
『
魔
術
師
』
は
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
一
月
『
新
小
説
』
誌
上
に

発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
小
説
の
空
間
設

定
に
つ
い
て
の
解
釈
が
、
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
の

解
釈
は
、
『
閲
術
師
』
の
舞
台
を
現
実
の
浅
草
と
は
全
く
か
け
離
れ
た
幻

想
的
な
空
間
と
し
て
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
の
方
向
に
あ
る
研

究
で
は
、
そ
の
幻
想
的
な
空
間
の
持
つ
意
味
を
「
耽
美
」
「
官
能
」
な
ど

と
い
っ
た
谷
崎
の
固
有
の
テ
ー
マ
と
結
び
付
け
て
解
釈
す
る
傾
向
が
あ

る。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
解
釈
の
方
向
性
は
、
「
浅
草
に
似
て
い
る
」

と
い
う
小
説
空
間
を
現
実
の
浅
草
と
結
び
つ
け
て
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
の
方
向
に
あ
る
研
究
で
は
、
た
と
え
ば
、
浅
草
の
イ
メ
ー
ジ
を

次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
一
柳
廣
孝
氏
は
、
浅
草
を
世
俗
の
欲
望
の
凝

(
2
)
 

縮
さ
れ
た
「
暗
闇
」
の
世
界
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
長
島
裕
子
氏
は
、
『
魔

術
師
』
の
「
公
園
」
に
つ
い
て
「
純
粋
化
さ
れ
た
愉
悦
の
世
界
で
あ
る
」

と
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
な
か
で
長
島
裕
子
氏
は
、
当
時
が
「
民

衆
と
い
う
概
念
と
文
化
と
が
よ
う
や
く
結
び
付
い
て
き
た
時
期
で
あ
る
」

は
じ
め
に

谷
崎
潤
一
郎

『
魔
術
師
』

と
も
述
べ
、
同
時
代
の
浅
草
を
中
心
と
し
た
大
衆
文
化
の
台
頭
を
指
摘
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
「
高
級
文
化
」
に
対
立
す
る
「
民
衆
」
文
化
の

(
3
)
 

概
念
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
浅
草
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
民
衆
」

文
化
の
場
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
明
と
暗
、
幻
想

と
現
実
、
そ
し
て
高
級
文
化
と
民
衆
文
化
と
い
っ
た
対
立
構
造
の
一
方
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

は
『
腐
術
師
』
に
お
け
る
浅
草
の
イ
メ
ー
ジ
を
十
分
に
捉
え
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
『
魔
術
師
』
の
浅
草
表
象
の
特
徴
に
注
目
し
て

み
た
い
。
『
魔
術
師
』
の
舞
台
空
間
は
、
「
浅
草
に
似
て
い
る
」
「
何
処
の

国
の
何
と
い
ふ
町
」
と
い
う
よ
う
に
、
必
ず
し
も
実
際
の
浅
草
を
指
し
示

し
て
は
お
ら
ず
、
架
空
の
場
所
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が

指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
物
語
空
間
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
が

大
正
中
期
の
浅
草
を
背
景
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
実
際
の
浅
草
と
の

関
わ
り
も
外
せ
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
浅
草
は
当
時
、
退
廃
的
な
場
所
、
あ
る
い
は
「
悪
場
所
」
と
し
て

一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た
場
所
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
『
魔
術

師
』
が
発
表
さ
れ
た
一
九
一
七
年
は
、
浅
草
あ
る
い
は
民
衆
芸
術
に
関
す

に
お
け
る
浅
草

張

栄

順
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『
魔
術
師
』
は
、
「
浅
草
の
六
区
」
に
似
て
い
る
と
さ
れ
る
「
何
処
の
国

の
何
と
い
ふ
町
」
の
公
園
の
見
世
物
で
、
「
私
」
と
そ
の
恋
人
で
あ
る
「
彼

の
女
」
が
、
奇
妙
な
魔
術
師
に
よ
っ
て
「
半
羊
神
」
へ
と
変
身
さ
せ
ら
れ

る
と
い
う
お
伽
話
風
の
物
語
で
あ
る
。
作
品
の
な
か
で
は
、
幻
想
的
な
都

市
空
間
（
浅
草
）
を
経
験
す
る
語
り
手
が
「
私
」
と
し
て
登
場
す
る
の
だ

が
、
こ
れ
と
類
似
す
る
作
品
と
し
て
は
他
に
、
『
秘
密
』
(
-
九
―
一
年
）

が
あ
る
。
た
だ
幻
想
的
と
は
い
っ
て
も
、
『
秘
密
』
の
小
説
空
間
は
、
実

際
の
浅
草
を
舞
台
と
す
る
の
に
対
し
て
、
『
魔
術
師
』
で
は
、
架
空
の
空

間
が
舞
台
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
魔

術
師
』
の
冒
頭
部
か
ら
小
説
空
間
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

私
が
あ
の
魔
術
師
に
會
っ
た
の
は
、
何
虜
の
國
の
何
と
い
ふ
町
で
あ

っ
た
か
、
今
で
は
ハ
ッ
キ
リ
と
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
ど
う
か
す

一
、
「
魔
術
師
』
に
お
け
る
浅
草
表
象
の
特
異
性

る
論
争
、
す
な
わ
ち
「
民
衆
芸
術
論
争
」
が
知
識
人
に
よ
っ
て
盛
ん
に
論

議
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
に
あ
た
る
。
そ
う
し
た
時
代
状
況
は
、
こ
の
作
品

に
お
い
て
浅
草
が
比
喩
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
理
由
と
深
く
関
わ
り
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
『
魔
術
師
』
の
都
市
空
間
に
つ

い
て
の
解
釈
を
大
衆
文
化
の
中
心
を
な
し
て
い
た
当
時
の
浅
草
を
め
ぐ
る

言
説
と
の
関
わ
り
か
ら
、
試
み
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
浅
草
を
比

喩
と
し
て
表
象
す
る
『
魔
術
師
』
の
都
市
空
間
の
設
定
に
、
谷
崎
潤
一
郎

の
特
異
な
同
時
代
文
化
観
に
基
づ
い
た
魔
術
的
ト
ポ
ス
と
し
て
の
「
浅
草
」

が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

る
と
、
其
れ
は
日
本
の
東
京
の
や
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
が
、
或
る
時

は
又
南
洋
や
南
米
の
植
民
地
で
あ
っ
た
や
う
な
、
或
は
支
那
か
印
度

邊
の
船
着
場
で
あ
っ
た
や
う
な
氣
も
す
る
の
で
す
。
兎
に
も
角
に

も
、
其
れ
は
文
明
の
中
心
地
た
る
獣
羅
巴
か
ら
か
け
離
れ
た
、
地
球

の
片
隅
に
位
し
て
居
る
国
の
都
で
、
而
も
極
め
て
殷
富
な
市
街
の
一

廓
の
、
非
常
に
賑
や
か
な
夜
の
巷
で
し
た
。
し
か
し
あ
な
た
が
、
其

の
場
所
に
性
質
や
光
景
や
雰
囲
気
に
闊
し
て
、
も
う
少
し
明
瞭
な
観

念
を
得
た
い
と
云
ふ
な
ら
ば
、
ま
あ
私
は
手
短
か
に
、
浅
箪
の
六
謳

に
似
て
居
る
、
あ
れ
よ
り
も
も
つ
と
不
思
議
な
、
も
つ
と
乱
雑
な
、

さ
う
し
て
も
つ
と
類
爛
し
た
公
園
で
あ
っ
た
と
云
つ
て
置
き
ま
せ

う。

(
2
1
5
)

こ
の
作
品
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
説
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る

「
あ
な
た
」
に
こ
の
「
町
」
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
紹
介
す
る
と
い
う
形

式
を
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
語
り
手
「
私
」
が
身
分
や
職
業
の
分
か

ら
な
い
廣
名
の
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
よ
う
。
こ

の
匿
名
性
は
、
「
浅
草
」
が
「
南
洋
や
南
米
の
植
民
地
」
や
「
支
那
か
印

度
邊
の
船
着
場
」
な
ど
と
並
記
さ
せ
ら
れ
て
、
「
頗
廃
」
の
イ
メ
ー
ジ
を

喚
起
さ
せ
て
い
る
こ
と
と
照
応
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
町
が
、
「
文
明
の
中
心
地
た
る
欺
羅
巴
か
ら
か
け
離
れ
た
、
地
球
の

片
隅
に
位
し
て
居
る
」
「
非
常
に
賑
や
か
な
夜
の
巷
」
で
あ
る
と
い
う
説

明
に
よ
っ
て
、
文
化
の
中
心
か
ら
遠
く
離
れ
た
辺
境
性
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
辺
境
性
は
同
時
に
、
匿
名
性
を
帯
び
た
「
私
」
の

属
性
を
も
包
み
込
ん
で
い
る
か
ら
だ
。

語
り
手
で
あ
る
「
私
」
に
つ
い
て
は
論
述
の
過
程
で
明
ら
か
に
す
る
の
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で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
説
者
に
想
定
さ
れ
る
「
あ
な
た
」
と
は
ど
う
い
う
人

物
な
の
か
を
考
え
て
お
き
た
い
。
作
品
内
で
「
あ
な
た
」
に
関
す
る
情
報

は
ほ
と
ん
ど
提
示
さ
れ
な
い
。
指
摘
で
き
る
こ
と
と
い
え
ば
、
「
あ
な
た
」

が
、
そ
の
町
を
「
不
思
議
な
」
「
乱
雑
な
」
、
そ
し
て
「
類
爛
し
た
公
園
」

の
あ
る
町
だ
と
い
う
「
明
瞭
な
観
念
」
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
人
物
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
そ
の
よ
う
な
「
あ
な
た
」
が
経
験
す
る
架
空
の

「
町
」
が
、
現
実
の
「
浅
草
の
六
区
」
に
似
て
い
る
と
い
う
語
り
が
繰
り

返
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
構
成
上
の
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
あ
な
た
」
、
す
な
わ
ち
読
者
が
抱

く
浅
草
と
い
う
現
実
を
一
旦
無
化
す
る
と
い
う
逆
転
の
発
想
に
依
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
現
実
の
浅
草
を
経
験
的

に
知
っ
て
い
る
読
者
を
、
一
旦
、
そ
の
現
実
か
ら
引
き
剥
が
す
と
い
う
効

果
を
も
っ
て
い
よ
う
。
「
浅
草
」
と
い
う
現
実
空
間
を
消
去
し
た
上
で
、

あ
ら
た
め
て
「
私
」
の
語
り
が
架
空
の
町
に
「
浅
草
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
付

加
す
る
と
い
う
仕
掛
け
は
、
読
者
が
「
私
」
の
話
を
聞
く
に
つ
れ
て
、
架

空
の
町
の
叙
述
か
ら
し
か
、
浅
草
の
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
し
え
な
い
と
い
う

限
定
的
な
読
み
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
「
あ
な
た
」
の
役
割

が
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
て
「
あ
な
た
」
を
通
し
て
「
町
」
に
読
者
が
引

き
込
ま
れ
て
い
き
、
最
後
に
は
「
自
分
等
と
全
く
か
け
離
れ
た
境
地
に
引

き
人
れ
ら
れ
て
」
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
が
そ
の
筋
立
に
織
り
込

(
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ま
れ
た
仕
掛
け
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
「
私
」
は
現
実
の
浅
草
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
発
想
を

逆
転
す
る
手
法
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
引
用
文
か
ら
考
え
て
み

よ
う
。

浅
草
の
公
園
を
、
鼻
持
ち
の
な
ら
な
い
俗
悪
な
場
所
だ
と
惑
ず
る
人

に
、
あ
の
國
の
公
園
を
見
せ
た
ら
果
た
し
て
何
と
云
ふ
で
あ
ら
う
。

其
虜
に
は
俗
悪
以
上
の
野
螢
と
不
潔
と
潰
敗
と
が
、
溝
の
下
水
の
澱

ん
だ
や
う
に
堆
積
し
て
、
豊
は
熱
帯
の
白
日
の
下
に
、
夜
は
燻
々
た

る
燈
火
の
光
に
、
趾
づ
る
色
な
く
暴
き
曝
さ
れ
、
絶
え
ず
蒸
し
蒸
し

と
悪
臭
を
醗
酵
さ
せ
て
居
る
の
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
支
那
料
理
の

皮
蛋
の
旨
さ
を
解
す
る
人
は
、
暗
緑
色
に
腐
り
壊
れ
た
驚
の
卵
の
、

胸
を
む
か
む
か
さ
せ
る
や
う
な
異
様
な
匂
を
掘
り
返
し
つ
々
、
中
に

含
ま
れ
た
芳
欝
な
渥
味
に
舌
を
鳴
ら
す
と
云
ふ
事
で
す
。

(
2
1
6
)

こ
の
叙
述
は
、
す
で
に
現
実
の
浅
草
の
公
園
が
「
鼻
持
ち
の
な
ら
な
い

俗
悪
な
場
所
」
だ
と
す
る
見
方
が
な
け
れ
ば
読
者
に
は
理
解
で
き
な
い
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
あ
の
国
の
公
園
を
見
せ
た
ら
果
た
し
て
何

と
云
ふ
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
て
い
る
く
だ
り
は
、
そ
の
よ
う
な
読
者
の
見

方
に
対
抗
し
て
「
私
」
の
語
り
が
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
「
私
」
の
語
り
は
、
現
実
の
浅
草
を
「
不
愉
快
な
汚
稼
な
土
地
」
と

か
「
俗
悪
な
場
所
」
と
感
じ
る
読
者
に
対
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
過

剰
な
「
俗
悪
以
上
の
野
蜜
と
不
潔
と
潰
敗
」
を
提
示
す
る
こ
と
で
読
者
の

心
象
の
う
ち
に
実
際
の
浅
草
像
を
剥
離
し
、
「
私
」
の
審
美
眼
に
よ
る
心

的
表
象
と
し
て
の
架
空
の
町
の
イ
メ
ー
ジ
を
通
し
て
、
新
た
な
浅
草
像
を

再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
冒
頭
部
の
仕
掛
け
の

も

つ

意

味

が

あ

っ

た

。

‘

そ
の
時
、
最
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
は
、
「
私
」
の
眼
か
ら
と
ら
え
ら
れ

る
浅
草
の
「
美
し
さ
」
に
対
す
る
考
え
方
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
「
あ
な

た
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
美
を
め
ぐ

-59-



る
価
値
観
の
葛
藤
で
あ
る
。
「
私
」
の
美
に
対
す
る
価
値
観
は
「
若
し
も

あ
な
た
が
、
浅
草
の
公
園
に
似
て
居
る
と
云
ふ
説
明
を
聞
い
て
、
其
虞
に

何
等
の
美
し
さ
を
も
懐
か
し
さ
を
も
感
ぜ
ず
、
寧
ろ
不
愉
快
な
汚
稼
な
土

地
を
連
想
す
る
や
う
な
ら
、
其
れ
は
あ
な
た
の
「
美
」
に
封
す
る
考
え
方

が
、
私
と
ま
る
き
り
違
つ
て
居
る
結
果
な
の
で
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
こ
か
ら
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
の
審
美
眼
の
差
異
が
、
冒
頭
部
以

降
に
展
開
さ
れ
る
「
私
」
と
「
彼
の
女
」
の
物
語
を
つ
ら
ぬ
く
モ
チ
ー
フ

と
な
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
、
「
私
」
の
審
美
眼
を
通
し
て
し
か
語
ら
れ
な
い
こ
の
不

思
議
な
町
は
、
読
者
か
ら
す
れ
ば
、
「
不
愉
快
な
汚
穣
な
土
地
」
と
し
て

の
浅
草
と
は
、
一
見
す
る
と
、
全
く
違
う
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
く
。

た
と
え
ば
、
「
善
も
悪
も
、
美
も
醜
も
、
笑
い
も
涙
も
、
凡
べ
て
の
物
を
」

溶
解
し
、
「
巧
眩
な
光
」
や
「
柄
絢
な
色
」
を
放
つ
「
偉
大
な
公
堆
園
の
、

海
の
や
う
な
牡
観
」
と
形
容
さ
れ
る
例
が
指
摘
で
き
る
が
、
そ
の
叙
述
の

方
法
は
、
実
は
絶
え
ず
浅
草
と
い
う
地
名
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
で
、
当
時

の
人
々
の
「
浅
草
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
一
旦
消
去
し
た
上
で
、
あ
ら

た
め
て
読
者
の
内
面
に
新
た
な
「
浅
草
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
再
構
築
す
る
役

割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
祝
祭
空
間
の
な
か
の
魔
術
師

こ
の
作
品
は
、
恋
人
を
持
っ
て
い
る
人
は
腐
術
師
に
近
寄
ら
な
い
方
が

安
全
だ
と
い
う
噂
を
試
す
た
め
に
、
「
私
」
と
「
彼
の
女
」
が
町
の
中
心

部
に
あ
る
魔
術
師
の
見
世
物
小
屋
へ
行
く
と
い
う
内
容
の
物
語
で
あ
る
。

そ
の
物
語
内
容
に
従
っ
て
舞
台
空
間
は
、
「
町
」
↓
「
公
園
」
↓
「
見
世

物
街
（
魔
術
の
森
）
」
↓
「
見
世
物
小
屋
（
魔
術
の
王
国
）
」
へ
と
求
心
的

に
中
心
部
へ
と
移
動
す
る
の
だ
が
、
二
人
の
主
人
公
が
そ
の
中
心
部
へ
行

け
ば
行
く
ほ
ど
、
物
語
空
間
の
幻
想
性
は
高
ま
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
幻
想
性
が
二
人
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

先
ず
あ
る
町
の
「
公
園
」
は
、
「
古
代
の
羅
馬
に
見
る
や
う
な
、
ア
ム

フ
イ
セ
ア
タ
ア
」
や
「
ス
ペ
イ
ン
の
闘
牛
」
、
そ
し
て
「
H
i
p
p
o
d
r
o
m
e」

（
原
型
競
技
場
）
の
あ
る
古
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
の
広
場
と
い
っ
た

比
喩
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
広
場
」
の
描
写
で
最
も
特
徴
的
な
の
は
、

類
廃
そ
の
も
の
と
い
う
べ
き
「
群
衆
」
の
姿
で
あ
る
。

道
路
の
雨
側
に
は
、
青
棲
と
も
料
理
屋
と
も
つ
か
な
い
三
階
四
階
の

棲
閣
が
並
ん
で
、
花
や
か
な
岐
阜
提
灯
を
珊
瑚
の
根
掛
け
の
や
う
に

連
ね
た
バ
ル
コ
ニ
イ
の
上
を
見
る
と
、
酔
ひ
し
れ
た
男
女
の
客
が
狂

態
の
限
り
を
盪
し
て
野
獣
の
や
う
に
暴
れ
て
居
ま
し
た
。
彼
等
の
或

る
者
は
、
街
上
の
群
衆
を
鰍
お
ろ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
悪
罵
を
浴
び

せ
、
冗
談
を
云
ひ
か
け
、
稀
に
は
唾
を
吐
き
か
け
ま
す
。
彼
等
は
い

づ
れ
も
外
聞
を
忘
れ
羞
軋
を
忘
れ
て
踊
り
戯
れ
、
馬
鹿
騒
ぎ
の
揚
句

に
は
、
蒟
蒻
の
や
う
に
ぐ
た
ぐ
た
に
な
っ
た
男
だ
の
、
阿
修
羅
の
や

う
に
髪
を
乱
し
た
女
だ
の
が
、
露
憂
の
欄
粁
か
ら
人
ご
み
の
上
へ
真

倒
ま
に
落
ち
て
来
る
の
で
す
。
（
略
）

「
こ
の
町
の
人
た
ち
は
、
み
ん
な
氣
が
違
っ
て
居
る
や
う
だ
。
今
日

は
一
閥
、
お
祭
り
で
も
あ
る
の
か
知
ら
」
と
私
は
憩
人
を
顧
み
て
云

い
ま
し
た
。

「い
A

え
、
今
日
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
公
園
へ
来
る
人
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は
年
中
こ
ん
な
騒
い
で
居
る
の
で
す
。
始
終
此
の
や
う
に
酔
彿
つ
て

居
る
の
で
す
。
こ
の
往
来
を
歩
い
て
居
る
人
間
で
、
正
氣
な
者
は
あ

な
た
と
私
ば
か
り
で
す
。
」

(
2
2
1ー

2
2
2
)

こ
れ
は
、
「
私
」
と
「
彼
の
女
」
の
視
線
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
町
を
は

じ
め
て
訪
れ
た
外
来
者
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
「
群
衆
」

の
姿
で
あ
る
。
そ
の
「
群
衆
」
は
、
「
み
ん
な
氣
が
違
つ
て
居
る
や
う
だ
」

「
正
氣
な
者
は
あ
な
た
と
私
ば
か
り
で
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
グ
ロ
テ
ス

ク
な
狂
気
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
か
れ
ら
の

泥
酔
と
狂
気
そ
し
て
暴
力
は
、
「
彼
の
女
」
の
視
線
を
敷
術
す
れ
ば
、
そ

の
ま
ま
、
社
会
に
一
般
化
さ
れ
る
よ
う
な
「
群
衆
」
の
姿
で
あ
る
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
「
私
」
は
、
そ
の
異
常
な
姿
か
ら
「
今
日
は

一
謄
、
お
祭
り
で
も
あ
る
の
か
知
ら
」
と
推
察
す
る
。
そ
の
よ
う
な
「
群

衆
」
の
狂
気
と
暴
力
を
一
般
化
す
る
の
で
は
な
く
、
祝
祭
的
「
広
場
」
の

出
来
事
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
に
両
者
の
「
大
衆
」

に
対
す
る
価
値
観
の
差
異
の
契
機
を
見
て
よ
か
ろ
う
。

「
大
衆
」
の
異
常
性
を
場
の
ト
ポ
ス
性
と
結
び
つ
け
る
語
り
手
「
私
」

の
眼
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
町
の
公
園
を
「
人
工
の
極
致
を
悉
し
た
」

モ
ダ
ン
な
雰
囲
気
の
町
と
形
容
す
る
一
方
、
幻
想
的
な
雰
囲
気
が
醸
し
出

さ
れ
る
世
界
を
「
フ
ェ
ア
リ
ー
、
ラ
ン
ド
の
都
」
と
し
て
、
見
な
し
て
い

る
。
「
私
」
の
視
線
は
こ
の
町
（
場
）
を
サ
ー
カ
ス
、
様
々
な
見
世
物
、

活
動
写
真
、
人
形
、
楽
隊
、
仮
装
行
列
な
ど
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る

祝
祭
的
「
広
場
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
公
園
」
は
、

「
私
」
に
と
っ
て
「
美
し
い
」
場
所
と
し
て
し
か
見
え
な
い
。
浅
草
を
象

徴
す
る
建
築
物
で
あ
っ
た
十
二
階
が
「
大
腹
高
楼
」
と
し
て
登
場
す
る
こ

と
も
、
読
者
に
浅
草
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
は
と
も
か
く
、
そ
の
「
町
」
全

体
を
祝
祭
空
間
へ
と
転
化
す
る
装
置
と
し
て
サ
ー
カ
ス
団
の
パ
レ
ー
ド

が
、
「
厖
大
な
観
覧
車
」
に
よ
っ
て
堤
喩
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

こ
う
し
た
こ
の
架
空
の
町
の
表
象
は
、
当
時
の
知
識
人
に
よ
っ
て
固
定
化

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
既
存
の
浅
草
の
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
「
俗
悪
」

「
類
廃
」
「
堕
落
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
「
私
」
の
審
美
眼
に
よ
っ
て

ま
っ
た
く
転
倒
さ
れ
て
祝
祭
的
「
広
場
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
「
町
」
の
「
群
衆
」
の
過

剰
な
特
性
は
、
文
字
通
り
「
堕
落
」
や
「
野
蛮
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
、

ま
た
は
そ
の
姿
を
祝
祭
空
間
に
お
け
る
非
日
常
的
な
行
為
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
か
で
、
「
私
」
と
「
彼
の
女
」
と
の
間
に
は
、
相
反
す
る
美
の
価
値

観
の
葛
藤
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
か
ら
す
る
と
、
こ
の
「
公
園
」
の
興
行
物
の
描

写
は
さ
ら
に
対
照
的
で
あ
る
。
以
下
の
引
用
は
、
あ
る
町
の
「
公
園
」
の

活
動
写
真
に
関
す
る
「
彼
の
女
」
の
語
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た

い
の
は
、
モ
ダ
ン
な
文
化
と
い
う
の
が
西
欧
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
と
い

う
、
彼
女
の
ひ
そ
や
か
な
主
張
で
あ
る
。

私
は
此
の
間
、
彼
虜
の
活
動
寓
慎
館
で
、
あ
な
た
が
平
生
耽
讀
し
て

居
る
古
来
の
詩
人
藝
術
家
の
、
名
高
い
詩
篇
や
戯
曲
の
映
蓋
を
幾
巻

も
見
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ホ
オ
マ
ア
の
イ
リ
ア
ッ
ド
だ
の
、
ダ
ン
テ
の

地
獄
の
寓
慎
な
ど
は
、
あ
な
た
も
多
分
御
存
じ
で
せ
う
。
し
か
し
あ

な
た
は
、
支
那
小
説
の
西
遊
記
の
、
西
梁
女
國
の
艶
闘
の
媚
笑
を
御

覧
に
な
っ
た
事
が
あ
り
ま
せ
う
か
。
又
ア
メ
リ
カ
の
ポ
オ
の
作
っ

た
、
恐
怖
と
狂
想
と
神
秘
と
の
、
巧
緻
な
糸
で
織
り
な
さ
れ
た
奇
し

-61-



い
機
個
の
物
語
が
フ
ィ
ル
ム
の
上
に
展
開
し
て
、
眼
前
に
現
は
れ
て

来
る
凄
さ
を
、
嘗
て
想
像
し
た
こ
と
が
あ
る
で
せ
う
か
。
…
…
(
2
1
7
)

「
彼
の
女
」
の
語
り
で
は
、
「
支
那
小
説
」
を
素
材
と
し
た
活
動
写
真
や

「
ア
メ
リ
カ
」
の
活
動
写
真
な
ど
の
非
西
欧
の
活
動
写
真
が
、
西
欧
の
古

典
を
素
材
と
し
た
活
動
写
真
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
語
り
方

に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
非
西
欧
の
方
の
も
つ
「
恐
怖
と
狂
想
と
神
秘
」
な

ど
が
そ
れ
こ
そ
好
奇
心
を
そ
そ
る
興
味
深
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
彼
の
女
」
の
視
線
に
は
変

化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
ら
の
ま
な
ざ
し
の
葛
藤

は
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
相
反
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

関
係
の
な
か
で
起
こ
り
、
こ
う
し
た
語
り
の
細
部
に
こ
そ
、
浅
草
表
象
に

お
け
る
美
の
価
値
観
の
転
倒
を
は
か
ろ
う
と
す
る
こ
の
作
品
の
意
図
が
窺

え
る
。こ

の
作
品
で
そ
の
意
図
が
最
も
よ
く
表
れ
て
い
る
の
は
活
動
写
真
に
対

す
る
「
私
」
の
審
美
眼
で
あ
る
。
「
私
」
に
と
っ
て
活
動
写
真
は
「
い
と

し
い
可
愛
い
お
前
よ
り
も
尚
大
好
き
な
」
も
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
活
動

写
真
を
「
古
来
の
詩
人
藝
術
家
の
、
名
高
い
詩
篇
や
戯
曲
の
映
画
」
が
見

ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
「
古
来
」
の
世
界
を
も
経
験
で
き
る
も
の
と
し
て
評

価
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
い
う
と
、
こ
の
作
品
で
活
動
写
真
の
世
界
と

し
て
も
比
喩
さ
れ
て
い
る
周
辺
の
「
町
」
（
公
園
）
は
、
中
心
か
ら
波
及

し
て
き
た
古
代
や
現
代
、
そ
し
て
西
欧
と
東
洋
が
、
同
時
代
的
に
文
化
的

な
混
合
を
起
こ
し
て
い
る
増
渦
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
「
フ
ィ

ル
ム
の
上
に
展
開
し
て
、
眼
前
に
現
は
れ
て
来
る
」
と
い
う
活
動
写
真
の

効
果
が
小
説
の
手
法
と
し
て
と
り
人
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

『
腐
術
師
』
に
お
け
る
空
間
の
幻
想
性
は
も
っ
と
高
め
ら
れ
て
ゆ
き
、
現

実
と
幻
想
の
境
界
は
不
明
瞭
と
な
っ
て
い
く
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
で
浅
草
の
現
実
が
幻
想
へ
と
転
化
し
て
い
る
こ
と

が
最
も
自
覚
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
町
の
中
心
に
あ
る
「
魔
術

の
王
国
」
と
し
て
語
ら
れ
る
見
世
物
小
屋
の
舞
台
で
あ
る
。
当
時
、
腐
術

師
は
、
曲
芸
者
、
手
品
師
、
人
形
遣
い
な
ど
と
と
も
に
盛
り
場
で
芸
を
演

じ
る
大
道
芸
人
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
作
品
で
の
「
魔
術
師
」
は
、
「
魔

術
師
の
王
国
」
の
主
宰
者
（
王
）
で
あ
り
、
「
魔
術
の
森
」
の
す
べ
て
を

あ
や
つ
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
腐
術
師
」
は
、
「
男
で
あ
る

や
ら
女
で
あ
る
や
ら
全
く
謳
別
の
付
か
な
い
」
、
「
何
虐
に
生
ま
れ
た
如
何

な
人
種
で
あ
ら
う
か
」
と
い
う
こ
と
さ
え
も
分
か
ら
な
い
人
物
で
あ
る
。

こ
の
造
型
は
現
実
／
幻
想
の
転
倒
、
あ
る
い
は
人
種
、
国
籍
な
ど
か
ら
超

越
し
た
存
在
と
し
て
表
象
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
現
実

が
男
／
女
の
性
差
別
の
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ま
さ
に
幻
想
の
世
界

で
あ
る
。
「
彼
」
の
魔
術
は
、
時
間
を
自
由
に
調
節
で
き
、
人
間
を
本
人

の
希
望
通
り
、
孔
雀
や
蝶
な
ど
様
々
な
動
物
に
変
貌
さ
せ
る
と
い
う
魔
力

を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
魔
術
師
が
君
臨
す
る
「
魔
術
師
の
王

国
」
は
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
魔
術
（
幻
想
）
が
周
縁
に
向
か
っ
て
放
射
さ

れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
劇
場
空
間
そ
の
も
の
が
こ
の
町
全
体
の
表
象
と
な

る
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
璽
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ

の
劇
場
空
間
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
の
町
を
祝
祭
空
間
へ
と
転
化
さ

せ
る
装
置
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
劇
場
空
間
に
お
い
て
、

魔
術
（
幻
想
）
／
現
実
と
い
う
構
図
が
巧
み
に
倒
錯
さ
れ
る
叙
述
は
観
覧

席
と
舞
台
と
の
境
界
に
認
め
ら
れ
る
。
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観
客
の
う
ち
に
は
、
支
那
人
だ
の
、
印
度
人
だ
の
歌
羅
巴
人
だ
の
、

種
々
雑
多
な
服
装
を
し
た
凡
て
の
人
種
が
網
羅
さ
れ
て
居
ま
し
た

が
、
な
ぜ
か
日
本
人
ら
し
い
風
俗
の
者
は
、
わ
れ
わ
れ
以
外
に
一
人

も
見
常
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
又
、
特
等
席
の
ボ
ッ
ク
ス

に
は
、
此
の
都
の
上
流
社
會
の
、
公
園
な
ど
へ
容
易
に
足
を
踏
み
入

れ
る
筈
の
な
い
、
紳
士
や
貴
婦
人
の
き
ら
び
や
か
な
一
圃
が
並
ん
で

居
ま
し
た
。
彼
等
の
婦
人
の
或
る
者
は
、
由
緒
あ
る
身
の
外
聞
を
憚

る
為
め
か
、
同
々
教
徒
の
女
人
の
や
う
な
覆
面
を
し
て
、
人
影
に
肩

を
す
ぼ
め
て
居
ま
し
た
け
れ
ど
、
猶
且
舞
豪
に
注
が
れ
た
二
つ
の
瞳

に
は
秘
密
を
裏
切
る
品
威
と
情
欲
と
の
、
鮮
や
か
な
色
が
現
れ
て
居

る
の
で
し
た
。
紳
士
の
中
に
は
此
の
國
の
大
政
治
家
や
、
大
賓
業
家

や
、
藝
術
家
や
宗
教
家
や
道
楽
息
子
や
、
い
ろ
い
ろ
の
方
面
で
名
を

知
ら
れ
た
男
た
ち
が
交
つ
て
居
ま
し
た
。
（
略
）
私
は
彼
等
が
、
ど

う
し
て
こ
ん
な
闘
の
王
國
に
来
て
居
る
の
か
、
其
の
理
由
を
直
ち
に

解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
聖
人
で
も
暴
君
で
も
詩
人
で
も
學

者
で
も
、
み
ん
な
や
つ
ば
り
「
不
思
議
」
と
云
ふ
も
の
に
惹
き
寄
せ

ら
れ
る
心
を
持
つ
て
居
る
の
で
す
。

(
2
3
3
)

観
客
席
に
は
、
一
番
下
の
座
席
に
「
支
那
人
だ
の
、
印
度
人
だ
の
獣
羅

巴
人
だ
の
」
東
西
を
問
わ
な
い
種
々
雑
多
な
人
種
が
い
る
。
そ
し
て
、
特

等
席
の
ボ
ッ
ク
ス
に
は
「
公
園
な
ど
へ
容
易
に
足
を
踏
み
人
れ
る
筈
の
な

い
、
紳
士
や
貰
婦
人
」
な
ど
上
流
社
會
の
人
々
が
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
品

威
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
教
養
人
、
た
と
え
ば
「
此
の
國
の
大
政

治
家
や
、
大
賓
業
家
や
、
藝
術
家
や
宗
教
家
や
道
楽
息
子
や
、
い
ろ
い
ろ

の
方
面
で
名
を
知
ら
れ
た
」
紳
士
な
ど
が
、
「
外
聞
」
を
は
ば
か
ら
ず
、

こ
の
「
魔
術
師
の
王
国
」
に
集
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
客

席
の
風
景
は
、
い
わ
ば
当
時
の
日
本
の
階
級
社
会
と
い
う
現
実
を
戯
画
化

し
て
い
る
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
の
貰
族
や
ら
民
衆
や
ら
が
魔
術
師
の
前
に

す
す
ん
で
出
て
い
っ
て
魔
術
に
掛
か
る
と
い
う
こ
の
あ
と
の
叙
述
は
、
ま

さ
に
現
実
／
魔
術
（
幻
想
）
の
倒
錯
を
表
象
す
る
。
ど
う
し
て
上
流
社
会

の
人
々
が
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
魔
術
（
幻
想
）
を
求
め
る
の
か
。
そ
の
点

で
注
目
さ
れ
る
の
は
上
流
社
会
の
人
々
の
描
写
で
あ
る
。
「
由
緒
あ
る
身
の

外
聞
を
憚
る
為
め
か
、
同
々
教
徒
の
女
人
の
や
う
な
覆
面
を
し
て
、
人
影

に
肩
を
す
ぼ
め
て
居
」
る
貰
婦
人
の
姿
や
、
ま
た
「
秘
密
を
裏
切
る
品
威

と
情
欲
と
の
、
鮮
や
か
な
色
が
現
れ
て
居
る
」
と
い
う
描
写
か
ら
分
か
る

よ
う
に
、
彼
等
は
「
外
聞
」
に
よ
っ
て
抑
圧
し
て
い
る
官
能
的
欲
望
を
解

放
し
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
り
、
こ
の
祝
祭
空
間
と
い
う
ト
ポ
ス
に
入
り

込
む
こ
と
で
、
「
情
欲
」
を
む
き
出
し
に
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
舞
台
の
上
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
を
問
わ
ず
、
一
様
に
魔

術
師
の
魔
術
に
よ
っ
て
官
能
を
解
放
す
る
世
界
と
な
っ
て
い
る
。
観
客
は
、

誰
も
が
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
魔
術
に
か
け
ら
れ
る
た
め
「
魔
術
師
」
の
前

に
脆
く
。
平
民
も
貴
族
も
、
変
身
へ
の
好
奇
心
と
喜
び
に
か
ら
れ
て
魔
術

の
舞
台
に
上
る
。
こ
れ
は
、
「
外
聞
」
「
品
威
」
と
い
う
言
葉
で
象
徴
さ
れ

る
教
養
主
義
的
な
ま
な
ざ
し
を
も
っ
て
大
衆
文
化
を
「
類
廃
」
的
な
文
化

と
見
る
こ
と
の
、
そ
の
偏
向
性
を
風
刺
し
て
い
る
の
だ
。
「
魔
術
師
の
王

国
」
と
い
う
劇
場
空
間
は
、
官
能
の
解
放
が
絶
対
の
価
値
で
あ
り
、
身
分
、

品
位
、
教
蓑
と
い
っ
た
人
間
の
外
面
は
ま
っ
た
く
の
虚
飾
へ
と
転
化
さ
せ

ら
れ
て
し
ま
う
倒
錯
の
空
間
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
観
客
の
誰
も
が
そ

の
空
間
に
人
る
や
、
そ
こ
は
あ
ら
ゆ
る
＾
変
身
＞
を
可
能
に
さ
せ
る
カ
ー

ニ
ヴ
ァ
ル
的
世
界
と
な
り
、
そ
こ
に
君
臨
す
る
魔
術
師
と
い
う
存
在
は
、
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そ
の
主
宰
者
（
王
）
で
あ
る
と
同
時
に
道
化
的
役
割
を
も
果
た
す
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
聖
人
で
も
暴
君
で
も
」
「
み
ん
な
「
不
思
議
」
と

云
ふ
も
の
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
心
」
に
よ
っ
て
惹
き
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
祝
祭
空
間
と
し
て
の
「
魔
術
の
王
国
」
の
王
1
1

道
化
が
官
能
の
快
楽
を
絶
対
的
価
値
と
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
町
そ
の
も

の
は
公
的
規
範
、
階
層
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
倒
錯
の
世

界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
の
よ
う
な
叙
述
の
仕
掛
に

よ
れ
ば
、
こ
の
町
は
、
祝
祭
空
間
に
昇
華
し
た
浅
草
の
比
喩
な
の
だ
と
い

え
る
。こ

の
物
語
の
男
女
の
主
人
公
「
私
」
と
「
彼
の
女
」
の
美
の
価
値
観
か

ら
す
れ
ば
、
『
魔
術
師
』
の
小
説
空
間
は
そ
の
外
部
に
別
個
の
世
界
を
想

定
し
て
い
る
。
そ
の
但
界
と
は
、
周
縁
的
世
界
で
あ
る
、
こ
の
「
不
思
議

な
町
」
と
は
対
照
的
な
「
文
明
の
中
心
地
」
た
る
世
界
で
あ
る
。
「
文
明

の
中
心
地
」
た
る
世
界
の
価
値
観
は
、
こ
の
場
合
「
外
聞
」
や
「
世
間
」

そ
し
て
「
品
威
」
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
て
、
こ
の
小
説

空
間
に
浸
透
し
て
く
る
。
そ
の
顕
著
な
人
物
存
在
が
「
外
聞
」
や
「
世
間
」

そ
し
て
「
品
威
」
に
即
し
た
美
の
価
値
観
を
語
る
「
彼
の
女
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
彼
の
女
」
の
価
値
観
と
は
、
当
時
一
般
的
に
良
識
と
さ
れ

て
い
た
通
念
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
私
」
は
そ
の
「
彼
の
女
」
を
、
「
常
に
持
ち
前
の
心
憎
い
沈
着
と
、
純

潔
な
情
熱
と
を
失
は
な
い
」
「
悪
魔
の
一
圃
に
園
ま
れ
た
唯
一
人
の
女
神
の

や
う
に
、
清
く
貴
く
私
の
眼
に
映
じ
た
」
女
性
で
あ
る
と
語
る
。
そ
の
造

、
「
私
」
と
「
彼
の
女
」
の
物
語

型
か
ら
す
れ
ば
、
「
悪
魔
の
一
圃
」
と
表
現
さ
れ
る
「
不
思
議
な
町
」
に

群
が
る
「
群
衆
」
と
は
ま
っ
た
く
別
個
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
人
物
造
型
か
ら
「
彼
の
女
」
は
、
「
俗
悪
」
「
類
廃
」

「
堕
落
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
現
実
の
浅
草
を
表
象
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
読
者
（
「
あ
な
た
」
）
と
等
質
の
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の

が
分
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
町
」
に
対
す
る
「
彼
の
女
」
の
対
他
的
な

ま
な
ざ
し
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
読
者
（
「
あ
な
た
」
）
の
そ
れ
で
も
あ
る

こ
と
が
、
こ
の
物
語
で
は
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
が
、
こ
の
ま
な

ざ
し
を
い
わ
ば
「
世
間
」
的
固
定
観
念
と
す
る
な
ら
ば
、
「
彼
の
女
」
は
、

「
私
」
と
と
も
に
「
公
園
」
の
内
部
へ
と
求
心
的
に
向
か
う
過
程
に
お
い

て
、
そ
の
「
世
間
」
的
固
定
観
念
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
く
（
傾
倒
し
て
い

く
）
存
在
と
な
る
。
そ
の
「
彼
の
女
」
の
変
貌
が
読
者
の
そ
れ
を
促
し
て

い
る
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
、
以
下
の
引
用
を
み
て
み
よ
う
。

だ
っ
て
あ
な
た
は
あ
の
公
園
が
大
好
き
な
筈
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

私
は
初
め
あ
の
公
園
が
恐
ろ
し
か
っ
た
の
で
す
。
娘
の
癖
に
あ
の
公

園
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
の
は
、
恥
辱
だ
と
思
つ
て
居
た
の
で
す
。

其
れ
が
あ
な
た
を
編
心
す
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
、
い
つ
し
か
あ
な
た

の
感
化
を
受
け
て
、
あ
A

云
ふ
場
所
に
云
ひ
知
れ
ぬ
興
味
を
感
じ
出

し
ま
し
た
。
あ
な
た
に
會
ふ
事
が
出
来
な
い
で
も
、
あ
の
公
園
へ
遊

び
に
行
け
ば
、
あ
な
た
に
會
つ
て
居
る
や
う
な
心
地
を
覚
え
始
め
ま

し
た
。

(
2
1
6ー

2
1
7
)

「
彼
の
女
」
の
変
貌
は
戸
惑
い
か
ら
始
ま
る
。
「
彼
の
女
」
は
、
す
で
に

「
私
」
の
感
化
に
よ
っ
て
「
あ
ミ
ぞ
ふ
場
所
に
云
ひ
知
れ
ぬ
興
味
を
惑
じ
」
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る
よ
う
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
彼
の
女
」
の
持
っ
て
い
る
「
世
間
」

的
固
定
観
念
か
ら
す
れ
ば
、
「
公
園
」
へ
入
る
こ
と
は
「
恐
ろ
し
」
い
こ

と
で
あ
り
、
「
恥
辱
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
彼
の
女
」

は
、
「
私
」
と
い
う
他
者
に
「
感
化
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
敢
え
て

そ
の
価
値
体
系
|
_
「
世
間
」
的
固
定
観
念
|
—
の
禁
忌
を
犯
そ
う
と
す
る

こ
と
に
戸
惑
い
を
お
ぼ
え
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
「
私
」
に
し
て
み
れ
ば
、

こ
の
「
彼
の
女
」
の
変
貌
は
、

羊
の
や
う
に
大
人
し
い
、
雪
の
や
う
に
浮
い
彼
の
女
が
、
此
の
公
園

を
喜
ぶ
の
は
、
た
し
か
に
私
を
編
心
し
て
ゐ
る
證
掴
な
の
で
す
。
私
の

趣
味
を
自
分
の
趣
味
と
し
、
私
の
嗜
好
を
自
分
の
嗜
好
に
し
よ
う
と

努
め
た
結
果
な
の
で
す
。
世
間
の
人
は
彼
の
女
の
事
を
、
私
の
為
め

に
堕
落
を
し
た
と
云
ふ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
彼
女
の
趣
味
や

嗜
好
が
如
何
程
悪
魔
に
近
づ
い
た
に
せ
よ
、
彼
の
女
の
心
、
彼
の
女

の
心
臓
は
い
ま
だ
に
人
間
ら
し
い
温
情
と
品
威
と
を
失
わ
ず
に
居
た

の
で
し
た
。

(
2
2
6
)

と
い
う
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
「
彼
の
女
の
事
を
、
私
の
た
め
に
堕
落
を

し
た
」
と
い
う
「
世
間
の
人
」
の
見
方
は
、
「
私
」
の
考
え
で
は
、
自
分

へ
の
「
編
心
」
の
「
證
拇
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
堕
落
」
と

は
た
ん
に
「
趣
味
」
の
変
更
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
彼
の
女
」

の
内
実
は
「
い
ま
だ
に
人
間
ら
し
い
温
情
と
品
威
と
を
失
わ
ず
に
居
」
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
私
」
の
語
り
に
は
、
「
世
間
」
的
固

定
観
念
に
従
え
ば
「
堕
落
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
、
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
見
方

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ

の
よ
う
な
「
私
」
の
語
り
の
背
後
に
は
、
「
俗
悪
」
「
類
廃
」
「
堕
落
」
な

る
も
の
に
対
す
る
嗜
好
を
「
品
威
」
の
「
堕
落
」
と
す
る
「
世
間
」
的
価

値
観
の
通
念
を
破
壊
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
点
で
「
世

間
」
的
固
定
観
念
に
対
す
る
反
抗
で
あ
る
と
も
解
釈
で
き
る
。

こ
の
観
点
は
、
「
魔
術
師
」
と
い
う
存
在
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

「
そ
の
麿
術
師
の
姿
と
顔
と
は
、
餘
眩
く
美
し
く
て
、
憩
人
を
持
つ
身
に

は
、
近
寄
ら
ぬ
方
が
安
全
だ
」
と
い
う
町
の
人
々
の
噂
か
ら
連
想
さ
れ
る

魔
術
師
像
は
、
そ
の
魅
惑
的
な
魔
術
に
よ
っ
て
恋
人
同
士
の
仲
を
裂
く
と

い
う
か
た
ち
で
、
日
常
的
な
秩
序
の
破
壊
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
ま
た
そ
の
魔
術
に
つ
い
て
も
、
「
不
思
議
な
よ
り
も
恐
ろ
し
く
、

巧
緻
な
よ
り
も
奸
悪
な
妖
術
」
と
い
う
よ
う
に
、
恐
怖
や
悪
と
い
っ
た
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
日
常
の
秩
序
に
危
害
を
与
え
る
「
妖

術
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
そ
れ
を
見
た
二
人
の
視
線

か
ら
す
る
魔
術
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
次
の
引
用
文
は
、

二
人
が
魔
術
に
よ
っ
て
「
半
羊
神
」
へ
変
身
さ
せ
ら
れ
る
こ
の
小
説
の
末

尾
の
部
分
で
あ
る
。

同
時
に
私
の
胸
の
中
に
は
、
人
間
ら
し
い
良
心
の
苦
悶
が
悉
く
消
え

て
、
太
陽
の
如
く
晴
れ
や
か
な
、
海
の
如
く
廣
大
な
愉
悦
の
愉
が
、

浪
々
と
し
て
湧
き
出
で
ま
し
た
。
暫
く
の
間
、
私
は
有
頂
天
に
な
っ

て
、
嬉
し
紛
れ
に
舞
憂
の
上
を
浮
か
れ
建
つ
て
居
ま
し
た
が
、
程
な

く
私
の
歓
び
は
、
私
の
以
前
の
編
心
人
に
依
つ
て
妨
害
さ
れ
ま
し
た
。

（
略
）
「
私
は
あ
な
た
の
美
貌
や
魔
法
に
迷
は
さ
れ
て
、
此
虜
へ
来
た

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
私
の
編
心
人
を
取
り
戻
し
に
来
た
の
で

す
。
彼
の
忌
ま
は
し
い
半
羊
神
の
姿
に
な
っ
た
男
を
、
ど
う
ぞ
直
ち
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に
人
間
に
返
し
て
下
さ
い
。
そ
れ
と
も
若
し
、
返
す
評
に
行
か
な
い

と
云
ふ
な
ら
、
い
つ
そ
私
を
彼
の
人
と
同
じ
姿
に
さ
せ
て
下
さ
い
。

た
と
へ
彼
の
人
が
私
を
捨
て
L

も
私
は
永
劫
に
彼
の
人
を
捨
て
る
事

が
出
来
ま
せ
ん
。
彼
の
人
が
半
羊
神
に
な
っ
た
ら
、
私
も
半
羊
神
に

な
り
ま
せ
う
。
私
は
飽
く
迄
彼
の
人
の
行
く
所
へ
附
い
て
行
き
ま
せ

う。」「
よ
ろ
し
い
、
そ
ん
な
ら
お
前
も
半
羊
神
に
し
て
や
る
」
此
の
魔

術
師
の
一
言
と
共
に
、
彼
の
女
は
忽
ち
、
醜
い
呪
し
い
半
獣
の
憫
に

化
け
た
の
で
す
。
さ
う
し
て
、
私
を
目
が
け
て
驀
然
と
走
り
寄
っ
た

か
と
思
ふ
と
、
い
き
な
り
自
分
の
頭
の
角
を
、
私
の
角
に
し
つ
か
り

と
絡
み
着
か
せ
、
二
つ
の
首
は
飛
ん
で
も
跳
ね
て
も
離
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

(
2
4
2
)

自
ら
望
ん
で
半
羊
神
へ
と
変
身
し
た
「
私
」
は
、
「
太
陽
の
如
く
晴
れ

や
か
な
、
海
の
如
く
廣
大
な
愉
悦
の
情
」
を
感
じ
る
。
「
私
」
に
と
っ
て

「
半
羊
神
」
へ
の
変
身
は
、
「
人
間
ら
し
い
良
心
の
苦
悶
が
悉
く
消
え
」

る
、
自
己
解
放
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ギ
リ
シ
ア
神
話
の

半
獣
半
人
の
怪
物
へ
の
変
身
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
官
能
の
快
楽
を
解
放

す
る
こ
の
劇
場
空
間
を
媒
介
と
し
て
、
「
世
間
」
的
価
値
観
の
禁
忌
を
破

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
世
間
」
か
ら
す
れ
ば
、
「
悪
」
や
「
堕
落
」

と
い
う
通
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
私
」
と
違
っ
て
、
最
初
「
彼
の
女
」
は
魔
術
師
に
対
し
拒
絶
的
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
「
彼
の
女
」
は
、
「
半
羊
神
」
と
な
り
陶
酔
感
に
ひ
た

る
「
私
」
を
「
ど
う
ぞ
直
ち
に
人
間
に
返
し
て
下
さ
い
」
と
頼
み
込
む
。

し
か
し
「
私
」
を
人
間
に
戻
せ
な
い
と
悟
っ
た
と
き
、
自
分
も
「
私
」
と

同
じ
姿
に
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
い
、
そ
の
通
り
「
半
羊
神
」
と
な
る

こ
と
を
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
「
彼
の
女
」
は
、
自
分
の
頭
の
角

を
「
私
」
の
角
に
絡
み
着
か
せ
、
「
二
つ
の
首
」
は
「
飛
ん
で
も
跳
ね
て

も
離
れ
な
」
い
滑
稽
を
演
じ
て
見
せ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
こ
と
で
か
え
っ
て
「
私
」
は
「
私
の
歓
び
は
、
私
の

以
前
の
編
心
人
に
依
つ
て
妨
害
さ
れ
」
た
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
「
彼
の
女
」

へ
の
「
私
」
の
思
い
は
、
「
以
前
の
編
心
人
」
に
「
妨
害
」
さ
れ
た
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
自
分
を
追
っ
て
変
身
し
、
執
着
し
て
く
る
「
彼
の

女
」
を
邪
魔
も
の
と
し
て
い
る
。
本
論
の
文
脈
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
結

末
部
分
の
滑
稽
な
描
写
に
は
、
「
半
羊
の
神
」
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
自
己

解
放
を
果
た
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
「
私
」
に
執
着
す
る
「
人
間

ら
し
い
良
心
の
苦
悶
」
を
も
っ
て
い
る
「
彼
の
女
」
の
姿
が
、
む
し
ろ
戯

画
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
結
末
部
分
で
、
「
半
羊
神
」
へ
変
身
し
た
「
私
」
と
「
彼

の
女
」
が
離
れ
よ
う
と
し
て
も
離
れ
ら
れ
な
い
一
体
の
存
在
と
な
っ
た
の

は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
二
つ
の
異
な
る
価
値

観
の
せ
め
ぎ
合
い
と
そ
の
融
合
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
「
い
ま
だ
に
人
間
ら
し
い
温
梢
と
品
威
と
を
失
わ
ず
に
居
た
」

と
語
ら
れ
て
い
た
「
彼
の
女
」
が
、
「
私
」
を
慕
っ
て
「
醜
い
呪
し
い
半

獣
の
開
」
に
変
身
し
、
一
方
「
半
羊
神
」
へ
と
変
貌
し
た
「
私
」
は
、
む

し
ろ
「
彼
の
女
」
と
い
う
現
実
に
よ
っ
て
逆
に
開
術
（
幻
想
）
に
ひ
た
る

陶
酔
感
か
ら
ふ
た
た
び
現
実
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
結
末
を
迎
え
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
私
」
と
「
彼
の
女
」
の
物
語
の
結
末
は
、
既
存
の

文
化
的
価
値
観
を
逆
転
さ
せ
る
構
図
に
則
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
も
必
ず

し
も
そ
う
で
も
な
い
、
か
え
っ
て
、
そ
の
逆
転
を
通
し
て
二
つ
の
も
の
が
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こ
こ
で
は
、
大
正
中
期
の
知
識
人
た
ち
の
大
衆
文
化
観
と
谷
崎
潤
一
郎

の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
『
魔
術
師
』
に
お
け
る
小
説
空
間
や

「
私
」
と
「
彼
の
女
」
の
物
語
の
解
釈
を
深
め
て
み
た
い
。
『
魔
術
師
』

は
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
十
二
月
に
執
筆
さ
れ
、
そ
の
翌
年
の
一
月

に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
す
で
に
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
魔
術
師
』

の
冒
頭
部
で
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
「
あ
な
た
」
と
は
、
浅
草
と

い
う
場
所
を
「
不
愉
快
な
汚
稿
な
土
地
」
や
「
俗
悪
な
場
所
」
と
し
て
見

四
、
文
化
空
間
と
し
て
の
浅
草

融
合
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
も
う
―
つ
の
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
『
魔
術
師
』
に
お
け
る
祝
祭

的
性
格
お
よ
び
「
魔
術
師
の
王
国
」
と
い
う
劇
場
空
間
は
、
説
者
と
考
え

れ
る
「
あ
な
た
」
が
「
彼
の
女
」
へ
と
展
開
さ
れ
、
結
局
に
は
「
半
羊
の

神
」
と
な
っ
て
い
く
過
程
と
関
連
づ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
『
魔
術
師
』
の
空
間
は
、
当
時
浅
草
を
中
心
と
す
る
大
衆

文
化
を
「
俗
悪
」
「
類
廃
」
「
堕
落
」
と
見
な
し
て
い
た
読
者
「
あ
な
た
」

と
等
質
の
存
在
で
も
あ
っ
た
「
彼
の
女
」
が
、
「
私
」
と
い
う
他
者
に
よ
っ

て
「
世
間
」
の
通
念
か
ら
抜
け
出
し
て
い
く
過
程
と
対
応
し
て
展
開
さ
れ

る
の
だ
が
、
そ
の
過
程
は
、
『
魔
術
師
』
の
空
間
と
と
も
に
、
こ
の
作
品

で
「
あ
な
た
」
と
し
て
象
徴
さ
れ
る
、
大
衆
文
化
観
へ
の
対
抗
意
識
か
ら

造
り
上
げ
ら
れ
た
虚
構
の
世
界
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
虚
構
の

世
界
こ
そ
、
谷
崎
の
大
衆
文
化
観
に
基
づ
い
て
築
か
れ
た
世
界
で
あ
り
、

当
時
の
谷
崎
に
よ
っ
て
見
直
さ
れ
た
現
実
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
す
傾
向
の
あ
る
人
々
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
か
ら
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
主
に
浅
草
の
大
衆
文
化
に
対
す

る
「
民
衆
芸
術
論
」
に
関
す
る
議
論
で
あ
ろ
う
。
「
民
衆
芸
術
論
」
は
、

一
九
一
六
年
か
ら
一
九
一
七
年
に
か
け
て
『
早
稲
田
文
学
』
や
『
時
事
新

報
』
誌
上
で
論
議
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
論
争
の
発
端
は
本
間
久
雄

の
「
民
衆
芸
術
の
意
義
及
び
価
値
」
(
-
九
一
六
年
・
八
月
）
だ
と
さ
れ

て
い
る
。
「
一
般
平
民
乃
至
労
働
階
級
の
教
化
運
動
の
機
関
乃
至
様
式
と
し

て
の
所
謂
民
衆
芸
術
の
意
義
」
を
論
じ
る
と
す
る
こ
の
論
文
は
、
エ
レ
ン
・

ケ
イ
の
『
更
新
的
修
養
論
』
に
基
い
た
教
化
主
義
的
な
立
場
が
採
用
さ
れ

て
い
る
。
エ
レ
ン
・
ケ
イ
は
、
労
働
階
級
を
「
民
衆
」
と
定
義
し
た
上
で
、

彼
ら
を
「
低
劣
な
、
不
生
産
的
な
快
楽
に
沈
涌
し
て
」
「
個
人
と
し
て
も
、

衆
圃
と
し
て
も
」
「
頗
廃
し
堕
落
し
て
」
「
野
蛮
性
を
帯
び
、
獣
性
を
帯
び

た
「
蟹
人
」
」
だ
と
規
定
し
、
そ
の
よ
う
な
「
民
衆
」
に
対
す
る
教
化
を

(
6
)
 

説
い
た
人
物
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
間
久
雄
の
論
文
は
、
安
成
貞

雄
「
君
は
貴
族
か
平
民
か
ー
本
間
久
雄
に
問
ふ
」
(
-
九
一
六
年
・
八
月
）

を
は
じ
め
、
大
杉
栄
「
新
し
き
世
界
の
為
め
の
新
し
き
芸
術
」
(
-
九
一

七
年
・
十
月
）
な
ど
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
そ
れ

ら
の
批
判
も
「
民
衆
芸
術
」
を
「
堕
落
」
や
「
野
蛮
性
」
か
ら
把
握
す
る

と
い
う
観
点
は
同
様
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
民
衆
芸
術
論
」
を
総
じ
て
検
討
す
る
こ
と
は
紙
面
の
都
合
に
よ

り
差
し
控
え
た
い
の
だ
が
、
本
論
で
注
目
し
た
い
の
は
、
本
間
論
文
で
の

「
民
衆
芸
術
」
に
関
す
る
具
体
的
な
定
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
民
衆
芸
術
と
は
、
「
所
謂
「
高
等
文
藝
」
乃
至
専
門
的
豫
備
知
識
を

持
た
な
け
れ
ば
了
解
さ
れ
な
さ
そ
う
な
高
級
芸
術
と
は
全
然
異
な
っ
た
も

の
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
、
野
外
劇
場
、
活
動
写
真
、
素
人
芝
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(
8
)
 

居
、
年
中
行
事
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
映
画
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
多
く
が
徒
ら
に
卑
俗
で
あ
り
、
徒
ら
に
猥
褻
で

あ
り
、
従
ら
に
挑
発
的
で
あ
つ
て
却
つ
て
こ
れ
に
依
つ
て
現
代
の
労
働
階

級
の
人
々
の
多
く
が
悪
影
響
を
受
け
つ
つ
あ
る
」
と
非
難
し
、
活
動
写
真

は
、
「
労
働
者
を
教
養
」
す
る
た
め
の
教
化
運
動
の
道
具
と
し
て
活
用
す

(
9
)
 

べ
き
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

活
動
写
真
や
見
世
物
と
い
っ
た
大
衆
文
化
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
「
教

化
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
こ

の
時
期
の
民
衆
芸
術
論
者
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
風

潮
は
、
む
し
ろ
社
会
一
般
の
良
識
と
し
て
流
布
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
の
当
時
は
、
活
動
写
真
の
悪
影
響
が
殊
に
指
摘
さ
れ
る
時
代
状

況
の
中
で
、
一
九
一
七
年
に
は
東
京
市
活
動
写
真
興
行
取
締
規
則
が
公
布

さ
れ
、
一
九
一
八
年
に
は
東
京
市
奇
席
興
行
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
『
魔
術
師
』
に
も
登
場
し
て
い
る
浅
草
の
十
二
階
の
私
娼
窟
が
社
会

問
題
と
な
り
、
浅
草
と
い
う
場
所
が
猥
褻
な
土
地
柄
と
し
て
認
識
さ
れ
官

(10
↑
 

憲
に
よ
る
取
り
締
り
が
始
ま
っ
た
の
も
、
一
九
一
六
年
の
こ
と
で
あ
る

こ
う
し
た
時
代
状
況
の
中
で
、
「
民
衆
芸
術
論
」
や
一
九
一
九
年
か
ら
一

九
二

0
年
に
か
け
て
の
「
民
衆
文
化
論
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
だ
。
権
田
保
之
助
が
浅
草
調
査
を
行
う
の
は
、
こ
の
直
後
の

一
九
ニ
―
年
で
あ
る
。

谷
崎
潤
一
郎
が
『
魔
術
師
』
を
発
表
し
た
一
九
一
七
年
は
、
ま
さ
に
以

上
の
よ
う
な
「
民
衆
芸
術
論
」
に
象
徴
さ
れ
る
大
衆
文
化
観
が
知
識
人
に

よ
っ
て
論
議
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
に
あ
た
る
。
こ
う
し
た
浅
草
あ
る
い
は

民
衆
芸
術
に
関
す
る
議
論
に
注
目
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ

う
に
、
『
魔
術
師
』
に
お
い
て
「
世
間
」
的
固
定
観
念
を
代
表
し
て
い
る
登

場
人
物
で
あ
る
「
あ
な
た
」
や
「
彼
の
女
」
の
造
型
に
は
、
こ
の
よ
う
な
大

正
時
代
中
期
の
社
会
的
背
景
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
視
野
に
立
て
ば
、
お
そ
ら
く
谷
崎
は
批
判
的
な
態
度
を

と
っ
た
で
あ
ろ
う
と
予
測
で
き
る
。
こ
の
頃
の
谷
崎
の
大
衆
文
化
に
関
す

る
認
識
は
、
「
活
動
写
真
の
現
在
と
将
来
」
(
-
九
一
七
年
・
九
月
）
や

「
浅
草
公
園
」
(
-
九
一
八
年
・
九
月
）
な
ど
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
窺
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
「
浅
草
公
園
」
に
見
ら
れ
る
以
下
の

文
章
は
、
こ
の
時
代
の
谷
崎
の
浅
草
観
が
き
わ
め
て
端
的
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

僕
が
浅
草
を
好
む
繹
は
、
其
虜
に
全
く
藷
習
を
脱
し
た
、
若
々
し
い
、

新
し
い
娯
築
機
闊
が
、
雑
然
と
し
て
、
ウ
ヨ
／
＼
と
無
茶
苦
茶
に
殷

生
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
亜
米
利
加
合
衆
國
が
世
界
の
諸
種
の
文

明
の
メ
ル
チ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
で
あ
る
や
う
な
氣
が
す
る
。
今
日
藷
派

や
新
派
の
一
流
の
俳
優
達
が
、
浅
草
と
い
ふ
所
を
卑
し
め
て
、
自
ら

高
し
と
し
て
居
る
の
は
、
僕
に
云
は
せ
る
と
、
チ
ャ
ン
チ
ャ
ラ
可
笑

し
い
次
第
で
あ
る
。
曾
て
久
米
正
雄
君
が
、
今
日
の
劇
場
の
見
物
の

内
で
は
、
浅
草
の
お
客
が
一
番
頭
が
進
歩
し
て
居
る
と
云
っ
た
が
、

僕
は
此
れ
に
は
同
感
で
あ
る
。
曾
て
近
代
劇
協
會
で
や
っ
た
「
フ
ァ

ウ
ス
ト
」
や
「
マ
ク
ベ
ス
」
や
「
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
」
や
、
或
は
又

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
「
ブ
リ
ュ
ー
・
バ
ア
ド
」
の
や
う
な
も
の
を
、

之
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
浅
草
で
や
っ
た
方
が
い
い
と
思
ふ
。
そ
れ
で
立

(11) 

派
に
見
物
が
来
る
位
、
浅
草
の
お
客
は
進
歩
し
て
居
る
と
思
ふ
。

「
メ
ル
チ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
」
と
い
う
言
葉
で
た
と
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
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に
、
大
衆
娯
楽
地
と
し
て
の
当
時
の
浅
草
を
谷
崎
が
好
ん
だ
理
由
は
、
新

奇
な
文
化
・
風
俗
の
様
態
が
「
雑
然
と
し
て
、
ウ
ヨ
／
＼
｀
と
無
茶
苦
茶
に

殷
生
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
」
。
「
菖
派
や
新
派
の
一
流
の
俳
優
達
が
、
浅

草
と
い
ふ
所
を
卑
し
め
て
、
自
ら
高
し
と
し
て
居
る
」
と
い
っ
た
価
値
判

断
が
皮
肉
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
自
ら
高
し
」
と
す
る
旧
来
の
高
級
文
化

観
を
退
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
谷
崎
は
、
必
ず
し
も
浅
草
の
大
衆

文
化
が
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

彼
が
好
む
浅
草
が
、
「
雑
然
と
し
て
、
ウ
ョ
／
＼
と
無
茶
苦
茶
に
殷
生
し

て
居
る
」
「
メ
ル
チ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
」
で
あ
る
と
い
う
浅
草
の
文
化
的
な
状

態
で
あ
っ
て
、
引
用
か
ら
も
説
み
と
れ
る
よ
う
に
、
高
級
文
化
と
大
衆
文

化
を
一
般
的
に
区
別
し
て
論
じ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
る
節
か
ら
も
分
か
る
。

こ
う
し
た
谷
崎
の
見
解
か
ら
す
る
と
、
「
浅
草
公
園
」
の
別
の
箇
所
で
は

(12) 

「
偉
大
な
る
藝
術
は
通
俗
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
谷
崎

は
そ
の
よ
う
な
区
別
が
意
味
を
持
た
な
い
、
多
様
な
文
化
が
入
り
交
じ
る

浅
草
の
文
化
混
合
的
な
状
態
を
文
化
の
本
質
と
み
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
谷
崎
の
独
異
な
同
時
代
文
化
観
に
、
『
腐
術
師
』
の
小
説

空
間
が
実
際
の
浅
草
で
は
な
く
、
比
喩
と
し
て
明
示
さ
れ
た
理
由
が
あ
っ

た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
浅
草
が
大
衆

文
化
の
比
喩
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
『
麿
術

師
』
の
舞
台
空
間
が
生
み
出
す
戯
画
化
さ
れ
た
情
景
と
は
、
た
ん
に
浅
草

だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
「
類
廃
」
と
み
な
さ
れ
る
「
民
衆
文
化
」
の
場

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
当
時
の
多
く
の
場
所
を
も
表
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
み
れ
ば
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『
魔
術
師
』

は
、
た
ん
な
る
お
伽
噺
、
た
だ
の
幻
想
奇
談
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
ろ
う
。

こ
の
作
品
は
、
そ
の
当
時
良
識
と
さ
れ
て
い
た
知
識
人
に
よ
る
大
衆
文
化

論
と
の
相
関
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
当
時
の
社

会
状
況
を
見
事
に
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
『
魔
術
師
』
で
は
、
地

名
と
し
て
の
「
浅
草
」
が
比
喩
と
し
て
語
ら
れ
る
「
浅
草
に
似
て
い
る
」

「
何
処
の
国
の
何
と
い
ふ
町
」
の
物
語
と
し
て
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ

の
時
代
の
「
浅
草
」
に
対
す
る
世
間
的
イ
メ
ー
ジ
を
再
解
釈
さ
せ
る
役
割

を
果
た
し
て
い
た
の
だ
。
そ
こ
で
、
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
（
「
彼
の
女
」
）

と
い
う
設
定
は
物
語
の
展
開
の
中
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
「
私
」
は
、

読
者
の
ま
な
ざ
し
を
媒
介
す
る
「
あ
な
た
」
と
は
、
「
浅
草
」
と
い
う
地

名
で
代
行
さ
れ
る
大
衆
文
化
に
対
す
る
価
値
観
が
異
な
る
存
在
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
部
の
「
あ
な
た
」
は
当
時
浅
草
を
中
心
と
す
る
大

衆
文
化
を
「
俗
悪
」
「
類
廃
」
「
堕
落
」
と
見
な
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

「
私
」
は
そ
の
よ
う
な
浅
草
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
美
し
さ
」
に
転
倒
す
る
存

在
と
し
て
、
「
あ
な
た
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
価
値
観
を
持
っ
て
い
た
。

そ
し
て
「
彼
の
女
」
は
、
「
あ
な
た
」
と
し
て
象
徴
さ
れ
る
通
念
か
ら
抜

け
出
す
存
在
と
し
て
、
ま
た
は
最
後
「
私
」
と
融
合
す
る
存
在
と
し
て
、

両
方
の
価
値
観
を
結
び
つ
け
て
い
る
存
在
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
魔
術
師
』
で
の
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
（
「
彼
の
女
」
）

の
関
係
を
考
え
て
み
た
場
合
、
「
世
間
」
や
「
あ
な
た
」
の
価
値
観
は
、

当
時
の
社
会
に
漫
然
し
て
い
た
「
民
衆
文
化
」
に
関
す
る
類
廃
論
、
そ
し

て
そ
こ
か
ら
転
じ
る
「
教
化
」
論
を
主
張
し
て
い
た
民
衆
芸
術
論
や
浅
草

む
す
び
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に
対
す
る
知
識
人
た
ち
の
見
方
を
踏
ま
え
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
「
私
」
は
そ
の
知
識
人
た
ち
の
文
化
観
と
は
対
比
さ
れ
る
美
の

価
値
観
を
持
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
考
え
れ
ば
谷
崎
自
身
で
も
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
に
基
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
と
、
『
魔
術
師
』
に
お
け
る
祝
祭

的
性
格
お
よ
び
「
魔
術
師
の
王
国
」
と
い
う
劇
場
空
間
、
そ
し
て
結
末
部

の
「
私
」
と
「
彼
の
女
」
の
物
語
は
、
浅
草
を
中
心
と
す
る
当
時
の
大
衆

文
化
観
へ
の
対
抗
意
識
か
ら
造
り
上
げ
ら
れ
た
虚
構
の
世
界
だ
と
い
え
よ

う
。
谷
崎
は
、
類
廃
的
な
場
所
、
あ
る
い
は
悪
場
所
と
見
な
さ
れ
て
い
た

大
正
中
期
の
浅
草
を
祝
祭
化
さ
れ
た
劇
場
空
間
と
し
て
『
魔
術
師
』
で
再

構
築
し
て
み
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
魔
術
師
』
で
は
、
浅
草

の
文
化
混
合
状
態
を
「
俗
悪
」
「
類
廃
」
「
堕
落
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、

「
メ
ル
チ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
」
と
し
て
見
な
し
て
い
る
谷
崎
の
独
異
な
文
化

観
が
窺
え
る
。

注谷
崎
潤
一
郎
作
品
に
つ
い
て
の
引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
四
巻
（
中
央
公
論

社
、
一
九
八
一
年
）
を
底
本
と
し
、
本
文
引
用
に
は
そ
の
頁
数
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

(
l
)
坂
原
信
夫
氏
は
、
「
自
己
劇
化
の
試
み
(
-
)
」
（
『
谷
崎
潤
一
郎
1

宿
命
の
エ
ロ

ス
』
所
収
、
冬
樹
社
、
一
九
五

0
年
）
に
お
い
て
「
い
ず
れ
と
も
知
れ
ぬ
地
球
の

片
隅
の
市
街
の
夜
の
巷
の
出
来
事
と
し
、
ポ
ー
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
流
の
怪
異
退
廃

の
特
色
を
も
っ
て
、
耽
美
主
義
の
夢
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
の

舞
台
空
間
を
「
耽
美
」
の
幻
想
世
界
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
橋
本
芳
一

郎
氏
は
、
「
谷
崎
文
学
の
展
開
」
（
『
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
』
所
収
、
桜
楓
社
、
一

九
六
七
年
）
に
お
い
て
『
人
魚
の
晩
き
』
（
大
正
六
年
・
一
月
）
や
『
魔
術
師
」

（
大
正
六
年
・
一
月
）
と
い
っ
た
、
磨
き
込
ん
だ
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
的
小
品
が
、
「
A
官

能
＞
の
凝
縮
で
は
な
く
、
起
伏
に
富
ん
だ
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
発
想
の
な
か
に
そ
れ
を

解
放
す
る
」
必
要
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
を
＾
官
能
＞
が
解
放
さ
れ
た
世
界
と

し
て
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
新
保
邦
寛
氏
は
、
「
「
魔
術
師
」
ー
も
う
―
つ
の
「
少

年
」
」
（
『
稿
本
近
代
文
学
』
第
十
八
集
、
一
九
九
三
年
十
一
月
）
に
お
い
て
『
魔

術
師
』
の
舞
台
空
間
を
『
人
魚
の
嘆
き
』
に
お
け
る
支
那
の
「
南
京
」
の
幻
想

性
・
異
界
性
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
て
お
り
、
川
本
三
郎
氏
は
、
「
「
紙
上
建
築
」

の
世
界
」
（
『
大
正
幻
想
』
、
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
七
年
）
に
お
い
て
「
は
じ
め

か
ら
現
実
を
遮
断
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
毒
々
し
い
幻
想
奇
謂
」
と
し
て

言
及
し
て
い
る
。

(2)

一
柳
廣
孝
「
身
体
変
容
の
欲
望
ー
谷
崎
「
魔
術
師
」
」
（
『
国
文
学
』
四
三
巻
六
号
、

一
九
九
八
年
五
月
）
。
氏
は
、
『
魔
術
師
」
の
公
園
の
構
造
を
「
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の

建
築
様
式
に
基
づ
く
迷
宮
シ
ス
テ
ム
」
と
把
握
し
、
そ
こ
を
た
ど
る
読
者
の
目
差

し
が
、
「
「
浅
草
」
が
内
包
し
て
い
た
明
／
暗
の
両
極
の
一
方
、
「
暗
闇
」
に
注
が

れ
て
い
き
、
や
が
て
自
ら
の
無
意
識
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
、
欲
望
へ
の
迷
路
を
下

降
す
る
旅
へ
と
誘
わ
れ
て
い
く
」
と
述
べ
、
浅
草
を
世
俗
の
欲
望
の
凝
縮
さ
れ
た

「
暗
闇
」
の
世
界
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

(3)
長
島
裕
子
「
都
市
を
描
く
と
い
う
こ
と
」
（
『
国
文
学
』
四
三
巻
六
号
、
一
九
九
八

年
五
月
）
。
こ
の
論
文
は
、
大
正
九
年
七
月
「
中
央
公
論
」
の
「
夏
季
特
別
号
」

で
「
社
会
奉
仕
の
鼓
吹
と
民
衆
文
化
の
提
唱
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
た
の
は
、
年

初
か
ら
連
載
さ
れ
て
い
た
「
鮫
人
」
の
影
響
で
あ
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
「
鮫

人
」
中
絶
の
問
題
を
民
衆
文
化
と
の
関
わ
り
か
ら
論
じ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
氏

は
、
「
魔
術
師
』
に
描
か
れ
た
公
園
に
つ
い
て
、
「
『
魔
術
師
』
に
描
か
れ
た
公
園

で
の
出
来
事
は
、
浅
草
に
求
め
ら
れ
て
い
る
、
純
粋
化
さ
れ
た
愉
悦
の
世
界
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
4
)
中
村
孤
月
「
谷
崎
潤
一
郎
論
」
（
「
文
章
世
界
」
一
九
一
五
年
七
月
）

(5)
本
間
久
雄
「
民
衆
芸
術
の
意
義
及
び
価
値
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
、
一
九
一
六
年
八

月）

(6)
前
掲
注

(5)
引
用

(7)
安
成
貞
雄
「
君
は
貴
族
か
平
民
か
ー
本
間
久
雄
に
問
ふ
」
（
『
読
売
新
聞
」
一
九
一

六
年
八
月
一
九
日
）

(8)
前
掲
注

(5)
引
用

(9)
前
掲
注

(5)
引
用

(10)
浅
草
の
私
娼
窟
は
、
明
治
―
二
十
四
年
頃
か
ら
、
表
向
き
は
新
聞
総
覧
所
や
銘
酒
屋
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（
チ
ャ
ン
ヨ
ン
ス
ン

一
九
一
八
年
九
月
）

と
し
て
、
後
に
は
造
花
屋
、
絵
草
紙
屋
等
と
し
て
の
形
態
を
と
っ
て
急
増
す
る
。

四
十
年
を
過
ぎ
る
と
数
百
店
に
お
よ
び
、
大
正
六
、
七
年
頃
の
最
盛
期
に
は
「
吉

原
」
を
も
圧
倒
す
る
よ
う
に
な
る
。

(11)
谷
崎
潤
一
郎
「
浅
草
公
園
」
（
『
中
央
公
論
』
、

(12)
前
掲
注

(11)
引
用筑

波
大
学
大
学
院
博
士
課
程

文
芸
・
言
語
研
究
科

文
学
）
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