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本
稿
で
取
り
扱
う
「
高
原
」
は
、
国
際
的
な
避
暑
地
軽
井
沢
を
舞

台
と
し
た
川
端
の
連
作
群
一
で
あ
る
。
日
本
近
代
文
学
に
お
い
て
は
、

し
ば
し
ば
文
化
の
理
想
郷
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
軽
井
沢
で

あ
る
が
、
川
端
が
描
い
た
の
は
日
中
戦
争
が
影
を
落
と
す
戦
時
下
の

軽
井
沢
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
特
徴
的
な
舞
台
設
定
と
は
裏
腹
に
、「
高
原
」
は

こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
で
も

あ
る
。
本
稿
で
は
、
同
時
代
の
文
脈
を
参
照
し
つ
つ
「
高
原
」
の
テ

ク
ス
ト
に
内
包
さ
れ
た
諸
問
題
の
発
見
を
試
み
る
。
ま
た
、
同
時
代

状
況
が
作
品
に
与
え
た
影
響
、
お
よ
び
そ
れ
が
左
右
し
た
作
品
の
行

方
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
軽
井
沢
文
学
と
は
一
風
変
わ
っ
た

雰
囲
気
を
持
つ
「
高
原
」
の
特
徴
を
描
出
し
た
い
。

一
　

避
暑
地
と
し
て
の
軽
井
沢
の
始
ま
り
は
、
明
治
一
九
年
に
遡
る
。

こ
の
年
、
カ
ナ
ダ
生
ま
れ
の
宣
教
師
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ク
ロ
フ
ト
・

シ
ョ
ー
が
軽
井
沢
を
訪
れ
る
と
、
そ
れ
を
嚆
矢
と
し
て
次
々
に
宣
教

師
た
ち
の
別
荘
が
建
て
ら
れ
た
。
以
降
、
軽
井
沢
は
国
際
的
な
避
暑

地
と
し
て
発
展
し
、
多
く
の
政
治
家
や
駐
日
大
使
な
ど
が
夏
を
過
ご

す
聖
地
と
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
が
近
代
軽
井
沢
の
黎
明
期
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
大
正
二
年
に
は
「
軽
井
沢
避
暑
団
」
が
発
足
し
、
軽
井

沢
の
自
治
に
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
避
暑
団
は
英
米

の
宣
教
師
が
中
心
の
団
体
で
あ
る
た
め
、
特
に
風
俗
面
で
の
規
制
を

設
け
、
清
浄
な
軽
井
沢
を
守
る
こ
と
に
尽
力
。
こ
う
し
た
清
浄
性
の

上
に
、
軽
井
沢
の
イ
メ
ー
ジ
は
立
ち
上
が
っ
た
。

　

小
松
史
生
子
二
に
よ
れ
ば
、
軽
井
沢
は
「
リ
ゾ
ー
ト
地
開
発
の
一

大

橋

諒

也

川
端
康
成
研
究

︱
︱
同
時
代
に
お
け
る
「
高
原
」
の
様
相
・
軽
井
沢
の
時
空
よ
り
︱
︱
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方
で
、
学
問
の
地
と
し
て
も
拓
か
れ
る
」
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
「
室
生
犀
星
、
堀
辰
雄
、
立
原
道
造
、
川
端
康
成
、
正
宗
白
鳥
と

い
っ
た
作
家
達
に
愛
さ
れ
」、「
彼
ら
の
文
学
が
し
ば
し
ば
軽
井
沢
を

舞
台
に
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
い
っ
そ
う
軽
井
沢
に
文
化
の
理
想
郷

を
夢
想
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
回
路
が
、
一
九
二
○
～
三
〇
年
代
に
か
け

て
固
定
し
普
及
す
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
作
家
で
言
え
ば
、
堀
辰
雄
な
ど
が
虚
構

の
軽
井
沢
を
描
い
た
代
表
例
で
あ
ろ
う
。
昭
和
一
一
年
か
ら
書
き
出

さ
れ
、
一
三
年
に
単
行
本
が
発
売
さ
れ
た
堀
の
『
風
立
ち
ぬ
』
は
、

軽
井
沢
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
過
ご
す
恋
人
た
ち
の
小
説
で
あ
る
。
そ

れ
は
ま
さ
し
く
清
浄
な
避
暑
地
の
物
語
で
あ
り
、「
文
化
の
理
想
郷
」

と
い
っ
た
よ
う
な
軽
井
沢
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
堀
の
描
い
た
軽
井
沢
に
つ
い
て
、
柴
田
翔
は
以
下
の
よ

う
に
指
摘
す
る
。

　

堀
辰
雄
の
軽
井
沢
な
り
富
士
見
、
追
分
の
魅
力
は
、
そ
れ
が

現
実
の
軽
井
沢
そ
の
他
の
土
地
を
舞
台
に
し
て
い
な
が
ら
、
し

か
し
同
時
に
、
確
固
と
し
た
虚
構
の
世
界
と
な
っ
て
い
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
三
〔
傍
線
部
は
引
用
者
。
以
下
同
じ
〕

　

つ
ま
り
文
学
者
の
描
く
軽
井
沢
と
は
、
必
ず
し
も
現
実
の
軽
井
沢

を
精
巧
に
再
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
虚
構
性
の
強
い
も
の

で
あ
っ
た
。
清
浄
な
避
暑
地
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
後
ろ
盾
と
し
な
が

ら
書
か
れ
た
こ
れ
ら
の
文
学
は
、
同
時
代
の
評
言
で
は
「
軽
井
沢
も

の
」「
軽
井
沢
文
学
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
川
端
が
「
高
原
」
に
描
き
出
し
た

戦
時
下
の
軽
井
沢
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

　

昭
和
一
二
年
に
日
中
戦
争
が
勃
発
す
る
と
軽
井
沢
か
ら
宣
教
師
の

引
き
揚
げ
が
始
ま
り
、避
暑
地
に
も
戦
争
状
況
が
前
景
化
し
て
く
る
。

翌
一
三
年
に
は
日
独
防
共
協
定
の
影
響
に
よ
り
ヒ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ

ン
ト
が
来
軽
。
こ
れ
は
同
年
八
月
二
四
日
付
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』

に
お
い
て
「
軽
井
沢
ナ
チ
ス
一
色
」
と
い
う
見
出
し
で
報
じ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
連
合
国
と
の
緊
張
が
高
ま
る
昭
和
一
六
年
に
は
英
米

人
の
別
荘
は
没
収
さ
れ
、
撤
退
す
る
英
米
宣
教
師
た
ち
に
代
わ
っ
て

ド
イ
ツ
人
が
増
加
。
軽
井
沢
は
、
英
米
蘭
領
を
抜
け
出
し
た
枢
軸
国

側
の
避
難
所
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

川
端
は
こ
う
し
た
軽
井
沢
の
現
実
を
題
材
と
し
て
「
高
原
」
連
作

の
執
筆
を
開
始
。
テ
ク
ス
ト
に
は
昭
和
一
二
年
の
支
那
事
変
、
と
り

わ
け
第
二
次
上
海
事
変
な
ど
の
話
題
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
三

年
に
亘
る
執
筆
期
間
を
設
け
な
が
ら
作
中
の
時
間
は
一
二
年
の
夏
か

ら
進
ま
な
い
。
川
端
自
身
、「
こ
の
作
品
の
「
時
」
は
一
夏
に
限
つ

た
つ
も
り
で
あ
る
」
と
語
っ
て
お
り
四
、
昭
和
一
三
年
以
降
の
軽
井

沢
は
描
か
れ
な
い
の
だ
。
こ
の
「
高
原
」
が
当
時
ど
の
よ
う
な
反
応

を
受
け
た
か
に
つ
い
て
、
松
本
和
也
の
先
行
研
究
が
あ
る
。

　

確
か
に
量
的
に
は
、
第
一
作
「
高
原
」
に
多
く
日
中
戦
争
の
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モ
チ
ー
フ
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後
の
四
作

品
に
お
い
て
も
、
第
一
作
の
舞
台
は
引
き
継
が
れ
て
お
り
、（
中

略
）
通
奏
低
音
よ
ろ
し
く
日
中
戦
争
の
モ
チ
ー
フ
は
書
き
つ
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
小
説
表
現
に
即
し
て
考
え
る
限
り

日
中
戦
争
（
事
変
）
と
い
う
論
点
は
、「
高
原
」
連
作
す
べ
て

の
同
時
代
受
容
に
お
い
て
、
捨
象
さ
れ
ず
に
読
み
と
ら
れ
て
も

0

0

0

0

0

0

0

よ
か
っ
た

0

0

0

0

の
だ
。
五

　

右
の
論
に
よ
れ
ば
、「
高
原
」
連
作
す
べ
て
に
日
中
戦
争
の
モ
チ
ー

フ
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
徐
々
に
時
局
的
な
視
点

が
排
除
さ
れ
、
軽
井
沢
の
美
や
川
端
自
身
の
執
筆
技
量
に
着
目
し
た

同
時
代
評
が
増
加
し
て
い
く
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
「
時
」

が
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

森
山
啓
が
「
本
年
度
の
小
説
」（『
文
芸
』
昭
和
一
二
年
一
二
月
）

に
お
い
て
「
芹
澤
光
治
マ
マ
氏
の
「
こ
の
秋
の
記
録
」
を
は
じ
め
、（
中

略
）
川
端
康
成
氏
の
軽
井
沢
も
の
「
風
土
記
」
ま
で
際
物
に
反
す
る

性
質
を
も
つ
に
拘
は
ら
ず
、
現
代
の
国
内
生
活
の
様
相
描
写
の
一
端

に
お
い
て
戦
時
に
触
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
高
原
」

は
そ
も
そ
も
時
局
性
の
強
い
作
品
と
し
て
書
き
出
さ
れ
な
が
ら
、
作

中
の
「
時
」
が
進
ま
な
か
っ
た
が
た
め
に
時
局
性
を
失
っ
た
テ
ク
ス

ト
で
も
あ
る
の
だ
。

　

結
局
、
川
端
は
ヒ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
来
訪
に
代
表
さ
れ
る
昭

和
一
三
年
以
降
の
軽
井
沢
を
描
こ
う
と
は
せ
ず
、
昭
和
一
四
年
一
二

月
の
執
筆
分
「
樅
の
家
」
を
最
後
に
「
高
原
」
の
筆
を
止
め
た
。

　

こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
し
た
い
の
が
、
昭
和
一
〇
年
代
の
川
端
を

語
る
上
で
外
せ
な
い
作
品
「
雪
国
」
で
あ
る
。
昭
和
一
〇
年
か
ら

一
二
年
に
か
け
て
書
き
継
が
れ
た
「
島
村
も
の
」
と
さ
れ
る
連
作
は
、

昭
和
一
二
年
に
「
雪
国
」
と
し
て
単
行
本
化
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
い

わ
ゆ
る
戦
前
版
の
「
雪
国
」
だ
。

　

こ
の
発
表
後
、「
雪
国
」
は
戦
時
下
で
も
読
ま
れ
続
け
、
名
作
と

し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和
二
二
年
ま
で
に
加
筆
さ
れ
た

も
の
を
含
む
戦
後
版
「
雪
国
」
の
あ
と
が
き
六
を
見
る
と
、
川
端
自

身
も
「
雪
国
」
の
人
気
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

私
の
作
品
の
う
ち
で
こ
の
「
雪
国
」
は
多
く
の
愛
読
者
を
持

つ
た
方
だ
が
、
日
本
の
国
の
外
で
日
本
人
に
読
ま
れ
た
時
に
懐

郷
の
情
を
一
入
そ
そ
る
ら
し
い
と
い
ふ
こ
と
を
戦
争
中
に
知
つ

た
。
こ
れ
は
私
の
自
覚
を
深
め
た
。

　　

ま
た
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
川
端
の
随
筆
「
哀
愁
」

（『
社
会
』
昭
和
二
二
年
一
〇
月
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
も
見

受
け
ら
れ
る
。

　

そ
の
こ
ろ
私
は
異
境
に
あ
る
軍
人
か
ら
逆
に
慰
問
の
手
紙
を

受
け
取
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
つ
た
。（
中
略
）
そ
の
人
達
は

偶
然
私
の
作
品
を
読
み
、
郷
愁
に
と
ら
へ
ら
れ
、
私
に
感
謝
と
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好
意
と
を
伝
へ
て
き
た
も
の
で
あ
つ
た
。
私
の
作
品
は
日
本
を

思
は
せ
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。

　

共
通
す
る
の
は
、「
雪
国
」
を
含
む
川
端
の
作
品
が
日
本
を
想
起

さ
せ
る
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
点
だ
。
李
明
喜
七
の
指
摘
に
も

あ
る
が
、「
雪
国
」
は
温
泉
場
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
「
故

国
日
本
を
思
い
出
さ
せ
る
装
置
と
し
て
機
能
し
」
た
と
さ
れ
る
。
川

端
が
日
本
の
美
を
描
写
し
た
作
家
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
や
す
い
の

は
、
こ
う
し
た
作
品
の
効
果
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。

　

森
山
啓
は
「
本
年
度
の
小
説
」（『
文
芸
』
昭
和
一
二
年
一
二
月
）

の
中
で
、「
雪
国
」
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　

川
端
康
成
氏
の
「
雪
国
」、
尾
崎
士
郎
氏
の
「
人
生
劇
場
」、

石
川
淳
氏
の
「
普
賢
」、（
中
略
）
等
、
賞
を
受
け
た
作
品
は
い

づ
れ
も
政
治
的
な
も
の
は
回
避
し
た
文
学
で
あ
つ
た
。

　

こ
こ
か
ら
は
、「
雪
国
」
が
非
政
治
的
、
非
時
局
的
な
作
品
と
し

て
読
ま
れ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。「
故
国
日
本
を
思
い
出
さ
せ
る

装
置
と
し
て
機
能
」
す
る
た
め
に
は
、
現
実
の
戦
時
下
日
本
と
は
切

り
離
さ
れ
た
幻
想
の
純
日
本
的
空
間
で
進
行
す
る
物
語
が
必
要
と
さ

れ
た
の
だ
。

　

さ
て
、
一
方
で
「
高
原
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
高
原
」
連
作

の
発
表
時
期
は
昭
和
一
二
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
で
あ
り
、「
雪

国
」
連
作
の
書
か
れ
た
時
期
と
隣
接
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
特
定
の

ト
ポ
ス
に
着
目
し
た
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
両
者
の
評
価
は
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
差
異
を
生
み
出
し
た
要
因
に
は
、
時
局
と
い

う
も
の
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

　

そ
も
そ
も
、白
系
ロ
シ
ア
人
が
登
場
す
る
「
雪
国
」
が
本
当
に
「
政

治
的
な
も
の
は
回
避
し
た
文
学
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
怪
し
い
。
も

し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
島
村
に
「
あ
ん
た
ど
こ
か
ら
来
ま
し
た
」

と
問
わ
れ
て
答
え
に
迷
う
ロ
シ
ア
女
の
物
売
り
は
、
作
中
か
ら
排
除

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
雪
国
」
の
本
質
で
は
な
く
、

「
雪
国
」
が
同
時
代
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
や
外
地

へ
の
出
征
と
い
う
社
会
情
勢
を
背
景
と
し
て
評
価
さ
れ
た
と
い
う
状

況
だ
。
純
日
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
ト
ポ
ス
（
＝
越
後
湯

沢
）
を
舞
台
と
し
た
「
雪
国
」
は
、
戦
時
下
の
日
本
人
が
帯
び
て
い

た
愛
国
精
神
に
適
合
し
う
る
作
品
で
あ
っ
た
。
同
時
代
の
読
者
が
希

求
す
る
純
日
本
イ
メ
ー
ジ
に
適
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、「
高
原
」
の
舞
台
で
あ
る
軽
井
沢
は
異
国

風
な
雰
囲
気
の
色
濃
い
土
地
と
な
っ
て
い
る
。
近
代
に
入
っ
て
か
ら

外
国
人
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
避
暑
地
で
あ
り
、
作
中
で
も
「
四
十
ヵ

国
程
の
人
種
が
雑
居
」
す
る
と
語
ら
れ
る
軽
井
沢
は
、
時
代
の
求
め

る
純
日
本
的
な
ト
ポ
ス
で
は
な
か
っ
た
。

　

政
治
色
が
よ
り
強
く
な
る
昭
和
一
三
年
以
降
の
軽
井
沢
を
川
端
が

描
け
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、「
高
原
」
が
純
日
本
的
な
も
の
を
求
め
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る
読
者
の
欲
望
、
あ
る
い
は
時
代
の
要
請
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
た

こ
と
が
原
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は

今
日
に
お
け
る
「
高
原
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
埋
没
性
と
も
深
く
関

わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
　

こ
こ
ま
で
、
テ
ク
ス
ト
を
取
り
巻
く
昭
和
一
〇
年
代
の
大
ま
か
な

時
代
状
況
を
見
て
き
た
が
、「
高
原
」
や
「
雪
国
」
に
描
か
れ
る
ト

ポ
ス
に
は
あ
る
共
通
点
が
潜
む
。
そ
れ
は
、
軽
井
沢
に
せ
よ
越
後
湯

沢
に
せ
よ
、
東
京
に
代
表
さ
れ
る
近
代
都
市
と
は
対
照
的
な
土
地
で

あ
る
と
い
う
点
だ
。
つ
ま
り
は
「
地
方
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
代

文
脈
に
お
い
て
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

昭
和
一
〇
年
代
、
戦
時
下
日
本
で
は
「
地
方
」
お
よ
び
「
故
郷
」

と
い
う
も
の
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
。
日
本
の
大
陸
進
出
に
伴

い
、
文
壇
で
「
故
郷
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、昭
和
一
一
年
に
は
「
新
風
土
記
叢
書
」

と
い
っ
た
シ
リ
ー
ズ
本
が
発
売
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
作
家
た
ち

に
自
分
の
故
郷
に
つ
い
て
紹
介
し
て
も
ら
う
企
画
八
で
あ
っ
た
。
そ

の
前
年
で
あ
る
昭
和
一
〇
年
に
は
、
風
土
の
観
点
か
ら
民
族
性
や
文

化
を
考
察
し
た
和
辻
哲
郎
『
風
土
』
も
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
大
陸
へ

の
移
民
や
出
征
が
叫
ば
れ
る
当
時
に
お
い
て
、日
本
と
い
う
「
故
郷
」

へ
の
眼
差
し
が
強
く
な
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ら
の
出
版
状
況
か
ら
も
見

え
て
く
る
。
そ
れ
は
戦
争
へ
向
か
う
国
家
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て

の
「
故
郷
」
で
あ
り
、
帝
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
浸
透
さ
せ
て
い

く
役
目
も
担
っ
て
い
た
。
軽
井
沢
や
越
後
湯
沢
を
含
む
「
地
方
」
と

い
う
概
念
は
、「
故
郷
」
に
内
包
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
「
地
方
」
へ
の
着
目
は
、
文
壇
に
限
っ
た
話
で
は
な

い
。
当
時
、
大
衆
の
間
で
は
交
通
網
の
発
達
に
よ
る
ツ
ー
リ
ズ
ム
の

流
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
大
原
祐
治
が
指
摘
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
、「
時
刻
表
」や「
地
図
」の
み
な
ら
ず
、

観
光
を
奨
励
す
る
べ
く
鉄
道
省
が
刊
行
す
る
書
物
︱
︱
ほ
ぼ
毎

年
改
訂
さ
れ
る
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
や
一
九
二
九
年
か
ら
三
六

年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
案
内
記
』
全
八
巻
な
ど
︱
︱

が
、
そ
う
し
た
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
増
幅
さ
せ
て
も
い
た
。
九

　

知
識
人
た
ち
の
「
故
郷
」
熱
が
盛
り
上
が
る
一
方
で
、
大
衆
間
に

も
こ
う
し
た
ブ
ー
ム
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
無
論
、
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
隆
盛
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
志
向
は
全
て
が
同
質
の
問
題
で

は
な
い
の
だ
が
、
昭
和
一
〇
年
代
前
後
に
あ
っ
て
「
地
方
」
へ
意
識

を
向
け
る
機
会
が
増
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
川
端
は
信
濃
に
つ
い
て
の
作
品
群
を
書
き

始
め
る
。「
高
原
」
も
信
濃
作
品
群
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
も
の
だ
が
、
信
濃
の
伝
承
や
郷
土
を
描
い
た
「
牧
歌
」
な
ど
と
は
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違
い
、「
高
原
」
の
舞
台
と
な
る
軽
井
沢
は
日
本
古
来
の
歴
史
が
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
土
地
で
は
な
い
。
昭
和
一
〇
年
代
初
期
に
お
け
る
川

端
の
執
筆
活
動
は
「
地
方
」
と
い
う
文
脈
で
そ
の
一
側
面
を
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
信
濃
と
い
う
「
地
方
」
の
中
で
も
異
国
人
雑
居

の
軽
井
沢
︱
︱
近
代
日
本
人
の
「
故
郷
」
に
な
り
え
な
い
土
地
（
そ

し
て
人
工
的
に
象
ら
れ
た
自
然
）
︱
︱
を
連
作
で
描
い
た
こ
と
は
、

注
目
に
値
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
一
〇

　

川
端
は
「
高
原
」
の
執
筆
に
当
た
り
、虚
構
の
軽
井
沢
で
は
な
く
、

現
実
に
即
し
た
時
局
的
な
軽
井
沢
を
選
択
し
た
。
し
か
し
、
川
端
は

刻
一
刻
と
移
り
変
わ
る
戦
時
下
の
軽
井
沢
を
描
き
切
れ
ず
、
同
時
に

「
故
郷
」
た
り
え
な
い
舞
台
設
定
は
時
代
の
求
め
る
作
風
か
ら
逸
脱

し
、「
高
原
」
は
途
絶
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
日
本

古
来
の
自
然
が
残
る
ト
ポ
ス
を
描
く
こ
と
で
「
故
郷
」
を
思
わ
せ
る

作
品
と
し
て
成
立
し
た
「
雪
国
」
と
の
最
大
の
相
違
点
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、「
高
原
」
は
決
し
て
「
故
郷
」
と
い
う
問
題
を
無
視
し

た
作
品
で
は
な
い
。
作
中
、
主
人
公
の
須
田
は
「
世
界
中
が
混
血
児

ば
か
り
に
な
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
」
と
語
る
が
、
世
界
中
に
混
血
児

が
溢
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
民
族
の
「
故
郷
」
が
拡
散
す
る
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
「
高
原
」
と
は
、
誰
の
「
故
郷
」

で
も
な
い
軽
井
沢
を
描
く
一
方
で
、
一
つ
の
土
地
や
イ
メ
ー
ジ
に
統

合
さ
れ
な
い
「
故
郷
」
を
考
え
た
テ
ク
ス
ト
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
数
年
後
、
川
端
が
「
五
族
協
和
」
を
掲
げ
た
満
州
国
に

大
き
な
関
心
を
寄
せ
る
の
も
、
外
地
へ
拡
散
し
た
「
故
郷
」
と
無
関

係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

三
　

令
嬢
も
神
聖
な
美
し
さ
で
あ
つ
た
。
髪
が
た
う
も
ろ
こ
し
の

毛
の
枯
れ
た
や
う
に
汚
く
、
そ
の
ほ
か
に
は
あ
ま
り
混
血
児
ら

し
い
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
瞼
の
切
れ
の
鋭
い
眼
、
少
し
高
い
鼻
、

う
ひ
う
ひ
し
い
歯
、
さ
う
し
て
日
本
風
な
肌
の
色
の
頬
に
、
な

ん
と
も
言
ひ
や
う
な
く
地
上
離
れ
し
た
光
が
あ
つ
た
。

　

右
の
引
用
は
、
第
五
作
「
樅
の
家
」
に
登
場
す
る
混
血
児
を
描
写

し
た
本
文
で
あ
る
。
須
田
が
日
仏
の
血
を
引
く
令
嬢
に
惹
か
れ
る
場

面
で
あ
る
が
、
考
察
に
当
た
っ
て
ま
ず
は
「
混
血
」
を
め
ぐ
る
同
時

代
状
況
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
「
樅
の
家
」
は
昭
和
一
四
年
一
二
月
、『
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
。

「
高
原
」
連
作
に
は
多
数
の
外
国
人
が
登
場
す
る
が
、
混
血
児
が
描

か
れ
る
の
は
「
樅
の
家
」
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
昭
和
一
四
年

（
一
九
三
九
年
）
と
い
う
発
表
時
期
に
お
い
て
、「
混
血
」
は
ど
れ
ほ

ど
の
磁
場
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

同
年
に
発
表
さ
れ
た
石
川
淳
「
白
描
」
や
金
史
良
「
光
の
中
に
」

と
い
っ
た
小
説
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
山
口
俊
雄
は
次
の
よ
う
に
分

析
し
て
い
る
。
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両
作
品
が
発
表
さ
れ
た
一
九
三
九
年
は
、
日
中
戦
争
三
年
目

の
総
動
員
体
制
下
、
厳
し
い
言
論
統
制
の
中
で
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
の
作
品
も
、
言
葉
を
奪
わ
れ
た
状

況
の
中
で
の
韜
晦
と
い
う
性
格
を
帯
び
ざ
る
を
得
ず
、〈
混
血

児
〉
の
起
用
は
、
両
義
性
・
多
義
性
の
「
活
用
」
の
た
め
だ
っ

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
一

　

石
川
淳
の
「
白
描
」
は
日
本
と
ユ
ダ
ヤ
の
混
血
児
を
中
心
と
し
た

物
語
で
あ
り
、
金
史
良
の
「
光
の
中
に
」
は
日
本
と
朝
鮮
の
混
血
児

が
主
役
と
な
る
。
ど
ち
ら
の
混
血
児
も
、
政
治
陣
営
を
意
識
し
た
想

像
力
が
働
く
よ
う
な
「
混
血
」
で
あ
る
点
は
興
味
深
い
。
何
よ
り
重

要
な
の
は
、「
混
血
」
と
い
う
属
性
が
様
々
な
要
素
を
内
包
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
と
、
作
家
た
ち
が
そ
う
し
た
「
両
義
性
・
多
義
性
」

に
着
目
し
て
い
た
と
い
う
状
況
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
前
年
の
昭
和
一
三
年
に
は
、
中
里
恒
子
「
乗
合
馬
車
」
が
芥

川
賞
を
受
賞
す
る
が
、こ
れ
も
混
血
児
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。「
混

血
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
こ
の
時
期
の
文
壇
に
も
一
つ
の
ト
レ
ン
ド

と
し
て
根
付
い
て
い
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

　

ま
た
、「
血
統
」
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
日
本
国
内
の
情

勢
だ
け
で
説
明
が
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
は
戦
争
の
影

響
で
輸
入
さ
れ
た
思
想
も
関
わ
っ
て
い
る
。

　

当
時
、
ド
イ
ツ
文
学
者
の
高
橋
健
二
に
よ
っ
て
、
同
盟
国
で
あ
っ

た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
日
本
国
内
に
紹
介
さ
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
関
楠
生
の
解
説
を
引
用
し
て
お
く
。
昭
和

一
四
年
の
状
況
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
。

　

こ
の
年
四
月
に
は
、「
ヒ
ト
ラ
ー
の
東
方
政
策
」（『
革
新
』

所
載
）
が
発
表
さ
れ
る
。（
中
略
）
ヒ
ト
ラ
ー
の
意
図
を
、
高

橋
は
是
認
し
、
肯
定
的
に
紹
介
、
解
説
す
る
。
つ
づ
い
て
五
月
、

エ
ッ
セ
イ
「
血
と
土
に
基
づ
く
新
文
化
」
が
、『
読
売
新
聞
』

に
寄
稿
さ
れ
る
。
一
二

　

ナ
チ
ス
の
人
種
政
策
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
血
と
土
」
一
三
が
日
本
に
流

入
し
た
こ
と
も
、
文
壇
で
「
血
統
」
の
問
題
が
扱
わ
れ
や
す
か
っ
た

一
要
因
だ
っ
た
と
判
断
で
き
よ
う
。
作
中
で
須
田
が
発
す
る
「
世
界

の
文
明
国
の
う
ち
で
、
何
国
人
が
一
番
純
血
で
あ
り
、
何
国
人
が
一

番
混
血
な
の
だ
ら
う
か
」
と
い
う
台
詞
に
も
、「
血
統
」
に
ま
つ
わ

る
同
時
代
状
況
が
見
え
隠
れ
す
る
。

　

こ
う
し
た
指
摘
は
先
行
研
究
に
も
見
ら
れ
、
山
口
俊
雄
は
「
樅
の

家
」と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
石
川
淳
の「
白
描
」に
つ
い
て
、「
作

中
で
あ
か
ら
さ
ま
に
作
動
さ
せ
ら
れ
て
い
る
〈
血
の
論
理
〉
そ
し
て

〈
風
土
の
論
理
〉
が
、
日
本
が
一
九
三
六
年
十
一
月
に
防
共
協
定
を

結
ん
だ
相
手
国
で
あ
る
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
人
種
政
策
の
標
語
「
血

と
土 Blut und Boden

」
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
見
易
い
」
一
四

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
血
と
土
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
血

統
」
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
日
本
国
内
に
お
け
る
「
故
郷
」
へ
の
注
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目
と
も
重
な
り
う
る
こ
と
を
示
し
た
証
左
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
念
頭
に
置
く
と
、「
地
方
」
に
位
置
す
る
軽
井
沢
を
描
き
、

「
混
血
」
の
問
題
を
染
み
込
ま
せ
た
「
高
原
」
も
ま
た
、
昭
和
一
〇

年
代
に
文
壇
を
席
巻
し
た
「
故
郷
」
や
「
血
統
」
と
い
う
時
代
の
雰

囲
気
を
存
分
に
呼
吸
し
て
紡
が
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。

　

た
だ
し
、「
高
原
」
に
お
け
る
混
血
児
が
全
て
こ
う
し
た
文
脈
だ

け
で
捉
え
ら
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
何
故
な
ら
ば
、「
樅
の
家
」

で
描
か
れ
る
混
血
児
は
日
仏
の
混
血
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
あ
る
い
は
朝

鮮
と
の
混
血
と
は
事
情
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
に
迫
害
さ

れ
た
ユ
ダ
ヤ
の
「
血
」
や
帝
国
日
本
の
植
民
地
と
な
っ
て
い
た
朝
鮮

の
「
血
」
は
強
い
政
治
性
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
日
仏

混
血
児
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
。

　

村
上
仁
美
の
言
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
昭
和
初
期
と
い
う
時
代
は

１
９
３
３
（
昭
和
８
）
年
に
映
画
「
巴
里
祭
」
が
封
切
ら
れ
、
シ
ャ

ン
ソ
ン
（
も
っ
と
も
当
時
で
は
「
フ
ラ
ン
ス
小
唄
」
な
ど
と
呼
ば
れ

て
い
た
）
や
レ
ビ
ュ
ー
が
流
行
す
る
な
ど
フ
ラ
ン
ス
文
化
が
盛
ん
な

時
代
で
あ
っ
た
」
一
五
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
菊
村
紀
彦
は
「
巴
里
祭
」
を
始
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
映
画

が
流
行
し
た
当
時
に
つ
い
て
、「
ニ
ッ
ポ
ン
の
人
が
、
や
や
敵
性
国

家
に
近
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
映
画
よ
り
、
遠
い
国
、
芸
術
の
都
、
あ
こ

が
れ
の
巴
里
と
い
っ
た
感
情
を
持
っ
た
の
も
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
」
一
六
と
回
想
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
に
は
政
治
性
と
い

う
文
脈
が
あ
ま
り
見
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

む
し
ろ
戦
時
下
に
お
け
る
大
衆
娯
楽
と
い
っ
た
観
が
強
い
。

　

川
端
も
フ
ラ
ン
ス
文
化
に
は
敏
感
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
年
か
ら
五

年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
「
浅
草
紅
団
」
の
中
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
文

化
の
混
入
し
た
浅
草
を
「
一
九
三
〇
年
型
の
浅
草
」
と
評
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
「
高
原
」
の
混
血
児
を
考
え
て
み
た
い
。

　

羽
鳥
一
英
は
「
高
原
」
に
つ
い
て
、「
中
心
に
あ
る
の
は
、
混
血

の
美
少
女
へ
の
、
い
か
に
も
川
端
的
な
す
べ
て
を
忘
れ
た
よ
う
な
感

覚
的
憧
憬
、
そ
し
て
、
こ
の
世
界
に
す
べ
て
人
種
差
別
が
な
く
な
り
、

混
血
の
世
界
が
現
出
し
た
ら
、
と
い
う
夢
が
語
ら
れ
て
い
る
。
本

質
的
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
て
い
い
」
一
七
と
述
べ
る
が
、

こ
の
「
す
べ
て
を
忘
れ
た
よ
う
な
感
覚
的
憧
憬
」
を
可
能
と
し
て
い

る
の
が
フ
ラ
ン
ス
の
「
血
」
な
の
で
は
な
い
か
。
日
仏
混
血
児
と
い

う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
が
想
起
さ
せ
る
同
時
代

イ
メ
ー
ジ
を
考
慮
し
た
上
で
の
演
出
だ
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。

主
人
公
の
須
田
は
、
一
度
目
の
結
婚
に
失
敗
し
た
心
の
隙
間
を
「
空

想
的
な
も
の
で
充
た
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
」男
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
性
が
彼
の
空
想
癖
を
刺
激
す
る
の
は
不
思
議
で
は

な
い
。

　

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
混
血
児
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
朝
鮮
や
ユ

ダ
ヤ
と
の
混
血
で
は
避
け
ら
れ
な
い
政
治
的
な
文
脈
を
忌
避
す
る
こ

と
も
可
能
に
な
る
。
ゆ
え
に
、「
す
べ
て
を
忘
れ
た
よ
う
な
感
覚
的

憧
憬
」
を
読
み
取
ら
れ
、「
本
質
的
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
に
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繋
が
る
見
方
が
さ
れ
る
の
だ
。

　

た
だ
し
、こ
れ
が
真
に
「
す
べ
て
を
忘
れ
た
よ
う
な
感
覚
的
憧
憬
」

で
あ
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
残
る
。
川
端
は
混
血
児
を「
美
し
い
」

と
評
す
一
方
で
、
そ
の
描
写
を
細
か
く
見
て
い
く
と
、
須
田
が
美
を

感
じ
て
い
る
の
は
「
日
本
風
な
肌
の
色
の
頬
」
で
あ
る
し
、
そ
も
そ

も
髪
を
除
い
て
は
「
あ
ま
り
混
血
児
ら
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
」
ら
し

い
。
そ
の
上
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
血
」
が
強
く
出
て
い
る
髪
に
つ
い
て

は
「
た
う
も
ろ
こ
し
の
毛
の
枯
れ
た
よ
う
に
汚
く
」
と
語
っ
て
い
る
。

須
田
の
価
値
観
は
む
し
ろ
「
日
本
風
」
の
方
に
主
軸
が
置
か
れ
、
フ

ラ
ン
ス
の
要
素
は
あ
く
ま
で
そ
れ
を
補
佐
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
在
り
方
は
「
本
質
的
な
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ニ
ズ
ム
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
点
に
着
目
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
要
素
が
単
な
る
憧
憬

と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
論
を
急
ぎ
過
ぎ
る
も
の

だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
と
の
混
血
は
芸
術
や
自
由
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
調

す
る
一
方
で
、
異
国
の
「
血
」
に
日
本
的
な
も
の
を
幻
視
す
る
に
は

格
好
の
題
材
に
な
り
得
た
の
で
は
な
い
か
。
混
ざ
り
合
う
「
血
」
が

日
本
の
要
素
を
更
に
高
め
る
と
い
う
明
ら
か
な
空
想
︱
︱
こ
う
し
た

在
り
方
を
須
田
に
見
る
こ
と
も
、
解
釈
と
し
て
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

四
　
「
高
原
」
に
現
れ
る
「
血
」
の
問
題
は
、
混
血
児
の
場
面
だ
け
に

留
ま
ら
な
い
。
テ
ク
ス
ト
全
体
を
貫
い
て
語
ら
れ
る
須
田
の
結
婚
と

い
う
話
題
も
、「
血
」の
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
べ
き
物
語
要
素
だ
ろ
う
。

　

作
中
、
戦
時
下
に
も
関
わ
ら
ず
軽
井
沢
で
陽
気
に
過
ご
す
避
暑
客

に
つ
い
て
、
須
田
の
姉
は
「
そ
り
や
あ
皆
さ
ん
、
根
な
し
な
ん
だ
も

の
」
と
指
摘
し
、「
根
の
あ
る
人
も
根
を
切
つ
」
て
軽
井
沢
へ
来
て

い
る
と
語
る
。
時
局
に
煩
わ
さ
れ
ず
、
こ
う
し
た
生
活
を
謳
歌
す
る

人
間
に
つ
い
て
言
及
し
た
興
味
深
い
同
時
代
評
が
あ
る
。
堀
辰
雄
の

「
風
立
ち
ぬ
」
に
つ
い
て
の
評
言
で
あ
る
が
、
引
用
し
て
お
く
。

　
「
死
の
か
げ
の
谷
」
堀
辰
雄

　

こ
ん
な
に
も
特
殊
で
選
ば
れ
た
生
活
、（
中
略
）
今
の
世
の

闘
へ
る
人
々
に
と
つ
て
ど
ん
な
つ
な
が
り
が
あ
ら
う
。
世
の
読

者
た
る
も
の
は
、
こ
の
事
を
ハ
ッ
キ
リ
と
認
識
し
た
上
で
、
こ

の
清
純
な
客
観
視
す
る
余
裕
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
持

ち
得
な
い
者
は
、
所
詮
こ
の
作
者
と
同
じ
く
社
会
的
無
用
人
で

あ
る
。

　

岡
沢
秀
虎
「
文
芸
時
評　

三
月
の
小
説
総
評
」（『
早
稲
田
文
学
』

昭
和
一
三
年
四
月
）
よ
り
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
時

局
を
は
ね
付
け
た
よ
う
な「
特
殊
で
選
ば
れ
た
生
活
」に
対
し
て
、「
今

の
世
の
闘
へ
る
人
々
に
と
つ
て
ど
ん
な
つ
な
が
り
が
あ
ら
う
」
と
冷

や
や
か
に
語
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
そ
の
よ
う
な
生
活
者
を
「
社
会

的
無
用
人
」
と
切
り
捨
て
、
読
者
に
も
そ
の
価
値
観
を
要
求
し
て
い
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る
点
は
見
逃
せ
な
い
。
何
よ
り
、
こ
の
価
値
観
に
即
し
て
言
え
ば
、

須
田
も
ま
た
「
社
会
的
無
用
人
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

須
田
は
一
度
目
の
結
婚
に
失
敗
し
、
前
妻
と
の
間
に
は
子
供
も
居

な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
徴
兵
検
査
で
は
「
第
一
乙
」
で
あ
り
な
が
ら

ま
だ
出
征
し
て
い
な
い
。
姉
の
世
話
で
洋
子
と
の
縁
談
が
持
ち
上

が
っ
て
い
る
が
、
現
状
で
は
「
根
な
し
」
の
一
人
で
し
か
な
い
の

だ
。
と
す
れ
ば
、「
高
原
」
に
お
け
る
結
婚
の
問
題
は
極
め
て
重
要

で
、
そ
れ
は
つ
ま
り
須
田
が
家
庭
を
持
ち
、
戦
時
下
に
お
い
て
国
家

が
奨
励
し
た
家
制
度
に
収
ま
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
︱
︱
す
な

わ
ち
「
社
会
的
無
用
人
」
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い

う
岐
路
で
も
あ
る
。

　

で
は
、
須
田
は
果
た
し
て
結
婚
に
到
達
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

テ
ク
ス
ト
を
順
に
見
て
い
き
た
い
。

　

須
田
は
当
初
、
縁
談
の
相
手
と
し
て
交
際
す
る
洋
子
に
対
し
「
こ

の
人
と
結
婚
し
た
ら
、
ど
ん
な
風
な
家
庭
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
る

の
か
、
見
当
が
つ
か
ぬ
の
だ
つ
た
」
と
語
る
。
洋
子
が
「
短
い
パ
ン

ツ
に
ソ
ツ
ク
ス
」
で
会
い
に
来
る
よ
う
な
、
当
世
風
の
女
性
で
あ
る

こ
と
が
須
田
を
戸
惑
わ
せ
て
い
た
。
す
る
と
こ
こ
で
、
更
に
須
田
を

驚
愕
さ
せ
る
女
性
が
登
場
す
る
。
洋
子
の
友
人
で
あ
る
桂
子
だ
。

　

新
婚
に
も
関
わ
ら
ず
、
桂
子
は
夫
が
出
征
す
る
と
オ
ー
ト
バ
イ
を

飛
ば
し
て
軽
井
沢
へ
や
っ
て
来
る
。
そ
の
こ
と
を
洋
子
の
口
か
ら
聞

い
た
須
田
は
「
あ
つ
け
に
取
ら
れ
」
て
、「
さ
う
い
ふ
女
も
い
る
の

か
と
今
更
ら
し
く
驚
く
」
わ
け
だ
が
、そ
れ
は
須
田
が
い
わ
ゆ
る
「
モ

ダ
ン
ガ
ー
ル
」
一
八
風
な
女
性
に
対
し
て
免
疫
が
な
い
た
め
で
も
あ

ろ
う
。
桂
子
は
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
恋
愛
結
婚
を
し
て
お
り
、
相

手
の
家
柄
が
良
く
な
い
こ
と
を
渋
る
家
族
に
「
二
年
も
三
年
も
ね
ば

つ
て
、
た
う
と
う
押
し
通
し
」
た
女
性
で
あ
る
。
既
に
日
中
戦
争
が

始
ま
っ
て
い
る
作
中
の
時
間
軸
に
お
い
て
、
彼
女
は
時
代
に
そ
ぐ
わ

な
い
少
数
派
の
女
性
だ
っ
た
は
ず
だ
。

　

こ
の
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」
的
な
桂
子
と
、
縁
談
相
手
の
洋
子
が
友

人
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
須
田
は
洋
子
の
こ
と
も
「
自
分
と
時
代

の
ち
が
ふ
、
手
の
と
ど
き
か
ね
る
令
嬢
」
と
思
い
、「
つ
つ
ま
し
く

夫
の
出
征
を
見
送
る
日
本
の
女
と
は
、
同
じ
国
の
娘
と
は
思
へ
ぬ
程

ち
が
ふ
の
で
あ
る
か
」
と
不
可
解
さ
を
抱
く
。
し
か
し
、
須
田
は
常

に
洋
子
と
の
結
婚
に
消
極
的
な
わ
け
で
は
な
い
。

　

も
し
も
の
こ
と
が
あ
つ
た
後
で
、
こ
の
や
う
に
美
し
い
女
の

肉
体
で
須
田
を
思
ひ
出
し
て
く
れ
た
ら
と
い
ふ
こ
と
は
、
生
命

の
溢
れ
た
空
想
だ
つ
た
。

　

ま
た
、
別
れ
た
妻
に
は
子
供
が
な
か
つ
た
の
だ
か
ら
、
今
洋

子
を
つ
か
ま
へ
な
け
れ
ば
、
自
分
の
子
孫
を
こ
の
世
に
残
し
て

お
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
遂
に
出
来
な
い
か
も
し
れ
ぬ
。

　

須
田
は
、
自
ら
が
出
征
す
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
意
識
し
た
途

端
、
洋
子
に
「
急
に
強
い
愛
情
が
湧
き
上
つ
て
来
」
る
。
洋
子
の
美

し
い
肉
体
に
自
分
の
記
憶
を
託
す
こ
と
︱
︱
つ
ま
り
自
ら
の
子
孫
を
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残
し
た
い
と
い
う
欲
求
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
洋
子
に
対
し
て
一

抹
の
不
安
を
抱
え
な
が
ら
も
、「
ど
う
し
て
も
二
十
一
二
と
し
か
見

え
ぬ
若
々
し
さ
」
に
惹
か
れ
て
、須
田
は
結
婚
を
望
み
始
め
る
の
だ
。

　

だ
が
須
田
の
求
婚
に
対
し
、
洋
子
の
反
応
は
曖
昧
で
あ
る
。

　
「
で
も
、
自
信
が
な
い
の
。
お
姉
さ
ま
の
注
文
、
む
づ
か
し

い
の
よ
。」

　
「
姉
が
な
に
を
言
つ
た
ん
で
す
。」

　
「
須
田
さ
ん
の
生
活
を
変
へ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
せ

う
。」

　

生
活
を
変
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
同
時
代
状
況

と
し
て
は
、
若
松
伸
哉
が
「
当
時
の
日
本
〈
革
新
〉
の
た
め
の
文
壇

に
お
け
る
〈
健
康
〉
言
説
の
発
信
」
一
九
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
中

戦
争
二
年
目
の
昭
和
一
三
年
は
「
本
格
的
な
戦
争
を
完
遂
す
る
た
め

に
国
内
体
制
の
〈
革
新
〉
が
大
き
く
叫
ば
れ
」
た
時
期
で
あ
り
、「
こ

れ
ら
の
動
き
は
、文
学
に
お
い
て
は
そ
の
内
実
を
埋
め
る
〈
健
康
性
〉

を
求
め
る
声
と
な
っ
て
表
出
し
て
く
る
」
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
言
及
通
り
、
戦
争
と
い
う
現
実
に
直
面
し
た
日
本
人
が
健
康

性
や
、
あ
る
い
は
生
活
の
革
新
と
い
う
も
の
を
求
め
る
の
は
必
然
と

言
え
よ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
須
田
が
洋
子
の
若
々
し
い
肉
体
（
＝

健
康
な
肉
体
）
に
惹
か
れ
、
子
孫
を
残
す
べ
く
結
婚
を
決
意
し
た
こ

と
も
、当
時
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
的
思
考
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
洋
子
は
須
田
の
「
生
活
を
変
へ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」

こ
と
に
自
信
が
な
い
と
語
り
、
縁
談
を
保
留
す
る
。
須
田
に
と
っ
て

の
生
活
の
革
新
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、

時
代
に
求
め
ら
れ
た
人
生
設
計
に
向
か
う
の
は
確
実
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
健
康
な
人
と
結
婚
し
、
家
庭
を
持
ち
、
子
供
を
作
っ
て
、
須

田
自
身
も
出
征
す
る
︱
︱
と
い
っ
た
よ
う
な
当
時
の
国
民
モ
デ
ル
に

近
付
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
洋
子
も
ま
た
家
制
度
に

迎
合
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
だ
。

　

だ
が
、
洋
子
は
自
信
の
な
さ
を
理
由
に
こ
れ
を
避
け
た
。
結
果
、

二
人
の
縁
談
は
お
そ
ら
く
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し

な
が
ら
、
物
語
は
未
完
の
ま
ま
幕
を
閉
じ
る
。「
混
血
の
令
嬢
と
並

べ
て
見
て
、
洋
子
が
あ
は
れ
に
な
つ
た
の
も
、
面
白
い
こ
と
だ
つ
た
」

と
い
う
最
後
の
場
面
に
お
け
る
須
田
の
語
り
は
、
洋
子
の
健
康
性
を

希
求
す
る
よ
う
な
時
局
性
に
立
脚
し
た「
純
血
」結
婚
を
離
れ
て
、「
混

血
」
の
令
嬢
に
対
し
て
膨
ら
む
思
い
の
方
を
価
値
づ
け
て
い
る
。
つ

ま
り
、須
田
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
敗
れ
た
の
だ
。
彼
は
結
局
「
根
な
し
」

の
ま
ま
、
空
想
の
世
界
に
誘
わ
れ
て
い
く
。

　

同
時
代
に
適
合
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
現
実
の
生
活
に
お
い
て
は

「
社
会
的
無
用
人
」
を
脱
せ
な
い
人
物
の
姿
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

五
　

須
田
の
よ
う
な
「
根
な
し
」
の
人
々
を
受
け
入
れ
る
作
中
の
軽
井
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沢
は
、こ
の
時
点
で
は
時
局
性
を
猶
予
さ
れ
た
空
間
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
川
端
は
「
高
原
」
の
時
間
軸
を
昭
和
一
二
年
の
夏
に
限
り
、

翌
年
以
降
、
政
治
的
に
変
容
し
て
い
く
軽
井
沢
（
＝
も
は
や
猶
予
さ

れ
な
い
空
間
）
を
描
か
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
テ
ク
ス

ト
の
最
後
に
当
た
る
混
血
児
の
場
面
か
ら
も
う
一
度
考
え
た
い
。
空

想
に
誘
わ
れ
る
須
田
の
在
り
方
は
、
ど
こ
へ
向
か
う
も
の
な
の
か
を

見
極
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

夏
ば
か
り
で
な
く
、
軽
井
沢
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
中
到
る

と
こ
ろ
が
、
年
中
か
う
い
ふ
風
に
あ
ら
ゆ
る
人
種
の
自
由
な
雑

居
で
あ
る
な
ら
ば
、世
界
は
い
ま
よ
り
平
和
で
あ
ら
う
か
と
は
、

一
応
空
想
さ
れ
る
こ
と
だ
つ
た
。

　

右
の
本
文
引
用
の
よ
う
に
、
須
田
は
様
々
な
人
種
が
雑
居
す
る
世

界
を
空
想
し
、
そ
れ
が
世
界
平
和
の
礎
と
な
る
こ
と
を
考
え
て
い

る
。
す
で
に
引
用
し
た
羽
鳥
一
英
の
論
に
お
い
て
「
本
質
的
な
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

時
局
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
す
る
べ
き
空
想
な
の
だ
ろ

う
か
。

　

本
稿
で
説
明
し
て
き
た
通
り
、「
高
原
」
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
昭

和
一
二
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
、
日
中
戦
争
を
契
機
と

し
て
日
本
が
大
陸
へ
の
進
出
を
加
速
さ
せ
る
時
期
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
無
論
、
日
本
人
に
よ
る
植
民
地
支
配
と
い
う
構
図
が
存
在
す
る
の

だ
が
、
そ
う
し
た
同
時
代
状
況
と
見
比
べ
る
と
須
田
の
空
想
は
非
現

実
的
で
、時
局
に
批
判
的
な
思
想
と
取
れ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
先
述
し
た
通
り
、
須
田
は
同
時
代
の
リ
ア
リ
ズ
ム
も
持
ち

合
わ
せ
た
人
間
で
あ
り
、
彼
の
空
想
を
単
純
に
戦
争
批
判
と
結
び
つ

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
更
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
世
界
平
和
の
考

え
方
は
、
当
時
の
日
本
が
大
陸
政
策
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
使
用
し

て
い
た「
八
紘
一
宇
」に
近
い
も
の
で
も
あ
る
。
昭
和
初
期
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
清
水
芳
太
郎
は
「
八
紘
一
宇
と
い
ふ
事
は
、
世
界

が
一
家
族
の
如
く
睦
み
合
ふ
こ
と
で
あ
る
」
二
〇
と
説
明
し
て
お
り
、

そ
れ
は
ア
ジ
ア
解
放
と
い
う
大
義
名
分
を
表
す
単
語
と
し
て
認
知
さ

れ
て
い
た
。

　

須
田
は「
四
十
ヵ
国
程
の
人
種
が
雑
居
」す
る
軽
井
沢
を
見
て
、「
世

界
中
到
る
と
こ
ろ
が
、
年
中
か
う
い
ふ
風
に
あ
ら
ゆ
る
人
種
の
自
由

な
雑
居
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
界
は
い
ま
よ
り
平
和
で
あ
ら
う
か
」
と

空
想
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
同
時
代
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
を

理
由
に
須
田
が
戦
争
を
奨
励
し
て
い
る
と
い
う
極
端
な
解
釈
を
す
る

つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
羽
鳥
一
英
の
「
こ
の
世
界
に
す
べ
て
人
種

差
別
が
な
く
な
り
混
血
の
世
界
が
現
出
し
た
ら
、
と
い
う
夢
が
語
ら

れ
て
い
る
」
と
い
う
言
及
に
お
け
る
須
田
の
「
夢
」
は
、
日
中
戦
争

の
大
義
名
分
と
通
底
す
る
危
う
さ
を
持
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

　

結
婚
の
失
敗
を
予
期
し
、
洋
子
で
は
な
く
混
血
児
の
方
に
価
値
を

見
出
し
て
い
く
須
田
の
在
り
方
は
、
時
局
に
適
合
で
き
な
い
よ
う
な
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人
物
像
を
示
し
て
い
な
が
ら
、
一
方
で
は
時
局
に
寄
り
添
っ
て
し
ま

う
よ
う
な
側
面
も
潜
め
て
い
る
。
次
第
に
政
治
性
が
色
濃
く
な
る
軽

井
沢
と
同
じ
よ
う
に
、
須
田
も
ま
た
時
局
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
。

　

川
端
が
描
か
な
か
っ
た
昭
和
一
三
年
以
降
の
軽
井
沢
は
、
須
田
や

洋
子
の
よ
う
な「
根
な
し
」の
避
暑
客
を
表
象
す
る
場
で
は
な
く
な
っ

て
い
く
。
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
た
時
局
の
問
題
は
日
を
追
う
ご
と
に

大
き
く
な
り
、
や
が
て
は
軽
井
沢
と
い
う
ト
ポ
ス
も
「
根
な
し
」
の

避
暑
客
た
ち
も
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
、「
高
原
」
と
い
う
作
品
自

体
を
立
ち
行
か
な
く
さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

そ
し
て
、「
故
郷
」
の
拡
散
や
人
種
雑
居
の
問
題
を
提
起
し
た
川

端
の
視
線
は
、
信
濃
作
品
群
の
執
筆
を
経
て
満
州
国
へ
向
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
昭
和
一
〇
年
代
前
半
に
信
濃
を
書
き
続
け
た
後
、

一
〇
年
代
後
半
の
川
端
が
好
ん
で
満
州
と
様
々
な
関
わ
り
を
持
っ

た
の
は
先
行
研
究
二
一
の
示
す
通
り
だ
。
未
完
に
終
わ
っ
た
「
高
原
」

や
「
牧
歌
」
の
続
き
は
、異
国
人
雑
居
の
外
地
︱
︱
新
た
な
「
故
郷
」

︱
︱
へ
と
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
須
田
が
抱

い
た
「
空
想
」
の
行
方
で
も
あ
っ
た
。

六
　

昭
和
一
〇
年
代
と
い
う
激
動
の
時
代
に
名
作
「
雪
国
」
と
時
期
を

同
じ
く
し
て
書
か
れ
た
「
高
原
」
は
、
多
く
の
同
時
代
的
な
問
題
を

孕
ん
だ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
大
ま
か
な
概
要
に
つ
い
て
は
今
回

示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
よ
り
詳
細
に
見
て
い
く
に
は
、
昭
和
一
〇

年
代
の
文
壇
と
の
関
連
を
更
に
探
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
「
旅
先
作
家
」
と
呼
ば
れ
た
川
端
の
作
品
に
お
い
て
、
そ
こ
に
描

か
れ
る
ト
ポ
ス
が
時
空
の
中
で
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
。
そ
れ

は
「
高
原
」
に
限
ら
ず
、
川
端
文
学
を
ま
な
ざ
す
た
め
に
は
研
究
上

の
意
味
あ
る
一
点
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

注
記

　

川
端
康
成
作
品
の
引
用
文
は
原
則
と
し
て
三
七
巻
本
『
川
端
康
成
全
集
』（
新

潮
社
・
昭
和
五
六
～
五
九
年
）
を
底
本
と
し
た
。
引
用
箇
所
の
旧
字
体
は
全
て

新
字
体
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は
原
文
通
り
と
し
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
ま
た
、

文
中
の
傍
線
は
断
り
が
な
い
限
り
引
用
者
に
よ
る
。

一　

初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
左
記
の
通
り
。

　
　
「
高
原
」『
文
芸
春
秋
』（
昭
和
一
二
年
一
一
月
）

　
　
「
風
土
記
」『
改
造
』（
昭
和
一
二
年
一
一
月
）

　
　
「
高
原
」『
日
本
評
論
』（
昭
和
一
三
年
一
二
月
）

　
　
「
初
秋
高
原
」『
改
造
』（
昭
和
一
四
年
一
〇
月
）

　
　
「
樅
の
家
」『
公
論
』（
昭
和
一
四
年
一
二
月
）

　
『
川
端
康
成
選
集
』
第
九
巻
（
改
造
社
・
昭
和
一
四
年
）
に
お
い
て
『
高
原
』

と
し
て
収
録
さ
れ
る
。

二　

小
松
史
生
子
編
『
軽
井
沢
と
避
暑　

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
モ
ダ
ン
都
市
文
化

　

第
52
巻
』（
ゆ
ま
に
書
房
・
平
成
二
一
年
）
八
〇
五
頁
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三　

柴
田
翔
「
軽
井
沢
と
死
の
に
お
い
︱
︱
堀
辰
雄
の
作
品
を
め
ぐ
っ
て
」
堀

辰
雄
『
風
立
ち
ぬ
・
美
し
い
村
・
麦
藁
帽
子
』（
角
川
文
庫
・
昭
和
四
三
年
）

四　
「
第
九
巻
あ
と
が
き
」『
川
端
康
成
選
集　

第
九
巻
』（
改
造
社
・
昭
和
一
四

年
二
月
）

五　

松
本
和
也
「
川
端
康
成
「
高
原
」
連
作
の
同
時
代
受
容
分
析
」『
国
語
と
国

文
学
』（
明
治
書
院
・
平
成
二
七
年
四
月
）

六　
「
あ
と
が
き
」『
雪
国
』（
創
元
社
・
昭
和
二
三
年
一
二
月
）

七　

李
明
喜
「
川
端
康
成
と
西
川
博
士
の
「
温
泉
報
国
」
︱
︱
雑
誌
『
温
泉
』

に
み
る
『
雪
国
』
の
同
時
代
的
言
説
」『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』（
平
成

二
三
年
一
一
月
）
に
よ
れ
ば
、
国
家
的
な
温
泉
利
用
が
推
奨
さ
れ
た
戦
時
下

に
お
い
て
、「
雪
国
」
は
日
本
を
想
起
さ
せ
る
「
温
泉
文
学
」
と
し
て
読
ま
れ

た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。

八　

紅
野
敏
郎
「「
新
風
土
記
叢
書
」
と
そ
の
周
辺
」『
文
学
』（
昭
和
五
八
年

一
〇
月
）
参
照

九　

大
原
祐
治
『
文
学
的
記
憶
・
一
九
四
〇
年
前
後
︱
︱
昭
和
期
文
学
と
戦
争

の
記
憶
』（
翰
林
書
房
・
平
成
一
八
年
）
一
五
一
頁

一
〇　

堀
内
京
「
川
端
康
成
の
信
濃
︱
︱
信
濃
に
「
故
郷
」
を
見
る
試
み
」『
千

葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
』（
千
葉

大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
・
平
成
二
八
年
二
月
）
に
お
い
て
、
川

端
は
「
牧
歌
」
や
「
高
原
」
の
執
筆
を
通
し
て
信
濃
に
「
故
郷
」
を
見
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
一　

山
口
俊
雄
「
戦
中
小
説
に
お
け
る
混
血
表
象
︱
︱
石
川
淳
「
白
描
」・
金

史
良
「
光
の
中
に
」
を
中
心
に
」（
山
口
俊
雄
編
『
日
本
近
代
文
学
と
戦
争
︱

︱
「
十
五
年
戦
争
」
期
の
文
学
を
通
じ
て
』（
三
弥
井
書
店
・
平
成
二
四
年
））

一
二　

関
楠
生
『
ド
イ
ツ
文
学
者
の
蹉
跌
︱
︱
ナ
チ
ス
の
波
に
さ
ら
わ
れ
た
教

養
人
』（
中
央
公
論
新
社
・
平
成
一
九
年
）
九
九
、一
〇
〇
頁

一
三　

民
族
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
つ
。
文
化
的
な
継
承
を
意
味
す
る

民
族
の
「
血
」
と
、
祖
国
を
意
味
す
る
「
土
」
の
二
つ
の
要
素
に
着
目
し
た

も
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
の
台
頭
と
共
に
広
く
普
及
し
、
差
別
的
な
人
種
政
策

の
標
語
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。

一
四　

一
一
に
同
じ

一
五　

村
上
仁
美
「
戦
前
の
日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
音
楽
の
イ
メ
ー

ジ
形
成
：
文
学
者
・
評
論
家
の
言
説
を
中
心
に
」『
表
現
文
化
研
究
』（
神
戸

大
学
表
現
文
化
研
究
会
・
平
成
一
五
年
一
一
月
）

一
六　

菊
村
紀
彦
『
ニ
ッ
ポ
ン
・
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
歴
史
』（
雄
山
閣
・
平
成
元
年

七
月
）
一
四
七
頁

一
七　

羽
鳥
一
英
「
昭
和
十
年
代
文
学
と
川
端
」『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研

究
』（
学
灯
社
・
昭
和
四
五
年
二
月
）

一
八　

増
田
美
子
編
『
日
本
服
飾
史
』（
東
京
堂
出
版
・
平
成
二
五
年
）
に
よ
れ

ば
、
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
は
日
本
で
は
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
現
れ
た
「
経

済
的
・
精
神
的
自
立
や
男
女
平
等
の
意
識
を
抱
き
、
古
い
モ
ラ
ル
や
束
縛
か

ら
逃
れ
、
自
由
な
生
き
方
を
求
め
る
」
女
性
た
ち
と
さ
れ
る
。

一
九　

若
松
伸
哉
「
再
生
の
季
節
︱
︱
太
宰
治
「
富
嶽
百
景
」
と
表
現
主
体
の

再
生
」『
日
本
近
代
文
学
』（
日
本
近
代
文
学
会
・
平
成
二
三
年
五
月
）

二
〇　

清
水
芳
太
郎
「
建
国
」（
平
凡
社
・
昭
和
一
四
年
）
二
六
五
頁

二
一　

川
端
と
満
州
の
関
係
を
考
察
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
李
聖
傑
「
川

端
康
成
と
旧
満
州
に
つ
い
て
︱
︱
一
九
四
一
年
の
旧
満
州
紀
行
を
中
心
に

︱
︱
」『
民
際
︱
︱
知
と
文
化
』（
鼎
書
房
・
平
成
二
五
年
九
月
）
や
、
奥
出

健「
川
端
康
成
︱
︱
戦
時
下
満
洲
の
旅
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
」『
國
學
院
雜
誌
』（
國

學
院
大
學
綜
合
企
画
部
・
平
成
一
六
年
一
一
月
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
お
お
は
し　

り
ょ
う
や
）




