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は
じ
め
に

　
芥
川
龍
之
介
の
「
舞
踏
会
」
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
の
「
江
戸
の
舞

踏
会
」
を
翻
案
し
た
短
編
小
説
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
は
、
明
治
二
五
年
分
す
で
に
翻
訳
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
後
、
芥
川
の
刀
舞
踏
会
」
が
大
正
九
年
に
書
か
れ
る
ま
で

に
、
何
種
類
か
の
翻
訳
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ

ィ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
者
も
、
芥
川
の
み
な
ら
ず
、
明
治
・
大
正
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

の
日
本
の
文
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
か
な
り
親
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
舞
踏
会
」
で
芥
川
が
ロ
テ
ィ
の
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
を
使
っ
て

一
編
の
小
説
を
創
作
し
よ
う
と
す
る
ま
で
に
は
、
「
ロ
テ
ィ
享
受
」
の
前

史
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
享
受
史
の
中
で
芥
川
の
「
舞
踏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翰
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会
」
を
位
置
付
け
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
ね
ら
い
の
一
つ
で
あ

る
。　

そ
れ
と
と
も
に
も
う
一
つ
の
考
察
点
は
、
「
舞
踏
会
」
に
お
け
る
ヴ
ァ

ト
ー
の
占
め
る
役
割
に
つ
い
て
で
あ
る
。
原
作
で
あ
る
「
江
戸
の
舞
踏

会
」
に
お
い
て
は
、
ヴ
ァ
ト
ー
は
一
ケ
所
だ
け
ご
く
小
さ
な
言
及
が
あ
る

だ
け
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
舞
踏
会
」
で
は
か
な
り
な
ウ
エ
イ
ト

が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
も
、
ロ
テ
ィ
同
様
、
芥
川
に
い
た
る

ま
で
の
、
日
本
の
近
代
文
学
に
お
け
る
「
ヴ
ァ
ト
⊥
旱
受
」
を
視
野
に
入

れ
る
必
要
が
あ
る
。
ヴ
ァ
ト
し
も
意
外
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
芥
川
以
前
に

享
受
の
系
譜
を
近
代
文
学
の
中
に
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
が
最
終
的
に
目
指
し
て
い
る
の
は
、
日
本
の
近

代
文
学
に
お
け
る
ロ
テ
ィ
と
ヴ
ァ
ト
ー
の
享
受
史
を
踏
ま
え
、
そ
の
二
つ

の
も
の
が
交
差
し
た
と
こ
ろ
に
、
芥
川
龍
之
介
の
「
舞
踏
会
」
の
誕
生
を

紺
放
送
大
学
助
教
授
（
人
間
の
探
究
）

放
送
大
学
研
究
年
報
　
第
十
二
号
（
一
九
九
四
）
（
マ
ニ
十
一
）
頁

｝
○
ξ
墨
岡
o
h
募
①
¢
畿
く
巽
繊
身
。
暁
け
9
≧
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ρ
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想
定
し
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
ロ
テ
ィ
と
ヴ
ァ
ト
ー
と

②　
　
い
う
名
前
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
両
者
と
も
さ
ま
ざ
ま
に
書
き
あ
ら
わ
さ

獅　
　
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
、
作
晶
の
原
文
引
用
以
外
は
、
「
ロ
テ
ィ
」
・

　
　
　
「
ヴ
ァ
ト
ー
」
と
い
う
表
記
を
取
る
こ
と
と
す
る
。

島内裕子

一
、
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
の
翻
訳
史

一
。
眠
花
道
人
の
戯
訳
「
江
戸
の
舞
踏
会
」

　
芥
川
が
舞
踏
会
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
「
江
戸

の
舞
踏
会
」
に
接
し
た
の
か
、
つ
ま
り
、
芥
川
が
読
ん
だ
の
は
英
訳
本
な

の
か
、
あ
る
い
は
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
未
解
決
な
部

分
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
も
、
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
の
翻

訳
史
を
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
は
、
決
し
て
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

　
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
の
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
の
翻
訳
は
、
明
治
二
五
年

に
「
婦
女
雑
誌
」
の
第
二
巻
第
六
・
七
・
一
〇
・
一
一
・
一
二
・
＝
二
号

の
六
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
の
が
、
最
初
で
あ
る
。
訳
者
の
眠
花
道

人
と
は
、
飯
田
旗
軒
の
別
号
で
あ
る
。
旗
軒
は
本
名
飯
田
旗
郎
、
慶
応
二

年
（
一
八
六
六
）
両
国
で
生
ま
れ
、
昭
和
＝
二
年
（
一
九
三
八
）
に
没
し

た
。
ベ
ル
ギ
ー
の
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
に
留
学
し
、
実
業
界
で
活
躍
し
た
が
、

硯
友
社
社
友
と
し
て
ロ
テ
ィ
や
ゾ
ラ
の
翻
訳
も
多
い
。
た
だ
し
、
こ
の

「
序
論
道
人
」
と
い
う
号
は
、
文
学
辞
典
や
論
文
な
ど
で
も
、
た
び
た
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
眼
花
道
人
」
と
誤
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
本
人
が
自
ら
潔
化
に
眠

る
煮
花
道
人
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
「
眼
花
」
で
は
な
く
、
「
野
花
」
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
眠
花
道
人
の
翻
訳
が
「
戯
訳
」
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、

ま
ず
触
れ
て
お
こ
う
。
「
婦
女
雑
誌
」
第
二
巻
第
六
号
二
二
ペ
ー
ジ
に
、

「
広
告
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
、
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
掲
載
の
い
き

さ
つ
が
、
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
新
年
以
来
本
誌
に
連
載
し
て
頗
る
喝
采
を
博
し
た
る
若
水
ハ
未
だ

前
号
に
て
完
結
せ
し
に
あ
ら
ね
ど
右
著
者
漣
山
人
に
ハ
此
程
祖
母
の

　
　
　
　
あ
た

君
の
喪
に
詣
り
て
俄
に
京
都
に
赴
か
れ
た
れ
バ
已
む
こ
と
を
得
ず
て

一
回
休
即
す
る
こ
と
〉
な
し
ぬ
、
そ
の
代
り
に
ハ
眠
花
道
人
飯
田
旗

郎
君
が
戯
れ
に
訳
さ
れ
た
る
斬
新
奇
妙
課
刺
滑
稽
の
新
小
説
江
戸
の

舞
踏
会
を
繰
り
上
げ
て
本
号
よ
り
掲
載
な
す
ぺ
け
れ
バ
左
の
序
文
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

り
し
て
順
次
御
笑
覧
の
上
愈
ま
し
御
喝
采
下
さ
れ
度
候

　
今
吾
に
傍
線
を
付
け
た
部
分
を
見
る
と
、
「
戯
に
訳
さ
れ
た
る
斬
新
奇

妙
調
刺
滑
稽
の
新
小
説
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
ロ
テ
ィ
の
作
品
が
、
当
時

こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

眠
花
道
人
の
翻
訳
も
ま
さ
に
「
戯
訳
」
と
い
う
こ
と
ば
通
り
、
原
文
か
ら

は
か
な
り
懸
け
離
れ
た
自
由
な
翻
訳
と
な
っ
て
い
る
。
正
確
に
言
う
な
ら

ば
、
そ
の
訳
は
翻
訳
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
創
作
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
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な
作
品
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芥
川
龍
之
介
が
こ
の
戯
訳
を
読
ん
で
参

考
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
え
ま
い
が
、
眠
花
道
人
の
翻
訳
態

度
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
テ
ィ
の
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
が

日
本
の
文
学
者
た
ち
に
与
え
た
影
響
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

芥
川
の
｛
舞
踏
会
」
を
考
え
る
上
で
も
有
益
な
点
も
あ
ろ
う
。

　
こ
の
戯
訳
に
お
い
て
最
も
重
要
な
点
は
、
原
文
に
は
全
く
書
か
れ
て
い

な
い
部
分
が
か
な
り
付
け
加
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
訳
者
に
よ
る
文
明
批

評
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
眠
花
道
人
は
、
原
文
を
翻
訳

し
な
が
ら
、
あ
ち
こ
ち
に
自
分
自
身
の
意
見
や
解
説
を
差
し
挟
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
今
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
を
、
詳
し
く
引
用
紹
介
す
る
こ
と

は
し
な
い
が
、
全
体
に
言
え
る
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
の
極
端
な
欧
化
政

策
を
批
判
し
、
特
に
女
性
の
洋
装
に
対
し
て
強
い
批
判
を
書
い
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
眠
花
道
人
が
こ
の
翻
訳
の
冒
頭
の
序
文
に
あ
た
る
部
分
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
即
ち
江
戸
の
舞
踏
会
と
は
日
本
の
秋
と
題
せ
る
氏
が
紀
行
中
の
一

節
な
り
、
何
も
蚊
も
西
洋
真
似
好
き
の
日
本
人
に
訳
し
示
し
て
、
西

洋
人
が
日
本
を
見
る
感
情
何
如
を
明
に
す
濡
し
、
読
者
よ
、
鳥
が
鵜

の
真
似
を
し
て
水
に
溺
れ
る
て
ふ
好
比
喩
ハ
東
洋
の
古
諺
な
ら
ず

や
、
細
腰
を
尚
ぶ
日
本
婦
人
が
肥
腰
を
好
む
西
洋
婦
人
の
真
似
を
す

れ
バ
可
笑
き
事
の
な
く
て
叶
ふ
鋭
き
か
、
日
本
婦
人
は
農
に
広
袖
を

着
て
柳
の
腰
の
細
き
に
誇
り
、
夕
べ
に
洋
服
を
装
ふ
て
臼
の
腰
の
太

き
に
擬
ふ
、
何
ぞ
其
の
調
法
に
し
て
又
伸
縮
の
自
在
な
る
や
、
日
本

婦
人
の
腰
は
「
ゴ
ム
」
細
工
の
如
く
、
日
本
婦
人
の
胸
は
飴
細
工
の

如
く
、
又
俳
優
の
早
変
り
に
似
た
り
、
本
に
鵜
の
真
似
か
ら
す
飛

び
、
外
は
遣
ら
じ
と
申
す
実
に
｝
種
の
特
色
を
備
へ
り
云
々
と
悪
口

を
端
書
き
と
し
て
此
の
一
篇
を
訳
し
来
り
た
る
者
は
、
巴
里
の
月
を

眺
め
尽
し
て
今
は
東
京
の
花
に
眠
る
鉱
質
道
人
と
て
、
歌
で
和
ら
ぐ

　
　
　
　
　
お
の
こ

敷
島
の
大
和
男
児
に
ぞ
侍
る

　
こ
こ
で
眠
花
道
人
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
日
本
女
性
の
洋
装
が
不
似
合

い
で
あ
る
こ
と
は
、
ロ
テ
ィ
の
原
文
に
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
敷
術

し
、
翻
訳
の
第
三
回
目
の
と
こ
ろ
で
は
、
中
国
の
役
人
た
ち
は
伝
統
的
な

衣
装
を
堂
々
と
着
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
人
が
無
理
に
洋
装
を
し
て

い
る
こ
と
が
滑
稽
で
も
あ
り
、
情
け
な
く
も
あ
る
と
、
自
分
の
意
見
を
書

い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
た
の
が
コ
婦
女
雑

誌
」
と
い
う
当
時
の
女
性
向
け
の
啓
蒙
雑
誌
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
女
性
の
読
者
た
ち
へ
の
教
訓
的
な
読
み
物

と
し
て
の
役
割
を
自
ら
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

翻
訳
は
、
明
治
二
七
年
刊
行
の
博
文
館
「
明
治
文
庫
」
第
八
編
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
　

「
ピ
エ
ル
・
ロ
チ
原
著
、
紅
花
道
人
訳
」
と
し
て
所
載
さ
れ
て
い
る
。

2
。
飯
田
旗
郎
訳
『
陸
眼
八
目
』
所
収
「
江
戸
の
舞
踏
会
」

　
明
治
二
五
年
に
眠
花
道
人
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
、
「
婦
女
雑
誌
」

に
「
江
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お
か
め

戸
の
舞
踏
会
」
を
戯
訳
し
た
飯
田
墨
客
は
、
明
治
二
八
年
忌
は
、
『
陸
眼

は
ち
も
く

八
目
』
を
春
陽
堂
か
ら
刊
行
し
た
。
所
収
作
品
は
、
コ
尽
見
物
」
「
江
戸
の

舞
踏
会
」
天
間
の
料
理
」
百
光
神
山
」
「
江
戸
見
物
」
観
菊
の
御
宴
」

で
あ
る
。
最
初
に
自
序
が
付
い
て
お
り
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
の
略
歴
を

書
い
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
本
編
黙
す
る
と
こ
ろ
は
、
氏
が
著
『
秋
の
日
本
風
物
』
と
題
す
る

一
書
に
基
づ
く
も
の
。
訳
者
給
地
に
在
る
の
日
、
之
を
読
ん
で
愛
翫

措
か
ず
。
言
実
往
々
其
当
を
得
ざ
る
も
の
あ
り
と
錐
も
、
お
か
め
八

目
の
見
評
真
に
当
れ
る
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
。
即
は
ち
採
っ
て
以
て

戯
に
之
を
蟹
草
す
。
聖
句
所
謂
文
体
の
美
を
備
へ
ず
と
錐
も
、
世
を

利
す
る
こ
と
の
一
端
と
な
ら
ん
を
信
じ
て
、
敢
て
野
駈
を
公
に
す
云

爾
。

　
こ
こ
で
も
、
飯
田
旗
郎
は
、
自
分
の
翻
訳
を
啓
蒙
書
と
し
て
位
置
付
け

て
い
る
。
そ
し
て
、
ロ
テ
ィ
が
書
い
て
い
る
こ
と
の
是
非
を
弁
え
た
上

で
、
外
国
人
で
あ
る
ロ
テ
ィ
の
観
察
を
、
か
え
っ
て
「
お
か
め
八
目
」
で

あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。
書
名
の
薩
眼
八
目
』
は
、
こ
こ
か
ら
来
て
い

る
。
な
お
、
こ
の
『
窯
出
八
目
』
の
草
稿
が
、
平
成
六
年
「
明
治
古
典
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

七
夕
大
入
札
会
目
録
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
「
婦
人
雑
誌
」
に
掲
載
し
た
戯
訳
と
薩
眼
八
目
』
所
収
の
翻

訳
と
の
間
に
は
、
全
体
的
に
見
れ
ば
多
少
字
句
に
異
同
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ

同
じ
と
見
て
よ
く
、
改
訳
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ヴ
ァ
ト
ー
に
関
わ
る

部
分
を
そ
の
少
し
前
の
と
こ
ろ
が
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。
や
や
長
く
引
用

し
た
の
は
、
芥
川
龍
之
介
の
「
舞
踏
会
」
に
お
け
る
表
現
と
比
較
す
る
た

め
で
あ
る
。
注
目
箇
所
に
は
傍
線
を
付
し
た
。

　
舞
踏
室
の
下
ハ
喫
煙
室
衣
裳
室
及
び
玉
突
場
等
に
し
て
室
の
割
合

に
、
丈
低
き
鉢
栽
や
菊
花
を
以
て
装
飾
し
た
り
、
此
等
の
室
の
中
央

に
ハ
三
つ
の
大
食
堂
あ
り
て
彼
の
三
段
菊
花
の
階
段
を
上
下
し
て
此

庭
に
往
来
す
る
者
頻
り
な
り
、
銀
色
の
光
り
目
眩
き
白
卓
上
に
ハ
焼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い
す
く
り
　
む

鳥
、
鮭
、
「
バ
テ
ー
」
、
「
サ
ン
ド
ウ
ヰ
ツ
チ
」
氷
菓
子
等
を
山
の
如

く
に
盛
り
供
へ
て
、
其
躰
裁
の
整
ふ
た
る
ハ
完
備
し
た
る
巴
里
舞
踏

會
に
於
け
る
が
如
し
、
亜
米
利
加
及
び
此
國
の
見
事
な
る
菓
實
ハ
美

し
き
籠
に
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
の
形
を
為
し
、
最
上
の
商
標
付
た
る

「
シ
ャ
ン
パ
ン
」
酒
ハ
、
「
コ
ッ
プ
」
と
共
に
一
隅
に
備
へ
た
り

…
…
凡
そ
日
本
國
民
が
其
意
匠
美
術
に
妙
な
る
ハ
、
此
飲
食
室
に
て

も
十
分
に
発
見
す
る
事
を
得
べ
し
、
余
が
最
も
感
服
し
た
る
ハ
、
食

卓
の
傍
ら
に
葡
萄
棚
を
架
け
、
人
造
の
葡
萄
蔓
を
か
ら
ま
せ
て
之
に

新
鮮
な
る
天
然
の
葡
萄
を
吊
し
、
何
人
に
も
取
り
立
て
の
菓
實
を
食

せ
し
む
る
の
思
ひ
を
為
さ
し
む
る
仕
掛
に
あ
り
、
余
ハ
試
み
に
其
の

＝
房
を
摘
み
て
、
之
を
彼
の
愛
ら
し
き
乙
女
に
捧
げ
、
以
て
舞
踏
の

熱
を
散
ぜ
し
め
、
ア
リ
ガ
ト
ウ
の
一
語
を
其
報
酬
と
し
て
受
取
り
た

り
…
…
日
本
特
有
の
美
術
思
想
北
極
微
細
の
所
に
現
ハ
る
と
は
兼
て
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巴
里
美
術
家
の
称
賛
す
る
所
な
れ
共
、
議
院
之
を
鹿
鳴
館
内
の
所
在

に
量
見
し
て
一
々
感
嘆
し
つ
〉
あ
り
し

　
こ
れ
は
、
最
初
の
翻
訳
で
あ
る
コ
婦
女
雑
誌
」
掲
載
の
魚
影
か
ら
の
引

用
で
あ
る
が
、
｛
陸
眼
八
目
』
所
収
の
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
の
翻
訳
も
、

こ
の
部
分
に
関
し
て
は
異
同
は
な
い
。
こ
こ
に
は
ヴ
ァ
ト
ー
の
こ
と
は
全

く
出
て
こ
な
い
が
、
こ
れ
以
後
の
翻
訳
で
は
こ
こ
に
ヴ
ァ
ト
ー
の
名
前
が

出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
葡
萄
を
摘
み
取
る
こ
と
が
、
ヴ
ァ
ト
三
囲
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
部
分
の
表
現
は
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
訳
を

取
り
上
げ
る
時
に
、
改
め
て
引
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

3
。
高
瀬
俊
郎
訳
『
日
本
印
象
記
』
所
収
「
江
戸
の
舞
踏
会
」

　
高
瀬
俊
郎
が
翻
訳
し
た
『
日
本
印
象
記
』
は
、
大
正
三
年
一
一
月
に
新

潮
社
か
ら
新
潮
文
庫
第
＝
ご
編
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
芥
川

龍
之
介
の
「
舞
踏
会
」
が
大
正
九
年
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
か
ら
、

彼
が
参
照
し
た
翻
訳
と
し
て
は
、
こ
の
高
瀬
訳
が
最
も
可
能
性
が
高
い
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
英
訳
本
に
依
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
説
も
あ

り
、
高
瀬
訳
を
直
接
の
出
典
と
す
る
こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
断
定
で
き
な

味
％
）
し
か
し
、
高
瀬
訳
は
芥
川
の
作
品
以
前
の
翻
訳
と
い
う
点
で
、
芥
川

の
「
舞
踏
会
」
以
後
の
翻
訳
と
比
べ
て
大
い
に
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
た
だ
、
こ
の
高
瀬
訳
は
、
原
文
の
正
確
な
逐
語
訳
で
は
な
く
、
特
に

日
本
人
の
容
姿
に
関
す
る
否
定
的
・
椰
楡
的
部
分
な
ど
は
、
そ
こ
を
訳
出

し
て
い
な
い
箇
所
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
ら
、
先
に
紹
介
し
た

飯
田
訳
と
一
緒
に
さ
れ
て
、
「
本
書
の
抄
訳
本
に
は
大
正
三
年
に
新
潮
社

か
ら
出
た
『
日
本
印
象
記
』
禽
瀬
俊
郎
氏
訳
）
と
、
明
治
二
十
八
年
に

春
陽
堂
か
ら
出
た
『
お
か
め
八
目
』
（
飯
田
旗
軒
氏
訳
）
が
あ
る
。
両
書

と
も
残
念
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
の
期
待
す
る
も
の
と
は
遠
い
当
時
の
意
訳
も

の
で
あ
る
が
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
い
ず
れ
も
珍
書
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　

う
。
」
と
ま
で
、
書
か
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
も
、
先
ほ
ど
と
同
様
に
、
ヴ
ァ
ト
ー
に
関
わ
る
部
分
を
中
心
に

翻
訳
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
し
　
　
た

　
下
階
で
は
、
大
き
な
喫
煙
室
の
中
に
、
遊
戯
場
の
中
に
、
低
い
樹

や
巨
大
な
菊
で
飾
っ
た
玄
関
の
中
に
、
極
め
て
立
派
に
設
備
さ
れ
た

三
個
の
大
き
な
戸
棚
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
人
は
時
々
白
、
黄
、
紅
の

三
重
の
生
籠
で
縁
取
っ
た
大
階
段
か
ら
、
其
庭
へ
降
り
て
行
く
。
食

器
類
や
立
派
な
切
れ
で
蔽
は
れ
た
食
卓
の
上
に
は
、
松
露
の
附
い
た

獲
物
や
コ
ロ
ツ
ケ
エ
、
鮭
、
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

な
ど
、
立
派
な
巴
里
人
の
舞
踏
會
の
や
う
に
充
ち
溢
れ
て
み
る
。
－
亜

米
利
加
や
日
本
の
果
物
は
美
し
い
藍
の
中
に
、
三
角
塔
の
や
う
に
積

み
上
げ
ら
れ
、
そ
し
て
シ
ヤ
ム
パ
ア
ニ
ユ
は
最
も
上
等
な
も
の
で
あ

っ
た
。こ

の
戸
棚
の
中
に
、
見
事
な
実
を
附
け
た
人
工
的
の
葡
萄
蔓
の
か

ら
ん
で
み
る
金
の
格
子
の
中
に
、
置
か
れ
る
あ
る
人
形
の
群
が
ら
日
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島内裕子

本
式
の
嬌
態
が
思
い
起
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
人
は
そ
の
葡
萄
房
を

も
ぎ
取
っ
て
、
そ
の
踊
り
相
手
に
與
へ
度
い
と
思
ふ
で
あ
ら
う
。
で

こ
の
ワ
ツ
ト
ウ
式
の
小
収
穫
は
、

だ
。

雅
や
か
な
最
後
の
も
の
で
あ
っ

　
飯
田
訳
と
比
べ
て
、
こ
こ
で
初
め
て
ヴ
ァ
ト
ー
の
名
前
が
出
て
く
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
。
た
だ
し
、
ヴ
ァ
ト
ー
の
名
前
は
、
「
江
戸
の
舞
踏

会
」
の
全
体
を
通
し
て
、
こ
こ
一
ケ
所
し
か
出
て
こ
な
い
。
芥
川
龍
之
介

が
「
舞
踏
会
」
の
中
で
あ
れ
ほ
ど
ヴ
ァ
ト
ー
の
こ
と
を
主
人
公
た
ち
の
会

話
に
入
れ
て
、
重
要
性
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
は
、
芥
川
の
独
自
の
文
学

手
法
で
あ
る
し
、
彼
に
お
け
る
ヴ
ァ
ト
ー
の
占
め
て
い
る
位
置
を
考
え
る

必
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
芥
川
龍
之
介

に
お
け
る
ヴ
ァ
ト
ー
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
今
は
「
江

戸
の
舞
踏
会
」
の
翻
訳
を
あ
と
二
種
類
ほ
ど
概
観
し
て
お
こ
う
。

4
。
村
上
菊
【
郎
・
吉
氷
事
訳
『
秋
の
日
本
』
所
収
「
江
戸
の
舞
踏
会
」

　
村
上
菊
一
郎
・
吉
氷
清
訳
萩
の
日
本
』
は
昭
和
一
七
年
青
磁
社
か
ら

出
版
さ
れ
た
。
そ
の
後
昭
和
二
八
年
一
〇
月
に
角
川
書
店
か
ら
角
川
文
庫

の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
角
川
文
庫
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
次
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
本
訳
書
は
昭
和
十
七
年
三
月
、
青
磁
社
か
ら

上
梓
し
た
の
で
あ
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
時
の
情
報
局
か
ら
き
び
し
い

干
渉
を
受
け
、
本
文
中
数
箇
所
削
除
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
。
今
回
角
川

文
庫
に
収
め
る
に
当
っ
て
は
、
も
ち
ろ
ん
完
全
な
姿
に
還
元
し
、
な
お
全

章
に
わ
た
っ
て
で
き
る
か
ぎ
り
推
敲
を
加
え
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。
」

こ
の
よ
う
に
、
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
の
翻
訳
史
を
考
え
る
上
で
は
、
青
磁

社
版
の
ど
の
部
分
が
翻
訳
削
除
に
な
っ
た
の
か
を
調
べ
る
こ
と
、
お
よ
び

飯
田
訳
や
高
瀬
訳
と
比
較
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
今
は

省
略
す
る
。
ヴ
ァ
ト
ー
関
連
の
部
分
を
、
青
磁
社
版
の
翻
訳
で
引
用
し
て

お
こ
う
。
な
お
、
こ
の
部
分
は
、
角
川
文
庫
版
と
表
現
の
細
部
に
は
違
い

が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
文
の
流
れ
自
体
に
は
大
き
な
削
除
な
ど
は
な
い
。

　
し
　
　
た

　
階
下
で
は
、
幾
つ
も
の
喫
煙
室
や
娯
楽
室
や
、
盆
栽
や
巨
大
な
菊

花
を
飾
っ
た
室
廊
な
ど
の
中
に
、
立
派
な
御
馳
走
の
入
れ
て
あ
る
三

つ
の
大
き
な
戸
棚
が
あ
る
。
　
　
そ
し
て
人
々
は
、
白
い
花
、
黄
色

い
花
、
薔
薇
色
の
花
の
美
し
い
三
重
の
雛
で
縁
取
ら
れ
た
階
段
を
通

っ
て
、
時
々
そ
こ
へ
下
り
て
ゆ
く
。
銀
の
食
器
類
や
整
っ
た
ナ
プ
キ

ン
な
ど
で
蔽
は
れ
た
食
卓
の
上
に
は
、
松
露
を
添
へ
た
鳥
獣
と
か
、

コ
ロ
ッ
ケ
と
か
、
鮭
と
か
、
サ
ン
ド
ヰ
ッ
チ
と
か
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
な
ど
、
す
べ
て
の
も
の
が
、
れ
っ
き
と
し
た
巴
里
の
舞
踏
会
の
や

う
に
豊
富
に
盛
ら
れ
て
み
る
。
ア
メ
リ
カ
と
ニ
ホ
ン
の
果
物
は
、

や
れ
た
籠
の
中
に
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
積
み
重
ね
て
あ
り
、

シ
ャ
ン
パ
ン
酒
は
、
最
高
級
の
マ
ー
ク
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
し

更
に
ま
た

こ
の
戸
棚
で
は
、
見
事
な
葡
萄
の
実
の
下
っ
て
い
る
、
人
工
の
蔓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ウ
ペ

の
捲
き
つ
い
た
金
色
の
格
子
垣
の
人
形
じ
み
た
葉
む
れ
を
見
る
と
日
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本
式
の
凝
り
過
ぎ
が
思
ひ
出
さ
れ
る
。
人
々
は
そ
の
葡
萄
の
実
を
踊

り
相
手
の
婦
人
に
進
上
し
た
い
と
思
っ
て
、
手
つ
か
ら
も
ぎ
取
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
い
れ

さ
う
し
て
こ
の
ワ
ッ
ト
オ
風
の
さ
さ
や
か
な
葡
萄
の
収
穫

こ
そ
は
、
こ
の
上
も
な
く
粋
で
あ
っ
た
。

　
高
瀬
訳
と
比
べ
て
、
少
し
は
わ
か
り
や
す
い
翻
訳
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
場
の
情
景
と
趣
向
が
よ
く
わ
か
る
。
芥
川
龍
之
介
の
「
舞
踏
会
」
の
表

現
と
も
か
な
り
類
似
し
て
い
る
が
、
こ
の
翻
訳
の
初
版
は
昭
和
一
七
年
で

あ
る
か
ら
、
芥
川
と
の
関
連
は
な
い
。
た
だ
し
、
「
舞
踏
会
」
を
論
じ
た

論
文
な
ど
で
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
代
表
的
な
翻
訳
と
な
っ
て
い

る
。5

。
下
田
行
夫
訳
『
秋
の
日
本
風
物
誌
」
所
収
「
江
戸
の
舞
踏
会
」

　
下
田
行
夫
訳
『
秋
の
日
本
風
物
誌
』
は
、
昭
和
二
八
年
一
一
月
に
勤
草

書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
「
訳
者
あ
と
が
き
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
本
書
は
大
正
初
年
（
？
）
に
飯
田
旗
軒
氏
が
「
お
か
め
八
目
」
と

い
う
題
で
春
陽
堂
か
ら
抄
訳
を
出
し
た
の
が
邦
文
で
紹
介
さ
れ
た
始

め
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
大
正
三
、
四
年
頃
に
新
潮
社
か
ら
高
瀬
俊
郎

氏
が
「
日
本
印
象
記
」
と
い
う
題
で
訳
書
を
出
し
て
居
る
。
遺
憾
な

が
ら
私
は
両
方
と
も
未
見
で
あ
る
が
、
同
じ
く
新
潮
社
か
ら
大
正
四

年
五
月
二
十
三
日
に
発
行
さ
れ
た
野
上
豊
一
郎
氏
（
当
時
は
半
川
と

号
し
て
居
た
）
の
「
お
菊
さ
ん
」
の
初
版
本
の
末
尾
に
日
本
印
象
記

の
広
告
が
出
て
居
る
。
之
に
依
る
と
内
容
は
（
一
）
京
都
へ
、
八

坂
の
塔
、
清
水
寺
、
大
仏
寺
、
北
野
天
神
、
芝
居
と
芸
者
、
三
十
三

問
堂
、
帰
り
路
）
（
二
）
江
戸
の
舞
踏
会
（
三
）
日
光
の
霊
山
（
巡

礼
の
首
途
、
山
の
一
夜
、
朱
の
神
橋
、
緑
蔭
の
廟
）
（
四
）
観
菊
御

宴
（
江
戸
の
雨
、
静
寂
の
禁
苑
、
菊
花
と
音
楽
、
秋
の
女
神
）

（
五
）
江
戸
（
芝
の
霊
廟
、
浅
草
、
上
野
の
秋
、
吉
原
）
と
な
っ
て

居
る
。
之
も
矢
張
り
抄
訳
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
又
か
な
り
よ
く
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
マ

究
さ
れ
て
訳
文
の
前
に
「
尚
お
此
の
翻
訳
に
つ
い
て
」
の
一
文
を
載

せ
自
信
の
程
を
示
さ
れ
た
野
上
氏
の
訳
が
、
後
の
同
氏
の
訳
寒
波

版
）
に
比
べ
る
と
幼
稚
な
誤
が
多
い
点
か
ら
見
て
も
、
本
書
の
内
容

が
当
時
に
恐
ら
く
其
の
儘
の
紹
介
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
を
含
ん

で
居
る
こ
と
か
ら
見
て
も
「
日
本
印
象
記
」
は
か
な
り
原
文
に
遠
い

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
其
の
後
芥
川
竜
之
介
氏
の
よ
う
に
、
本
文
を
読
ん
だ
人
は
少
く
な

い
が
、
邦
訳
は
寡
聞
に
し
て
聞
い
て
居
な
い
。
恐
ら
く
戦
前
は
不
敬

と
い
う
こ
と
も
勝
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
下
田
行
夫
の
こ
の
あ
と
が
き
は
、
飯
田
旗
軒
訳
の
『
お
か
め
八
目
』
の

刊
行
を
天
正
初
年
（
？
）
」
と
し
て
い
る
点
、
こ
の
『
お
か
め
八
目
』

が
邦
訳
の
最
初
と
し
て
い
る
点
、
高
瀬
訳
の
百
本
印
象
記
』
の
刊
行
を

天
正
三
、
四
年
頃
」
と
し
て
い
る
点
な
ど
、
記
述
が
不
正
確
で
あ
る
。
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旗
軒
訳
『
陸
眼
八
目
』
は
明
治
二
八
年
で
あ
り
、
最
初
の
翻
訳
は
先
に
見

て
き
た
よ
う
に
訳
者
は
同
一
人
物
で
あ
る
が
、
明
治
二
五
年
に
す
で
に
翻

訳
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
高
瀬
訳
の
刊
行
は
、
大
正
三
年
で
あ
る
。
ま
た
、

芥
川
龍
之
介
が
原
文
で
読
ん
だ
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
点
も
根
拠
不
明

の
記
述
で
あ
る
し
、
そ
の
後
「
邦
訳
は
寡
聞
に
し
て
聞
い
て
い
な
い
」
と

あ
る
の
も
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
昭
和
一
七
年
に
は
青
磁
社
か
ら
村
上
・

吉
氷
訳
が
出
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
青
磁
社
版
は
昭
和
二
八
年
一
〇
月

に
改
訂
版
が
角
川
文
庫
か
ら
出
た
わ
け
で
あ
る
が
、
下
田
訳
も
ほ
ぼ
同
時

に
昭
和
二
八
年
一
一
月
に
出
て
い
る
の
は
偶
然
と
は
い
え
、
ロ
テ
ィ
の
翻

訳
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
下
田
訳
の
『
秋
の
日
本
風
物
誌
』
と
い
う
題
名
は
、
飯
田
訳
の

薩
眼
八
目
』
の
序
文
で
も
「
本
編
載
す
る
と
こ
ろ
は
、
氏
が
萩
の
日

本
風
物
』
と
題
す
る
一
書
に
基
づ
く
も
の
。
」
と
書
か
れ
て
い
た
し
、
村

上
・
吉
氷
訳
の
「
あ
と
が
き
」
で
も
、
「
原
題
を
直
訳
す
れ
ば
《
秋
の
日

本
的
な
る
も
の
》
ま
た
は
《
秋
の
日
本
風
物
》
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
一
致
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
も
、
ヴ
ァ
ト
ー
に
関
わ
る
部
分
の
訳
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
一
階
に
は
、
喫
煙
室
、
娯
楽
室
、
盆
栽
と
巨
大
な
菊
の
花
と
で
飾

っ
た
廊
下
が
あ
り
、
又
非
常
に
御
馳
走
を
盛
上
げ
た
大
き
な
食
卓
が

三
つ
あ
る
…
…
客
は
、
隅
に
白
、
黄
、
桃
色
の
菊
の
美
し
い
三
段
の

垣
を
並
べ
た
階
段
を
降
り
て
時
々
此
処
に
来
る
、
輿
車
の
上
に
は
、

銀
の
食
器
、
備
え
附
け
の
小
物
、
松
露
を
添
え
た
肉
、
パ
テ

六
）
、
鮭
の
肉
、
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
、
凍
菓
（
註
三
七
）
が
、

い
た
巴
里
の
舞
踏
会
で
と
同
様
に
、
ど
れ
も
多
量
に
あ
る
、

行註
届三

亜
米
利

加
や
ニ
ホ
ン
釜
三
八
）
の
果
物
を
気
の
利
い
た
籠
に
山
形
に
盛
上

げ
て
幾
つ
か
置
い
て
あ
る
し
シ
ャ
ン
パ
ン
は
最
上
級
品
で
あ
る
。

日
本
人
的
気
取
り
を
端
的
に
示
し
て
居
る
の
が
、
此
の
食
卓
の
真

似
事
の
葡
萄
棚
だ
、
金
色
の
四
つ
目
垣
を
組
ん
で
、
そ
れ
に
人
工
の

葡
萄
蔓
を
飼
わ
せ
、
素
晴
ら
し
い
実
を
附
け
て
あ
る
踊
り
の
相
手
に

や
ろ
う
と
思
っ
た
ら
自
分
で
房
を
椀
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
居
る
の
だ
、

ワ
ト
ー

（
註
三
九
）
趣
味
で
こ
ん
な
小
さ
い
収
穫
を
企
む
な
ん
て
、

粋
人
趣
味
の
最
も
下
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
年
三
六
二
二
七
・
三
八
省
略
）

　
　
（
註
三
九
）
ヴ
ア
レ
シ
エ
ン
ヌ
生
ま
れ
の
画
家
。
田
園
風
景
を
描

　
き
、
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
一
六
八
四
一
一
七
二
一
）
。

　
以
上
、
四
種
六
通
り
の
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
の
翻
訳
を
概
観
し
な
が

ら
、
特
に
ヴ
ァ
ト
ー
に
関
わ
る
部
分
の
翻
訳
を
引
用
し
て
み
た
。
こ
れ
ら

を
見
渡
し
て
み
る
と
、
ど
れ
も
微
妙
に
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
れ
で
は
、
芥
川
龍
之
介
の
コ
舞
踏
会
」
で
こ
の
部
分
は
、
ど
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
後
記
ポ
ル
カ
や
マ
ズ
ユ
リ
カ
を
踊
っ
て
か
ら
、
明
子
は
こ
の



「舞踏会」におけるロティとヴァトーの位相190　（9）

仏
蘭
西
の
海
軍
将
校
と
腕
を
組
ん
で
、
白
と
黄
と
う
す
紅
と
三
重
の

菊
の
離
の
間
を
、
階
下
の
広
い
部
屋
へ
下
り
て
行
っ
た
。

　
此
処
に
は
燕
尾
服
や
白
い
肩
が
し
っ
き
り
な
く
去
来
す
る
中
に
、

銀
や
硝
子
の
食
器
類
に
蔽
は
れ
た
幾
つ
か
の
食
卓
が
、
或
は
肉
と
松

露
と
の
山
を
盛
り
上
げ
た
り
、
或
は
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
と
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
と
の
塔
を
讐
立
た
り
、
或
は
又
柘
榴
と
無
花
果
と
の
三
角
塔

を
築
い
た
り
し
て
み
た
。
殊
に
菊
の
花
が
埋
め
残
し
た
、
部
屋
の
一

方
の
壁
上
に
は
、
巧
な
人
工
の
葡
萄
蔓
が
青
々
と
か
ら
み
つ
い
て
る

る
、
美
し
い
金
色
の
格
子
が
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
そ
の
葡
萄
の
葉
の

間
に
は
、
蜂
の
巣
の
や
う
な
葡
萄
の
房
が
、
累
々
と
紫
に
下
っ
て
み

た
。
明
子
は
そ
の
金
色
の
格
子
の
前
に
、
頭
の
禿
げ
た
彼
女
の
父
親

が
、
同
年
輩
の
紳
士
と
並
ん
で
、
葉
巻
き
を
嘲
へ
て
る
る
の
に
遭
っ

た
。
父
親
は
明
子
の
姿
を
見
る
と
、
満
足
さ
う
に
ち
ょ
い
と
頷
い
た

が
、
そ
れ
ぎ
り
連
れ
の
方
を
向
い
て
、
又
葉
巻
を
燥
ら
せ
始
め
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
芥
川
龍
之
介
の
「
舞
踏
会
」
で
は
、
こ
の
部
分
に
ヴ
ァ

ト
ー
の
こ
と
は
全
く
出
て
こ
な
い
。
芥
川
は
敢
え
て
こ
こ
で
ヴ
ァ
ト
ー
を

使
わ
ず
に
、
後
の
場
面
で
よ
り
詳
し
く
重
要
性
を
持
た
せ
て
使
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
な
お
、
芥
川
の
依
拠
し
た
も
の
が
お
そ
ら
く
、
大
正
三
年
出

版
の
高
瀬
訳
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
部
分
の
み
の
翻
訳
を
比
較
し
た
だ
け

で
は
正
確
に
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
芥
川
以
後
の
翻
訳
な

ど
と
比
べ
て
み
て
も
、
高
瀬
訳
の
表
現
と
近
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
芥
川
が
「
柘
榴
と
無
花
果
と
の
三
角
塔
を
築
い
た

り
し
て
み
た
」
と
書
い
て
い
る
部
分
を
、
他
の
翻
訳
と
比
べ
て
み
る
と
、

飯
田
訳
は
そ
の
形
状
を
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
形
」
と
し
、
村
上
・
吉
氷
訳
も

「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
」
と
な
っ
て
お
り
、
下
田
訳
は
「
山
形
」
で
あ
る
。
高

瀬
訳
の
み
が
芥
川
同
様
、
「
三
角
塔
」
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
な

お
、
こ
の
部
分
の
果
物
の
種
類
に
つ
い
て
、
芥
川
は
「
柘
榴
と
無
花
果
」

と
具
体
的
に
書
い
て
い
る
が
、
他
の
翻
訳
で
は
す
べ
て
ア
メ
リ
カ
や
日
本

の
果
物
と
だ
け
書
か
れ
て
い
て
、
具
体
性
に
欠
け
る
。
芥
川
龍
之
介
の
想

像
力
に
よ
っ
て
、
柘
榴
と
無
花
果
が
創
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
、
芥
川
龍
之
介
と
ヴ
ァ
ト
ー

1
。
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
ヴ
ァ
ト
ー
へ
の
言
及

　
芥
川
龍
之
介
の
「
舞
踏
会
」
は
、
ロ
テ
ィ
の
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
と
比

べ
て
鹿
鳴
館
や
当
時
の
日
本
女
性
の
描
き
方
な
ど
に
大
き
な
違
い
が
あ
る

が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
相
違
点
の
申
か
ら
特
に
、
な
ぜ
芥
川
が
ロ
テ
ィ
に

お
い
て
は
ご
く
小
さ
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
ヴ
ァ
ト
ー
に
、

格
段
に
大
き
な
比
重
を
持
た
せ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
考
え
て

み
た
い
の
で
あ
る
。
「
舞
踏
会
」
に
お
け
る
ヴ
ァ
ト
ー
の
イ
メ
ー
ジ
を
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

発
す
る
論
者
と
し
て
、
神
田
由
美
子
氏
や
菊
地
弘
氏
が
お
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
、
菊
地
氏
は
、
ヴ
ァ
ト
ー
の
イ
メ
ー
ジ
が
明
子
に
は
理
解
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
「
作
品
『
舞
踏
会
』
の
世
界
を
支
え
る
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
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る
。
勿
論
ロ
テ
ィ
の
『
江
戸
の
舞
踏
会
』
に
は
な
い
イ
メ
ー
ジ
で
、
芥
川

は
こ
う
し
た
想
念
の
世
界
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
し
か
も
一
瞬
の
う
ち
に

消
え
失
せ
ね
ぼ
な
ら
な
い
と
そ
の
あ
え
か
に
も
は
か
な
い
美
の
世
界
を
描

く
こ
と
に
よ
り
、
独
自
の
作
品
の
世
界
を
創
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
」

と
指
摘
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
菊
地
氏
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
る
ヴ
ァ
ト
ー
の
美

の
世
界
を
、
芥
川
龍
之
介
自
身
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
得
て
い
た
の
か
と

い
う
こ
と
を
、
探
っ
て
み
る
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、

芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
ヴ
ァ
ト
ー
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
関
心
の
度
合
い
を
測

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
さ
ら
に
は
芥
川
以
前
や
彼
と
同
時
代
の
日
本

に
お
け
る
ヴ
ァ
ト
ー
享
受
も
視
野
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
彼
の
著
作
や
書
簡
の
中
か
ら
ヴ
ァ
ト
ー
に
言

及
し
た
も
の
を
、
「
舞
踏
会
」
発
表
以
後
の
も
の
も
含
め
て
、
年
代
順
に

拾
い
出
し
て
み
よ
う
。

①
外
濠
線
へ
乗
っ
て
、
さ
つ
き
買
っ
た
本
を
い
〉
加
減
に
あ
け
て
見

　
て
る
た
ら
、
そ
の
中
に
春
信
論
が
出
て
来
て
、
ワ
ツ
ト
オ
と
比
較
し

　
た
所
が
面
白
か
つ
た
か
ら
、
い
〉
気
に
な
っ
て
読
ん
で
み
る
と
、
う

　
つ
か
り
し
て
み
る
間
に
、
飯
田
橋
の
乗
換
へ
を
乗
越
し
て
新
見
附
ま

　
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
車
掌
に
さ
う
云
ふ
の
も
業
腹
だ
か
ら
、
下
り

　
て
、
萬
世
橋
行
へ
乗
っ
て
、
七
時
す
ぎ
に
や
っ
と
満
足
に
南
町
へ
行

　
つ
た
。
（
大
正
六
年
九
月
『
新
潮
』
第
二
七
巻
第
三
号
・
「
田
端
日

　
記
」
）

②
「
ア
マ
リ
イ
ラ
」
に
は
辟
易
し
た
。
第
一
に
背
景
が
不
愉
快
で
あ

　
る
。
森
の
色
も
空
の
色
も
石
面
の
色
も
唯
事
で
は
な
い
。
第
二
に
芝

　
居
が
か
っ
た
筋
も
不
愉
快
で
あ
る
。
何
し
ろ
美
し
い
ジ
プ
シ
イ
の
娘

　
と
伯
爵
と
の
恋
と
云
ふ
の
だ
か
ら
、
如
何
に
ワ
ツ
ト
オ
の
や
う
だ
と

　
か
何
と
か
云
っ
て
も
、
妙
な
甘
さ
に
中
て
ら
れ
て
し
ま
ふ
。
オ
ペ
ラ

　
は
舞
台
に
降
参
し
た
ら
、
目
さ
へ
っ
ぶ
っ
て
し
ま
へ
ば
好
い
。
し
か

　
し
舞
踊
は
目
を
つ
ぶ
れ
ぼ
、
そ
れ
こ
そ
万
事
休
し
て
し
ま
ふ
。

　
　
天
正
一
一
年
一
〇
月
『
新
演
芸
』
第
七
巻
第
一
〇
号
・
「
露
西
亜

　
舞
踊
の
印
象
」
）

③
冠
省
。
「
み
や
う
ご
に
ち
令
嬢
」
や
何
か
は
到
底
誰
に
も
わ
か
り

　
ま
せ
ん
よ
。
主
人
役
は
多
分
伊
藤
さ
ん
で
せ
う
。
こ
れ
も
或
は
井
上

　
さ
ん
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
唯
僕
の
ロ
テ
ィ
の
本
で
面
白
く
思
っ
た
の

　
は
あ
の
日
本
人
が
皆
ロ
コ
コ
の
服
装
を
し
て
み
る
事
で
す
。
つ
ま
り

　
あ
の
舞
踏
会
は
ワ
ト
オ
の
匂
の
あ
る
日
本
だ
つ
た
の
で
す
ね
。
頓
首

　
　
　
　
　
　
　
十
一
月
十
三
日
　
芥
川
龍
之
介

　
　
　
　
神
崎
二
様
天
正
一
四
年
の
書
簡
）

　
以
上
の
三
箇
所
が
「
舞
踏
会
」
以
外
に
見
ら
れ
る
ヴ
ァ
ト
ー
へ
の
言
及

で
あ
る
。
①
は
、
「
舞
踏
会
」
以
前
の
言
及
で
あ
る
点
で
、
特
に
重
要
で

あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
「
田
端
日
記
」
に
「
廿
八
日
…
…
」
と
あ
る
日
付

の
も
と
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
日
付
は
、
『
芥
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川
龍
之
介
全
集
』
第
二
巻
の
後
記
に
よ
れ
ば
、
大
正
六
年
七
月
の
記
事
で

あ
る
。
先
に
引
用
し
た
部
分
の
少
し
前
に
は
、
丸
善
に
行
っ
て
一
時
間
ほ

ど
過
ご
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
「
さ
つ
き
買
っ
た
本
」

と
は
、
丸
善
で
購
入
し
た
本
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
具
体
的

な
書
名
も
著
者
名
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
本
に
つ
い
て
は
不
明

で
あ
る
。
な
お
、
丸
善
「
本
の
図
書
館
」
の
鈴
木
陽
二
氏
が
、
『
学
鐙
』

の
大
正
五
年
と
六
年
の
二
年
分
の
大
字
広
告
と
洋
書
リ
ス
ト
を
調
査
し
て

下
さ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
し
き
本
は
見
あ
た
ら
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
し

か
し
、
春
信
の
挿
画
も
入
っ
て
い
る
浮
世
絵
研
究
書
と
し
て
、
『
錦
絵
史

考
』
天
正
五
年
一
〇
月
二
〇
日
発
行
『
学
鐙
』
掲
載
）
と
『
錦
絵
史
』

（
大
正
六
年
四
月
二
〇
日
発
行
『
白
魚
』
掲
載
）
の
密
書
を
御
教
示
い
た

だ
い
た
。

　
②
は
、
「
舞
踏
会
」
以
後
の
ヴ
ァ
ト
ー
へ
の
言
及
で
あ
る
。
芥
川
が
帝

劇
で
ロ
シ
ア
舞
踊
を
鑑
賞
し
た
時
の
感
想
を
率
直
に
述
べ
た
部
分
に
、
ヴ

ァ
ト
ー
の
こ
と
が
出
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
ロ
シ
ア
舞
踊
の
歌
い
文
句

が
、
ヴ
ァ
ト
ー
の
よ
う
で
あ
る
、
と
宣
伝
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
な
書
き

ぶ
り
で
あ
る
。
「
如
何
に
ワ
ツ
ト
オ
の
や
う
だ
と
か
何
と
か
云
っ
て
も
」

と
い
う
書
き
方
に
は
、
誰
か
他
人
の
表
現
を
引
用
し
た
よ
う
な
感
じ
が
す

る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
当
時
の
ロ
シ
ア
舞
踊
へ
の
批
評
文
な
ど
を
探
し

て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
今
の
と
こ
ろ
未
調
査
で
あ
る
。

　
③
は
、
「
舞
踏
会
」
論
で
よ
く
引
用
さ
れ
る
大
正
一
四
年
の
重
要
な
書

簡
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
こ
の
書
簡
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
三
島
由
紀
夫

の
解
説
の
一
部
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
こ
の
小
説
の
中
に
一
寸
ワ
ツ
ト
オ
の
こ
と
が
出
て
く
る
が
、
芥
川

は
本
質
的
に
ワ
ツ
ト
オ
的
な
才
能
だ
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。
時
代
と
場

所
を
ま
ち
が
へ
て
産
ま
れ
て
き
た
こ
の
ワ
ツ
ト
オ
に
は
、
本
当
の
と

こ
ろ
皮
肉
も
冷
笑
も
不
似
合
だ
つ
た
の
に
、
皮
肉
と
冷
笑
の
仮
面
を

つ
け
な
け
れ
ば
世
を
渡
れ
な
か
っ
た
。
「
舞
踏
会
」
は
、
過
褒
に
当

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
の
真
の
ロ
コ
コ
的
才
能
が
幸
運
に
開
花
し

　
　
　
　
　
　
　
　

た
短
篇
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
三
島
が
述
べ
て
い
る
「
ワ
ツ
ト
オ
的
な
才
能
」
と
か
「
ロ
コ
コ

的
才
能
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
旦
ハ
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
指
し
て

い
る
の
か
は
、
三
島
自
身
の
「
ヴ
ァ
ト
ー
論
」
や
「
ロ
コ
コ
論
」
を
播
い

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
今
は
、
三
島
の
ヴ
ァ
ト
i
論
と
し

て
、
こ
の
蕪
野
踏
会
」
の
解
説
よ
り
も
一
年
早
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
小

説
家
の
休
暇
』
に
、
「
ワ
ツ
ト
オ
の
《
シ
テ
エ
ル
へ
の
船
出
》
」
が
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〇
三
）

と
の
指
摘
に
留
め
て
お
き
た
い
。

　
神
田
由
美
子
氏
の
「
舞
踏
会
し
論
は
、
③
を
重
視
し
、
「
芥
川
は
ロ
テ

ィ
の
舞
情
詩
〉
に
内
包
さ
れ
た
こ
の
『
ワ
ト
オ
の
匂
』
を
、
『
舞
踏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

会
』
の
世
界
に
充
満
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し

て
、
芥
川
に
よ
る
「
舞
踏
会
」
末
尾
の
改
稿
に
関
し
て
も
、
こ
の
改
稿
に

よ
っ
て
「
『
ワ
ト
オ
の
匂
の
あ
る
』
『
不
可
思
議
』
な
く
開
化
〉
の
絵
を
H
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老
婦
人
の
〈
内
的
現
実
〉
と
い
う
額
縁
に
完
壁
に
収
め
た
わ
け
で
あ
る
。
」

と
い
う
解
釈
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
安
藤
宏
氏
は
、
神
田
氏
の
論

考
を
評
価
し
た
上
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
「
舞
踏
会
」
の
語
り
手
は
、
一

八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
宮
廷
美
学
を
日
本
の
少
女
明
子
に
気
付
か
せ
よ
う
と

し
て
い
な
い
と
指
摘
し
、
海
軍
将
校
と
明
子
の
ま
な
ざ
し
の
交
錯
や
、

△
菊
〉
と
金
圃
薇
〉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
日
本
と
西
洋
の
交
錯
の

「一

u
の
明
滅
を
発
見
す
る
こ
と
の
で
き
る
眼
だ
け
が
、
社
会
的
倫
理
的

判
断
を
離
れ
た
一
開
化
』
を
一
個
の
美
学
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
」
と
、
結
論
付
け
て
い
る
。

　
「
舞
踏
会
」
に
お
け
る
ヴ
ァ
ト
ー
の
果
た
し
て
い
る
役
割
に
重
点
を
置

く
神
田
氏
の
論
や
、
菊
と
薔
薇
の
イ
メ
ー
ジ
に
注
目
し
た
安
藤
氏
の
論
点

を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
な
ら
ば
、
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
ヴ
ァ
ト
ー
や
薔

薇
の
み
な
ら
ず
、
芥
川
と
同
時
代
や
そ
れ
以
前
の
ヴ
ァ
ト
⊥
旱
受
に
も
目

を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

2
。
「
舞
踏
会
」
に
お
け
る
ヴ
ァ
ト
ー

　
近
代
日
本
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
ヴ
ァ
ト
ー
を
辿
っ
て
ゆ
く
に
あ
た
り
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
作
業
が
、
芥
川
龍
之
介
の
「
舞
踏
会
」
を
考
え
る
上
で

必
要
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
た

い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
テ
ィ
の
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
で
は
、
ヴ

ァ
ト
ー
の
こ
と
は
、
鹿
鳴
館
の
食
卓
上
の
葡
萄
の
房
を
絡
ま
せ
た
格
子
細

工
に
関
し
て
、
そ
こ
か
ら
葡
萄
を
摘
み
取
る
様
子
が
、
ま
る
で
ヴ
ァ
ト
ー

の
よ
う
だ
、
と
書
か
れ
て
い
る
＝
言
の
言
及
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か

も
、
芥
川
は
、
そ
の
場
面
で
は
葡
萄
の
房
が
た
く
さ
ん
下
が
っ
て
い
る
こ

と
は
書
い
て
も
、
そ
こ
か
ら
房
を
取
っ
て
明
子
に
渡
す
よ
う
な
シ
ー
ン
は

全
く
描
か
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
ヴ
ァ
ト
ー
の
こ
と
は
出
て
こ
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
に
、
二
人
の
会
話
で
は
、
ヴ
ァ
ト
ー
が
重
要
な

役
割
を
果
た
す
。
す
な
わ
ち
、
将
校
は
明
子
の
こ
と
を
、
「
ワ
ツ
ト
オ
の

画
の
中
の
御
姫
様
の
や
う
」
で
あ
る
と
喩
え
る
。
し
か
も
、
そ
れ
に
続
け

て
、
「
明
子
は
ワ
ツ
ト
オ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
海
軍
将
校
の
言
葉

が
呼
び
起
し
た
、
美
し
い
過
去
の
幻
も
　
　
灰
暗
い
森
の
噴
水
と
凋
れ
て

行
く
薔
薇
と
の
幻
も
、
一
瞬
の
後
に
は
名
残
な
く
消
え
失
せ
て
し
ま
は
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
特
に
注
目
し
た
い
。

　
そ
れ
ま
で
に
美
し
く
描
か
れ
て
き
た
明
子
の
姿
が
、
ロ
テ
ィ
の
原
文
を

大
幅
に
美
化
し
、
開
化
の
少
女
を
美
し
く
描
き
切
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
よ

う
な
明
子
で
は
あ
っ
た
が
、
ヴ
ァ
ト
ー
の
こ
と
を
知
ら
な
い
無
知
を
露
呈

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
以
上
に
こ
こ
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
人
に
と
っ
て
は
、
ヴ
ァ
ト
ー

の
面
谷
画
や
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
風
景
・
衣
裳
・
庭
園
・
樹
木
草
花

な
ど
が
、
画
集
や
展
覧
会
を
通
し
て
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
も
の
で
あ
り
、

一
八
世
紀
の
ロ
コ
コ
の
美
学
に
つ
い
て
さ
え
、
あ
る
程
度
の
知
識
や
イ
メ

ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
大
正
中
期
に
当
時
の
人
々
が
、
今
引
用

し
た
「
舞
踏
会
」
の
表
現
か
ら
、
ど
れ
だ
け
の
も
の
を
読
み
取
れ
た
の

か
、
そ
し
て
芥
川
龍
之
介
自
身
は
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
ト
ー
絵
画
の
実
に
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的
確
な
把
握
を
、
ど
こ
か
ら
得
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
ヴ
ァ
ト
ー
享
受

1
。
森
鴎
外
十
二
年
」

　
森
鵬
外
の
量
目
年
』
は
二
四
章
か
ら
成
る
小
説
で
、
明
治
四
三
年
三
月

か
ら
翌
年
八
月
ま
で
の
間
、
雑
誌
「
ス
バ
ル
」
に
連
載
さ
れ
た
。
そ
の
中

の
「
十
」
に
ヴ
ァ
ト
ー
へ
の
短
い
言
及
が
あ
る
。
こ
の
章
は
、
「
純
一
が

日
記
の
断
片
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
小
泉
純
一
が
、
知
り
合
い
に
な
っ
た

坂
井
夫
人
の
家
を
訪
問
し
た
日
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
通
さ
れ
た
の
は
二
階
の
西
洋
間
で
あ
っ
た
。
い
ち
ば
ん
先
に
目
に

付
い
た
の
は
芝
鋤
簿
Φ
磐
か
何
か
の
絵
を
下
絵
に
使
っ
た
ら
し
い
、
美

し
い
m
O
び
①
ぎ
ω
で
あ
っ
た
。
園
の
木
立
ち
の
前
で
、
立
っ
て
い
る
婦

人
の
手
に
若
い
男
が
接
吻
し
て
い
る
図
で
あ
る
。
草
木
の
緑
や
、
男

女
の
衣
服
の
赤
や
、
紫
や
、
黄
の
か
す
ん
だ
よ
う
な
色
が
、
ち
ょ
う

ど
窓
か
ら
差
し
込
む
夕
日
を
受
け
て
ま
ぼ
ゆ
く
な
い
、
心
持
ち
の
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

い
調
子
に
見
え
て
い
た
。

　
こ
こ
で
は
、
「
ワ
ツ
ト
オ
か
何
か
の
絵
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
や
や
ぼ

か
し
た
書
き
方
で
あ
る
が
、
管
見
に
入
っ
た
ヴ
ァ
ト
ー
享
受
の
文
学
作
品

と
し
て
は
、
ヴ
ァ
ト
ー
の
絵
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
点
で
早
い
時
期

の
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
鵬
外
が
、
ゴ
ブ
ラ
ン
織
の
壁
掛
の
下
絵

の
画
家
を
ヴ
ァ
ト
ー
と
し
て
い
る
の
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
柄
は
、
ヴ
ァ
ト
ー
の
絵
画
に
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
、
よ
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
戸
外
・
樹
木
・
美
し
い

色
彩
の
男
女
の
衣
裳
と
い
っ
た
素
材
は
、
ヴ
ァ
ト
ー
絵
画
の
特
徴
で
あ

る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
も
的
確
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
引
用
し
た

芥
川
龍
之
介
の
「
舞
踏
会
」
で
も
芥
川
の
ヴ
ァ
ト
ー
描
写
が
実
に
的
確
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
場
面

は
ヴ
ァ
ト
ー
の
原
画
の
描
写
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夕
暮
の
光
線
に

浮
か
び
上
が
る
落
ち
着
い
た
色
調
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
も
、
ヴ
ァ
ト

ー
の
イ
メ
ー
ジ
把
握
と
し
て
適
切
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ト
ー
絵
画
の
大
作
や
主

要
な
も
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
や
ド
レ
ス
デ
ン
の
宮
殿
や
絵
画
館
に
収
蔵
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
鴎
外
の
ド
イ
ツ
留
学
中
の
日
記
『
独
逸
日
記
』
に

は
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
聖
母
像
を
見
た
こ
と
は
書
か
れ
て
い
る
が
、
ヴ
ァ
ト

ー
に
関
す
る
記
述
は
見
あ
た
ら
な
い
。
な
お
、
現
在
発
行
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

『
ヴ
ァ
ト
ー
全
作
品
』
に
は
、
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
図
柄
と
ぴ
っ
た
り

の
も
の
は
残
念
な
が
ら
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

2
。
木
下
杢
太
郎
と
北
原
白
秋
に
お
け
る
ヴ
ァ
ト
ー
享
受

　
例
外
の
心
骨
年
』
に
登
場
す
る
大
村
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、

木
下
杢
太
郎
で
あ
る
。
そ
の
杢
太
郎
の
著
作
の
中
に
も
ヴ
ァ
ト
ー
へ
の
言

及
が
見
ら
れ
る
。
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
北
原
白
秋
の
詩
集
『
邪
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宗
門
』
に
付
し
た
序
文
で
あ
ろ
う
。
杢
太
郎
は
鵬
外
同
様
、
美
術
批
評
に

も
健
筆
を
揮
っ
た
が
、
『
邪
宗
門
』
序
文
で
も
、
白
秋
の
詩
を
西
洋
絵
画

の
流
れ
に
喩
え
な
が
ら
、
実
に
巧
み
に
述
べ
て
い
る
。

　
近
代
仏
国
絵
画
の
鑑
賞
者
を
わ
か
き
旅
人
に
た
と
へ
ば
や
。
も
と

よ
り
を
鋤
簿
①
磐
の
羅
曼
底
、
0
霞
○
叶
の
叙
情
詩
は
唯
微
か
に
そ
の
お

ぼ
ろ
げ
な
る
記
憶
に
残
れ
る
の
み
。
や
や
暗
き
司
○
上
巴
器
窪
①
磐
の

森
よ
り
曇
れ
る
道
を
巴
里
の
市
街
に
出
つ
れ
ば
ω
Φ
厳
①
の
河
、
そ
が

上
の
船
、
河
に
臨
め
る
○
鋤
叡
の
、
皆
「
刹
那
」
の
如
く
し
る
く
明

か
な
る
竃
磐
Φ
け
の
陽
光
に
輝
き
わ
た
れ
る
に
驚
く
な
ら
む
。
そ
は

く
①
冨
N
碧
Φ
N
の
灰
色
よ
り
俄
に
現
れ
い
で
た
る
午
后
の
日
な
り
き
。

あ
は
れ
日
は
や
う
や
う
暮
れ
て
ぞ
ゆ
く
。
金
緑
に
紅
薔
薇
を
覆
輪
に

し
た
り
け
む
鍵
。
コ
簿
の
波
の
面
も
青
み
ゆ
き
、
青
み
ゆ
き
、
ほ
の
か

に
な
つ
か
し
く
は
た
悲
し
き
O
既
騨
の
夕
は
来
る
。
燈
の
薄
黄
は

毫
三
ω
こ
興
の
好
み
の
色
と
そ
。
月
出
づ
。
雷
ω
雲
華
○
の
あ
を
き
衙
を

く
Φ
工
巴
菌
の
白
月
の
賦
な
ど
口
荒
み
つ
つ
過
ぎ
ゆ
く
は
誰
が
家
の
子

そ
や
。

　
こ
こ
に
引
用
し
た
の
は
、
『
邪
宗
門
』
の
「
外
光
と
印
象
」
と
題
さ
れ

た
三
一
編
の
白
秋
の
詩
に
付
け
ら
れ
た
木
下
杢
太
郎
の
序
文
で
あ
る
。

『
邪
宗
門
』
は
明
治
四
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
作
品

の
中
に
言
及
さ
れ
た
ヴ
ァ
ト
ー
と
し
て
は
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
の
最
も

早
い
時
期
に
属
す
る
。
先
に
挙
げ
た
鴎
外
の
董
目
年
』
よ
り
も
二
年
ほ
ど

早
い
が
、
董
虚
蝉
』
の
場
合
は
ヴ
ァ
ト
ー
の
絵
画
へ
の
言
及
が
、
こ
こ
よ

り
は
ず
っ
と
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
た
。
杢
太
郎
は
白
秋
の
詩
境
を
、
ヴ

ァ
ト
ー
か
ら
モ
ネ
に
い
た
る
フ
ラ
ン
ス
絵
画
の
流
れ
に
喩
え
な
が
ら
、
白

秋
の
色
彩
感
や
点
燈
の
推
移
を
描
く
手
法
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
の

冒
頭
に
出
て
く
る
の
が
ヴ
ァ
ト
ー
で
あ
る
。
杢
太
郎
は
ヴ
ァ
ト
ー
を
、

　
羅
曼
底
」
つ
ま
り
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
画
家
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
絵
画
の
歴
史
を
辿
り
な
が
ら
、
コ

ロ
ー
・
マ
ネ
・
モ
ネ
・
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
・
ピ
サ
ロ
の
系
譜
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
絵
画
史
の
捉
え
方
は
、
杢
太
郎
が
後
年
翻
訳

し
た
、
リ
ヒ
ヤ
ル
ド
・
ム
ウ
テ
ル
著
『
十
九
世
紀
仏
国
絵
画
史
』
に
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
絵
画
史
の
捉
え
方
を
白
秋
の
詩
に
喩

え
た
と
こ
ろ
に
杢
太
郎
の
独
自
性
が
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
杢
太
郎
は
こ

の
翻
訳
の
初
版
訳
本
の
序
文
で
、
明
治
四
一
年
に
ム
ウ
テ
ル
の
著
作
を
読

み
、
特
に
印
象
派
を
論
じ
て
い
る
章
に
い
た
く
感
動
し
た
、
と
書
い
て
い

る
。　

と
こ
ろ
で
、
本
論
か
ら
は
や
や
逸
れ
る
が
、
先
に
引
用
し
た
『
邪
宗

門
』
の
杢
太
郎
の
序
文
に
つ
い
て
、
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、

こ
こ
に
出
て
く
る
何
人
も
の
画
家
の
名
前
や
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
よ
う
な
詩

人
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
芸
術
家
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
た
だ
ひ
と
り
、

○
鋤
甑
昌
と
い
う
人
物
だ
け
が
未
詳
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
関
し
て
で
あ

（
1
6
）

る
。
現
在
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
も
、
当
時
は
よ
く
知
ら
れ
た
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芸
術
家
だ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
杢
太
郎
の
書
き
方
だ
け
か
ら
は
、
こ
の

人
物
が
画
家
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
よ
う
な
詩
人
で

あ
る
の
か
も
不
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
ほ
の
か
に
な
つ
か
し

く
は
た
悲
し
き
○
鋤
｛
ぎ
の
夕
は
来
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
少
な
く
と

も
、
こ
の
芸
術
家
の
世
界
が
、
夕
暮
に
象
徴
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ

け
は
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
て
、
杢
太
郎
の
翻
訳
し
た

『
十
九
世
紀
仏
国
絵
画
史
』
を
読
ん
で
ゆ
く
と
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ

る
。
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
カ
ザ
ン
智
鋤
『
○
げ
霞
一
Φ
ω
○
器
ヨ
は
実
に
こ
の
群
の
う
ち
の
最
年

長
者
で
あ
る
。
太
陽
・
白
昼
・
青
紺
の
空
は
彼
は
つ
ひ
そ
描
い
た
こ

と
が
な
い
。
彼
の
天
職
は
銀
光
微
々
と
し
て
風
景
の
上
に
懸
る
と
こ

ろ
の
月
華
で
あ
る
。
然
し
や
さ
し
い
銀
色
の
螢
の
や
う
に
暗
碧
の
蒼

弩
に
並
ぶ
星
の
群
は
、
更
に
一
層
彼
の
好
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
夜

の
陰
が
眠
る
村
落
の
上
に
広
が
る
。
唯
一
つ
二
つ
の
家
の
窓
か
ら
ラ

ン
プ
の
光
り
が
輝
く
。
或
は
電
光
が
銀
白
の
電
気
の
や
う
に
鋤
い
気

中
を
動
揺
す
る
。
彼
の
風
景
l
l
灰
色
の
里
道
と
貧
し
げ
な
黄
い
ろ

の
葡
と
の
み
す
ぼ
ら
し
い
田
舎
　
　
の
上
に
は
何
か
神
秘
的
な
・
盤

惑
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
而
も
カ
ザ
ン
は
其
絵
に
大
抵
は
硝
子
を
被

せ
て
巧
み
に
其
効
果
を
高
め
た
。
そ
れ
に
依
っ
て
光
の
差
し
具
合
が

一
層
柔
か
に
な
り
、
物
の
明
る
さ
が
弱
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し

て
是
等
の
不
思
議
な
調
子
・
神
秘
的
な
気
分
は
、
彼
が
こ
の
景
物
中

に
現
代
人
物
を
入
れ
ず
し
て
聖
書
中
の
人
物
を
拉
し
来
っ
た
の
で
、

一
層
そ
の
然
る
の
を
覚
え
る
。
日
暮
の
薄
明
中
ホ
ロ
フ
エ
ル
ネ
ス
の

陣
営
に
忍
び
ゆ
く
ユ
ジ
ト
の
如
き
、
ベ
ト
レ
ヘ
ム
の
途
上
一
農
家
に

燈
の
輝
く
を
見
た
る
ヨ
セ
ブ
と
マ
リ
ア
と
の
如
き
、
蒲
索
た
る
情
景

の
裡
、
泣
い
て
イ
ス
マ
エ
ル
か
ら
別
れ
る
ハ
ガ
ル
の
如
き
是
れ
で
あ

る
。
即
ち
コ
第
三
O
自
○
骨
に
始
ま
り
、
ウ
ウ
デ
¢
注
Φ
の
二
三
情
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
＞

画
に
遠
心
を
続
け
た
る
、
か
の
聖
書
的
風
景
画
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
カ
ザ
ン
と
い
う
画
家
に
つ
い
て
の
記
述
と
、
先
の
序
文
の
○
篶
ぎ

の
記
述
に
は
共
通
性
が
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ザ
ン
は
、
白
昼
の
明

る
い
絵
を
描
か
ず
、
夕
方
か
ら
夜
の
ほ
の
暗
い
絵
を
描
い
た
と
い
う
。

煮
魚
的
風
景
画
」
と
い
う
こ
と
ぼ
や
、
星
空
の
夜
を
特
に
好
ん
だ
と
い

う
記
述
は
、
や
や
杢
太
郎
の
序
文
と
イ
メ
ー
ジ
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
が
、
全
体
の
書
き
方
か
ら
感
じ
ら
れ
る
カ
ザ
ン
の
画
題
や
画
風

は
、
杢
太
郎
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
ほ
の
か
に
な
つ
か
し
く
は
た
悲
し
き
」

と
い
う
雰
囲
気
と
か
な
り
近
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
『
邪
宗
門
』
序
文
の
O
軍
陣
は
、
あ
る
い
は
、
こ
の
ム
ウ
テ
ル
の
美

術
論
に
出
て
く
る
カ
ザ
ン
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ザ
ン
○
器
ヨ

と
○
鷺
ぎ
は
、
綴
り
が
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
誤
植
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
推
測
で
あ
る
。
従
来
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注

意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
、
本
論
か
ら
は
逸
れ
た
が
気
付
い
た

こ
と
と
し
て
、
こ
こ
に
書
い
た
。
な
お
、
『
邪
宗
門
』
の
杢
太
郎
序
文
と
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『
十
九
世
紀
仏
国
絵
画
史
』
を
関
連
付
け
た
の
は
、
た
と
え
ぼ
、
ヴ
ェ
ラ

ス
ケ
ス
の
記
述
に
つ
い
て
も
、
両
方
と
も
、
「
灰
色
」
と
捉
え
て
い
る
点

な
ど
、
共
通
す
る
表
現
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ヴ
ァ
ト
ー
享
受
の
考
察
に
戻
れ
ば
、
『
邪
宗
門
』
に
お
い
て
、

直
接
ヴ
ァ
ト
ー
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
白
秋
の
詩
編
の
表

現
と
、
芥
川
龍
之
介
が
「
舞
踏
会
」
で
描
い
て
い
た
ヴ
ァ
ト
ー
の
イ
メ
ー

ジ
が
重
な
る
も
の
が
見
ら
れ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
芥
川
は
、
ヴ
ァ
ト
ー

の
こ
と
を
「
灰
暗
い
森
の
噴
水
と
凋
れ
て
行
く
薔
薇
と
の
幻
」
と
い
う
こ

れ
自
体
非
常
に
美
し
い
詩
的
な
こ
と
ぼ
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

集
約
さ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
芥
川
龍
之

介
の
ヴ
ァ
ト
ー
・
イ
メ
ー
ジ
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

3
。
北
原
白
秋
の
詩
に
お
け
る
噴
水

　
『
邪
宗
門
』
の
「
外
光
と
印
象
」
に
は
、
ヴ
ァ
ト
ー
的
イ
メ
ー
ジ
が
出

て
く
る
詩
が
見
ら
れ
る
。
特
に
次
に
掲
げ
る
詩
は
、
夕
暮
の
庭
園
の
噴
水

を
描
い
て
い
る
点
で
き
わ
め
て
ヴ
ァ
ト
美
的
で
あ
る
。

　
　
噴
水
の
印
象

ふ
き
あ
げ

噴
水
の
ゆ
る
き
し
た
た
り
。

霧
し
ぶ
く
苑
の
奥
、
夕
日
の
光
、

水
盤
の
黄
な
る
さ
ざ
め
き
、

な
べ
て
、
い
ま

　
　
　
　
な
げ
か
ひ

も
の
あ
ま
き
嵯
嘆
の
色
。

噴
水
の
病
め
る
し
た
た
り
。
i
一

い
っ
こ
に
か
病
児
引
き
、
ゆ
め
は
し
た
た
る
。

そ
こ
ご
こ
に
接
吻
の
音
。

空
は
、
は
た
、

暮
れ
か
か
る
夏
の
わ
な
な
き
。

噴
水
の
甘
き
し
た
た
り
。

　
　
　
　
　
き
ず

そ
が
も
と
に
庚
つ
け
る
女
神
の
瞳
。

は
た
、
赤
き
眩
量
の
中
、

冷
み
入
る

　
　
ふ
し

銀
の
節
、
雲
の
と
ど
ろ
き
。

噴
水
の
鳴
る
る
し
た
た
り
。

く
わ
と
そ
蒸
す
臼
の
お
び
え
、

　
　
　
　
　
ヒ
ス
テ
リ
イ

濡
れ
黄
ば
む
憂
欝
症
の
ゆ
め

青
む
、
あ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

し
と
し
と
と
夢
は
し
た
た
る
。

晩
夏
の
さ
け
び
、

　
こ
の
詩
の
第
一
連
は
、
と
り
わ
け
ヴ
ァ
ト
ー
絵
画
に
描
か
れ
る
情
景
に

近
い
。
た
だ
し
、
文
学
的
に
は
、
上
田
敏
の
『
海
潮
音
』
所
収
の
マ
ラ
ル
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（
1
9
）

メ
の
詩
「
嵯
嘆
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
に
限
ら

ず
白
秋
の
詩
に
噴
水
の
イ
メ
ー
ジ
が
頻
出
す
る
こ
と
も
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
源
泉
は
、
「
『
即
興
詩
人
』
に
し
ば
し
ぼ
描
か
れ
て

い
る
『
ト
リ
イ
ト
ン
の
神
の
像
に
造
り
倣
し
た
る
、
美
し
き
噴
井
』
な
ど

に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
推
測
さ
れ
て
い
麓
あ
る
い
は
そ
う
か

も
し
れ
な
い
が
、
白
秋
の
詩
で
は
噴
水
だ
け
が
単
独
に
用
い
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
が
木
立
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
時
間
帯
と
し
て
は
夕
暮
が

多
い
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
噴
水
だ
け
を
取
り

出
し
て
『
即
興
詩
人
』
と
の
関
連
を
考
え
る
よ
り
も
、
白
秋
に
お
い
て
噴

水
が
ど
の
よ
う
な
情
景
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
よ
り

重
要
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
『
即
興
詩
人
』
の
ト
リ
イ
ト
ン
の

噴
水
は
、
市
街
の
真
ん
中
の
広
場
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
白
秋
の
詩
に
よ

く
出
て
く
る
よ
う
な
庭
園
や
公
園
の
噴
水
で
は
な
い
。
白
秋
の
詩
に
お
け

る
噴
水
の
用
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
明
治
四
〇
年
に
雑
誌
「
明
星
」
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
『
邪
宗
門
』
に

は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
詩
に
、
「
晩
夏
」
が
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
「
噴
水
の

印
象
」
と
や
や
似
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
噴
水
は
市
街
の
広
場
に
あ
る
も

の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
マ
わ
と
照
ら
す
夕
陽
の
光
、
／
噴
水
の
霧

の
し
ぶ
き
よ
。
／
湿
ら
ひ
ぬ
、
蒸
し
ぬ
、
ひ
か
り
ぬ
、
／
さ
は
、
苑
の
若

木
の
た
わ
み
、
／
花
の
叢
、
く
さ
ぼ
の
か
を
り
、
　
／
さ
ま
ざ
ま
の
薫

る
お
も
ひ
に
。
／
こ
ぼ
り
ち
る
水
の
に
ほ
ひ
よ
。
／
日
の
ひ
か
り
、
雲
の

う
つ
ろ
ひ
、
栄
え
し
ぶ
く
欝
香
の
真
珠
、
　
／
絶
え
ず
、
わ
が
夢
か
し

た
た
る
。
」
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
噴
水
の
印
象
」
に
お
い
て

も
、
「
苑
の
奥
」
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。

　
ま
た
、
『
邪
宗
門
』
の
「
魔
睡
」
に
あ
る
「
室
内
庭
園
」
に
も
噴
水
が

出
て
く
る
。
そ
こ
で
は
庭
園
で
は
な
い
が
、
植
物
と
と
も
に
描
か
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
た

る
。
ま
た
、
同
じ
く
「
魔
睡
」
の
「
陰
影
の
瞳
」
で
も
、
「
廃
れ
し
園
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る

な
ほ
甘
き
と
き
め
き
の
香
に
頭
へ
つ
つ
、
／
（
中
略
）
／
そ
こ
と
も
わ
か

　
　
　
　
メ
ラ
ン
コ
リ
ア

ぬ
森
か
げ
の
欝
憂
の
薄
闇
に
、
／
ほ
の
か
に
の
こ
る
噴
水
の
青
き
ひ
と
す

ぢ
　
　
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
「
魔
睡
」
の
審
9
の
奥
」
の
第
一
連
と
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
ふ

連
に
も
、
「
ほ
の
か
に
も
や
は
ら
か
き
に
ほ
ひ
の
園
生
。
／
あ
は
れ
、
そ

の
ゆ
め
の
奥
。
日
と
夜
の
あ
は
ひ
。
／
薄
あ
か
る
空
の
心
ひ
そ
か
に
頭
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
め
い
し

／
暮
れ
も
ゆ
く
そ
の
し
ぼ
し
、
声
な
く
立
て
る
／
真
白
な
る
大
理
石
の
男

す
が
た
　
　
　
　
い
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
て
　
　
め
つ
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

の
像
、
／
微
妙
じ
く
も
ま
た
貴
に
瞑
目
り
な
が
ら
／
清
ら
な
る
面
の
色
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
そ
が
れ

す
か
に
ゆ
め
む
。
／
（
中
略
）
／
薄
暮
に
せ
き
も
あ
へ
ぬ
女
の
吐
息
／
あ

　
　
　
う
れ
ひ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
き
あ
げ

は
れ
そ
の
愁
如
し
、
し
ぶ
く
噴
水
／
そ
こ
は
か
と
な
う
節
ゆ
る
う
ゆ
ら
ゆ

る
な
べ
に
、
／
い
つ
し
か
と
ほ
の
め
き
ぬ
月
の
光
も
。
／
そ
の
空
に
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
す
り
な
き

の
苑
に
、
ほ
の
の
青
み
に
／
静
か
な
る
旧
歓
泣
き
も
い
で
つ
つ
、
／
い
つ

く
に
か
、
さ
ま
だ
る
る
愛
慕
の
な
げ
き
。
」
と
あ
る
。

4
。
芥
川
龍
之
介
と
北
原
白
秋

　
白
秋
の
『
邪
宗
門
』
に
は
、
芥
川
の
ヴ
ァ
ト
ー
の
イ
メ
ー
ジ
と
共
通
す

る
よ
う
な
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
詩
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
「
舞
踏

会
」
に
お
け
る
ヴ
ァ
ト
ー
の
源
泉
と
ま
で
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
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が
、
何
ら
か
の
関
連
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
芥
川
は
、
明
治
四

三
年
と
推
定
さ
れ
る
山
本
喜
誉
司
宛
て
書
簡
の
中
で
、
「
チ
ユ
リ
ツ
プ
の

紅
と
白
の
し
ぼ
り
の
八
重
が
ち
っ
た
、
花
び
ら
を
一
つ
づ
〉
ひ
ろ
っ
て
、

邪
宗
門
の
中
へ
は
さ
む
だ
　
夢
の
や
う
な
酔
ふ
た
日
の
か
た
み
に
は
此
花

が
何
よ
り
も
ふ
さ
は
し
い
や
う
に
思
っ
た
、
」
と
書
い
て
い
る
。
後
年
の

芥
川
龍
之
介
の
文
学
世
界
か
ら
は
懸
け
離
れ
た
よ
う
に
さ
え
思
え
る
、
チ

ュ
ー
リ
ッ
プ
の
花
び
ら
を
詩
集
の
間
に
挟
む
と
い
う
行
為
が
、
ほ
か
な
ら

ぬ
『
邪
宗
門
』
と
と
も
に
あ
る
こ
と
は
、
三
島
由
紀
夫
が
「
舞
踏
会
」
論

で
述
べ
て
い
た
よ
う
な
芥
川
龍
之
介
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
あ
ら
わ
れ

で
あ
ろ
う
し
、
同
時
に
芥
川
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
『
邪
宗
門
』

を
読
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
芥
川
と
白
秋
の
関
連
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
芥
川
の

短
歌
に
見
ら
れ
る
白
秋
調
と
も
い
う
べ
き
作
品
に
触
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
短
歌
作
品
に
は
、
薔
薇
が
よ
く
歌
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
び

恋
す
れ
ば
う
ら
若
け
れ
ば
か
ば
か
り
に
薔
薇
の
香
に
も
な
み
だ
す
る
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
三
年
五
月
・
『
心
の
花
』
）

　
　
　
　
さ
う
び

す
が
れ
た
る
薔
［
薇
を
ま
き
て
お
く
る
こ
そ
ふ
さ
は
し
か
ら
む
恋
の
逮
夜
は

　
　
　
　
　
　
ク
ツ
サ
ン

に
ほ
ひ
よ
き
絹
の
小
枕
薔
薇
色
の
羽
ぶ
と
ん
も
て
き
づ
か
れ
し
墓

薔
薇
よ
さ
は
に
ほ
ひ
な
出
で
そ
あ
か
つ
き
の
薄
ら
あ
か
り
に
泣
く
女
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
三
年
七
月
・
甲
心
の
花
』
）

　
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
白
秋
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
木
俣
修
が
、
「
心

の
花
』
に
発
表
さ
れ
た
芥
川
の
短
歌
を
指
し
て
、
「
こ
れ
ら
の
す
べ
て
は

例
外
な
く
白
秋
『
桐
の
花
』
の
模
倣
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
と
述
べ
て

い
麓

お
わ
り
に

　
本
稿
は
、
芥
川
龍
之
介
の
「
舞
踏
会
」
に
お
け
る
ロ
テ
ィ
と
ヴ
ァ
ト
ー

の
位
相
の
考
察
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
関
連
資
料
を
挙
げ
な

が
ら
、
い
く
つ
か
本
稿
な
り
の
指
摘
も
行
い
得
た
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、

ロ
テ
ィ
の
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
は
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
翻
訳
さ
れ
て

お
り
、
芥
川
龍
之
介
が
「
舞
踏
会
」
を
発
表
す
る
ま
で
に
す
で
に
飯
田
旗

郎
の
二
種
類
の
翻
訳
と
高
瀬
俊
郎
の
翻
訳
が
あ
っ
た
。
飯
田
訳
は
、
今
ま

で
「
舞
踏
会
」
論
で
そ
の
存
在
が
ご
く
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
芥
川
龍
之
介
が
、
こ
の
飯
田
訳
を
参
看
し
て
い
る
可
能

性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
う
が
、
ロ
テ
ィ
の
作
品
を
日
本
人
が
ど
の
よ
う

に
受
け
入
れ
て
き
た
か
を
考
え
る
上
で
は
、
重
要
な
翻
訳
で
あ
る
。
し
か

も
、
芥
川
龍
之
介
の
「
舞
踏
会
」
も
、
こ
の
よ
う
な
ロ
テ
ィ
享
受
の
一
環

で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
芥
川
龍
之
介
が
単
に
ロ
テ
ィ
の
「
江
戸
の

舞
踏
会
」
を
な
ぞ
っ
て
「
舞
踏
会
」
を
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
、

従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
自
明
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど

も
、
そ
の
よ
う
な
「
舞
踏
会
」
研
究
に
お
い
て
さ
え
、
な
ぜ
芥
川
龍
之
介
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が
ロ
テ
ィ
の
作
品
で
は
た
っ
た
一
言
の
言
及
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ヴ
ァ
ト
ー

に
あ
れ
ほ
ど
の
役
割
を
持
た
せ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
い
ま

だ
に
十
分
に
は
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
稿
の
後
半
は
近
代
文
学
に
お
け
る
ヴ
ァ
ト

ー
享
受
の
流
れ
を
追
っ
て
み
た
。
鴎
外
の
霊
目
年
』
に
見
ら
れ
る
ヴ
ァ
ト

ー
へ
の
言
及
や
、
芥
川
が
描
い
て
い
た
ヴ
ァ
ト
ー
・
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の

薔
薇
・
噴
水
・
森
と
い
っ
た
素
材
が
白
秋
や
杢
太
郎
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
推
論
し
て
み
た
。
な
お
、
堀
口
大
学
に
お
け

る
ヴ
ァ
ト
ー
享
受
な
ど
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
、
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
や
作
品
の
調
査
に
よ
っ
て
、
今
後
も

明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

注
永
井
荷
風
の
　
ピ
エ
ー
ル
ロ
チ
と
日
本
の
風
景
」
（
明
治
四
五
年
）
や
、

夏
目
漱
石
の
『
三
四
郎
』
で
の
言
及
、
ロ
テ
ィ
の
死
に
際
し
て
の
芥
川
龍

之
介
や
堀
口
大
学
の
論
評
、
北
原
白
秋
の
短
歌
作
晶
な
ど
、
多
数
あ
る
。

萌
治
・
大
正
・
昭
和
翻
訳
文
学
目
録
』
（
国
立
国
会
図
書
館
編
・
風
間

書
房
・
昭
和
三
四
年
目
や
百
本
近
代
文
学
大
事
典
』
（
日
本
近
代
文
学

館
・
小
田
切
進
編
・
講
談
社
・
昭
和
五
九
年
）
な
ど
に
「
眼
花
道
人
」
と

な
っ
て
い
る
。

こ
の
広
告
文
の
中
で
、
「
若
水
」
と
「
江
戸
の
舞
踏
会
」
の
二
つ
の
作
品
の
タ

イ
ト
ル
だ
け
は
、
大
き
く
ゴ
チ
ッ
ク
で
目
立
つ
よ
う
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

花
園
歌
子
著
『
女
か
ら
人
間
へ
…
女
性
文
化
研
究
資
料
一
覧
』
（
昭
和

六
年
）
に
よ
る
。

65（
7
）

（
8
）

（
9
）

12　ll　10
（
1
3
）

16　15　14
（
1
7
）

19　18

目
録
に
よ
れ
ば
、
ペ
ン
書
四
一
頁
、
一
冊
。

英
訳
本
に
よ
っ
た
と
す
る
説
と
し
て
、
三
好
行
雄
「
『
舞
踏
会
』
に
つ
い

て
」
（
笠
教
大
学
日
本
文
学
』
・
第
八
号
・
昭
和
三
七
年
六
月
）
な
ど
が

あ
る
。
高
瀬
訳
『
日
本
印
象
記
』
に
よ
る
と
す
る
説
は
多
い
が
、
そ
れ
ら

を
総
覧
し
た
論
文
と
し
て
、
笠
井
秋
生
「
芥
川
龍
之
介
『
舞
踏
会
』
の
典

拠
と
主
題
」
（
笠
雲
大
学
日
本
文
学
』
・
第
四
七
号
・
昭
和
五
六
年
＝
一

月
）
が
あ
る
。

村
上
菊
一
郎
・
吉
氷
清
訳
萩
の
日
本
』
（
角
川
文
庫
・
昭
和
二
八
年
）

の
「
あ
と
が
き
」
に
書
か
れ
て
い
る
。

神
田
由
美
子
興
舞
踏
会
』
見
果
て
ぬ
犬
工
V
の
夢
」
（
｛
国
文
学
』
・
昭

和
五
六
年
五
月
）
。
菊
地
弘
「
舞
踏
会
　
　
知
の
感
覚
と
拝
情
の
美

一
」
（
海
老
井
英
次
・
宮
坂
覚
編
・
搾
坐
論
芥
川
龍
之
介
』
所
収
・
今

文
社
出
版
・
平
成
二
年
）
。

角
川
文
庫
『
南
京
の
基
督
』
の
解
説
。
引
用
は
『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第

二
七
巻
に
よ
る
。

示
説
家
の
休
暇
』
は
、
昭
和
三
〇
年
に
講
談
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

注
（
8
）
論
文
。

安
藤
宏
「
『
舞
踏
会
』
論
－
ま
な
ざ
し
の
交
錯
」
（
鷺
国
文
学
』
・
平
成
四

年
二
月
）
。

明
子
の
美
し
さ
と
ヴ
ァ
ト
ー
を
知
ら
な
い
内
実
の
落
差
に
、
将
校
が
幻
滅

し
た
と
す
る
論
に
、
小
田
切
信
子
諏
同
室
龍
之
介
『
舞
踏
会
』
研
究
し

（　

ｬ
典
国
文
』
・
第
二
五
号
・
平
成
四
年
三
月
目
が
あ
る
。

引
用
は
、
岩
波
文
庫
署
年
』
に
よ
っ
た
。

中
山
公
男
編
著
『
ヴ
ァ
ト
ー
全
作
品
』
甲
央
公
論
社
・
平
成
三
年
）

百
本
近
代
文
学
大
系
・
北
原
白
秋
集
』
（
角
川
書
店
・
昭
和
四
五
年
）

の
頭
注
で
も
、
こ
の
人
物
は
未
詳
と
さ
れ
て
い
る
。

引
用
は
、
『
木
下
杢
太
郎
全
集
』
第
二
〇
巻
藁
波
書
店
・
昭
和
五
七

年
）
に
よ
っ
た
。

引
用
は
、
『
臼
秋
全
集
』
1
缶
石
波
書
店
・
一
九
八
四
年
）
に
よ
っ
た
。

注
（
1
6
）
書
の
補
注
に
よ
る
。
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（
2
0
）

（
2
1
）

注
（
1
6
）
書
の
補
注
に
書
か
れ
て
い
る
説
。
な
お
、
白
秋
の
詩
「
飢
渇
」

に
は
、
こ
の
ト
リ
イ
ト
ン
の
噴
水
の
こ
と
が
直
接
描
か
れ
て
い
る
。

木
俣
修
著
『
白
秋
研
究
1
1
』
薪
典
書
房
・
昭
和
三
〇
年
）
所
収
の
「
龍

之
介
と
白
秋
」
に
よ
る
。

（
平
成
六
年
十
一
月
七
日
受
理
）

子裕内島
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The　Genealogy　of　Loti　and　Watteau

in　Butokaz“
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ABSTRACT

　　This　paper　examines　the　genealogy　of　Pierre　Loti　and　Antolne　Watteau．

When　Akutagawa　Ryunosuke　wrote　Butokai，　he　adapted　tkis　short　novei　from

Loti’s　Edo　no　Butokai．　As　Loti’s　novels　were　translated　ln　the　Meij　i　Period，　it　is

possible　that　Akutagawa　may　have　read　thern．　But　he　wrote　his　Butokai　from

an　independent　standpoint．　ln　Butokai，　ke　placed　considerable　emphasls　on

Watteau　．


