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中
河
與
一
「
氷
る
舞
踏
場
」
論

―
機
械
時
代
に
お
け
る
詩
的
精
神
―

梁
　
　
　
馨
　
蓉

１
　
一
九
二
〇
年
代
の
文
学
界
に
お
け
る
「
機
械
」

　

近
代
社
会
に
機
械
が
登
場
し
た
こ
と
は
、
芸
術
の
諸
相
を
様
々
に
変
容
さ

せ
た
。「
機
械
的
環
境
は
、
極
め
て
複
雜
な
関
係
の
下
に
そ
れ
自
身
を
藝
術
化

し
、
ま
た
他
の
藝
術
の
中
に
攝
取
さ
れ
る
」
と
は
、
一
九
二
九
年
に
お
け
る

板
垣
鷹
穂
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
美
術
史
家
は
、「
機
械
の
影
響
は
、
單
に
視

覺
的
な
藝
術
の
領
域
内
に
止
ま
ら
な
い
。
文
學
は
そ
の
テ
ン
ポ
を
變
え
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
付
け
加
え
、
文
学
を
含
め
た
近
代
芸
術
の
表
現
形
式
が
機

械
か
ら
影
響
を
被
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た（（
（

。

　

周
知
の
よ
う
に
、
機
械
へ
の
芸
術
的
関
心
は
、
ま
ず
二
〇
世
紀
初
頭
の
マ

リ
ネ
ッ
テ
ィ
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
イ
タ
リ
ア
の
前
衛
芸
術
家
グ
ル
ー
プ
「
未

来
派
」
に
は
じ
ま
る
と
さ
れ
る
。
一
九
〇
九
年
二
月
二
〇
日
に
フ
ラ
ン
ス
の

新
聞
紙
『
フ
ィ
ガ
ロ
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
未
来
派
宣
言
」
は
、
機
械
の
力
強

さ
を
称
賛
し
た
最
初
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
サ
モ
ト

ラ
ケ
の
ニ
ケ
」
に
対
比
さ
れ
る
、
爆
走
す
る
自
動
車
に
見
出
さ
れ
た
「
速
度

の
美
」
は
、
過
去
を
振
り
返
る
こ
と
な
く
時
代
の
先
端
を
駆
け
抜
け
よ
う
と

す
る
未
来
派
の
立
場
を
表
明
し
た
。
こ
の
文
章
は
ま
も
な
く
森
鷗
外
に
よ
っ

て
『
ス
バ
ル
』
で
抄
訳
さ
れ
、
日
本
に
紹
介
さ
れ
た（（
（

。
そ
の
影
響
を
受
け
、

日
本
に
お
け
る
未
来
派
受
容
を
先
導
し
た
神
原
泰
は
、
詩
作
品
「
自
動
車
の

力
動
」（『
新
潮
』
一
九
一
七
・
一
〇
）
に
お
い
て
自
動
車
と
い
う
機
械
が
可

能
に
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
言
語
化
を
試
み
て
い
る（（
（

。

　

一
九
一
〇
年
代
半
ば
、
革
命
後
の
ロ
シ
ア
に
現
れ
た
「
構
成
派
」
は
、
イ

タ
リ
ア
未
来
派
を
受
け
継
い
だ
芸
術
運
動
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
ロ
シ

ア
構
成
派
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
思
想
を
現
実
的
客
観
的
に
表
現
す
る
こ

と
を
目
指
し
、
社
会
思
想
と
不
可
分
な
機
械
美
論
を
提
出
し
た
。
こ
の
動
向

を
日
本
に
い
ち
は
や
く
紹
介
し
た
の
は
村
山
知
義
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
に
渡
っ

て
構
成
派
の
美
術
や
演
劇
の
影
響
を
受
け
た
村
山
は
、
一
九
二
三
年
に
帰
国

後
、
前
衛
美
術
集
団
「
Ｍ
Ａ
Ｖ
Ｏ
（
マ
ヴ
ォ
）」
を
結
成
し
、
そ
の
機
関
誌
と

し
て
『
マ
ヴ
ォ
』
を
創
刊
し
た
。
本
誌
は
、
一
九
二
〇
年
代
初
期
の
日
本
で

勃
興
し
、
機
械
美
を
強
く
意
識
し
た
前
衛
芸
術
の
拠
点
と
な
っ
た
。

　

村
山
知
義
は
「
機
械
の
要
素
の
芸
術
へ
の
導
入
」（『
み
づ
ゑ
』
一
九
二
四
・

一
）
に
お
い
て
、「
機
械
的
要
素
の
持
つ
魅
力
」、
す
な
わ
ち
「
形
式
の
持
つ

て
ゐ
る
魅
力
」
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
こ
そ
、
当
時
の
芸
術
界
で
最
も
立
つ
現

象
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
同
年
の
「
構
成
派
批
判
」（『
み
づ
ゑ
』
一
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九
二
四
、
七
）
に
お
い
て
は
、「
構
成
」
の
現
代
的
意
味
を
、「
物
質
を
材
料

と
し
て
空
間
的
な
る
も
の
を
組
み
立
て
る
こ
と
」、
あ
る
い
は
「
實
際
的
な
工

業
的
な
材
料
の
オ
ル
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
と
し
て
定
義
し
て
い
る（（
（

。
つ
ま
り
、

構
成
派
が
求
め
て
い
る
芸
術
作
品
の
「
新
し
い
形
式
」
は
、
秩
序
立
っ
た
空

間
的
形
体
を
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
い
た
。
村
山
は
、
機
械
の
美
を
、
単
に

視
覚
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
に
内
在
す
る
構
造
上
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
も
視
野
に
収
め
る
仕
方
で
芸
術
に
迎
え
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
前
衛
芸
術
家
の
動
向
は
、
同
時
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
者
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
代
表
的
な
グ
ル
ー
プ
が
、
一
九
二
四
年
に
『
文

芸
時
代
』
の
創
刊
を
き
っ
か
け
に
登
場
し
た
「
新
感
覚
派
」
で
あ
る
。
新
感

覚
派
の
手
法
に
つ
い
て
、
瀬
沼
茂
樹
は
「
名
詞
の
羅
列
や
体
言
止
め
」
を
多

用
す
る
こ
と
で
「
情
緒
的
表
現
を
抑
制
し
た
即
物
的
描
写
」
に
徹
し
、「
機
械

美
」
の
持
つ
「
ス
ピ
ー
ド
感
と
視
覚
的
な
効
果
を
活
字
で
再
現
し
よ
う
と
し

た
（
（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
新
感
覚
派
文
学
の
内
容
的
あ
る
い
は
表
現
的
手
法
は
、

機
械
美
が
盛
ん
に
な
っ
た
時
代
の
潮
流
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

わ
け
て
も
そ
の
旗
手
は
や
は
り
、
横
光
利
一
で
あ
ろ
う
。
小
説
「
機
械
」（
一

九
三
〇
・
九
）
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
横
光
は
文
芸
論
で
も
積
極
的
に
機
械

な
る
も
の
に
言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
二
九
年
に

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
の
蔵
原
惟
人
ら
と
の
間
に
行
わ
れ
た
形
式
主
義
文
学
論
争

で
は
、
横
光
は
人
間
を
よ
り
完
全
に
知
る
た
め
に
芸
術
家
は
機
械
に
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
人
間
的
機
械
」
と
い
う
発
想
を
提
起
し
た（（
（

。
さ
ら
に

そ
の
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
す
な
わ
ち
「
力
學
主
義
」、
あ
る

い
は
「
嚴
密
な
る
科
學
的
方
法
は
赦
さ
れ
得
ざ
る
状
態
に
ま
で
近
か
（
マ
マ
）

づ
け
て
、
觀
測
す
る
」
と
い
う
認
知
形
式（（
（

を
横
光
は
小
説
に
導
入
し
よ
う
と

し
た
。

　

し
か
し
、「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
「
形
式
主
義
」
を
結
び
つ
け
る
横
光
の
こ
う

し
た
発
想
が
、
実
際
に
は
、
横
光
と
同
じ
く
新
感
覚
派
の
一
翼
を
担
っ
た
中

河
與
一
か
ら
多
分
に
示
唆
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
よ
り
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
中
河
は
「
形
式
主
義
理
論
の
発
展
」（『
文
芸
春
秋
』
一
九
二
九
・

二
（
（
（

）
に
お
い
て
「
形
式
」
＝
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
等
式
を
捻
出
し
て
い

る
。
そ
の
後
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
関
す
る
自
然
科
学
の
知
識
と
認
識
を
巡
っ

て
、
横
光
と
中
河
の
間
に
興
味
深
い
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
形
式

主
義
文
学
論
争
」
の
一
角
を
占
め
る
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
論
争（（
（

」
で
あ
る
。
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
い
て
独
特
の

意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
る
が
、
中
河
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
は
何
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
山
本
亮
介
は
、
横
光
・
中
河
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
対
す
る

認
識
の
差
異
に
目
を
向
け
、
科
学
の
観
点
か
ら
新
感
覚
派
陣
営
の
「
形
式
主

義
論
」
を
検
討
し
て
い
る（（1
（

。
ま
た
、
黒
田
俊
太
郎
は
中
河
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」

＝
「
形
式
」
と
い
う
発
想
を
獲
得
す
る
経
緯
を
詳
述
し
、「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
＝

「
必
然
的
に
厳
密
な
因
果
関
係
」
が
形
式
主
義
文
学
か
ら
要
請
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。

　

だ
が
従
来
の
研
究
は
、
中
河
與
一
の
い
わ
ゆ
る
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
理
論

的
言
説
と
し
て
解
釈
す
る
に
と
ど
ま
り
、
実
作
と
結
び
付
け
た
分
析
は
い
ま

だ
十
分
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
＝

「
形
式
」
と
い
う
発
想
に
つ
い
て
、
中
河
與
一
の
理
論
と
実
作
と
の
相
関
を
視

野
に
入
れ
つ
つ
検
討
し
、
こ
の
発
想
を
触
発
し
た
外
的
文
脈
と
内
的
要
素
を

明
ら
か
に
し
た
い
。

　

中
河
は
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
以
前
か
ら
、
絵
画
と
く
に
前
衛
芸
術

に
強
い
関
心
を
抱
き
、
実
作
者
ら
と
も
交
渉
を
持
っ
て
い
た
。
中
河
の
本
格

的
な
文
学
活
動
が
、
大
正
後
期
の
前
衛
芸
術
的
な
雰
囲
気
を
土
壌
と
し
て
展
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開
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（（1
（

。
次
節
で
は
、
機
械
に
魅

了
さ
れ
た
前
衛
芸
術
の
動
向
を
踏
ま
え
て
、
中
河
の
彼
の
機
械
認
識
が
ど
の

よ
う
な
特
質
を
持
つ
か
、
ま
た
そ
の
認
識
が
彼
の
文
学
観
に
如
何
に
影
響
を

及
ぼ
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

２
　「
機
械
」
か
ら
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
へ

　

黒
田
俊
太
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
河
が
初
め
て
「
機
械
」
な
る
も
の

に
言
及
し
た
の
は
、
一
九
二
四
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
「
科
学
と
神
経
」（『
読

売
新
聞
』
一
九
二
四
・
四
・
三
〇
）
に
お
い
て
で
あ
る
と
見
ら
れ
る（（1
（

。
そ
こ

で
中
河
は
、「
桃
の
花
が
け
に
筬
の
音
」、
す
な
わ
ち
布
を
織
る
機
物
の
音
を

聴
き
慣
れ
た
日
本
人
が
現
代
の
「
怪
獣
の
あ
ば
れ
狂
ふ
機
械
」
に
襲
撃
さ
れ

て
い
る
と
い
う
現
状
を
描
き
、
科
学
の
進
歩
に
無
神
経
な
日
本
人
は
そ
の
中

に
「
美
を
見
付
け
る
こ
と
を
ま
だ
知
つ
て
ゐ
な
い
」
と
、
当
時
の
日
本
人
の

科
学
意
識
と
美
意
識
の
遅
れ
を
指
摘
し
た
。
中
河
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
機
械

な
る
も
の
は
科
学
の
進
歩
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
受
容
さ
れ
た
が
、
非
日
常
的
で

破
壊
的
で
あ
る
た
め
、
既
成
文
壇
は
そ
れ
を
拒
否
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
時
代
認
識
の
下
で
、
中
河
は
機
械
文
明
の
誕
生
を
契
機
に
新
し

い
文
学
的
な
思
考
を
捻
出
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
文
学
者
に
は
、「
大

規
模
な
恐
ろ
し
い
機
械
を
運
転
せ
し
め
得
る
」
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
新

時
代
の
科
学
に
相
応
し
い
敏
感
か
つ
繊
細
な
神
経
を
備
え
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
さ
ら
に
中
河
は
こ
の
評
論
に
、「
自
分
は
今

或
る
小
説
の
醱
酵
で
興
奮
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
一
文
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ

で
言
う
「
或
る
小
説
」
と
は
、
私
見
で
は
「
清
め
の
布
と
希
望
」（『
新
小
説
』

一
九
二
四
・
九
）
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
中
河
自
身
が
患
っ
て
い

た
潔
癖
症
を
素
材
と
す
る
作
品
で
あ
る（（1
（

。
中
河
は
、
こ
の
小
説
は
「
必
ず
嘲

笑
を
以
て
こ
れ
を
屠
り
去
ら
う
と
す
る
」
人
達
が
い
る
に
違
い
な
い
と
予
見

し
、
そ
の
人
達
を
「
神
經
の
尖
端
を
缺
い
た
」
読
者
に
す
ぎ
な
い
と
先
回
り

し
て
揶
揄
し
て
い
る
。「
清
め
の
布
と
希
望
」
が
発
表
さ
れ
た
後
、「
や
や
こ

し
い
小
説
だ
」、「
讀
者
の
多
く
は
、
作
者
の
變
妙
な
小
説
道
の
カ
ム
フ
ラ
ー

ジ
ユ
を
解
す
る
事
は
出
來
ま
い（（1
（

」
と
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
実
は
中
河

が
予
見
し
た
と
お
り
だ
っ
た
。
旧
文
壇
の
頑
迷
さ
へ
の
批
判
意
識
を
中
河
は

早
い
時
期
か
ら
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、『
文
芸
時
代
』
創
刊
号
（
一
九
二
四
・
一
〇
）
に
は
、「
創
刊
の

辞
に
代
へ
て
」
と
し
て
「
新
し
き
生
活
と
文
芸
」
の
題
の
下
に
、
川
端
康
成
、

今
東
光
、
中
河
與
一
、
石
浜
金
作
、
加
宮
貴
一
、
横
光
利
一
、
片
岡
鉄
兵
が
、

「
新
し
い
文
学
」
に
関
し
て
意
見
を
そ
れ
ぞ
れ
表
明
し
て
い
る
。
中
河
が
こ
こ

に
寄
せ
た
評
論
は
「
新
ら
し
い
病
気
と
文
学
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。「
新
ら
し

い
病
氣
」
と
は
、
機
械
と
い
う
「
異
常
な
る
存
在
」
に
対
峙
し
た
際
に
生
じ

う
る
神
経
の
病
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
に
恐
怖
を
与
え
る
一
方
で
、
そ
れ
に

対
す
る
反
発
こ
そ
が
「
新
ら
し
い
健
康
」
を
創
造
す
る
契
機
に
も
な
り
う
る
。

「
病
氣
が
深
け
れ
ば
深
い
だ
け
、
吾
々
の
す
が
り
付
か
う
と
す
る
熱
情
は
、
楷

を
さ
へ
誇
張
し
て
美
し
い
も
の
と
し
な
い
で
は
お
か
な
い
だ
ら
う
」
と
中
河

は
語
り
、
機
械
の
新
し
い
発
展
へ
の
憧
憬
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

中
河
は
、
機
械
と
い
う
要
素
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
破
壊
か
ら
創
造

へ
と
向
か
う
こ
と
を
宣
言
し
た
。

　

中
河
は
そ
の
具
体
的
な
方
法
論
を
、
作
品
の
内
容
と
表
現
方
法
の
二
つ
の

角
度
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
内
容
的
に
は
、
ま
ず
新
し
い
文
学
は
「
人
生
に

希
望
的
な
光
を
投
げ
與
へ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
す
な
わ
ち
「
新

ら
し
い
病
氣
」
に
よ
っ
て
一
つ
の
個
性
が
「
病
み
、
疲
れ
、
狂
氣
」
に
陥
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
合
理
的
な
「
或
る
生
の
一
つ
の
根
據
」
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を
発
見
す
る
こ
と
が
、
新
し
い
文
学
の
発
生
の
鍵
と
な
る
。
こ
う
論
じ
た
中

河
は
、
時
代
の
要
求
に
応
じ
、
文
学
に
「
病
氣
の
時
代
」
へ
の
処
方
箋
を
求

め
よ
う
と
し
た
。
一
方
、
中
河
は
時
代
に
相
応
し
い
も
の
と
し
て
「
鐵
の
や

う
な
強
さ
と
微
風
の
や
う
な
親
し
さ
と
を
持
ち
又
極
端
に
恐
怖
に
み
ち
、
極

端
に
歡
喜
に
み
ち
た
作
品
」
を
希
求
し
、「
平
板
で
あ
る
事
と
冷
膽
で
あ
る
事

と
は
こ
れ
か
ら
の
文
學
に
於
け
る
禁
體
と
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
。
中
河
は
感
覚
描
写
の
「
尖
銳
さ
」
を
強
調
し
、「
勿
論
寫
實
以
上
に

作
者
の
希
望
的
な
理
想
を
孕
ん
だ
創
造
」
の
必
要
性
を
説
く
。
自
然
主
義
リ

ア
リ
ズ
ム
、
私
小
説
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
既
成
権
威
の
文
学
を
否
定
し
つ

つ
、
新
し
い
文
学
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
と
い
う
中
河
の
志
向
は
こ
う
し

て
「
科
学
と
神
経
」
を
経
て
、『
文
芸
時
代
』
創
刊
号
に
い
っ
そ
う
明
示
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

中
河
に
代
表
さ
れ
る
新
感
覚
派
陣
営
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
主
潮
と
し
た
既

成
文
壇
を
否
定
す
る
一
方
で
、
文
学
の
独
自
性
を
守
ろ
う
と
す
る
立
場
か
ら
、

社
会
主
義
運
動
に
従
属
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
陣
営
と
の
論
戦
を
も
展
開
し

た
。『
文
芸
時
代
』
の
創
刊
か
ら
お
よ
そ
四
年
後
、
新
感
覚
派
側
が
提
起
し
た

「
形
式
主
義
文
学
論
」
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
抗
す
る
理
論
武
装
の
一

環
を
な
し
て
い
る
。
蔵
原
惟
人
は
「
藝
術
作
品
の
形
式
は
、
新
し
き
内
容
に

決
定
さ
れ
た
る
過
去
の
形
式
の
發
展
と
し
て
の
み
發
生
す
る
」（「
芸
術
運
動

当
面
の
緊
急
問
題
」『
戦
旗
』
一
九
二
八
・
八
）
と
述
べ
、
内
容
が
形
式
を
決

定
す
る
と
主
張
し
た
。
対
し
て
、
中
河
は
「
形
式
主
義
文
学
の
一
端
」（『
東

京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
八
・
一
一
・
二
二
）
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
マ
ル
ク
ス

主
義
の
父
と
称
さ
れ
る
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
「
存
在
が
意
識
を
決
定
す
る
」
と

い
う
テ
ー
ゼ
を
応
用
し
つ
つ
「
形
式
が
内
容
を
決
定
す
る
」
と
力
説
し
、
芸

術
の
本
質
を
あ
く
ま
で
も
「
形
式
」
に
求
め
た
。
そ
れ
で
は
「
形
式
」
と
は

何
か
。
中
河
は
「
形
式
主
義
理
論
の
発
展
」（
前
掲
）
に
お
い
て
以
下
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。

　

形
式
と
はFO

R
M

で
あ
る
。（
様
式
で
は
な
い
）
形
を
持
つ
た
も
の

で
あ
る
。
存
在
で
あ
る
。
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
經
過
を
持
つ
た
頂

點
で
あ
る
。
構
成
で
あ
る
。
具
體
で
あ
る
。

　

形
式
と
は
素
材
の
飛
躍
で
あ
る
。
飛
躍
で
あ
る
が
故
に
新
鮮
で
あ
る
。

創
造
で
あ
る
。
緊
密
さ
で
あ
る
。
ア
プ
リ
オ
リ
で
は
な
い
。
メ
カ
ニ
ズ

ム
で
あ
る
。
最
も
能
率
的
な
美
で
あ
る
。

　

形
式
主
義
文
学
論
争
の
中
で
、
最
初
に
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
を

「
形
式
」
に
関
与
さ
せ
た
の
は
、
右
の
引
用
で
あ
る
。「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
「
形

式
」
と
を
等
号
で
結
ぶ
中
河
の
真
意
を
理
解
す
る
に
は
、
彼
が
心
理
学
的
視

点
か
ら
の
説
明
を
試
み
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（（1
（

。

　

中
河
は
「
形
式
主
義
の
理
論
は
動
的
で
あ
る
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九

二
九
・
一
・
二
三（（1
（

）
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ

イ
ム
ズ
の
主
張
を
引
用
し
つ
つ
形
式
主
義
に
つ
い
て
再
説
し
て
い
る
。
中
河

は
こ
こ
で
、「
吾
々
が
を
か
し
い
と
思
う
の
は
、
を
か
し
い
と
い
う
心
理
が
あ

る
か
ら
で
は
な
い
。
を
か
し
い
顏
の
表
情
、
筋
肉
の
運
動
が
あ
る
か
ら
だ
」

と
い
う
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
葉
を
参
照
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
九
世
紀
に
ジ
ェ

イ
ム
ズ
が
提
唱
し
た
情
動
理
論
を
具
体
化
し
た
も
の
だ
が
、
広
く
知
ら
れ
て

い
る
の
は
「
ひ
と
は
悲
し
い
か
ら
泣
く
の
で
は
な
い
、
泣
く
か
ら
悲
し
い
の

で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、「
情
動
の
意
識
は
、
身

体
組
織
の
変
化
（organic change

）、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
情
動
の
「
表
出
」
を

構
成
す
る
筋
肉
と
内
臓
の
変
化
に
よ
る
効
果
（effect

）
と
し
て
生
じ
る
も
の
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で
あ
る（（1
（

」
と
論
じ
、「
泣
く
」
と
い
う
身
体
組
織
の
変
化
が
「
悲
し
い
」
と
い

う
情
動
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
さ

ら
に
カ
ー
ル
・
ラ
ン
ゲ
は
、
刺
激
に
よ
っ
て
ま
ず
血
管
運
動
の
変
化
が
生
じ
、

そ
こ
か
ら
の
感
覚
イ
ン
パ
ル
ス
が
情
動
を
引
き
起
こ
す
と
主
張
し
て
い
る
。

両
者
の
主
張
は
、「
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ラ
ン
ゲ
説
」（Jam

es- Lange theory

）
と

し
て
呼
ば
れ
、「
情
動
の
末
梢
起
源
説
」（peripheral theory of em

otion

）
と

呼
ば
れ
る
心
理
学
の
概
念
を
構
成
し
て
い
る
。
中
河
が
み
ず
か
ら
の
形
式
主

義
論
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
採
用
し
た
の
は
、
人
間
心
理
が
「
身
体
組
織
」

に
従
属
し
て
い
る
と
い
う
科
学
的
言
説
で
あ
る
。

　

中
河
は
こ
の
よ
う
な
心
理
学
的
学
説
に
つ
い
て
、「
こ
の
心
理
上
の
説
明
は

如
何
に
も
唯
物
論
的
だ
。
形
が
あ
る
か
ら
心
理
が
生
れ
る
と
説
明
す
る
の
だ
。

私
は
こ
の
説
を
採
用
す
る
。
何
處
ま
で
行
つ
て
も
、
私
は
形
が
内
容
を
生
む

と
い
ふ
率
直
な
説
を
採
用
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
中
河
は
「
形
」
な
る

も
の
を
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ラ
ン
ゲ
説
に
い
わ
ゆ
る
「
身
体
組
織
の
変
化
」
と

同
義
で
あ
る
と
し
、
そ
の
変
化
に
よ
り
情
緒
が
現
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
文
学

表
現
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
河
は
「
形
式
」
の
強

力
さ
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
だ
け
で
は
な
い
。「
形
式
」
の
介
入
に
よ
っ
て
、

あ
る
現
象
と
人
間
心
理
と
の
相
関
関
係
に
科
学
的
法
則
性
を
見
出
し
う
る
可

能
性
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。

　

不
思
議
な
こ
と
だ
が
、
中
河
は
一
九
二
四
年
十
月
の
『
文
芸
時
代
』
創
刊

以
後
、
一
九
二
九
年
二
月
に
「
形
式
主
義
」
を
提
唱
す
る
過
程
で
「
メ
カ
ニ

ズ
ム
」
＝
「
形
式
」
と
い
う
発
想
を
提
起
す
る
ま
で
、
機
械
を
含
む
科
学
に

つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
黒
田
俊
太
郎

は
、「
中
河
に
於
い
て
、
形
式
主
義
が
成
立
し
て
行
く
の
と
〈
機
械
〉
の

「FO
R

M

」
に
〈
美
〉
が
発
見
さ
れ
て
行
く
の
と
は
時
間
的
に
重
な
る（（1
（

」
と
い

う
見
立
て
を
行
な
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
約
四
年
間
、
中
河
は
関
連
す

る
評
論
を
著
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
の
間
、
中
河
が
絶
え
ず
小
説
作
品
を
世
に
問
う
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
は
、
時
代
の
雰
囲
気
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
れ
を
積

極
的
に
創
作
と
し
て
実
践
す
る
と
い
う
中
河
の
作
家
と
し
て
の
姿
勢
が
明
ら

か
で
あ
る
。
以
下
、
中
河
の
新
感
覚
派
時
代
を
代
表
す
る
小
説
「
氷
る
舞
踏

場
」（『
新
潮
』
一
九
二
五
・
五
）
に
つ
い
て
、
そ
の
方
法
的
な
性
格
を
同
時

代
の
前
衛
芸
術
、
と
く
に
詩
壇
の
動
向
や
「
新
感
覚
派
」
文
学
を
め
ぐ
る
言

説
と
の
か
か
わ
り
を
踏
ま
え
つ
つ
検
討
し
て
ゆ
く
。

３
　
文
字
の
配
置

　

自
分
は
作
品
と
い
ふ
も
の
を
天
來
の
も
の
と
し
て
考
へ
た
い
癖
が
あ

る
の
で
、
ふ
つ
と
心
に
浮
ん
で
そ
の
ま
ま
書
い
た
と
い
ふ
や
う
な
も
の

が
大
體
好
き
な
の
で
あ
る
。
少
々
無
理
が
あ
つ
て
も
、
荒
け
づ
り
で
も
、

つ
ま
り
何
か
心
の
躍
動
す
る
や
う
な
も
の
、
ひ
ら
め
き
を
持
つ
た
も
の

―
さ
う
い
ふ
も
の
が
書
き
た
い
。
さ
う
い
ふ
考
へ
方
が
文
藝
作
品
評
價

の
全
部
で
な
い
事
は
わ
か
つ
て
ゐ
る
が
、
藝
術
に
と
つ
て
は
、
さ
う
い

ふ
事
が
最
初
に
し
て
最
大
の
重
要
事
で
は
な
い
か
と
自
分
は
平
生
か
ら

考
へ
て
ゐ
る
。

　

右
は
、
角
川
文
庫
短
篇
集
『
香
妃
・
氷
る
舞
踏
場
』
の
「
あ
と
が
き（11
（

」
に

中
河
が
記
し
た
一
文
で
あ
る
。
こ
の
作
品
集
に
は
、
中
河
得
意
の
「
ひ
ら
め

き
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
短
篇
が
七
作
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う

ち
最
も
初
期
の
作
品
で
あ
り
、
中
河
本
人
の
新
感
覚
派
的
代
表
作
と
し
て
の

み
な
ら
ず
、
新
感
覚
派
運
動
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
が
、
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「
氷
る
舞
踏
場
」
で
あ
る（1（
（

。

　

本
作
は
発
表
直
後
、
従
来
の
小
説
の
表
現
方
法
を
逸
脱
し
た
と
い
う
点
で
、

当
時
の
文
壇
で
注
目
さ
れ
た
。
例
え
ば
、『
文
芸
時
代
』
同
人
の
川
端
康
成
は

「
四
月
諸
雑
誌
創
作
評
」（『
文
芸
時
代
』
一
九
二
五
・
五
）
に
お
い
て
、「
氷

る
舞
踏
場
」
は
「
描
き
方
」
が
特
異
な
作
品
だ
と
指
摘
し
、「
構
成
的
と
云
つ

て
は
當
ら
な
い
と
し
て
も
、
一
種
の
圖
案
化
に
依
る
材
料
の
ア
レ
ン
ヂ
メ
ン

ト
は
、
作
品
の
觸
感
を
新
し
く
し
て
ゐ
る
」
と
称
賛
し
た
。
一
方
、
自
然
主

義
の
流
れ
を
組
む
加
能
作
次
郎
は
、
本
作
に
し
て
「
あ
ま
り
感
心
は
し
な
か

つ
た
」
と
述
べ
、「
全
體
と
し
て
何
と
な
く
足
が
地
に
つ
い
て
居
な
い
や
う
な

氣
が
す
る（11
（

」
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
氷
る
舞
踏
場
」
は
、
リ
ア
リ

ズ
ム
を
主
導
と
す
る
既
成
文
壇
側
か
ら
は
攻
撃
を
浴
び
な
が
ら
、
新
感
覚
派

内
部
で
は
そ
の
新
鮮
さ
ゆ
え
に
称
賛
さ
れ
た
。

　

作
品
の
舞
台
は
「
雪
の
化
粧
」
に
包
ま
れ
た
北
国
の
、
あ
る
「
富
豪
達
」

の
「
豪
奢
を
極
め
た
」
舞
踏
室
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、「
來
客
を
待
」
っ

て
「
煌
々
と
燃
え
」
る
ラ
ン
プ
が
視
界
に
入
る
。
こ
の
ラ
ン
プ
が
、
橇
に
乗
っ

て
登
場
し
た
「
赤
肥
り
の
し
た
男
爵
」、「
漁
色
生
活
に
心
を
ゆ
だ
ね
た
貴
婦

人
」
な
ど
、「
高
貴
な
毛
皮
に
つ
つ
ま
れ
た
」
来
客
た
ち
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

を
当
て
、
こ
の
外
界
と
隔
絶
さ
れ
た
舞
踏
会
の
豪
奢
さ
、
淫
蕩
が
隠
し
だ
て

な
く
暴
露
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
光
の
効
果
の
下
で
、
舞
踏
会
の
参
加
者
の

音
楽
に
興
奮
し
た
躍
動
の
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
く
。

　

腋
の
下
か
ら
手
が
覗
い
て
相
手
の
筋
肉
の
中
へ
割
り
込
ん
で
ゐ
る
。

輝
く
白
い
肩
と
肩
と
が
摩
れ
さ
う
に
な
つ
て
は
巧
み
に
離
れ
て
行
く
。

　

足
が
出
る
、
み
ん
な
が
廻
る
、
微
笑
に
汗
ば
ん
だ
花
。
渦
巻
き
の
連

續
だ
。
ダ
、
ダ
、
ダ
、
ダ
、
ダ
、
ダ
。（
中
略
）

　

途
中
で
音
楽
は
特
徴
の
あ
る
ハ
バ
ネ
ラ
の
急
速
調
に
變
つ
た
。
こ
れ

は
こ
の
享
樂
者
達
の
心
の
準
備
に
適
當
な
變
り
か
た
で
あ
つ
た
。
彼
等

は
入
り
交
つ
て
自
分
の
愛
す
る
相
手
を
、
喜
ば
し
い
興
奮
で
探
し
あ
つ

た
。
男
と
女
と
の
匂
ひ
に
み
ち
た
亂
雜
な
潮
流
―
囁
き
が
初
ま
つ
た
。

或
る
者
は
列
を
離
れ
、
列
に
加
つ
た
。
奏
楽
が
一
層
盛
ん
に
大
き
い
音

を
た
て
た
。

　

動
作
に
統
一
が
つ
い
た
。
身
體
を
傾
け
、
の
し
、
う
つ
む
き
、
胸
と

胸
と
が
觸
れ
あ
ひ
、
抱
か
れ
、
廻
り
、
足
が
足
を
追
つ
た
。
ラ
ン
プ
が

人
の
熱
蒸
で
か
す
か
に
曇
つ
て
來
た
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
舞
踏
す
る
人
々
の
姿
を
描
く
叙
述
の
手
法
で
あ
る
。

「
腋
の
下
」「
手
」「
筋
肉
」「
肩
」「
足
」
と
い
っ
た
人
間
の
身
体
部
位
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
、
踊
る
人
々
の
姿
は
そ
れ
ら
の
部
分
対
象
の
連
鎖
に
よ
っ
て
描

出
さ
れ
る
。
円
舞
曲
に
熱
狂
し
て
い
る
「
享
楽
者
」
の
タ
ー
ン
は
「
渦
巻
き

の
連
續
」
に
喩
え
ら
れ
、
踊
っ
て
い
る
人
間
の
足
音
は
「
ダ
、
ダ
、
ダ
、
ダ
、

ダ
、
ダ
」
と
い
う
擬
音
語
で
あ
ら
わ
れ
る
。
本
作
に
お
け
る
擬
音
語
の
使
用

に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
分
析
す
る
が
、
右
の
引
用
で
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

「
体
言
止
め
・
動
詞
の
連
用
形
の
連
鎖
・
読
点
の
多
用（11
（

」
が
認
め
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
文
章
上
の
配
置
に
よ
っ
て
、
人
間
の
舞
う
姿
と
音
楽
の
け
た
た
ま
し

さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

作
品
の
中
盤
に
は
、
二
七
組
か
ら
な
る
会
話
文
が
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
人
物
の
姿
に
焦
点
が
順
次
集
中
さ
れ
、
ラ
ン
プ
に
よ
っ
て
照
ら
し
出

さ
れ
た
作
品
の
舞
台
は
叙
述
か
ら
捨
象
さ
れ
て
い
く
。

　

大
き
い
葉
を
ひ
ろ
げ
た
棕
梠
の
蔭
へ
ゆ
く
と
、
男
は
娘
の
胸
に
自
分
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の
胸
か
ら
と
つ
た
薔
薇
の
花
を
さ
し
て
や
つ
た
。

「
わ
た
し
の
天
使
」

　

そ
の
時
薔
薇
の
花
は
男
の
氣
ま
ぐ
れ
を
思
ひ
だ
し
て
苦
い
笑
ひ
顏
を

し
た
。
―
こ
の
青
年
は
ま
あ
何
と
親
切
な
、
そ
し
て
何
ん
と
澤
山
の
娘

達
に
花
を
わ
け
て
や
る
の
だ
ら
う
―

　

女
は
う
つ
む
い
て
じ
っ
と
し
て
ゐ
た
。

　

リ
ラ
、
リ
ラ
、
リ
ラ
、
リ
ラ
―
ま
た
音
楽
が
初
ま
つ
た
。

「
僕
の
う
ち
で
す
か
、
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
よ
。
道
を
左
に
曲
つ
て
、
右
に

折
れ
て
裏
門
の
や
う
な
表
門
の
あ
る
う
ち
で
す
」

　

中
河
は
本
作
の
会
場
内
部
の
描
写
に
触
れ
、「
若
い
者
同
士
の
恋
、
人
妻
の

恋
、
売
笑
婦
の
恋
、
老
年
者
の
恋
、

爛
れ
た
恋
、
お
か
し
い
恋
、
尼
寺

に
這
入
り
た
い
と
言
い
な
が
ら
恋

ば
か
ら
し
て
い
る
女
の
恋
、
肉
欲

的
な
舞
踏
―
等
々
そ
ん
な
も
の

を
無
数
に
コ
ン
ト
風
に
沢
山
書
き

並
べ
た
」
と
回
想
し
て
い
る（11
（

。「
氷

る
舞
踏
場
」
の
大
半
は
、
右
の
引

用
し
た
よ
う
な
脈
絡
も
な
く
ラ
ン

ダ
ム
に
羅
列
さ
れ
た
コ
ン
ト
風
の

会
話
文
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
は
一
行
空
き

に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
、
内
容
も
そ

れ
ぞ
れ
独
立
し
て
い
る
。
四
反
田
五
郎
が
こ
れ
を
「
詩
に
属
す
る
も
の（11
（

」
と

見
な
す
よ
う
に
、
本
作
の
形
式
は
既
存
の
小
説
表
現
を
逸
脱
し
、
詩
に
近
い

体
裁
を
取
っ
て
い
る
。
会
話
文
の
間
隙
に
「
フ
ァ
ミ
、
フ
ァ
ミ
、
フ
ァ
ミ
、

フ
ァ
ミ
、
フ
ァ
ミ
」「
レ
、
レ
、
レ
、
レ
」
な
ど
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
も

興
味
深
い
。
翌
年
『
氷
る
舞
踏
場　

他
一
三
編
』（
金
星
堂
、
一
九
二
六
・
一

二
）
に
収
録
さ
れ
た
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
片
仮
名
は
五
線
譜
上
で
踊
っ
て
い

る
か
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
（
図
1
）。
文
字
を
音
符
の
よ
う
に
配
列
す

る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
音
声
表
現
は
聴
覚
的
効
果
の
み
な
ら
ず
、
映
像
的
効

果
を
視
覚
面
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
、
本
作
は
同
時
代
詩
壇
で
西
欧
か
ら
受
容
さ
れ
た
前
衛

的
な
表
現
形
態
と
響
き
合
っ
て
い
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
芸
術
界
に
つ
い
て
、

美
術
評
論
家
の
海
野
弘
は
『
機
械
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
』（
平
凡
社
、
一
九
九

一
・
七
）
と
題
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
解
説
に
お
い
て
「
二

十
年
代
の
特
徴
は
、
文
学
、
絵
画
、
音
楽
、
演
劇
、
建
築
、
映
画
な
ど
あ
ら

ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
交
流
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
宮
坂
覚
が

映
像
芸
術
と
の
関
わ
り
か
ら
「
氷
る
舞
踏
場
」
の
表
現
手
法
を
論
ず
る
の
も（11
（

、

海
野
弘
が
提
示
し
た
「
二
十
年
代
の
特
徴
」
に
つ
い
て
の
認
識
を
前
提
と
し

て
い
る
。

　

ダ
ダ
イ
ス
ト
高
橋
新
吉
の
詩
集
『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
』（
中
央
美
術

社
、
一
九
二
三
・
二
）
は
、
海
野
も
同
時
代
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の
混
交
状
況

を
代
表
的
す
る
も
の
と
し
て
注
目
す
る
作
品
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
オ
シ
」
と

い
う
詩
篇
で
は
、「
歯
」
と
い
う
文
字
を
人
間
の
口
の
開
い
た
状
態
を
擬
す
る

か
の
よ
う
に
配
置
し
、「
一
九
一
一
年
集
」
の
「
49
」
で
は
、
積
み
上
げ
ら
れ

た
皿
を
「
皿
」
と
い
う
文
字
の
連
続
表
記
で
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実

験
的
な
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
は
、
高
橋
が
み
ず
か
ら
後
年
記
事
で
回
想
し
た
よ

【図 1】 『氷る舞踏場　他一三編』金星堂、
1926・12
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う
に
、「
内
容
よ
り
も
外
形
に
重
き
を
置
い
て
居
る（11
（

」
と
い
う
前
衛
芸
術
の
動

向
か
ら
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
字
か
ら
意
味
を
捨
て
去
り
、

文
字
の
配
置
に
よ
る
視
覚
的
な
効
果
が
追
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
萩
原
恭
次
郎
の
詩
集
『
死
刑
宣
告
』（
長
隆
舎
書
店
、
一
九
二
五
・

一
〇
）
に
も
、
こ
う
し
た
特
異
な
技
法
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
詩
集
の
所
収

作
に
は
、
挿
絵
と
し
て
村
山
知
義
の
写
真
や
岡
田
龍
夫
に
よ
る
リ
ノ
カ
ッ
ト

の
版
画
が
入
っ
て
お
り
、
擬
音
語
や
、
矢
印
な
ど
の
記
号
活
字
が
多
用
さ
れ
、

ま
た
大
き
さ
や
太
さ
が
不
揃
い
の
文
字
も
入
り
乱
れ
て
い
る
（
図
2
）。
装
幀

を
担
当
し
た
岡
田
龍
夫
が
あ
と
が
き
「
印
刷
術
の
立
体
的
断
面
」
の
中
で
「
全

體
か
ら
見
た
場
合
の
巧
果
（
構
成
）
に
重
き
を
お
い
た
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
れ
は
視
覚
的
効
果
に
作
者
が
苦
心
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
馬
場
伸
彦

は
『
死
刑
宣
告
』
の
試
み
に
つ
い
て
、
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
起
き
た

都
市
生
活
環
境
の
機
械
化
と

い
う
新
し
い
現
象
を
文
学
作

品
が
統
感
覚
的
に
把
握
し
よ

う
と
し
た
こ
と
の
形
跡
を
読

み
取
り
、「
そ
の
形
式
は
充
分

に
機
械
的
で
あ
る（11
（

」
と
評
価

し
て
い
る
。
馬
場
に
よ
れ
ば
、

「
生
き
た
身
体
」
に
宿
る
諸
感

覚
を
動
員
し
て
こ
そ
対
峙
し

得
る
こ
の
詩
作
は
、
都
市
と

機
械
を
体
現
で
き
る
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
が
あ
り
、
機
械
文
明

が
開
花
し
た
時
代
に
し
か
生

ま
れ
な
か
っ
た
表
現
方
法
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
文
学
的
前
衛
は
、
機
械
化
さ
れ

た
近
代
生
活
か
ら
の
影
響
の
も
と
に
新
し
い
表
現
を
模
作
し
て
い
た
。
型
破

り
の
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
を
と
る
こ
と
で
、
機
械
と
そ
の
感
受
性
へ
の
接
触
を

得
る
と
い
う
表
現
方
法
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
に
共
通
の
課
題
と
な
っ
て
い

た
と
言
え
よ
う
。「
氷
る
舞
踏
場
」
も
ま
た
、
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
に
工
夫
を
凝

ら
す
点
で
、
同
時
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
と
そ
の
方
法
を
共
有
し
て
い
る
。
本

作
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
同
時
代
の

日
本
の
前
衛
芸
術
運
動
に
お
け
る
機
械
文
明
あ
る
い
は
そ
の
背
景
を
な
す
工

学
的
発
想
の
影
響
と
い
う
視
点
か
ら
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
作
品
な
の
で
あ
る
。

4
　
幾
何
学
命
題
の
挿
入

「
外
國
の
或
る
詩
人
が
唄
っ
て
ゐ
る
、
有
名
な
章
句
を
教
へ
て
あ
げ
ま
せ

う
」

「
―
戀
人
よ
、
三
角
形
の
内
角
の
和
は

二
直
角
で
す
よ
―
」

　

右
の
引
用
は
、
舞
踏
場
で
男
女
が
交
わ
す
、
二
七
組
の
会
話
文
の
う
ち
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
数
学
的
命
題
を
含
め
て
「
外
国
の
或
る
詩
人
」

の
詩
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
中
河
與
一
と
数
学
と
の
接
点
と
言
え
ば
、

遡
っ
て
十
九
歳
（
一
九
一
六
年
）
の
頃
、
京
都
市
七
条
平
安
中
学
正
門
前
に

暮
ら
し
て
い
た
当
時
、
近
所
に
あ
る
夜
学
校
「
漢
数
学
館
」
で
数
学
を
担
当

し
た
と
い
う
経
歴
が
あ
る
。
彼
が
幾
何
学
的
概
念
を
文
学
作
品
に
導
入
し
た

の
も
、
そ
の
よ
う
な
知
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

　

上
牧
瀬
香
は
右
の
引
用
に
触
れ
、
単
に
「
無
意
味
性
の
み
看
取
さ
れ
る
場

【図 2】『死刑宣告』長隆舎書店、1925・10
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面
（
11
（

」
と
し
て
解
読
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
が
、
一
八
八
五
年
七
月
に
出
版

さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派
の
詩
人
ジ
ュ
ー
ル
・
ラ
フ
ォ
ル
グ
（Jules La-

forgue
）
の
詩
集
『
悲
訴
』（Les C

om
plaintes

）
に
お
け
る
「
道
化
師
の
或

悲
訴
」（A

utre C
om

plainte de Lord Pierrot

）
と
い
う
詩
篇
か
ら
引
用
さ
れ

た
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ラ
フ
ォ
ル
グ
の
こ
の
詩
は
、

岩
野
泡
鳴
が
翻
訳
し
た
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
『
表
象
派
の
文
学
運
動
』（
新

潮
社
、
一
九
一
三
）
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
泡
鳴
訳
よ
り
引
用
し

よ
う
。

C
elle qui doit m

e m
ettre au courant de la Fem

m
e!

（
わ
れ
を
女
性
の
通
に
し
て
く
れ
る
か
の
女
よ
。）

　
　

N
ous lui dirons d’ abord, de m

on air le m
oins froid:

　
　
（
わ
れ
等
は
先
づ
そ
れ
に
云
ふ
だ
ら
う
、
わ
が
最
も
冷
淡
な
風
で
、）

“ La som
m

e des angles d’ un triangle, chére âm
e,

（『
三
角
形
の
内
角
の
和
は
、
親
し
き
心
よ
。）

　
　

Est égale á deux droits.”

　
　
（
二
直
角
に
等
し
い
。』）

　

右
の
よ
う
に
ラ
フ
ォ
ル
グ
の
詩
で
は
、
想
像
的
空
間
で
作
り
出
さ
れ
た
「
わ

れ
を
女
性
の
通
に
し
て
く
れ
る
」
女
に
対
し
、「
わ
れ
等
」
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド

幾
何
学
の
第
五
公
準
か
ら
論
証
さ
れ
た
「
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
で

あ
る
」
と
い
う
命
題
を
も
っ
て
応
答
す
る
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
第
五
公
準
に

よ
る
と
、
二
直
線
が
一
直
線
に
交
わ
っ
て
い
る
と
き
、
も
し
そ
の
同
じ
側
に

あ
る
内
角
の
和
が
二
直
角
よ
り
も
小
さ
か
っ
た
な
ら
ば
、
二
直
線
は
、
こ
れ

ら
を
そ
の
側
に
延
長
し
て
い
け
ば
必
ず
交
わ
る
。
も
し
同
じ
側
に
あ
る
内
角

の
和
が
ち
ょ
う
ど
二
直
角
の
場
合
、
そ
の
二
直
線
は
、
そ
れ
ら
を
ど
ち
ら
の

側
に
延
長
し
て
も
決
し
て
交
わ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
二
直
線
は
平
行
す

る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
第
五
公
準
は
「
平
行
線
の
公
理
」

と
同
値
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
平
行
線
の
公
理
」
が
、「
三
角
形
の
内
角

の
和
は
二
直
角
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
と
内
容
的
に
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
が

さ
ら
に
発
見
さ
れ
た（11
（

。
一
篇
の
皮
肉
な
味
わ
い
は
、
常
識
と
い
え
ば
常
識
と

い
え
る
こ
の
命
題
に
よ
っ
て
、
女
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
語
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。

　

詩
篇
「
道
化
師
の
或
悲
訴
」
の
最
後
の
ス
タ
ン
ザ
ま
で
続
く
「
わ
れ
」
と

「
女
」
と
の
会
話
で
は
、
女
の
愛
情
に
執
着
す
る
発
問
と
、
男
の
ア
イ
ロ
ニ
ー

に
満
ち
た
曖
昧
な
回
答
が
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。『
表
象
派
の
文
学
運

動
』
の
シ
モ
ン
ズ
は
、
ラ
フ
ォ
ル
グ
の
人
生
体
験
を
踏
ま
え
た
上
で
、
彼
の

作
品
か
ら
は
「
不
運
な
遁
避
性
」
が
窺
わ
れ
る
と
評
し
、
人
生
に
対
す
る
断

念
が
「
道
化
師
」
の
仮
装
の
下
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
評
し
た
。

　

元
の
詩
篇
で
は
風
刺
の
語
調
を
強
め
る
た
め
に
使
わ
れ
た
「
親
し
き
心
よ
」

と
い
う
呼
び
か
け
が
、
本
作
で
は
「
戀
人
よ
」
と
い
う
求
愛
の
呼
び
か
け
に

改
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
氷
る
舞
踏
場
」
の
場
合
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド

の
第
五
公
準
の
前
に
「
戀
人
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
を
付
け
加
え
、
舞
踏
場

に
生
じ
た
不
貞
の
恋
愛
物
語
を
、
数
学
的
理
性
に
沿
っ
て
組
み
上
げ
ら
れ
た

幾
何
学
の
モ
デ
ル
に
従
え
て
い
る
。
男
女
が
繰
り
広
げ
る
会
話
の
ロ
マ
ン
チ
ッ

ク
な
情
緒
は
捨
象
さ
れ
、
倫
理
的
に
禁
忌
と
さ
れ
る
よ
う
な
不
貞
な
感
情
が

幾
何
学
的
な
秩
序
を
持
っ
た
世
界
に
組
み
込
ま
れ
る
。
原
作
と
比
較
し
て
み

れ
ば
、
い
ず
れ
の
場
合
も
数
学
が
象
徴
的
意
味
を
担
う
も
の
の
、
数
学
の
命

題
を
皮
肉
ま
じ
り
に
応
用
し
、
そ
れ
を
通
し
て
内
的
情
緒
を
暗
示
的
に
表
出

し
よ
う
と
す
る
象
徴
詩
の
曖
昧
朦
朧
と
は
異
な
り
、
本
作
の
場
合
、
幾
何
学
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的
命
題
が
造
形
上
の
志
向
を
示
し
、「
恋
愛
物
語
」
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
に

形
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

同
じ
数
学
式
が
出
て
く
る
中
河
の
短
編
「
愉
快
な
る
発
見
―
或
る
偏
執
病

者
の
手
紙
」（『
文
芸
時
代
』
一
九
二
五
・
八
）
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
数
式

が
見
ら
れ
る
。

　

さ
て
僕
は
戀
愛
を
感
じ
る
爲
め
の
能
力
を
L
と
し
て
次
の
や
う
な
式

を
た
て
た
。

　
　
　

L 　

＝　

f

（耳
，

目
，

鼻
，

舌
，

皮
膚

，
知

能
，

理
性

）

　

そ
し
て
耳
や
目
や
鼻
な
ど
の
五
感
及
び
知
能
理
性
に
於
け
る
フ
ァ
ン

ク
シ
ョ
ナ
ル
フ
ォ
ー
ム
が
決
定
す
れ
ば
、
戀
愛
能
力
凾
数
（
L
）
が
決

定
す
る
と
云
ふ
と
こ
ろ
ま
で
考
へ
て
ゐ
る
。

　

右
の
引
用
で
、
文
字
を
横
書
き
に
し
、
意
図
的
に
数
学
式
を
散
文
に
挿
入

す
る
の
は
む
ろ
ん
形
式
上
の
実
験
だ
が
、
内
容
的
に
は
、
恋
愛
能
力
と
「
耳

や
目
や
鼻
な
ど
の
五
感
及
び
知
能
理
性
」
と
の
対
応
関
係
を
単
純
な
「
凾
数
」

の
表
記
に
抽
象
化
し
て
現
す
方
法
も
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
は
、
対

象
を
数
学
の
概
念
と
結
び
つ
け
、
意
図
的
に
単
純
化
し
よ
う
と
す
る
と
い
う

特
徴
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
恋
愛
す
る
男
女
の
心
理
的
関
係

を
数
式
に
還
元
す
る
一
方
、
複
雑
で
あ
り
え
た
男
女
の
内
的
心
理
を
希
薄
化

し
て
い
る
。

　

改
め
て
「
氷
る
舞
踏
場
」
に
戻
れ
ば
、
注
目
す
べ
き
は
、
舞
踏
場
で
展
開

さ
れ
る
男
女
の
会
話
を
書
き
取
っ
て
ゆ
く
語
り
手
が
、
彼
ら
の
心
理
描
写
を

ほ
と
ん
ど
行
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
登
場
す
る
男
女
の

内
的
世
界
は
不
可
視
と
な
り
、
彼
ら
に
起
こ
っ
た
恋
愛
劇
が
た
だ
傍
観
的
に

描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
叙
述
を
見
て
み
よ
う
。

「
シ
ョ
ー
は
ね
、
か
う
云
つ
て
ゐ
る
、
初
戀
と
い
ふ
も
の
は
、
僅
か
ば
か

り
の
愚
か
さ
と
好
奇
心
と
を
、
よ
り
多
く
要
す
る
ば
か
り
だ
つ
て
、
僕

も
全
く
そ
の
通
り
だ
つ
た
と
此
頃
に
な
つ
て
つ
く
づ
く
思
ひ
だ
し
た
」

「
そ
し
て
私
が
嫌
ひ
に
な
っ
た
と
お
つ
し
や
る
ん
で
せ
う
」

「
さ
う
ぢ
や
な
い
よ
。
案
外
馬
鹿
ら
し
い
も
の
だ
と
思
ひ
だ
し
た
と
云
ふ

の
さ
」

「
貴
方
は
も
う
私
を
愛
し
て
は
い
ら
つ
し
や
ら
な
い
の
ね
」

「
さ
う
單
純
に
云
ふ
も
の
で
は
な
い
よ
。
け
れ
ど
僞
つ
て
る
氣
持
は
嫌
だ

か
ら
な
」

「
け
ど
そ
ん
な
事
は
初
戀
を
し
て
ゐ
る
人
達
の
言
へ
る
言
葉
だ
と
は
思
は

れ
ま
せ
ん
わ
、
貴
方
は
私
と
初
め
て
だ
と
お
つ
し
や
つ
て
お
き
な
が
ら
」

「
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
さ
う
だ
。
初
め
て
―
と
然
し
貴
方
の
中
に
い
ろ

い
ろ
な
女
を
見
た
か
ら
な
」

「
ぢ
や
私
の
中
の
別
の
女
と
次
の
戀
を
初
め
て
下
さ
ら
な
い
こ
と
？
」

　

右
の
引
用
は
、
男
が
女
に
対
し
て
抱
く
倦
怠
感
を
露
わ
に
す
る
会
話
文
で

あ
る
。
こ
の
倦
怠
感
は
、
男
が
内
的
情
緒
を
そ
の
ま
ま
告
白
す
る
の
で
は
な

く
、「
貴
方
の
中
の
別
の
女
と
次
の
戀
を
始
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
言
い
方
で

遠
回
し
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、「
倦
怠
感
」
と
い
う
主
観

的
感
情
を
触
発
す
る
人
間
の
内
的
世
界
を
構
造
的
に
捉
え
た
上
で
、
そ
の
感

情
の
発
生
に
合
理
的
な
理
由
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
男
の
意
図
が
垣
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間
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
形
が
あ
る
か
ら
心
理
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
主
張

を
提
起
し
た
中
河
形
式
論
の
実
作
で
の
前
触
れ
と
言
え
る
表
現
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
作
の
会
話
文
は
舞
踏
会
で
演
じ
ら
れ
た
恋
愛
関
係
を
映

し
出
す
も
の
の
、
語
り
手
は
感
情
表
現
を
抑
制
し
、
人
間
関
係
を
数
理
に
も

と
づ
き
冷
酷
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
中
河
作
品
で
は
、
登
場
人
物
の
内

的
世
界
は
そ
の
ま
ま
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
幾
何
学
的
命
題
や
数
理
的
構

造
に
よ
り
形
あ
る
も
の
と
し
て
可
視
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

５
　「
詩
的
精
神
」
の
復
活

　

そ
の
間
、
温
度
が
頂
点
に
達
し
て
ゆ
く
舞
踏
場
に
お
い
て
、「
ロ
ー
マ
人
の

や
う
に
舞
踏
の
神
聖
を
穢
し
た
男
女
は
次
第
に
氣
が
遠
く
な
つ
て
無
神
輕
に

な
つ
て
行
つ
た
」。
外
で
は
「
北
國
の
晴
れ
渡
つ
た
空
に
は
飛
沫
の
や
う
な
星

が
チ
カ
チ
カ
と
冴
え
て
お
り
」、「
つ
な
い
で
あ
る
馬
が
寒
さ
に
嘶
き
、
絶
え

ず
蹄
で
土
間
を
蹴
」
り
、「
時
々
犬
の
吠
え
る
の
が
聞
え
て
來
る
」。
そ
の
と

き
一
人
の
青
年
士
官
が
、
腐
っ
た
室
の
中
に
外
気
を
い
れ
る
た
め
に
、「
拳
を

ふ
り
あ
げ
ざ
ま
力
を
こ
め
て
」
窓
ガ
ラ
ス
に
一
撃
を
加
え
る
。
す
る
と
「
寒

夜
の
星
を
ゆ
る
が
し
窓
ガ
ラ
ス
は
碎
け
て
四
方
に
飛
び
散
っ
た
」。

　

と
や
が
て
室
の
水
蒸
氣
は
極
度
の
寒
氣
の
爲
め
に
冷
さ
れ
て
、
露
と

な
つ
て
高
い
天
井
の
飾
り
を
曇
ら
し
た
。

　

思
ひ
が
げ
ず
、
白
い
雪
片
が
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
天
井
か
ら
舞
ひ
お
り
て
來

た
。
急
激
な
温
度
の
變
化
の
爲
め
に
人
々
の
い
き
れ
と
水
蒸
氣
と
が
室

内
の
上
層
で
凍
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
。

　

白
く
輝
き
な
が
ら
ラ
ン
プ
の
前
を
時
な
ら
ぬ
牡
丹
雪
が
こ
の
歡
樂
の

大
ホ
ー
ル
の
中
だ
け
で
美
し
く
降
り
だ
し
た
。
サ
ラ
サ
ラ
と
柱
に
あ
た

り
壁
を
摩
り
、
か
す
か
な
空
氣
の
流
れ
を
つ
く
つ
て
、
ま
ぎ
れ
な
が
ら

舞
ひ
お
り
た
。
外
は
晴
れ
た
月
夜
で
あ
る
。

　

人
々
が
発
す
る
水
蒸
気
は
、
冷
た
い
外
気
の
殺
到
の
た
め
に
天
井
で
露
と

な
り
、
さ
ら
に
雪
と
な
っ
て
、
歓
楽
の
舞
踏
室
の
内
に
牡
丹
雪
を
降
ら
す
。

そ
の
不
思
議
な
光
景
を
照
ら
し
て
い
る
の
は
、「
ラ
ン
プ
」
で
あ
る
。
外
の
世

界
は
相
変
わ
ら
ず
「
晴
れ
た
月
夜
」
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
室
内
の
舞
踏
会
は

混
乱
の
の
ち
つ
い
に
終
焉
を
迎
え
る
。

　

逃
げ
出
さ
う
と
す
る
者
、
助
け
に
這
入
つ
て
來
る
者
、
雪
の
底
の
は

げ
し
い
渦
巻
。
や
が
て
ラ
ン
プ
の
火
屋
は
冷
え
て
く
る
と
、
い
ち
い
ち

銳
い
音
を
た
て
て
罅
裂
け
飛
ん
だ
。
そ
し
て
明
る
い
灯
は
ひ
と
つ
ひ
と

つ
消
え
て
行
き
、
ホ
ー
ル
の
中
に
は
雪
の
降
り
つ
む
音
の
み
が
か
す
か

に
こ
も
つ
て
暫
く
の
間
續
い
た
。

　

か
く
て
春
の
饗
宴
は
、
冷
酷
な
刑
罰
の
や
う
な
寒
さ
の
爲
め
に
ま
た

た
く
間
に
氷
ら
さ
れ
、
月
光
は
暗
黒
の
部
屋
に
流
れ
て
、
時
の
移
り
に

従
つ
て
、
靜
か
に
そ
の
照
明
の
場
所
を
變
へ
て
行
つ
た
。

　

其
處
に
は
斷
末
魔
を
豫
想
し
た
狂
人
が
、
最
も
醜
悪
で
そ
し
て
美
し

い
姿
と
な
つ
て
雪
に
つ
つ
ま
れ
て
ゐ
た
。
わ
け
て
も
も
の
淋
し
く
、
女

の
顏
に
ぬ
つ
た
綠
色
の
白
粉
が
ほ
の
か
に
雪
を
染
め
て
、
誇
り
に
み
ち

て
ゐ
た
そ
の
顏
の
存
在
を
、
わ
づ
か
に
示
し
て
ゐ
た
。

　

右
の
引
用
は
本
作
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
あ
る
。
ホ
ー
ル
の
中
に
雪
が
降
り

続
き
、
ラ
ン
プ
の
炸
裂
に
伴
っ
て
舞
踏
場
が
に
わ
か
に
静
寂
の
暗
夜
と
一
体

と
な
っ
て
い
く
。「
北
國
の
一
隅
」
で
行
わ
れ
た
「
春
の
饗
宴
」
が
「
ま
た
た
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く
間
に
氷
ら
さ
れ
」
る
と
い
う
こ
と
は
、
淫
蕩
、
頽
廃
、
贅
沢
な
舞
踏
会
へ

の
「
冷
酷
な
刑
罰
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（1（
（

。
こ
れ
は
作
者
に
よ
る
「
貴
族

人
」、「
男
爵
」、「
富
豪
達
」
と
い
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
へ
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
上

の
批
判
で
あ
る
と
読
み
取
ら
れ
る
。
だ
が
最
後
に
焦
点
を
当
て
る
の
は
「
醜

悪
」
で
「
美
し
い
」
狂
人
の
姿
、「
綠
色
」
の
「
白
粉
」、「
も
の
淋
し
く
」
て

「
誇
り
に
み
ち
て
い
た
」
女
の
顔
で
あ
り
、
舞
踏
場
の
床
板
の
上
に
倒
れ
た
人

間
た
ち
の
様
子
を
、
あ
え
て
対
立
し
た
意
味
を
も
つ
形
容
詞
を
用
い
て
描
い

て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
川
端
康
成
は
「
舞
踏
場
が
凍
つ
て
し
ま
ふ
」
の
は
、

「
作
者
の
幻
想
の
病
め
る
美
し
さ
」
と
、「
疲
れ
な
が
ら
し
か
も
銳
い
神
經
の

嘆
き（11
（

」
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
指
摘
し
、「
病
め
る
」
と
「
美
し
い
」、「
疲

れ
」
と
「
銳
い
神
經
」
と
い
っ
た
対
義
語
を
も
っ
て
本
作
を
評
価
し
た
。
笹

淵
友
一
も
本
作
の
芸
術
的
意
図
は
こ
こ
の
「
視
覚
的
対
照
」
に
あ
る
と
論
じ

て
い
る（11
（

。
そ
う
し
た
「
美
し
さ
」
は
「
視
覚
的
」
な
も
の
の
み
ら
な
ら
ず
、

作
品
の
構
造
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
窒
息
に
瀕
し
「
逃
げ
出
さ
う
と
す
る

者
」
と
「
助
け
に
這
入
つ
て
來
る
者
」
と
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
た
混
乱
の

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
「
雪
の
底
の
は
げ
し
い
渦
巻
」
と
表
現
さ
れ
、
冒
頭
に
描

か
れ
た
踊
り
の
「
渦
巻
き
の
連
續
」
と
呼
応
す
る
。
絶
え
ず
目
ま
ぐ
る
し
く

動
く
渦
巻
が
符
牒
を
合
わ
せ
、
作
品
に
構
造
的
美
観
を
与
え
る
こ
と
が
目
論

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
「
舞
踏
場
」
が
「
氷
る
」
と

い
う
現
象
を
描
き
、
モ
ラ
リ
テ
ィ
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
モ
ラ
リ
テ
ィ
の

解
釈
に
終
始
す
る
の
で
は
な
い
。
中
河
が
目
指
し
て
い
る
の
は
モ
ラ
リ
テ
ィ

の
投
影
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
現
実
―
幻
想
世
界
の
美
し
さ
を
引
き
立
て
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
舞
踏
場
」
が
「
氷
る
」
と
い
う
現
象

は
「
浄
化
」
を
機
能
し
て
お
り
、
結
末
に
「
斷
末
魔
を
豫
想
し
た
狂
人
」
の

姿
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
「
わ
づ
か
に
示
し
て
ゐ
た
」
の
は
「
浄
化
」
の

結
果
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
幻
想
の
美
し
さ
」
に
関
し
、
本
作
の
背
景
と
し
て
い
ま
ひ
と
つ
注
目
す
べ

き
は
、「
詩
的
精
神
」
の
復
活
要
請
を
喚
起
し
て
い
た
当
時
の
文
壇
の
動
向
で

あ
る
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
本
作
の
形
式
、
と
く
に
会
話
文
に
お
け

る
特
異
な
文
字
の
配
置
や
数
学
式
の
導
入
な
ど
の
表
現
意
識
に
お
い
て
は
、

同
時
代
詩
壇
の
前
衛
詩
の
動
向
と
響
き
合
っ
て
い
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
は
、

旧
文
壇
の
自
然
主
義
や
平
面
描
写
に
反
発
し
、
主
観
や
感
覚
を
強
調
す
る
新

し
い
「
詩
的
精
神
」
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た
。

　

例
え
ば
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
詩
人
の
橋
爪
健
は
「
陣
痛
期
の
文
芸
」（『
文
芸
日

本
』
一
九
二
五
・
六
）
に
お
い
て
、「
堕
落
し
た
散
文
精
神
の
常
識
文
藝
な
い

し
平
面
文
學
に
對
す
る
主
觀
の
強
調
で
あ
り
表
現
の
高
揚
で
あ
り
感
覺
の
革

命
で
あ
る
」
と
「
詩
的
精
神
」
を
規
定
し
、
小
説
創
作
に
お
い
て
「
主
観
」

「
表
現
」「
感
覚
」
を
強
調
し
て
い
る
。
目
に
止
ま
る
の
は
、
橋
爪
が
「
雜
誌

「
文
藝
時
代
」
に
據
る
三
四
の
新
作
家
は
そ
の
「
新
感
覺
派
」
な
る
所
以
を
む

し
ろ
其
の
「
詩
的
精
神
の
強
調
」
に
於
て
見
出
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
部
の
前
衛
詩
人
た
ち
は
、
新
感
覚
派

の
小
説
家
に
「
詩
的
精
神
」
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。

　

同
様
の
期
待
を
寄
せ
て
い
た
の
は
前
衛
詩
人
ば
か
り
で
は
な
い
。
佐
藤
春

夫
門
下
の
中
川
省
三
は
、「
新
感
覚
派
の
要
点
」（『
現
代
文
芸
』
一
九
二
五
・

九
）
に
お
い
て
、「
過
去
の
散
文
精
神
」
に
囚
わ
れ
た
「
現
文
壇
の
固
定
意

識
」
か
ら
脱
し
た
、「
生
活
現
実
の
高
潮
に
到
ら
ん
と
す
る
」
運
動
と
し
て
新

感
覚
派
を
捉
え
、
そ
の
「
詩
的
精
神
」
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
を
、
一
九
二
五
年
版
の
『
文
芸
年
鑑
』
は
「
新
感
覚
派
の
出
現
は
大

い
に
詩
的
精
神
の
復
活
を
試
み
、
散
文
的
表
現
に
依
る
文
壇
に
は
そ
の
新
し
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い
傾
向
と
し
て
の
色
彩
が
濃
厚
に
な
っ
た
」
と
要
言
す
る（11
（

。『
文
芸
時
代
』
の

創
刊
に
よ
り
登
場
し
た
新
感
覚
派
は
、「
散
文
精
神
の
堕
落
に
よ
る
既
成
文
壇

の
限
局
に
対
し
て
」
現
れ
て
き
た
「
革
命
者
」
で
あ
り
、「
詩
的
精
神
」
の
復

活
と
い
う
文
壇
の
要
請
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
文
脈
を
踏
ま
え
れ
ば
、
中
河
が
「
氷
る
舞
踏
場
」
の
ラ
ス
ト

シ
ー
ン
で
駆
使
し
た
表
現
方
法
は
、「
主
観
」「
表
現
」「
感
覚
」
を
強
調
す
る

「
詩
的
精
神
」
を
形
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
川
路
柳

虹
は
「
新
文
学
の
方
向
」（『
新
潮
』
一
九
二
五
・
三
）
の
な
か
で
新
し
い
時

代
の
「
詩
的
精
神
」
に
触
れ
、「
觀
念
の
上
か
ら
、
道
義
の
上
か
ら
、
常
凡
な

感
情
の
上
か
ら
の
み
眺
め
て
い
た
觀
方
を
」
廃
し
、「
生
な
、
單
に
事
物
そ
の

も
の
に
卽
し
た
、
非
感
情
的
な
、
非
觀
念
的
な
、
非
道
徳
的
な
觀
方
か
ら
觀

直
し
て
そ
こ
に
新
た
な
存
在
を
知
覚
す
る
」
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

頽
廃
的
な
淫
蕩
と
い
う
現
実
世
界
と
対
峙
す
る
本
作
の
結
末
は
、
そ
の
現
象

が
道
徳
的
に
処
罰
さ
れ
る
べ
き
現
実
を
超
え
た
世
界
―
「
幻
想
」
の
世
界
を

描
く
。
降
り
か
か
る
「
雪
」
に
も
あ
る
種
の
神
秘
的
な
装
い
が
仮
託
さ
れ
て

い
る
。
本
作
の
「
詩
的
精
神
」
は
こ
う
し
て
、
読
者
を
神
秘
の
世
界
あ
る
い

は
形
而
上
の
世
界
に
導
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

中
河
與
一
「
氷
る
舞
踏
場
」
は
こ
の
よ
う
に
、
機
械
時
代
に
お
け
る
前
衛

芸
術
の
思
潮
の
影
響
下
に
あ
る
作
品
で
あ
る
。
本
作
で
は
機
械
的
な
る
も
の

は
内
容
を
構
成
す
る
と
い
う
よ
り
、
擬
音
語
や
数
学
的
記
号
の
導
入
、
ま
た

文
字
の
配
置
上
の
工
夫
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
ま
も
な
く
中
河
が
形
式
主
義

論
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
＝
「
形
式
」
と
い
う
等
式
を
捻
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
す
で
に
述
べ
た
が
、
本
作
に
採
用
さ
れ
た
表
現
方
法
、
す
な
わ
ち
恋
愛
に

関
わ
る
内
的
情
緒
を
幾
何
学
の
命
題
や
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
を
通
し
て
形
に
す

る
と
い
う
方
法
に
は
、「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
「
形
式
」
の
接
合
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
中
河
が
形
式
論
に
お
い
て
展
開
し
た
「
形

式
＝
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
発
想
は
、
理
論
的
言
説
に
先
ん
じ
て
小
説
の
中

に
現
れ
て
い
た
。
本
作
は
、
中
河
の
形
式
主
義
論
が
、
機
械
文
明
の
発
展
に

対
す
る
直
接
的
な
対
応
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

　

速
度
と
機
械
の
文
明
を
賛
美
し
た
未
来
派
の
絵
画
に
つ
い
て
、
ア
ー
サ
ー
・

シ
ェ
ロ
ー
ム
・
エ
ツ
デ
イ
『
立
体
派
と
後
期
印
象
派
』（
久
米
正
雄
訳
、
美
術

叢
書
、
一
九
一
六
・
九
）
の
第
六
章
「
未
来
派
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

　

藝
術
創
作
に
於
け
る
心
の
状
態
の
同
時
併
發
。
こ
れ
が
吾
ヽ
の
藝
術

の
狂
醉
す
る
と
こ
ろ
の
目
的
で
あ
る
。（
中
略
）

　

吾
々
は
か
く
し
て
外
部
の
（
具
體
的
な
）
光
景
を
内
部
の
（
抽
象
的

な
）
感
情
と
の
間
に
存
在
す
る
同
情
と
連
鎻
と
を
直
覺
に
よ
つ
て
求
め

つ
ヽ
、
一
種
の
感
動
を
表
は
す
包
圍
を
創
造
す
る
。
一
見
非
論
理
で
無

意
味
で
あ
る
如
き
こ
れ
ら
の
色
の
線
、
點
、
帯
は
吾
々
の
繪
畫
を
開
く

神
秘
の
鍵
で
あ
る
。

　

右
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
未
来
派
は
、
外
部
と
内
部
と
の
連
鎖
関
係

に
注
目
し
、「
色
の
線
、
點
、
帯
」
の
表
現
を
通
し
て
「
心
の
状
態
の
同
時
併

發
」
を
創
作
し
よ
う
と
し
た
。
幾
何
学
的
要
素
を
通
し
て
内
的
な
も
の
と
外

的
な
も
の
と
の
対
応
関
係
を
現
す
と
い
う
点
に
、
中
河
の
文
学
的
方
法
と
の

共
通
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
習
慣
的
な
遠
近
法
に
よ
っ
て
物

事
を
観
察
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
点
、
つ
ま
り
創
作
に
お
け
る
独
自
の
主
観

に
よ
っ
て
対
象
を
捉
え
る
点
は
、
前
節
で
述
べ
た
同
時
代
の
い
わ
ゆ
る
「
詩
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的
精
神
」
と
も
通
じ
て
い
る
。

　

中
河
與
一
の
「
氷
る
舞
踏
場
」
が
新
感
覚
派
の
前
衛
的
代
表
作
と
評
価
さ

れ
て
き
た
所
以
は
、
既
成
文
壇
が
失
っ
た
「
詩
的
精
神
」
を
回
復
す
る
た
め

に
、
逆
説
的
に
も
抒
情
性
を
排
し
た
、
機
械
的
な
も
の
と
類
比
さ
れ
る
よ
う

な
表
現
形
式
を
駆
使
し
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
中
河
の
形
式
主
義
論
は
、

機
械
文
化
の
発
展
と
詩
的
精
神
の
復
活
要
請
と
い
う
一
九
二
〇
年
代
日
本
に

お
け
る
前
衛
芸
術
の
土
壌
に
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
「
氷
る
舞
踏
場
」
の
引
用
は
初
出
（『
新
潮
』
一
九
二
五
・
五
）
に
拠
る
。

注（
1
） 

板
垣
鷹
穂
「
機
械
美
の
誕
生
」（『
思
想
』
一
九
二
九
・
九
→
『
機
械
芸
術

論
』
天
人
社
、
一
九
三
〇
・
五
、
一
三
～
一
四
頁
）

（
2
） 

無
名
氏
「
未
来
主
義
の
宣
言
十
一
箇
條
」（『
ス
バ
ル
』
一
九
〇
九
・
五
）

（
3
） 

こ
の
作
品
は
高
見
順
が
『
昭
和
文
学
盛
衰
史
』（
文
芸
春
秋
新
社
、
一
九
五

八
・
三
）
の
な
か
で
紹
介
し
て
い
る
。
池
田
誠
は
「
機
械
の
運
動
を
抽
象
的

表
現
で
捉
え
た
先
駆
的
な
」
作
品
で
あ
る
と
こ
れ
を
評
価
し
、
そ
の
表
現
に

見
ら
れ
る
詩
語
の
断
片
化
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
（「
神
原
泰
の
詩
と
思
想
」

『
昭
和
文
学
研
究
』
二
〇
〇
〇
・
三
）。

（
4
） 

以
上
村
山
の
両
篇
は
『
現
在
の
芸
術
と
未
来
の
芸
術
：
一
名
、
意
識
的
構

成
主
義
へ
の
道
程
』（
長
隆
舎
書
店
、
一
九
二
四
、
一
一
）
に
収
録
さ
れ
て
い

る
。

（
5
） 

瀬
沼
茂
樹
『
完
本
・
昭
和
の
文
学
』（
冬
樹
社
、
一
九
七
六
・
七
、
七
四
頁
）

（
6
） 

横
光
利
一
「
愛
嬌
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
」（『
創
作
月
刊
』
一
九
二

八
・
四
）

（
7
） 

横
光
利
一
「
形
式
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
就
い
て
」（『
創
作
月
刊
』
一
九
二
九
・

三
）

（
8
） 

『
形
式
主
義
芸
術
論
』（
新
潮
社
、
一
九
三
〇
・
一
）
収
録
時
に
「
鼻
歌
に

よ
る
形
式
主
義
理
論
の
発
展
」
と
改
題
。
本
文
の
引
用
は
『
形
式
主
義
芸
術

論
』
に
拠
る
。

（
9
） 

山
本
亮
介
は
「
横
光
利
一
と
自
然
科
学
―
「
形
式
主
義
文
学
論
争
」
前
後

を
中
心
に
」（『
文
芸
と
批
評
』
一
九
九
九
・
五
→
『
横
光
利
一
と
小
説
の
論

理
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
八
・
二
、
六
五
頁
）
で
横
光
・
中
河
の
認
識
の
ず

れ
を
「
小
論
争
」
と
呼
び
、
黒
田
俊
太
郎
は
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
飛
躍
―

中
河
與
一
の
〈
新
科
学
的
〉
と
い
う
発
想
に
つ
い
て
」（『
鳴
門
教
育
大
学
研

究
紀
要
』
二
〇
一
六
・
三
）
で
両
者
の
こ
の
小
論
争
を
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
論
争
」

と
称
し
て
い
る
。

（
10
） 

山
本
亮
介
「
横
光
利
一
と
自
然
科
学
―
「
形
式
主
義
文
学
論
争
」
前
後
を

中
心
に
」、
前
掲

（
11
） 

黒
田
俊
太
郎
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
飛
躍
」、
前
掲

（
12
） 

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
小
田
桐
弘
子
は
「
前
衛
芸
術
と
中
河
」（『
中
河
與

一
研
究
』
南
窓
社
、
一
九
七
九
・
三
、
一
二
三
～
一
三
九
頁
）
に
お
い
て
詳

述
し
て
い
る
。

（
13
） 

黒
田
俊
太
郎
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
飛
躍
」、
前
掲
。「
科
学
と
神
経
」
は

短
編
集
『
午
前
の
殺
人
』（
新
潮
社
、
一
九
二
五
・
六
）
の
前
序
と
し
て
掲
げ

ら
れ
て
お
り
、
随
筆
集
『
左
手
神
聖
』（
第
一
書
房
、
一
九
三
二
・
一
〇
）
に

再
録
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

中
河
は
青
年
時
代
に
重
篤
な
潔
癖
症
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。「
科
学
と
神

経
」
の
中
で
も
、
中
河
は
「
汽
車
や
郵
便
は
あ
ら
ゆ
る
病
菌
の
波
を
あ
ふ
り

た
て
、
そ
の
恐
る
べ
き
種
子
を
散
布
し
や
う
と
し
て
ゐ
る
。
嘗
て
想
像
だ
も

し
な
か
つ
た
病
氣
が
、
如
何
に
し
て
傳
染
し
、
突
發
す
る
事
か
？
如
何
な
る

病
氣
傳
染
を
し
、
接
觸
感
染
を
す
る
か
？
人
々
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
」
と
述
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べ
、
当
時
の
人
々
が
身
近
な
細
菌
感
染
に
無
知
で
あ
り
、
科
学
の
進
歩
に
鈍

感
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

（
15
） 
中
央
公
論
（
無
署
名
）「
新
秋
の
創
作
（
五
）」（『
や
ま
と
新
聞
』
一
九
二

四
・
九
・
一
〇
）

（
16
） 

荒
木
優
太
は
こ
の
部
分
に
目
を
向
け
、「
身
体
」
と
「
心
理
」
の
関
係
を
論

じ
な
が
ら
、
そ
れ
を
中
河
の
初
期
作
品
に
お
け
る
「
無
意
識
」
の
モ
チ
ー
フ

と
結
び
つ
け
て
い
る
（『
仮
説
的
偶
然
文
学
論
―
〈
触
れ
―
合
う
こ
と
〉
の

主
題
系
』
月
曜
社
、
二
〇
一
八
・
五
）。

（
17
） 

『
形
式
主
義
芸
術
論
』（
前
掲
）
収
録
時
「
形
式
主
義
理
論
の
基
礎
」
と
改

題
。
こ
こ
で
『
形
式
主
義
芸
術
論
』
に
拠
る
。

（
18
） 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
『
情
動
の
身
体
的
基
礎
』（
宇
津
木
成
介
訳
、

『
近
代
』
二
〇
〇
七
・
一
〇
）

（
19
） 

黒
田
俊
太
郎
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
飛
躍
」、
前
掲
。

（
20
） 

中
河
與
一
「
あ
と
が
き
」（『
香
妃
・
氷
る
舞
踏
場
：
他
五
篇
』
角
川
文
庫
、

一
九
五
一
・
一
〇
）

（
21
） 

福
田
清
人
「
解
説
」『
中
河
與
一
全
集　

第
一
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
六

七
・
五
、
三
八
四
頁
）

（
22
） 

「
四
月
の
創
作
か
ら
（
十
一
）」（『
読
売
新
聞
』
一
九
二
五
・
四
・
一
一
）

（
23
） 

上
牧
瀬
香
「〈
文
学
〉
と
〈
科
学
〉
の
レ
ゾ
ナ
ン
ス　

中
河
与
一
考
（
二
）

―
新
感
覚
派
文
学
運
動
期
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
絵
画
性
」（『
文
学　

1
9
1
0
年
代
』
西
早
稲
田
近
代
文
学
の
会
、
二
〇
〇
六
・
四
）

（
24
） 

中
河
與
一
「
過
去
に
は
何
も
な
い
」（『
左
手
神
聖
』
一
九
三
二
・
一
〇
→

『
中
河
與
一
全
集　

第
十
一
巻
』
角
川
書
店
、
一
九
六
七
・
八
、
一
〇
一
頁
）

（
25
） 

四
反
田
五
郎
「「
氷
る
舞
踏
場
」
そ
の
他
」（『
中
河
與
一
研
究
』
右
文
書

院
、
一
九
七
〇
・
五
）

（
26
） 

宮
坂
覚
「「
氷
る
舞
踏
場
」
論
―
中
河
与
一
文
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」（『
香

椎
潟
』
一
九
七
五
・
一
〇
）

（
27
） 

高
橋
新
吉
「
日
本
の
ダ
ダ
イ
ズ
ム
運
動
」（『
詩
学
』
一
九
六
三
・
五
）

（
28
） 

馬
場
伸
彦
「
機
械
と
芸
術
」（『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
モ
ダ
ン
都
市
文
化
45　

機

械
と
芸
術
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
九
・
一
一
、
六
一
〇
頁
）

（
29
） 

上
牧
瀬
香
「〈
文
学
〉
と
〈
科
学
〉
の
レ
ゾ
ナ
ン
ス　

中
河
与
一
考
（
二
）

―
新
感
覚
派
文
学
運
動
期
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
絵
画
性
」、
前
掲

（
30
） 

矢
野
健
太
郎
『
幾
何
学
の
歴
史
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
二
・
一

二
）
を
参
照

（
31
） 

『
香
妃
・
氷
る
舞
踏
場
：
他
五
篇
』（
前
掲
）
に
収
録
さ
れ
た
際
に
「
北
國

の
一
隅
」
が
「
北
國
の
植
民
地
の
一
隅
」
へ
と
直
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

改
稿
を
通
し
て
、
作
者
が
批
判
す
る
対
象
に
は
支
配
層
も
含
ま
れ
て
い
る
。

（
32
） 

川
端
康
成
「
四
月
諸
雑
誌
創
作
評
」、
前
掲

（
33
） 

笹
淵
友
一
「
中
河
文
学
の
本
質
」（『
中
河
與
一
研
究
』
南
窓
社
、
一
九
七

九
・
三
、
二
三
頁
）

（
34
） 

『
文
芸
年
鑑　

一
九
二
六
年
版
』（
文
泉
堂
書
店
、
一
九
二
六
・
二
→
（
復

刻
版
）
一
九
七
四
・
一
〇
、
一
一
二
頁
）

（
り
ょ
う　

け
い
よ
う
／
神
戸
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
課
程
）




