し
く
こ
れ
は
、
ブ
レ
イ
ク
の

⽛
無
垢
の
予
兆
⽜
の
示
す
世
界
観
と
呼
応
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、⽛
星
⽜（
宇
宙
）
と
⽛
砂
⽜
と
の
弁
証
法
―⽛
沈
黙
の
た
た
か
い
⽜

―
に
よ
っ
て
、⽛
見
え
な
い
も
の
の

美
し
さ
⽜
が
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
瀧
口
が
創
作
し
た
⽛
諺
⽜
に
は
、

掌
中
に
降
る
露
の
餞
、
時
は
秒
（
26
）

と
い
う
詩
句
が
あ
る
。
ま
さ
に
、
ブ
レ
イ
ク
の
詩
⽛
無
垢
の
予
兆
⽜
の
、⽛
君
の
掌
の
う
ち
に
無
限
を

一
時
の
う
ち
に
永
遠
を
握
る
⽜
と
い
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う
詩
句
を
想
起
さ
せ
る
。⽛
掌
中
の
珠
⽜
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
大
切
な
も
の
を
愛
で
で
い
る
よ
う
に
読
め
よ
う
。⽛
露
⽜
は
ま
た
珠

な
の
で
も
あ
り
、⽛
掌
中
⽜
に
収
ま
る
よ
う
な
、
さ
さ
や
か
な
小
さ
く
美
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
⽛
秒
⽜
は
、
非
常
に
短
い
時
間
で
あ
っ
て
、
非
常
に
小
さ
く
大
切
な
美
し
い
も
の
と
、
一
瞬
の
短
い
時
間
が
描
か
れ
て

い
る
よ
う
に
読
め
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
、
そ
れ
ら
の
対
極
に
在
る
壮
大
な
世
界
と
悠
久
の
時
間
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

⽛
露
⽜
は
⽛
天
上
の
物
質
に
ひ
た
さ
れ
た
純
粋
な
水
⽜、⽛
世
界
の
生
成
に
存
在
の
根
底
か
ら
関
与
す
る
⽜
も
の
で
、⽛
蒸
留
さ
れ
た
暁
で
あ

り
、
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
太
陽
の
果
物
⽜
な
の
だ
（
27
）。⽛
露
⽜
は
ま
た
真
珠
母
貝
を
⽛
み
た
し
、
こ
の
純
粋
な
実
体
で
身
籠
る
よ
う
に
す
る
（
28
）⽜。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
⽛
掌
中
⽜
に
は
、
太
陽
が
生
み
出
し
た
宝
石
（
真
珠
）―
世
界
そ
の
も
の
―
が
包
み
込
ま
れ
て
い
る
。

⽛
餞
⽜
は
、
旅
立
つ
者
に
対
し
て
贈
る
詩
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
⽛
掌
中
に
降
る
露
⽜
は
、
言
葉
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
世
界
は
言

葉
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
。

さ
て
、
次
の
引
用
は
瀧
口
の
五
十
代
後
半
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
に
も
神
秘
主
義
的
世
界
観
・
芸
術
観
が
如
実
に
表
わ
れ
て
い
る

の
が
わ
か
る
。

若
狭
氏
は
い
ま
の
と
こ
ろ
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
の
よ
う
な
作
品
に
固
執
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
私
は
そ
こ
に
風
や
炎
、
あ
る
い

は
長
い
吐
息
や
大
樹
の
身
ぶ
る
い
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
に
よ
っ
て
巨
大
な
も
の
に
近
づ
く

心
像
の
秘
密
を
、
こ
の
人
の
絵
に
感
じ
は
じ
め
て
い
る
。
す
べ
て
の
葉
脈
が
、
す
べ
て
の
枝
が
、
す
べ
て
の
幹
が
、
ひ
と
つ
の
言
葉
に

帰
し
、
そ
れ
が
紙
の
上
に
記
録
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
絵
。
（
29
）

こ
れ
は
日
本
橋
画
廊
で
開
か
れ
た
若
狭
暁
男
展
に
際
し
て
寄
せ
た
エ
ッ
セ
イ
（
一
九
六
一
年
九
月
）
で
あ
り
、
絵
画
は
ど
こ
か
ら
発
生
す

る
の
だ
ろ
う
⽜
と
い
う
問
い
を
巡
っ
て
、
若
狭
と
い
う
⽛
画
家
の
秘
密
⽜
に
つ
い
て
綴
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
一
方
で
、
ま
さ
に
瀧
口
は
若
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狭
の
作
品
と
対
話
し
な
が
ら
瀧
口
自
身
の
影
像
の
⽛
秘
密
⽜
を
吐
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

瀧
口
が
求
め
て
い
た
影
像
は
、
そ
れ
を
通
し
て
⽛
風
や
炎
、
あ
る
い
は
長
い
吐
息
や
大
樹
の
身
ぶ
る
い
の
よ
う
な
も
の
⽜
を
感
じ
さ
せ
る

よ
う
な
も
の
で
あ
り
、⽛
身
近
な
も
の
に
よ
っ
て
巨
大
な
も
の
に
近
づ
く
心
像
の
秘
密
⽜
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
つ
ま
り
瀧
口
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
影
像
に
よ
っ
て
、
そ
の
影
像
の
彼
方
に
在
る
、
よ
り
⽛
巨
大
な
⽜
何
も
の
か
を
感
じ
、

捉
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

⽛
巨
大
な
も
の
⽜
と
は
、⽛
す
べ
て
の
葉
脈
⽜⽛
す
べ
て
の
枝
⽜⽛
す
べ
て
の
幹
⽜
な
ど
と
い
う
、
い
わ
ば
⽛
大
樹
⽜
に
繋
が
る
す
べ
て
の
影

像
を
包
み
込
み
、
そ
れ
ら
が
一
体
化
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
世
界
に
お
け
る
、
あ
ら
ゆ
る
影
像
を
抱
き
か

か
え
て
包
み
込
ん
で
い
る
よ
う
な
、
渾
然
一
体
と
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
、
混
沌
と
言
っ
て

も
い
い
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
全
体
性
、
も
し
く
は
宇
宙
と
呼
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
、

宇
宙
的
な
語
、
人
間
存
在
に
も
の
の
存
在
を
あ
た
え
る
語
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
詩
人
は
⽛
宇
宙
を
閉
じ
こ
め
る
に
は
文
章
の
な
か

よ
り
も
一
語
の
な
か
の
方
が
容
易
で
あ
る
⽜
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
。
語
は
夢
想
に
よ
り
、
無
限
な
も
の
に
な
り
か
わ
り
、
最
初
の
貧

弱
な
限
定
を
捨
て
て
し
ま
う
。
（
30
）

と
い
う
一
節
を
想
起
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
〈
詩
的
夢
想
〉
に
お
け
る
影
像
と
⽛
宇
宙
⽜
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
は
⽛
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
最
初
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
生
れ
、
集
り
、
相
互
に
美
化
す
る
（
31
）⽜、⽛
ひ
と
つ
の
宇
宙
が
拡
大
す
る
一
個
の
イ
マ
ー

ジ
ュ
か
ら
生
れ
る
（
32
）⽜、⽛
こ
の
夢
想
は
部
分
よ
り
以
前
に
、
全
体
を
あ
た
え
る
。
夢
想
が
ど
ん
ど
ん
あ
ふ
れ
て
く
る
と
き
、
夢
想
は
⽝
全
体
⽞

の
す
べ
て
を
い
お
う
と
思
っ
て
い
る
の
だ
（
33
）⽜
と
述
べ
て
い
る
。〈
詩
的
夢
想
〉
に
お
い
て
突
如
出
現
し
た
影
像
か
ら
、⽛
宇
宙
⽜
が
創
造
さ
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
影
像
は
、
い
わ
ば
⽛
宇
宙
⽜
の
起
源
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
起
源
的
な
影
像
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
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な
起
源
の
影
像
は
、⽛⽝
全
体
⽞
の
す
べ
て
⽜
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
34
）。

瀧
口
の
言
う
⽛
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
に
よ
っ
て
巨
大
な
も
の
に
近
づ
く
心
像
の
秘
密
⽜
と
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
言
う
⽛
身
近
な
イ
マ
ー

ジ
ュ
が
世
界
の
秘
密
を
あ
ば
き
だ
し
か
ね
な
い
ま
で
に
高
め
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
（
35
）⽜
と
い
う
表
現
に
は
、
と
も
に
影
像
と
世
界
全
体
の
認

識
と
の
関
係
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
瀧
口
の
神
秘
主
義
的
傾
向
は
、
彼
の
芸
術
的
出
発
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
特
定
の
一
時
期
だ
け
に
見
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
涯
を
一
貫
し
て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⚓

下
地
と
し
て
の
英
国
ロ
マ
ン
主
義
―
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
受
容
へ

瀧
口
は
マ
ン
・
レ
イ
（
一
八
九
〇
～
一
九
七
六
）
の
レ
イ
ヨ
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
エ
ッ
セ
イ
（⽛
マ
ン
レ
イ
M
A
N
RA
Y
⽜

⽝
フ
ォ
ト
タ
イ
ム
ス
⽞、
一
九
三
一
年
八
月
）
で
、
神
秘
主
義
的
世
界
観
と
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
結
び
つ
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

彼
（
マ
ン
・
レ
イ
―
引
用
者
に
よ
る
）
は
レ
ン
ズ
と
感
光
板
と
の
不
可
避
的
作
用
を
利
用
す
る
以
外
に
、
光
線
で
直
接
に
感
光
紙

へ
描
く
こ
と
に
も
成
功
し
た
。
そ
れ
は
特
殊
な
装
置
を
施
し
た
感
光
紙
の
上
に
物
体
か
ら
の
直
接
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
焼
き
つ
け
る
方
法

で
あ
る
。
そ
れ
を
彼
は
と
く
に
Rayographie

レ
イ
オ
グ
ラ
フ
イ

と
呼
ん
で
ゐ
る
。（
略
・
引
用
者
）

櫛
や
時
計
の
鎖
や
紙
の
切
れ
は
し
な
ど
が
重
り
つ
な
が
り
合
つ
て
漆
黒
の
闇
の
な
か
に
不
思
議
に
美
し
い
ニ
ユ
ア
ン
ス
を
つ
く
つ
て

ゐ
る
。
そ
れ
は
物
体
の
無
意
識
の
美
の
発
見
で
あ
る
。
宇
宙
の
物
体
の
メ
タ
モ
ル
フ
オ
ズ
で
あ
る
。（
略
・
引
用
者
）

意
識
に
よ
つ
て
隠
蔽
さ
れ
た
宇
宙
間
の
秘
密
の
美
を
発
見
す
る
の
は
シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
芸
術
家
の
一
つ
の
大
き
な
任
務
で
あ
ら

う
。
（
36
）
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こ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
⽛
神
秘
⽜
と
は
、⽛
意
識
に
よ
つ
て
隠
蔽
さ
れ
た
宇
宙
間
の
秘
密
の
美
⽜
の
発
見
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。⽛
宇

宙
間
⽜
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
⽛
宇
宙
間
の
秘
密
の
美
⽜
と
は
、
い
わ
ば
あ
る
⽛
宇
宙
⽜
と
、
別
の
⽛
宇
宙
⽜
と
の
関
係
に
つ
い

て
示
唆
し
て
い
る
の
だ
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
神
秘
主
義
的
世
界
観
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
大
宇
宙
（
客
観
的
・

外
的
世
界
）
と
小
宇
宙
（
主
観
的
・
内
的
世
界
）
と
の
照
応
関
係
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
物
体
は
、
小
宇
宙
と
大
宇
宙
と

を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
働
く
想
像
力

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
得
る
。
写
真
に
映
し
出
さ
れ
た
現
実
的
な
物

体
の
影
像
が
、⽛
新
し
い
実
在
性
と
美
⽜
を
垣
間
見
さ
せ
る
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、⽛
宇
宙
の
物
体
の
メ
タ
モ
ル
フ
オ
ズ
⽜
と
い
う
表
現
に
は
、
大
宇
宙
の
相
似
形
と
し
て
の
小
宇
宙
、
大
宇
宙
と
小
宇
宙
と
の

相
関
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
事
物
の
精
髄
、
あ
る
い
は
⽛
見
え
な
い
も
の
の

美
し
さ
⽜
を
希
求
す
る
瀧
口
の
芸
術
観
―
ま
さ
し
く

彼
が
ブ
レ
イ
ク
に
読
み
取
っ
た
も
の
―
が
見
て
取
れ
る
。

そ
し
て
瀧
口
は
そ
の
よ
う
な
美
意
識
を
、⽛
シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
芸
術
家
⽜
に
託
し
た
の
で
あ
る
。
英
国
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
受
容
し
た
神
秘

主
義
的
世
界
観
と
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
は
、
瀧
口
に
お
い
て
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
。

既
述
の
と
お
り
、
瀧
口
は
旧
制
中
学
時
代
よ
り
ブ
レ
イ
ク
を
知
っ
て
い
た
が
、
最
初
の
大
学
入
学
以
来
本
格
的
に
受
容
を
始
め
、
大
学
退

学
後
も
ブ
レ
イ
ク
へ
の
傾
倒
を
深
め
て
い
く
。
そ
し
て
、
二
度
目
の
大
学
入
学
後
に
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
出
会
い
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
と

ほ
ぼ
同
時
に
受
容
し
て
い
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
瀧
口
に
お
い
て
英
国
ロ
マ
ン
主
義
受
容
が
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス

ム
受
容
に
貢
献
し
た
と
見
な
し
て
も
、
何
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

実
際
、
瀧
口
が
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
紹
介
し
た
最
も
初
期
の
エ
ッ
セ
イ
・
評
論
に
は
、⽛
英
国
浪
漫
派
⽜
の
⽛
後
継
者
⽜
と
し
て
の
⽛
超

現
実
主
義
⽜
理
解
が
読
み
取
れ
る
。
以
下
、
そ
れ
を
見
て
い
き
た
い
。

は
じ
め
に
瀧
口
の
⽛
シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
詩
論
に
就
て
⽜（⽝
創
作
月
刊
⽞、
一
九
二
八
年
三
月
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
か
ら
引
用
す
る
。
こ

れ
は
瀧
口
が
初
め
て
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
言
及
し
、
解
説
し
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ダ
ダ
イ
ズ
ム
か
ら
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
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ム
が
発
生
し
た
意
義
を
述
べ
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
⽛
イ
マ
ア
ジ
ユ
⽜
と
⽛
ア
ン
ス
ピ
ラ
シ
ヨ
ン
⽜
の
重
要
性
に
つ
い
て
主
張
し
て
い

る
。

ダ
ダ
イ
ス
ト
や
シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ト
に
特
有
な
イ
マ
ア
ジ
ユ
み
づ
か
ら
の
敏
感
さ
、
言
語
の
遊
離
状
態
お
よ
び
嬰
児
性
と
も
い
ふ
べ
き

も
の
は
他
の
詩
に
も
秘
ん
で
ゐ
た
も
の
で
あ
る
（
か
ゝ
る
状
態
の
表
象
は
最
も
強
く
人
間
の
現
在
の
エ
ス
プ
リ
を
打
つ
。
か
ゝ
る
言
語

の
分
離
的
傾
向
は
シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ト
に
限
ら
な
い
〔
以
下
略
・
引
用
者
〕）
（
37
）

こ
こ
で
は
、
言
語
（
言
葉
）
が
意
味
と
強
く
結
び
つ
い
て
、
自
明
的
・
記
号
的
な
も
の
と
な
る
以
前
の
状
態
を
⽛
言
語
の
遊
離
状
態
⽜・⽛
嬰

児
性
⽜
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
影
像
は
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
言
葉
以
前
の
混
沌
、
つ
ま
り
言
葉
と
し
て
認
識
さ
れ
る
以
前
の
⽛
エ

ス
プ
リ
⽜
の
状
態
と
響
き
合
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
⽛
エ
ス
プ
リ
⽜
の
存
在
を
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
内
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
影
像

な
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
影
像
は
、
ど
こ
か
ら
か
生
ま
れ
ば
か
り
の
世
界
＝
宇
宙
そ
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
、
コ
ー
ル

リ
ッ
ジ
の
〈
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
〉
概
念
が
息
づ
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
内
面
世
界
の
深
み
に
お
い

て
見
出
さ
れ
た
影
像
と
、
言
葉
に
よ
っ
て
切
り
出
さ
れ
る
以
前
の
、
混
沌
と
し
て
の
精
神
と
の
関
係
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

さ
ら
に
瀧
口
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ブ
ル
ト
ン
の
理
論
化
さ
れ
科
学
的
魅
力
を
有
し
て
来
た
詩
的
作
用
は
ア
ン
ス
ピ
ラ
シ
ヨ
ン
の
認
識
を
詩
的
芸
術
に
導
い
た
こ
と
で
足

り
る
。
あ
ら
ゆ
る
詩
論
と
と
も
に
ブ
ル
ト
ン
も
亦
美
し
い
陥
穽
と
恐
ら
く
Folie
と
を
其
処
に
持
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
彼
は
少

く
と
も
一
つ
の
真
実
を
持
つ
。
ア
ン
ス
ピ
ラ
シ
ヨ
ン
は
詩
人
に
と
つ
て
唯
一
の
奇
蹟
で
あ
る
。
（
38
）
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ブ
ル
ト
ン
に
よ
る
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
理
論
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
に
影
響
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
⽛
科
学
的
魅
力
⽜
を

有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
瀧
口
が
評
価
し
て
い
る
の
は
、
ブ
ル
ト
ン
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
霊
感
・
天
啓
）
重
視
の
点
で

あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
ブ
ル
ト
ン
の
詩
論
の
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
は
何
も
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
天

啓
は
⽛
詩
人
⽜
に
と
っ
て
⽛
唯
一
の
奇
跡
⽜
で
あ
る
と
瀧
口
は
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
詩
に
お
け
る
真
理
に
至
る
道
な
の
だ
。〈
狂
気
〉

は
他
の
詩
論
（
詩
人
）
同
様
に
ブ
ル
ト
ン
を
陥
れ
た
魅
力
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
瀧
口
に
と
っ
て
⽛
詩
人
⽜
の
⽛
真
実
⽜
と
は
別
の
も
の

な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
重
視
は
、
周
知
の
と
お
り
英
国
ロ
マ
ン
主
義
の
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
る
。
瀧
口
は
彼
の
初
期
の

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
受
容
に
お
い
て
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
芸
術
運
動
に
お
け
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
重
視
を
力
説
し
て
い
る
。
次

の
引
用
は
、
瀧
口
の
評
論
⽛
ダ
ダ
よ
り
シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
⽜（
西
脇
順
三
郎
著
⽝
超
現
実
主
義
詩
論
⽞、
厚
生
閣
書
店
、
一
九
二
九
年
）

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
脇
著⽝
超
現
実
主
義
詩
論
⽞に
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
―
ダ
ダ
イ
ズ
ム
が
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
揺
籃
と
な
っ

た
芸
術
・
歴
史
詩
的
必
然
性
―
を
解
説
し
、
こ
の
評
論
が
書
か
れ
た
時
点
ま
で
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
芸
術
運
動
の
独
自
の
展
開
と
作

品
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

超
現
実
主
義
の
功
績
は
霊
感
の
範
囲
を
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
人
間
性
の
底
知
れ
ぬ
深
さ
に
ま
で
彼
ら
の
想
像
の
光
線
を
導
き
つ

つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
39
）

現
実
の
治
下
か
ら
芸
術
の
絶
対
権
を
回
復
す
る
の
は
霊
感
の
使
途
、
超
現
実
主
義
で
あ
ろ
う
。
功
利
主
義
の
た
め
に
盲
目
と
な
っ
た

芸
術
は
想
像
の
解
放
に
よ
っ
て
光
輝
を
う
る
で
あ
ろ
う
。
（
40
）
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イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
天
啓
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
は
、⽛
人
間
性
の
底
知
れ
ぬ
深
さ
⽜
を
照
ら
し
出
す
⽛
想
像
の
光
線
⽜・

⽛
想
像
の
解
放
⽜
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
フ
ロ
イ
ト
流
の
〈
無
意
識
〉
の
世
界
に
対
す
る
興
味
も
、
近
代
的
〈
理
性
〉
に
対
す
る

〈
狂
気
〉
の
重
視
―
い
ず
れ
も
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
指
標
的
な
も
の
―
も
見
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
瀧
口
が
、
ブ
ル
ト
ン
、
ア
ラ
ゴ
ン
、
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
の
著
作
や
キ
リ
コ
の
作
品
に
触
発
さ
れ
て
夢
と
影
像
と
物
体
の
関
係
を
綴
っ

て
い
る
エ
ッ
セ
イ
⽛
夢
の
王
族
⽜（⽝
新
興
芸
術
⽞
第
四
号
、
一
九
三
〇
年
一
月
）
で
は
、

影
像
は
人
間
に
約
束
さ
れ
た
無
比
な
表
現
で
あ
る
。
二
つ
の
宇
宙
に
分
断
さ
れ
た
精
の
魔
は
恋
愛
の
ご
と
く
、
賽
の
目
に
も
十
字
回

転
扉
に
も
出
没
す
る
。
こ
こ
に
燃
え
る
鍵
が
握
ら
れ
て
い
た
。（
略
・
引
用
者
）
か
く
し
て
影
像
は
霊
感
の
肉
体
で
あ
っ
た
。
（
41
）

と
述
べ
、
影
像
の
役
割
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
一
つ
の
⽛
宇
宙
⽜
で
あ
る
べ
き
世
界
は
二
つ
に
⽛
分
断
⽜
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、⽛
精
⽜
つ
ま
り
事
物
の
⽛
精
髄
⽜
は
、
男
女
の
⽛
恋
愛
の
ご
と
く
⽜、
あ
た
か
も
魔
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
惹
か
れ
合

い
、⽛
賽
の
目
⽜
の
よ
う
な
偶
然
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
⽛
十
字
回
転
扉
⽜
の
よ
う
な
近
代
都
市
の
景
物
を
も
通
し
て
、
本
来
の
一
つ
の
⽛
宇

宙
⽜
を
指
向
す
る
。
そ
の
と
き
、⽛
二
つ
の
宇
宙
⽜
を
媒
介
す
る
も
の
が
影
像
な
の
だ
ろ
う
。
影
像
は
、
一
な
る
世
界
の
扉
を
開
け
る
鍵
と
言

え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点
で
影
像
は
、⽛
人
間
に
約
束
さ
れ
た
無
比
な
表
現
⽜
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
影
像
は
⽛
霊
感
⽜・

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
形
が
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
瀧
口
が
ブ
レ
イ
ク
に
見
出
し
た
神
秘
主
義
的
世
界
観

―⽛
こ
こ
と
そ
こ
の
弁
証
法
⽜
に
よ
る
世
界
認
識
―
を
、
こ
の
引
用
部
分
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
同
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
世
界
認
識
の
更
新
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。



― 171 ―― 170 ―

（
五
七
）

北海学園大学人文論集 第 69 号(2020 年 8 月)瀧口修造と神秘主義的世界観（秋元）

物
の
世
界
、
あ
る
い
は
想
像
の
世
界
が
あ
る
。
想
像
は
汎
精
神
の
現
象
で
あ
る
。
要
素
の
世
界
で
あ
る
。
特
殊
的
要
素
、
そ
れ
は
鏡

の
迷
宮
に
お
け
る
永
遠
の
夢
の
謎
で
あ
ろ
う
か
。
永
遠
に
魅
入
ら
れ
た
探
求
の
精
神
は
つ
ね
に
想
像
の
鏡
を
潜
る
。
（
42
）

⽛
物
の
世
界
⽜
す
な
わ
ち
外
的
な
対
象
の
世
界
と
、⽛
想
像
の
世
界
⽜
す
な
わ
ち
内
的
な
精
神
の
世
界
と
い
う
、
二
つ
の
世
界
が
あ
る
。⽛
想

像
⽜
は
精
神
全
体
に
関
わ
る
活
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
⽛
特
殊
的
要
素
⽜
と
し
て
の
、
事
物
の
⽛
精
髄
⽜
を
求
め
る
。⽛
特
殊
的
要
素
⽜
の
⽛
探

求
⽜
は
、
つ
ね
に
想
像
力
に
導
か
れ
、
影
像
を
媒
介
に
し
て
行
わ
れ
る
が
、
一
方
そ
れ
は
出
口
の
な
い
⽛
迷
宮
⽜
の
よ
う
な
も
の
で
、
求
め

続
け
て
も
、⽛
永
遠
の
夢
⽜
の
よ
う
に
手
に
入
ら
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、⽛
特
殊
的
要
素
⽜
は
⽛
永
遠
⽜
そ
の

も
の
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
瀧
口
が
最
も
初
期
に
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
紹
介
し
た
エ
ッ
セ
イ
・
評
論
に
は
、
明
ら
か
に
⽛
英
国
浪
漫
派
⽜
の
⽛
後

継
者
⽜
と
し
て
の
⽛
超
現
実
主
義
⽜
理
解
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

瀧
口
が
ブ
レ
イ
ク
の
作
品
か
ら
読
み
取
っ
た
の
は
、
生
動
的
・
躍
動
的
か
つ
自
律
的
な
詩
的
影
像
に
導
か
れ
て
、
い
わ
ば
超
越
的
な
も
の

に
包
ま
れ
一
体
化
す
る
、
幻
像
の
体
験
で
あ
っ
た
。
詩
的
影
像
が
超
越
的
な
も
の
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
、
幸
福
感
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
の
中
に
全
て
が
在
り
、
全
て
の
な
か
に
一
な
る
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
神
秘
主
義
的
世
界
観
を
ブ
レ
イ
ク
か
ら
受
け
取
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
小
さ
な
も
の
と
大
き
な
も
の
、
内
的
世
界
（
精
神
）
と
外
的
世
界
（
対
象
）
の
弁
証
法
的
把
握
に
関
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ

の
よ
う
な
も
の
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
受
容
を
通
し
て
瀧
口
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
瀧
口
自
身
の
資
質
が
ブ
レ
イ
ク
受
容

を
通
し
て
開
花
し
た
と
見
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
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ま
た
、
本
稿
で
は
簡
潔
に
触
れ
る
だ
け
に
と
ど
め
た
が
、
瀧
口
は
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
想
像
力
概
念
か
ら
、〈
詩
的
想
像
力
〉
の
機
能
を
読
み

取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
世
界
の
新
し
い
認
識
の
た
め
に
、〈
詩
的
想
像
力
〉
は
、
古
い
形
態
・
影
像
と
そ
れ
ま
で
の
世
界
認
識
を
壊
し
、
い

わ
ば
⽛
混
沌
⽜
か
ら
新
し
い
形
態
・
影
像
を
見
出
す
と
同
時
に
世
界
の
認
識
を
改
め
続
け
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
精
神
と
世
界
の
⽛
調
和

統
一
⽜
を
図
り
つ
つ
、⽛
理
想
⽜（
イ
デ
ア
／
ア
イ
デ
ィ
ア
ル
）
に
接
近
し
続
け
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、

ブ
レ
イ
ク
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
に
見
ら
れ
る
、
以
上
の
こ
と
に
関
わ
る
想
像
力
の
あ
り
様
が
、
ま
さ
に
瀧
口
の
言
う
〈
詩
の
想
像
的
要
素
〉
だ

と
見
な
せ
よ
う
。

瀧
口
は
英
国
ロ
マ
ン
主
義
の
受
容
に
よ
っ
て
、〈
詩
の
想
像
的
要
素
〉、
す
な
わ
ち
影
像
の
役
割
と
〈
詩
的
想
像
力
〉
の
機
能
に
つ
い
て
把

握
し
て
い
た
。
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
受
容
も
、
こ
の
点
を
核
に
し
て
進
め
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
英
国
ロ
マ
ン
主
義
を

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
理
解
の
枠
組
み
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ブ
ル
ト
ン
等
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
彼
等
の

言
っ
て
い
る
以
上
の
も
の
を
読
み
取
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
瀧
口
は
単
に
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
最
も
よ
く
理
解
し
、
血
肉
化
し
た

日
本
の
詩
人
で
あ
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
瀧
口
研
究
・
批
評
で
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
は
留
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

英
国
ロ
マ
ン
主
義
受
容
が
、
資
質
を
含
め
瀧
口
の
芸
術
的
人
生
の
開
花
に
役
立
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
瀧
口
の
英
国
ロ
マ
ン
主
義

受
容
の
分
析
は
、
彼
の
芸
術
的
特
徴
を
解
明
す
る
上
で
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
手
掛
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。⽛
精
神
上
の
神
秘
、
形
式
上
の
神

秘
、
わ
れ
わ
れ
は
未
だ
こ
の
表
面
上
二
元
的
な
実
在
の
解
決
を
詩
の
な
か
で
さ
が
し
つ
づ
け
る
だ
ら
う
（
43
）⽜
と
い
う
、
瀧
口
の
詩
観
の
意
味
を

考
え
続
け
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

ま
た
、
今
後
の
瀧
口
研
究
の
一
つ
の
方
向
と
し
て
、
瀧
口
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
受
容
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ

う
。
彼
が
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
何
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
か
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
、
特
に
戦
前
に
お
け

る
瀧
口
の
作
品
分
析
の
鍵
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
ま
で
の
瀧
口
研
究
に
お
い
て
、
詩
作
品
分
析
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ

と
を
鑑
み
れ
ば
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
研
究
を
丁
寧
に
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
を
強
く
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。



― 169 ―― 168 ―

（
五
九
）

北海学園大学人文論集 第 69 号(2020 年 8 月)瀧口修造と神秘主義的世界観（秋元）

注

（
⚑
）
瀧
口
は
一
九
二
三
年
に
慶
應
義
塾
大
学
に
入
学
し
た
が
、
同
年
の
関
東
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
し
て
退
学
し
た
。
両
親
は
既
に
没
し
て
お
り
、

郷
里
（
富
山
市
）
に
は
戻
ら
ず
、
そ
の
年
の
十
二
月
、
長
姉
夫
婦
が
居
住
し
て
い
た
北
海
道
・
小
樽
に
身
を
寄
せ
た
。
一
九
二
五
年
冬
ま
で
姉
夫
婦
の

営
む
雑
貨
店
を
手
伝
う
が
、
長
姉
・
次
姉
の
懇
願
に
負
け
て
、
再
び
大
学
に
戻
る
こ
と
を
決
め
、
二
五
年
四
月
に
慶
應
義
塾
に
再
入
学
し
た
。
大
学
時

代
の
帰
省
先
は
小
樽
で
あ
っ
た
。
再
入
学
後
、
西
脇
順
三
郎
教
授
に
出
会
い
、
心
酔
す
る
。
一
九
三
二
年
、
同
大
学
文
学
部
英
文
科
卒
業
。

（
⚒
）
瀧
口
修
造
⽛
自
筆
年
譜
⽜⽝
本
の
手
帖
⽞
昭
森
社
、
一
九
六
九
年
八
月
（
一
四
八
頁
）。

（
⚓
）
⽝
白
樺
⽞
は
、
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
二
二
年
ま
で
の
間
に
ブ
レ
イ
ク
の
絵
画
や
詩
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
九
一
四
年
四
月
号
、
一
九

一
五
年
三
月
号
、
一
九
一
六
年
一
〇
月
号
、
一
九
一
七
年
四
月
号
、
一
九
一
九
年
四
月
号
、
一
九
一
九
年
一
一
月
・
一
二
月
合
併
号
、
一
九
二
二
年
一

一
月
号
の
、
合
計
七
回
に
及
ぶ
。

一
九
一
四
年
四
月
号
の
⽝
白
樺
⽞
に
お
い
て
、
柳
宗
悦
（
一
八
八
九
～
一
九
六
一
）
が
⽛
ヰ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー
ク
⽜
と
い
う
評
論
を
発
表
し
、
ま
た

バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
（
一
八
八
七
～
一
九
七
九
）
が
⽛
W
illiam
Blake⽜
と
い
う
評
論
を
発
表
し
て
い
る
。
な
か
で
も
柳
は
⽛
ブ
レ
ー
ク
に
触
れ
る

も
の
は
人
間
に
ふ
れ
る
。
こ
の
人
間
に
触
れ
る
時
吾
々
は
又
自
己
に
触
れ
る
、
自
然
に
触
れ
る
。
ブ
レ
ー
ク
を
知
る
事
は
又
自
己
に
ブ
レ
ー
ク
を
見

出
し
、
尽
き
な
い
生
命
の
泉
、
人
間
を
自
分
に
掘
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
ブ
レ
ー
ク
の
存
在
は
い
つ
か
凡
て
の
人
の
歓
喜
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
⽜
と

述
べ
、
ブ
レ
イ
ク
を
通
し
て
⽛
人
間
⽜
や
⽛
自
己
⽜
を
見
出
す
可
能
性
の
重
要
性
を
示
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
号
に
は
ブ
レ
イ
ク
自
身
の
⽛
ラ

イ
フ
・
マ
ス
ク
⽜
の
写
真
を
含
む
、⽛
悦
ば
し
き
日
⽜、⽛
ネ
ブ
カ
ド
ネ
ザ
ー
ル
（
天
国
と
地
獄
の
婚
姻
）⽜、⽛
天
帝
⽜
な
ど
十
数
点
も
の
ブ
レ
イ
ク
の
絵

が
口
絵
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

一
九
一
四
年
四
月
号
の
⽝
白
樺
⽞
に
は
ほ
か
に
、
ブ
レ
イ
ク
の
絵
画
⽛（
一
）
気
（
二
）
水
（
楽
園
の
門
よ
り
）⽜、⽛
善
と
悪
の
天
使
⽜、⽛
癩
病
人
の

家
⽜、⽛
ア
ダ
ム
の
創
造
⽜、⽛
イ
ヴ
の
創
造
（
ジ
ェ
ル
ー
サ
レ
ム
）⽜、⽛
ヴ
ァ
ラ
と
ハ
イ
ル
と
ス
コ
ッ
フ
ェ
ル
ド
（
ジ
ェ
ル
ー
サ
レ
ム
）⽜、⽛
カ
イ
ン
の
遁

走
⽜、⽛
蚤
の
幽
霊
⽜、⽛
解
釈
者
の
家
を
掃
け
る
男
⽜、⽛
余
は
若
く
汝
は
老
ひ
た
り
（
約
百
記
）⽜、⽛
汝
は
愚
者
の
審
判
を
終
れ
り
（
約
百
記
）⽜、⽛
潜
水

者
（
素
画
）⽜
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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⽝
白
樺
⽞
一
九
一
五
年
三
月
号
に
は
ブ
レ
イ
ク
の
⽛
吾
れ
永
遠
に
向
ひ
て
登
り
ゆ
く
⽜、
一
九
一
六
年
一
〇
月
号
に
は
⽛
埃
及
へ
の
逃
避
⽜、
一
九
一

七
年
四
月
号
に
は
⽛
生
命
の
川
⽜、⽛
永
へ
に
吾
は
労
ふ
⽜、⽛
レ
ヴ
ァ
イ
ア
タ
ン
を
導
け
る
ネ
ル
ソ
ン
の
聖
体
⽜、⽛
聖
誕
⽜、⽛
ル
ツ
と
ナ
オ
ミ
⽜、⽛
死
者

の
間
の
平
等
（⽝
墓
⽞
よ
り
）⽜、⽛⽝
ユ
リ
ゼ
ン
書
⽞
よ
り
⽜、⽛⽝
ア
メ
リ
カ
書
⽞
よ
り
⽜、⽛⽝
ヴ
ァ
ー
ジ
ル
の
牧
歌
⽞
よ
り
⽜、⽛
死
の
扉
⽜、
一
九
一
九
年

四
月
号
に
は
⽛
白
馬
に
乗
れ
る
死
⽜、
一
九
一
九
年
一
一
月
・
一
二
月
合
併
号
に
は
⽛
笑
へ
る
子
供
⽜、⽛
飢
饉
⽜、⽛⽝
欧
羅
巴
書
⽞
か
ら
⽜、⽛
ネ
ブ
カ
ト

ネ
ザ
ー
ル
の
ス
ケ
ッ
チ
⽜、⽛
姦
淫
の
女
⽜、⽛⽝
ヴ
ァ
ー
ジ
ル
の
牧
歌
⽞
か
ら
⽜
と
い
う
絵
画
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
二
二
年
一
一
月
号
に

は
、
八
幡
関
太
郎
に
よ
る
訳
で
、
ブ
レ
イ
ク
の
⽛
詩
神
に
寄
す
⽜、⽛
老
羊
飼
の
唄
へ
る
歌
⽜、⽛
仔
羊
⽜、⽛
黒
人
の
子
⽜、⽛
夢
⽜
と
い
う
五
篇
の
詩
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

（
⚔
）
瀧
口
修
造
⽛
あ
る
時
代
⽜
大
岡
信
他
監
修
⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
三
）⽞
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
五
年
（
一
九
九
頁
～
二
〇
〇
頁
）。

（
⚕
）
窪
田
般
彌
⽛
瀧
口
修
造
の
詩
的
実
験
⽜⽝
現
代
詩
手
帖
⽞
一
〇
月
臨
時
増
刊
、
思
潮
社
、
一
九
七
四
年
一
月
（
一
八
九
頁
）。

（
⚖
）
瀧
口
修
造
⽛
浪
漫
主
義
と
超
現
実
主
義
⽜
大
岡
信
他
監
修
⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
二
）⽞
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
（
一
八
頁
）。

（
⚗
）
瀧
口
修
造
⽛
詩
と
絵
画
に
つ
い
て
⽜
大
岡
信
他
監
修
⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
一
）⽞
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
一
年
（
四
七
四
～
四
七

五
頁
）。

（
⚘
）
前
掲
書
、
瀧
口
修
造
⽛
六
月
の
日
記
か
ら
⽜⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
一
）⽞（
八
頁
）。

（
⚙
）
詩
画
集
に
お
け
る
詩
と
絵
画
と
の
交
流
に
つ
い
て
、
筆
者
は
⽛
瀧
口
修
造
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ミ
ロ
共
著
⽝
手
づ
く
り
諺

ジ
ョ
ア
ン
・
ミ
ロ
に
⽞
に

お
け
る
⽝
諺
⽞
の
分
析
―
詩
と
絵
画
の
結
婚
の
一
側
面
と
し
て
⽜（⽝
北
海
学
園
大
学
人
文
論
集
⽞
第
六
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
）
で
論
じ
て
い
る
。

（
10
）
前
掲
書
、
瀧
口
修
造
⽛
六
月
の
日
記
か
ら
⽜⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
一
）⽞（
七
～
八
頁
）。

（
11
）
前
掲
書
、
瀧
口
修
造
⽛
六
月
の
日
記
か
ら
⽜⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
一
）⽞（
四
～
五
頁
）。

（
12
）
前
掲
書
、
瀧
口
修
造
⽛
冬
⽜⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
一
）⽞（
一
一
頁
）。

（
13
）
拙
稿
⽛
瀧
口
修
造
の
〈
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
〉―
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
お
よ
び
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
を
補
助
線
と
し
て
⽜（⽝
北
海
学
園
大
学
人
文
論
集
⽞
第

六
十
八
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）。

（
14
）
前
掲
書
、
瀧
口
修
造
⽛
冬
⽜
大
岡
信
他
監
修
⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
一
）⽞（
一
〇
頁
）。
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（
15
）
⽛
瀧
口
修
造
・
粟
津
則
雄
往
復
書
簡
⽜
大
岡
信
他
監
修
⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
）⽞
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
一
年
（
四
六
六
頁
）。

（
16
）
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
著
、
岩
村
行
雄
訳
⽝
空
間
の
詩
学
⽞
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
（
一
八
頁
）。

（
17
）
拙
稿
⽛
瀧
口
修
造
の
〈
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
〉―
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
お
よ
び
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
を
補
助
線
と
し
て
⽜
で
は
、
瀧
口
の
〈
オ
ー
ト
マ
テ
ィ

ス
ム
〉
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
た
め
に
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
も
そ
れ
を
踏
ま
え
、
神
秘
主
義
的
世
界
観
に
つ
い
て
補
強

す
る
た
め
に
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
を
援
用
し
た
い
。

（
18
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
⽛
無
垢
の
予
兆
⽜
松
島
正
一
編
⽝
対
訳

ブ
レ
イ
ク
詩
集
⽞
岩
波
文
庫
、
第
六
刷
、
二
〇
〇
八
年
（
三
一
九
頁
）。

（
19
）
前
掲
書
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
著
、
岩
村
行
雄
訳
⽝
空
間
の
詩
学
⽞（
三
五
七
頁
）。

（
20
）
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
著
・
及
川
馥
訳
⽝
夢
想
の
詩
学
⽞
思
潮
社
、
一
九
七
六
年
（
二
四
三
頁
）。

（
21
）
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
著
、
澁
澤
孝
輔
訳
⽝
蠟
燭
の
焔
⽞
現
代
思
潮
社
、
一
九
七
六
年
（
三
二
頁
）。

（
22
）
拙
稿
⽛
瀧
口
修
造
の
〈
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
〉―
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
お
よ
び
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
を
補
助
線
と
し
て
⽜
参
照
。

（
23
）
瀧
口
修
造
⽛
や
さ
し
い
写
真
の
美
学
⽜
大
岡
信
他
監
修
⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
六
）⽞
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
一
年
（
一
二
頁
）。

（
24
）
瀧
口
修
造
⽛
ち
い
さ
な
ち
い
さ
な
…
⽜
大
岡
信
他
監
修
⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
四
）⽞
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
（
二
五
二
頁
）。

（
25
）
瀧
口
修
造
⽛
物
質
の
ま
な
ざ
し

ア
ン
ト
ニ

タ
ピ
エ
ス
に
⽜
大
岡
信
他
監
修
⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
五
）⽞
み
す
ず
書
房
、
一
九
九

四
年
（
一
六
五
頁
）。

（
26
）
瀧
口
修
造
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ミ
ロ
共
著
⽝
手
づ
く
り
諺

ジ
ョ
ア
ン
・
ミ
ロ
に
／
PRO
V
ERBES
A
LA
M
A
IN
A
JO
A
N
M
IRÓ
⽞
ポ
リ
グ
ラ

フ
ァ
社
、
一
九
七
〇
年
。
引
用
、⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
四
）⽞（
三
二
二
頁
）。

（
27
）
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
著
、
及
川
馥
訳
⽝
大
地
と
意
志
の
夢
想
⽞
思
潮
社
、
一
九
七
二
年
（
三
一
六
～
三
一
九
頁
）。

（
28
）
同
書
（
三
二
四
頁
）。

（
29
）
日
本
橋
画
廊
で
開
か
れ
た
若
狭
暁
男
展
に
際
し
て
瀧
口
修
造
が
寄
せ
た
エ
ッ
セ
イ
⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
四
）⽞（
一
〇
二
頁
）。

（
30
）
前
掲
書
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
著
・
及
川
馥
訳
⽝
夢
想
の
詩
学
⽞（
二
三
一
頁
）。

（
31
）
同
書
（
二
一
四
頁
）。
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（
32
）
同
書
（
二
一
五
頁
）。

（
33
）
同
書
（
二
一
四
頁
）。

（
34
）
拙
稿
⽛
瀧
口
修
造
の
〈
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
〉―
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
お
よ
び
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
を
補
助
線
と
し
て
⽜
参
照
。

（
35
）
前
掲
書
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
著
、
澁
澤
孝
輔
訳
⽝
蠟
燭
の
焔
⽞（
三
二
頁
）。

（
36
）
前
掲
書
、
瀧
口
修
造
⽛
マ
ン
レ
イ

M
A
N
RA
Y
⽜⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
一
）⽞（
二
三
五
頁
）。

（
37
）
前
掲
書
、
瀧
口
修
造
⽛
シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
詩
論
に
就
い
て
⽜⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
一
）⽞（
三
三
頁
）。

（
38
）
同
書
（
三
六
頁
）。

（
39
）
前
掲
書
、
瀧
口
修
造
⽛
ダ
ダ
よ
り
シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
⽜⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
一
）⽞（
一
〇
五
頁
）。

（
40
）
同
書
（
一
〇
六
頁
）。

（
41
）
前
掲
書
、
瀧
口
修
造
⽛
夢
の
王
族
⽜⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
一
）⽞（
一
四
〇
頁
）。

（
42
）
同
書
（
一
四
一
頁
）。

（
43
）
瀧
口
修
造
⽛
詩
の
問
題
⽜⽝
世
界
文
学
評
論
⽞
第
三
号
、
一
九
三
〇
年
一
一
月
。
引
用
、⽝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
瀧
口
修
造
（
一
一
）⽞（
一
七
六
頁
）。

〈
付
記
〉

本
稿
は
、⽛
日
本
比
較
文
学
会
第
八
一
回
全
国
大
会
⽜（
於
北
海
道
大
学
、
二
〇
一
九
年
六
月
一
五
・
一
六
日
）
に
お
い
て
、⽛
瀧
口
修
造
と
英
国
ロ
マ

ン
主
義
―〈
詩
の
想
像
的
要
素
〉
を
巡
っ
て
⽜
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
行
っ
た
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
会
場
で
頂
い
た
多
く
の
御
意
見
・
御
質
問

に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。


