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川
端
康
成
「
落
葉
」
論

｜
｜
変
奏
さ
れ
る
輪
舞
ロ
ン
ド

常

思

佳

一
、
は
じ
め
に

川
端
康
成
（
一
八
九
九
〜
一
九
七
二
）
は
、
革
新
的
な
志
向
を
持
つ
雑
誌
『
文

藝
時
代
』
紙
上
で
本
格
的
に
創
作
活
動
を
始
め
る
。「
新
感
覚
派
理
論
」
と
し
て

有
名
な
「
新
進
作
家
の
新
傾
向
解

１
説
」
か
ら
窺
え
る
川
端
の
「
新
し
い
表
現
」

を
め
ぐ
る
模
索
は
、
新
心
理
主
義
時
代
へ
の
文
学
的
変
貌
過
程
の
な
か
で
一
貫

し
て
変
わ
ら
な
い
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
書
く
こ
と＝
新

し
い
表
現
形
式
の
模
索
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

一
九
三
〇
年
か
ら
三
一
年
に
か
け
て
、
川
端
は
「
針
と
硝
子
と

２
霧
」
や
「
水

晶
幻

３
想
」
と
い
っ
た
斬
新
な
テ
ク
ス
ト
を
発
表
し
た
。
瀨
沼
茂
樹
は
『
現
代
文

学
』（
木
星
社
書
院
、
一
九
三
三
・
一
、
二
二
〜
二
三
ペ
ー
ジ
）に
お
い
て
、「
新

感
覚
派
の
感
覚
描
写
の
内
面
に
あ
つ
て
、
そ
の
外
面
性
を
裏
づ
け
て
ゐ
た
心
理

描
写
を
一
歩
押
し
進
め
、
人
間
を
そ
の
全
生
活
意
識
か
ら
切
り
離
し
て
、
心
理

的
存
在
と
し
、
生
理
的
存
在
と
し
て
、
そ
の
解
体
・
分
裂
に
お
い
て
、
個
別
的

に
、
剋
明
に
追
求
し
て
い
く
と
き
に
、『
意
識
の
流
れ
』『
内
的
独
白
』
な
ど
の

方
法
に
た
つ
新﹅
心﹅
理﹅
主﹅
義﹅
文﹅
学﹅
を
発
生
せ
し
め
た
」（
傍
点
原
文
）と
述
べ
、「
新

心
理
主
義
文
学
」を
新
感
覚
派
の
一
分
岐
と
し
て
早
く
か
ら
規
定
し
た
。
ま
た
、

曽
根
博
義
は
、
比
較
文
学
的
な
観
点
か
ら
、
ジ
ョ
イ
ス
や
プ
ル
ー
ス
ト
な
ど
の

方
法
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
生
じ
た
、
人
間
心
理
の
深
層
の
流
れ
を
表
現
す
る

こ
と
を
目
指
し
た
伊
藤
整
、
堀
辰
雄
、
横
光
利
一
ら
の
小
説
や
評
論
な
ど
を
新

心
理
主
義
文
学
と
し
て
挙
げ
て
い

４る
。
川
端
の
文
学
活
動
に
お
い
て
、
特
に「
水

晶
幻
想
」
が
新
心
理
主
義
小
説
の
実
験
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
代
の
他
作
品
の
方
法
の
解
明
は
、
十
分
に
進
ん

で
い
る
と
は
言
い
難
い
。

本
稿
で
は
、
川
端
が
こ
の
時
期
に
発
表
し
た
小
説「
落

５
葉
」
を
取
り
上
げ
て
、

「
水
晶
幻
想
」
な
ど
で
検
証
さ
れ
て
き
た
新
心
理
主
義
小
説
の
手
法
、
特
に
「
意

識
の
流
れ
」
が
ど
の
よ
う
に
援
用
さ
れ
た
の
か
を
問
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ

の
小
説
に
書
か
れ
た
落
葉
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
に
焦
点
を
あ
て
る

必
要
が
あ
る
。「
彼
女
」の
視
覚
・
聴
覚
な
ど
の
知
覚
が
如
何
に
織
り
合
わ
さ
れ
、
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落
葉
を
め
ぐ
る
記
憶
の
断
片
と
結
び
つ
く
の
か
。
ま
た
、
落
葉
を
め
ぐ
る
舞
踊
・

絵
画
・
音
楽
の
イ
メ
ー
ジ
と
小
説
の
言
語
表
現
と
が
、
記
号
化
の
過
程
を
は
さ

ん
で
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
、
川
端
康
成
の
小
説
「
落
葉
」

小
説
「
落
葉
」
に
お
い
て
、
琴
の
師
匠
を
し
て
い
る
「
彼
女
」
の
意
識
の
流

れ
が
、
落﹅
葉﹅
を
通
し
て
描
か
れ
る
。
晩
秋
の
夜
、「
落
葉
の
音
」に
気
づ
く
こ
と

で
、「
彼
女
」の
過
去
の
記
憶
が
蘇
る
と
こ
ろ
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
る
。
か
つ
て
、

秋
の
舞
踊
会
で
「
彼
女
」
が
踊
っ
た
「
落
葉
の
踊
」
は
、「
彼
女
」
に
夕
日
時
の

銀
杏
の
落
葉
を
想
起
さ
せ
た
。
そ
の
日
に
、「
彼
女
」は
結
婚
を
決
意
す
る
。
そ

れ
は
、
今
か
ら
七
八
年
前
の
こ
と
で
、「
彼
女
」が
憧
れ
た
琴
の
師
匠
の
お
通
夜

の
二
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。
お
通
夜
の
翌
朝
に
、
帰
っ
て
き
た
「
彼
女
」
は
、

別
れ
た
夫
と
彼
の
師
匠
の
未
亡
人
の
足
音
に
潜
ん
で
い
る
二
人
の
秘
密
を
知
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、「
彼
女
」は
、
未
亡
人
の
借
家
か
ら
引
越
し
、
新
し
い

家
で
夜
の
落
葉
の
音
を
聞
い
た
と
こ
ろ
で
物
語
は
終
わ
る
。

小
説
の
展
開
は
、
こ
の
よ
う
に
冒
頭
と
結
末
が
落
葉
の
音
で
対
応
し
、
語
り

の
現
在
時
と
い
う
枠
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
枠
内
に
「
彼
女
」
の
回
想
が
差
し
挟

ま
れ
る
。
し
か
し
、「
彼
女
」の
回
想
は
、
直
線
的
な
時
間
の
順
序
に
は
沿
っ
て

お
ら
ず
、
回
想
す
る
「
彼
女
」
の
心
の
流
れ
そ
の
ま
ま
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
非
連
続
的
な
回
想
は
、
小
説
の
冒
頭
の
現
在
か
ら
、

現
在
に
近
い
過
去
（
二
三
日
前
の
遺
作
展
覧
会
）
へ
、
ま
た
現
在
に
戻
り
、
遠

い
過
去
（
踊
の
稽
古
に
通
っ
た
頃
）
に
移
り
、
ま
た
現
在
に
流
れ
込
み
、
も
っ

と
遠
い
過
去（
踊
の
稽
古
の
頃
よ
り
前
、
現
在
か
ら
七
八
年
前
の
秋
の
日
の
朝
）

に
飛
び
、
そ
れ
か
ら
時
の
流
れ
に
従
い
、
そ
の
踊
の
初
舞
台
に
遡
り
、
そ
の
後

の
琴
の
師
匠
の
お
通
夜
と
そ
の
次
の
日
の
朝
に
引
き
戻
さ
れ
、
現
在
の
回
想
と

合
流
す
る
。
つ
ま
り
、
実
際
の
語
り
方
は
、
回
想
を
挟
ん
だ
複
雑
な
時
制
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
回
想
の
流
れ
は
、
風
の
音
や
落
葉
の
音
な
ど
を
描

く
こ
と
で
非
連
続
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

冒
頭
の
「
風
の
音
で
は
な
か
つ
た
が
雨
が
降
り
出
し
た
音
の
や
う
で
あ
り
、

人
間
が
忍
び
足
で
庭
を
歩
く
音
の
や
う
で
も
あ
り
、
ふ
と
耳
を
澄
ま
せ
て
み
る

と
、
そ
れ
は
落
葉
の
音
で
あ
つ
た
。／
夜
の
落
葉
で
あ
つ
た
。／
目
に
見
え
な
い

落
葉
で
あ
つ
た
。」と
い
う
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
ず
、
読
者
に
印
象
づ

け
ら
れ
る
の
は
、「
落
葉
」
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、「
目
に
見
え
な
い

落
葉
」の
音
な
の
で
あ
る
。
次
に
、「
彼
女
」は
、
菱
田
春
草
の
遺
作
展
覧
会
で
、

落

６
葉

と
い
う
絵
画
を
見
終
え
て
、家
へ
帰
る
と
す
ぐ
に
蓄
音
機
で
宮
城
道
雄

の
「
落
葉
の
踊
」
と
い
う
曲
を
聴
き
始
め
る
。

「『
落
葉
』
と
い
ふ
絵
の
落
葉
は
静
か
で
あ
つ
た
。／『
落
葉
の
踊
』
と
い
ふ
新

日
本
音
楽
の
落
葉
は
動
い
て
ゐ
た
。／
し
か
し
、二
つ
と
も
目
に
見
え
る
落
葉
で

あ
つ
た
。昼
の
落
葉
で
あ
つ
た
。／
彼
女
は
夜
の
目
に
見
え
な
い
落
葉
と
い
ふ
も

の
を
考
へ
て
み
た
こ
と
が
な
か
つ
た
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
絵
画
の

落
葉

に

お
け
る
静
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
音
楽
の
「
落
葉
の
踊
」
に
お
け
る
動
の
イ
メ
ー
ジ

と
対
比
さ
れ
、
か
つ
、
両
者
と
も
「
昼
の
落
葉
」／「
目
に
見
え
る
落
葉
」
に
含

ま
れ
、「
夜
の
目
に
見
え
な
い
落
葉
」と
対
置
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
昼
の
落
葉
／

夜
の
落
葉
は
、
自
然
／
空
想
、
視
覚
／
聴
覚
と
い
う
二
項
対
立
的
な
図
式
に
振

り
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
昼
の
落
葉
は
、
静
的
／
動
的
な
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
に
細

分
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
は
物
語
の
進
展
に

し
た
が
っ
て
ど
の
よ
う
に
反
復
さ
れ
、
重
層
化
し
て
い
く
の
か
。
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さ
ら
に
、
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
転
は
、
舞
踊
す
る
「
彼
女
」
の
心
身
と
共

鳴
し
な
が
ら
進
行
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
わ
る
記
憶
の
断
片

が
示
さ
れ
る
。
琴
の
師
匠
で
あ
る
現
在
の
「
彼
女
」
は
、
菱
田
春
草
の

落
葉

に
触
発
さ
れ
て
、舞
踊
の
稽
古
を
し
て
い
た
頃
の
自
分
を
思
い
出
し
、家
に
帰
っ

て
す
ぐ
に
宮
城
道
雄
の
「
落
葉
の
踊
」
を
聴
き
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
乗
っ
て
踊
っ

て
い
る
過
去
の
記
憶
へ
滑
り
込
ん
で
い
く
。
こ
う
し
て
、「
彼
女
」の
身
体
を
媒

介
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
過
去
の
記
憶
が
呼
び
起
こ
さ
れ

る
。そ

こ
で
、
以
下
の
三
節
を
通
し
て
確
認
し
た
い
の
は
、
舞
踊
・
絵
画
・
音
楽

の
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
芸
術
作
品
が
持
つ
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
ど
の
よ
う
に
借
用

し
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
高
見
澤
恵
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
小
説
「
落
葉
」

の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
舞
踊
家
・
藤
間
静
枝
を
モ
デ

７ル
に
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え

て
、
小
説
に
書
か
れ
た
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
を
抽
出
す
る
。
次
に
、
菱
田
春
草
の

落
葉

の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
に
触
発
さ
れ
た
「
彼
女
」
の
内
面
世
界
が
、
如
何

な
る
も
の
か
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
宮
城
道
雄
が
作
曲
し
た
「
落
葉
の
踊
」

に
響
く
「
彼
女
」
の
内
面
が
、
ど
の
よ
う
に
菱
田
春
草

落
葉

の
視
覚
的
イ

メ
ー
ジ
と
合
成
さ
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
最
終
的
に
、
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

ど
の
よ
う
に
「
彼
女
」
の
心
象
イ
メ
ー
ジ
と
合
流
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た

い
。

三
、
藤
間
静
枝
の
舞
踊
「
落
草﹅
の
踊
」

小
説
の
「
落
葉
」
で
は
、
藤
間
静
枝
が
振
付
け
を
行
っ
た
「
落
葉
の
踊
」
に

明
確
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
小
説
の
全
体
は
、
藤
間
静
枝
が
夫
・
永
井
荷

風
と
別
れ
、
勝
本
清
一
郎
に
出
会
い
、
無
理
な
稽
古
が
た
た
っ
て
鎌
倉
で
静
養

し
て
い
る
時
に
、
宮
城
道
雄
の
「
落
葉
の
踊
」
の
振
付
け
を
思
案
し
た
、
と
い

う
事
実
を
下
敷
き
に
し
て
い

８る
。
ま
ず
は
、
藤
間
静
枝
の
随

９筆
に
書
か
れ
た
内

容
を
参
照
し
な
が
ら
、
小
説
「
落
葉
」
に
至
っ
て
捨
象
さ
れ
た
「
彼
女
」
の
心

身
イ
メ
ー
ジ
を
探
っ
て
み
た

10い
。

藤
間
静
枝
の
随
筆
に
は
、
か
つ
て
の
夫
・
永
井
荷
風
が
自
分
を
「
矢
筈
草
」

に
喩
え
た
こ

11と
、
結
婚
生
活
に
幻
滅
し
て
家
出
し
、
夫
と
別
れ
て
新
舞
踊
の
研

究
の
た
め
「
藤
蔭
会
」
を
作
っ
た
こ
と
、
新
舞
踊
活
動
の
作
品
「
思
凡
」
を
上

演
し
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
藤
間
が
新
し
い
舞
踊
の
た

め
の
音
楽
を
模
索
し
て
い
る
時
に
出
会
っ
た
の
は
、
新
日
本
音
楽
の
創
造
を
目

指
し
て
い
た
若
き
宮
城
道
雄
の
「
落
葉
の
踊
」
で
あ
っ

12た
。
藤
間
が
藤
蔭
会
の

出
し
物
と
し
て
何
か
す
ぐ
れ
た
い
い
曲
を
見
つ
け
て
振
付
け
を
し
た
い
と
思

い
、
十
七
弦
の
琴
が
初
め
て
公
衆
の
前
で
演
奏
さ
れ
た
宮
城
の
作
品
発
表
会
を

聞
き
に
行
っ
て
、「
落
草
お
ち
ば
の
踊
」
に
出
会

13う
。

藤
間
は
、
宮
城
の
「
落おち
葉ば
の
踊
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
触
発
さ
れ
て
、
厳
冬
が

来
る
前
に
舞
い
落
ち
る
葉
の

14姿
と
旧
家
か
ら
出
た
自
分
自
身
の
頼
り
な
さ
を
重

ね
合
わ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
旧
家
の
妻
を
象
徴
す
る
「
矢

筈
草
」
で
あ
っ
た
藤
間
が
、「
落
葉
の
踊
」
の
振
付
け
を
創
案
し
、
自
分
の
心
境

を
踊
り
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
自
分
、
そ
し
て
過
去
の
花
柳
界
の
芸

者
と
一
線
を
画
し
、
新
し
い
芸
術
的
主
体
と
し
て
再
生
す

15る
。「
新
ら
し
い
舞
踊

の
モ
ル
モ
ツ
ト
と
し

16
て
」
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
曲
は
筝
に
三
味
線

に
十
七
弦
筝
と
の
三
部
合
奏
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
か
ら
振
り
の
方
も
大
き
い
葉
、

中
く
ら
ゐ
な
葉
、
小
さ
い
葉
と
云
ふ
心
持
ち
で
三
つ
の
葉
が
三
つ
の
楽
器
の
旋
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律
を
別
々
に
現
は
し
全
部
を
調
和
さ
せ
て
ゆ
く
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
藤

間
は
「
落
葉
の
踊
」
の
振
付
け
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
過
去
の
「
矢
筈
草
」

か
ら
現
在
の
「
落
草
」
へ
の
変
化
は
、
落
葉
を
真
似
る
藤
間
の
踊
り
で
完
成
し

た
。し

か
し
、
小
説
「
落
葉
」
で
は
、「
彼
女
」
の
「
落
葉
の
踊
」
の
振
付
け
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
、
藤
間
の
よ
う
な
過
去
と
の
決
別
と
は
正
反
対
に
過
去
の
記
憶
へ

と
引
き
戻
す
。

彼
女
が
ま
だ
踊
の
稽
古
に
通
つ
て
ゐ
た
頃
、
秋
の
舞
踊
会
で「
落
葉
の
踊
」

を
踊
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
や
は
り
宮
城
道
雄
の
曲
で
あ
つ
た
。

〔
…
〕

「
き
つ
と
い
ろ
ん
な
落
葉
が
秋
風
に
吹
か
れ
て
、
散
り
落
ち
た
り
、
舞
ひ

歩
い
た
り
す
る
あ
り
さ
ま
を
写
し
た
の
で
せ
う
け
れ
ど
、
四
五
人
の
踊
り

手
に
、
あ
な
た
は
桐
の
葉
、
あ
な
た
は
銀
杏
の
葉
、
あ
な
た
は
紅
葉
の
葉
、

と
い
つ
た
風
に
振
り
の
区
別
を
す
る
の
は
、い
く
ら
標
題
楽
の
踊
だ
つ
て
、

少
し
幼
稚
過
ぎ
る
と
思
ひ
ま
す
よ
。」

「
午
前
で
せ
う
か
。
午
後
で
せ
う
か
。」

「
な
に
が
。」

「
こ
の
曲
の
落
葉
の
時
が
。」

「
さ
う
ね
。」

「
き
つ
と
午
後
だ
と
思
ひ
ま
す
わ
。
夕
日
で
な
く
と
も
、
も
う
大
分
秋
の

日
が
傾
い
た
…
…
。」

彼
女
は
夕
日
と
言
ひ
き
り
た
い
の
で
あ
つ
た
。
夕
日
時
の
落
葉
の
思
ひ
出

が
強
い
か
ら
で
あ
つ
た
。
或
る
古
い
社
の
境
内
の
銀
杏
の
落
葉
で
あ
つ
た
。

師
匠
と
の
会
話
か
ら
窺
え
る
の
は
、「
彼
女
」が
落
葉
の
様
子
を
真
似
る
だ
け

で
は
な
く
、「
落
葉
の
踊
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
乗
っ
て
踊
り
な
が
ら
、「
彼
女
」

の
過
去
の
記
憶
と
結
び
つ
く
自
然
の
風
景
と
身
体
的
な
律
動
が
重
な
り
響
く
の

だ
。
身
体
的
な
律
動
に
伴
い
、
夕
日
時
の
落
葉
、
あ
る
い
は
古
い
社
の
境
内
の

銀
杏
の
落
葉
に
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
が
、「
彼
女
」の
意
識
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
上
述
の
引
用
に
引
き
続
き
、「
彼
女
」が
目
に
し
た
落
葉
は
、
次
の
よ
う
に

喩
え
ら
れ
る
。

秋
風
に
吹
き
起
さ
れ
る
と
、落
葉
ど
も
は
一
斉
に
立
ち
上
つ
て
走
り
出
し
、

ひ
と
と
こ
ろ
に
集
ま
つ
た
と
思
ふ
う
ち
に
、
旋
風
に
つ
れ
て
舞
ひ
上
つ
た
。

そ
れ
は
群
れ
飛
ぶ
鳥
に
似
て
ゐ
た
。
黄
色
い
扇
の
群
の
踊
の
律
動
を
思
は
せ

た
。
と
に
か
く
、
生
き
も
の
の
群
と
し
か
見
え
な
か
つ
た
。

「
生
も
の
の
群
と
し
か
見
え
な
か
つ
た
。」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
風
と
と
も

に
落
葉
が
舞
い
上
が
る
律
動
は
、「
彼
女
」に
は
、
空
中
を
群
れ
飛
ぶ
鳥
の
翼
の

律
動
と
同
じ
く
感
じ
ら
れ
る
。「
彼
女
」は
落
葉
の
よ
う
に
踊
り
、
落
葉
は
鳥
の

よ
う
に
舞
う
と
い
う
よ
う
に
、「
彼
女
」の
身
体
的
な
リ
ズ
ム
が
落
葉
の
運
動
と

共
鳴
し
合
い
、
同
じ
よ
う
な
律
動
を
刻
む
。

「
彼
女
」
は
身
体
的
な
律
動
（＝

落
葉
の
よ
う
な
踊
り
）
に
よ
っ
て
、
内
在
的

な
時
間
の
流
れ
の
一
点
（
過
去
の
夕
日
の
落
葉
の
瞬
間
、
あ
る
い
は
古
い
社
の

境
内
の
銀
杏
の
落
葉
の
瞬
間
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
任
意
の
一
点
の
時
間
）
へ
転

移
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
過
去
と
現
在
が
重
な
り
、
落
葉
に
結
晶
す
る
よ
う

に
、
数
年
後
の
「
彼
女
」
は
、
帝
国
美
術
院
の
遺
作
展
覧
会
で
菱
田
春
草
の

落

葉

を
見
た
時
に
、
複
数
の
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
を
同
時
に
想
起
す
る
よ
う
に
な
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る
。

四
、
菱
田
春
草
の
絵
画

落
葉

「
彼
女
は
二
三
日
前
、
帝
国
美
術
院
の
遺
作
展
覧
会
で
、
菱
田
春
草
の『
落
葉
』

と
い
ふ
名
画
を
見
て
来
た
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
暮
れ
早
い
晩
秋
の
曇
り
日
で
、

六
曲
の
屛
風
を
一
目
に
見
渡
せ
る
だ
け
後
へ
さ
が
る
と
、
絵
の
な
か
に
も
ほ
の

暗
い
午
後
五
時
が
た
だ
よ
つ
て
、
物
の
形
を
と
ら
へ
よ
う
と
す
る
瞼
が
疲
れ

た
。／
そ
の
疲
れ
は
、し
ば
ら
く
男
の
体
を
感
じ
な
い
女
の
疲
れ
を
彼
女
に
思
ひ

出
さ
せ
た
。」と
い
う
。
友
達
と
一
緒
に
美
術
館
を
出
て
も
、
ま
だ
菱
田
春
草
の

落
葉

に
耽
り
、
疲
れ
を
感
じ
た
「
彼
女
」
は
、
別
れ
た
夫
の
こ
と
を
「
目
に

見
え
な
い
落
葉
で
あ
つ
た
」、「
夜
の
落
葉
で
あ
つ
た
」
と
考
え
て
い
る
。

井
上
二
葉
は
、「『
落
葉
』
と
い
ふ
絵
の
落
葉
は
静
か
で
あ
つ
た
。／『
落
葉
の

踊
』と
い
ふ
新
日
本
音
楽
の
落
葉
は
動
い
て
ゐ
た
。／
し
か
し
、
二
つ
と
も
目
に

見
え
る
落
葉
で
あ
つ
た
。昼
の
落
葉
で
あ
つ
た
。／
彼
女
は
夜
の
目
に
見
え
な
い

落
葉
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
て
み
た
こ
と
が
な
か
つ
た
。」
と
い
う
本
文
を
捉
え
、

「
目
に
見
え
る
落
葉
」
に
対
し
て
、「
目
に
見
え
な
い
落
葉
」
と
「
夜
の
落
葉
」

を
分
け
て
、
さ
ら
に
、（
昼
の
）「『
銀
杏
の
落
葉
』
と
『
夜
の
落
葉
』
は
、
絵
画

と
音
楽
に
表
さ
れ
た
落
葉
と
違
い
、
自
然
の
落
葉
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
論
じ

て
い

17る
。
今
は
別
れ
た
夫
と
結
婚
を
き
め
た
日
に
見
た（
昼
の
）「
銀
杏
の
落
葉
」

は
、「
彼
女
」の
心
を
と
き
め
か
せ
た
の
に
対
し
て
、
静
か
な
絵
の
落
葉
は
、
停

止
し
た
時
間
を
感
じ
さ
せ
た
。
し
か
し
、
静
か
な
絵
は
単
純
に
「
彼
女
」
に
停

止
し
た
時
間
を
感
じ
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
静
止
し
た
落
葉
の
絵
と
落
葉
の

音
楽
が
、「
彼
女
」
の
内
部
時
間
と
合
流
す
る
。
あ
る
い
は
、
菱
田
春
草
の

落

葉

に
内
在
す
る
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、「
彼
女
」
に
過
去
を
思
い
出
さ
せ
る
。
以

下
に
、
こ
の
小
説
の
素
材
の
一
つ
で
あ
る
菱
田
春

18草
の

落
葉

を
参
照
し
な

が
ら
、
こ
の
絵
か
ら
触
発
さ
れ
た
「
彼
女
」
の
内
面
を
探
っ
て
み
る
。

落
葉

は
、菱
田
春
草
が
一
九
〇
九
年
に
第
三
回
文
展
に
出
品
し
た
作
品
で
、

第
二
等
賞
第
一
席
を
獲
得
し
て
い
る
。
明
治
期
の
美
術
界
で
は
、
西
洋
の
写
実

絵
画
に
対
し
て
描
線
を
持
つ
伝
統
的
な
日
本
画
を
如
何
に
近
代
化
す
る
か
と
い

う
課
題
を
め
ぐ
っ
て
、
岡
倉
天
心
を
は
じ
め
、
横
山
大
観
や
菱
田
春
草
ら
は
、

没
骨
法
を
使
っ
て
対
象
の
輪
郭
線
を
ぼ
か
し
て
、印
象
や
心
持
な
ど
抽
象
的
な
、

あ
る
い
は
幻
想
的
な
も
の
を
描
く
朦
朧
体
で
、
新
し
い
日
本
画
の
領
域
を
拓
い

た
の
で
あ

19る
。
朦
朧
体
は
精
神
世
界
を
描
く
こ
と
で
、
内
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
表

現
の
側
面
を
強
調
す
る
の
だ
。
特
に
菱
田
春
草
の
場
合
は
、
欧
米
か
ら
の
帰
国

後
に
、
色
彩
の
重
要
性
を
再
認
識
し
て
試
み
た
朦
朧
体
の
没
線
主
彩
技
法
は
、

輪
郭
線
を
廃
し
て
色
彩
を
中
心
と
し
た
描
写
を
行
う
一
方
、
背
景
を
淡
色
に
す

る
こ
と
で
逆
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
消
失
さ
せ
て
お
り
、
観
念
的
な
絵
画
空
間
が
表

さ
れ

20る
。

落
葉

シ
リ
ー
ズ
は
、
視
力
障
害
で
療
養
生
活
を
送
っ
た
時
、
代
々

木
の
雑
木
林
で
目
に
し
た
光
景
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
作
画
し
た
五
点
で
あ
る
。

川
端
が
小
説
で
言
及
し
た

落
葉

は
、
一
九
一
二
年
四
月
に
岡
倉
天
心
・
横

山
大
観
ら
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
故
菱
田
春
草
君
追
悼
展
覧
会
で
展
示
さ
れ
た

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
遺
墨
展
に
基
づ
く
『
春
草
画

21
集
』
に
よ
れ
ば
、

秋
元
洒
汀
所
蔵
の
六
曲
屛
風

落
葉

と
中
西
嘉
助
君
蔵
の

落
葉

は
目
次

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
西
嘉
助
君
蔵
の

落
葉

で
は
な
く
、
前
者
の
六

曲
一
双
屛
風
の
も
の
が
確
認
で
き
た
。

落
葉

（
六
曲
一
双
屛
風
、
紙
本
著
色
、
各
一
五
四

二
×
三
五
四

三
、
福

井
県
立
美
術
館
蔵
）
は
、
淡
い
秋
色
に
彩
ら
れ
、
静
寂
の
趣
を
秘
め
た
雑
木
林
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の
広
が
り
の
ゆ
る
や
か
な
俯
瞰
構
図
で
あ
る
。
こ
の
屛
風
は
、
鑑
賞
者
が
、
一

歩
、
二
歩
、
数
歩
と
近
づ
き
、
あ
る
い
は
左
右
に
移
動
し
て
観
る
た
び
、
そ
の

様
相
を
一
変
さ
せ
る
。
こ
の
屛
風
に
描
か
れ
た
林
間
の
風
景
は
、
線
と
没
骨
と

の
調
和
に
よ
っ
て
立
体
的
な
空
間
が
与
え
ら
れ
る
。
左
右
隻
に
見
え
る
小
道
に

よ
っ
て
奥
行
き
の
あ
る
空
間
が
作
ら
れ
、
か
つ
鑑
賞
者
の
す
ぐ
近
く
か
ら
も
自

在
に
奥
行
き
が
作
ら
れ

22る
。
屛
風
の
真
ん
中
に
立
て
ば
林
の
奥
へ
と
引
き
込
ま

れ
、
右
隻
の
中
央
に
立
て
ば
林
は
せ
り
上
が
り
な
が
ら
右
手
奥
へ
と
誘
う
道
が

現
れ
、
反
対
の
左
隻
も
同
じ
よ
う
に
、
左
手
奥
へ
と
誘
う
小
径
も
見
ら
れ
る
よ

う
な
空
間
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
屛
風
の
左
隻
の
く
ぬ
ぎ
林
に
落
葉
が

積
も
り
、
そ
れ
と
対
照
的
に
真
ん
中
か
ら
右
隻
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
若
杉
が
生

い
茂
り
、
小
鳥
が
木
に
と
ま
っ
た
り
、
地
上
に
い
た
り
す

23る
。
若
木
に
目
を
転

じ
れ
ば
、杉
や

の
針
葉
の
精
緻
さ
｜
｜
栃
の
葉
の
緑
を
残
り
つ
つ
黄
か
ら
黄

褐
色
へ
と
枯
れ
ゆ
く
有
様
を
映
す
。
こ
の
よ
う
な
屛
風
で
描
か
れ
た
情
景
に
誘

い
込
ま
れ
る
「
彼
女
」
は
、
落
葉
が
漂
っ
て
い
る
林
間
の
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て

い
る
よ
う
だ
。
瞼
の
疲
れ
を
感
じ
た
「
彼
女
」
は
、
美
術
館
を
出
て
別
れ
た
夫

の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
家
に
帰
る
と
す
ぐ
に
宮
城
道
雄
の
「
落
葉
の
踊
」
と

い
う
曲
を
聴
き
始
め
、
そ
れ
と
と
も
に
、
意
識
が
過
去
へ
と
向
か
う
。

し
た
が
っ
て
、
屛
風
の
画
面
に
描
か
れ
た
秋
の
暮
に
風
に
舞
う
落
葉
の
あ
り

よ
う
は
、
古
い
社
の
境
内
で
二
人
が
幸
せ
な
結
婚
生
活
を
迎
え
た
時
に
見
た
銀

杏
の
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
落
葉
の
イ

メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
過
去
の
記
憶
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
そ
の
瞬
間
は
、
前
節
で
考

察
し
た
過
去
の
夕
日
時
の
落
葉
、
あ
る
い
は
古
い
社
の
境
内
の
銀
杏
の
落
葉
と

重
な
り
、「
彼
女
」の
心
理
的
な
時
間
の
流
れ
の
一
点
と
し
て
現
れ
る
。
記
憶
に

点
滅
す
る
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
菱
田
春
草
の

落
葉

を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
視
覚
的
経
験
の
記
憶
が
、
全
身
的
な
感
覚
や
心
と
織
り
合
わ
さ
れ
る
こ
と

で
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。

落
葉

の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
（＝

目
に
見
え
る
落
葉
）

に
触
発
さ
れ
た
「
彼
女
」
は
、「
目
に
見
え
な
い
落
葉
」＝

過
去
の
記
憶
を
思
い

出
し
、「
落
葉
の
踊
」の
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
過
去
に
合
流

し
た
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
落
葉
を
め
ぐ
る
記
憶
の
断
片
は
、
ど
の
よ
う
に
聴

覚
的
イ
メ
ー
ジ
な
ど
と
連
動
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
宮
城
道
雄
の「
落
葉
の
踊
」

の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
よ
っ
て
、「
彼
女
」は
如
何
に
過
去
の
記
憶
を
再
編
す
る
の
か
。

節
を
変
え
て
、
宮
城
が
作
曲
し
た
「
落
葉
の
踊
」
を
手
掛
か
り
に
検
討
し
て
み

よ
う
。

五
、
宮
城
道
雄
の
音
楽
「
落
葉
の
踊
」

「
目
に
見
え
な
い
落
葉
」
と
い
う
表
現
は
、
宮
城
道
雄
の
「
落
葉
の
踊
」
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
た
と
、
林
芙
美
子
が
川
端
康
成
の
妻
か
ら
聞
き
出
し
て
い

24る
。
井

上
二
葉
は
、
宮
城
の
随
筆
の
「
風
で
庭
の
中
を
落
葉
が
滑
走
し
て
ゆ
く
」
と
形

容
さ
れ
る
自
然
の
音
を
敏
感
に
知
覚
す
る
表
現
が
、
さ
き
に
引
用
し
た
小
説
の

冒
頭
に
お
け
る
「
落
葉
の
音
」
の
表
現
と
類
似
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い

25る
。

盲
目
の
宮
城
道
雄
が
、
聴
覚
と
触
覚
で
周
り
の
世
界
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
、
掘
り
下
げ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
小
説
「
落
葉
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
舞
踊

を
稽
古
し
て
い
た
「
彼
女
」
が
、
最
後
に
琴
の
師
匠
に
な
る
点
は
、
と
て
も
興

味
深
い
。
こ
の
設
定
を
解
く
た
め
に
、
ま
ず
、
井
上
二
葉
が
考
察
し
た
よ
う
に
、

宮
城
道
雄
が
、
ハ
イ
フ
ェ
ッ
ツ
の
「
悪
魔
の
踊
」
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
か
ら
ヒ
ン
ト

を
得
て
、「
落
葉
の
踊
」
を
作
曲
し

26た
こ
と
か
ら
確
認
し
た
い
。

宮
城
が
随
筆
「『
谷
間
の
水
車
』
そ
の

27
他
」
で
言
及
し
て
い
る
「
十
七

28
弦
」
の
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筝
は
、
自
作
の
合
奏
に
洋
楽
と
同
じ
よ
う
な
低
音
の
伴
奏
を
用
い
て
み
る
た
め

に
考
案
さ
れ
た
。
筝
と
三
弦
の
合
奏
、
さ
ら
に
低
い
音
を
出
す
伴
奏
楽
器
・
十

七
弦
を
加
え
た
「
落
葉
の
踊
」
の
演
奏
形
式
は
、
和
洋
折
衷
の
三
重
奏
と
言
え

る
。
そ
の
演
奏
技
法
は
、「
宮
城
が
創
始
し
た
新
し
い
奏
法
の
中
か
ら
、
明
ら
か

に
洋
楽
的
手
法
か
ら
の
摂
取
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
を
取
り
上
げ
る
と
、〔
…
〕

ス
タ
ッ
カ
ー
ト
が
あ
る
。
一
九
二
一
年
に
作
曲
の

落
葉
の
踊
り

の
新
鮮
さ

の
大
半
は
、
筝
の
見
事
な
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
の
採
用
に
あ

29る
。」と
、
吉
川
英
史
は

指
摘
し
て
い
る
。
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
と
は
、
弓
を
速
く
弾
き
、
各
音
に
弓
を
止
め
、

音
を
区
切
る
奏
法
の
総
称
で
あ

30る
。
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
を
使
っ
て
筝
で
弾
き
出
し

た
独
立
す
る
音
は
、
一
枚
一
枚
の
降
り
し
き
る
落
葉
を
再
現
す
る
。
こ
れ
と
十

七
弦
で
奏
し
た
低
音
を
あ
わ
せ
て
、
宮
城
が
言
及
す
る
「
風
で
庭
の
中
を
落
葉

が
滑
走
し
て
ゆ
く
」
様
子
を
再
現
す
る
。
こ
の
よ
う
な
洋
楽
的
な
手
法
を
、
宮

城
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
大
家
ハ
イ
フ
エ
ッ
ツ
の
「
悪
魔
の
踊
」
の
曲
か
ら
与
え

ら
れ
た
テ
ク
ニ
ッ

31ク
だ
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

千
葉
潤
之
介
は
、「『
悪
魔
の
踊
』
あ
る
い
は
『
小
鬼
の
ロ
ン
ド
』
の
作
曲
者

は
ア
ン
ト
ニ
オ
・
バ
ッ
ジ
ー
ニA

n
to
n
io B

a
zzin

n
i

（
一
八
一
八
〜
九
七
）
と

い
う
十
九
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ァ
イ
オ
ニ
ス
ト
で
、
パ
リ
で
も
活
躍
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
曲
の
タ
イ
ト
ル
はL

a ro
n
d
e d
es lu

tin
s

（S
ch
erzo fa

n
ta
sti-

q
u
e

）
と
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
ど
う
し
て
も
訳
す
と
す
れ
ば
『
妖
精

の
輪
舞
ロ
ン
ド
（
幻
想
的
な
ス
ケ
ル
ツ
ォ
）』
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

32す
。」
と
述

べ
て
い
る
。L
u
tin

の
日
本
語
訳
は
、「
妖
精
」、「
魑
魅
」、
あ
る
い
は「
い
た
ず

ら
っ
子
」
な
ど
が
考
え
ら
れ

33る
。
バ
ッ
ジ
ー
ニ
の
「
悪
魔
の
踊
」
は
、
演
奏
技

巧
の
高
い
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
曲
と
し
て
、
リ
コ
ッ
シ
ェ
サ
ル
タ
ー
ト
と
い
う
技
法

が
使
わ
れ
る
。
連
続
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
演
奏
技
術
の
な
か
で
、
十
六

分
音
符
の
リ
コ
ッ
シ
ェ
サ
ル
タ
ー
ト
は
、
一
打
連
続
跳
弓
と
も
い
い
、
連
続
し

た
音
符
を
弓
を
返
さ
ず
に
小
刻
み
に
演
奏
す
る
技
法
で
あ

34る
。
宮
城
は
、
西
洋

の
弦
楽
曲
「
悪
魔
の
踊
」
で
使
わ
れ
る
リ
コ
ッ
シ
ェ
サ
ル
タ
ー
ト
を
取
り
入
れ
、

新
日
本
音
楽
の
「
落
葉
の
踊
」
を
作
曲
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
妖
精
の
輪
舞
ロ
ン
ド
（
悪
魔
の
踊
）」
と
い
う
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
曲
は
、
妖
精
（
悪
魔
）

が
踊
る
よ
う
な
音
の
響
き
に
よ
っ
て
異
な
る
楽
想
の
挿
入
部
を
挟
ん
で
、
主
題

が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
ロ
ン
ド
形
式
の
楽
曲
で
あ

35る
。
ロ
ン
ド
と
は
、
ぐ
る

ぐ
る
回
る
と
い
う
語
源
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
同
じ
主
題
を
ル
フ
ラ
ン

（R
efra

in

）
と
呼
ば
れ
る
反
復
句
に
よ
っ
て
、
何
回
も
繰
返
す
ソ
ナ
タ
形
式
と

違
う
音
楽
の
形
式
で
あ

36る
。
ロ
ン
ド
形
式
を
援
用
す
る
宮
城
の
「
落
葉
の

37
踊
」

は
、
三
味
線
と
筝
と
が
和
声
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
旋
律
を
奏
し
、
十
七
弦
は
筝

の
和
声
を
附
け
る
た
め
に
低
音
ベ
ー
ス
を
奏
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
低
音
の
十
七
弦
が

洋
風
の
音
階
を
奏
し
て
い
る
間
に
、
高
音
の
三
味
線
が
純
粋
の
日
本
音
階
を
奏

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
二
種
の
旋
律
が
巧
妙
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
の
が
、「
落

葉
の
踊
」
と
命
名
さ
れ
た
新
日
本
音
楽
の
器
楽
曲
で
あ

38る
。
落
葉
が
降
り
落
ち

て
く
る
雰
囲
気
を
か
も
し
出
す
十
七
弦
の
最
低
音
と
、
筝
・
三
味
線
を
ス
タ
ッ

カ
ー
ト
で
弾
き
出
す
華
や
か
な
高
音
な
ど
は
、
ま
る
で
妖
精
（
悪
魔
）
が
踊
る

足
音
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
小
説
に
引
用
さ
れ
る
新
箏
曲
「
落
葉
の
踊
」
の
楽
音
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
、
そ
の
回
想
形
式
の
冒
頭
に
設
定
さ
れ
る
「
落
葉
の
音
」
に
再

び
焦
点
を
当
て
て
み
よ
う
。
こ
の
音
は
、
か
つ
て
の
夫
と
の
記
憶
に
ま
つ
わ
る

「
彼
女
」
の
心
情
と
、
二﹅
重﹅
写﹅
し﹅
に
な
る
。
次
の
一
節
を
み
よ
う
。

夜
の
落
葉
の
音
に
も
、
や
は
り
不
思
議
な
秘
密
に
触
れ
た
や
う
な
感
じ
が
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あ
つ
た
。
別
れ
た
夫
が
庭
へ
忍
ん
で
来
た
足
音
で
は
な
い
か
と
、
そ
の
や
う

な
驚
き
を
呼
び
お
こ
し
た
ほ
ど
に
、
彼
女
の
心
を
と
き
め
か
せ
た
の
で
あ
つ

た
。
壁
に
立
て
か
け
た
琴
が
夜
更
け
に
ひ
と
り
で
に
鳴
り
出
し
た
や
う
な
、

一
つ
の
恐
れ
が
、
目
に
見
え
な
い
落
葉
の
音
に
は
含
ま
れ
て
ゐ
た
。

「
彼
女
」
は
、「
天
使
の
国
の
お
通
夜
に
ま
ぎ
れ
込
ん
だ
悪
魔
の
や
う
な
白
々

し
さ
で
、
彼
女
の
家
で
の
彼
と
未
亡
人
と
の
醜
い
夜
の
姿
」
を
幻
覚
す
る
が
、

そ
の
翌
朝
、
お
通
夜
か
ら
帰
っ
て
き
た
「
彼
女
」
は
、
未
亡
人
が
二
階
か
ら
梯

子
段
を
下
り
て
来
る
足
音
を
確
か
に
聞
い
た
。
そ
の
後
、
夜
に
夫
が
庭
へ
忍
ん

で
来
た
足
音
を
聞
い
た
「
彼
女
」
は
、
ふ
た
た
び
心
を
と
き
め
か
せ
た
。
こ
う

し
て
、「
彼
女
」の
心
に
潜
ん
で
い
る
不
思
議
な
秘
密
が
悪
魔
の
よ
う
に
踊
り
始

め
、
心
の
琴
弦
に
触
れ
る
ほ
ど
の
足
音
が
「
彼
女
」
の
心
に
「
目
に
見
え
な
い

夜
の
落
葉
の
音
」
と
し
て
残
っ
て
い
た
。
一
方
、
夫
と
別
れ
て
生
田
流
の
琴
の

師
匠
に
な
っ
た
「
彼
女
」
の
心
境
が
、
離
婚
の
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
る
こ
と
が
、

琴
の
音
か
ら
わ
か
る
。

夫
と
別
れ
て
四
日
と
た
た
な
い
う
ち
に
、
女
の
弟
子
が
十
二
三
人
も
減
つ

て
し
ま
つ
た
。
世
間
て
妙
な
も
の
だ
と
彼
女
は
思
つ
た
。
自
分
の
稽
古
琴
を

置
き
つ
ぱ
な
し
で
取
り
に
も
来
な
い
令
嬢
も
あ
つ
た
。

彼
女
は
そ
の
琴
の
前
に
立
つ
て
、御
所
車
の
友
禅
模
様
の
蔽
ひ
の
上
か
ら
、

そ
つ
と
撫
で
る
や
う
に
鳴
ら
し
て
み
た
。ゆ
る
ん
だ
弦
が
鈍
い
音
を
立
て
た
。

こ
の
鈍
く
弾
い
た
音
か
ら
、「
悪
魔
」
が
悲
し
く
踊
っ
て
い
る
「
彼
女
」
の
内

面
が
わ
か
る
。「
落
葉
の
音
は
だ
ん
だ
ん
し
げ
く
な
つ
た
。
や
が
て
風
の
音
が
聞

え
は
じ
め
た
。」と
あ
る
よ
う
に
、
秋
が
訪
れ
る
落
葉
の
音
は
、
不
思
議
な
秘
密

に
触
れ
た
よ
う
な
驚
き
が
含
ま
れ
る
「
夜
の
見
え
な
い
落
葉
の
音
」
と
異
な
り
、

離
婚
を
経
て
荒
れ
果
て
た
「
彼
女
」
の
悲
し
い
心
境
を
反
映
す
る
の
だ
。

こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
小
説
の
冒
頭
に
書
か
れ
た「
落
葉
の
音
」

は
、
現
実
の
音
で
は
な
く
、
蓄
音
機
な
ど
の
複
製
技
術
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ

れ
て
見
え
な
い
「
彼
女
」
の
内
面
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
彼
女
」

の
心
に
流
動
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
箏
曲
の
「
落
葉
の
踊
」
に
よ
っ
て
聴
覚

的
経
験
の
記
憶
を
喚
起
さ
せ
る
。
一
方
、「
壁
に
た
て
並
べ
た
稽
古
琴
を
じ
つ
と

眺
め
て
ゐ
る
と
、
暗
い
庭
の
落
葉
が
座
敷
の
な
か
ま
で
降
り
落
ち
て
来
さ
う
な

幻
が
浮
か
ん
で
来
る
」
と
語
る
よ
う
に
、「
彼
女
」
の
記
憶
と
身
体
の
諸
感
覚
と

が
互
い
に
連
動
し
、
自
然
の
落
葉
や
、
絵
画
・
音
楽
の
落
葉
な
ど
か
ら
呼
び
起

こ
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、「
降
り
落
ち
て
来
さ
う
な
幻
」と
な
る
。
こ
れ
は
、「
夜

の
目
に
見
え
な
い
落
葉
」
で
あ
り
、「
彼
女
」
の
心
象
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
「
落

葉
の
音
」
な
の
で
あ
る
。

か
つ
て
視
覚
的
経
験
を
持
っ
て
い
た
宮
城
は
、
記
憶
の
な
か
の
落
葉
の
像
を

琴
の
音
で
表
し
た
。
今
は
琴
の
師
匠
を
し
て
い
る
「
彼
女
」
も
ま
た
、
音
か
ら

視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
再
現
し
な
が
ら
、
過
去
を
想
起
す
る
の
だ
。

六
、
小
説
「
落
葉
」
の
変
奏

以
上
の
三
節
を
通
し
て
、
舞
踊
・
絵
画
・
音
楽
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
が
持
つ
落
葉

の
イ
メ
ー
ジ
が
、「
彼
女
」
の
視
覚
・
聴
覚
、
い
わ
ゆ
る
身
体
の
諸
感
覚
に
よ
っ

て
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
様
を
み
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
お
互
い
に
共
鳴
し
な
が

ら
、
反
復
さ
れ
る
こ
と
で
、「
彼
女
」の
心
象
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
小
説
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の
方
法
の
特
徴
を
抽
出
す
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
在
す
る
詩
型
｜
｜
ロ
ン
ド
形

39式
に
近
い
だ
ろ
う
。

冒
頭
の
「
落
葉
の
音
」
は
、
反
復
の
基
調
を
決
め
る
。
ま
ず
、「
彼
女
」
が
菱

田
春
草
の

落
葉

と
宮
城
道
雄
の
「
落
葉
の
踊
」
に
触
発
さ
れ
、
落
葉
に
関

わ
る
視
覚
・
聴
覚
的
経
験
の
記
憶
が
全
身
的
な
感
覚
と
織
り
合
わ
さ
れ
る
こ
と

で
呼
び
起
こ
さ
れ
、「
彼
女
」
の
流
動
し
て
い
る
内
面
が
表
象
さ
れ
る
。
ま
た
、

「
目
に
見
え
な
い
落
葉
の
音
」
は
、「
昼
の
落
葉
」／「
目
に
見
え
る
落
葉
」
と
「
夜

の
落
葉
」／「
目
に
見
え
な
い
落
葉
」
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
冒
頭
の
設

定
は
、
第
三
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
結
婚
前
の
「
彼
女
」
の
踊
り
の
稽
古
は
、

幸
せ
な
結
婚
生
活
を
象
徴
す
る
明
る
い
「
昼
の
落
葉
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

前
節
で
論
じ
た
離
婚
を
経
て
琴
の
師
匠
に
な
っ
た
「
彼
女
」
が
弾
き
出
し
た
音

は
、
心
の
な
か
の
悲
し
み
を
写
像
す
る
「
夜
の
落
葉
」
と
対
応
す
る
。
さ
ら
に
、

こ
れ
ら
の
落
葉
に
よ
っ
て
、「
彼
女
」の
意
識
の
深
層
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
断
片
は
、
葉
が
落
ち
た
自
然
な
音
に
よ
る
反
復
で
あ
り
つ
つ
、
ま
た
こ
の
よ

う
な
自
然
な
音
を
模
倣
す
る
こ
と
で
作
り
出
さ
れ
た
想
像
的
／
創
造
的
な
音
に

よ
る
変
奏
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
小
説
「
落
葉
」
で
は
、「
落

葉
の
踊
」
の
リ
ズ
ム
と
同
じ
よ
う
に
、「
彼
女
」
の
身
体
的
な
知
覚
で
喚
起
さ
れ

る
記
憶
の
断
片
は
、
意
識
の
流
れ
に
内
在
す
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
よ
っ
て
、
あ
た

か
も
輪
舞
ロ
ン
ド
を
踊
る
よ
う
に
反
復
さ
れ
る
。

こ
の
小
説
の
時
間
的
な
飛
躍
は
、
ま
る
で
林
間
に
舞
う
落
葉
の
よ
う
な
、
動

き
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
林
間
と
い
う
空
間
の
な

か
に
、
落
葉
が
雨
風
に
よ
っ
て
散
り
落
ち
た
り
、
舞
い
上
が
っ
た
り
す
る
有
り

様
は
、
可
視
化
さ
れ
た
「
彼
女
」
の
意
識
の
動
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ

う
に
、
落
葉
を
め
ぐ
る
リ
フ
レ
イ
ン
が
、
異
な
る
時
空
に
わ
た
っ
て
交
響
し
て

い
る
。
師
匠
と
の
思
い
出
、
稽
古
の
身
振
り
、
古
い
社
の
境
内
、
夫
の
足
音
な

ど
、
す
べ
て
が
落
葉
に
よ
っ
て
心
象
イ
メ
ー
ジ
を
結
晶
さ
せ
る
核
と
な
る
と
言

え
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、「
彼
女
」
の
聴
覚
・
視
覚
に
よ
っ
て
織
り
合
わ
さ
れ
る
身
体

的
な
知
覚
が
、
意
識
の
深
層
の
触
媒
と
な
り
、
記
号
へ
生
成
す
る
過
程
に
お
い

て
、
落
葉
に
な
ら
な
い
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
が
、
絵
画

落
葉

に
出
会
い
、
図

像
と
し
て
書
き
込
ま
れ
る
記
号
に
向
け
て
開
か
れ
、
記
号
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
ま
た
落
葉
の
図
像
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
の
記
号
が
意
識

の
な
か
で
、
器
楽
曲
「
落
葉
の
踊
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
出
会
い
、
こ
の
記
号
に

音
声
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
書
き
込
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
像
と
音
声
に
合

流
す
る
記
号
と
し
て
の
「
落
葉
」
に
よ
っ
て
、「
彼
女
」
の
意
識
の
深
層
に
あ
る

過
去
の
断
片
と
結
び
つ
く
の
だ
。
要
す
る
に
、「
形
象
｜
落
葉
｜
記
号
」と「「
音

符
｜
落
葉
｜
記
号
」
は
、
相
対
的
に
リ
フ
レ
イ
ン
に
支
え
ら
れ
て
、
そ
こ
に
は

落
葉
の
視
覚
的
・
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
力
と
な
ら
ざ
る
渦
巻
き
が
せ
め
ぎ

あ
い
、
共
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、「
彼
女
」の
意
識
の
深
層
か
ら
表
層
へ

浮
び
、
ま
た
深
層
に
沈
ん
で
い
る
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
リ
フ
レ
イ
ン
す
る
ロ

ン
ド
形
式
と
し
て
、
こ
の
小
説
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
、
お
わ
り
に

小
説
「
落
葉
」
は
、
舞
踊
家
・
藤
間
静
枝
を
モ
デ
ル
に
し
、
夫
・
永
井
荷
風

と
の
結
婚
と
離
婚
な
ど
の
事
実
の
取
材
に
基
づ
い
て
い
る
。
荷
風
が「
矢
筈
草
」

に
喩
え
る
「
彼
女
」
は
、
随
筆
に
「
落
草
の
踊
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宮
城
道
雄

の
「
落
葉
の
踊
」
に
触
発
さ
れ
、
自
分
の
心
境
を
こ
の
曲
の
振
付
け
に
よ
っ
て
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表
現
す
る
。
夫
と
の
別
れ
か
ら
、
新
舞
踊
運
動
の
中
心
的
な
存
在
と
な
る
藤
間

の
芸
術
的
な
主
体
へ
の
転
換
に
、
川
端
康
成
は
目
を
向
け
、
菱
田
春
草
の

落

葉

と
宮
城
道
雄
の
「
落
葉
の
踊
」
を
借
用
し
、
小
説
「
落
葉
」
を
創
作
し
た

の
で
あ
る
。

ま
た
、
宮
城
道
雄
の
「
落
葉
の
踊
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
触
発
さ
れ
た
川
端
が
、

冒
頭
の
落
葉
の
音
に
と
ど
ま
ら
ず
、小
説
に
散
在
す
る
異
な
る
過
去
の
断
片
を
、

落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
想
起
さ
せ
て
、
現
在
の
「
彼
女
」
の
心
の
流
れ
に

回
収
し
て
再
編
成
す
る
。「
彼
女
」の
心
の
流
れ
が
こ
の
小
説
の
構
造
と
な
る
時

間
軸
は
、宮
城
が
西
洋
音
楽
の
ロ
ン
ド
形
式
を
参
考
し
て
作
曲
し
た
器
楽
曲「
落

葉
の
踊
」
の
構
成
と
類
似
す
る
。

川
端
康
成
が
こ
の
小
説
で
描
写
し
た
「
彼
女
」
の
「
意
識
の
流
れ
」
は
、
絵

画
や
音
楽
な
ど
の
知
覚
メ
デ
イ
ア
に
よ
っ
て
、
非
連
続
的
か
つ
主
観
的
な
知
覚

（
感
覚
）が
再
編
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
書
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
記

憶
の
断
片
が
、「
彼
女
」
の
視
覚
・
聴
覚
に
よ
っ
て
織
り
合
わ
さ
れ
る
身
体
的
な

知
覚
、
す
な
わ
ち
、「
彼
女
」が
持
つ
身
体
的
律
動
に
よ
っ
て
想
起
さ
せ
る
の
だ
。

小
説
の
形
式
で
言
え
ば
、「
彼
女
」の
心
の
流
れ
が
、
あ
た
か
も
ロ
ン
ド
形
式
の

よ
う
に
統
合
さ
れ
る
。

同
じ
新
心
理
主
義
時
期
に
書
か
れ
た
「
水
晶
幻
想
」
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、

名
詞
や
体
言
止
め
の
よ
う
な
文
体
的
な
特
徴
を
備
え
る
自
由
連
想
の
書
式
と
は

異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
小
説
は
、
舞
踊
・
絵
画
・
音
楽
の
諸
ジ
ャ
ン

ル
が
持
つ
落
葉
の
イ
メ
ー
ジ
を
、「
彼
女
」
の
視
覚
・
聴
覚
に
よ
っ
て
織
り
合
わ

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
鳴
し
な
が
ら
変
奏
す
る
こ
と
で
、
自
由
連
想
の
新
し
い

書
き
方
を
提
示
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

１

川
端
康
成
「
新
進
作
家
の
新
傾
向
解
説
」（『
文
藝
時
代
』
第
二
巻
第
一
号
、

一
九
二
五
・
一
）。

２

初
出
『
文
学
時
代
』
第
二
巻
第
一
一
号
（
一
九
三
〇
・
一
一
）。

３

初
出
『
改
造
』
第
一
三
巻
第
一
号
（
一
九
三
一
・
一
、
原
題
「
水
晶
幻
想
」）、

第
一
三
巻
第
七
号
（
一
九
三
一
・
七
、
原
題
「
鏡
」）。

４

曽
根
博
義
「
新
心
理
主
義
研
究
序
説
（
一
）〜（
五
）」（『
評
言
と
構
想
』
第

一
六
号
〜
第
二
一
号
、
一
九
七
九
・
六
〜
一
九
八
一
・
六
）。

５

初
出
『
改
造
』
第
一
三
巻
第
一
二
号
（
一
九
三
一
・
一
二
）。

６

本
論
は
、
菱
田
春
草
の
日
本
画

落
葉

を

落
葉

と
表
記
す
る
。

７

高
見
澤
恵
子
「
川
端
康
成
『
落
葉
』
論
」（『
人
間
文
化
研
究
年
報
』
第
一

八
号
、
一
九
九
四
）。

８

高
見
澤
恵
子
前
掲
論
文
注
７
。

９

藤
間
静
枝「
別
れ
た
愛
人
｜
｜
永
井
荷
風
氏
と
勝
本
清
一
郎
さ
ん
」（『
婦

人
公
論
』
第
一
五
巻
第
四
号
、
一
九
三
〇
・
四
）。

10

こ
の
よ
う
な
視
点
で
書
か
れ
た
も
の
に
、
佐
良
利
人
の
「『
落
葉
』
に
は
、

生
活
も
あ
り
、
技
術
も
あ
る
」（「
読
者
の
要
求
｜
｜
十
二
月
月
評〔
五
〕」

『
読
売
新
聞
』、
一
九
三
一
・
一
二
・
四
）
と
い
う
評
が
あ
る
。

11

随
筆
「
矢
は
ず
ぐ
さ
」（『
文
明
』
第
一
巻
第
一
〜
三
号
、
一
九
一
六
・
四

〜
六
、
後
『
断
腸
亭
雑
藁
』
に
収
録
）
に
、
八
重
（
藤
間
静
枝
の
本
名
）

と
の
恋
愛
や
結
婚
生
活
を
象
徴
す
る
矢
筈
草
の
名
前
の
由
来
を
荷
風
が
書

い
て
い
る
。
藤
間
静
枝
は
、「
荷
風
さ
ん
は
そ
の
頃
腸
を
痛
め
て
ゐ
ま
し
た
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が
、
私
が
矢
筈
草
（
現
の
証
拠
）
の
煎
薬
を
上
げ
て
全
快
し
た
の
で
、
そ

の
夏
は
二
人
で
そ
こ
こ
こ
と
矢
筈
草
を
摘
み
に
も
歩
き
ま
し
た
。〔
…
〕そ

の
後
さ
び
し
い
と
き
私
は
よ
く
そ
れ
を
読
ん
で
泣
き
ま
し
た
。」と
、
前
掲

注
９
に
書
い
て
い
る
。
塩
浦
彰『
荷
風
と
静
枝
｜
｜
明
治
大
逆
事
件
の
陰

画
』（
洋
々
社
、
二
〇
〇
七
・
四
）、
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

12

西
形
節
子
『
近
代
日
本
舞
踊
史
』（
演
劇
出
版
社
、
二
〇
〇
六
・
三
）。

13

藤
間
静
枝
前
掲
注
９
。
注
目
し
た
い
の
は
、
当
時
の
文
献
な
ど
を
調
べ
た

限
り
、
宮
城
道
雄
の
「
落
葉
の
踊
」
の
表
記
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、

藤
間
が
振
付
け
た
こ
の
曲
を
、「
落おち
草ば
の
踊
」
と
表
記
し
た
こ
と
で
あ
る
。

14

藤
間
静
枝
前
掲
注
９
。
こ
の
随
筆
の
な
か
で
、「
鐘
鳴
り
ぬ
鐘
に
追
は
れ
て

一
と
め
ぐ
り
塔
を
め
ぐ
れ
る
秋
の
夕
風
」
と
書
い
て
い
る
。

15

藤
間
静
枝
前
掲
注
９
。

16

藤
間
静
枝
「
新
ら
し
い
舞
踊
の
モ
ル
モ
ツ
ト
と
し
て
」（『
演
藝
画
報
』
第

九
巻
第
二
号
、
一
九
二
二
・
二
）。

17

井
上
二
葉
「
川
端
康
成
『
落
葉
』
と
宮
城
道
雄
の
音
楽
」（『
日
本
近
代
文

学
と
音
楽
｜
｜
堀
辰
雄
・
芥
川
龍
之
介
・
宮
澤
賢
治
・
川
端
康
成
・
室
生

犀
星
』、
丸
善
仙
台
出
版
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
〇
・
一
二
）、
一

五
八
ペ
ー
ジ
。

18

菱
田
春
草（
一
八
七
四
〜
一
九
一
一
）、
明
治
期
の
日
本
画
家
。
岡
倉
天
心

の
門
下
で
、
横
山
大
観
と
と
も
に
、
日
本
画
の
革
新
に
貢
献
し
た
（
勅
使

河
原
純
『
菱
田
春
草
と
そ
の
時
代
』、
六
芸
書
房
、
一
九
八
二
・
一
一
）。

19

佐
藤
志
乃
『「
朦
朧
」
の
時
代
｜
｜
大
観
、
春
草
ら
と
近
代
日
本
画
の
成

立
』（
人
文
書
院
、
二
〇
一
三
・
四
）。

20

飯
田
市
美
術
博
物
館
編『
菱
田
春
草
没
後
百
年
記
念
特
別
展
｜
｜
春
草
晩

年
の
探
求
｜
｜
日
本
美
術
院
と
装
飾
美
』（
飯
田
市
美
術
博
物
館
、
二
〇

一
一
）。

21

菱
田
春
草
『
春
草
画
集
』（
春
草
遺
墨
展
覧
会
編
、
画
報
社
、
一
九
一
二
・

四
）。

22

渡
辺
美
保
「
菱
田
春
草

落
葉

の
空
間
表
現
と
「
距
離
」
に
つ
い
て
」

（『
長
野
県
信
濃
美
術
館
紀
要
』
第
五
号
、
二
〇
一
〇
）。

23

吉
澤
忠『
日
本
近
代
絵
画
全
集
第
一
六
巻

菱
田
春
草
』（
講
談
社
、
一
九

六
三
・
六
）。

24

林
芙
美
子
「
宮
城
道
雄
氏
と
林
芙
美
子
さ
ん
の
巻
」（『
話
』
第
六
巻
第
一

〇
号
、
一
九
三
八
・
九
）。

25

井
上
二
葉
「
川
端
康
成
『
落
葉
』
と
宮
城
道
雄
の
音
楽
」（
前
掲
書
注
17
、

一
六
一
ペ
ー
ジ
）。

26

井
上
二
葉
「
川
端
康
成
『
落
葉
』
と
宮
城
道
雄
の
音
楽
」（
前
掲
書
注
17
、

一
六
一
ペ
ー
ジ
）。

27

宮
城
道
雄
「『
谷
間
の
水
車
』
そ
の
他
」（
宮
城
道
雄
記
念
館
編
『
宮
城
道

雄
著
作
全
集
』
第
一
巻
、
大
空
社
、
二
〇
一
五
・
三
）、
四
五
三
ペ
ー
ジ
。

28

そ
の
設
計
に
つ
い
て
は
、
音
響
学
者
・
田
辺
尚
雄
に
相
談
し
、
中
国
の
古

代
の
「
瑟
」
と
い
う
楽
器
を
参
考
に
し
、
楽
器
の
全
長
を
八
尺
と
し
、
こ

れ
を
も
と
に
幅
や
厚
み
な
ど
を
計
算
し
た
。
後
に
十
七
弦
は
、
や
や
高
め

の
音
域
を
奏
す
る
七
尺
の
も
の
が
製
作
さ
れ
、
そ
れ
を「
小
十
七
弦
」、
八

尺
の
方
を
「
大
十
七
弦
」
と
呼
ん
で
区
別
す
る
と
、
千
葉
潤
之
介
・
千
葉

優
子
は
『
音
に
生
き
る

宮
城
道
雄
伝
』（
講
談
社
、
一
九
九
二
・
四
、
一

一
二
〜
一
一
三
ペ
ー
ジ
）
で
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
落
葉
の
踊
」

を
奏
す
る
こ
の
十
七
絃
の
琴
は
、「
落
葉
」
と
名
前
付
け
ら
れ
た
。
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29

吉
川
英
史「
現
代
邦
楽
の
父

宮
城
道
雄
に
及
ぼ
し
た
洋
楽
の
影
響
」（『
武

蔵
野
音
楽
大
学
研
究
紀
要
』
第
六
号
、
一
九
七
二
・
一
二
）。

30

ユ
ー
デ
ィ
・
メ
ニ
ュ
ー
イ
ン
『
メ
ニ
ュ
ー
イ
ン
／
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
法
』

（
服
部
成
三
郎
・
服
部
豊
子
訳
、
音
楽
之
友
社
、
一
九
七
六
・
一
）、
九
六

〜
九
七
ペ
ー
ジ
。

31

宮
城
道
雄
「『
谷
間
の
水
車
』
そ
の
他
」（
前
掲
書
注
27
）
に
よ
れ
ば
、「
当

時
ま
だ
若
く
腕
の
冴
え
盛
り
で
有
名
な
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
大
家
ハ
イ

フ
ェ
ッ
ツ
の「
悪
魔
の
踊
」の
曲
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
曲
を
聴
き
終
わ
っ

た
時
、
こ
れ
だ

こ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
だ

自
分
が
今
考
え
て
い
る
落

葉
の
曲
は
、こ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
発
表
し
よ
う

私
は
は
か
ら
ず
も「
悪

魔
の
踊
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
箏
の
低
い
音
が
出
る
十
七

絃
を
考
案
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
と
三
味
線
と
、
箏
と
の
合
奏
に
作
曲
し

ま
し
た
。」
と
あ
る
。

32

千
葉
潤
之
介
「
消
え
た
小
十
七
弦
（
そ
の
二
）」（『
宮
城
会
々
報
』
第
一
六

〇
号
、
一
九
九
四
・
九
）。

33

千
葉
潤
之
介
前
掲
注
32
。

34

ヨ
ー
ア
ヒ
ム
・
ハ
ル
ト
ナ
ッ
ク
『
二
十
世
紀
の
名
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
』

（
松
本
道
介
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
四
・
一
、
二
三
七
ペ
ー
ジ
）で
は
、「
ハ

イ
フ
ェ
ッ
ツ
は
、
た
え
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
、
必
要
も
な
く
ダ
ウ
ン

ボ
ウ
に
お
い
て
軽
く
デ
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
し
な
が
ら
ボ
ル
タ
メ
ン
ト
を
か

け
て
ゆ
き
、
そ
し
て
継
ぎ
目
な
し
に
、
ア
ッ
プ
ボ
ウ
に
お
い
て
あ
ら
た
に

投
入
し
た
フ
ォ
ル
テ
で
演
奏
を
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
ポ
ル
タ

メ
ン
ト
の
印
象
を
粗
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。」と
い
う
よ
う
な
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
の
演
奏
技
術
の
記
述
か
ら
、
音
が
減
衰
し
な
い
連
続
ス
タ
ッ
カ
ー
ト

だ
と
思
わ
れ
る
。

35

大
木
正
興
「
バ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ

妖
精
の
踊
り

作
品
二
五

“L
a
 
ro
n
d
o

 
d
e lu

tin
s”

」（『
最
新
名
曲
解
説
全
集
第
一
五
巻

独
奏
曲

』、
音
楽
之

友
社
、
一
九
八
一
・
一
）、
四
四
六
ペ
ー
ジ
。

36

フ
ー
ゴ
ー
・
フ
イ
ヒ
テ
ン
ト
リ
ッ
ト
『
音
楽
の
形
式
』（
橋
本
清
司
訳
、
音

楽
之
友
社
、
一
九
五
五
・
六
、
九
五
〜
一
〇
三
ペ
ー
ジ
）、
ま
た
、
諸
井
三

郎
『
音
楽
形
式
論
』（
東
洋
音
楽
学
校
出
版
部
、
一
九
三
二
・
一
、
六
一
〜

六
二
ペ
ー
ジ
）に
よ
れ
ば
、「R

o
n
d
o

は
本
来
は
ダ
ン
ス
で
、
こ
れ
に
附
せ

ら
れ
た
音
楽
は
声
楽
で
あ
つ
た
。
音
楽
は
先
づ
合
唱
を
以
て
始
る
。
次
い

で
踊
手
の
一
人
が
独
唱
し
、
独
唱
が
済
む
と
合
唱
は
反
復
韻
（R

efra
in

）

と
し
て
繰
返
さ
れ
る
。
次
に
ま
た
別
な
独
唱
が
行
は
れ
、
独
唱
が
行
は
れ

る
毎
に
合
唱
が
繰
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
合
唱
自
身
が
、

“R
o
n
d
ea
u
”

で
あ
り
種
々
な
る
独
唱
が“C

o
u
p
lets”

（
中
間
楽
節
）
と
呼

ば
れ
た
。
こ
れ
が
本
来
の
ロ
ン
ド
で
あ
つ
て
即
ち
そ
れ
はR

efra
in

を
持

つ
循
環
唱
歌
（R

u
u
d
-g
esa

n
g

）で
あ
る
。
か
く
て
最
初
は
声
楽
の
た
め
の

形
式
で
あ
つ
た
も
の
が
次
第
に
器
楽
の
た
め
の
形
式
と
な
り
、
同
時
に
実

際
の
ダ
ン
ス
は
な
く
な
つ
て
一
つ
の
抽
象
形
式
と
な
り
そ
こ
に
一
定
の
約

束
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
。

37

吉
川
英
史
・
上
参
郷
祐
康
『
宮
城
道
雄
作
品
解
説
全
書
』（
邦
学
社
、
一
九

七
九
・
六
）、
一
四
一
〜
一
四
六
ペ
ー
ジ
。

38

田
辺
尚
雄『
家
庭
で
味
ふ
べ
き
レ
コ
ー
ド
名
曲
解
説
』（
文
化
生
活
研
究
会
、

一
九
二
五
・
六
）、
七
四
〜
七
五
ペ
ー
ジ
。

39

西
澤
文
昭「
十
五
世
紀
の
作
詩
法
論
者
の
見
た“ro

n
d
el sim

p
le”

」（『
教

養
学
科
紀
要
』
第
九
号
、
一
九
七
六
）、「
フ
ラ
ン
ス
15
世
紀
に
お
け
る
ロ
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ン
ド
ー
」（『
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
』第
三
一
号
、
一
九
七
七
・

一
〇
）、「
中
世
レ
ト
リ
ッ
ク
の
一
系
譜
」（『
教
養
学
科
紀
要
』第
一
一
号
、

一
九
七
八
）。

【
付
記
】

テ
ク
ス
ト
の
引
用
に
関
し
て
は
、『
川
端
康
成
全
集
』
第
三
巻
（
新
潮
社
、
一

九
八
〇
年
七
月
）
に
拠
り
、
引
用
の
際
、
旧
体
字
を
新
体
字
に
あ
ら
た
め
、
ル

ビ
は
省
略
し
た
。
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
、
注
記
の
な
い
限
り
引
用
者
に

よ
る
。

本
稿
は
、
第
四
十
二
回
大
会
川
端
康
成
学
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
ご
意
見
、
ご
指
摘
を
頂
い
た
方
々
に
深
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

（
じ
ょ
う

し
か
・
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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