
響

き
合
う
テ
キ

ス
ト

豊

子
榿

と
漱

石

、

ハ
ー

ン

西

槇

偉

響 き合 うテキス ト

は
じ
め
に

ほ
う
し

が
い

画
家

と
し
て
の
豊
子
榿

(
一
八
九
八
-

一
九
七
五
)
は
、
主
に
西
洋
、
日
本

そ
し
て
中
国
伝
統
絵
画
よ
り
刺
激
を
受
け
て
創
作
を
し
た
。
そ
れ
は
、
美
術
に

関
す
る
彼

の
数
々
の
著
書
、
評
論
、
随
筆
か
ら
も
、
ま
た
彼
が
描

い
た
膨
大
な

量
の

「
子
榿
漫
画
」
や
さ
ま
ざ
ま
な
挿
絵
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

豊
子
榿
は
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を
摂
取
す
る
の
に
、
敏
捷
な
目
を
持

っ
て
い
た
人
で

あ
る
。

さ
て
、
文
学
者
と
し
て
の
豊
子
愃
の
文
学

的
想
像
力

の
源
泉
は
ど
こ
に
求
め

ら
れ
よ
う
か
。
日
本
文
学
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
夏
目
漱
石

へ
の
傾
倒
は

つ
と

に
知
ら
れ
て
い
る
。
陳
星
氏

は

「知
我
者
、
其
唯
夏
目
漱
石
乎
?

(我
を
知
る

者
は
、
た
だ
夏
目
漱
石
の
み
か
)」
(
一
九
八
六
)
で
両
者
の
関
連
を
い
ち
早
く
論

　ユ
　

じ
、
楊
暁
文
氏
は

『豊
子
愃
研
究
』

(
一
九
九
八
)
で

「豊
子
愃
に
お
け
る
夏

目
漱
石
像
」
と
い
う
章
を
設
け
、
漱
石
に
見
ら
れ
る

「逍
遥
」
の
精
神

に
豊
子

愃
が
共
鳴
し
た
の
だ
之
論
証
し
た
。
早
く
か
ら
漱
石
を
愛
読
し
て
い
た
豊
子
榿

は
、
二
度
に
わ
た
り

『草
枕
』
を
翻
訳
し
た
り

(
一
九
五
八
、

一
九
七
四
)、
み

ず
か
ら
の
エ
ッ
セ
ー
に
お
い
て
も
た
び
た
び
漱
石
を
引
用
し
た
り
言
及
し
た
り

し
た
。
し
た
が

っ
て
、
彼
の
文
学
的
営
為

に
漱
石
が
深
く
関
わ

っ
て
い
た
こ
と

は
、
先
行
研
究
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
両
者
作
品

の
比
較
検

討
と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
暼
見
の
限
り
ま
だ
手
付
か
ず

の
状
態

と
い
え
よ
う
o

本
論

は
豊
子
榿

の
小
品
文

「蝌
蚪

(オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
)」
を
題
材

に
、
漱
石

の

「
文
鳥
」
と

ハ
ー
ン
の

「
草
ひ
ば
り
」
と
の
比
較
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一

比
較

の
可
能
性

豊
子
榿
作
品
と
外
国
文
学

の
関
連
を
探
り
な
が
ら
、
そ
の
特
徴
を
把
握
し
よ

55



う
と
す
る
本
論
に
お
け
る
比
較
可
能
性
に
触
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
三
者
を
結
び

つ
け
る
必
然
性
が
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

小
品
文
、
あ
る
い
は
写
生
文

の
モ
チ
ー
フ

(題
材
)
と
表
現
方
法

に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
豊
子
愃
散
文
に
は
そ
の
絵
画
と
同
様
多
種
多
様
な
題
材
が
見
う
け

ら
れ
る
。
旦
ハ体
的
に
い
え
ば
、
美
術
や
音

楽
に
関
す
る
も
の
が
多

い
ほ
か
、

『豊
子
榿
文
集
』
文
学
巻

(全
三
巻
、

一
九
九
二
)
に
収
録
さ
れ
た
作
品
に
は
留

学
体
験
、
家
族
、
と
く
に
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
、
戦
時
中

の
疎
開
体
験
、
師
友

の
思

い
出
な
ど
多
岐

に
わ
た
る
テ
ー

マ
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
飼

い
猫
、
虫
、
鳥
な
ど
を
書

い
た
作
品
群
で
あ
る
。
「蝌
蚪
」
(
一
九
三
四
)
を
は

じ
め
と
し
て
、
「蜜
蜂
」
(
一
九
三
五
)、
「清
晨

(早
朝
)」
(
一
九
三
六
)、
「蟹
[」

(
一
九
三
七
)、
「養
鴨

(ア
ヒ
ル
を
飼
う
)」
(
一
九
四
四
)、
「沙
坪
小
屋
的
鵞

(沙

坪
小
屋
の
鵞
鳥
)
」
(
一
九
四
六
)、
「白
象
」

(
一
九
四
七
)、
「貪
汚
的
猫

(汚
職

猫
)」

(
一
九
四
八
)、
「敬
礼
」
(
一
九
五
六
)
、
「阿
味

(味
ち
ゃ
ん
)」
(
一
九
六

二
)
な
ど
と
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
豊
子
愃

は
身
辺
の
小
動
物
や
昆
虫
を
見

つ

め
、
慈
し
み
、
そ
れ
ら
を
書
き
留
め
た
の
で
あ
る
。

『護
生
画
集
』
(全
六
集
、
初
集
は
一
九
二
九
年
、

一
九
七
九
年
完
結
)
が
示
す
よ

う
に
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の

へ
の
愛
を
豊

子
憧
は
訴
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
彼
は
身
近
な
鳥
獣
虫
魚
を
愛
で
た
の
だ

と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
文
学
創

作
に
際
し
て
は
、
題
材

の
発
見
、
な
い
し
表

現
の
成
熟
に
は
往
々
に
し
て
先
行

作
品
の
影
響
が
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
摂
取
能
力
に
優
れ
た
彼
の
こ
れ
ら

の
作
品
群

に
先
蹤
作
品
が
あ
う
た
と
し
て
も

不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「蝌
蚪
」
を
掲
載
し
た
小
品
文
雑
誌

『人
間
世
』

一
九
三
五
年
新
年
号
特
集
の

コ

九
三
四
年
私
の
愛
読
書
」
ア
ン
ケ
ー
ト
に
豊
子
榿
は

「
板
垣
鷹
穂
著
各
種

芸
術
論
、
漱
石
全
集
、
楽
府
詩
集
」
と
答
え
た
こ
と
か
ら
、
同
作
品
創
作
前
後

彼
は
漱
石
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
漱
石
の
小
品

に

「文
鳥
」
「猫
の

墓
」
が
あ
り
、
と
く
に
後
者
は
愛
猫
の
死
を
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
豊
子
榿
の

「白
象
」
と
題
材
が

一
致
す
る
。
愛
猫

の
死
が
両
者
に
訪
れ
る
と

い
う
こ
と
が

偶
合
だ
と
し
て
も
、
と
も
に
文

に
記
す
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
豊
子
愃
は
漱
石

の
愛
読
者
で
あ
り
、
小
品
を
多
く
も
の
す
る
彼
は

漱
石

の

「猫

の
墓
」
を
読
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「白
象
」

は

「猫

の
墓
」
を
意
識
し
て
の
小
品
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
両
作
品
の
比
較
検
討

は
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
さ
て
お
く
。
ま
た
、
豊
子
榿
散
文
の
写
生
文
的
な

筆
法
が
漱
石
の
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
よ

っ
て
両
者
作
品
の
比
較
は
大

い
に
有
意
義
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
う
え
、

ハ
ー
ン
を
引
き
合

い
に
出
し
た
の
は
、
豊
子
榿
が

ハ
ー
ン
を
も

視
野
に
収
め
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
豊
子
榿

は

「小
泉
八
雲
在
地
下

(あ
の
世

の
小
泉
八
雲
)」

(
一
九
三
八
)
で
、

ハ
ー

ン
の

の
§

卜
譜
ミ
ミ
蕊

(『海
の
文

学
』
)
と

ミ
題
ミ

ト
§
ミ
ミ
ミ

(『虫
の
文
学
』)
を
挙
げ

ハ
ー
ン
の
日
本
趣
味

に
言
及
す
る
が
、
彼
は
こ
れ
ら

の
書
物
を
入
手
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と

い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
書
物
は
ち
ょ
う
ど
彼
が
日
本
に
留
学
し
て
い
た
年

(
一

九
二

一
)
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
し
か
も
彼
が
好
ん
だ
日
本
語
と
英
語

の
対

(
2
)

訳
本
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
者
は
書
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
も

っ
ぱ
ら
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響 き合 うテキス ト

昆
虫
を
題
材
と
す
る
ハ
ー
ン
の
文
章
が
集
め
ら
れ
、
「蝶
」
「蚊
」
「蟻
」
「蛍
」

「蜻
蛉
」
「嬋
」
「
草
ひ
ば
り
」
や
昆
虫
を
歌

っ
た
詩
に
関
す
る
随
筆
な
ど
都
合

十
篇
を
収
め
る
。
実
に
豊
か
な
モ
チ
ー
フ
の
昆
虫
文
学
で
、
こ
の
う
ち
の
蟻

に

つ
い
て
の
長
文
随
筆
で
は
中
国
伝
説
が
語
ら

れ
た
り
、
ま
た
論
文
に
依
拠
し
な

が
ら
蟻
の
自
己
犠
牲
的
な
道
徳
性
を
説

い
た
り
、
蟻

の
社
会
が
詳
し
く
語
ら
れ

て
い
る
。
影
響

の
有
無
は
断
じ
が
た
い
が
、
豊
子
愃

に
も
蟻
を
書

い
た

「清

晨
」
や
蟻
の
利
他
的
な
行
為
を
た
た
え
る
随
筆

「敬
礼
」
が
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
身
辺
の
鳥
獣
虫
魚
を
書
く
豊
子
愃

の
小
品
群
に
と
り
、
漱
石

や

ハ
ー
ン
の
作
品
が
参
照
可
能
な
先
行
作
品
だ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、

本
論

で
目
指
そ
う
と
す
る
の
は
単
に
影
響
関
係
を

つ
き
と
め
る
こ
と
で
は
な
く
、

比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
作
品
の
読
み
を
深
め

る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
も
付
け
加

え
て
お
こ
う
。

さ
ら
に
、
三
者

の
如
上
三
作
品
を
比
較
対
象
と
し
た
の
は
、
「蝌
蚪
」
に
は

「文
鳥
」
と

「草
ひ
ば
り
」
の
影
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

二

「
蝌
蚪
」

林
語
堂

(
一
八
九
五
-

一
九
七
六
)
が
編
集
す
る
小
品
文
半
月
刊
誌

『人
間

世
』
第
四
期

(
一
九
三
四
年
六
月
五
日
、
良
友
図
書
印
刷
有
限
公
司
)
に
掲
載
さ

れ
た

「蝌
蚪
」
は
三
節
か
ら
な
り
、
上
下
二
段
組
で
計
四
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ

の
第

一
節
は
次

の
よ
う
に
始
ま
る
。

筆
を
置
き
、
二
階
の
窓
に
も
た
れ
て
休
憩
し
庭
を
見
下
ろ
す
た
び
、
花

を
置
く
台

の
縁
、
多
く
の
鉢
植
え
の
横
に
、
ブ
ル
ー
の
図
案
が
デ
ザ
イ
ン

さ
れ
た
琺
琅
の
洗
面
器
が
見
え
る
。
初
め
て
そ
れ
を
見
た
と
き
、
洗
濯
を

す
る
者
が
そ
こ
に
仮
置
き
し
た
の
だ
と
わ
た
し
は
思

っ
た
。
グ
レ
ー
で
簡

素
な
そ
の
花
を
置
く
台
の
縁
の
、
い
た

っ
て
素
朴
な
形
を
し
た
素
焼
き
の

鉢
植
え
の
横
に
、
機
械
で
つ
く
ら
れ
た
近
代
的
な
図
案
を
あ
し
ら

っ
た
琺

琅
の
洗
面
器
を
配
置
す
る
の
は
、
絵
画
的
に
見
て
、
と
て
も
調
和
し
て
い

る
と
は
い
え
な

い
。
も
し
、
目

の
前

に
広
が
る
の
が
画
用
紙

で
あ
れ
ば
、

わ
た
し
は
そ
れ
を
消
し
ゴ
ム
で
消
し
て
し
ま

い
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る

(「蝌
蚪
」

一
五
頁
)
。

冒
頭
の

一
文
を
読
め
ば
、
す
ぐ
に
文
筆
家
の
日
常
が
目
に
浮
か
び
、
読
者
が

そ
こ

へ
招
か
れ
る
。
二
階
か
ら
作
者
は
花
の
鉢
植
え
が
並
ぶ
台
に
琺
琅
の
洗
面

器
を
認
め
る
。
そ
れ
が
置
か
れ
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
う
え
、
洗
面
器
の
図
案

模
様
も
周
り
と
は
調
和
し
な
い
と
、
画
家

の
目
で
見
た
作
者
は
、
目
の
前
の
情

景
が
広
げ
ら
れ
た

一
枚
の
画
用
紙
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
を
消
し
ゴ
ム
で
消
し
て
し

ま
い
た
い
と
書
き
、
読
者

に

一
つ
の
懸
念
を
抱
か
せ
る
。

翌
日
、
翌
々
日
も
洗
面
器
は
な
お
そ
こ
に
あ
る
。
な
に
か
使
命
を
帯
び
て
い

る
も
の
と
見
た
作
者
は
、
上
か
ら
庭
で
遊

ぶ
子
ど
も
に
訊
ね
る
と
、
な
か
に
オ

タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が
入

っ
て
い
る
と

い
う
。
田
ん
ぼ
か
ら
捕
ま
え
て
き
た
も
の
だ

と
も
教
え
て
く
れ
た
。
そ
う
し
て
、
二
階

か
ら
降
り
、
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
を
見
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に
来
た
作
者
に
気
付
き
、
子
ど
も
た
ち
も
寄

っ
て
き
た
。
子
ど
も
ら
は

「
ね
え
、

黒
い
金
魚
み
た
い
」
「金
魚
よ
り
も
か
わ
い

い
よ
」
「
ね
え
、
ど
う
し
て
、
ず

っ

と
泳

い
で
い
る
の
」
「ね
え
、
ま
だ
蛙

に
な

ら
な

い
の
」
な
ど
と
言

い
、
作
者

は

「彼
ら
の
言
葉
に
は
っ
と
し
て
、
目

の
前

の
こ
れ
ら
の
撥
剌
と
し
た
小
動
物

は
、
た
ち
ま
ち

一
種
の
苦
悶

の
象
徴
に
見
え

て
き
た
の
で
あ

っ
た
。」

「
苦
悶
の
象
徴
」
は
厨
川
白
村
の
書
物

の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
が
、
同
書
は
魯
迅

や
豊
子
榿
の
翻
訳
に
よ

っ
て
民
国
期
の
中
国

に
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文

芸
表
現
を
苦
悶

の
象
徴
と
す
る
厨
川
白
村
の
文
学
理
論

の
浸
透
ぶ
り
は
、
さ
ま

(3

V

ざ
ま
に
検
証
さ
れ
て
い
る
が
、
豊
子
愃

の
場
合
彼

の
文
学
創
作
に
ま
で
影
響
が

及
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
洗
面
器
の
中

は
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
に
と

っ
て
理

想
的
な
生
存
環
境
か
ら
ほ
ど
遠
く
、

い
く
ら
泳
ぎ
ま
わ

っ
て
も
栄
養
と
な
る
も

の
を
得
ら
れ
ず
、
成
長
し
て
蛙
と
な
る
希
望
も
な
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
あ
る

種

の
生
活
を
強

い
ら
れ
た
、
人
間
精
神

の
象
徴
だ
と
し
て
、
第

一
節
は
終
る
。

そ
う
考
え
た
作
者
は
、
第
二
節
で
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
の
生
存
環
境
を
改
善
し

よ
う
と
し
、
子
ど
も
た
ち
に
諭
す
よ
う
に
話

し
か
け
る
。
洗
面
器
に
は
オ
タ
マ

ジ
ャ
ク
シ
が
好
む
泥
や
食

べ
物
が
な
い
と
聞

か
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
同
情
し

て
、
す
ぐ
に
そ
れ
ら
を
田
ん
ぼ
に
持

っ
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、
も
う
時

間
が
遅

い
の
で
翌
日
に
し
て
、
泥
を
少
し
入

れ
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
作
者

の
言

葉
に
従

い
、
子
ど
も
た
ち
は
手
に
泥
や
土
を
持

っ
て
き
て
洗
面
器
に
入
れ
た
。

す
る
と
、
泥
に
す

っ
か
り
隠
れ
て
見
え
な
く

な

っ
た
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
た
ち
を

心
配
し
、

一
人
の
子
ど
も
が
泥
を

の
け
て
み
た
。
作
者
も

一
緒
に
隠
れ
家

の
中

の

オ

タ

マ
ジ

ャ
ク

シ
を

覗

く

と

、

オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が
四
匹
、
洗
面
器
底
の
泥
の
穴
に
集
結
し
、
四
つ
の

頭
が
接
近
し
、
尾
が
外
に
向
か

っ
て
放
射
状
に
な
り
、
そ
こ
で
何
か
を
と

も
に
食

べ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た

一
緒
に
話
を
し
て
い
る
よ
う
で
も

あ
る
。
ふ
と
、

一
匹
の
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
が
尻
尾
を
振
り
、

い
そ

い
そ
と

泳
ぎ
去

っ
た
。
ほ
か
の
く
ぼ
み
に
泳
い
で
い
き
、

一
回
り
し
て
、

一
匹
の

オ
タ

マ
ジ
ャ
ク
シ
を
連
れ
て
出
て
き
て
、
元
の
場
所
に
戻

っ
た
。
五
人
が

集
合
し
、
五
本
の
尾
を

一
斉
に
震
わ
せ
、
五
本

の
放
射
状

の
曲
線
を
描
き
、

た

い
そ
う
に
美
し
い
の
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
や

い
や
い
と
声
を
上

げ
た
。
わ
た
し
も
年
齢
を
忘
れ
、
彼
ら
に
合
わ
せ
て
、
や
い
や
い
と
声
を

上
げ
た

(「蝌
蚪
」

一
六
頁
)
。

こ
の
描
写
は
本
編
の
白
眉
と
い
っ
て
も
よ

い
と
こ
ろ
で
、
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ

の
様
子
を
絵
画
的
に
美
し
く
描
出
し
て
い
る
。
隠
れ
穴
で
家
族

の
よ
う
に
団
欒

し
、
ま
た
ほ
か
の
穴
を
訪
ね
た
も

の
が
客
を
連
れ
て
帰

っ
て
く
る
。
こ
れ
を
見

た
子
ど
も
た
ち
は
歓
声
を
あ
げ
、
作
者
も
そ
こ
で
み
ず
か
ら
の
年
齢
を
忘
れ
て

声
を
あ
げ
た
。
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
可
愛
さ
に
見
と
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
庭

で
池
を
造
り
、
そ
こ
で
飼
お
う
と
提
案
す
る
。
作
者
も
賛
成
し
、
早
速
子
ど
も

た
ち
が
小
さ
な
池
を
掘
り
、
洗
面
器
の
中
身
を
そ
こ
に
あ
け
た
。

第
三
節

で
は
、
話
が
が
ら
り
と
変
わ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
庭

の
池
の
オ
タ

マ
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ジ
ャ
ク
シ
が
成
長
し
て
蛙
に
な
る
と
い
う
希
望
を
胸
に
部
屋
に
戻

っ
て
い
く
の

に
対
し
て
、
作
者
は
あ
る
こ
と
を
思
い
だ
し
心
が
沈
む
の
で
あ
る
。
彼
は
上
海

の
ホ
テ
ル
に
置
き
忘
れ
た
四
匹
の
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
を
思

い
出
し
て
い
た
の
だ
。

そ
れ
は
気
分
転
換
の
旅

に
出
か
け
た
お
り
、
子
ど
も
が
市
場
で
買

っ
た
、
ガ

ラ
ス
瓶
に
入

っ
た
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
で
あ

っ
た
。
大
都
会
で
観
賞
用
に
売
ら
れ

て
い
た
ガ
ラ
ス
瓶
の
中

の
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
を
豊
子
榿
は
や
は
り
細
や
か
に
見

つ
め
て
い
る
。

ホ
テ
ル
に
戻
り
、
明
か
り
の
下
、
机

の
上
で
、
瓶
に
入

っ
た
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
を
見
る
と
、
そ
れ
は
な
か
な
か
き
れ
い
な
も
の
で
あ
る
。
ま
る
で

瓶
に
入

っ
た
金
魚

の
よ
う
だ
。
オ
タ

マ
ジ
ャ
ク
シ
は
全
部
で
四
匹
い
る
。

色
は
金
魚
ほ
ど
美
し
く
は
な
い
が
、
泳

ぐ
姿
は
金
魚
よ
り
も
活
発
で
か
わ

い
ら
し
い
。
そ
れ
ら
が
ガ
ラ
ス
の
近
く

を
泳
ぐ
時
、
実
際
の
大
き
さ
が
瓜

種
半
分
ほ
ど
の
大
き
さ
し
か
な
い
の
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
瓶

の
真
ん
中
あ
た
り
を
泳
ぐ
と
ガ
ラ
ス
と
水

の
凸
面
鏡

の
効
果
で
大
き
く
見

え
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
目
に
映
る
の
で
、
た
い
そ
う
き
れ
い
に
見
え

る
の
で
あ
る

(「蝌
蚪
」

一
七
頁
)。

し
か
し
、
豊
子
榿
は
た
だ
視
覚
的
な
美
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

彼
は
田
舎

の
田
ん
ぼ
に
い
る
べ
き
も
の
が
、

大
都
会
の
無
機
的
な
空
間

に
も
た

ら
さ
れ
た
こ
と
に
憐
憫

の
情
を
抱
く
。
そ
し
て
、
子
ど
も
の
不
注
意
で
ガ
ラ
ス

が
割
れ
、
た
だ
の
オ
タ

マ
ジ
ャ
ク
シ
に
逆
戻
り
し
た
の
を
見
て
も
、
「西
洋
文

明
が
浸
潤
す
る
こ
の
繁
華
街
も
、
お
そ
ら
く
ガ
ラ
ス
の
凸
面
鏡
の
効
果
で
奇
妙

奇
天
烈
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
不
注

意
に
よ

っ
て
、
ガ
ラ
ス
が
割
れ
た
ら
、
何
の
変
哲
も
な

い
田
舎
の
オ
タ
マ
ジ
ャ

ク
シ
に
逆
戻
り
し
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。」
と
都
市
文
明

へ
の
批
判
を
吐
露

す
る
。

そ
の
後
、
そ
れ
を
置
き
忘
れ
た
の
は
、
子
ど
も
が
誤

っ
て
ガ
ラ
ス
瓶
を
割
り
、

オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
を
湯
の
み
に
移
し
て
ホ
テ
ル
の
部
屋
の
鏡
台
の
上
に
置
い
た

の
で
目
に

つ
き
に
く
く
な

っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
ホ
テ
ル
の
部
屋
を
換
え
た
こ

と
に
よ
る
。
旅
か
ら
帰
宅
し
た
作
者
は
今
に
な

っ
て
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が
ど

う
な

っ
た
の
か
を
案
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
随
筆
は
収
束

へ
と
向
か
う
。
ホ
テ
ル
の
雑
役
夫
の
妙
生
が
登
場
し
、

作
者
は
ま
ず
彼
に
希
望
を
託
そ
う
と
す
る
。
痰
壷
に
あ
け
て
捨
て
て
し
ま

っ
た

可
能
性
が
高
い
が
、
も
し
か
し
て
虫
を
飼
う
こ
と
を
趣
味
と
す
る
妙
生
は
生
き

物

へ
の
愛
を
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
に
向
け
、
そ
れ
ら
を
代
わ
り
に
飼

っ
て
く
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
、
作
者
は
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
て
飼

っ
て

く
れ
て
い
る
こ
と
を
望
ま
な

い
の
だ
と
、
作
者
は

一
転
し
て
抱
い
て
い
た
希
望

を
断
ち
切
る
。
な
ぜ
な
ら
、
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
に
と
っ
て
理
想
的
な
棲
家
は
、

鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
部
屋
で
な
く
、
水
草
が
豊
か
で
潤

っ
た
田
ん
ぼ
の
泥
の

問
だ
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
四
匹
の
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
に
と

っ
て
、
望
ま
し
い

行
く
末
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
作
者
は
き

っ
ぱ
り
と
、
次
の
よ
う
に
文
を
結
ん
で
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い

る

。

も
し
、
四
匹
の
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
が

ま
だ
そ
の
ホ
テ
ル
に
い
る
と
知
ら

せ
て
く
れ
る
者
が

い
た
ら
、
象
徴
的
な
意
味
の
た
め
に
も
、
わ
た
し
は
す

ぐ
に
ホ
テ
ル
に
駆
け
つ
け
、
そ
れ
ら
を
青
草
の
生
い
茂
る
池

に
放
し
て
や

る

つ
も
り
で
あ
る

(「蝌
蚪
」

一
八
頁
)。

つ
ま
り
、
で
き
る
こ
と
な
ら
理
想
的
な
環
境

へ
返
し
て
あ
げ
た
い
と
い
う

の

で
あ
る
。三

「
蝌
蚪

」
と

「文
鳥
」

漱
石
の

「文
鳥
」
は
九
小
節
か
ら
な
り
、

「蝌
蚪
」
よ
り
や
や
長
め
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
文
筆
家
の
日
常
を
舞
台
と
す
る
が
、
登
場
人
物
に
は
文
鳥
を
飼
う

こ
と
を
勧
め
る
三
重
吉
と
も
う

一
人
の
門
人

の
豊
隆
、
そ
し
て
作
者
が
と
き
お

り
思
い
出
す
女
性
が
挙
げ
ら
れ
、
家
族
や
下
女
は
後
半

か
ら
文
鳥
を
葬
る
結
末

の
段
に
か
け
て
登
場
す
る
。

あ
る
日
、
門
弟

の
三
重
吉
が
文
鳥
と
鳥
籠
、
箱
、
餌
な
ど
万
般
揃
え
て
持

っ

て
き
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
作
者
は
文
鳥
を
飼

い
、
毎
日
世
話
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
「千
代
千
代
」
と
い
う
鳴

き
声
を
耳

に
し
な
が
ら
、
作
者
は
執
筆

に
勤

し
む
。
そ
の
う
ち
、
餌
や
水
を
与
え
る
の
が
だ
ん
だ
ん
億
劫
に
な
る
。
し
か
も
、

朝
寝
坊
を
し
た
り
、
寒

い
夜
箱
に
し
ま
う
の
を
忘
れ
た
り
と
疎
か
に
し
て
し
ま

う
。
と
う
と
う
、
文
鳥
は
飢
え
と
寒
さ
で
死
ん
で
し
ま
う
が
、
作
者
は
下
女
に

怒
り
を
ぶ
つ
け
て
、
三
重
吉
に
知
ら
せ
の
葉
書
を
書
き
、
返
事
を
得
た
と
こ
ろ

で
作
品
が
結
ば
れ
る
。

「文
鳥
」
と

「蝌
蚪
」
の
共
通
点
と
相
違
を
順
に
整
理
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

文
章
表
現
に
注
目
す
る
と
、
使
用
言
語

の
柑
違
を
超
え
、
い
く

つ
か
の
共
通
点

が
認
め
ら
れ
る
。

第

一
に
、
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
を
生
彩

の
あ
る
筆
で
描

い
た
豊
子
憧
の
描
写
法

は
、
漱
石
の
筆
法
に
近

い
と
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
文
鳥
を
漱
石
は
こ
う
ス

ケ
ッ
チ
す
る
。

文
鳥
は
つ
と
嘴
を
餌
壺
の
真
中

に
落
し
た
。
さ
う
し
て
二
一二
度
左
右
に

振

つ
た
。
奇
麗
に
平
し
て
入
れ
て
あ

つ
た
粟
が
は
ら
く

と
籠

の
底
に
零

れ
た
。
文
鳥

は
嘴
を
上
げ
た
。
咽
喉
の
所
で
微
な
音
が
す
る
。
又
嘴
を
粟

の
真
中
に
落
す
。
又
微
な
音
が
す
る
。
其
の
音
が
面
白

い
。
静
か
に
聴

い

て
居
る
と
、
丸
く
て
細
や
か
で
、
し
か
も
非
常

に
速
か
で
あ
る
。
菫
程
な

小
さ
い
人
が
、
黄
金

の
槌
で
瑪
瑙
の
碁
石
で
も

つ
ゴ
け
様

に
敲
い
て
居
る

様
な
気
が
す
る
。

嘴
の
色
を
見
る
と
紫
を
薄
く
混
ぜ
た
紅
の
様

で
あ
る
。
其

の
紅
が
次
第

に
流
れ
て
、
粟
を

つ
つ
く
口
尖

の
辺
は
白

い
。
象
牙
を
半
透
明
に
し
た
白

さ
で
あ
る
。
此
の
嘴
が
粟
の
中

へ
這
入
る
時
は
非
常
に
早

い
。
左
右
に
振

り
蒔
く
粟
の
珠
も
非
常
に
軽
さ
う
だ
。
文
鳥
は
身
を
逆
さ
ま
に
し
な
い
許
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り
に
尖

つ
た
嘴
を
黄
色

い
粒
の
中
に
刺

し
込
ん
で
は
、
膨
く
ら
ん
だ
首
を

惜
気
も
な
く
右
左

へ
振
る
。
籠
の
底
に
飛
び
散
る
粟

の
数
は
幾
粒
だ
か
分

ら
な
い
。
そ
れ
で
も
餌
壷
丈
は
寂
然
と
し
て
静
か
で
あ
る
。
重

い
も
の
で

あ
る
。
餌
壷

の
直
径
は

一
寸
五
分
程
だ
と
思
ふ

(「文
鳥
」
八
七
頁
)。

複
数
の
色
彩

(紅
、
白
、
黄
色
)
と
音
が
織
り
成
す
文
鳥

の
身

の
周
り
の
華

麗
な
る
小
空
間
が

い
と
し
む
よ
う
な
こ
と
ば

で
綴
ら
れ
、
異
次
元
の
別
世
界
を

現
出
さ
せ
て
い
る
。
先

に
引

い
た
、
琺
琅
の
洗
面
器
底
の
泥
穴
に
身
を
寄
せ
合

う
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
小
世
界
に
通
底
す
る
視
線
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
ま
い

か
。第

二
に
、
漱
石
を
読
み
な
れ
て
い
た
豊
子
榿
は
、
そ
の
文
章
法
を
身
に
つ
け

て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
冒
頭
で
豊
子

榿
は

「筆
を
置
き
、
二
階
の
窓
に
も
た
れ
て
休
憩
し
庭
を
見
下
ろ
す
た
び
…
」

と
書
く
が
、
そ
れ
は
漱
石
の

「筆
を
擱
い
て
、
そ

つ
と
出
て
見
る
と
、
文
鳥
は

自
分
の
方
を
向
い
た
儘
…
」
と
こ
と
ば
も
表

さ
れ
た
動
作
も
よ
く
似
た
表
現
で

あ
る
。
そ
し
て
、
短

い
会
話
文
を
改
行
せ
ず

に
、
地
の
文
に
織
り
交
ぜ
な
が
ら

文
を
進
め
る
手
法
も
両
者
に
共
通
し
て
見

ら
れ
る
。
「蝌
蚪
」
か
ら

一
段
落
引

く
。

一
人
の
子
が
突
然
思
い
出
し
た
よ
う

に
大
声

で
言

っ
た
。
「
そ
う
だ
、

庭
の
隅
に
小
さ
な
池
を
掘

っ
て
、
水
を
入
れ
れ
ば
田
ん
ぼ
と
同
じ
だ
よ
ね
。

そ
こ
で
飼
う
こ
と
に
し
よ
う
よ
。
大
き
く
な

っ
た
ら
蛙
に
な
り
、
壁
の
と

こ
ろ
で
ぴ

ょ
ん
ぴ

ょ
ん
飛
び
跳
ね
る
ん
だ
」
み
な
が
手
を
た
た
い
て
、

「そ
う
だ
」
と
い
っ
た
。
わ
た
し
も

一
緒

に

「
そ
う
だ
」
と
い
っ
た
。
大

き
い
子
ど
も
は
す
ぐ
花

い
じ
り
の
小
さ
な
鍬
を
持

っ
て
き
て
、
壁
の
隅
の

地
面
を
掘
り
始
め
た
。
ま
も
な
く
、
洗
面
器
ほ
ど
の
大
き
さ
の
池
を
開
削

し
た
。
「
も
う
い
い
よ
、
い
い
よ
」
「水
を
汲
ん
で
き
て
、
水
を
」
と
み
な

が
言
う
と
、
二
人
の
子
が
水
が
め
の
蓋
を
肩
で
担

い
で
開
け
、
如
雨
露
で

い
っ
ぱ
い
の
水
を
汲
ん
で
き
て
、
開
削
し
た
ぼ
か
り
の
池
に
注
い
だ
。
は

じ
め
の
う
ち
、
水
は
満
々
と
た
た
え
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
土
に
吸
収
さ

・れ
、
浅
く
な

っ
た
。
「水
が
足
り
な
い
、
足
り
な
い
」
と
み
な
が
言
う
と
、

小
さ
い
子
が
水
汲

み
に
行
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
大
き
い
子
は

「大
丈

夫
、
大
丈
夫
、
洗
面
器
の
水
と
泥
を
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
と

一
緒
に
池
に
入

れ
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
い
い
」
と
言

っ
た
の
で
、
み
な
が
賛
成
し
た
。
こ
う

し
て
、
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
の
引
越
し
は
完
了
し
た

(「蝌
蚪
」

一
七
頁
)。

平
叙
文
に
会
話
文
を
改
行
せ
ず

に
挿
む
手
法
を
漱
石
は
多
用
し
て
お
り
、

「文
鳥
」
で
は
三
重
吉
と
の
や
り
と
り
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
小
品
冒
頭
の
段
落

を
引
く
。十

月
早
稲
田
に
移
る
。
伽
藍
の
様
な
書
斎

に
只

一
人
、
片
附
け
た
顔
を

頬
杖
で
支

へ
て
居
る
と
、
三
重
吉
が
来
て
、
鳥
を
御
飼
ひ
な
さ
い
と
云
ふ
。
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飼

つ
て
も

い
〉
と
答

へ
た
。
然
し
念
の
為
だ
か
ら
、
何
を
飼
ふ
の
か
ね
と

聞

い
た
ら
、
文
鳥

で
す
と
云
ふ
返
事
で
あ

つ
た

(「文
鳥
」
七
九
頁
)。

両
者

の
文
を
比
較
す
る
と
異
同
が
明
ら
か

に
な
る
。
後
者
は
鉤
括
弧
も
な
く
、

文
が
流
れ
る
よ
う

に
ス
ム
ー
ズ
に
進
行
す
る
。
豊
子
榿

の
文
は
括
弧
が
入
り
、

い
く
ら
か
会
話
が
突
出
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
が
、
改
行
は
し
な
い
の
で
、

や
は
り
滞
り
を
あ
ま
り
感
じ
な
い
。
ま
た
、

改
行
し
た
会
話
文
と
比

べ
る
と
、

地

の
文
と
の
渾
然
と
し
た

一
体
感
が
よ
り

一
層
明
確
に
な
り
、
そ
れ
が
漱
石
の

文
に
見
ら
れ
る
文

の
流
れ
と
の
隔
た
り
は
小
さ
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「文
鳥
」

は
会
話
文
を
こ
と
ご
と
く
地

の
文
に
溶
け
込
ま
せ
て
お
り
、
完
全
に
括
弧
を
排

除
し
た
形
で
あ
り
、
す
ぐ
そ
れ
と
わ
か
る
会

話
の
闖
入
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
喧

騒
感
を
払
拭
し
、
書
斎
の
日
常
が
い
よ
い
よ
静
か
に
な
り
、
そ
こ
で
文
鳥
の
動

静
が
際
立

つ
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。

し
か
し
、
「蝌
蚪
」
に
は
喧
騒
感
が
み
な
ぎ

っ
て
い
る
。
名
前

は
記
さ
れ
な

い
が
複
数
の
子
ど
も
が
あ
れ
こ
れ
と
言

い
立

て
る
様
子
が
引
用
文
か
ら
も
伝
わ

ろ
う
。
ま
た
、
改
行
し
た
会
話
文
を
羅
列
し

た
く
だ
り
も
、
子
ど
も
た
ち
の
会

話
を
魅
力
的

に
写
し
て
い
る
。
金
魚

の
よ
う

に
見
え
る
ガ
ラ
ス
瓶
の
中
の
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
が
現
れ
る
、
第
三
節
の
た
め
の
伏
線
と
も
な
る
第

一
節
の
子
ど
も

た
ち
の
会
話
を
引

い
て
み
よ
う
。

ダ
　
ジ

ン
ト
ウ

「
こ
れ
は
大
井
頭
の
田
ん
ぼ
か
ら
捕
ま
え
て
き
た
ん
だ
」

「
こ
れ
は
清
明
節
の
日
に
捕
ま
え
て
き
た
ん
だ
」

「ぼ
く
た
ち
、
手
で
掬

っ
て
き
た
ん
だ
」

「ぼ
く
た
ち
、
毎
日
水
を
換
え
て
い
る
よ
」

「ね
え
、
黒
い
金
魚
み
た
い
」

「金
魚
よ
り
も
か
わ
い
い
よ
」

「
ね
え
、
ど
う
し
て
、
ず

っ
と
泳
い
で
い
る
の
」

「
ね
え
、
ま
だ
蛙
に
な
ら
な
い
の
」
(「蝌
蚪
」

一
五
頁
)

こ
の
部
分
を
、
先
の
引
用
文
と
比

べ
る
と
、
リ
ズ
ム
の
違
い
が
感
じ
ら
れ
よ

う
。
作
者
と
と
も
に
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
に
見
入
り
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
そ

の
来
歴
を
教
え
て
く
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同

一
語
の
反
復
に
よ
る
文
頭
は
子

ど
も
の
会
話
の
特
徴
を
と
ら
え
て
お
り
、
会
話
に
わ
り
と
間
合

い
が
感
じ
取
れ

る
。形

式
や
表
現
技
巧
に
お
け
る
共
通
点
と
し
て
、
次

の
擬
音
語
の
用
法
も
挙
げ

ら
れ
る
。
文
鳥
が

「千
代
千
代
」
と
鳴
く
の
に
対
し
、
豊
子
榿
は
蛙
の
鳴
き
声

を

「哥
哥
、
哥
哥

(σq
Φσq
Φ)」
と
表
現
し
た
。
両
方
と
も
普
通
擬
音
語
と
し
て

用
い
ら
れ
な
い
語
で
あ
る
。
前
者
は
女
性
の
名
前
を
連
想
さ
せ
、
そ
れ
が
文
中

　
　
　

に
登
場
す
る
女
性
の
存
在
と
響
き
合
う
。
後
者
は

「
に
い
ち
ゃ
ん
、
に
い
ち
ゃ

ん
」
と
い
う
意
味
で
も
あ
り
、

い
ず
れ
も
人
を
思
わ
せ
る
語
を
擬
音
語
と
し
た

こ
と
に
な
る
。
単
な
る
偶
然
の

一
致
だ
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
考
え

さ
せ
る
共
通
点
で
あ
り
、
相
違
で
も
あ
る
。
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「文
鳥
」
は
鳥
を
描

い
て
い
な
が
ら
、
恋
を
重
ね
て
お
り
、
静
的
な
女
性
的
な

雰
囲
気
が
漂
う
。

一
方
、
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク

シ
は
蛙

と
な

る
も

の
だ
が
、
「蛙

(霜
鋤
)」
は

「娃
」
と
同
音
で
あ
り
、
子
ど
も
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

(5

)

ま
た
蛙

の
多
子
性
も
縁
起
が
よ
く
、
豊
子
愃
が
描
く
と
こ
ろ
の
健
気
に
泳
ぎ
ま

わ
る
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
は
、
騒
が
し
い
ほ
ど
元
気
な
子
ど
も
た
ち
と
重
な
る
存

在
な

の
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
「
に
い
ち
ゃ
ん
、

に
い
ち
ゃ
ん
」
と

い
う
蛙
の
鳴

き
声
が
、
蛙
と
子
ど
も
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

内
容
の
共
通
項
を
探
れ
ば
、
ま
ず
両
小
品

の
筋

の
運
び
が
ほ
ぼ

一
致
す
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「蝌
蚪
」
は
重
層
的
だ

が
、
全
体

の
展
開
に
お
い
て
は
似

通

っ
て
い
る
。
と
も
に
自
分
の
意
志
で
は
な

い
も
の
の
、
小
動
物
を
飼

い
、
そ

し
て
不
注
意

に
よ

っ
て
死
な
し
て
し
ま

っ
た
り
、
ホ
テ
ル
に
置
き
忘
れ
た
り
す

る
。
さ

い
ご

に
漱
石
は
下
女
、
豊
子
榿
は
ホ

テ
ル
の
雑
役
夫
を
登
場
さ
せ
る
こ

と
で
終
ら
せ
る
と
い
う
構
造
も
類
似
す
る
。

ま
た
、
怒
り
を
下
女
に
向
け
る
漱
石
の
文
章
に
は
、
文
鳥
の
死
を
悲
し
む
表

現
は
見
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
鳥

の
姿
を
活
写
す
る
そ
の
美
文
か
ら
読

者
は
作
者
の
生
き
物

へ
の
愛
惜
を
感
じ
ず

に
は

い
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、

直
截
に
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
幸
福
を
願
う
豊
子
愃
と
、
感
情
を
露
わ
に
し
な

い

漱
石
は
表
現
方
法
が
異
な
る
が
、
生
を
慈
し
む
と
い
う
点
で
は

一
致
し
て
い
る
。

大
同
の
う
ち
に
も
小
異
が
あ
り
、
そ
れ
も
合
わ
せ
て
吟
味
し
て
き
た
が
、
両

作
品
の
相
違
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
題
材

の
文
鳥
と
オ
タ

マ
ジ
ャ
ク
シ
に
は
雅
と
俗
の
違

い
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
三
重
吉
が
抱
え
て
き
た
鳥
籠
は
台
が
漆
塗
り
で
、
竹
は
細
く
色

も

つ
け
て
あ
る
。
竹
細
工
の
工
芸
品

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
文
鳥

の

仕
草
の
描
写

に
も
文
雅
な
趣
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
は

題
材
か
ら
し
て
庶
民
的
で
あ
り
、
ま
さ
に
子
ど
も
た
ち
の
格
好

の
遊
び
相
手
で
、

優
雅
な
文
人
の
趣
味
と
は
程
遠

い
。
豊
子
榿
は
後

に
ア
ヒ
ル
や
ガ
チ

ョ
ウ
を
も

書
き
、
精
神
性

の
高
さ
を
そ
れ
ら
に
見
出
す
が
、
素
材
と
し
て
は
通
俗
的
な
も

の
と
い
え
よ
う
。
絵
画
に
お
い
て
、
現
代
風
俗
に
取
材
す
べ
き
こ
と
を
説

い
た

豊
子
榿
は
、
文
学
に
も

「通
俗
」
と
い
う
姿
勢
を
示
し
た
。
よ

っ
て
、
題
材
に

お
け
る
雅
俗

の
差
異
は
両
者
の
文
学
観

の
違
い
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、
作
品
の
締
め
く
く
り
に
も
違

い
が
あ
る
。
文
鳥
の
死
に
対
し
て
、

作
者
は
餌
を
与
え
忘
れ
た
こ
と
を
下
女
や
家
人
の
責
任
に
し
、
下
女
を
激
し
く

叱

っ
た
。
ま
た
、
三
重
吉

へ
の
葉
書
に
も
文
鳥
を
押
し
付
け
て
き
た
怨
み
言
を

書
き
、
そ
れ
を
下
女
に
投
函
さ
せ
、
鳥

の
死
骸
を
片
付
け
さ
せ
た
。
下
女
が
去

る
と
ま
も
な
く
裏
庭
で
、
「子
供
が
文
鳥
を
埋
る
ん
だ
く

と
騒
い
で
ゐ
る
」。

翌
日
、
見

に
行
く
と
、
埋
め
ら
れ
た
辺
り
に
、
「小
さ
い
公
札
が
、
蒼

い
木
賊

の

一
株
と
並
ん
で
立

つ
て
ゐ
る
。
…
…
公
札
の
表
に
は
、
此
の
土
手
登
る
べ
か

ら
ず
と
あ

つ
た
。
筆
子

の
手
蹟
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
、
さ
さ
や
か
な

「墓

標
」
が
文
鳥
の
死
を
悼
む
家
族
の
気
持
ち
を
示
し
て
い
る
。

つ
づ
け
て
、
末
尾

の
段
落
は
さ
ら
に
感
情
を
抑
え
た
表
現
が
な
さ
れ
る
。
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と
あ

る
許
り
で
家
人
が
悪

い
と
も
残
酷
だ
と
も

一
向
書

い
て
な
か

つ
た

(「文
鳥
」
九
八
頁
)。

こ
こ
で
冒
頭

に
呼
応
す
る
形
で
三
重
吉
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
三
重
吉
は
、

他
人
に
責
任
転
嫁
す
る
作
者

に
は
取
り
合
わ
な
か
っ
た
。
作
者
こ
そ
文
鳥
を
死

な
せ
た
の
だ
と
、
彼
は
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
、
そ
の
よ
う
に
読
者
に
思
わ

せ
、
作
者
の
心
は
沈
ん
だ
ま
ま
で
文
章
が
締

め
く
く
ら
れ
た
。

一
方
、
先

に
引
い
た

「
蝌
蚪
」
の
結
末
は
、
ホ
テ
ル
の
部
屋
に
置
き
忘
れ
た

オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
の
身
を
案
じ
た
作
者
が
見
出
し
た
解
決
法
の
提
示
と
、
行
動

を
起
こ
す
決
意
表
明
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
万
が

一
飼
わ
れ
た
状
態

で
生
存
し
て

い
る
の
な
ら
、
不
自
由
な
環
境
に
生
き
る
魂

の
救
済
と
い
う
意
味
も
兼
ね
て
、

自
分
は
す
ぐ
助
け
に
行
く
の
だ
、
と
。

こ
う

し
た
積
極
的
な
言
辞
は
、
あ
く
ま

で
み
ず
か
ら
の
気
持
ち
を
表
に
出
そ
う
と
し

な
い
文
鳥
の
飼
主
と
相
当
異
な
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
の
死
の
可
能
性
が
真
先
に
予
見
さ

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
者
は
あ
え
て
希
望
を
捨
て
な

い
の
で
あ
る
。

四

「蝌
蚪
」

と

「
草

ひ
ば

り
」

ハ
ー
ン
の

「草
ひ
ば
り
」
と

「
文
鳥
」
に
は
多
々
の
類
似
点
が
あ
り
、
そ
の

う
え
漱
石
が

「草
ひ
ば
り
」
を
意
識
し
、
「
文
鳥
」
を
書

い
た
可
能
性
が
あ

る

こ
と
を
平
川
祐
弘
氏
は
そ
の
著

『ラ
フ
カ
デ

ィ
オ

・
ハ
ー
ン
ー

植
民
地
化

・

キ
リ

ス
ト
教
化

・
文
明
開
化
』

(二
〇
〇
四
)
で
指
摘

さ
れ
た
。
本
論

で
は

「蝌
蚪
」
と

「草
ひ
ば
り
」
を
対
照
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
。

「
草
ひ
ば
り
」
も
文
筆
家
の
日
常
を
描

い
た
小
品
で
あ
る
。
飼

っ
て
い
た
虫
の

生
態
、
こ
と
に
そ
の
鳴
き
声
な
ど
を

つ
ぶ
さ
に
観
察
、
記
述
し
、
や
は
り
餌
を

与
え
忘
れ
た
こ
と
で
虫
が
死
ぬ
と
こ
ろ
で
話
が
完
結
す
る
。
「文
鳥
」
と
合
わ

せ
て
、
三
作
に
共
通
す
る
の
は
舞
台
が
書
斎

の
周
り
と
い
う
こ
と
、
生
き
物
を

愛
し
て
い
な
が
ら
も
そ
れ
を
死
な
せ
た
り
、
ま
た
は
置
き
忘
れ
た
り
し
た
こ
と
、

そ
れ
か
ら
後
処
理
に
は
下
女
な
い
し
そ
れ
に
類
す
る
存
在

(「蝌
蚪
」
で
は
ホ
テ

ル
の
雑
役
夫
)
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「草
ひ
ば
り
」
と

「蝌
蚪
」
二
作
品

の
異
同
を
見
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。

「蝌
蚪
」
の
冒
頭
で
、
豊
子
榿
は
庭

の
花
の
台
に
置
か
れ
た
洗
面
器
に
注
目
し
、

そ
れ
を
画
家

の
目
で
描
き
出
し
た
。

ハ
ー
ン
の

「
草
ひ
ば
り
」
も
、
ま
ず
虫
籠

の
描
写
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
『日
本

の
心
』
(平
川
祐
弘
編
、
講
談
社
学
術

文
庫
、

一
九
九
〇
)
よ
り
、
森
亮
氏
の
日
本
語
訳
を
引
く
。

彼

の
籠
は
高
さ
が
き

っ
か
り
二
寸
、
横
幅
が

一
寸
五
分

の
四
角
形
。
回

転
軸

に
よ

っ
て
開
け
閉
て
で
き
る
小
さ
な
木

の
戸
は
私

の
小
指
の
先
が
通

り
か
ね
る
く
ら
い
だ
。
し
か
し
、
こ
の
虫

に
は
籠
の
中
が
少
し
も
狭
く
は

な
い
。
歩
い
た
り
、
跳
ね
た
り
、
宙
を
飛
ん
だ
り
す
る
の
に
充
分
な
余
裕

が
あ
る
の
だ
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
彼
は
と
て
も
小
柄

で
、
そ
の
姿
を
ち

ら

っ
と
で
も
見
よ
う
と
思
え
ば
、
茶
色

の
紗
の
き
れ
を
張

っ
た
側
面
か
ら
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念
入
り
に
覗
き
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
つ
で
も
私
は
明
る
い
光

の

当
た
る
所
で
籠
を
数
回
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
し
て
み
て
、
や

っ
と
彼
の
居
る
場

所
を
捜
し
当

て
る
有
様
で
、
見

つ
か

っ
た
時
に
は
大
概
彼
は
上
の
四
隅
の

ど
こ
か
に
い
る
1

紗
張
り
の
天
井

に
逆
さ
に
ぶ
ら
下
が

っ
て
い
る
の
だ

(「
草

ひ
ば

り
」

三

四
五
頁

)
。

す

で

に
引

用

し

た

「
蝌

蚪

」

の
冒

頭

で

は

、

場

違

い
な

と

こ

ろ

に

洗

面

器

が

置

い
て

あ

り

、

そ

れ

が

オ

タ

マ
ジ

ャ

ク

シ

の

仮

の
棲

家

だ

と

や

が

て

わ

か

る
が

、

洗

面

器

は

「
草

ひ
ば

り

」

で

の
虫

籠

に
相

当

す

る

。

豊

子

榿

は
洗

面

器

の
用

途

に

つ

い

て
見

当

違

い
な

推

測

を

し

、

読

者

が

次

の
段

落

で

オ

タ

マ
ジ

ャ
ク

シ
が

入

っ
て

い

る

と
知

っ
た

時

に
意

外

感

を

抱

く

よ

う

に

し

て

い

る
。

ハ
ー

ン
も

こ

の
第

一
段

落

で
、

な

に
が

入

っ
て

い

る

の

か

を

明

ら

か

に
し

な

い
。

草

ひ
ば

り

パ
ニ
ω
蝉
三
び
9
鼠
と

書

い
た

と

こ

ろ

で
読

者

に

は

理

解

し

に

く

い

と

い
う

配

慮

が

そ

こ

に

あ

る

か
も

し

れ

な

い
。

森

氏

の
訳

で

は

「
こ

の
虫

」

と

さ

れ

て

い
る

が

、

英

文

原

文

で

は

げ
Φ
や

ぼ
ω
を

貫

い

て

い

る

。

す

な

わ

ち
、

田

。。

〇
四
ひq
Φ

尻

①
×
鋤
9
ぐ

け
鬢
o

一
①
O
⇔
コ
Φ
ω
Φ

ヨ

o
プ
Φ
ω

ぼ
ひq
げ

①
⇒
◎

o
づ
①

ぎ

o
げ

鋤
づ
住

四

げ
巴
h

≦
置
①

…

と

書

き
出

し

、

ハ
ー

ン

は
籠

の
住

人

を

げ
①

と

呼

ぶ

が

、

そ

れ

が

草

ひ
ば

り

と

い
う

虫

だ

と

明

か

さ

れ

る

の

は
次

の

段

落

に

お

い

て

で
あ

る

。

H
目

鋤
σq
言

①

鋤

o
ユ
o
評
Φ
け

鋤
び
〇
三

9

Φ

ω
一N
Φ

O
h

鋤
昌

o
『
α
ぎ

霞

団

ヨ

o
甲

ρ
巳

8

堕
1

≦

津
ゴ

鋤

づ
巴
『

o
h

鋤
昌
什①
ロ
ロ
餌
①

]B
二
〇
げ

一〇
昌
ひq
臼

叶
げ
四
昌

ゴ
δ

o
≦

昌

げ
o
α
ざ

四
昌
創

ω
o

h
ぎ

①

島

讐

団
o
二

〇
鋤
o

岳

ω
江
昌
σq
巳

ω
げ

島

①
ヨ

o
巳

団

鋤
ひq
巴
ロ
ω
け

9

Φ

=
ひQ
算

・
§

砺
轟
ー
ミ

ミ

ミ

"

o
『

、、○
同
⇔
ω
ω
1
い
費

貯
㌦
、
δ

島

①

一
鋤
b
四
昌
Φ
ω
㊦

昌
鋤
日

Φ

o
噛

匡

】β

"

…

…

(映

螢

襲

ミ

℃
O
・ω
㊤
O
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

普
通
の
蚊
と
同
じ
く
ら
い
の
大
き
さ
を
し
た
こ
お
ろ
ぎ
と
思
え
ば
よ

い
。

自
分
の
体
よ
り
ず

っ
と
長
い

一
対
の
触
角
は
と
て
も
細
い
も
の
で
、
明
か

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

り
を
背
に
し
て
透
か
し
て
見

て
初
め
て
そ
れ
と
分
か
る
。
く
さ
ひ
ば
り

(草

・
雲
雀
)
と

い
う

の
が
彼

の
日
本
語

の
呼
び
名

で
あ
る
。
(「草
ひ
ば

り
」
三
四
五
頁
、
傍
点
は
原
文
)

ハ
ー
ン
も
冒
頭

で
疑
問
を
抱
か
せ
、
第
二
段
落
で
答
え
て
い
る
の
だ
。

次
に
見
逃
せ
な
い
の
は
、
オ
タ

マ
ジ
ャ
ク
シ
と
い
う
メ
ー
ン

・
モ
チ
ー
フ
の

ほ
か
、
豊
子
榿

の
小
品
に
は
サ
ブ

・
モ
チ
ー
フ
が
あ
り
、
そ
れ
が

「草

ひ
ぼ

り
」
に
通
じ
る
要
素
を
含
む
こ
と
で
あ
る
。
置
き
忘
れ
た
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
の

そ
の
後
が
気
に
な
り
、
ホ
テ
ル
の
雑
役
夫
の
妙
生
に
作
者
は
希
望
を
託
す
。

す
ず

む

し

し
か
し
、
妙
生
は
金
鈴
子
を
飼
う
の
が
趣
味
で
、
昨
年
も
二
組
の
金
鈴

子
を
越
冬
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
ホ
テ
ル
に
来
る
と
、
彼
は
必
ず

モ
チ

の
木
細
工
の
箱
を
持

っ
て
、
わ
た
し
に
見
せ
て
は
金
鈴
子
の
話
を
し
た
も

の
だ
。
よ

っ
て
、
彼
が
金
鈴
子
に
対
す
る
愛
を
四
匹
の
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ

に
押
し
広
め
、
わ
た
し
た
ち
の
代
わ
り
に
飼

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
す
れ
ば
、
今
頃
あ
の
四
匹
の
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
命
が
ま
だ
こ
の
世
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に
あ

る

こ

と

に
な

る

(「
蝌
蚪

」

一
八
頁

)
。

妙
生
は

「草

ひ
ば
り
」
に
お
け
る
下
女
ア
キ
の
性
格
を
与
え
ら
れ
、
虫
好
き

で
あ
る
。
し
か
も
、
ス
ズ
ム
シ
を
越
冬
さ
せ
よ
う
と
す
る
ほ
ど
、
虫

へ
の
愛
情

は

一
通
り
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
な
ら
ば
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
を
不
憫
に
思

っ
て
、

代
わ
り
に
飼

っ
て
く
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
と
作
者
は
微
か
な
希
望
を
寄
せ

る
。

一
方
、
大
寒
ま
で
虫
を
生
か
そ
う
と
す

る
考
え
を
述
べ
た
り
、
雌
を
求
め

て
鳴
く
雄
に
配
偶
者
を
買

い
与
え
よ
う
と
し
た
り
、
「
草
ひ
ば
り
」
の
作
者
も

な
み
な
み
な
ら
ぬ
や
さ
し
さ
を
虫
に
示
す
。
よ

っ
て
、
妙
生
の
性
格
が
下
女
ア

キ
よ
り
も
む
し
ろ
、
「草
ひ
ば
り
」
の
作
者

に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
鳴
き
声
を

楽
し
む
た
め
な
ら
、
雄
の
み
を
飼
え
ば

い
い
の
に
、
彼
は
雌
雄
で
二
組
を
飼
う

の
だ

っ
た
。

二
組
は
四
匹
に
な
る
わ
け
だ
が
、
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
も
四
匹
で
あ

り
、
偶
数

へ
の
偏
愛
が
見
ら
れ
、
こ
こ
に
中
国
伝
統

の
吉
祥
観
念
が
表
れ
て
い

る
。
そ
の
う
え
、
雌
雄
で
飼
う
と
い
う

こ
と
は
、
「
草
ひ
ば
り
」

に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
虫

に
対
し
て
も
夫
婦
円
満

に
と
い
う
願

い
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

「文
鳥
」
と
は
異
な
る

「蝌
蚪
」
の
結
末
は
、
「草
ひ
ば
り
」
と
比

べ
た
場
合
、

逆
に
近
似
し
た
も
の
と
い
え
る
。
作
者
は
下
女

の
ハ
ナ
を
叱
り
付
け
て
か
ら
、

我
に
返
り
反
省
し
、
虫

に
対
す
る
み
ず
か
ら

の
情
感
を
省
察
す
る
。

馬
鹿
げ
た
こ
と
だ
!

…
…
大
麦
の
粒

の
半
分
の
大
き
さ
し
か
な
い
昆

虫

の
た
め
に
私
は
お
と
な
し
い
少
女
を

み
じ
め
な
気
分
に
し
て
し
ま

っ
た
。

極
め
て
小
さ
い
生
命
を
死
な
せ
た
こ
と
が
、
考
え
ら
れ
ぬ
く
ら
い
に
ひ
ど

く
私
を
苦
し
め
た
。
…
…
生
き
物

の
願
望
を
、
た
と
え
こ
お
ろ
ぎ

一
匹
の

願
望
で
も
こ
れ
を
考
え
て
や
る
と
い
う
ち
ょ
っ
と
し
た
習
慣
が
、
な
に
か

我
が
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
関
心
を
ー

そ
の
関
係
が
断
ち
切
ら
れ
た
と

き
初
め
て
気
付
く

一
種

の
愛
着
を
小
刻
み
に
私
た
ち
の
胸
に
つ
く
り
だ
す

こ
と
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
上
、
私
は
夜
の
静
け
さ
の
中
で
あ
の
細
々
と
し

た
声

に
随
分
魅
力
を
感
じ
て
い
た
。
(中
略
)
…
…
思
え
ば
、
こ
の
小
さ

な
虫
が
夜
と
な
く
昼
と
な
く
食

に
飢
え
、
水
を
欲
し
が
り
つ
づ
け
た
幾
日

か
を
、
守
護
神
の
私
は
ひ
た
す
ら
夢
を
織
り
成
す
こ
と
に
か
か

っ
て
い
た

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
何
と
雄
々
し
く
最
後
の
最
後
ま
で
彼
は

歌

っ
た
こ
と
だ
ろ
う

そ
れ
は
ぞ

っ
と
す
る
よ
う
な
最
期
で
あ

っ
た
が
。

と

い
う

の
は
、
彼
は
自
分
自
身

の
脚
を
食

べ
て
し
ま

っ
た
の
だ
!

…
…

神
々
よ
、
な
に
と
ぞ
私
た
ち
皆

の
者
を
1

取
り
分
け
女
中

の

ハ
ナ
を

ー

お
許
し
く
だ
さ
い
!

(「草
ひ
ば
り
」
三
四
九
-
三
五
〇
頁
)

ハ
ー
ン
は
虫
に
愛
情
を
抱
き
、
そ
の
命
が
み
ず
か
ら
に
つ
な
が
る
生
命
で
あ

る
こ
と
を
感
じ
取
る
に
い
た
る
。
執
筆
に
没
頭
し
て
い
た
自
分
を
反
省
し
、
小

さ
な
虫

の
最
期
を
讃
え
、
そ
の
死
を
も
た
ら
し
た
者
に
神
の
赦
し
を

ハ
ー
ン
は

乞
う
た
。
感
嘆
符
を
続
け
る
ほ
ど
口
調
が
激
し
く
、
感
情
が
最
高
潮
に
達
し
た

の
で
あ
る
。

「蝌
蚪
」
結
末
直
前

の
段
落
で
も
、
置
き
忘
れ
た
オ
タ
マ
ジ

ャ
ク
シ
へ
の
思
い
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が
葛
藤
し
、
感
情

の
高
ま
り
が
見
ら
れ
る
。

妙
生
が
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
を
代
わ

り
に
飼

っ
て
く
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
作
者
は
希
望
を
見
出
し
て
か
ら

一
転
し
、で

も
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
望
ま
な

い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
が
ま

だ
ホ
テ
ル
に
い
る
と
思
う
と
ま
す
ま
す
悲
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
金
魚
と
違

い
、
ガ
ラ
ス
瓶
に
入
れ
ら

れ
見
ら
れ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
だ

ろ
う
。
彼
ら
は
成
長
し
、
や
が
て
蛙
と
な
り
自
然
に
抱
か
れ
て
歌

い
踊
り

た

い
に
ち
が

い
な
い
。
彼
ら
が
憧
れ
る
故
郷
は
、
水
草
が
豊
か
で
春

の
泥

土
が
潤
う
田
ん
ぼ
、
あ
る
い
は
空

の
光
や
雲

の
影
を
映
し
た
池
な
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
彼
ら
を
商
業
都
市

の
真
ん
中
の
、
舗
装
さ
れ
た
道
路

の
横
の
、
鉄
筋
で
作
ら
れ
た
建
物

の
、

セ
メ
ン
ト
に
よ

っ
て
築
か
れ
た
部

屋
の
、
瀬
戸
物
の
小
さ
な
湯
飲
み
の
中
、
水
道

の
蛇
口
か
ら
汲
ん
で
き
た

些
少
の
水

の
ほ
か
に
、
周
囲
は
瀬
戸
物
、
石
、
鉄
鋼
、
ガ
ラ
ス
、
電
線
と

煤
ば
か
り
で
、
そ
れ
ら
は
み
な
彼
ら
の
生
活
に
益
す
る
ど
こ
ろ
か
、
彼
ら

を
死
に
追

い
や
る
も
の
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
の
寂
し
さ
、
む

ご
た
ら
し
さ
、
悲
惨
さ
は
ほ
か
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
苦
悶
の
象

徴
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
生
活

の
も

と

の
人
間
精
神

の
象
徴

で
も
あ

る

(「蝌
蚪
」

一
八
頁
)。

無
情

に
も
捨
て
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
悲
し
む
べ
き
こ
と
に
ち

が

い
な
い
。
し
か
し
、
生
か
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
作
者
は
悲
し

い
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
都
会
は
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
に
と

っ
て
望
ま
し
い
生
存
環
境
で

は
な

い
の
だ
。

ハ
ー
ン
は
小
さ
な
命

の
消
失
に
苦
し
む
が
、
豊
子
憧
は
そ
れ
に

も
ま
し
て
小
さ
な
命

の
生
存
苦
に
も
心
を
痛
め
て
い
る
。
そ
の
命
は
、

ハ
ー
ン

の
場
合
は
み
ず
か
ら
に

つ
な
が
る
も
の
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
豊
子
榿
は
そ
れ

を
あ
る
生
活
の
も
と
の
人
間
精
神

の
象
徴
と
と
ら
え
る
。
あ
る
生
活
と
は
な
に

か
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
自
然
で
自
由

で
理
想
的
な
生
活
と
は
反
対
の
も
の
に
ち

が
い
な

い
。
そ
し
て
、
文
中
で
都
市
文
明
に
対
す
る
批
判
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
彼
に
と

っ
て
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
職
務
に
縛
ら
れ
た
都
市
生
活
を
指
し
て

い
よ
う
。
彼
は

一
九
三
〇
年
秋
に
教
職
を
辞
し
、
以
後
著
述
、
翻
訳
、
絵
画
創

作

に
専
念
し
、
「蝌
蚪
」
執
筆
時
の
彼
は
故
郷
石
門
に
戻
り
、
落
成
し
た

(
一

九
三
三
)
ば
か
り
の
縁
縁
堂
で
自
適
な
生
活
を
送

っ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、

オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
に
仮
託
し
た
田
園

へ
の
憧
れ
は
、
彼
自
身
の
も
の
で
あ

っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
感
情
の
高
ま
り
を
見
せ
て
お
い
て
、
最
後
の
段
落
は
い
ず
れ
も

簡
潔

で
、
警
句
風

で
作
者
の
決
意
が
表
明
さ
れ
る
。

ハ
ー
ン
の
方
は

一
行
空
け

て
次

の
よ
う
に
結
ぶ
の
だ
。

で
も
結
局
、

ひ
も
じ
さ
の
た
め
に
自
分
の
脚
を
食

い
尽
く
す
の
は
歌
の

天
分
を
忌
わ
し
く
も
授
か

っ
た
者
が
め
ぐ
り
逢
う
最
悪
の
事
態
で
は
な
さ

そ
う
だ
。
世
の
中

に
は
歌
う
た
め
に
は
自
分
で
自
分
の
心
臓
を
く
ら
わ
な
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く
て
は
な
ら
な
い
人
間
の
姿
を
し
た
こ

お
ろ
ぎ
も

い
る
の
で
あ
る

ひ
ば
り
」
三
五
〇
頁
)。

(「
草

ハ
ー
ン
は
草
ひ
ば
り
の
死
を
昇
華
さ
せ
る

べ
く
、
歌
い
続
け
る
た
め
に
最
後

ま
で
生
き
よ
う
と
し
た
そ
の
生
を
、
み
ず
か
ら
心
臓
を
食
ら

い
な
が
ら
詩
を

つ

む
ぐ
詩
人
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
る
。
こ
お
ろ
ぎ
は
北
欧
や
南
欧
で
は
詩
人
の
た

(6

)

と
え
と
し
て
よ
く
用

い
ら
れ
る
と
い
う
。

ハ
ー
ン
が
こ
こ
で
言
う
詩
人
ま
た
は

文
章
家
は
彼
自
身
だ
と
い
う
読
み
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
文
学
創
作

の
た
め
に
残
り
の
生
を
生
き
る
と
い
う
悲
痛

な
決
意
が
読
み
取
れ
な
く
は
な
い
。

ハ
ー
ン
の
結
び
に
つ
い
て
、
対
訳
本

『虫
の
文
学
』
に
お
い
て
、
訳
者
大
谷
正

信
は
注
を
付
し
読
者

の
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
「
…
忽
然
遠
逝
さ
れ
し
も
心

臓
麻
痺

の
為
め
な
り
し
こ
と
を
想

へ
ぼ
此

一
文
殊

に
読
者
の
感
を
惹
か
ん
」
と

い
う
こ
と
ば
か
ら
、
彼
も
人
間
の
姿
を
し
た

「
こ
お
ろ
ぎ
」
を

ハ
ー
ン
と
と
ら

え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
先
に
引

い
た

「蝌
蚪
」
の
最
後

の
段
落
に
も
意
味
の
広
が
り
が
あ
る
。

内
容
が
異
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
背
後

に
ハ
ー
ン
の
こ
と
ぼ
に
通
じ
る
も

の
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
「象
徴
的
な
意
味
」

の
た
め
に
も
、
行
動
を
起
こ
す
の

だ
と
豊
子
榿
は
言
う
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
意
味
だ
ろ
う
か
。
洗
面
器
ま
た
は
湯

飲
み
で
飼
わ
れ
る
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
を
苦
悶

の
象
徴
と
み
な
し
、
そ
れ
ら
の
不

自
由
な
生
に
は
幾
多
の
苦
悶
が
あ
る
と
彼
は
見
る
。
こ
の
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の

苦
悶
が
人
間

の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し

て
人
間
は
文
学
や
芸
術
を
も

っ
て

(
7
)

そ
れ
を
克
服
す
る
の
だ
と
彼
は
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
象
徴
的

な
意
味
と
は
文
芸
家
と
し
て
人
生
の
苦
悶
を
取
り
除
く
責
務
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
う
し
て
、
文
学
創
作
で
魂
の
救
済
を
行
な
う
こ
と
へ
の
決
意
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
え
る
。
こ
こ
で
文
学
は
社
会
的
な
役
割
を
荷

い
、
そ

れ
は
中
国
文
学

の

「載
道
」
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
文

化
的
な
背
景
は
異
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
文
学
者
と
し
て
の
覚
悟
を
述
べ
て
い

る
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

結
び
に

以
上

の
よ
う

に
、
「蝌
蚪
」
と

「草
ひ
ば
り
」
の
間

に
テ
ー
マ
、
モ
チ
ー
フ

と
と
も
に
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
の
間
の
相
違
は
な
ん
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
を

「文
鳥
」

に
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
考
え
る
こ
と
に
し
た

い
。

素
材

の
雅
俗

に
つ
い
て
、
す
で
に

「文
鳥
」
と
の
対
比
で
述

べ
た
。
「草

ひ

ば
り
」

の
場
合
も
、
同
様
の
問
題
が
あ
ろ
う
。
巧
緻
に
作
ら
れ
た
虫
籠
と
、
か

な
り
高
価
な
虫
で
あ
る
こ
と
を

ハ
ー
ン
は
記
し
た
。
虫
を
飼
う
こ
と
自
体
は
庶

民
の
遊
び
で
あ

っ
て
も
、
「草
ひ
ば
り
」
に
描
か
れ
た
よ
う
な
飼

い
方
は
、
お

雇

い
外
国
人
で
あ
り
、
文
筆
家
で
あ
る
作
者

の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
境
遇

で
な
け

れ
ぼ
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
と
い
う
題
材

の
通
俗
性
が

一
層
際

立

つ
。

し
か
し
、
「
蝌
蚪
」
に
登
場
す
る
ホ
テ
ル
の
雑
役
夫
妙
生
が
、
草
ひ
ば
り
で

は
な
い
も
の
の
そ
れ
に
類
す
る
デ
リ
ケ
ー
ト
な
虫
の
ス
ズ
ム
シ
を
飼

っ
て
い
る
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こ
と
に
も
う

一
度
注
目
し
よ
う
。
彼
に
そ
う

し
た
趣
味
が
あ
る
の
は
少
々
不
自

然
な
感
じ
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
豊
子
愃
が
漫
画
で
描
く
、
鳥
籠
を
手
に
す
る

人
物
は
い
か
に
も
金
満
家

に
見
え
る
が
、
立

派
な
籠
で
ス
ズ
ム
シ
を
飼
う
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
も
や
は
り
富
裕
階
層
で
あ
ろ
う
。

一
九
三
〇
年
代

初
め
、
上
海
の
ホ
テ
ル
に
つ
と
め
る

一
介
の
雑
役
夫
が
、

ス
ズ
ム
シ
を
越
冬
さ

せ
よ
う
と
す
る
ほ
ど
裕
福
な
環
境

に
あ

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
恵
ま
れ
た
文

筆
家
の

ハ
ー
ン
だ
か
ら
、
室
内
を

一
定
の
温
度

に
維
持
し
、
虫
を
長
く
生
か
す

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
妙
生

が
虫

に
豊
か
な
愛
情
を
注
ぐ
人
物

(8

)

な
の
だ
と
強
調
す
る
た
め
に
、
作
者
が
脚
色

し
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
虫
を
飼
う
妙
生
を
サ
ブ

・
モ
チ
ー
フ
と
し
て
挿
入
し
た
こ
と
に

よ
り
、
豊
子
愃
が
メ
ー
ン

・
モ
チ
ー
フ
の
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
を
選
択
し
た
と
い

う
意
識
が
よ
り
明
瞭
に
見
え
る
。
挿
話
が
架
空
の
も
の
だ
と
し
て
も
、
豊
子
榿

に
は
ス
ズ
ム
シ
に
つ
い
て
い
く
ら
か
の
知
識

が
あ

っ
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
架
空

で
な
け
れ
ば
彼
は
か
な
り
の
題
材
を
持

っ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
小
品
を
創
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ

が
、
彼
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。

し
た
が

っ
て
、
豊
子
愃
は
通
俗
的
な
題
材
を
意
識
し
て

「蝌
蚪
」
を
書

い
た

と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
彼

の
特
色
、
あ
る
い
は
当
時
の
読
者
が
認
め
て
い
た
彼

の
特
徴
と
も
な

っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

『人
間
世
』
所
載

の
豊
子
榿
著
新
刊

『車
廂
社
会
』
(
一
九
三
五
)
の
広
告
文

に
、
「
大
衆
作
家
」
と
い
う
呼
び
方
が

彼

に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
同
誌
に
掲
載
し
た
彼
の
最
初

の
随
筆

「文
言
画
」

(
一
九
三
四
)
で
も
、
彼
は
絵
画

モ
チ
ー
フ
の
近
代
化
を

提
唱
し
、
「
文
言
画
」
が
多
く
見
ら
れ
た
画
壇

に

「白
話
画
」
ー

中
国
絵
画

の
技
法
で
現
代
生
活
を
描

い
た
絵
画
1

の
出
現
を
呼
び
か
け
た
。
「文
言
」

は

「白
話
」

つ
ま
り
口
語
と
対
を
成
す
こ
と
ば

で
、
文
体
に
つ
い
て
使
わ
れ
る

が
、
彼
は
そ
れ
を
絵
画
に
転
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

彼
は
文
章
、
な
い
し
文
学
と
絵
画
を
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
彼
は
民
間
か
ら
俗
語
を
収
集
し
、
言
語
資
料
と
も
な
る

よ
う
な
随
筆

「比
喩
」
を
も

の
し
、
雑
誌

『文
学
』
(第
五
巻

一
号
、

一
九
三
五

年
七
月
)
に
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
彼

の
文
学
的
志
向

が
認
め
ら
れ
る
。

次
に
、
田
園
の
風
物

で
あ
る
オ
タ

マ
ジ

ャ
ク
シ
を
そ
の
生
ま
れ
故
郷

へ
帰
す

べ
き
だ
と
す
る
豊
子
愃

の
小
品
に
は
彼
の
田
園

へ
の
讃
美
が
込
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
述

べ
た
。
そ
れ
は

「文
鳥
」
や

「草
ひ
ば
り
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
近

代
都
市
上
海

に
対
す
る
批
判
も
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
「蝌
蚪
」
に
は
西
洋
文

明
、
と
く
に
機
械
化
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
人
間
疎
外
に
対
す
る
反
感
が
表
さ

れ
て
い
る
。
確
か
に
そ
れ
も
ほ
か
の
二
作
品
に
は
見
え
な

い
の
だ
が
、
し
か
し

漱
石
に
し
て
も

ハ
ー
ン
に
し
て
も
西
洋
文
明
に
批
判
的
な
姿
勢
を
見
せ
た
こ
と

は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
豊
子
榿
は
彼
ら
の
そ
う
し
た
側
面
に
む

し
ろ
共
感
す
る
素
質
を
有
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
彼
は
晩
年

に
書
い
た
随
筆

「塘
棲
」
(
一
九
七

一
-
七
三
)
で
漱
石
の

『草
枕
』
か
ら
次
の
く
だ
り
を
引

い

て
、
そ
の
文
明
批
評
に
賛
同
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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汽
車
程
二
十
世
紀
の
文
明
を
代
表
す
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
何
百
と
云

ふ
人
間
を
同
じ
箱

へ
詰
め
て
轟
と
通
る
。
情
け
容
赦
は
な
い
。
詰
め
込
ま

れ
た
人
間
は
皆
同
程
度
の
速
力
で
、
同

一
の
停
車
場

へ
と
ま

つ
て
、
さ
う

し
て
同
様
に
蒸
汽

の
恩
沢
に
浴
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
人
は
汽
車

へ
乗
る
と
云

ふ
。
余
は
積
み
込
ま
れ
る
と
云
ふ
。
人
は
汽
車
で
行
く
と
云
ふ
。
余
は
運

搬
さ
れ
る
と
云
ふ
。
汽
車
程
個
性
を
軽

蔑
し
た
も
の
は
な
い

(『草
枕
』

『漱
石
全
集
』
第
三
巻
、

一
九
九
四
、

一
六
七
頁
)。

か
つ
て
故
郷
の
石
門
か
ら
杭
州

に
行
く
の

に
、
豊
子
愃
は
早
く
到
着
で
き
る

列
車

に
は
乗
ら
ず
、
数
日
か
け
て
行
く
船
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
船
旅
で
は
雨
さ

え
楽
し
み
と
な
り
、
夏
に
枇
杷
を
買
い
、
行

き

つ
つ
食

べ
る
趣
を
彼
は
名
残
惜

し
む
。
そ
う
し
て
、
二
十
世
紀
文
明
の
産
物

で
あ
る
列
車
を
謝
絶
し
、
船
旅
を

し
よ
う
と
す
る
自
分
自
身
を
理
解

で
き
る
の
は
、
「
夏
目
漱
石
の
ほ
か
に
い
な

い
だ
ろ
う
」
と
彼
は
文
を
結
ぶ
。

漱
石
を
唯

一
の
知
己
と
す
る
豊
子
榿
は
、

『草
枕
』
を
二
度
翻
訳
す
る
ほ
ど

そ
れ
に
魅
了
さ
れ
た
。
都
市
文
明
を
離
れ
、
山
水
、
田
園
に
向
か
お
う
と
す
る

ゆ
え
に
、
『草
枕
』
が
豊
子
愃
を
心
酔
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
豊
子
榿
が

ハ
ー
ン
に
着
目
し
た
こ
と
の
意
義
も
確
認
し
て
お
こ
う
。

彼
が

ハ
ー
ン
に
言
及
し
た
の
は

「小
泉
八
雲
在
地
下
」

に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼
は
ハ
ー
ン
が
東
洋

に
ひ
か
れ
、
中
国
で
は
な
く
日
本
に
赴
い
た
の
は
、

東
洋
趣
味
が
日
本

に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
と
推
測
し
た
。

ハ
ー
ン

の

「
日
本
」
と

「東
洋
」
の
位
置
付
け
は

一
考
す
る
価
値
が
あ
る
が
、
日
本
生

活
の
芸
術
味

に
目
を
向
け
た
西
洋
人

ハ
ー
ン
の
日
本
理
解
に
豊
子
榿
が
関
心
を

寄
せ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

ハ
ー
ン
の
日
本
趣
味
を
東
洋
趣
味
と
し
た
こ
と
は
、

彼
の
東
洋

へ
の
回
帰
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
日
本
理
解
者
と
い
う
点
で

彼
は
ハ
ー
ン
と
共
通
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
三
作
品
を

つ
き
合
せ
、
解
読
を
試
み
て
き
た
。
様
々
な
共

通
点
や
相
違
が
見
出
さ
れ
た
が
、
影
響
関
係
を
示
す
決
定
的
な
裏
づ
け
は
得
ら

れ
な
か

っ
た
。
「蝌
蚪
」
に
対
す
る

「文
鳥
」
や

「草
ひ
ば
り
」
の
影
響

の
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
に
せ
よ
、
断
定
も
や
や
難
し

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
文

学
的
感
性

に
お
い
て
、
豊
子
榿
は
漱
石
や
ハ
ー
ン
に
共
鳴
し
う
る
も
の
を
持

っ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
文
学
が
響
き
合
う
の
は

決
し
て
偶
然
で
は
あ
る
ま

い
。
ま
た
、
比
較
対
照
を
通
し
て
テ
キ
ス
ト
の
新
た

な
読
み
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
り
、
繰
り
返
さ
な

い
が
、
本
論

で
漱
石
や

ハ
ー
ン
か
ら
読
む
こ
と
に
よ
り
、
豊
子
愃
文
学

の
特
色
が
い
ろ
い
ろ

と
浮
き
彫
り
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

豊
子
榿
の
ほ
か
の
小
品
文
、
あ
る
い
は
彼

に
お
け
る

「
写
生
文
」

の
受
容
な

ど
、
漱
石
や

ハ
ー
ン
な
ど
と
の
関
連
で
考
え
れ
ぼ
、
今
後
な
お
多
様
な
示
唆
が

得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
豊
子
榿
文
学
を
世
界
文
学
の
視
野
で
読
む
作
業
が
こ

れ
か
ら
な
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
日
本
文
学
に
つ
い
て
は
、
厨
川
白
村
の
文
学

論
、
夏
目
漱
石
の
小
品
文
な
ど
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
西
欧
、

ロ
シ
ア
、
ま

た
中
国
古
典
文
学

の
影
響
も
精
査
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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注(1
)

陳
星

「知
我
者
、
其
唯
夏
目
漱
石
乎
?
」
『走
向
世
界
文
学

中
国
現

代
作
家
与
外
国
文
学
』
(曾
逸
編
、
湖
南
文
芸
出
版
社
、

一
九
八
六
年
)
で
は
、

豊
子
榿
に
お
け
る
漱
石
文
学
受
容
の
重
要
性
を
問
題
提
起
し
、
両
者
の
関
連
を

概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
陳
氏
は
社
会
意
識
が
弱
く
、
世
を
離
れ
よ
う
と
す
る

漱
石
の
思
想
に
豊
子
榿
が
共
鳴
し
、
ま
た
西
洋
文
学
の
技
巧
を
取
り
入
れ
、
中

国
古
典
へ
の
教
養
に
も
支
え
ら
れ
た
漱
石
文
学
に
豊
子
愃
が
ひ
か
れ
た
と
す
る
。

(2
)

豊
子
榿

「我
的
苦
学
経
験
」
『中
学
生
』
第

一
一
号
、

一
九
三

一
年

一
月

一
日
、
初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
は

「出
了
学
校
以
後
」
、
『豊
子
榿
文
集
』
第
五
巻
、

文
学
巻

一
に
収
録
。
本
文
で
豊
子
愃
は
日
本
留
学
中
黷
鳴計
勘
切
。簿

(ア
ー
ヴ

ィ
ン
グ
著
)
の
対
訳
本
を
用
い
て
、
英
語
を
学
習
し
た
こ
と
を
振
り
か
え
っ
て

い
る
。
ま
た
、
豊
子
榿
は
日
英
文
対
訳
を
底
本
に

『初
恋
』
(ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ

著
)
な
ど
を
翻
訳
出
版
し
た
こ
と
も
あ
る
。

(3
)

余
連
祥

「豊
子
憧
的
美
学
思
想
」
豊
子
榿
研
究
国
際
学
術
会
議
論
文
、
二

〇
〇
五
年
九
月
十
五
日
。
同
論
文
は

『論
豊
子
榿
-

二
〇
〇
五
年
豊
子
榿
研

究
国
際
学
術
会
議
論
文
集
』
香
港
天
馬
出
版
有
限
公
司
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月

に
収
録
。
ま
た
、
豊
子
榿
の
美
学
に
つ
い
て
、
同
氏
に
は

『豊
子
榿
的
審
美
世

界
』
学
林
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
八
月
が
あ
る
。

(4
)

山
中
哲
夫

「文
鳥
を
殺
し
た
の
は
誰
か

漱
石

『文
鳥
』
解
読
の
試

み
」
『愛
知
大
学
文
学
論
叢
』
第

一
三
〇
輯
、
同
大
学
文
学
会
編
、
二
〇
〇
四

年
七
月
で
は
、
幼
児
期
母
親
と
生
き
別
れ
た
漱
石
の
出
自
に
着
目
し
、
「千
代

千
代
」
は
そ
の
母
の
名
の

「千
枝
」
と
い
う
響
き
を
併
せ
持

つ
と
論
じ
た
。
そ

こ
で
、
氏
は
文
鳥
の
正
体
を
漱
石
の
母
親
と
し
、
文
鳥
の
死
後
そ
れ
が
捨
て
ら

れ
た
漱
石
自
身
と
も
な
る
と
論
じ
た
。
ま
た
、
文
鳥
を
門
弟
の
三
重
吉
だ
と
す

る
論
も
あ
る

(半
田
淳
子

「誰
が

一
番
愛
さ
れ
て
い
た
か
ー

『文
鳥
』
が
語

バ
イ
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ

る
両

性

愛
」

『漱

石
研

究
』

第

=

二
号

、

二
〇
〇

〇
年

十
月

)
。

(
5
)

王
敏

、
梅

本

重

一
編

『中

国

シ

ン
ボ

ル

・
イ

メ

ー
ジ
図
典

』
東

京
堂

出

版
、

二
〇
〇

三
年

四
月

、
「
蟾

蜍
」

の
項

を
参

照
、

二
七
-

二
八
頁

。

(6
)

平

川
祐
弘

「
ハ
ー

ン
の

『
草

ひ
ば

り
』

と
漱

石

の

『
文
鳥

』
」

『
ラ

フ
カ
デ

ィ
オ

・
ハ
ー
ン

植

民
地
化

・
キ
リ

ス
ト
教

化

・
文

明
開
化

』

ミ
ネ

ル
ヴ

ァ

書
房

、

二
〇
〇

四
年

三
月

を
参

照
。

本
稿

は

上
記
論

文

に
触
発

を

受
け

た

の
み

で
な
く
、

初
稿

の
段

階

で
平

川
氏

よ
り
有

意
義

な
批

評

も
頂
戴

し
、

記

し

て
謝

意

を
表

す
。

(7
)

豊

子
榿

「関

於

学
校

中

的
芸

術

科
」

『
芸

術
教

育

』
上

海

大

東
書

局

、

一

九

三

二
年

九

月

、
・『豊

子

愃

文

集

』
第

二

巻
、

芸

術

巻

二
、
浙

江

文

芸

出

版

社

・
浙
江

教
育

出
版

社
、

一
九
九

〇
年
九

月

に
収
録

。

(8
)

豊

子
愃
作

品

の
創
作

背
景

に
詳

し

い
豊

一
吟
氏

(豊

子
愃

の
娘

、

一
九

二

九
年

生
)

は
、

「
「
蝌

蚪
」

に
登

場

す

る
妙

生

の
存
在

が
虚

構

か
ど
う

か
に

つ

い

て
、

私

も
姉
も

よ

く
わ

か
ら

な

い
。

し

か
し
、

オ

タ

マ
ジ

ャ
ク

シ
を

ホ
テ

ル
に

置

き
忘

れ
た

こ
と

は
事
実

で
あ

る
。

そ

れ
ら

が
大
自

然

の
中

で
生

き
ら

れ
な

い

た

め
、
父

は
感

慨

に
打

た
れ

た

に
ち
が

い
な

い
。
雑

役
夫

が

ス
ズ

ム

シ
を

飼
う

く
だ

り

も
事
実

で
は
な

い
か

と
思
う

」

と
、
筆

者

の
事
実
確

認

に
答

え

た
。
原

文

は
中
文

、
豊

一
吟

氏

よ
り
筆

者

へ
の
フ

ァ
ク

シ
ミ
リ

に
よ

る

(
二
〇
〇

六
年

二
月

十

三
日
)
。

な
お
、
「蝌
蚪
」
の
日
本
語
訳
は
拙
訳
、
底
本
は

「蝌
蚪
」
林
語
堂
編

『人
間
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世
』

第

四
期

、

一
九

三

四
年

六

月

五

日
、
良

友

図

書

印
刷

有

限

公

司

を

用

い
、

.「
文
鳥

」

は

『
漱

石
全

集
』

第

一
二
巻
、

岩
波

書

店
、

一
九

九

四
年

十

二
月
、

ル

ビ
を

省

い
た
。

「
草

ひ
ば

り
」

は
平

川
祐

弘
編

『日
本

の
心
』

講
談
社

学

術
文
庫

、

一
九
九

〇

年

八
月

、
森

亮

訳

に
よ

る
。

英

文

原
文

は
大

谷

正

信
訳

和

英

対

照

版

『
虫

の
文
学

』

北
星
堂

書
店

、

一
九

一
=

年

三

月

に
よ

る
。
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