
日
本
の
芸
術
論
に
お
け
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
萌
芽

手

塚

唯

聴

一

　
歴
史
的
流
派
と
し
て
の
レ
ア
リ
ズ
ム
の
主
張
は
、
一
八
四
〇
年
代
以
降
の
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ジ
ズ
ム
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
出
現
す
る
。
そ

れ
は
コ
ン
ト
の
実
証
主
義
の
影
響
が
強
く
働
い
て
い
る
他
、
市
民
階
級
の
台
頭
、

自
然
科
学
の
発
展
、
更
に
決
定
論
の
傾
向
、
キ
リ
ス
ト
教
の
衰
退
、
無
神
論
の
潮

流
な
ど
が
目
ぼ
し
い
条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
中
井
正
一
は
「
多
く
の
ロ
マ

ン
派
の
先
輩
が
一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
顧
み
た
時
、
一

八
O
O
年
代
に
は
光
り
輝
い
て
い
た
彼
ら
は
す
で
に
い
か
に
色
あ
せ
た
ゆ
が
ん
だ

も
の
で
あ
っ
た
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
す
で
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
長
と
し
て
反
動
的
な
法

律
哲
学
の
時
代
で
あ
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
さ
ら
に
自
由
主
義
に

対
し
て
不
信
を
示
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
死
後
そ
の
門
下
を
さ
え
も
抑
え
に
そ
の
講
座

を
襲
う
た
の
で
あ
る
。
」
　
「
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
商
業
資
本
の
味
方
で
、
金
融
資
本
及

び
そ
の
上
に
立
て
ら
れ
た
七
月
王
政
に
対
し
て
憎
悪
を
も
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
の

転
換
期
は
、
す
な
わ
ち
一
八
三
〇
年
代
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」
　
（
『
レ
ア
リ
ズ

　
　
　
　
　
　
日
本
の
芸
術
論
に
お
け
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
萌
芽

ム
論
の
基
礎
問
題
二
一
二
』
美
・
批
評
一
九
三
四
年
九
月
号
）
と
言
っ
て
い
る
。

　
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
そ
の
兆
を
あ
ら
わ
し
た
思
潮
は
、
ま
た
た
く
問
に
イ
ギ
リ
ス
か

ら
ド
イ
ツ
に
及
ん
で
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
、
サ
ッ
カ
レ
ー
、
デ

イ
ッ
ケ
ン
ズ
、
エ
リ
オ
ッ
ト
、
ヘ
ッ
ベ
ル
、
ケ
ラ
ー
、
ル
ー
ド
ウ
ィ
ッ
ヒ
、
マ
イ
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ヤ
ー
、
に
及
び
、
一
八
五
〇
年
か
ら
一
八
八
○
年
に
か
け
て
一
斉
に
昂
揚
を
み
　
一

る
。
ロ
シ
ア
で
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
ー
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
輩

出
し
た
。
ド
ー
ミ
エ
、
ミ
レ
ー
、
か
ら
ク
ー
ル
ベ
に
つ
な
が
る
フ
ラ
ン
ス
画
家
の

画
風
も
こ
の
系
列
の
中
で
位
置
ず
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
中
井
正
一
に
よ
っ
て
転
換
期
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
一
八
三
〇
年
代
は
、
老
中
水

野
忠
邦
が
天
保
の
改
革
を
行
っ
て
株
仲
間
に
解
散
を
命
じ
、
人
返
し
の
法
を
案
出

し
て
農
民
の
出
稼
ぎ
を
追
い
返
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

　
極
東
の
僻
遠
で
あ
る
と
は
言
え
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
寧
波
に
向
う
途
申
難
破
し

て
、
九
州
の
種
子
島
に
漂
着
し
た
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
年
）
か
ら
数
え
て
既

に
三
世
紀
の
歳
月
を
経
て
い
た
が
、
鎖
国
に
よ
る
隔
絶
の
中
で
世
界
の
進
運
に
と

り
残
さ
れ
、
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
て
開
国
を
促
す
年
迄
、
尚
二
十
年
の
時
間
を
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
日
本
で
あ
っ
た
。
レ
ア
リ
ズ
ム
の
昂
揚
の
出
発
点
と
さ
れ
る
七

四
九



日
本
の
芸
術
論
に
お
け
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
萌
芽

月
革
命
と
は
そ
の
よ
う
な
時
点
に
あ
る
。
そ
う
し
て
申
井
正
一
が
『
美
・
批
評
』

に
頗
る
特
異
な
論
文
を
発
表
し
た
一
九
三
四
年
は
、
中
島
久
万
吉
が
足
利
尊
氏
を

讃
え
た
論
文
を
書
い
た
為
、
商
工
大
臣
の
地
位
を
追
わ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
後
に
陸
軍
の
統
制
派
の
代
表
者
と
言
う
の
で
、
相
沢
申
佐
に
刺
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
永
田
鉄
山
が
軍
務
局
長
に
就
任
し
た
年
で
あ
る
。
有
名
な
帝
人
事
件
と

し
て
歴
史
に
残
る
疑
獄
事
件
の
起
っ
た
年
で
あ
り
、
司
法
省
が
思
想
検
事
を
始
め

て
設
け
、
文
部
省
が
思
想
局
を
始
め
て
置
い
た
年
で
も
あ
る
。
そ
う
し
て
中
井
正

一
が
数
年
後
に
治
安
維
持
法
に
問
わ
れ
、
そ
の
後
大
阪
の
相
愛
女
子
専
門
学
校
に

美
学
を
講
じ
る
七
年
前
の
年
で
も
あ
る
。

二

　
レ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
は
近
代
の
問
題
で
あ
る
。
勝
義
に
お
い
て
と
り
わ
け
現
代

的
問
題
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
日
本
で
レ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
が
、
真
に
問
題
論
的

に
あ
ら
わ
れ
始
め
る
の
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
前
掲
の
フ
ラ
ン
ス

の
事
情
に
比
較
し
て
ほ
ぼ
一
世
紀
は
ず
れ
て
い
る
。
三
世
紀
の
お
く
れ
と
、
一
世

紀
の
ず
れ
の
中
で
日
本
の
レ
ア
リ
ズ
ム
論
に
点
火
す
る
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

論
で
あ
り
、
母
体
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
風
潮
で
あ
る
。
三
木
清
が
岩
波
講
座

の
『
文
学
』
に
「
自
然
成
長
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
選
び
取
っ
て
き
た
形
式

は
、
実
に
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
形
式
で
も
な
け
れ
ば
、
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
そ
れ

で
も
な
く
、
レ
ア
リ
ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
文
学
の
当
面
の
目

的
が
現
実
の
生
活
の
中
か
ら
湧
き
出
て
来
る
切
実
な
不
平
、
不
満
、
憤
怒
、
反

抗
、
等
々
を
表
現
す
る
と
い
う
極
め
て
レ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
内
容
の
含
む
レ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
カ
レ
ア
ス
チ
ッ
ク
な
要
求
が
必

五
〇

然
的
に
レ
ア
リ
ズ
ム
の
形
式
を
選
び
取
ら
せ
た
。
文
学
の
新
し
い
形
式
を
生
み
出

す
も
の
は
そ
の
内
容
の
内
的
必
然
的
な
力
で
あ
る
が
、
如
何
な
る
旧
い
形
式
を
選

び
取
っ
て
来
る
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
も
の
も
、
ま
た
、
そ
の
内
容
の
内
的

必
然
的
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
に
実
証
さ
れ
て
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

」
　
（
現
代
階
級
闘
争
の
文
学
）
と
書
い
た
の
が
一
九
三
三
年
で
こ
の
文
章
は
発
売

を
禁
止
さ
れ
た
。

　
レ
ア
リ
ズ
ム
論
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
触
発
さ
れ
て
昂
揚
す
る
と
い
う
事
の

中
に
、
日
本
の
歴
史
の
、
そ
し
て
社
会
の
歪
み
を
物
語
っ
て
い
る
。
羽
仁
五
郎
が

「
人
民
の
立
場
が
、
い
ま
だ
に
、
日
本
で
は
確
立
し
て
い
な
い
。
し
か
る
に
、
現

代
日
本
に
お
い
て
も
、
す
で
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ト
の
問
題
が
起
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ト
の
問
題
の
解
決
に
お
い
て
、
人
民
の
問
題
も
解
決
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
人
民
の
立
場
が
確
立
し
て
い
な
い
た
め
に
、
　
2
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プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ト
の
問
題
と
い
う
も
の
が
、
官
僚
主
義
的
に
処
理
さ
れ
る
傾
向

が
、
日
本
で
は
と
く
に
強
い
」
　
（
日
本
人
民
の
歴
史
）
と
書
い
た
時
、
そ
れ
は
歴

史
の
問
題
も
、
哲
学
の
問
題
も
、
文
化
の
問
題
も
、
芸
術
の
問
題
さ
え
も
含
ま
れ

て
い
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
触
発
さ
れ
た
レ
ア
リ
ズ
ム
論
と
い
う
こ
と
も
、

こ
の
歴
史
の
歪
み
を
受
け
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
私
達
の
心
を
噛
む
。

三

　
「
こ
こ
が
ロ
ド
ス
だ
、
こ
こ
で
踊
れ
」
で
あ
る
。
私
達
は
こ
の
現
実
か
ら
出
発

す
る
他
は
な
い
。

　
紀
貫
之
が
『
古
今
和
歌
集
仮
名
序
』
の
申
に
「
花
に
鳴
く
う
ぐ
ひ
す
、
水
に
住

む
か
は
ず
の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
い
つ
れ
か
歌
を
詠
ま
ざ
り



け
る
」
と
書
い
て
い
る
。
貫
之
の
言
葉
は
芸
術
創
造
に
つ
い
て
反
省
が
生
ま
れ
た

と
言
う
意
味
で
、
日
本
の
詩
学
の
端
緒
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
詩
学
は
、
芸
術
を
ミ
メ
ー
シ
ス
と
考
え
て
い
た
。
貫
之
の
芸
術
論
は
和
歌
を
花

鳥
風
月
の
ミ
メ
ー
シ
ス
と
考
え
て
い
る
。
素
朴
レ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
尤
も
貴
族

文
学
の
限
界
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
十
世
紀
初
頭
の
事
で
あ
っ
た
。
中
国
文
化
か

ら
独
立
し
て
、
国
風
文
化
が
育
ち
、
さ
や
け
き
大
和
絵
の
成
立
し
た
世
紀
で
あ

る
。　

平
安
朝
の
中
ご
ろ
以
後
は
私
有
地
の
総
面
積
が
国
有
地
の
総
面
積
を
う
わ
ま
わ

る
。
い
わ
ゆ
る
荘
園
で
あ
る
。
古
代
律
令
国
家
の
秩
序
が
崩
壊
す
る
。
地
方
の
荘

園
に
実
力
を
蓄
え
た
武
士
が
時
代
の
主
導
権
を
持
つ
申
世
が
到
来
す
る
。

　
西
行
は
「
い
っ
か
わ
れ
昔
の
人
と
い
は
る
べ
き
か
さ
な
る
年
を
送
り
迎
へ
て
」

（
山
家
集
）
と
詠
ん
だ
時
、
わ
れ
は
既
に
客
体
化
さ
れ
た
自
己
と
し
て
外
に
眺

め
ら
れ
て
い
た
。
花
鳥
風
月
と
は
異
な
っ
た
人
間
、
自
己
－
客
体
化
さ
れ
た
自
己

一
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。
王
朝
時
代
の
自
然
描
写
は
、
転
換
期
の
歴
史
の
中

で
人
間
発
見
に
進
む
。
西
行
の
無
常
観
の
背
景
に
は
仏
教
的
厭
世
思
想
と
と
も

に
、
激
動
す
る
転
換
期
の
意
識
が
あ
る
。
十
二
世
紀
で
あ
っ
た
。
官
廷
生
活
の
現

実
に
対
す
る
絶
望
と
、
愛
情
を
失
っ
た
失
意
の
果
て
に
、
無
所
住
心
に
立
っ
て
、

一
生
を
旅
に
過
し
た
こ
の
芸
術
家
は
、
日
本
的
な
「
直
な
る
魂
」
の
持
ち
主
で
あ

っ
た
。
　
「
す
き
」
は
捨
て
身
の
探
求
が
生
ん
だ
一
つ
の
美
で
あ
る
と
共
に
、
面
心

の
態
度
で
も
あ
っ
た
。

　
藤
原
定
家
は
「
亡
父
卿
の
よ
み
給
ひ
し
こ
そ
誠
に
秀
逸
も
出
ぬ
ぺ
け
れ
、
深
更

に
と
の
油
ほ
そ
く
、
有
か
な
き
か
の
に
む
か
ひ
、
な
ほ
し
の
す
す
け
た
る
う
ち
か

け
、
ふ
る
き
ゑ
ぼ
し
耳
ま
で
ひ
き
入
れ
た
ま
ひ
、
脇
息
に
よ
り
、
桐
火
桶
を
い
だ

日
本
の
芸
術
論
に
お
け
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
萌
芽

き
、
詠
吟
の
こ
ゑ
忍
び
や
か
に
し
て
、
夜
た
け
呈
し
づ
ま
り
鳳
る
に
つ
け
て
、
う

ち
か
た
ぶ
き
、
よ
ご
と
な
き
た
ま
へ
る
と
な
ん
、
ま
こ
と
に
思
入
た
ま
へ
る
姿
有

難
く
こ
そ
侍
れ
」
　
（
心
敬
『
さ
さ
め
ご
と
』
）
と
父
俊
成
の
姿
を
描
い
て
い
る
。

新
古
今
夕
の
歌
人
の
前
に
あ
る
の
は
戦
争
の
現
実
で
あ
っ
た
。
多
く
の
人
が
日
々

に
傷
つ
き
、
そ
し
て
死
ん
だ
。
瀞
　
と
し
た
破
壊
の
後
の
廃
城
、
現
実
と
は
破
壊

以
外
に
な
い
絶
望
の
目
が
心
え
た
の
が
「
幽
玄
」
の
世
界
で
あ
ろ
う
。
幽
玄
を
語

義
的
に
局
少
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
一
つ
の
歴
史
の
歪
曲
で
あ
る
。

　
歌
合
せ
は
官
廷
貴
族
の
遊
び
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
併
し
そ
れ
が
勝
負
と
し
て

優
劣
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
奇
し
く
も
一
つ
の
時
代
相
が
あ
る
。
判
者
を
設
け
て
判

詞
に
勝
敗
の
理
由
書
を
書
き
綴
っ
た
。
芸
術
批
評
の
客
観
性
が
要
求
さ
れ
る
。
レ

ッ
シ
ン
グ
は
「
芸
術
批
評
家
は
芸
術
審
判
者
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
逆
の
意

味
に
お
い
て
芸
術
審
判
者
は
又
、
芸
術
批
評
家
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
　
2
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あ
る
。

　
六
百
番
歌
合
に
対
し
て
異
義
が
出
て
、
六
百
番
陳
状
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
　
『
六

百
番
陳
状
』
の
中
で
顕
昭
は
俊
成
の
判
詞
を
反
駁
し
て
「
此
題
の
心
は
月
の
眺
望

を
よ
ま
せ
給
は
ん
料
な
り
、
遍
昭
寺
に
て
明
月
を
な
が
む
る
に
、
広
沢
池
と
嵯
峨

野
と
ひ
と
つ
に
お
し
な
べ
て
、
雪
に
う
つ
も
れ
氷
を
敷
け
り
、
長
安
城
を
遙
に
山

岳
の
立
隔
も
な
く
し
て
澄
み
渡
れ
る
け
し
き
、
誠
に
秦
延
え
一
千
余
里
、
凛
々
氷

舗
と
見
え
た
り
、
是
撮
記
沢
池
の
さ
え
渡
る
月
の
都
ま
で
し
く
氷
と
み
ゆ
る
に
あ

ら
ん
や
、
と
池
に
か
け
て
氷
と
見
え
ん
は
、
弥
々
あ
ま
り
の
心
あ
り
と
申
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

か
、
庶
事
う
は
の
空
に
申
さ
ん
は
よ
し
な
し
、
月
の
夜
彼
所
に
行
向
て
、
都
の
巽

ざ
ま
へ
な
が
め
や
ら
れ
て
、
い
は
れ
ず
の
沙
汰
は
侍
る
べ
き
な
り
」
と
言
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
自
然
を
見
る
目
は
、
自
然
の
真
実
を
見
る
目
と
し
て
要
求
さ
れ
た
。
レ
ア
リ

五
一



日
本
の
芸
術
論
に
お
け
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
萌
芽

ズ
ム
の
深
化
で
あ
る
。
や
が
て
始
ま
ろ
う
と
す
る
鎌
倉
時
代
の
時
代
精
神
で
あ

る
。　

西
田
直
二
郎
は
『
日
本
文
化
史
序
説
』
の
申
で
「
武
人
階
級
の
興
起
は
美
術
の

上
に
は
、
ま
つ
そ
の
写
実
的
傾
向
と
結
び
つ
く
も
の
が
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

内
藤
湖
南
は
『
日
本
文
化
史
研
究
』
の
中
に
、
肖
像
画
を
論
じ
て
、
　
「
藤
原
末
期

よ
り
南
北
朝
初
期
ま
で
の
時
代
を
以
て
、
日
本
の
肖
像
画
の
高
潮
期
と
考
ふ
」
と

言
っ
て
い
る
。
事
実
、
似
絵
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い
る
親
鶯

聖
人
鏡
御
影
の
裏
書
に
は
「
聖
人
御
存
生
之
尊
像
…
…
毛
端
不
漁
違
云
々
所
得
其

証
也
」
の
識
語
が
書
か
れ
て
い
た
。四

　
問
題
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ア
リ
ズ
ム
と
は
伺
で
あ
ろ
う
か
、
三

木
清
は
前
掲
の
文
章
の
申
で
、
　
「
芸
術
上
に
お
け
る
真
の
意
味
の
レ
ア
リ
ズ
ム
…

…
は
主
体
的
真
実
性
と
客
体
的
現
実
性
と
の
弁
証
法
に
お
い
て
初
め
て
十
分
な
意

味
で
成
立
す
る
」
と
書
い
て
い
る
。

　
レ
ア
リ
ズ
ム
の
側
面
の
一
つ
は
、
あ
り
の
儘
に
客
観
的
現
実
の
世
界
を
描
こ
う

と
す
る
傾
向
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
夢
幻
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
き
び
し

く
対
立
す
る
と
共
に
、
自
然
主
義
や
古
典
主
義
に
重
な
り
合
う
部
分
を
持
っ
て
い

る
。　

レ
ア
リ
ズ
ム
の
客
体
的
側
面
が
問
題
と
さ
れ
る
時
描
写
と
言
い
、
写
生
と
言

い
、
写
実
と
言
わ
れ
て
き
た
。

　
レ
ア
リ
ズ
ム
の
世
界
は
今
一
つ
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
主
体
的
真
実

性
で
あ
る
。
主
体
的
真
実
性
は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
段
階
で
、
さ
ま
み
、
の
人
間

五
二

が
、
夫
々
与
え
ら
れ
た
条
件
の
中
で
、
力
一
ぱ
い
人
生
を
生
き
抜
い
て
行
こ
う
と

す
る
誠
実
な
人
生
態
度
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
。
レ
ア
リ
ズ
ム
の
主
体
的
側
面
だ
け

を
抽
象
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
倫
理
的
・
道
徳
的
実
践
と
厳
密
に
は
分
ち
難
い
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
全
く
単
純
だ
、
私
は
真
実
性
を
欲
す
る
」
と
言
っ
て
い

る
。
ゲ
ー
テ
は
彼
の
自
伝
に
嵩
ず
け
て
「
詩
と
真
実
」
と
呼
ん
だ
。
主
体
的
真
実

性
も
又
レ
ア
リ
ズ
ム
の
側
面
の
一
つ
で
あ
る
。

　
レ
ア
リ
ズ
ム
が
主
体
的
側
面
を
見
失
っ
た
時
、
ビ
ア
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
レ
ア
リ
ズ
ム
が
客
体
的
側
面
を
軽
ん
じ
た
時
は
単
な
る
心
情
主
義
で
あ
る
。

　
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
主
体
的
真
実
は
「
心
」
の
問
題
と
し
て
追
求
さ
れ

た
。
藤
原
公
任
は
『
新
撰
髄
脳
』
の
中
で
「
心
姿
あ
ひ
具
す
る
こ
と
か
た
く
ば
先

づ
心
を
と
る
べ
し
」
と
書
い
て
い
る
。
藤
原
定
家
は
『
毎
月
抄
』
の
中
で
「
さ
れ

ば
心
を
本
と
し
て
詞
を
取
捨
せ
よ
と
そ
、
亡
父
卿
も
申
し
お
き
侍
り
し
」
と
謡
い
　
2
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

た
。
同
じ
『
毎
月
抄
』
に
は
「
実
と
申
す
は
心
、
花
と
申
す
は
詞
な
り
」
と
も
、

又
「
心
の
な
か
ら
む
歌
を
ば
実
な
き
歌
と
そ
申
す
べ
き
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
心

が
本
で
あ
り
、
心
が
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
時
、
真
実
追
求
の
レ
ア
リ
ズ
ム
精

神
の
一
面
が
芽
生
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
併
し
、
歌
論
は
レ
ア
リ
ズ
ム
成
立
の
芽
は
含
ん
で
い
る
に
し
て
も
、
短
歌
と
い

う
形
式
そ
の
も
の
が
、
必
ら
ず
し
も
レ
ア
リ
ズ
ム
の
探
求
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
、
貴
族
社
会
の
宮
廷
生
活
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
レ
ア
リ
ズ
ム

の
探
求
と
は
程
遠
い
数
多
く
の
爽
雑
物
を
混
え
て
い
た
。

　
後
に
紹
鴎
が
わ
び
茶
の
精
神
の
源
流
を
求
め
て
、
定
家
の
「
見
渡
せ
ば
花
も
紅

葉
も
な
か
り
け
り
、
浦
の
と
ま
や
の
秋
の
夕
ぐ
れ
」
の
歌
に
た
ど
り
つ
い
た
時
（

南
坊
録
）
、
そ
れ
は
数
少
な
い
漁
村
の
荒
涼
と
し
た
光
景
の
描
写
と
し
て
紹
鵬
の



目
を
ひ
い
た
の
で
あ
る
。
き
わ
立
っ
て
中
世
的
な
芸
術
精
神
の
一

も
定
家
に
よ
っ
て
布
石
さ
れ
た
原
点
の
一
つ
で
あ
る
。

五

つ
、
　
「
わ
び
」

　
古
代
末
期
か
ら
中
世
初
期
に
か
け
て
の
動
乱
の
時
代
は
あ
る
意
味
で
人
間
精
神

を
昂
揚
さ
せ
た
。
古
代
律
令
社
会
の
秩
序
を
根
こ
そ
ぎ
ゆ
す
ぶ
る
と
と
も
に
、
ま

だ
新
し
い
権
威
が
確
立
し
て
い
な
い
。
言
は
ば
歴
史
の
亀
裂
の
中
に
い
み
じ
く
も
．

人
間
、
な
ま
の
人
生
が
姿
を
見
せ
る
。
動
乱
の
社
会
的
基
盤
は
無
論
、
当
時
の
唯

一
の
生
産
労
働
者
で
あ
っ
た
農
民
で
あ
り
、
そ
れ
を
組
織
し
た
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー

は
、
　
「
つ
わ
も
の
」
と
呼
ば
れ
「
む
さ
」
と
言
わ
れ
た
地
方
出
身
の
武
士
で
あ
っ

た
。
転
換
の
世
紀
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
間
的
な
も
の
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
、
レ
ア

リ
ズ
ム
が
育
っ
て
く
る
。
鎌
倉
時
代
の
芸
術
は
一
般
に
写
実
的
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。
西
田
直
二
郎
は
『
日
本
文
化
史
序
説
』
に
「
美
術
に
於
け
る
写
実
的
な

も
の
の
興
っ
て
来
る
こ
と
は
人
間
の
世
界
に
対
す
る
興
味
の
興
隆
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
仏
教
関
係
の
美
術
が
写
実
的
と
な
る
こ
と
は
、
要
は
仏
・
菩
薩
・
聖
者

が
、
人
間
を
通
じ
て
理
解
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
写
実
的
な
も
の
は
、
詳

し
く
言
え
ば
、
実
際
の
人
間
の
解
剖
学
的
な
精
細
な
知
識
、
人
間
身
体
の
全
体
に

亘
る
知
識
が
、
現
代
に
あ
っ
て
見
る
如
く
、
科
学
に
よ
っ
て
正
確
と
な
り
、
従
っ

て
そ
れ
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
彼
の
時
代
は
、
人
間
の
内
的
な
心

理
的
行
動
の
、
出
来
る
限
り
の
精
細
な
る
表
出
、
乃
至
は
外
面
に
現
前
せ
る
行

為
、
行
動
の
記
述
と
し
て
の
意
志
が
高
ま
り
て
、
こ
れ
に
来
て
い
る
も
の
だ
と
言

っ
て
よ
い
」
と
書
い
て
い
る
。
鞍
馬
寺
の
聖
観
音
は
す
ぐ
れ
て
人
間
的
な
風
貌
を

具
え
て
い
る
。
興
福
寺
の
世
親
・
無
著
は
体
質
も
容
貌
も
日
本
人
の
も
の
で
あ

日
本
の
芸
術
論
に
お
け
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
萌
芽

る
。
蓮
華
王
院
の
婆
蘇
仙
人
は
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
を
思
わ
せ
る
老
翁
の
姿
で
あ
る
。

仏
像
に
玉
眼
を
入
れ
る
こ
と
も
、
金
剛
力
士
像
に
骨
格
・
筋
肉
・
静
脈
を
写
実
す

る
こ
と
も
鎌
倉
時
代
で
あ
っ
た
。

　
封
建
制
度
が
整
備
す
る
事
は
、
こ
の
人
間
性
の
伸
暢
を
再
び
抑
圧
す
る
事
を
意

味
す
る
。
武
士
の
教
養
は
貴
族
の
そ
れ
に
学
ぼ
う
と
し
た
。
従
っ
て
中
世
初
期
の

つ
か
の
間
に
輝
い
て
見
え
た
レ
ア
リ
ズ
ム
精
神
は
封
建
制
の
強
化
と
共
に
、
次
第

に
生
命
を
失
っ
て
暗
い
マ
二
二
ル
に
落
ち
る
。

一一
ノ、

　
貴
族
の
支
配
に
よ
る
古
代
社
会
に
終
り
を
告
げ
さ
せ
た
も
の
は
農
民
で
あ
っ

た
。
奴
隷
又
は
半
奴
隷
の
状
態
か
ら
自
己
を
解
放
し
た
農
民
が
、
再
び
農
奴
的
な

拘
束
を
受
け
て
武
家
の
支
配
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
過
程
が
、
封
建
制
の
成
立
で
　
2
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1

あ
る
。

　
中
世
は
、
き
わ
め
て
序
々
に
農
業
生
産
力
を
増
大
し
て
行
っ
た
。
そ
の
中
か

ら
、
商
業
及
び
工
業
を
独
立
さ
せ
て
行
く
。
座
と
し
て
結
成
さ
れ
る
組
織
が
そ
れ

で
あ
り
、
海
外
に
通
商
を
求
め
た
自
由
貿
易
が
倭
冠
で
あ
る
。
こ
の
間
、
農
民
の

戦
い
は
、
逃
散
、
愁
訴
、
強
訴
、
一
揆
と
い
う
形
で
、
次
第
に
積
極
的
、
強
力
な

も
の
へ
と
進
む
。

　
従
っ
て
中
世
の
芸
能
は
、
民
衆
の
間
か
ら
発
生
し
た
も
の
が
多
い
。
比
較
的
起

源
の
早
か
っ
た
今
様
、
臼
拍
子
、
他
に
早
歌
、
曲
舞
、
猿
楽
、
平
家
琵
琶
、
田

楽
、
延
年
な
ど
、
後
に
能
と
し
て
大
成
す
る
猿
楽
の
座
に
し
て
も
、
出
発
は
「
散

楽
者
乞
食
所
行
也
」
　
（
後
愚
昧
記
）
と
評
さ
れ
た
よ
ヶ
に
卑
賎
の
雑
芸
と
さ
れ
て

い
た
も
の
で
あ
る
。

五
三



日
本
の
芸
術
論
に
お
け
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
萌
芽

　
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
　
「
ゆ
う
が
く
の
道
は
一
切
物
ま
ね
也
」
　
（
申
楽
談
義
）

「
物
ま
ね
の
品
々
…
…
こ
の
道
の
肝
要
」
　
（
花
伝
書
）
と
言
う
言
葉
が
生
れ
て
く

る
。　

ギ
リ
シ
ャ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
っ
た
詩
学
は
、
ロ
ー
マ
時
代
の
ホ
ラ
テ

ィ
ウ
ス
の
詩
論
と
と
も
に
、
遠
く
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
後
の
詩
論
に
伝
統
す
る
。
そ

れ
と
同
時
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
、
詩
学
の
主
要
な
部
門
で
あ
っ
た
劇
文
芸

は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
到
っ
て
ほ
ぼ
完
全
に
ド
ラ
マ
ト
ロ
ギ
ー
（
劇
論
）
を
独
立
さ

せ
た
。
レ
ッ
シ
ン
グ
に
先
立
つ
こ
と
三
世
紀
半
、
日
本
の
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
で

あ
り
、
演
技
俳
優
で
も
あ
り
、
舞
台
監
督
で
も
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
批
評
家
で

も
あ
っ
た
世
阿
弥
に
よ
っ
て
、
日
本
的
ド
ラ
マ
ト
百
里
ー
『
花
伝
書
』
が
成
立
し

た
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
物
ま
ね
の
品
々
、
筆
に
尽
レ
難
レ
、
さ
り
な
が
ら
、
こ
の
道
の
肝
要
な
れ

ば
、
そ
の
品
々
を
、
い
か
に
も
い
か
に
も
嗜
む
べ
し
、
お
よ
そ
、
何
事
を
も
残
さ

ず
、
よ
く
似
せ
ん
が
本
意
な
り
」
　
（
花
伝
書
『
物
学
条
々
』
）
と
　
・
拙
い
、
　
「
先
、

七
歳
よ
り
こ
の
か
た
、
年
来
稽
古
の
条
々
、
物
ま
ね
の
品
々
を
心
々
心
中
に
あ
て

て
わ
か
ち
お
ぼ
え
て
、
能
を
つ
く
し
、
工
夫
を
極
め
て
後
、
此
花
の
失
せ
ぬ
所
を

ば
知
る
べ
し
」
　
（
花
伝
書
『
聞
答
条
々
』
）
と
記
し
て
い
た
。
　
「
物
ま
ね
」
即
ち

写
実
は
能
の
本
質
的
モ
メ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
レ
ア
リ
ズ
ム
の
客
体
的
な
側

面
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
申
楽
談
義
』
の
中
に
「
よ
る
つ
の
物
ま
ね
は
心
ね
成
べ
し
」
と
言
う
注
目
す

べ
き
言
葉
が
あ
っ
た
。
『
花
鏡
』
に
は
「
万
能
を
一
心
に
て
つ
な
ぐ
」
と
書
い
て

い
る
。
　
「
心
よ
り
い
で
く
る
能
と
は
、
無
上
の
さ
る
が
く
に
、
も
の
か
ず
の
後
二

曲
も
、
物
ま
ね
も
、
き
り
も
、
さ
し
て
な
き
能
の
、
さ
び
さ
び
と
し
た
る
う
ち

五
四

に
、
な
に
と
や
ら
ん
感
心
の
あ
る
所
な
り
、
こ
れ
を
冷
た
る
曲
と
も
申
也
」
　
（
花

鏡
）
と
書
い
た
の
は
「
さ
び
」
の
伝
統
が
学
ば
れ
て
い
た
。
　
「
ゆ
う
げ
ん
の
ふ
う

て
い
の
事
、
諸
道
諸
事
に
於
て
幽
玄
な
る
を
も
て
上
果
と
せ
り
、
こ
と
さ
ら
当
芸

に
お
い
て
、
ゆ
う
げ
ん
の
ふ
う
て
い
、
第
一
と
せ
り
」
　
（
花
鏡
）
と
言
う
時
は
「

ゆ
う
げ
ん
」
は
変
質
し
て
優
美
の
要
素
が
強
く
な
っ
て
い
た
。

　
世
阿
弥
の
写
実
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
は
、
貴
族
、
女
性
、
仏
家
等
の
前
時

代
の
文
化
の
荷
担
者
達
で
あ
っ
た
。
　
「
た
だ
美
し
く
に
う
わ
な
る
態
、
ゆ
う
げ
ん

な
り
」
　
（
花
鏡
）
と
言
っ
て
い
る
。
同
朋
衆
か
ら
と
り
立
て
ら
れ
て
武
家
の
式
楽

に
迄
格
式
を
与
え
ら
れ
た
能
は
、
や
は
り
権
力
者
、
支
配
者
で
あ
る
人
々
の
好
尚

に
応
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
世
阿
弥
の
レ
ア
リ
ズ
ム
の
限
界
で
あ
る
。
　
「
物
ま

ね
」
の
雑
芸
か
ら
出
発
し
た
猿
楽
の
能
が
、
演
劇
と
し
て
完
成
し
た
時
、
神
、

鬼
、
修
羅
、
物
狂
、
唐
事
な
ど
の
超
現
実
的
構
想
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
な
け
　
伽

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。
能
の
も
っ
て
い
る
荘
重
さ
、
端
正

さ
、
豪
奢
さ
、
更
に
ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
表
現
の
抑
制
、
舞
台
の
小
道
具
の
簡

略
化
等
も
レ
ア
リ
ズ
ム
精
神
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
　
「
亡
父
は
い
か
な
る
田
舎

山
里
の
片
辺
に
て
も
、
そ
の
心
を
う
け
て
、
所
の
風
儀
を
一
大
事
に
か
け
て
、
芸

を
せ
し
な
り
」
　
（
花
伝
書
『
第
五
奥
儀
』
）
と
言
っ
た
場
合
も
、
乃
至
は
「
こ
の

芸
と
は
、
衆
人
愛
敬
を
も
て
一
座
建
立
の
三
二
と
せ
り
、
故
に
あ
ま
り
及
ば
ぬ
風

体
の
み
な
れ
ば
、
又
諸
人
の
ほ
う
び
か
け
た
り
、
此
た
め
、
の
う
に
し
ょ
し
ん
を

わ
す
れ
ず
し
て
、
時
に
応
じ
所
に
よ
り
て
、
を
う
か
な
る
眼
に
も
、
げ
に
も
お
も

ふ
や
う
に
、
の
う
を
せ
む
事
、
こ
れ
寿
福
な
り
」
　
（
花
伝
書
『
第
五
心
乱
』
）
と

言
っ
た
場
合
も
、
権
力
者
の
意
を
迎
え
る
事
を
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
一
代
に

し
て
将
軍
家
に
抜
摘
さ
れ
た
世
阿
弥
が
、
後
年
佐
渡
に
配
流
さ
れ
る
悲
劇
は
何
に



原
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

七

　
土
一
揆
は
十
三
世
紀
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
始
め
る
。
十
五
世
紀
は
将
軍
家
の
膝

下
山
城
に
国
一
揆
が
起
っ
て
、
議
会
政
治
が
実
現
し
た
。
同
じ
く
十
五
世
紀
に
播

磨
で
は
「
侍
を
し
て
国
中
に
あ
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
と
言
う
声
が
出
た
し
、
紀
伊

は
「
百
姓
持
に
仕
り
た
る
国
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
十
六
世
紀
に
入
っ
て
、
堺
、

平
野
、
桑
名
、
見
附
の
自
由
都
市
に
町
人
に
よ
る
共
和
政
治
が
始
ま
っ
て
い
る
。

海
外
に
通
商
の
自
由
を
求
め
て
進
出
し
た
倭
題
は
十
四
世
紀
に
始
ま
る
。
十
六
世

紀
に
は
遠
く
東
南
ア
ジ
ア
に
迄
、
そ
の
活
動
範
囲
を
拡
げ
て
い
た
。
中
世
に
終
り

を
告
げ
る
動
乱
が
一
世
紀
間
に
及
ぶ
戦
国
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
口
火
を
切

っ
た
も
の
が
応
仁
の
乱
で
あ
っ
た
。

　
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
、
農
奴
解
放
、
自
由
都
市
、
海
外
進
出
を

抑
圧
し
た
の
は
、
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
で
あ
っ
た
。
刀
狩
、
海
賊

取
締
令
が
そ
の
為
に
行
わ
れ
、
自
由
都
市
民
の
武
装
解
除
、
身
分
制
度
の
固
定
化

が
そ
の
為
に
行
わ
れ
た
。
日
本
の
近
世
が
幕
藩
体
制
と
い
う
特
殊
な
封
建
制
度
に

縛
ら
れ
て
日
本
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
二
つ
葉
の
間
に
立
枯
れ
に
な
っ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
び
さ

る
。
代
っ
て
、
外
に
は
鎖
国
の
範
が
、
内
に
は
士
農
工
商
の
身
分
制
度
の
鉄
鎖

が
、
日
本
人
を
縛
り
つ
け
て
尚
三
世
紀
を
過
す
こ
と
に
な
る
。

　
幕
藩
体
制
の
重
圧
は
、
日
本
の
近
世
文
化
に
異
常
な
歪
み
を
つ
く
る
。
一
つ
は

遁
世
に
似
た
閉
鎖
さ
れ
た
世
界
の
中
で
純
粋
さ
を
保
と
う
と
す
る
方
向
で
あ
り
、

一
つ
は
経
済
的
に
繁
栄
す
る
町
人
社
会
の
歓
楽
街
に
惑
溺
す
る
生
活
で
あ
る
。
茶

道
と
俳
譜
は
前
者
の
世
界
に
、
浮
世
絵
、
浮
世
草
子
は
後
者
の
世
界
に
、
魂
の
自

　
　
　
　
　
　
日
本
の
芸
術
論
に
お
け
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
萌
芽

由
を
求
め
て
旅
立
っ
た
。
何
れ
の
方
向
に
お
い
て
も
体
制
に
背
を
向
け
て
い
る
点

に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

八

　
レ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
は
描
写
芸
術
に
限
ら
れ
る
。
文
学
、
絵
画
、
彫
刻
、
演
劇

等
、
音
楽
や
建
築
に
は
妥
当
し
な
い
。

　
併
し
利
休
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
茶
道
は
、
そ
の
精
神
の
上
で
、
真
実
追
求
の

き
び
し
さ
に
貫
か
れ
て
い
る
。
四
畳
半
の
小
宇
宙
に
大
自
然
を
見
よ
う
と
し
た
。

利
休
は
そ
の
師
、
紹
鴎
、
缶
偏
と
共
に
輝
く
自
由
都
市
堺
の
出
身
で
あ
っ
た
。
　
「

家
は
漏
ら
ぬ
程
、
食
事
は
飢
え
ぬ
程
に
て
足
る
事
な
り
」
「
心
の
至
る
所
は
、
草

の
小
座
敷
に
し
く
事
な
し
」
　
（
南
方
録
）
と
い
う
の
は
「
わ
び
す
き
」
の
世
界
で

あ
る
・
物
質
的
繁
栄
の
上
に
築
か
れ
た
経
済
都
市
堺
で
あ
れ
ば
・
そ
・
対
極
の
静
峨

へ神
が
よ
り
明
確
に
把
握
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
片
桐
石
州
は
「
思
ふ
に
数
奇
は
、
貧
人
も
な
し
や
す
く
、
富
者
も
な
し
が
た
き

も
の
に
こ
そ
あ
れ
」
　
（
石
州
佗
び
の
文
）
と
言
っ
て
い
る
。
　
「
佗
び
」
は
前
掲
の

定
家
の
歌
「
浦
の
と
ま
や
」
の
光
景
に
既
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

　
利
休
は
時
の
権
力
者
、
秀
吉
に
召
さ
れ
て
、
そ
の
側
近
に
奉
仕
す
る
。
晩
年
秀

吉
は
利
休
に
切
腹
を
命
令
し
た
。
こ
こ
に
も
勝
れ
た
芸
術
家
の
悲
劇
が
あ
る
。
人

間
の
精
神
が
権
力
の
前
に
つ
ま
ず
い
た
姿
で
あ
る
。

　
ニ
ー
チ
ェ
は
言
っ
て
い
る
「
生
が
歴
史
に
仕
え
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
が
生
に

仕
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
。

芭
蕉
の
俳
話
も
閉
さ
れ
た
ミ
ク
ロ
・
コ
ス
モ
ス
の
芸
術
で
あ
る
。
『
幻
住
庵
記

五
五



日
本
の
芸
術
論
に
お
け
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
萌
芽

』
の
中
に
「
つ
ら
く
年
月
の
移
り
こ
し
つ
た
な
き
身
の
と
が
を
お
も
ふ
に
、
一

た
び
は
仕
官
懸
命
の
地
を
う
ら
や
み
、
仏
裏
戸
室
の
と
ぼ
そ
に
入
ら
む
と
せ
し
も

…
…
終
に
無
能
無
才
に
し
て
此
一
筋
に
つ
な
が
る
」
と
書
い
た
。
幕
藩
組
織
の
一

員
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
現
世
の
栄
達
と
、
申
世
人
の
心
の
拠
り
所
と
し
た
仏
室
参

寵
の
願
い
と
、
そ
の
い
つ
れ
に
お
い
て
も
挫
折
し
果
て
た
人
の
告
臼
で
あ
る
。
　
「

予
が
風
雅
は
夏
炉
冬
扇
の
ご
と
し
、
衆
に
さ
か
ひ
て
逼
る
情
な
し
」
　
（
柴
門
辞
）

と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
方
向
は
「
こ
の
道
を
行
く
斜
な
く
て
秋
の
暮
」

の
句
と
、
『
閉
関
の
記
』
の
孤
独
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
日
本
文
化
の
特
色
の
一
つ
は
純
粋
化
に
進
む
と
言
う
事
に
あ
る
。
大
陸
か
ら
伝

わ
っ
た
仏
教
が
日
本
化
す
る
の
は
、
華
厳
・
天
台
の
雄
大
な
哲
学
体
系
を
見
失
っ

た
時
、
純
粋
に
宗
教
的
に
な
っ
た
。
申
国
文
化
（
儒
教
か
ら
墨
絵
迄
）
が
日
本
化

し
た
の
は
、
大
き
さ
と
執
拗
さ
を
失
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
万
葉
集
の
長
歌

は
古
今
集
以
後
の
短
歌
に
、
俳
譜
は
発
句
に
純
粋
化
し
た
。

　
芭
蕉
の
芸
術
は
そ
の
一
つ
の
局
限
を
示
し
て
い
る
。
十
七
文
字
の
中
に
乾
坤
を

見
よ
う
と
し
た
。
　
「
松
の
事
は
松
に
習
へ
竹
の
事
は
竹
に
習
へ
と
、
師
の
詞
の
あ

り
し
も
私
意
を
は
な
れ
よ
と
い
ふ
事
也
」
　
（
三
冊
子
『
あ
か
さ
う
し
』
）
と
言
う

の
は
対
象
描
写
が
対
象
の
真
実
に
肉
迫
す
る
事
を
教
え
る
レ
ア
リ
ズ
ム
精
神
で
あ

る
。
「
風
雪
に
身
を
せ
め
、
花
鳥
に
情
を
労
し
て
」
　
（
幻
住
庵
記
）
と
言
い
、
「

見
る
所
花
に
あ
ら
す
と
云
こ
と
な
し
、
お
も
う
眉
月
に
あ
ら
す
と
云
こ
と
な
し
」

（
芳
野
紀
行
）
と
言
う
時
は
、
主
体
と
客
体
の
か
か
わ
り
を
語
っ
て
い
た
。
　
「
古

し
へ
よ
り
風
雅
に
情
あ
る
人
々
は
、
後
に
笈
を
か
け
草
鮭
に
足
を
い
た
め
、
破
笠

に
霜
露
を
い
と
ふ
て
、
お
の
れ
が
心
を
せ
め
て
、
物
の
実
を
し
る
事
を
よ
ろ
こ
べ

り
」
　
（
送
二
六
詞
）
と
言
う
の
は
主
体
の
側
の
真
実
性
の
追
求
で
あ
る
。
芭
蕉
は

五
六

又
「
誠
を
せ
む
る
」
（
あ
か
さ
う
し
）
と
も
言
っ
て
い
る
。

　
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
「
た
だ
芸
術
的
真
理
の
成
分
の
み
が
芸
術
作

品
の
永
続
的
価
値
を
定
め
る
」
と
言
う
場
合
、
　
「
芸
術
的
真
理
」
は
芭
蕉
の
「
誠

」
と
深
く
重
な
り
合
っ
て
見
え
る
。

　
芭
蕉
の
探
求
が
た
ど
り
つ
い
た
果
て
に
は
「
軽
み
」
の
世
界
が
あ
っ
た
。
　
「
翁

今
回
ふ
体
は
、
浅
き
砂
川
を
見
る
如
く
、
句
の
形
、
付
心
と
も
に
軽
き
な
り
、
其

所
に
至
り
て
意
味
あ
り
と
侍
る
」
　
（
別
座
敷
『
序
』
）
と
伝
え
て
い
る
。

九

　
浮
世
草
子
は
歓
楽
の
世
界
に
成
立
つ
写
実
で
あ
る
。
　
コ
寸
さ
き
は
闇
な
り
…

…
思
ひ
を
き
は
腹
の
病
…
…
歌
を
う
た
ひ
酒
を
の
み
…
…
こ
れ
を
浮
世
と
名
づ
く

る
な
り
」
　
（
浮
世
物
語
）
と
言
う
の
は
刹
那
的
享
楽
の
世
界
で
あ
る
。
井
原
西
鶴
　
2
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

は
「
人
ほ
ど
可
愛
ら
し
き
者
は
な
し
」
　
（
好
色
二
代
男
）
　
「
世
に
言
動
面
白
き
物

は
な
し
」
　
（
日
本
永
代
蔵
）
と
書
い
た
。
現
実
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
欲
望

は
充
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
快
楽
は
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
、
町
人
社
会
の
悪
徳

に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
西
鶴
の
描
く
世
界
は
、
遊
里
と
商
業
社
会
の
実
態
で

あ
る
。
芭
蕉
は
西
鶴
の
文
章
を
「
あ
さ
ま
し
く
下
れ
る
姿
」
　
（
去
来
抄
）
と
評
価

し
た
。
西
鶴
に
は
高
踏
的
な
精
神
主
義
は
な
い
。
特
権
階
級
の
も
つ
貴
族
趣
味
も

な
い
。
あ
る
も
の
は
十
七
世
紀
の
日
本
の
現
実
で
あ
っ
た
。

　
支
配
階
級
で
あ
り
、
権
力
者
で
あ
っ
た
武
士
の
生
活
を
「
野
暮
」
と
し
て
嘲
笑

し
て
い
た
町
人
社
会
の
「
い
き
（
粋
）
」
の
美
が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
現
実
社
会
の
秩
序
に
対
す
る
放
棄
か
ら
出
て
い
た
。
　
「
『
い
き
』
の
構
造

は
『
媚
態
』
と
『
意
気
地
』
と
『
諦
め
』
と
の
三
契
機
を
示
し
て
い
る
」
　
（
九
鬼



周
造
『
い
き
の
構
造
』
）

　
西
鶴
の
文
学
を
視
覚
に
移
せ
ば
浮
世
絵
で
あ
る
。
　
『
浮
世
絵
類
考
』
の
中
に
は

「
近
頃
越
前
の
産
岩
佐
の
某
と
な
ん
い
う
も
の
、
歌
舞
白
拍
子
の
時
勢
粧
を
お
の

つ
か
ら
写
し
え
て
世
の
人
う
き
世
又
平
と
あ
だ
名
す
」
　
（
英
一
蝶
四
季
絵
駿
）
　
「

小
伝
馬
町
、
ぬ
か
や
七
兵
衛
と
い
ひ
し
も
の
也
、
一
生
侶
門
酒
楼
に
遊
ず
、
し
か

る
に
よ
く
男
女
の
風
俗
を
写
せ
り
」
　
（
石
川
豊
信
）
　
「
遊
女
の
姿
絵
を
写
事
妙
也

」
　
（
栄
之
）
等
の
解
説
が
多
い
。
歌
麿
、
春
信
、
祐
信
等
の
芸
術
は
そ
れ
で
あ

る
。
描
く
世
界
は
湯
屋
、
芝
居
小
屋
、
遊
里
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
江
戸
時
代
町
人

社
会
の
現
実
で
あ
る
。

　
近
世
の
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
、
近
松
門
左
衛
門
は
、
武
家
の
地
位
を
な
げ
う
っ

て
「
芝
居
事
で
朽
ち
果
つ
べ
き
覚
悟
」
　
（
野
郎
立
役
舞
台
大
鏡
）
を
き
め
た
芸
術

派
の
先
覚
者
で
あ
っ
た
。
名
作
「
心
中
天
網
島
」
は
義
理
と
人
情
の
葛
藤
に
苦
悶

す
る
封
建
社
会
の
町
人
の
悲
し
み
を
描
い
て
い
る
。
近
松
が
脚
本
を
書
い
た
歌
舞

伎
も
、
浄
瑠
璃
も
、
堺
の
伝
統
を
ひ
き
つ
い
だ
大
坂
町
人
の
創
造
し
た
芸
術
で
あ

っ
た
。
近
松
が
名
優
坂
田
藤
十
郎
の
舞
台
の
為
に
書
い
た
シ
ナ
リ
オ
が
「
傾
城
阿

波
の
鳴
門
」
で
あ
る
。
藤
十
郎
の
傾
城
は
、
そ
の
写
実
的
演
技
に
よ
っ
て
元
緑
歌

舞
伎
に
金
字
塔
を
う
ち
建
て
た
。
藤
十
郎
の
レ
ア
リ
ズ
ム
は
「
歌
舞
伎
役
者
は
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

役
を
つ
と
め
候
と
も
、
正
真
を
う
つ
す
心
が
け
よ
り
ほ
か
な
し
」
　
（
坂
田
藤
十
郎

『
賢
外
集
』
）
の
言
葉
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
現
代
は
こ
れ
ら
の
中
か
ら
、
何
を

ど
う
受
け
継
ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
日
本
の
近
代
の
「
芸
術
論
」
の
分
析

を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

120

日
本
の
芸
術
論
に
お
け
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
萌
芽

五
七


