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近
代
中
国
の
画
家
、
文
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
豊ほ

う

子し�が
い

(

一
八
九
八
ー
一
九
七
五)

最
晩
年
の
随
筆
集

『

縁
縁
堂
続
筆』

(

一
九
七
一

年
に
創
作)

に
は
、
か
つ
て
故
郷
に
あ
る
住
ま
い
の
縁
縁
堂
か
ら
杭
州
の
別
宅
ま
で
船
で
往
復
し
た
お
り
の
こ
と
を
回
想
し
た

｢

塘
棲｣

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
そ
の
冒
頭
を
引
く
。

夏
目
漱
石
の
小
説

『

旅
宿』

(

日
本
語
タ
イ
ト
ル
は

『

草
枕』)

に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。｢

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
…
…｣ (

注
１)

。

昔
日
の
船
旅
を
懐
か
し
む
エ
ッ
セ
ー
の
冒
頭
に
、
豊
子�
は

『

草
枕』

第
十
三
章
後
半
か
ら
漱
石
の
汽
車
論
を
引
い
て
き
た
の
だ
。
そ

れ
は
、
戦
場
に
赴
く
久
一
青
年
を
見
送
る
た
め
、
み
な
と
一
緒
に
河
舟
に
乗
り
、
沿
路
の
風
光
を
楽
し
み
な
が
ら
、
た
ど
り
着
い
た
駅
前

の
茶
店
で
主
人
公
画
工
の
心
に
浮
か
ん
だ
汽
車
論
の
一
節
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
そ
れ
を
引
用
す
る
の
か
、
豊
子�
は
続
い
て
次
の
よ
う
に
説

明
す
る
。

こ
の
小
説
を
翻
訳
し
な
が
ら
、
わ
た
し
は
夏
目
先
生
の
頑
固
さ
に
苦
笑
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
。
と
同
時
に
、
彼
の
こ
と
ば
に
共
感
も

覚
え
た
。
二
十
世
紀
の
今
日
、
彼
ほ
ど
個
性
を
大
切
に
し
、
物
質
文
明
を
嫌
悪
す
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
ほ
か
に
い
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
わ
た
し
で
あ
る
。
わ
た
し
は
彼
と
意
見
を
同
じ
く
す
る
。
故
郷
石
門
湾
か
ら
杭
州
ま
で
、
汽
船
や
汽
車
で
は
一
時
間
で
行
け
る

と
こ
ろ
を
、
わ
た
し
は
わ
ざ
わ
ざ
船
で
運
河
を
通
り
、
夜
は
塘
棲
に
一
泊
し
、
二
、
三
日
が
か
り
で
行
っ
た
も
の
だ
。
横
河
橋
で
上
陸

し
、
そ
こ
か
ら
は
人
力
車
に
乗
っ
て
、
田
家
園
の
住
居
に
向
う
。
そ
こ
は
さ
な
が
ら
わ
た
し
の

｢

離
宮｣

で
あ
っ
た
。
当
時
、
わ
た
し

は
ま
と
も
な
職
を
持
た
ず
、
家
で
執
筆
を
し
、
そ
の
日
の
糧
を
得
て
い
た
。
裕
福
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
な
ん
と
か
や
り
く
り
で
き
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た

(

注
２)。

こ
こ
で
豊
子�
は
漱
石
に
同
調
し
、
汽
車
よ
り
も
船
を
選
ぶ
み
ず
か
ら
の
主
張
を
補
強
し
よ
う
と
し
て
、
漱
石
を
引
用
し
た
よ
う
に
見

え
る
。
そ
も
そ
も
、
彼
が

『

草
枕』

を
読
ん
だ
の
は
何
時
だ
ろ
う
か
。
彼
が

『

草
枕』

を
翻
訳
し
た
の
は
一
九
五
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら

で
、
そ
の
翻
訳
は

『

夏
目
漱
石
選
集』

第
二
巻
に
収
め
ら
れ
、
一
九
五
八
年
人
民
文
学
出
版
社
か
ら
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
彼
が

『

草
枕』

を
読
ん
だ
の
は
ず
っ
と
前
の
は
ず
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
秋
の
随
筆

｢

秋｣

に

『

草
枕』

か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ(

注
３)、

よ
っ
て
そ
れ
よ
り
も

前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
彼
が
杭
州
に
別
荘
を
入
手
し
た
の
は
い
つ
か
。
そ
れ
は
一
九
三
四
年
か
ら
で
、
文
中
に
い
う
田
家
園
の

住
居
は
一
九
三
六
年
か
ら
で
あ
る

(

注
４)。

船
で
石
門
湾
と
杭
州
を
往
復
し
た
そ
の
ご
ろ
に
、
彼
は
す
で
に

『

草
枕』

を
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は

『
草
枕』

に
共
鳴
す
る
あ
ま
り
、
船
旅
を
選
ん
だ
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

｢

塘
棲｣

で
、
豊
子�
は
貸
切
の
客
船
の
構
造
を
つ
ぶ
さ
に
描
い
て
か
ら
、
船
旅
の
醍
醐
味
を

｢

塘
棲｣

と
い
う
名
勝
地
に
し
ぼ
っ
て
、

語
り
だ
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
川
辺
の
町
塘
棲
は
雨
が
降
っ
て
も
濡
れ
る
心
配
は
な
く
、
そ
の
う
え
酒
の
肴
が
非
常
に
う
ま
い
。
雨
に
濡
れ

な
い
の
は
、
み
な
が
家
の
前
に
雨
よ
け
の
棚
を
つ
る
す
か
ら
で
、
そ
し
て
み
ず
か
ら
を

｢

酒
徒｣

と
呼
ぶ
作
者
が
酒
の
肴
に
注
目
し
た
の

は
い
か
に
も
微
笑
ま
し
い
。
食
事
を
し
て
か
ら
枇
杷
を
買
っ
て
、
船
に
戻
る
。
船
で
枇
杷
を
食
べ
る
趣
を
述
べ
、
ま
た
江
南
を
詠
っ
た
古

人
の
佳
句
に
思
い
を
は
せ
、
作
者
は
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
る
。

二
十
世
紀
文
明
が
生
ん
だ
汽
車
を
謝
絶
し
、
労
賃
を
惜
し
ま
ず
に
船
に
乗
っ
て
杭
州
に
赴
く
わ
た
し
も
実
は
頑
固
で
は
な
い
の
だ
。

我
を
知
る
者
、
た
だ
夏
目
漱
石
の
み
か

(

注
５)。

｢

我
を
知
る
者
、
た
だ
夏
目
漱
石
の
み
か｣

と
、
豊
子�
は
再
度
漱
石
と
の
間
の
共
感
を
確
か
め
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
ば
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
時
代
に
お
け
る
作
者
自
身
の
孤
独
感
を
表
わ
す
と
と
も
に
、
漱
石
を
よ
く
知
る
と
い
う
作
者
の
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自
負
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
漱
石
文
学
を
よ
く
知
る
も
の
に
し
か
発
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漱
石

と
の
親
縁
性
を
包
み
隠
さ
ず
に
告
白
す
る
作
者
の
こ
と
ば
が
、
漱
石
文
学
を
視
野
に
置
い
て
豊
子�
を
解
読
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
示
唆

す
る
も
の
で
も
あ
る

(

注
６)。

｢

塘
棲｣

は
か
つ
て
の
船
旅
の
回
想
記
で
、『

草
枕』

に
も
船
旅
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
。
第
十
三
章
で
漱
石
は
河
舟
か
ら
見
え
る

釣
り
人
や
人
家
、
家
禽
な
ど
の
ど
か
な
風
景
を
描
き
、
そ
れ
は

『

桃
花
源
記』

の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
と
思
わ
れ
、
豊
子�
の
船
旅
も
い
う

ま
で
も
な
く
同
一
系
譜
を
引
く
も
の
と
い
え
る
。

一

桃
源
の
理
髪
店

老
い
て
な
お
船
旅
の
思
い
出
に
心
ひ
か
れ
る
豊
子�
は
、
す
で
に

｢

船
室
随
筆｣

な
る
連
作
を
も
の
し
て
い
た
。
一
九
三
四
年
五
月
か

ら
六
月
に
か
け
、
彼
は

｢

船
室
随
筆｣
と
い
う
通
し
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
、
随
筆
を
四
篇

(｢

看
灯

(

提
灯
祭
り)｣

｢

鼓
楽

(

祭
囃
子)｣

｢

野
外
理
髪
処

(

露
天
理
容
室)｣
｢

三
娘
娘

(
三
番
目
の
お
ば
さ
ん)｣)

創
作
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
船
旅
の
見
聞
を
題
材
と

す
る
。
五
月
に
書
か
れ
た
二
篇
は
船
を
下
り
て
街
へ
お
祭
り
見
物
を
し
た
記
録
で
、
六
月
の
二
篇
は
船
か
ら
眺
め
ら
れ
た
人
物
を
ス
ケ
ッ

チ
し
た
も
の
で
あ
る
。

画
家
で
も
あ
る
彼
は
し
ば
し
ば
み
ず
か
ら
の
文
章
に
挿
絵
を
付
す
の
で
、
こ
の
四
篇
が
い
ず
れ
も
挿
絵
付
き
な
の
は
不
思
議
な
こ
と
で

は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
随
筆
は
そ
の
挿
絵
を
完
成
さ
せ
る
過
程
を
描
く
と
い
う
点
で
特
異
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

ス
ケ
ッ
チ
旅
行
を
す
る
画
家
が
船
に
乗
り
、
折
々
に
画
材
を
見
つ
け
て
は
絵
を
描
き
、
随
筆
で
は
絵
画
創
作
の
一
部
始
終
を
報
告
す
る
と

と
も
に
、
芸
術
論
も
織
り
込
ま
れ
る
。
こ
れ
は

『

草
枕』

の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
極
め
て
近
い
と
い
え
よ
う
。『

草
枕』

の
画
工
は
絵
を

描
く
よ
り
俳
句
を
よ
く
詠
む
が
、
画
家
豊
子�
は
文
筆
、
画
筆
を
と
も
に
揮
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、｢

船
室
随
筆｣

の
作
品
構
想
自
体
、

『

草
枕』

を
意
識
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
連
作
の
う
ち
の

｢

野
外
理
髪
処｣

を
ま
ず
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
船
室
か
ら
作
者
と
思
わ
れ
る

｢

わ
た
し｣

が
、
野
外
で
理
髪
を

す
る
情
景
を
眺
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
作
品
が
始
ま
る
。

わ
た
し
の
船
が
泊
る
岸
辺
、
小
さ
な
雑
貨
屋
の
横
の
草
地
に
簡
易
理
髪
屋
さ
ん
の
商
売
道
具
が
置
い
て
あ
る
。
船
の
床
で
休
ん
で
い

る
と
、
窓
か
ら
ち
ょ
う
ど
こ
の
理
髪
屋
さ
ん
が
目
に
入
る
。
理
髪
師
は
椅
子
に
坐
っ
て
煙
草
を
吸
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
椅
子
を
別
の

人
に
譲
り
、
彼
は
そ
の
人
の
髪
の
毛
を
切
り
始
め
た
。
わ
た
し
は
本
を
読
み
疲
れ
て
、
昼
寝
で
も
し
よ
う
か
と
思
っ
た
が
、
な
か
な
か

眠
れ
な
か
っ
た
。
目
を
凝
ら
す
と
、
目
の
前
の
船
の
窓
が
額
縁
と
な
り
、
中
の
実
景
が
絵
画
と
し
て
現
わ
れ
た
。
画
中
の
人
物
は
絶
え

ず
動
い
て
、
時
々
人
物
ポ
ー
ズ
も
配
置
も
よ
く
、
素
晴
ら
し
い
写
実
主
義
の
洋
画
の
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
時
々
左
右
の
余
白
が
広
す

ぎ
た
り
狭
す
ぎ
た
り
す
る
と
、
窓
の
中
が
よ
い
構
図
に
な
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
わ
た
し
は
枕
の
位
置
を
変
え
る
。

し
か
し
、
理
髪
師
は
前
後
左
右
に
動
き
回
り
、
そ
の
動
き
は
予
測
が
つ
か
ず
、
な
か
な
か
よ
い
構
図
は
得
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
の
お

客
は
白
い
布
を
す
っ
ぽ
り
被
り
、
モ
デ
ル
の
よ
う
に
じ
っ
と
し
て
動
か
ず
、
画
中
の
人
物
そ
っ
く
り
で
あ
る

(

注
７)。

停
泊
中
の
船
で
横
に
な
っ
て
休
ん
で
い
る
と
、
岸
辺
で
散
髪
を
す
る
理
髪
師
と
そ
の
客
が
船
室
の
窓
か
ら
眺
め
ら
れ
た
。
ス
ケ
ッ
チ
旅

行
中
の
画
家
の
目
に
は
、
そ
れ
が
画
材
と
な
り
う
る
よ
う
に
見
え
た
。『

草
枕』

に
も
よ
く
見
ら
れ
る

｢

横
臥
の
ポ
ー
ズ｣ (

注
８)

で
、
書
物
も

手
に
す
る
こ
の
画
家
は
、
い
よ
い
よ
文
人
洋
画
家
で
あ
る

『
草
枕』

の

｢

画
工｣

を
思
わ
せ
る
。
彼
は
船
室
の
窓
を
フ
レ
ー
ム
に
見
立
て
、

風
景
を
絵
画
と
し
て
眺
め
る
の
だ
が
、
画
中
の
人
物
が
し
き
り
に
動
く
の
で
、
な
か
な
か
よ
い
構
図
は
得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
、
彼
は
や

む
な
く
枕
を
動
か
し
、
視
点
を
ず
ら
そ
う
と
す
る
。
予
測
の
付
か
な
い
理
髪
師
の
動
き
に
難
儀
す
る
そ
の
姿
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る
。

｢

野
外
理
髪
処｣

は
引
き
続
き
、
こ
の
理
髪
師
と
お
客
を
素
描
し
て
い
く
が
、
モ
チ
ー
フ
を
同
じ
く
す
る

『

草
枕』

第
五
章
と
照
ら
し

合
わ
せ
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
と
し
よ
う
。

『

草
枕』

第
五
章
で
、
主
人
公
の
画
工
は
山
里
の
床
屋
を
訪
れ
、
そ
こ
で
個
性
的
な
親
方
に
出
会
う
。
二
人
は
那
美
さ
ん
の
噂
を
し
た
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り
、
闖
入
し
て
き
た
僧
侶
の
了
然
と
軽
口
を
叩
い
た
り
す
る
。
親
方
に
散
髪
を
し
て
も
ら
う
と
き
、
鏡
に
映
る
自
分
を
画
工
は
次
の
よ
う

に
観
察
す
る
。

既
に
髪
結
所
で
あ
る
以
上
は
、
御
客
の
権
利
と
し
て
、
余
は
鏡
に
向
は
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
然
し
余
は
さ
つ
き
か
ら
此
権
利
を
放
棄

し
た
く
考
へ
て
居
る
。
鏡
と
云
ふ
道
具
は
平
ら
に
出
来
て
、
な
だ
ら
か
に
人
の
顔
を
写
さ
な
く
て
は
義
理
が
立
た
ぬ
。
も
し
此
性
質
が

具
は
ら
な
い
鏡
を
懸
け
て
、
之
に
向
へ
と
強
ひ
る
な
ら
ば
、
強
ひ
る
も
の
は
下
手
な
写
真
師
と
同
じ
く
、
向
ふ
も
の
ゝ
器
量
を
故
意
に

損
害
し
た
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
虚
栄
心
を
挫
く
の
は
修
養
上
一
種
の
方
便
か
も
知
れ
ぬ
が
、
何
も
己
れ
の
真
価
以
下
の
顔
を
見

せ
て
、
是
が
あ
な
た
で
す
よ
と
、
此
方
を
侮
辱
す
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。
今
余
が
辛
抱
し
て
向
き
合
ふ
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
居
る
鏡
は

慥
か
に
最
前
か
ら
余
を
侮
辱
し
て
居
る
。
右
を
向
く
と
顔
中
鼻
に
な
る
。
左
を
出
す
と
口
が
耳
元
迄
裂
け
る
。
仰
向
く
と
蟇
蛙
を
前
か

ら
見
た
様
に
真
平
に
圧
し
潰
さ
れ
、
少
し
こ
ゞ
む
と
福
禄
寿
の
祈
誓
児
の
様
に
頭
が
せ
り
出
し
て
く
る
。
苟
も
此
鏡
に
対
す
る
間
は
一

人
で
色
々
な
化
物
を
兼
勤
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
写
る
わ
が
顔
の
美
術
的
な
ら
ぬ
は
先
づ
我
慢
す
る
と
し
て
も
、
鏡
の
構
造
や
ら
、
色

合
や
、
銀
紙
の
剥
げ
落
ち
て
、
光
線
が
通
り
抜
け
る
模
様
抔
を
総
合
し
て
考
へ
る
と
、
此
道
具
そ
の
物
か
ら
が
醜
態
を
極
め
て
居
る
。

小
人
か
ら
罵
詈
さ
れ
る
と
き
、
罵
詈
其
れ
自
身
は
別
に
痛
痒
を
感
ぜ
ぬ
が
、
其
小
人
の
面
前
に
起
臥
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、

誰
し
も
不
愉
快
だ
ら
う

(

注
９)。

鏡
が
ゆ
が
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
マ
ジ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
の
よ
う
に
映
る
も
の
を
変
形
さ
せ
る
。｢

醜
態
を
極
め
て
居
る｣

と
い

う
そ
の
鏡
は
、
ま
る
で
映
る
も
の
に
罵
詈
雑
言
を
浴
び
せ
る
よ
う
な
、
不
愉
快
な
映
像
を
見
せ
付
け
る
。
そ
う
は
い
い
な
が
ら
、
変
形
し

た
自
分
の
顔
を
さ
ま
ざ
ま
に
形
容
す
る
画
工
は
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
｢

野
外
理
髪
処｣

の
冒
頭
と
対
比
す
れ
ば
、
そ
れ
が

『

草
枕』

の
こ
の
く
だ
り
と
異
曲
同
工
で
あ
る
と
看
取
さ
れ
よ
う
。
船
室
の
窓
を

フ
レ
ー
ム
に
し
て
視
点
を
変
え
な
が
ら
散
髪
風
景
を
見
詰
め
る
画
家
と
、
鏡
の
中
の
映
像
を
眺
め
る

｢

画
工｣

は
み
ご
と
に
重
な
る
。
た
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だ
、
両
画
家
の
立
場
は
や
や
異
な
る
。
一
方
は
お
客
を
つ
と
め
、
一
方
は
観
察
者
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
理
髪
と
い
う
行

為
に
よ
く
似
た
感
想
を
持
つ
に
い
た
る
の
だ
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ま
ず
豊
子�
の
文
章
か
ら
見
よ
う
。

今
ま
で
理
髪
を
見
る
と
、
客
が
主
で
、
理
髪
師
が
従
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
客
が
お
金
を
支
払
い
、
理
髪
師
は
そ

の
指
示
に
従
っ
て
働
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
客
が
真
ん
中
に
端
座
し
、
理
髪
師
は
そ
の
周
り
を
動
き
回
る
。
と
こ
ろ
が
、
絵
画
的
に
見

る
と
、
ち
ょ
う
ど
反
対
で
、
理
髪
師
が
主
で
あ
り
、
客
が
従
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ポ
ー
ズ
を
見
れ
ば
、
理
髪
師
は
仕
事
に
専
念

す
る
姿
は
、
彫
刻
家
が
製
作
中
の
よ
う
で
、
ま
た
屠
殺
夫
が
豚
を
さ
ば
い
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
一
方
、
客
は
決
ま
っ
て
そ
こ
で
じ
っ

と
し
て
お
り
、
お
と
な
し
く
さ
れ
る
が
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
は
治
療
を
受
け
る
患
者
、
ま
た
は
刑
罰
を
受
け
る
犯
人
の
よ
う
で
も
あ
る
。

今
年
の
春
、
杭
州
で
金
剛
法
会
を
催
し
た
際
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
が
あ
る
理
髪
師
に
十
元
を
支
払
い
、
そ
の
理
髪
師
は
頭
を
土
に
着

け
て
慇
懃
な
礼
を
し
た
と
い
う
。
も
し
そ
れ
が
事
実
な
ら
、
そ
の
理
髪
師
は
ラ
マ
の
髪
を
切
り
、
十
元
も
の
ご
褒
美
を
頂
戴
し
、
そ
れ

で
恭
し
く
礼
を
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
ま
こ
と
に
有
難
い
こ
と
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
彼
が
仕
事
を
す
る
と
き
、
ラ
マ
と
い
え
ど
も
お

と
な
し
く
頭
を
彼
に
任
せ
、
彼
に
さ
れ
る
が
ま
ま
に
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
も
し
、｢

理
髪
中
の
ラ
マ｣

と
い
う
写
真
を
撮
る
人

が
い
た
ら
、
そ
れ
を
絵
画
と
し
て
見
て
み
る
と
、
画
中
の
主
人
は
い
う
ま
で
も
な
く
理
髪
師
で
あ
り
、
ラ
マ
は
理
髪
師
の
付
属
物
に
見

え
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
理
髪
と
い
う
行
為
を
感
覚
だ
け
で
見
る
な
ら
、
そ
こ
に
理
髪
師
の
存
在
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
客

は
し
ば
し
物
と
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
ぼ
う
と
し
て
お
り
、
一
言
も
発
し
な
い
。
白
い
布
を
す
っ
ぽ
り
被
り
、
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ

と
し
た
頭
だ
け
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
理
髪
師
の
手
に
操
ら
れ
、
所
有
権
を
失
っ
た
状
態
だ
。
外
科
医
に
手
術
を
し
て
も
ら
う
患

者
な
ら
、
き
っ
と
痛
い
痛
い
と
喚
く
で
あ
ろ
う
。
刑
罰
を
受
け
る
人
で
も
許
し
て
く
れ
と
声
を
出
す
で
あ
ろ
う
が
、
散
髪
中
の
客
だ
け

は
始
終
無
言
で
、
頭
を
人
に
預
け
て
さ
れ
る
が
ま
ま
で
あ
る
。
わ
た
し
は
船
の
窓
か
ら
岸
辺
の
理
髪
風
景
を
眺
め
て
い
る
と
、
ど
う
し

て
も
一
人
だ
け
の
動
き
し
か
目
に
入
ら
ず
、
も
う
一
人
が
そ
こ
で
協
力
し
て
い
る
と
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
客
に
わ

た
し
は
同
情
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
理
髪
師
は
耳
、
目
、
口
、
鼻
に
構
わ
ず
、
あ
ち
こ
ち
に
水
を
塗
っ
て
は
石
鹸
を
つ
け
、
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客
の
頭
を
び
し
ょ
濡
れ
に
す
る
。
あ
ご
に
手
を
や
れ
ば
、
客
は
顔
を
挙
げ
、
耳
を
引
っ
張
る
と
、
客
は
頭
を
傾
け
る
。
こ
の
よ
う
な
身

体
の
拘
束
は
、
写
真
館
の
カ
メ
ラ
の
前
で
は
数
秒
で
済
む
の
で
ま
だ
よ
い
が
、
理
髪
師
の
手
に
か
か
れ
ば
小
一
時
間
か
か
る
こ
と
も
あ

り
、
ま
こ
と
に
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
岸
辺
の
客
は
、
非
常
に
辛
抱
強
い
と
見
え
る
。
彼
は
理
髪
師
が
仕
事
し
や
す
い
よ
う
に
、

し
ば
し
ば
身
体
を
回
し
た
り
傾
け
た
り
、
体
の
重
心
が
彼
が
座
る
椅
子
の
外
に
は
み
出
る
こ
と
も
あ
る
が
、
彼
は
極
力
力
を
入
れ
て
身

体
を
支
え
る
。
船
の
中
で
横
に
な
っ
て
眺
め
る
わ
た
し
に
ま
で
、
彼
の
大
変
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
人
が
髪
の
毛
を
切
ら
れ
る
と
き
、

一
時
的
に
人
生
の
自
由
を
失
い
、
操
り
人
形
と
な
る
の
で
あ
る

(

注�)。

長
文
の
引
用
と
な
っ
た
が
、
画
家
の
眼
か
ら
の
観
察
と
四
方
八
方
に
飛
躍
す
る
文
学
的
想
像
力
が
な
い
交
ぜ
に
な
り
、
微
に
い
り
細
を

穿
つ
豊
子�
文
学
の
特
色
が
う
か
が
え
よ
う
。
先
に
見
た
、
鏡
に
映
る
顔
を
と
ら
え
る
漱
石
の
筆
致
以
上
に
緻
密
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
わ

ん
と
す
る
こ
と
は
、
散
髪
の
際
理
髪
師
が
主、
で
能
動
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
席
に
座
る
お
客
の
ほ
う
は
従、で
受
身
的
な
の
だ
と
い
う

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
、
聖
な
る
ラ
マ
の
例
が
出
さ
れ
、｢

屠
殺
夫｣

｢

彫
刻
家｣

｢

外
科
医｣

｢

患
者｣

｢

犯

罪
者｣

な
ど
雑
多
な
比
喩
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
ユ
ー
モ
ア
の
効
果
を
計
算
し
た
も
の
で
、
漱
石
が
ゆ
が
ん
だ
顔
を

｢

蟇
蛙｣

や

｢

福
禄
寿
の
祈
誓
児｣

な
ど
に
た
と
え
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
類
似
モ
チ
ー
フ
と
し
て
指
摘
で
き
る
も
の
と
し
て
、｢

写
真
師｣

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
漱
石
は
ゆ
が
ん
だ
鏡
を

｢

下
手
な
写
真
師｣

と
形
容
す
る
が
、
豊
子�
は

｢

理
髪
中
の
ラ
マ｣

を
撮
る
写
真
師
の
存

在
を
想
像
し
た
。

さ
て
、
こ
の
長
い
段
落
は
、
理
髪
師
と
お
客
の
関
係
を
画
家
の
目
か
ら
見
た
も
の
で
、
一
方

『

草
枕』

の

｢

画
工｣

は

｢

お
客｣

と
し

て
、
ど
の
よ
う
扱
い
方
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど
引
い
た
段
落
の
直
前
と
直
後
の
段
落
を
こ
こ
に
示
し
て
お
く
。

や
け
に
頬
の
肉
を
つ
ま
み
上
げ
た
手
を
、
残
念
さ
う
に
放
し
た
親
方
は
、
棚
の
上
か
ら
、
薄
つ
片
な
赤
い
石
鹸
を
取
り
卸
ろ
し
て
、

水
の
な
か
に
一
寸
浸
し
た
と
思
つ
た
ら
、
夫
な
り
余
の
顔
を
ま
ん
べ
ん
な
く
一
応
撫
で
廻
は
し
た
。
裸
石
鹸
を
顔
へ
塗
り
付
け
ら
れ
た
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事
は
あ
ま
り
な
い
。
然
も
そ
れ
を
濡
ら
し
た
水
は
、
幾
日
前
に
汲
ん
だ
、
溜
め
置
き
か
と
考
へ
る
と
、
余
り
ぞ
つ
と
し
な
い

(

注�)。

其
上
此
親
方
が
只
の
親
方
で
は
な
い
。
そ
と
か
ら
覗
い
た
と
き
は
、
胡
坐
を
か
い
て
、
長
烟
管
で
、
お
も
ち
や
の
日
英
同
盟
国
旗
の

上
へ
、
し
き
り
に
烟
草
を
吹
き
つ
け
て
、
さ
も
退
屈
気
に
見
え
た
が
、
這
入
つ
て
、
わ
が
首
の
所
置
を
托
す
る
段
に
な
つ
て
驚
ろ
い
た
。

髭
を
剃
る
間
は
首
の
所
有
権
は
全
く
親
方
の
手
に
あ
る
の
か
、
将
た
幾
分
か
は
余
の
上
に
も
存
す
る
の
か
、
一
人
で
疑
が
い
出
し
た
位
、

容
赦
な
く
取
り
扱
は
れ
る
。
余
の
首
が
肩
の
上
に
釘
付
け
に
さ
れ
て
居
る
に
し
て
も
是
で
は
永
く
持
た
な
い

(

注�)。

画
工
は
石
鹸
な
し
で
髯
を
そ
ら
れ
、
そ
れ
は
痛
い
と
不
平
を
い
え
ば
、
我
慢
が
足
り
な
い
と
親
方
に
い
わ
れ
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
親
方
は
裸
石
鹸
を
水
に
浸
し
て
は
、
豊
子�
が
眺
め
る
理
髪
師
同
様
に
構
わ
ず
顔
に
な
す
り
つ
け
る
。
石
鹸
の
付
け
方
も
そ

う
だ
が
、
首
の
扱
い
方
も
い
た
っ
て
乱
暴
の
よ
う
だ
。
こ
の
あ
た
り
に
類
似
す
る
表
現
を
、
先
に
引
い
た
豊
子�
の
文
章
に
見
出
す
の
は

さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
豊
子�
の
描
写
は
非
常
に
漱
石
に
近
い
と
い
え
る
。
ま
た
、｢

首
の
所
有
権｣

は
自
分
に
は
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
い
は
、
お
客
と
し
て
の
受
身
的
な
立
場
を
表
わ
し
て
い
よ
う
。
お
客
と
理
髪
師
の
関
わ
り
あ
い
方
に
つ
い
て
、『

草

枕』

に
は
こ
れ
以
上
明
瞭
な
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
先
の
引
用
文
で
豊
子�
が
展
開
し
た
主
従
の
議
論
の
源
は
、
こ
の
あ
た

り
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
か
ら
、
船
上
の
画
家
は
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
、
散
髪
風
景
を
描
い
て
は
、
自
分
で
批
評
を
し
な
が
ら
手
直
し
を
す
る
。
彼
は
構
図

や
白
と
黒
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
り
方
を
語
り
、
そ
れ
は
絵
画
制
作
の
過
程
を
開
示
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
文
学
の
言
説
が
、
描

か
れ
た
絵
画
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
保
障
し
、
逆
に
絵
画
が
文
学
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
証
明
す
る
役
割
を
つ
と
め
る
。
こ
の
よ
う
に
文
学
と
絵
画

の
間
で
モ
チ
ー
フ
の
相
互
引
用
を
豊
子�
は
し
ば
し
ば
行
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
文
学
と
絵
画
双
方
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
補
強
す
る
と
と
も
に
、

時
に
は
先
行
す
る
文
学
や
絵
画
と
の
関
連
か
ら
読
者
の
目
を
そ
ら
す
効
果
も
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
散
髪
と
い

う
文
学
的
モ
チ
ー
フ
は

『

草
枕』

に
負
う
も
の
で
、
図
像

(

図
版
１)

の
ほ
う
に
お
い
て
も
彼
は

『

夢
二
画
集

春
の
巻』

に
収
め
ら
れ
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た
《
そ
の
前
日
！
》

(

図
版
２)

を
見
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
野
外
で
の
理
髪
で
は
な
く
、
構
図
に
も
相
違
が
あ
る
が
、
散
髪
風

景
を
描
い
た
略
筆
画
に
は
ち
が
い
な
い
。
創
作
者
豊
子�
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
彼
は
先
行
作
品
を

変
容
し
、
再
創
作
す
る
手
腕
に
長
け
た
作
者
な
の
で
あ
る
。

続
く
一
段
で
は
、
船
頭
夫
妻
が
登
場
し
、
彼
ら
と
の
会
話
を
通
し
て
主
人
公
の
芸
術
観
が
暗
示
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
伝
統
絵
画
に
描
か

れ
た

｢

風
、
花
、
雪
、
月
、
朱
欄
、
長
廊
、
美
人
、
名
士｣

と
は
異
な
る
画
材
を
彼
は
探
し
求
め
て
い
る
の
だ
。
散
髪
風
景
を
描
い
た
理

由
は
そ
こ
に
あ
る
。
作
品
は
こ
こ
か
ら
収
束
に
向
か
う
が
、
最
後
の
段
落
を
引
用
す
る
。

い
つ
の
間
に
日
が
暮
れ
、
岸
辺
の
理
髪
屋
さ
ん
は
道
具
を
担
い
で
い
っ
た
。
草
地
が
そ
こ
に
残
さ
れ
た
。
わ
た
し
は
船
倉
で
夕
飯
が

出
来
る
の
を
待
ち
な
が
ら
、
ス
ケ
ッ
チ
し
た
絵
の
タ
イ
ト
ル
を
考
え
た
。
こ
れ
は
一
番
安
い
理
髪
店
で
、
髪
の
毛
を
切
る
の
に
銅
貨
を

た
っ
た
十
五
枚
出
せ
ば
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
理
髪
店
は
外
国
で
は
見
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
外
国
人
が
こ
ん
な
情
景
を
目
に
し
た

ら
、
き
っ
と
羨
ま
し
が
る
に
ち
が
い
な
い
。
さ
す
が
中
国
人
だ
。
山
水
を
好
む
の
は
高
徳
の
士
ば
か
り
で
は
な
い
。
庶
民
も
蝶
々
が
舞

う
野
外
の
草
地
の
上
で
散
髪
を
す
る
の
か
、
と
。
そ
う
い
え
ば
、
先
ほ
ど
船
頭
は
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
た
。｢

最
近
、
こ
う
い
う
理
髪

屋
さ
ん
は
田
舎
で
た
い
へ
ん
喜
ば
れ
て
い
る
。
一
角
を
払
っ
て
お
店
に
行
っ
て
い
た
人
も
、
み
な
銅
貨
十
五
枚
の
理
髪
屋
さ
ん
に
鞍
替

え
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。｣

な
る
ほ
ど
、
中
国
人
は
ま
す
ま
す
趣
味
豊
か
で
自
然
に
な
っ
た
の
だ
。
外
国
人
が
見
た
ら
、
そ
う

思
う
だ
ろ
う
。
よ
し
、
タ
イ
ト
ル
は
少
し
も
っ
た
い
ぶ
っ
て

｢

野
外
理
髪
処

(

露
天
理
容
室)｣

と
し
よ
う

(

注�)。

画
題
を
付
け
た
と
こ
ろ
で
、
随
筆
が
結
ば
れ
る
。｢

胸
中
の
画
面｣
を
完
成
さ
せ
た

『

草
枕』

と
類
似
し
た
締
め
く
く
り
方
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
で
は
、
作
者
は
な
ぜ

｢

も
っ
た
い
ぶ
っ
た｣
タ
イ
ト
ル
を
付
け
た
の
だ
ろ
う
。
元
来
、
こ
の
よ
う
に
店
を
持
た

な
い
移
動
理
髪
店
は

｢

剃
頭
担｣

と
よ
ば
れ
、
文
中
二
度
ほ
ど
作
者
は
こ
の
こ
と
ば
を
出
し
た
。
冒
頭
部
、
そ
し
て
末
尾
の
段
落
の
直
前

で
は
船
頭
の
口
を
借
り
て
、
用
い
ら
れ
た
こ
の
こ
と
ば
は
、
文
末
の

｢

野
外
理
髪
処｣

と
の
対
比
を
鮮
明
に
す
る
。
店
を
構
え
る

｢

理
髪
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処｣

よ
り
軽
ん
じ
ら
れ
る
語
感
の
あ
る

｢

剃
頭
担｣

を
、
作
者
は
逆
に
高
く
評
価
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
費
用
が
安
い

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。｢

野
外｣

と
い
う
自
然
の
も
と
で
、
散
髪
す
る
の
は
気
分
が
い
い
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
の
背
景
に
自
然
を
愛
好

す
る
中
国
人
の
趣
味
が
あ
る
、
と
作
者
は
い
う
。

一
方
、『
草
枕』

で
辣
腕
の
親
方
と
お
客
が
い
か
な
る
心
情
を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
画
工
は

｢

屋
内｣

に
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、｢

野
外｣
の
春
景
色
に
見
と
れ
て
、
自
然
を
好
む
人
物
と
見
受
け
ら
れ
る
。
親
方
の
ほ
う
は
、｢

無
尽
蔵
に
長
閑
か
と
見
え
る｣

風
景

と
は
調
和
し
な
い
と
し
な
が
ら
も
、｢

左
程
偉
大
な
豪
傑
で
は
な｣

い
ゆ
え
に
、｢

渾
然
と
し
て
駘
蕩
た
る
天
地
の
大
気
象
に
は
叶
は｣

ず
、

結
局
の
と
こ
ろ

｢

此
極
め
て
安
価
な
る
気
焔
家
は
、
太
平
の
象
を
具
し
た
る
春
の
日
に
尤
も
調
和
せ
る
一
彩
色
で
あ
る｣

(
『

草
枕』

六

七
―
六
八
頁)

と
、
作
者
は
見
る
。
つ
ま
り
、
個
性
的
と
は
い
え
、
滑
稽
を
演
じ
る
親
方
は
む
し
ろ
の
ど
か
な
春
ら
し
さ
を
際
立
た
せ
、

自
然
と
調
和
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
人
も
ま
た
、｢

太
平｣

な
自
然
に
包
ま
れ
、
散
髪
を
楽
し
ん
だ
と
い

え
る
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
問
題
と
す
べ
き
は
、
豊
子�
は

｢

外
国｣

と
の
対
比
か
ら
、
中
国
人
の
趣
味
を
評
価
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

『

草
枕』

の
第
五
章
に
は
そ
う
し
た
批
評
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
全
篇
に
美
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と

思
え
ば
、
豊
子�
の
中
国
的
美
意
識
の
再
評
価
は
そ
れ
と
の
関
連
で
論
じ
る
必
要
は
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

二

お
菓
子
を
通
し
て
見
た
美
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

｢

船
室
随
筆｣

を
執
筆
す
る
少
し
前
、
一
九
三
二
年
十
一
月
、
豊
子�
は

｢

胡
桃
雲
片｣

を
書
き
、
翌
年
一
月
の

『

東
方
雑
誌』

に
発

表
し
た
。

胡
桃
雲
片
は
一
種
の
餅
菓
子
で
、
同
随
筆
に
よ
れ
ば
、
三
、
四
年
前
松
江

(
上
海
近
郊)

の
菓
子
屋
で
見
つ
け
て
以
来
、
作
者
は
し
ば

し
ば
そ
こ
で
買
い
求
め
た
と
い
う
。
そ
の
菓
子
は
か
な
り
高
価
な
も
の
で
、
一
尺

(
お
よ
そ
三
十
セ
ン
チ)

の
大
き
さ
の
も
の
は
一
元
ほ
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ど
も
す
る
。
毎
週
買
う
と
、
月
給
の
十
二
分
の
一
が
そ
れ
で
消
え
る
計
算
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
作
者
は
こ
の
餅
菓
子
に
執
心
す
る
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

雲
片
餅
は
、
そ
の
名
称
か
ら
し
て
趣
味
が
感
じ
ら
れ
る
。
雲
片
の
二
字
は
餅
の
色
と
形
の
印
象
か
ら
出
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
そ
の
白

さ
は
雲
の
よ
う
で
、
薄
さ
は

｢

片

(

ス
ラ
イ
ス)｣

の
よ
う
だ
か
ら
、
名
付
け
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。
非
常
に
趣
味
豊
か
で
ふ
さ
わ
し

い
名
称
と
い
え
る
。
万
が
一
、
そ
の
餅
が
空
中
へ
ふ
と
飛
ん
で
い
く
よ
う
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
ら
、
古
人
の

｢

白
雲
一
片

悠
々
と
し

て
去
り
ぬ｣

と
い
う
句
で
そ
れ
を
讃
え
れ
ば
よ
い
。(

中
略)

胡
桃
雲
片
は
、
胡
桃
を
入
れ
た
雲
片
餅
の
こ
と
で
あ
る
。
思
う
に
、
そ
の
作
り
方
は
胡
桃
の
実
を
米
の
粉
に
入
れ
、
四
角
く
な
っ
た

と
こ
ろ
を
ナ
イ
フ
で
薄
く
切
り
分
け
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
餅
に
は
胡
桃
の
実
の
切
断
面
の
多
様
な
形
が
見
え
る
。
胡
桃
の
実
は
形

が
非
常
に
複
雑
に
な
っ
て
お
り
、
餅
の
中
に
入
れ
て
薄
く
切
れ
ば
、
置
か
れ
た
位
置
、
方
向
や
胡
桃
そ
れ
自
体
の
形
な
ど
の
違
い
か
ら
、

千
差
万
別
の
形
が
現
れ
る
。
さ
て
、
そ
れ
を
何
切
れ
か
切
っ
て
、
す
ぐ
口
に
放
り
込
ま
ず
に
、
小
さ
な
絵
と
し
て
鑑
賞
し
て
み
よ
う
で

は
な
い
か
。
そ
こ
に
あ
る
数
多
の
自
然
な
曲
線
が
、
変
化
に
富
む
形
を
描
き
出
だ
し
て
お
り
、
小
さ
な
絵
画
を
構
成
す
る
。
模
様
の
並

び
方
は
疎
密
が
あ
り
、
均
等
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
模
様
の
形
を
見
れ
ば
、
あ
る
も
の
は
果
物
の
よ
う
で
、
あ
る
も
の
は
人
形
の
よ

う
で
、
ま
た
あ
る
も
の
は
鳥
獣
の
よ
う
で
、
さ
ら
に
あ
る
も
の
は
台
湾
の
よ
う
な
島
の
形
を
し
て
い
る
。
画
面
全
体
を
見
れ
ば
、
蝕
ま

れ
た
古
書
に
見
え
る
こ
と
も
あ
り
、
異
世
界
の
地
図
に
見
え
る
こ
と
も
あ
り
、
古
代
の
象
形
文
字
に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
並
び
方
は
不
均
一
な
た
め
、
窓
か
ら
見
え
る
雲
が
あ
ち
こ
ち
に
浮
か
ぶ
秋
の
空
に
も
す
こ
ぶ
る
似
て
い
る
。
古
人
の
詩
に
い
わ
く
、

｢

人
は
秋
雲
に
似
て
、
散
る
処
多
し｣

。
秋
の
雲
は
た
い
て
い
空
に
散
ら
ば
り
、
疎
密
定
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
胡
桃
雲
片
の

模
様
を
思
わ
せ
る
。
そ
れ
で
、
わ
た
し
は
胡
桃
雲
片
を
食
べ
る
と
秋
の
空
を
想
像
し
、
ま
た
秋
に
な
る
と
胡
桃
雲
片
が
食
べ
た
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
こ
の
餅
を

｢

胡
桃
雲
片｣

と
呼
ぶ
の
は
、
非
常
に
似
つ
か
わ
し
く
ま
た
趣
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

松
江
の
人
は
き
っ
と
胡
桃
雲
片
の
こ
の
よ
う
な
絵
画
美
に
気
づ
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
他
の
土
地
と
違
っ
て
、
彼
ら
は
餅
に
胡
桃
を
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入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
餅
の
周
り
に
赤
い
線
で
黄
金
分
割
の
縁
を
作
り
、
胡
桃
の
切
断
面
を
こ
の
枠
線
の
中
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
ま
る
で
表
装
を
施
さ
れ
た
一
枚
の
中
国
画
、
ま
た
は
額
縁
に
入
れ
ら
れ
た
一
枚
の
洋
画
の
よ
う
で
、
絵
画
の
趣
が
ま
す
ま

す
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
胡
桃
は
枠
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
現
実
世
界
と
絶
縁
し
、
も
う
食
べ
る
胡
桃
の
実
で
は
な

く
な
り
、
独
立
し
た
美
の
造
形
と
な
る
の
で
あ
る

(

注�)。

ま
た
か
な
り
長
い
引
用
で
恐
縮
だ
が
、
文
学
と
美
術
の
見
地
か
ら
胡
桃
雲
片
を
賞
賛
し
、
な
か
な
か
読
み
応
え
の
あ
る
文
章
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
作
者
は
餅
菓
子
の
総
称
か
ら
説
き
始
め
て
、
そ
の
う
ち
の
胡
桃
雲
片
に
つ
い
て
そ
の
形
に
美
を
見
出
し
、
名
称
の
詩
的
な
含

意
を
説
明
し
、
最
後
に
松
江
で
作
ら
れ
る
絵
画
的
な
胡
桃
雲
片
を
紹
介
す
る
。
こ
う
し
て
、
お
菓
子
を
あ
た
か
も
美
術
品
の
よ
う
に
描
写

し
て
お
い
て
、
作
者
は
文
末
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

わ
が
国
の
市
場
に
は
、
口
だ
け
で
食
べ
る
も
の
が
多
す
ぎ
る
。
よ
っ
て
、
わ
た
し
は
給
料
の
十
二
分
の
一
を
出
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
松

江
の
餅
屋
に
毎
週
通
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
江
湾
の
窓
よ
り
松
江
の
胡
桃
雲
片
を
懐
か
し
む
の
で
あ
る
。
中
国
の
市
場
に
、
眼
と
口
で

食
べ
る
も
の
が
徐
々
に
増
え
て
い
く
こ
と
を
わ
た
し
は
望
ん
で
い
る
。
口
で
食
べ
る
も
の
に
限
ら
ず
、
体
の
各
部
が
用
い
る
あ
ら
ゆ
る

も
の
を
製
作
す
る
際
に
、
美
観
を
も
っ
と
重
視
し
て
も
ら
い
た
い
。
わ
が
国
の
す
べ
て
の
市
場
で
、
体
と
目
が
と
も
に
享
受
で
き
る
も

の
が
増
え
て
い
く
こ
と
を
わ
た
し
は
望
む

(

注�)。

こ
こ
で
、
胡
桃
雲
片
を
た
た
え
る
著
者
の
意
図
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
食
べ
物
の
よ
う
な
実
用
的
な
も
の
に
お
い
て
も

｢

美｣

を
取
り

入
れ
る
べ
き
だ
と
彼
は
呼
び
か
け
る
。
美
術
評
論
家
の
立
場
に
も
あ
っ
た
著
者
ら
し
い
発
言
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
ほ
ん
の
一
例
に
す

ぎ
な
い
に
せ
よ
、
彼
は
胡
桃
雲
片
に
美
を
認
め
、
そ
れ
を
称
揚
し
た
の
は
や
は
り
彼
の
中
国
的
美
意
識
の
自
己
主
張
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
彼
に
お
け
る
中
国
美
学
の
再
評
価
は
一
九
三
〇
年
に
発
表
さ
れ
た

｢

中
国
美
術
在
現
代
芸
術
上
的
勝
利

(

現
代
芸
術
に
お
け
る
中
国
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美
術
の
優
越)｣

(『

東
方
雑
誌』

一
九
三
〇
年
一
月)

に
も
っ
と
も
顕
著
に
現
わ
れ

(

注�)、
よ
っ
て
随
筆

｢

胡
桃
雲
片｣

も
そ
の
延
長
線
上
に

位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『

草
枕』

と
の
関
連
で
考
え
て
み
た
い
。『

草
枕』

第
四
章
で
、
画
工
は
食
事
を
出
さ
れ
た
場
面
が

あ
る
。
そ
こ
で
作
者
は
洋
食
に
比
べ
て
、
和
食
の
献
立
の
美
し
さ
を
強
調
し
、｢

会
席
膳
を
前
へ
置
い
て
、
一
箸
も
着
け
ず
に
、
眺
め
た

儘
帰
つ
て
も
、
目
の
保
養
か
ら
云
へ
ば
、
御
茶
屋
へ
上
が
つ
た
甲
斐
は
充
分
あ
る｣

と
述
べ
た

(『

草
枕』

四
五
頁)

。
さ
ら
に
、
お
菓
子

の
羊
羹
に
つ
い
て
は
、
こ
う
批
評
す
る
。

菓
子
皿
の
な
か
を
見
る
と
、
立
派
な
羊
羹
が
並
ん
で
ゐ
る
。
余
は
凡
て
の
菓
子
の
う
ち
で
尤
も
羊
羹
が
好
だ
。
別
段
食
ひ
た
く
は
な

い
が
、
あ
の
肌
合
が
滑
ら
か
に
、
緻
密
に
、
し
か
も
半
透
明
に
光
線
を
受
け
る
具
合
は
、
ど
う
見
て
も
一
個
の
美
術
品
だ
。
こ
と
に
青

味
を
帯
び
た
練
上
げ
方
は
、
玉
と
蝋
石
の
雑
種
の
様
で
、
甚
だ
見
て
気
持
ち
が
い
ゝ
。
の
み
な
ら
ず
青
磁
の
皿
に
盛
ら
れ
た
青
い
練
羊

羹
は
、
青
磁
の
な
か
ゝ
ら
今
生
れ
た
様
に
つ
や�
し
て
、
思
は
ず
手
を
出
し
て
撫
で
ゝ
見
た
く
な
る
。
西
洋
の
菓
子
で
、
こ
れ
程
快

感
を
与
へ
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
ク
リ
ー
ム
の
色
は
一
寸
柔
か
だ
が
、
少
し
重
苦
し
い
。
ジ
エ
リ
は
、
一
目
宝
石
の
様
に
見
え
る
が
、

ぶ
る�
顫
へ
て
、
羊
羹
程
の
重
味
が
な
い
。
白
砂
糖
と
牛
乳
で
五
重
の
塔
を
作
る
に
至
つ
て
は
、
言
語
道
断
の
沙
汰
で
あ
る

(

注�)。

質
感
を
と
ら
え
、
色
合
に
も
着
目
し
、
青
磁
の
皿
と
の
調
和
も
見
逃
さ
な
い
こ
の
羊
羹
賛
美
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
不
等

と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
西
洋
の
お
菓
子
を
貶
め
、
作
者
は
羊
羹
に
日
本
美
を
見
出
す
。
日
本
美
の
自
己
主
張
と
い
う

『

草
枕』

の
性
格
を

よ
く
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。

羊
羹
を

｢

一
個
の
美
術
品｣

と
し
て
見
る
漱
石
と
、
胡
桃
雲
片
に

｢
独
立
し
た
美
の
造
形｣

を
見
出
す
豊
子�
の
ま
な
ざ
し
は
か
な
り

近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
お
菓
子
の
味
に
は
全
く
触
れ
ず
、
細
や
か
に
そ
の
形
と
色
を
描
出
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
彼

ら
は
と
も
に
、
お
菓
子
を
鑑
賞
す
る
よ
う
な
態
度
で
、
そ
の
美
的
な
価
値
を
特
筆
す
る
の
で
あ
る
。
特
に

｢

青
磁
の
皿
に
盛
ら
れ
た
青
い

練
羊
羹｣

と

｢

赤
い
縁
取
り
を
し
た
胡
桃
雲
片｣

に
つ
い
て
の
両
者
の
描
写
は
、
と
も
に
お
菓
子
を
作
品
と
み
な
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
批
評
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に
お
い
て
点
睛
の
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。
豊
子�
は

｢

赤
い
縁
取
り｣

に
絵
画
的
な
構
成
意
識
を
み
と
め
、｢

青
磁
の
皿
に
盛
ら
れ
た
青

い
羊
羹｣

に
も
、
お
菓
子
が
映
え
る
よ
う
に
器
に
盛
る
と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
漱
石
は
西

洋
の
お
菓
子
に
対
す
る
日
本
の
優
越
性
を
は
ば
か
ら
ず
に
明
言
す
る
の
に
対
し
、
豊
子�
は
中
国
の
工
芸
品
の
改
良
を
呼
び
か
け
る
が
、

お
菓
子
を
も
と
に
文
化
論
を
展
開
す
る
手
法
は
同
じ
轍
よ
り
出
た
も
の
と
い
え
る
。

漱
石
の
羊
羹
批
評
は
ほ
ん
の
一
段
落
で
、
長
く
は
な
い
。
一
方
の

｢

胡
桃
雲
片｣

は
初
出
の

『

東
方
雑
誌』

文
芸
欄
で
は
二
ペ
ー
ジ
ほ

ど
の
小
品
文
と
な
っ
て
お
り
、
長
さ
は
異
な
る
。
し
か
し
、
自
国
の
お
菓
子
の
美
を
発
見
し
、
そ
し
て
文
化
比
較
論
を
行
う
両
者
の
文
章

は
類
似
し
た
趣
旨
と
構
造
を
も
つ
。
よ
っ
て
、
漱
石
の
文
を
パ
ン
種
の
よ
う
に
し
、
み
ず
か
ら
の
材
料
を
用
い
て
膨
ら
ま
し
た
の
が

｢

胡

桃
雲
片｣

で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
先
に
見
た
、｢

草
枕｣

第
五
章
と

｢

野
外
理
髪
処｣

と
の
対
比
か
ら
も
、
そ
の

よ
う
な
技
法
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
絵
画
に
お
い
て
モ
チ
ー
フ
を
敷
衍
し
て
複
数
の
作
品
を
制
作
す
る
と
い
う
方
法
を
豊
子�
が

し
ば
し
ば
駆
使
し
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、｢

胡
桃
雲
片｣

が

『

草
枕』

に
お
け
る
羊
羹
批
評
に
呼
応
し
た
も
の
だ
と
い
う
推
測
は

う
が
ち
す
ぎ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
、
豊
子�
の
中
国
的
美
学
の
再
認
識
は
、『

草
枕』

の
影
響
の
み
に
よ
る

も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
の
美
術
批
評
と
密
接
に
関
わ
っ
た
も
の
で
、
同
時
に
中
国
国
内
の
思
想
の
流
れ
と
も
切
り
離

せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
豊
子�
は
中
国
伝
統
美
学
の
優
越
性
を
主
張
し
て
い
く
が
、
そ
の
背
景
に

『

草
枕』

も
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
小
説
の
形
を
と
り
、
生
活
の
中
で
自
国

(

東
洋
ま
た
は
日
本)

文
化
の
優
位
を
唱
え
る

『

草
枕』

の
方
法
を
豊
子

�
は
こ
の
よ
う
に
随
筆
に
応
用
し
た
の
だ
。

生
活
に
お
け
る
伝
統
美
学
の
再
発
見
は
豊
子�
の
小
品
で
は

｢
胡
桃
雲
片｣

の
一
篇
に
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、｢

山
中
避
雨

(

山
中

の
雨
宿
り)｣

(

原
題
は

｢

民
衆
楽
器｣

、『

新
中
華』

第
三
巻
第
十
期
、
一
九
三
五
年)

は
、
た
ま
た
ま
雨
宿
り
の
た
め
に
入
っ
た
西
湖
近

く
の
村
里
の
茶
店
で
胡
弓
を
弾
き
、
ピ
ア
ノ
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
な
ど
の
西
洋
音
楽
に
対
し
て
、
シ
ン
プ
ル
な
楽
器
の
胡
弓
で
演
奏
さ
れ
る

中
国
音
楽
の
よ
さ
を
再
発
見
し
た
こ
と
を
記
し
た
一
篇
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
三
三
年
、
豊
子�
が
故
郷
に
書
斎
兼
住
居
の
縁
縁
堂
を
建
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て
る
が
、
そ
の
建
物
と
家
具
調
度
一
切
を
中
国
風
で
統
一
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
当
時
の
彼
の
美
的
な
指
向
を
よ
く
反
映
し
て
い
よ
う
。

三

｢
し
ば
ら
く
塵
界
を
離
れ
て｣

再
び
、
豊
子�
最
晩
年
の
随
筆
集

『

縁
縁
堂
続
筆』

を
紐
解
い
て
み
よ
う
。
少
し
長
い
が
、
第
四
節

｢

し
ば
ら
く
塵
界
を
離
れ
て｣

の

全
文
を
掲
げ
る
。

夏
目
漱
石
の
小
説

『
旅
宿』

(

も
と
の
タ
イ
ト
ル
は

『

草
枕』)

に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。｢

苦
し
ん
だ
り
、
怒
つ
た
り
、
騒

い
だ
り
、
泣
い
た
り
は
人
の
世
に
つ
き
も
の
だ
。
余
も
三
十
年
の
間
そ
れ
を
仕
通
し
て
、
飽
々
し
た
。
飽
き
々
々
し
た
上
に
芝
居
や
小

説
で
同
じ
刺
激
を
繰
り
返
し
て
は
大
変
だ
。
余
が
欲
す
る
詩
は
そ
ん
な
世
間
的
の
人
情
を
鼓
舞
す
る
様
な
も
の
で
は
な
い
。
俗
念
を
放

棄
し
て
、
し
ば
ら
く
で
も
塵
界
を
離
れ
た
心
持
ち
に
な
れ
る
詩
で
あ
る
。

(

注�)｣

夏
目
漱
石
ほ
ど
人
間
ら
し
い
人
は
い
ま
い
。
見
か
け
が
人
間
で
も
、
実
際
は
人
間
ら
し
い
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
な
い
、
機
械
の
よ
う

な
人
が
こ
の
世
に
多
い
。
こ
の
機
械
に
は
苦
し
む
、
怒
る
、
騒
ぐ
、
泣
く
動
力
が
備
わ
っ
て
お
り
、
い
つ
で
も
そ
れ
を
発
揮
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
る
で
、｢

氷
炭

懐
抱
に
満
つ｣
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
た
ま
ら
な
い
と
感
じ
る
ど
こ
ろ
か
、
人
は
み
な
そ
う
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
り
機
械
は
み
な
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
彼
ら
は
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
な
人
は
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
も
結
局
は
機
械
で
は
な
く
、
人
間
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
も
俗
念
を
放

棄
し
、
し
ば
ら
く
塵
界
か
ら
離
れ
て
心
を
休
ま
せ
よ
う
と
思
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ほ
ら
、
彼
ら
も
く
つ
ろ
い
だ
り
、
雑
談
し
た
り
、

笑
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
苦
し
ん
だ
り
、
怒
っ
た
り
、
騒
い
だ
り
、
泣
い
た
り
は
人
の
世
に
つ
き
も
の
だ
。
誰
も
そ
れ
か

ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、｢

し
ば
ら
く｣

と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。｢

し
ば
ら
く
塵
界
を
離
れ｣

る
こ
と
は
快

適
で
あ
り
、
い
か
に
も
楽
し
く
、
心
の
滋
養
に
な
る
。
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陶
淵
明
の

『

桃
花
源
記』

が
描
く
の
は
、
周
知
の
と
お
り
実
在
の
世
界
で
は
な
く
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
み
な
が
そ
れ

に
惹
か
れ
る
の
は
、
そ
の
物
語
を
読
め
ば
、
し
ば
ら
く
塵
界
か
ら
離
れ
た
気
分
に
な
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『

山
海
経』

は
荒

唐
無
稽
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
愛
読
者
は
少
な
く
な
い
。
陶
淵
明
も
そ
の
一
人
で
、
読
ん
で
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
詩
を
詠
ん
だ
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
れ
は
白
日
に
見
る
夢
の
よ
う
で
、
し
ば
ら
く
塵
界
を
離
れ
さ
せ
て
く
れ
る
。

た
と
え
ば
、
あ
る
製
鉄
工
場
の
技
師
が
一
日
の
仕
事
を
終
え
、
家
で
ゆ
っ
く
り
晩
酌
を
楽
し
ん
で
い
る
と
す
る
。
彼
が
ふ
と
顔
を
上

げ
て
み
る
と
、
壁
に
大
き
な

｢

製
鉄
図｣

が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
の
人
が
も
し
機
械
で
な
け
れ
ば
、
き
っ
と
快
く
思
わ
な

い
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
一
人
の
軍
人
が
戦
場
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
す
る
。
そ
れ
で
家
に
戦
争
を
描
い
た
絵
が
掛
か
っ
て
い
る
の
を

見
た
ら
、
こ
の
人
も
機
械
で
な
け
れ
ば
そ
の
絵
を
目
障
り
に
思
う
に
ち
が
い
な
い
。
か
つ
て
、
あ
る
技
師
が
わ
た
し
に
絵
を
求
め
た
と

き
、
モ
チ
ー
フ
と
し
て
子
ど
も
の
遊
戯
を
指
定
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
弁
護
士
が
わ
た
し
に
西
湖
の
風
景
を
描
く
よ
う
に
注

文
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
些
細
な
こ
と
で
も
、
い
つ
ま
で
も
心
に
と
め
て
い
る
人
が
い
る
の
だ
。
二
十
世
紀
の
人
間
が
千
数

百
年
前
の
物
語
を
も
と
に
し
た
演
劇
を
見
た
が
る
の
も
同
様
の
心
理
か
ら
で
あ
ろ
う
。
人
生
は
ほ
ん
と
う
に
意
味
深
長
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
わ
た
し
は
夏
目
漱
石
を
懐
か
し
く
思
う

(

注�)。

こ
の
節
は
、
同
作
品
集
で
も
っ
と
も
重
要
な
一
節
で
、
豊
子�
晩
年
の
文
芸
思
想
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
彼
は

『

草
枕』

に

見
ら
れ
る
漱
石
の
文
学
主
張
を
援
用
し
、
当
時
の
文
芸
路
線
へ
の
反
発
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
時
は
文
革
の
半
ば
、
硬
直

し
た
政
治
思
想
に
文
学
表
現
が
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
て
い
た
。
豊
子�
は
文
学
と
絵
画
を
批
判
さ
れ
、
上
海
画
院
院
長
の
職
を
追
わ
れ

た
。
閑
居
を
理
想
と
す
る
彼
は
公
職
に
執
着
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
古
希
を
過
ぎ
た
高
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
強
制
労
働
に
駆
り
出

さ
れ
、
創
作
の
自
由
も
発
表
の
場
も
失
っ
た
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
未
曾
有
の
こ
と
で
あ
り
、
過
酷
に
違
い
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
へ
の

抵
抗
と
し
て
の
こ
の
作
品
集
は
、
人
目
を
し
の
ん
で
書
か
れ
、
当
時
の
環
境
で
は
刊
行
す
る
こ
と
な
ど
思
い
も
寄
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

引
用
の
第
二
段
落
を
先
に
見
る
と
、
見
か
け
は
人
間
で
も

｢

機
械｣

の
よ
う
な
人
間
が
今
の
世
に
多
い
と
彼
は
い
う
。
そ
れ
は
ど
う
い
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う
こ
と
だ
ろ
う
か
。｢

氷
炭

懐
抱
に
満
つ｣

は
陶
淵
明
の
詩
句
で
、
利
益
や
名
誉
と
い
っ
た
矛
盾
し
た
欲
望
を
胸
に
抱
い
た
世
俗
の
人

を
風
刺
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、｢

機
械｣

の
よ
う
な
人
間
は
陶
淵
明
の
い
う
世
俗
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
ゆ
え
に
彼
ら
は

｢
機
械｣

な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
節
の
最
終
段
落
で
、
作
者
が
挙
げ
た
例
を
見
れ
ば
、｢

機
械｣

と
は
自
由
な
想
像
力
を
持
た
な
い
、
極
端

な
功
利
主
義
の
徒
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
時
代
に
よ
る
思
想
統
制
は
ま
さ
に
個
人
の
自
由
な
想
像
力
を
奪
い
、
自
由
な
文
学
表
現
を
封
印

し
、
行
き
過
ぎ
た
功
利
主
義
を
養
成
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、｢

機
械｣

の
よ
う
な
人
間
が
大
量
に
産
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
や
や
婉
曲
な
形
で
、
時
代
の
文
芸
路
線
に
異
議
あ
り
、
と
し
て
書
か
れ
た
の
が

『

縁
縁
堂
続
筆』

の
第
四
節
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
彼
が
引
い
た
漱
石
の
文
学
論
は

『

草
枕』

の
執
筆
方
針
と
も
い
え
る
も
の
だ
が
、｢

芝
居
や
小
説
で
同
じ
刺
激
を
繰
り
返

し
て
は
大
変
だ｣

と
い
う
の
は
、
当
時
文
壇
に
流
行
し
た
自
然
主
義
に
対
す
る
当
て
こ
す
り
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
主
張
に
は
西
洋
文
学
へ

の
対
抗
意
識
も
背
景
に
あ
る
。
豊
子�
は
そ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
無
視
し
た
形
で
引
用
し
た
が
、
当
時
主
流
で
あ
っ
た
社
会
主
義
文

学
の
特
徴
が
極
端
な
功
利
主
義
と
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
豊
子�
は
漱
石
の

『

草
枕』
と
陶
淵
明
の

『

桃
花
源
記』

の
文
学
を
提
唱
す
る
。
陶
淵
明
の
詩
句
が
文
中
に
用
い
ら
れ
た
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
豊
子�
は
陶
淵
明
文
学
の
愛
好
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
辺
り
の
文
脈
は
、
実
は
彼
が
引
用
し
た
漱
石

の
文
章
に
続
く

『

草
枕』

の
そ
れ
に
寄
り
添
う
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。
漱
石
は
続
い
て
、｢

ど
こ
迄
も
世
間
を
出
る
事
が
出
来
ぬ
の
が

彼
等
の
特
色｣

だ
と
、
仮
想
敵
を
評
し
て
か
ら
、｢

西
洋
の
詩｣

に
矛
先
を
向
け
る
。｢

人
事
が
根
本
に
な
る
か
ら
所
謂
詩
歌
の
純
粋
な
る

も
の
も
此
境
を
解
脱
す
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
。
ど
こ
迄
も
同
情
だ
と
か
、
愛
だ
と
か
、
正
義
だ
と
か
、
自
由
だ
と
か
浮
世
の
勧
工
場
に
あ
る

も
の
だ
け
で
用
を
弁
じ
て
居
る｣

と
、
西
洋
の
詩
を
現
実
世
界
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
批
評
す
る
。
そ
こ
で
、｢

う
れ
し
い
事

に
東
洋
の
詩
歌
は
そ
こ
を
解
脱
し
た
の
が
あ
る｣

例
に
、
漱
石
は
陶
淵
明
や
王
維
の
詩
句
を
引
き
、
評
釈
す
る

(『

草
枕』

一
、
九
―
十

頁)

。
一
方
の
豊
子�
は
詩
句
の
代
わ
り
に

『

桃
花
源
記』

と

『

山
海
経』
を
挙
げ
、
そ
れ
か
ら
絵
画
と
演
劇
を
例
に
、
文
芸
の
出
世
間

的
な
効
用
を
説
く
。

そ
の
よ
う
に

『

草
枕』

を
踏
ま
え
つ
つ
、
豊
子�
は
み
ず
か
ら
の
主
張
を
構
築
し
た
。
虚
構
で
荒
唐
無
稽
で
あ
れ
、
功
利
主
義
と
は
正
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反
対
の
出
世
間
的
な
文
学
で
、
す
さ
ん
だ
人
心
に
潤
い
を
与
え
よ
う
で
は
な
い
か
と
、
豊
子�
は
自
由
な
言
論
を
封
殺
す
る
時
代
に
一
矢

を
報
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
文
学
主
張
の
一
部
で
も
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
時
代
の
抑
圧
を
受
け
て
い
た
豊
子�
は
、
晩
年
に

『

草
枕』

に
見
ら
れ
る
漱
石
の
文
学
主
張
に
共
鳴
を
示
し
て
い
た
。

彼
は

『
縁
縁
堂
続
筆』

を
仕
上
げ
て
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
、
一
九
七
四
年
一
月
、
二
度
目
の

『

草
枕』

の
翻
訳
を
終
え
た

(

注�)。
失
意
の
文
人

に
と
っ
て
、『
草
枕』

は
心
の
オ
ア
シ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

最
後
に

豊
子�
は
生
涯
に
わ
た
り
、
漱
石
文
学
に
親
し
み
、
特
に
そ
の
小
品
か
ら
み
ず
か
ら
の
文
学
創
作
に
資
す
る
も
の
を
い
ろ
い
ろ
摂
取
し

た
と
思
わ
れ
る
が
、
漱
石
の
小
説
に
は
少
し
冷
淡
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
彼
は
漱
石
の

『

草
枕』

に
対
し
て
は
、
晩
年
に
再

度
翻
訳
を
試
み
た
ほ
ど
、
偏
愛
し
た
と
い
え
る

(

注�)。
そ
の
理
由
は
と
い
え
ば
、
西
洋
の
文
学
や
美
術
を
東
洋
の
そ
れ
と
対
峙
さ
せ
、
後
者
の

価
値
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
漱
石
の
姿
勢
に
、
豊
子�
が
共
感
を
覚
え
た
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
漱
石
自
身
、
青
年
期
に
漢
文
や
俳
句

に
耽
溺
し
な
が
ら
も
、
英
文
学
を
志
し
、
後
年
イ
ギ
リ
ス
留
学
で
精
神
的
な
傷
を
負
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
東
洋
と
西
洋
の
葛
藤
が
そ
の

胸
中
で
ず
っ
と
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
。『

草
枕』

は
彼
の
東
洋
趣
味
が
噴
出
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
一
方
、
豊
子�
は
伝

統
文
人
の
家
に
生
ま
れ
育
っ
た
が
、
西
洋
美
術
と
音
楽
の
道
に
進
み
、
啓
蒙
者
と
し
て
大
い
に
活
躍
も
す
る
が
、
そ
の
傍
ら
毛
筆
の
タ
ッ

チ
と
文
学
的
な
味
わ
い
を
取
り
入
れ
た
漫
画
を
描
く
画
家
と
も
な
っ
た
。
そ
の
絵
画
に
見
え
る
毛
筆
の
タ
ッ
チ
と
文
学
味
は
、｢

詩
書
画｣

と
い
わ
れ
る
文
人
趣
味
の
痕
跡
と
も
い
え
る
も
の
で
、
彼
も
伝
統
文
化
を
根
底
と
し
て
い
た
。
そ
う
し
て
、
彼
は
西
洋
文
化
を
受
容
し
な

が
ら
、
自
国
文
化
を
強
く
意
識
し
、
時
代
思
潮
に
も
翻
弄
さ
れ
、
両
者
の
間
で
心
が
揺
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、『

草
枕』

が
彼

を
ひ
き
つ
け
た
の
は
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
文
人
趣
味
の
洋
画
家
で
あ
る
主
人
公
の

｢

画
工｣

は
、
豊
子�
そ
の
人
を
髣
髴
と
さ

せ
る
。
豊
子�
は
も
っ
ぱ
ら
洋
画
を
描
く
画
家
で
は
な
い
も
の
の
、
洋
画
修
行
の
た
め
日
本
留
学
に
赴
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
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そ
の
よ
う
に
、
主
人
公
の

｢

画
工｣

に
自
己
を
投
影
で
き
る

『

草
枕』

に
、
豊
子�
は
ひ
か
れ
た
わ
け
だ
。
そ
こ
で
彼
が
注
目
し
、
吸

収
し
よ
う
と
し
た
の
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
彼
は
漱
石
の
汽
車
論
に
賛
同
し
、
二
十
世
紀
の
機
械
文
明
に
彼
は
漱
石

同
様
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
漱
石
は

『

草
枕』

に
川
舟
の
く
だ
り
を
描
き
、
豊
子�
は
船
で
故
郷
の
石
門
と
杭
州
を
往

復
し
よ
う
と
し
、
そ
し
て

｢

船
室
随
筆｣

を
残
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
ユ
ー
モ
ア
を
持
っ
て
書
か
れ
た
通
俗
的
な
モ
チ
ー
フ
に
着
目
し
、

床
屋
の
場
面
を
も
と
に
豊
子�
は

｢

野
外
理
髪
処｣

を
創
作
し
た
。
ユ
ー
モ
ア
も
通
俗
性
も
、
豊
子�
芸
術
の
特
色
と
す
る
と
こ
ろ
で
、

彼
は

『

草
枕』
に
も
そ
う
し
た
要
素
を
見
出
し
た
の
で
あ
る

(

注�)。『

草
枕』

に
は
、
高
踏
な
文
学
、
芸
術
談
義
が
む
し
ろ
多
く
の
紙
幅
を
占

め
、
重
要
視
さ
れ
る
が
、
豊
子�
は
あ
え
て
第
五
章
の
床
屋
の
場
面
を
み
ず
か
ら
の
作
品
に
生
か
し
た
。
さ
ら
に
、
豊
子�
は
漱
石
の
東

西
文
化
比
較
論
に
興
味
を
示
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
も
な
る
が
、
彼
は
漱
石
の
羊
羹
批
評
に
刺
激
さ
れ
、｢

胡
桃
雲
片｣

を
執
筆
し
た

と
思
わ
れ
る
の
だ
。
彼
は
実
に
多
く
の
も
の
を

『

草
枕』

か
ら
摂
取
し
た
と
い
え
る
。

と
は
い
え
、
豊
子�
の
随
筆
は
ほ
と
ん
ど
み
ず
か
ら
の
体
験
な
ど
を
素
材
と
し
、
つ
ね
に
天
衣
無
縫
で
、
そ
こ
に
先
行
作
品
の
影
は
認

め
に
く
い
。
た
と
え
ば
、｢

船
室
随
筆｣
は
豊
子�
自
身
の
船
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
旅
行
記
で
あ
り
、｢

胡
桃
雲
片｣

も
明
ら
か
に
彼
の
体
験

に
基
づ
く
作
品
と
見
受
け
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『

草
枕』

と
の
対
照
に
よ
り
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
散
髪
風
景
も
船
旅
そ
の
も
の
も

漱
石
が
用
い
た
モ
チ
ー
フ
な
の
で
あ
る
。
豊
子�
は
、『

草
枕』

の

｢

画
工｣

に
変
身
し
、
船
旅
を
し
て
絵
を
描
い
て
見
せ
た
の
が

｢

船

室
随
筆｣

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
、｢

船
室
随
筆｣

は

『

草
枕』
に
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
の
発
展
的
再
創
造
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、

『

草
枕』

の

｢

画
工｣

は
絵
を
描
か
な
い
が
、｢

船
室
随
筆｣

の
画
家
は
ス
ケ
ッ
チ
を
し
、
そ
し
て
仕
上
げ
た
作
品
を
挿
絵
と
し
て
読
者
に

呈
示
す
る
の
だ
。
そ
れ
か
ら
、
室
内
の
床
屋
が
野
外
の
散
髪
風
景
に
変
容
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
も
自
然
に
見
え
、
わ
ざ
と
ら
し
さ
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
簡
易
理
髪
店
は
よ
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、｢

船
室
随
筆｣

に
は

『

草
枕』

に
含
ま
れ
な
い
モ
チ
ー

フ
も
あ
り
、
そ
れ
が
作
者
独
自
の
題
材
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。｢

船
室
随
筆｣
に
は
お
祭
り
見
物
を
書
い
た
二
篇
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
作

者
は
簡
易
便
所
で
小
便
を
す
る
人
た
ち
の
ポ
ー
ズ
を
観
察
し
た
り
、
楽
隊
の
中
に
太
鼓
を
背
負
っ
た
児
童
の
姿
を
見
つ
け
、
そ
の
子
と
太
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鼓
を
叩
く
人
物
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
り
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
風
刺
と
ユ
ー
モ
ア
を
主
眼
と
す
る
エ
ッ
セ
ー
と
な
っ
て
お
り
、｢

野
外
理
髪
処｣

に
通
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
市
井
の
庶
民
の
、
小
便
を
す
る
姿
の
よ
う
な
通
俗
的
な
素
材
を
描
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
こ
れ
ら
の
随
筆
は
通
俗
性
に
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

｢

船
室
随
筆｣

全
体
の
特
徴
で
も
あ
る
。

｢

船
室
随
筆｣

中
の
も
う
一
篇
に
も
言
及
し
た
い
。
そ
れ
は

｢

野
外
理
髪
処｣

と
同
じ
く
人
物
点
景
を
素
描
し
た
も
の
で
あ
る
。
糸
紡

ぎ
の
女
性
に
焦
点
を
当
て
た

｢

三
娘
娘

(

三
番
目
の
お
ば
さ
ん)｣
(

月
刊

『

文
学』

、
一
九
三
四
年
七
月
一
日
、
一
九
三
四
年
六
月
十
二

日
作)

で
、
作
者
は
簡
単
な
道
具
で
糸
を
紡
ぐ
女
性
の
動
き
を
目
で
追
い
続
け
、
そ
の
様
子
を
こ
と
ば
で
叙
述
し
、
絵
画
に
も
描
く
。
布

価
格
の
下
落
で
そ
の
労
働
が
あ
ま
り
報
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
、
作
者
は
同
情
を
寄
せ
て
も
い
る
。
絵
画
と
随
筆
で
、
豊
子�
は
労
働
を
モ

チ
ー
フ
と
す
る
作
品
を
多
く
創
作
し
て
お
り
、｢

三
娘
娘｣

も
そ
の
中
の
一
作
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、『

草
枕』

と
の
関
連
で
い
え
ば
、

画
工
が
通
る
河
辺
に
も
姿
こ
そ
見
せ
な
い
が
健
気
に
働
く
女
性
が
、
唄
声
を
響
か
せ
て
い
た
。

柳
と
柳
の
間
に
的�
と
光
る
の
は
白
桃
ら
し
い
。
と
ん
か
た
ん
と
機
を
織
る
音
が
聞
え
る
。
と
ん
か
た
ん
の
絶
間
か
ら
女
の
唄
が
、

は
あ
ゝ
い
、
い
よ
う
う
ー
と
水
の
上
迄
響
く
。
何
に
を
唄
ふ
の
や
ら
一
向
分
ら
ぬ

(

注�)。

白
桃
の
花
が
輝
き
、
機
を
織
る
音
と
女
性
の
唄
が
聞
え
る
。
描
写
は
わ
ず
か
で
あ
り
、｢

三
娘
娘｣

と
の
間
に
影
響
関
係
が
あ
る
か
ど

う
か
、
判
断
は
で
き
な
い
も
の
の
、
類
似
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

｢

船
室
随
筆｣

以
降
に
も
、
豊
子�
は
船
を
素
材
に
随
筆
を
書
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、｢

放
生｣

(

一
九
三
五
年)

と

｢

西
湖
船｣

(

一
九
三
六
年)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
も

｢

桃
源
の
船｣

の
余
韻
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
新
た
な
テ
ー
マ
が
作
中
に
展
開
さ

れ
て
も
い
る
。
豊
子�
に
お
け
る

｢

船
の
文
学｣

に
つ
い
て
考
え
る
余
地
は
充
分
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
回
に
わ
た
る
中
国
語
訳

『

草
枕』

の
詳
細
や
、『

草
枕』

と
豊
子�
の
文
学
や
絵
画
の
関
連
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
と
興
味
が
持
た
れ
る
の
で
あ
る
。
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注(
１)

豊
子�｢
塘
棲｣

は
、
作
者
の
死
後
、
一
九
八
三
年
一
月
二
六
日

『

文
匯
報』

に
初
め
て
発
表
さ
れ
た
。
後
に

『

縁
縁
堂
随
筆
集』

浙
江
文
芸
出
版
社
、

一
九
八
三
年
五
月
に
収
録
、『

豊
子�
文
集』

第
六
巻
、
浙
江
文
芸
出
版
社
・
浙
江
教
育
出
版
社
、
一
九
九
二
年
六
月
に
再
録
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
後
者

に
よ
り
、
六
七
三
頁
。
日
本
語
訳
は
拙
訳
を
用
い
た
。
豊
子�
が
引
く

『

草
枕』

の
原
文
は

『

漱
石
全
集』

第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
二
月
、

一
六
七
頁
。

(

２)

豊
子�｢
塘
棲｣

、
前
掲

『

豊
子�
文
集』

第
六
巻
、
六
七
三
頁
。

(

３)

豊
子�｢
秋｣

の
初
出
は

『

小
説
月
報』

第
二
十
巻
十
号
、
一
九
二
九
年
十
月
十
日
、
後
に

『

縁
縁
堂
随
筆』

開
明
書
店
、
一
九
三
一
年
一
月
に
収
録
さ

れ
、『

豊
子�
文
集』

第
五
巻
に
再
録
さ
れ
た
。
豊
子�
が
引
用
し
た
の
は
、
第
一
章
の
始
め
の
ほ
う
の
数
行
で
あ
る
。

(

４)

盛
興
軍
主
編

『
豊
子�
年
譜』

青
島
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
九
月
を
参
照
。

(

５)

豊
子�｢
塘
棲｣

、
前
掲

『

豊
子�
文
集』

第
六
巻
、
六
七
五
頁
。

(

６)

漱
石
文
学
と
の
関
連
か
ら
、
豊
子�
を
解
読
す
る
試
み
と
し
て
、
拙
論

｢

響
き
合
う
テ
キ
ス
ト

豊
子�
と
漱
石
、
ハ
ー
ン｣

『

日
本
研
究』

国
際
日

本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
、
第
三
十
三
集
、
二
〇
〇
六
年
十
月
、｢

響
き
合
う
テ
キ
ス
ト

(

二)

豊
子�
の

｢

帯
点
笑
容

(

ち
ょ
っ
と
笑
っ
て
く

だ
さ
い)｣

と
漱
石
の

『

硝
子
戸
の
中』

(

二)｣
『

日
本
研
究』

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
、
第
三
十
四
集
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、｢

響
き
合
う

テ
キ
ス
ト

(

三)

異
国
の
師
の
面
影

豊
子�
の

｢

林
先
生｣

と
漱
石
の

｢

ク
レ
イ
グ
先
生｣

、
魯
迅
の

｢

藤
野
先
生｣｣

『

日
本
研
究』

国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
、
第
三
十
六
集
、
二
〇
〇
七
年
九
月
が
あ
る
。

(

７)

豊
子�｢
野
外
理
髪
処｣

は
作
品
集

『

車
廂
社
会』

良
友
図
書
印
刷
公
司
、
一
九
三
五
年
七
月
に
初
め
て
収
録
さ
れ
、
後
に

『

縁
縁
堂
随
筆』

人
民
文
学

出
版
社
、
一
九
五
七
年
十
一
月
に
収
め
ら
れ
た
が
、
最
後
の
段
落
が
削
除
さ
れ
た
。『

豊
子�
文
集』

第
五
巻
に
再
録
の
折
、
削
除
箇
所
が
復
元
さ
れ
、

こ
こ
で
は
そ
れ
に
よ
り
、
三
六
四
頁
。

(

８)

蓮
實
重
彦
氏
は
そ
の

『

夏
目
漱
石
論』

(

青
土
社
、
一
九
七
八
年
十
月
第
一
刷
、
一
九
八
五
年
四
月
第
五
刷)

で
、｢

…
…
漱
石
の
小
説
の
ほ
と
ん
ど
は
、

き
ま
っ
て
、
横
臥
の
姿
勢
を
ま
も
る
人
物
の
ま
わ
り
に
物
語
を
構
築
す
る
と
い
う
一
貫
し
た
構
造｣

(

二
十
五
頁)

だ
と
指
摘
し
、｢

横
臥
の
姿
勢｣

に
よ
っ

て
登
場
人
物
同
士
の
遭
遇
が
も
た
ら
さ
れ
、
こ
と
ば
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
、
物
語
が
形
成
さ
れ
た
様
相
を
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
て
い
る
。

(

９)

夏
目
漱
石

『

草
枕』

五
、
初
出
は

『

新
小
説』

第
十
一
年
第
九
巻
、
明
治
三
十
九
年
九
月
一
日
、『

鶉
籠』

春
陽
堂
、
明
治
四
十
年
一
月
一
日
に
収
め
ら

れ
た
。
こ
こ
で
は

『

漱
石
全
集』

第
三
巻
、
一
九
九
四
年
二
月
、
五
八
―
五
九
頁
。

(�)

前
掲

『

豊
子�
文
集』

第
五
巻
、
三
六
四
―
三
六
五
頁
。

(�)

前
掲

『

草
枕』

五
、
五
八
頁
。

(�)

前
掲
書
、
五
九
―
六
〇
頁
。

(�)

前
掲

『

豊
子�
文
集』

三
六
七
頁
。

(�)

豊
子�｢

胡
桃
雲
片｣

『

東
方
雑
誌』

第
三
十
巻
第
二
号
、
一
九
三
三
年
一
月
十
六
日
、
こ
こ
で
は

『

豊
子�
文
集』

文
学
巻
一
、
一
九
八

一
九
九
頁
。
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(�)
前
掲
書
、
一
九
九
頁
。

(�)
拙
著

『

中
国
文
人
画
家
の
近
代

豊
子�
の
西
洋
美
術
受
容
と
日
本』

思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
四
月
の
第
八
章

｢

豊
子�
の
中
国
美
術
優
位
論｣

を
参
照
。

(�)
前
掲

『

漱
石
全
集』

所
収

『

草
枕』

四
、
五
一
頁
。

(�)
前
掲
書
、
九
頁
。

(�)
豊
子�｢
暫
時
脱
離
塵
世｣

『

縁
縁
堂
続
筆』

四
、
前
掲

『

豊
子�
文
集』

第
六
巻
、
文
学
巻
二
、
六
六
二

六
六
三
頁
。

(�)
豊
子�
が
二
度
目
に
翻
訳
し
た

『

草
枕』

の
訳
稿
は
、
胡
治
均
氏
が
所
蔵
し
て
い
た
が
、
氏
の
死
後
そ
の
子
女
の
手
元
に
あ
る
と
い
う
。
未
見
。

(�)
日
中
戦
後
、
豊
子�
が
改
め
て
入
手
し
た

『

漱
石
全
集』

(

全
二
〇
巻
、
夏
目
漱
石
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
八

一
九
二
九
年)

の
一
部

(

計
十
四
巻
、

第
一
、
二
、
五
、
六
、
十
五
、
十
六
巻
の
所
在
は
不
明)

が
彼
の
旧
居
を
復
元
し
た

｢

縁
縁
堂
記
念
館｣

(

浙
江
省
桐
郷
市
石
門
鎮)

に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
同
記
念
館
に
は
ほ
か
に
、『

吾
輩
は
猫
で
あ
る』

岩
波
文
庫
、
一
九
五
六
年
六
月
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
蔵
書
に
な
さ
れ
た
書
き
込
み
な
ど
か
ら
、
豊

子�
は
漱
石
の
小
説
や
小
品
文
に
ほ
と
ん
ど
目
を
通
し
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
第
三
巻
所
収
の

『

草
枕』

、
第
十
三
巻
所
収
の
小
品
や
随
筆

『

硝
子
戸
の

中』

な
ど
に
傍
線
、
記
号
が
多
く
見
ら
れ
、
書
き
込
み
も
多
い
。
図
版
３
、
４
、
５
を
参
照
。

(�)
漱
石
文
学
の
通
俗
性
、
ユ
ー
モ
ア
表
現
は
落
語
と
深
い
関
連
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
水
川
隆
夫

『

増
補

漱
石
と
落
語』

平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

二
〇
〇
〇
年
五
月
が
詳
し
く
、
同
書
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、『

草
枕』

第
五
章
の
床
屋
の
場
面
は
、
落
語

｢

無
精
床｣

に
基
づ
く
こ
と
を
す
で
に
興
津
要

氏
が
指
摘
し
て
い
る

(

興
津
要

｢

漱
石
と
江
戸｣

『

講
座
夏
目
漱
石』

第
五
巻
、
三
好
行
雄
ほ
か
編
、
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
四
月)

。
豊
子�
も
落
語
の

愛
好
者
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
遺
愛
の
書
に

『
名
人
傑
作
落
語
集』

第
七
輯
、
清
教
社
、
一
九
四
〇
年
十
二
月
が
あ
る
。
豊
子�
の
末
娘
豊
一
吟
氏
の
ご

好
意
に
よ
り
、
筆
者
は
上
海
の
お
宅
で
同
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
た

(

二
〇
〇
七
年
九
月
二
十
八
日)

。

(�)
前
掲
書
、
一
六
四
頁
。
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図版１ 豊子�《野外理髪処》1934年､ 『車廂社会』 香港沃土
書店､ 1975年６月､ 63頁｡ なお､ 本書は 『車廂社会』
初版､ 1935年良友図書印刷公司版の復刻である｡ 単行
本の初出では挿絵は一頁を占める｡
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図版２ 竹久夢二《その前日！》1909年以前､ 『夢二画集 春
の巻』 洛陽堂､ 1909年12月｡ 東京に留学した折 (1921
年)､ 豊子�はこの画集を入手した｡
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図版３ 豊子�の手沢本 『漱石全集』 (1928－29年刊)､
｢縁縁堂記念館｣ (浙江省桐郷市石門鎮) 蔵､
筆者撮影 (以下同)

図版４ ｢豊子�｣ の印が押された､
『漱石全集』 第三巻､ 『草枕』
の扉頁､ ほかに豊の印があ
るのは第九巻(『心』 『道草』)

図版５ 傍線の見える 『漱石全集』 第三
巻､ 『草枕』 の本文




