
　
　
　
　

西
洋
近
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が
日
本
文
化
に
も
た
ら
し
た
空
間
感
覚
の
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い
ま
の
日
本
人
が
似
か
よ
っ
た
空
間
感
覚
を
持
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
昭
和
四
十
年
以
前
、
い
や
大
正
時
代
以
前
に
は
、
日
本
人
の
多
く
が
西
洋
近
代
の
空
間
感
覚
と
は

異
な
る
、
か
な
り
共
通
し
た
空
間
感
覚
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
空
間
感
覚
は
、
西
洋
近
代
の
思
想
及
び
そ
の
産
物
が
明
治
政
府
の
主
導
で
組
織
的
に
受
容
さ
れ
は
じ
め
て
い
ら
い
、

日
常
生
活
か
ら
少
し
ず
つ
失
わ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
幾
ら
か
は
、
い
ま
も
な
お
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
に
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
西
洋
近
代
の
受
容
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
感
覚
の
変
容
に

目
を
向
け
る
こ
と
で
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
、
か
つ
て
の
日
本
人
の
空
間
感
覚
に
い
さ
さ
か
光
を
当
て
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、
本
論
の
目
論
見
で
あ
る
。
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「
壁
」
の
文
化
と
「
床
」
の
文
化

　

日
本
の
建
築
を
西
洋
の
建
築
と
比
較
し
て
、
西
洋
の
「
壁
の
建
築
」
に
対
す
る
「
床
の
建

築
」
と
、
あ
る
建
築
家
が
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
壁
」
と
「
床
」
の
対
比
は
、
建
築

に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
と
西
洋
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
根
底
か
ら
特
徴
づ
け
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
建
築
素
材
と
し
て
鉄
と
ガ
ラ
ス
が
自
在
に
使
用
さ
れ
は
じ
め
た
十
九
世
紀
末
以
降
、
建

築
方
法
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
西
洋
の
生
活
空
間
に
お
い
て
「
壁
」
が

決
定
的
な
役
割
を
果
し
て
き
た
こ
と
は
、
個
々
の
建
築
物
の
み
な
ら
ず
、
都
市
の
造
り
に
も

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
パ
リ
や
ウ
ィ
ー
ン
な
ど
で
は
、
都
市
を
囲
ん
で
い
た
城
壁
は
最

1

終
的
に
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
都
市
改
造
に
よ
っ
て
取
り
壊
さ
れ
た
。
し
か

し
、
か
つ
て
の
西
洋
の
都
市
が
城
壁
に
囲
ま
れ
た
円
形
の
城
塞
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
観

光
都
市
と
し
て
有
名
な
ド
イ
ツ
の
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
や
ス
ペ
イ
ン
の
ト
レ
ド
な
ど
に
行
け

ば
、
い
ま
で
も
目
で
確
か
め
ら
れ
る
。「
市
壁
で
確
定
さ
れ
、
市
域
の
中
に
高
密
に
築
か
れ

た
定
住
地
の
姿
と
い
う
の
は
、
ど
の
都
市
図
を
見
て
も
共
通
に
現
れ
る
の
で
、
中
世
都
市
の

原
風
景
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
、
あ
る
都
市
研
究
家
が
述
べ
て
い
る
。
都
市

だ
け
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
共
和
党
の
大
統
領
候
補
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
氏

（
本
稿
執
筆
時
に
は
ま
だ
候
補
で
あ
っ
た
）
が
、
大
統
領
に
な
っ
た
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と

メ
キ
シ
コ
と
の
あ
い
だ
に
巨
大
な
壁
を
造
る
と
主
張
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
第
二
次
世
界

2
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大
戦
前
に
自
国
の
国
境
沿
い
に
建
設
し
た
地
下
要
塞
マ
ジ
ノ
線
も
一
種
の
「
壁
」
で
あ
る

し
、
戦
後
の
東
西
ベ
ル
リ
ン
を
分
断
す
べ
く
造
ら
れ
た
壁
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、「
壁
」
に

よ
っ
て
内
部
の
人
々
を
守
る
と
い
う
の
は
、
西
洋
に
伝
統
的
な
発
想
で
あ
り
、
海
に
四
方
を

囲
ま
れ
た
日
本
人
に
は
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
発
想
で
あ
る
。
中
国
の
万
里
の
長
城
を
憶
い

出
さ
せ
る
国
境
の
壁
の
建
設
か
ら
は
、
西
洋
と
中
国
に
は
な
る
ほ
ど
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と

い
う
思
い
が
惹
き
起
こ
さ
れ
も
す
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
西
洋
の
人
々
は
、
内
部
を

「
壁
」
に
よ
っ
て
取
り
囲
ん
で
外
部
か
ら
分
け
隔
て
、
法
と
秩
序
が
支
配
す
べ
き
内
部
を
、

混
乱
し
て
い
る
野
蛮
な
外
部
か
ら
守
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
壁
」
が
そ
の
よ
う
に
西
洋
の
歴
史
を
貫
い
て
い
る
が
、
む
ろ
ん
完
璧
な
閉
鎖
空
間
が
目

指
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
築
の
歴
史
は
、
窓
と
の
格
闘
の
歴
史

で
あ
る
」
と
建
築
家
の
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
は
い
っ
た
が
、
建
築
物
を
規
定
す
る
「
壁
」
は

内
部
を
暗
く
し
て
空
気
を
淀
ま
せ
る
か
ら
、
そ
こ
に
採
光
と
通
風
の
た
め
の
窓
と
い
う
穴
を

あ
け
る
技
術
が
た
え
ず
考
案
さ
れ
、
開
発
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
窓
と
お
な
じ
よ
う
に
、
い

や
、
そ
れ
以
上
に
開
口
部
と
し
て
壁
の
内
と
外
と
を
つ
な
い
で
い
る
の
が
、
ド
ア
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
思
想
家
の
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
は
、「
壁
は
沈
黙
し
て
い
る
が
、
ド
ア
は
語
る
」

と
い
う
。
ド
ア
は
、
壁
に
よ
る
分
断
が
人
間
の
営
み
の
半
分
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、「
分
断
と

結
合
と
が
お
な
じ
行
為
の
表
と
裏
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
」
を
示
し
て
い
る
。
ド
ア
は
、
人

間
に
欠
か
せ
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
表
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
ア
に
鍵
が
掛
け
ら

れ
る
と
、
そ
こ
は
ふ
た
た
び
沈
黙
す
る
「
壁
」
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
。

　

堅
牢
な
「
壁
」
の
文
化
で
暮
ら
し
て
き
た
人
が
昔
の
日
本
の
家
屋
を
初
め
て
見
た
と
き
、

頼
り
な
げ
で
、
い
ま
に
も
壊
れ
て
し
ま
い
そ
う
と
い
う
印
象
を
受
け
た
こ
と
は
、
世
界
中
の

オ
ペ
ラ
劇
場
で
い
ま
も
上
演
さ
れ
て
い
る
プ
ッ
チ
ー
ニ
の
オ
ペ
ラ
『
蝶
々
夫
人
』
の
冒
頭

の
、
ア
メ
リ
カ
の
海
軍
中
尉
ピ
ン
カ
ー
ト
ン
の
台
詞
が
直
截
に
表
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

外
国
人
男
性
に
日
本
人
女
性
と
の
結
婚
を
勧
め
る
周
旋
屋
の
ゴ
ロ
ー
に
日
本
の
家
を
案
内
さ

れ
た
ピ
ン
カ
ー
ト
ン
は
、「
軽
い
家
だ
…
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
家
だ
」
と
い
う
。
家
が
柱
と

障
子
と
襖
で
、
つ
ま
り
木
と
紙
で
出
来
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
こ
の
国
で
は
、

家
も
契
約
も
伸
縮
自
在
」
と
ピ
ン
カ
ー
ト
ン
は
続
け
る
が
、「
契
約
」
は
さ
て
お
き
、「
家
」

に
つ
い
て
は
、
西
洋
で
は
部
屋
の
用
途
が
固
定
さ
れ
て
家
具
が
置
か
れ
る
の
に
、
日
本
で
は

そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、
襖
や
障
子
の
開
け
閉
め
に
よ
っ
て
部
屋
が
拡
げ
ら
れ
た
り
狭
め
ら
れ

た
り
し
、
用
の
な
い
家
具
は
そ
の
つ
ど
押
入
れ
に
仕
舞
わ
れ
る
の
を
、
愉
快
に
思
っ
て
い
る

3
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の
で
あ
る
。
一
方
、
ド
イ
ツ
の
建
築
家
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
は
、
来
日
し
て
す
ぐ
に
桂
離
宮

を
案
内
さ
れ
て
ひ
ど
く
感
動
し
、
の
ち
に
そ
こ
に
日
本
家
屋
の
典
型
を
見
て
、「
現
代
日
本

の
住
宅
の
大
半
が
な
お
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
特
性
を
持
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
西

洋
の
堅
固
な
建
築
物
と
比
べ
る
と
、
桂
離
宮
の
家
屋
は
あ
ま
り
に
繊
細
で
弱
々
し
い
印
象
を

与
え
る
が
、
日
本
文
化
論
で
そ
の
家
屋
が
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は

昔
の
日
本
人
の
美
意
識
と
英
知
が
、
紙
と
木
に
よ
っ
て
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
桂
離
宮
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
建
築
に
「
壁
」
が
殆
ど
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
十
年
に
来
日
し
、
大
森
貝
塚
の
発
見
を
は
じ
め
数
々
の
学
問
的

業
績
を
残
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｓ
・
モ
ー
ス
は
、
西
洋
の
住
居
と
日
本
の
住
居
の
違
い
に
つ

い
て
、「
わ
た
し
た
ち
の
住
居
に
み
る
間
仕
切
り
や
壁
は
、
堅
牢
で
永
久
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
…
）
と
こ
ろ
が
日
本
の
住
居
で
は
、
外
壁
の
な
い
面
が
二
面
以
上
あ
り
、
屋
内
に
つ
い
て

い
う
と
、
固
定
し
た
間
仕
切
り
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
雨
戸
も
、
格
子
戸

も
、
襖
も
、
障
子
も
、
英
語
に
す
れ
ば
、
す
べ
て
ド
ア
で
あ
る
。
柱
だ
け
が
固
定
さ
れ
、
そ

れ
以
外
の
殆
ど
の
も
の
は
移
動
可
能
な
造
り
で
あ
っ
た
。
夏
に
ひ
ど
く
暑
く
湿
気
が
多
い
と

い
う
気
候
に
対
応
す
る
た
め
、
遮
蔽
物
を
で
き
る
だ
け
な
く
し
、
す
べ
て
の
面
を
開
け
っ
放

し
に
し
、
風
通
し
を
良
く
す
る
こ
と
が
最
優
先
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
造
り

は
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
物
騒
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
昔
か
ら
盗
人
に
対
し
て
き
わ
め
て
厳

し
い
処
分
が
下
さ
れ
て
き
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
と
し
て
日
本
に
来
た
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
、
日
本
人
の
特
色
と
し
て
、
名
誉
を
重
ん
じ
る
こ
と
と
、
盗
人
を
厳
し
く

処
刑
す
る
た
め
盗
賊
が
少
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
徳
川
家
康
に
仕
え
た
ウ
イ
リ
ア
ム
・

ア
ダ
ム
ス
も
、「
盗
人
は
大
抵
投
獄
せ
ら
れ
ず
、
即
座
に
処
刑
せ
ら
る
」
と
手
紙
に
書
い
て

い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
の
建
築
物
は
、
西
洋
の
建
築
物
と
比
べ
て
内
部
と
外
部
の

分
離
が
き
わ
め
て
緩
や
か
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
に
日
本
で
は
「
壁
」
は
殆
ど
造
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
目
に
見
え
な
い
「
壁
」
が

い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
設
け
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
竹
な
ど
を
四
方
に
立
て
て
注し

め連
縄な

わ

を

張
っ
て
つ
く
る
神ひ

も
ろ
ぎ籬

や
、
神
社
の
鳥
居
。
い
ま
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
茣ご

ざ蓙
を
敷
い

た
と
た
ん
に
そ
こ
は
居
間
に
早
変
わ
り
す
る
、
子
供
の
ま
ま
ご
と
遊
び
。
赤
い
毛
氈
を
野
原

に
敷
い
て
即
席
の
茶
室
と
す
る
野の

だ
て点
。
桜
の
樹
の
下
に
シ
ー
ト
を
敷
い
て
大
勢
で
楽
し
む
花

見
も
、
お
な
じ
仕
組
で
あ
る
。「
壁
」
は
不
可
視
だ
が
、「
床
」
が
場
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
日
本
は
「
床
」
の
文
化
で
あ
る
。「
床
」
は
土
間
、
高
床
、
板
敷
、
畳
、
縁

9
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側
な
ど
の
種
類
か
ら
な
り
、
大
ま
か
に
い
え
ば
、
土
間
、
板
の
間
、
畳
の
間
の
順
の
ヒ
エ
ラ

ル
ヒ
―
が
存
在
し
た
。
平
安
時
代
の
寝
殿
造
り
で
は
室
内
は
板
敷
で
、
置
き
畳
が
用
い
ら
れ

た
。
桃
山
時
代
に
完
成
し
た
書
院
造
り
で
畳
が
敷
き
つ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
畳
が

敷
き
つ
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
畳
の
間
よ
り
も
一
段
高
い
と
こ
ろ
に
上
段
の
間
が
設
け
ら
れ
、

の
ち
に
そ
れ
が
床
の
間
に
な
っ
た
と
い
う
。
平
安
時
代
に
は
、
清
涼
殿
の
殿
上
の
間
に
上
が

る
こ
と
の
で
き
る
殿
上
人
と
、
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
地じ

げ下
の
区
別
が
あ
っ
た
。
い
ま
で
も
訪

問
客
に
対
し
て
「
お
上
が
り
く
だ
さ
い
」
と
い
う
が
、
家
の
床
が
大
地
よ
り
も
上
位
に
あ
る

こ
と
が
無
意
識
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
壁
」
の
文
化
と
「
床
」
の
文
化
と
で
は
、
人
々
の
振
舞
い
に
も
違
い
が
現
わ
れ
る
。

「
壁
」
の
文
化
の
人
々
の
基
本
姿
勢
は
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
疲
れ
た
ら
椅
子
に
腰
を

下
ろ
す
。
家
に
入
っ
て
も
、
靴
を
脱
が
な
い
。
そ
の
さ
ま
は
、
美
術
作
品
に
確
認
で
き
る
。

彫
像
で
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ダ
ビ
デ
像
の
よ
う
に
立
像
が
多
く
、
肖
像
画
だ
と
テ
ィ
ツ
ィ

ア
ー
ノ
の
『
法
王
パ
ウ
ル
ス
三
世
』
の
よ
う
に
椅
子
に
坐
っ
た
像
も
あ
る
が
、
フ
ァ
ン
・
ア

イ
ク
の
『
ア
ル
ノ
ル
フ
ィ
ー
ニ
夫
妻
の
像
』
や
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
『
ラ
ス
・
メ
ニ
ー
ナ
ス
』
の

よ
う
に
、
立
像
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ゴ
ヤ
の
『
カ
ル
ロ
ス
四
世
』
も
立
像
で
あ

る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
床
」
の
文
化
に
暮
ら
す
人
々
の
基
本
姿
勢
は
、
土
間
や
板
敷
や
畳
に
坐

る
こ
と
で
あ
る
。
家
に
入
る
と
ま
ず
靴
を
脱
ぐ
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
床
」
が

地
面
と
は
区
別
さ
れ
る
清
潔
な
、
上
位
の
場
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
東
大
寺
の
仏
像
な
ど
の
彫

像
の
多
く
、
さ
ら
に
は
源
頼
朝
（
足
利
直
義
）
や
織
田
信
長
な
ど
の
肖
像
画
が
坐
像
な
の

は
、
坐
っ
た
姿
が
正
式
の
形
と
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
座
禅
も
、
茶
道

も
、
切
腹
も
、
坐
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
小
津
安
二
郎
の
映
画
で
、
登
場
人
物
が
坐
っ
て
い
る

場
面
で
重
要
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
の
は
、『
東
京
物
語
』
も
そ
う
だ
が
、
有
名
な
ロ
ー
ア

ン
グ
ル
の
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
と
併
せ
て
、
小
津
が
日
本
の
「
床
」
の
文
化
を
う
ま
く
活
用
し
た

映
画
監
督
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
い
う
と
、
日
本
人
が
歩
く
と
き
に

「
歩
幅
が
狭
く
、
上
体
を
前
傾
気
味
に
、
踵
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
膝
か
ら
下
を
小
刻
み
に

動
か
す
」
の
は
、
坐
る
の
を
常
住
坐
臥
と
し
て
き
た
習
わ
し
の
名
残
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
壁
」
の
文
化
と
「
床
」
の
文
化
と
で
は
、
視
線
の
動
く
方
向
に
も
違
い
が
現
わ
れ
る
。

「
壁
」
の
文
化
で
は
、
視
線
は
し
ば
し
ば
空
間
の
垂
直
面
を
動
く
。
そ
れ
ゆ
え
都
市
で
は
建

物
は
四
階
建
て
五
階
建
て
と
な
り
、
道
路
の
両
側
に
立
つ
建
物
が
見
事
な
導
線
を
つ
く
り
、

15
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17
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さ
ら
に
は
多
く
の
町
に
教
会
な
ど
の
塔
が
立
ち
、
塔
は
遠
方
か
ら
眺
め
ら
れ
る
。
塔
は
「
垂

直
上
昇
の
理
念
の
純
粋
な
具
体
化
」
で
あ
り
、
天
に
い
る
神
へ
の
接
近
を
象
徴
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
床
」
の
文
化
で
は
、
視
線
は
空
間
の
水
平
面
を
動
く
。
日
常
に
超
越
的
視

点
を
と
り
入
れ
る
こ
と
で
日
常
生
活
を
相
対
化
さ
せ
る
こ
と
を
極
力
避
け
て
き
た
の
が
、
日

本
文
化
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
む
ろ
ん
超
越
的
空
間
を
受
け
つ
け
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
そ
の
よ
う
な
空
間
は
丸
ご
と
日
常
生
活
の
そ
ば
に
接
続
さ
せ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
神
社

仏
閣
な
ど
の
聖
域
が
そ
う
で
あ
る
。
日
本
の
空
間
の
特
徴
と
し
て
「
水
平
面
の
強
調
」
を
指

摘
し
た
加
藤
周
一
は
、
さ
ら
に
「
建
増
し
」
思
想
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
視
線
の
水
平

面
の
移
動
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
京
都
の
龍
安
寺
の
石
庭
が
細
長
く
横
に
広
が
っ
て

い
る
の
は
視
線
の
水
平
運
動
を
促
す
し
、
狭
い
に
じ
り
口
を
通
っ
て
入
る
「
空す

き
家
」
で
あ

る
茶
室
で
も
、
高
さ
は
重
ん
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
日
本
の
文
化
は
「
う
つ
ろ
う
季
節
を
室
内

に
う
つ
し
、
人
の
心
に
う
つ
し
こ
ん
で
ゆ
く
、
そ
う
い
う
ノ
ウ
ハ
ウ
を
洗
練
さ
せ
て
き
た
文

化
」、
す
な
わ
ち
「
う
つ
ろ
い
」
の
文
化
で
あ
る
と
、
あ
る
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ナ
ー
が

い
っ
て
い
る
が
、
夏
か
ら
秋
と
い
っ
た
異
な
る
も
の
を
つ
な
ぐ
「
間ま

」
へ
の
敏
感
さ
が
培
わ

れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
敏
感
さ
に
と
っ
て
視
界
の
垂
直
面
は
さ
ほ
ど
必
要
で
は
な
い
。

い
わ
ば
雪
見
障
子
の
高
さ
さ
え
あ
れ
ば
充
分
な
の
で
あ
る
。
家
屋
は
平
屋
も
し
く
は
二
階
建

て
に
と
ど
ま
り
、
い
ま
も
奈
良
や
京
都
に
行
く
と
、
木
造
二
階
建
て
か
ら
な
る
古
い
街
並
み

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
重
塔
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
室
生
寺
の
五
重
塔
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
高
さ
は
追
及
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
多
く
の
都
市
に
高
層
ビ
ル
が
聳
え
て
い
る

が
、そ
の
景
観
を
つ
く
り
出
し
た
の
は
、西
洋
近
代
の
、と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
の
影
響
で
あ
る
。

　

古
い
絵
の
か
た
ち
と
し
て
日
本
に
は
絵
巻
物
が
あ
る
が
、
そ
の
幅
は
通
常
三
十
二
セ
ン
チ

程
度
、
小
絵
と
呼
ば
れ
る
公
家
の
子
女
用
の
絵
巻
物
の
幅
は
十
五
セ
ン
チ
程
度
で
、
左
手
で

ひ
ろ
げ
右
手
で
巻
き
な
が
ら
眺
め
ら
れ
た
ら
し
い
。
女
房
た
ち
は
畳
の
上
に
腹
ば
い
に
な
っ

て
絵
巻
物
を
見
て
い
た
と
い
う
。
絵
巻
物
は
、
視
線
の
水
平
運
動
を
基
本
に
描
か
れ
て
い

る
。『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
な
ど
の
屏
風
絵
に
も
見
ら
れ
る
上
下
遠
近
法
も
、
視
線
の
水
平

運
動
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

２　

縁
側
の
消
滅

　

日
本
文
化
は
「
床
」
の
文
化
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
西
洋
の
建
築
物
に
は
存
在
し
な
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い
特
徴
を
持
つ
「
床
」
に
目
を
向
け
よ
う
。
最
近
と
く
に
都
会
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た

が
、
以
前
は
ど
の
家
に
も
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
設
け
ら
れ
た
縁
側
の
こ
と
で
あ
る
。
辞

典
に
よ
れ
ば
、「
住
宅
な
ど
で
部
屋
の
外
側
に
設
け
た
板
敷
。
廊
下
、
上
が
り
口
な
ど
も
兼

ね
、
日
本
家
屋
特
有
の
も
の
。
戸
外
と
の
境
に
雨
戸
や
ガ
ラ
ス
戸
を
立
て
る
も
の
と
そ
れ
の

な
い
濡
れ
縁
と
が
あ
る
」。

　

縁
側
は
、
そ
の
家
を
訪
れ
た
親
し
い
間
柄
の
人
と
そ
の
家
の
人
と
が
会
話
を
か
わ
す
場
所

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
人
と
自
然
と
が
触
れ
合
う
場
所
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
親
し
い
人
は

玄
関
か
ら
で
は
な
く
、
裏
木
戸
を
く
ぐ
っ
て
訪
れ
て
は
、
縁
側
に
腰
を
下
ろ
し
て
世
間
話
を

し
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
玄
関
か
ら
入
っ
て
座
敷
で
話
を
す
る
の
と
は
違
い
、
そ
の
気
楽
さ

が
、
穏
や
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
形
成
し
て
い
た
。
ま
た
、
縁
側
の
外
に
は
ふ
つ
う

大
小
の
庭
が
あ
り
、
下
駄
を
は
い
て
庭
に
出
て
、
花
壇
や
菜
園
で
あ
そ
び
、
秋
に
な
る
と
縁

側
に
団
子
を
飾
っ
て
月
見
を
し
た
。
縁
側
は
、
内
部
と
外
部
の
境
界
領
域
に
他
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。「
日
本
の
仏
教
で
は
〈
縁
〉
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
プ
ラ
チ
ャ
ヤ
、
即
ち

外
的
、
間
接
的
原
因
に
対
応
し
、〈
因
〉、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ヘ
ツ
ー
、
即
ち
内
的
、
直

接
的
原
因
と
区
別
さ
れ
る
」
と
い
う
が
、
ま
さ
に
「
縁
」
の
外
的
な
間
接
性
が
、
人
と
人
と

の
間
に
無
理
な
く
、
潤
滑
油
の
よ
う
に
働
く
場
と
し
て
、
縁
側
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
縁
側

が
つ
く
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
で
、
人
間
関
係
が
以
前
よ
り
も
冷
た
い
、
余
所
余
所
し
い
も
の

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
す
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

縁
側
は
、「
間ま

」
の
ト
ポ
ス
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。「
間
」
と
は
、
い
ろ
ん
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
込
め
て
使
わ
れ
る
わ
か
り
づ
ら
い
概
念
で
あ
る
が
、
西
洋
文
化
に
お
け
る
「
あ
い
だ
」
と

は
微
妙
に
異
な
る
内
容
を
含
ん
だ
概
念
で
あ
る
。
英
語
で
「
間
」
に
い
ち
ば
ん
近
い
語
は

betw
een

で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
辞
典
か
ら
一
部
分
を
引
用
す
る
と
、「
あ
る
一
点
か
ら
見

て
そ
れ
ぞ
れ
が
反
対
側
に
あ
る
二
点
に
対
す
る
場
所
的
関
係
を
表
わ
す
語
（
言
い
換
え
れ

ば
、
あ
る
一
点
か
ら
見
て
二
点
が
そ
れ
ぞ
れ
反
対
側
に
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
一
点
は
二
点

のbetw
een

に
あ
る
と
い
え
る
）。
二
点
を
分
離
す
る
空
間
で
あ
り
、
二
点
に
接
合
す
る
直

線
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
点
、
一
つ
の
場
所
、
一
つ
の
物
か
ら
別
の
そ
れ
ら
へ
通
じ
る
あ
ら

ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
線
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
だ
と

zw
ischen

と
い
う
語
が
い
ち
ば
ん
「
間
」
に
近
い
だ
ろ
う
が
、
ド
イ
ツ
の
辞
典
に
は
「（
空

間
的
に
）（
a
）
二
つ
の
境
界
に
よ
っ
て
標し
る
しづ

け
ら
れ
た
空
間
の
内
側
に
い
る
人
や
事
柄
の

存
在
を
示
し
て
い
る
。（
b
）
境
界
づ
け
る
二
つ
の
点
の
内
側
に
あ
る
も
の
の
広
が
り
を
示
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し
て
い
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
記
述
中
の
二
つ
の
点
や
物
を
Ａ
、
Ｂ
と
し
て
図

を
描
け
ば
、
図
1
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
語
の
「
間
」
を
図
解
し
た
例
と
し
て
、
図
2
を
提
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
図
を
最
初
に
見
せ
ら
れ
た
と
き
、
Ａ
と
Ｂ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
「
間
」
が
含
ま
れ
、
Ａ

と
Ｂ
の
ど
の
部
分
が
「
間
」
で
あ
る
の
か
も
定
ま
っ
て
い
な
い
の
で
、
Ａ
と
Ｂ
の
独
自
性
、

独
立
性
が
侵
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
図
は
お
か
し
い
、
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
輪
郭
線
に

よ
っ
て
Ａ
と
Ｂ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
決
定
づ
け
る
の
は
、
そ
も
そ
も
「
壁
」
の
文
化
の

発
想
法
で
あ
る
。「
床
」

の
文
化
か
ら
す
れ
ば
、
床

が
延
び
た
り
縮
ん
だ
り
し

て
も
、
そ
の
床
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
に
影
響
は
な

い
し
、
畳
の
間
か
ら
板
張

り
に
変
わ
る
よ
う
に
同
一

平
面
の
床
が
変
わ
っ
て

も
、
違
和
感
は
な
い
。
い

や
、
畳
か
ら
板
張
り
に
変

わ
ら
な
く
と
も
、
不
自
然

に
感
じ
ら
れ
な
い
か
ぎ

り
、
畳
を
ど
ん
ど
ん
広
げ

て
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
ど

ん
ど
ん
広
げ
て
い
く
と
い

う
「
距
離
」
の
つ
く
り
方

が
「
間
」
の
本
質
と
係

わ
っ
て
い
る
。
余
韻
と
か

余
情
と
か
余
白
と
か
い
っ

た
も
の
は
す
べ
て
「
間
」

で
あ
り
、
鐘
の
音
が
響
い

て
い
る
と
し
て
、
い
つ
ま

で
鳴
っ
て
い
る
と
す
る
か
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が
「
間
」
の
取
り
方
で
あ
る
。
Ａ
は
い
つ
し
か
Ｂ
に
変
わ
り
、
Ｂ
は
い
つ
し
か
Ａ
に
変
わ
る

の
で
あ
る
。

　

図
2
の
よ
う
に
「
間
」
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
日
本
に
お
け
る
「
間
」
の
特
徴
が
明
白
に

な
る
。「
日
本
文
化
の
場
合
に
は
、
Ａ
が
Ｂ
を
前
、
後
、
も
し
く
は
他
所
に
追
い
や
っ
た
り

せ
ず
、
あ
る
程
度
ま
で
両
者
が
同
一
箇
所
に
共
存
し
う
る
（
Ａ
が
Ｂ
を
、
Ｂ
が
Ａ
を
含
蓄
し

て
い
る
）
よ
う
な
時
空
間
の
非
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
論
理
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
い
う
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
図
2
を
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
間ま

」
の
具
体
的
な
現
わ
れ
と
し
て
、
縁
側
が
あ
る
。
日
本
は
「
床
」
の
文
化
だ
か

ら
、
Ａ
と
Ｂ
の
境
界
領
域
が
、
縁
側
と
い
う
具
体
的
な
「
床
」
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
ベ
ル
ク
の
言
葉
を
引
用
す
る
と
、「
縁ふ

ち

の
機
能
は
、
Ａ
と
い
う
も
の
（
具
象
物
、

非
具
象
物
）
と
の
接
触
を
仲
立
ち
す
る
こ
と
に
あ
る
。
縁
は
Ａ
に
参
与
し
て
い
る
が
Ａ
で
は

な
い
。
そ
れ
は
Ｂ
の
存
在
を
前
提
と
し
、
こ
の
意
味
で
Ｂ
に
参
与
し
て
い
る
が
Ｂ
で
は
な

い
。
Ａ
に
も
Ｂ
に
も
関
係
す
る
第
三
の
媒
介
項
で
あ
る
」。
少
し
だ
け
ベ
ル
ク
に
反
論
す
る

と
、「
間
」
は
「
第
三
の
媒
介
項
」
で
は
な
く
、
Ａ
で
も
あ
り
Ｂ
で
も
あ
る
と
い
う
べ
き
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
と
Ｂ
の
握
手
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
自
体
が
「
間
」
な
の

で
あ
り
、
隣
接
し
て
い
る
も
の
以
外
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
欠
点
は
あ
る
が
、
根

本
的
に
平
等
と
友
愛
の
空
間
で
あ
り
、
時
間
な
の
で
あ
る
。

　

家
族
の
あ
い
だ
の
「
間
」、
家
族
と
家
族
以
外
の
人
と
の
あ
い
だ
の
「
間
」、
当
意
即
妙
の

応
対
、「
間
」
の
も
た
ら
す
応
対
の
ず
れ
、
す
れ
違
い
、
行
き
違
い
の
お
か
し
さ
を
表
現
し

て
多
く
の
日
本
人
に
愛
さ
れ
て
き
た
の
が
、
長
谷
川
町
子
の
四
コ
マ
漫
画
『
サ
ザ
エ
さ
ん
』

で
あ
る
。『
サ
ザ
エ
さ
ん
』
に
よ
く
縁
側
が
出
て
く
る
の
は
、
そ
の
特
性
か
ら
し
て
当
然
の

事
で
あ
る
が
、
縁
側
が
出
て
く
る
の
は
大
ま
か
に
い
っ
て
昭
和
三
十
年
代
ま
で
で
、
高
度
成

長
期
の
四
十
年
代
に
な
る
と
殆
ど
描
か
れ
な
く
な
る
。
室
内
と
庭
と
の
境
は
、
縁
側
に
代

わ
っ
て
サ
ッ
シ
の
ガ
ラ
ス
引
き
戸
や
ガ
ラ
ス
窓
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
伝
え
る
作
品
を
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
は
昭
和
三
十
四
年
初
め
の
漫
画
で
、
一

コ
マ
目
、
庭
の
木
に
鶯

う
ぐ
い
すが
と
ま
っ
て
鳴
い
て
い
る
の
を
、
お
じ
い
さ
ん
が
見
つ
け
る
。
二
コ

マ
目
で
、
鶯
は
縁
側
の
そ
ば
の
手
水
鉢
の
水
を
の
み
、
三
コ
マ
目
で
部
屋
の
中
の
机
の
上
の

盆
栽
に
と
ま
る
。
四
コ
マ
目
で
、
お
じ
い
さ
ん
は
死
ん
だ
ふ
り
を
す
る
が
、
鶯
は
飛
び
去
っ

て
い
て
、
お
ば
あ
さ
ん
が
「
う
ぐ
い
す
に
し
ん
だ
ま
ね
を
し
た
っ
て
だ
め
だ
わ
よ
」
と
笑

う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
十
年
後
の
昭
和
四
十
四
年
の
正
月
の
漫
画
で
、
や
は
り
鳥
が
室 33

34

35

内
に
入
っ
て
く
る
モ
チ
ー
フ
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
舞
台
は
一
変
し
て
い
る
。
正
月
な

の
で
、
サ
ザ
エ
さ
ん
と
ワ
カ
メ
が
庭
で
羽
子
板
で
遊
ん
で
い
る
と
、
鳥
が
飛
ん
で
く
る
。
二

コ
マ
目
で
は
、
炬
燵
に
入
っ
た
波
平
が
酒
を
飲
ん
で
い
る
部
屋
に
、
窓
か
ら
そ
の
鳥
が
入
っ

て
く
る
。
波
平
は
「
オ
オ
！　

と
り
入
る
と
い
っ
て
エ
ン
ギ
が
い
い
‼
」
と
喜
ぶ
。
三
コ

マ
目
で
鳥
は
お
猪
口
に
と
ま
り
、「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
無
税
！
」
と
声
を
あ
げ
、
波
平
は
欣
喜

す
る
。
と
こ
ろ
が
四
コ
マ
目
で
、
そ
の
鳥
が
じ
つ
は
オ
モ
チ
ャ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

鳥
の
オ
モ
チ
ャ
を
箱
に
何
個
も
い
れ
て
売
り
歩
い
て
い
る
男
が
庭
に
現
わ
れ
、
波
平
は
財
布

か
ら
お
金
を
取
り
出
し
て
代
金
を
払
い
な
が
ら
、「
と
か
い
っ
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
フ
ト
コ

ロ
を
ね
ら
う
な
ヨ
」
と
苦
笑
す
る
の
で
あ
る
。

　

昭
和
三
十
四
年
の
漫
画
で
は
、
鳥
は
い
う
ま
で
も
な
く
本
物
の
鳥
、
ウ
グ
イ
ス
な
の
に
、

昭
和
四
十
四
年
の
漫
画
で
は
、
オ
モ
チ
ャ
で
あ
る
。
前
の
漫
画
で
は
ウ
グ
イ
ス
は
縁
側
か
ら

部
屋
に
入
っ
て
く
る
の
に
、
後
の
漫
画
で
は
サ
ッ
シ
の
窓
か
ら
部
屋
に
入
っ
て
く
る
。
こ
の

比
較
か
ら
わ
か
る
の
は
、
こ
の
十
年
程
の
あ
い
だ
に
新
し
い
家
屋
で
は
縁
側
が
つ
く
ら
れ
な

く
な
り
、
サ
ッ
シ
の
窓
や
サ
ッ
シ
の
引
き
戸
が
増
え
、
自
然
と
生
活
と
の
近
し
い
関
係
が
失

わ
れ
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
縁
側
は
障
子
や
襖
と
い
っ
た
鍵
の
な
い
ド
ア
で
室
内
か
ら
隔

て
ら
れ
る
の
に
対
し
、
サ
ッ
シ
の
窓
や
引
き
戸
の
ば
あ
い
内
側
か
ら
鍵
が
掛
け
ら
れ
る
と
い

う
違
い
も
生
じ
て
い
る
。

　

昭
和
四
十
二
年
に
描
か
れ
た
も
う
一
つ
の
漫
画
が
、
こ
の
よ
う
な
住
ま
い
の
変
化
に
現
れ

た
社
会
の
変
化
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
サ
ザ
エ
さ
ん
が
ミ
シ
ン
で
縫
い
物
を
し
て
い
る

と
、
サ
ッ
シ
の
引
き
戸
を
あ
け
た
マ
ス
オ
さ
ん
が
、「
デ
ン
ワ
の
配
線
を
調
べ
に
み
え
て
る

ん
だ
」
と
話
し
か
け
る
。
二
コ
マ
目
で
、
サ
ザ
エ
さ
ん
が
「
そ
い
つ
ニ
セ
者
よ
‼
」
と
い

う
と
、
マ
ス
オ
さ
ん
は
「
き
み
六
感
は
た
ら
く
な
ァ
」
と
答
え
る
。
三
コ
マ
目
で
、
サ
ザ
エ

さ
ん
が
「
お
人
よ
し
ネ
、
う
ち
デ
ン
ワ
な
い
じ
ゃ
な
い
の
‼
」
と
い
い
、
四
コ
マ
目
で
は
、

マ
ス
オ
さ
ん
が
工
事
担
当
者
ふ
う
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
姿
の
男
に
「
か
え
し
て
も
ら
お
う
」
と

い
っ
て
、
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
返
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
お
人
好
し
の
マ
ス
オ
さ
ん
は
偽
の

工
事
担
当
者
に
コ
ー
ヒ
ー
を
ご
馳
走
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
人
を
信
頼
し
て
受
け
入
れ
て

い
た
ら
泥
棒
だ
っ
た
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
、
他
人
と
の
交
流
の
断
絶
が
表
わ
さ
れ
て
い

て
、
そ
の
よ
う
な
話
に
縁
側
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
縁
側
は
人
と
人
と
の
交
流
、
人
と
自
然

と
の
交
流
の
場
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
昭
和
四
十
年
代
に
、
そ
う
し
た
変
化
が
生
活
環

境
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。
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縁
側
が
消
滅
し
て
い
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
西
洋
か
ら
導
入
さ
れ
た
個
人
主
義
、
そ
れ
と

密
接
に
係
わ
る
部
屋
の
造
り
、
そ
し
て
都
市
の
膨
張
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ら

は
明
治
時
代
以
降
、
人
々
の
生
活
に
浸
透
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
浸
透
が
あ
る
一
定
量
に
達

し
た
と
き
、
空
間
感
覚
の
変
容
が
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

３　

江
戸
川
乱
歩
の
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」

　

私
人
が
自
分
の
幻
想
世
界
を
愉
し
む
た
め
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ル
ー
ム
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
七
月
王
政
の
時
代
で
あ
る
、
と
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
が
指
摘
し
て
い
る
。
仕
事
の
た
め
の
場
所
か
ら
「
幻フ

ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

燈
魔
像
」 

を
映
し
だ
す
た
め
の
私
室

が
分
離
し
、
社
会
へ
の
配
慮
や
経
済
へ
の
考
慮
を
ま
っ
た
く
働
か
せ
な
い
私
的
生
活
が
そ
こ

で
演
じ
ら
れ
、「
住
人
の
痕
跡
が
室
内
に
刻
ま
れ
る
」
こ
と
に
な
っ
た
。
私
室
に
個
人
の
跡

が
残
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
跡
か
ら
居
住
者
の
秘
密
が
解
き
明
か
さ
れ
て
い
く
、
エ
ド
ガ
ー
・

ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
「
黒
猫
」
や
「
告
げ
口
心
臓
」
の
よ
う
な
探
偵
小
説
が
生
ま
れ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
探
偵
小
説
家
、
し
か
も
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ

ン
・
ポ
ー
の
名
を
も
じ
っ
た
筆
名
の
作
家
、
江
戸
川
乱
歩
が
大
正
一
四
年
に
発
表
し
た
「
Ｄ

坂
の
殺
人
事
件
」
に
お
い
て
、
こ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
洞
察
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
事
態
が
語
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
事
件
が
起
こ
る
の
は
大
通
り
に
面
し
た
古
本
屋
の
店
の
奥
に
あ
る
私

室
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
仕
事
の
た
め
の
場
所
で
あ
る
古
本
屋
の
店
先
を
、

こ
の
小
説
の
語
り
手
の
「
私
」
と
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
を
模
し
て
登
場
す
る
明
智

小
五
郎
が
、
通
り
の
反
対
側
の
、
白
梅
軒
と
い
う
喫
茶
店
か
ら
眺
め
て
い
る
。
店
は
仕
事
場

な
の
で
人
々
の
目
に
晒
さ
れ
る
が
、
私
人
の
幻
想
的
生
活
の
た
め
の
場
所
で
あ
る
奥
の
部
屋

は
、
障
子
の
格
子
戸
で
店
か
ら
仕
切
ら
れ
、
外
か
ら
の
視
線
を
は
ね
返
し
て
い
る
。
奥
の
部

屋
が
殺
人
の
起
こ
る
場
所
で
あ
り
、
明
智
小
五
郎
が
「
心
理
的
に
人
の
心
の
奥
底
を
見
抜

く
」（
76
）
と
い
う
探
偵
法
で
そ
の
事
件
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
作
者
の

江
戸
川
乱
歩
自
身
こ
そ
が
「
幻
燈
魔
像
」
の
虜
な
の
だ
が
、
心
理
学
的
考
察
に
よ
っ
て
こ
の

幻
想
的
な
事
件
は
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
本
論
で
扱
う
の
は
、「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」
と
同
年
に
発
表
さ
れ
た
小
説
「
屋

根
裏
の
散
歩
者
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
小
説
に
は
室
内
か
ら
鍵
を
か
け
る
こ
と
の

38
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で
き
る
部
屋
―
―
富
裕
な
家
に
は
す
で
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
―
―
が
、
庶
民
の
生
活
レ

ベ
ル
で
お
そ
ら
く
初
め
て
登
場
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
主
人
公
は
郷
田
三さ

ぶ
ろ
う良

と
い
う
地
方

出
身
の
男
で
、
そ
れ
ま
で
も
い
ろ
ん
な
下
宿
屋
を
転
々
と
し
、「
少
し
大
げ
さ
に
い
え
ば
、

東
京
中
の
下
宿
屋
を
、
一
軒
残
ら
ず
知
っ
て
い
ま
し
た
」（
134
）
が
、「
彼
が
今
度
移
っ
た
う

ち
は
、
東
栄
館
と
い
う
、
新
築
し
た
ば
か
り
の
、
ま
だ
壁
に
湿
り
気
の
あ
る
よ
う
な
、
ま
っ

さ
ら
の
下
宿
屋
で
し
た
が
、
こ
こ
で
、
彼
は
一
つ
の
す
ば
ら
し
い
楽
し
み
を
発
見
し
ま
し

た
」（
134
）。
そ
れ
は
押
入
れ
の
中
に
布
団
を
敷
い
て
寝
る
こ
と
だ
っ
た
。
鍵
の
つ
い
た
部
屋

に
入
り
、
畳
を
離
れ
て
、
い
わ
ば
ベ
ッ
ド
の
代
用
品
の
よ
う
に
押
入
れ
に
寝
は
じ
め
た
の
で

あ
る
。
西
洋
の
生
活
の
よ
う
に
空
間
の
垂
直
面
が
利
用
さ
れ
は
じ
め
た
と
も
い
え
よ
う
。

「
こ
の
下
宿
は
、
部
屋
ご
と
に
内
部
か
ら
戸
締
り
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
女
中
な

ど
が
無
断
で
這は

い入
っ
て
来
る
よ
う
な
こ
と
も
な
く
、
彼
は
安
心
し
て
こ
の
奇
行
を
続
け
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
し
た
」（
140
）。

　

押
入
れ
に
入
っ
た
郷
田
三
良
は
、
襖
を
少
し
開
け
て
自
分
の
部
屋
を
覗
い
て
み
た
。
自
分

の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ル
ー
ム
を
押
入
れ
か
ら
覗
く
の
は
、
自
己
の
空
間
化
で
あ
り
、
自
己
の
二

重
化
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
も
乞
食
の
変
装
を
し
た
り
、
女
装
し
て
町
を
さ
ま
よ
い
歩
く
よ
う

な
妙
な
い
た
ず
ら
を
し
た
三
良
だ
か
ら
、
自
己
の
二
重
化
を
は
じ
め
は
ひ
ど
く
お
も
し
ろ
く

思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
私
室
に
い
る
自
分
は
、
他
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、

ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
自
分
で
あ
っ
た
。

　

話
の
筋
を
大
ま
か
に
た
ど
る
と
、
押
入
れ
に
寝
て
い
た
三
良
が
ふ
と
天
井
板
に
触
れ
る

と
、
天
井
板
が
奇
妙
に
動
く
。
蛇
で
も
い
る
の
か
と
恐
々
そ
れ
を
押
し
上
げ
て
み
る
と
、
ド

ス
ン
と
石
が
落
ち
て
き
て
、
小
さ
な
漬
物
石
の
よ
う
な
石
が
一
個
、
天
井
板
の
上
に
置
か
れ

て
い
た
の
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
屋
根
裏
に
上
っ
て
み
る
と
、
ど
の
部
屋
の
造
り
も
同
じ

で
、
下
宿
屋
は
桝
型
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
彼
は
ぐ
る
り
と
一
回
り
し
て
元
に
戻
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
と
き
か
ら
彼
は
屋
根
裏
を
散
歩
し
、
天
井
の
隙
間
か
ら
各
部
屋
の
住
人
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
の
ぞ
き
見
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
天
井
の
節
穴
の
真
下

に
、
三
良
と
同
じ
日
に
引
っ
越
し
て
き
た
男
が
大
き
な
口
を
あ
け
て
眠
っ
て
い
る
の
を
見
た

と
き
、
三
良
は
異
様
な
感
情
に
襲
わ
れ
る
。
そ
の
節
穴
か
ら
毒
薬
を
男
の
口
の
中
に
落
と
せ

ば
、
そ
の
男
が
死
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
十
日
ば
か
り
が
過

ぎ
、
男
が
お
な
じ
場
所
に
大
き
く
口
を
あ
け
て
眠
っ
て
い
る
こ
と
を
偶
然
見
つ
け
た
と
き
、

彼
は
そ
の
節
穴
か
ら
糸
を
垂
ら
し
て
位
置
を
確
認
し
た
の
ち
、
毒
薬
を
垂
ら
し
て
殺
人
を
犯
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す
。
三
良
は
完
全
犯
罪
を
な
し
遂
げ
た
よ
う
な
心
持
ち
で
い
た
が
、
明
智
小
五
郎
が
そ
の
事

件
を
解
明
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

殺
害
の
動
機
は
、
相
手
と
の
具
体
的
な
関
係
に
は
な
か
っ
た
。
三
良
は
知
り
合
っ
て
半
月

と
経
っ
て
い
な
い
男
に
虫
が
好
か
な
い
と
い
う
感
じ
を
抱
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
殺
意
と
呼

べ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
主
た
る
動
機
は
、
相
手
の
人
物
に
あ
る
の
で
は
な
く

て
、
た
だ
殺
人
行
為
そ
の
も
の
の
興
味
に
あ
っ
た
」（
153
）。
仕
事
に
つ
か
ず
、
田
舎
の
親
か

ら
の
仕
送
り
に
頼
り
な
が
ら
日
々
を
ぶ
ら
ぶ
ら
と
過
ご
し
て
い
る
遊
民
の
「
退
屈
」
に
、
日

本
に
お
け
る
探
偵
小
説
成
立
の
根
拠
が
あ
る
と
、
あ
る
文
学
研
究
者
は
解
釈
し
て
い
る
。
だ

が
、
探
偵
小
説
の
成
立
の
根
拠
の
一
つ
は
、
や
は
り
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う
、
私

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ル
ー
ム

室
の
出

現
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
は
、
松
山
巌
が
指
摘
し
た
、
東
京
を
襲
っ
た
都
市
化
の
波
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ

の
小
説
が
発
表
さ
れ
た
大
正
十
四
年
よ
り
も
八
年
ほ
ど
前
に
、
東
京
は
急
激
な
人
口
増
を
経

験
し
て
い
る
。「
前
年
に
比
べ
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
高
い
人
口
増
加
率
」
で
、
そ

の
後
も
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
率
で
、
大
正
九
年
に
行
な
わ
れ
た
日
本

初
の
国
政
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
一
七
万
人
ほ
ど
の
人
口
の
う
ち
、
半
数
以
上
の
一
二
六
万
人

は
地
方
か
ら
東
京
へ
の
移
住
者
で
あ
っ
た
。
人
口
集
中
の
主
な
要
因
は
第
一
次
世
界
大
戦
に

よ
る
軍
需
景
気
だ
っ
た
が
、
人
口
が
急
激
に
増
え
る
と
、
当
然
な
が
ら
住
宅
問
題
が
生
じ

る
。
い
く
つ
も
の
下
宿
屋
が
急
速
に
造
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
人
々
の
あ

い
だ
に
、
疎
遠
な
間
柄
に
も
と
づ
く
、
不
信
感
、
不
安
感
、
疎
外
感
な
ど
が
生
じ
た
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
鍵
が
各
部
屋
に
つ
け
ら
れ
た
下
宿
の
出
現
も
、
そ
の
よ
う
な
情
況
に
原

因
し
た
の
だ
ろ
う
。
部
屋
の
鍵
は
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
証
で
あ
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う

言
葉
に
は
、
現い

ま在
で
も
適
切
な
訳
語
が
な
い
が
、
簡
単
な
戸
締
り
金
具
が
扉
に
つ
く
二
〇
年

代
以
前
の
日
本
に
は
ま
だ
存
在
し
な
い
言
葉
だ
っ
た
」。

　

郷
田
三
良
は
最
初
、
鍵
の
か
か
る
部
屋
に
暮
ら
す
の
を
お
も
し
ろ
が
っ
た
が
、
や
が
て
息

苦
し
さ
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
に
し
ろ
堅
固
な
自
己
を
持
た

な
い
ま
ま
に
、
自
分
の
た
め
の
完
全
な
密
室
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
三
良
は
変
装
し
て
町
を
さ
ま
よ
い
歩
い
た
り
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
愉
し
み

は
、
通
り
す
が
り
の
人
で
あ
る
に
せ
よ
、
他
者
の
目
を
ま
え
に
し
た
戯
れ
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
鍵
の
か
か
っ
た
部
屋
に
は
、
自
分
の
ほ
か
誰
も
い
な
い
。
押
入
れ
に
寝
る
と
い
う
や

り
方
で
空
間
の
垂
直
面
を
使
い
は
じ
め
た
の
は
、
無
意
識
に
企
ま
れ
た
密
室
か
ら
の
脱
出
で
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は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
押
入
れ
か
ら
自
分
の
部
屋
を
覗
く
と
い
う

か
た
ち
で
の
、
自
己
の
二
重
化
が
起
き
て
し
ま
っ
た
。
自
分
の
私
室
を
覗
い
た
と
こ
ろ
で
、

部
屋
に
あ
る
の
は
自
分
の
抜
け
殻
だ
け
で
、
誰
も
い
な
い
。「
泥
棒
が
他
人
の
部
屋
を
覗
く

よ
う
な
気
持
で
、
色
々
の
激
情
的
な
場
面
を
想
像
し
な
が
ら
、
眺
め
る
」（
141
）
と
語
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
自
分
を
他
人
と
見
な
す
、
息
詰
ま
る
よ
う
な
、
膨
張
す
る
自
己
幻
想

し
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
さ
ら
に
空
間
の
垂
直
面
に
脱
出
口
を
探
し
、
屋

根
裏
へ
の
入
口
を
見
つ
け
た
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
屋
根
裏
を
散
歩
し
、
の
ぞ
き
見
を
始
め
た
の
も
、
自
分
が
一
人

ぼ
っ
ち
で
あ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
く
て
、
他
の
人
々
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
た
結
果
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
始
ま
り
か
ら
し
て
明
智
小
五
郎
か
ら
聞
い
た
様
ざ
ま
の
殺
人
談
や
浅
草
の

彷
徨
と
い
っ
た
「
幻
燈
魔
像
」
の
蒐
集
に
三
良
は
夢
中
に
な
っ
て
い
た
の
で
、「
視
線
の
物

語
」
と
い
う
ふ
う
に
こ
の
小
説
を
読
む
の
に
違
和
感
は
な
い
が
、
な
に
か
も
っ
と
切
迫
し
た

感
じ
は
否
め
な
い
し
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
手
に
入
れ
る
物
語
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
物
語
で
は
な
い
か
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
の
ぞ
き
見
の
行
為
は
他
人
に
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
屋
根
裏
を
散
歩
し
た

と
こ
ろ
で
出
口
が
見
つ
か
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
殺
人
は
最
悪
の
人
間
関
係
だ

が
、
そ
れ
で
も
人
間
関
係
と
い
え
な
く
も
な
い
。
私
室
に
は
空
疎
な
自
己
と
、
自
己
幻
想
し

か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
彼
を
最
悪
の
人
間
関
係
で
あ
る
殺
人
へ
と
追
い
や
り
、
最
悪
と
わ

か
っ
て
い
る
か
ら
、
虫
の
好
か
な
い
男
を
そ
の
相
手
に
選
ん
だ
と
い
う
の
が
―
―
男
が
歯
医

者
の
助
手
で
毒モ

ル
ヒ
ネ薬
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
盗
ん
で
使
用
す
れ
ば
自
殺
に
見
せ
か
け
ら

れ
る
と
い
う
理
由
と
と
も
に
―
―
隠
れ
た
動
機
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
幻
想

と
現
実
と
の
差
異
を
敏
感
に
感
受
し
て
愉
し
ん
で
い
た
男
が
、
幻
想
ば
か
り
の
密
室
に
暮
ら

し
は
じ
め
る
こ
と
で
、
他
者
の
不
在
に
由
来
す
る
精
神
的
圧
迫
を
受
け
て
し
ま
い
、
他
者
を

も
と
め
て
殺
人
に
い
た
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る

　

こ
こ
で
「
個
人
」
と
い
う
概
念
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
の
語
は
、
明
治
時
代
に
つ
く
ら
れ

たindividual

の
訳
語
で
あ
る
。individual

の
訳
語
と
し
て
は
、「
独ひ
と

リ
」、「
人
民
各
箇
」、

「
一い

っ
し
ん身
ノ
身み
も
ち持
」、「
一
個
人
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
、「
個
人
」
と
い
う
語
に
落
ち
着
い
た
の

は
、
明
治
二
十
年
を
過
ぎ
た
頃
だ
と
い
う
。
む
ろ
ん
「
個
人
」
と
い
う
語
が
そ
れ
ま
で
な

か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
日
本
に
個
人
主
義
的
傾
向
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
社
会
学
者

の
作
田
啓
一
に
よ
れ
ば
、
西
行
の
よ
う
な
文
人
の
隠
遁
者
や
、
法
然
や
親
鸞
の
よ
う
な
出
家
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者
に
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
個
人
の
肖
像
画
と
し
て
明
恵
上
人
や
千
利
休
ら
の
肖

像
画
が
残
っ
て
い
る
し
、
雪
舟
や
北
斎
と
い
っ
た
画
家
は
自
画
像
を
描
い
て
い
る
。
人
々
が

箱
膳
や
銘
々
膳
で
食
事
を
と
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
個
々
人
を
尊
重
し
て
区
別
す
る
習
慣

が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
体
と
し
て
の
個
人
や
、
個
人
の
自
由
と
い
っ
た

観
念
は
、
日
本
に
は
な
か
っ
た
。
西
洋
で
は
各
人
が
神
と
出
会
う
よ
う
な
か
た
ち
で
「
世
俗

外
の
超
越
的
存
在
と
交
わ
る
時
、
そ
の
時
に
初
め
て
個
人
が
誕
生
」
し
た
と
い
う
が
、
そ
の

よ
う
な
経
験
が
日
本
で
は
世
俗
内
に
蓄
積
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
西
洋
と
の
交
流
が
始

ま
っ
た
明
治
以
降
、
よ
り
多
く
の
人
々
が
世
俗
外
の
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、「
異
な
っ
た
諸
文
化
が
交
流
す
る
時
、
そ
の
交
流
の
中
か
ら
、
普
遍
性
の
立
場
が

生
ま
れ
て
く
る
。
世
俗
外
個
人
の
立
場
と
は
こ
の
普
遍
性
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
立

場
か
ら
自
国
の
あ
り
方
を
一
つ
の
特
殊
性
と
し
て
相
対
的
に
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
」
か

ら
で
あ
る
。
英
文
学
を
学
び
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
を
経
験
し
た
夏
目
漱
石
は
、
西
洋
文
明
の
受

容
が
上
滑
り
に
な
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
と
「
神
経
衰
弱
」
に
な

る
ほ
か
な
い
と
語
る
一
方
で
、
他
人
の
意
見
に
安
易
に
従
わ
ず
、「
自
分
の
鶴つ

る
は
し嘴
で
掘
り
当

て
る
所
ま
で
進
ん
で
行
」
く
自
己
本
位
の
あ
り
方
を
若
者
に
推
奨
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た

と
え
そ
の
よ
う
な
内
発
的
な
姿
勢
が
望
ま
し
い
に
し
て
も
、
現
実
の
社
会
状
況
は
漱
石
の
危

惧
し
た
よ
う
に
外
発
的
に
進
行
し
た
の
で
あ
り
、
社
会
と
摩
擦
を
ひ
き
起
こ
す
自
分
を
も
て

あ
ま
し
気
味
の
都
市
の
住
民
は
、
未
成
熟
な
個
人
と
い
う
宿
命
を
背
負
っ
て
生
き
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。

　

こ
こ
で
第
二
章
で
示
し
た
図
1
と
図
2
に
も
ど
る
と
、
日
本
人
も
Ａ
と
Ｂ
が
別
の
存
在
で

あ
る
こ
と
は
む
ろ
ん
承
知
し
て
い
る
も
の
の
、
Ａ
や
Ｂ
の
主
体
性
や
独
立
性
で
は
な
く
、
そ

れ
ら
を
つ
な
ぐ
共
通
部
分
、
す
な
わ
ち
「
間
」
の
ほ
う
を
た
え
ず
重
ん
じ
て
き
た
。
し
か

し
、
西
洋
文
化
を
受
容
す
る
と
と
も
に
Ａ
や
Ｂ
の
独
立
性
、
自
主
性
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
図
2
が
図
1
に
近
づ
き
、「
間
」
が
「
あ
い
だ
」
に
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
郷

田
三
良
の
住
ん
だ
東
栄
館
の
よ
う
に
縁
側
的
な
も
の
が
欠
落
し
た
住
空
間
が
増
え
、
そ
の
変

化
が
庶
民
の
生
活
感
覚
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
が
、『
サ
ザ
エ
さ
ん
』
に
縁
側
が

登
場
し
な
く
な
っ
た
昭
和
四
十
年
代
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
建
築
家
の
山
本
理
顕
が
一
つ
の

家
で
家
族
の
個
室
が
そ
れ
ぞ
れ
外
部
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
設
計
図
を
初
め
て
描
い
た

の
が
昭
和
四
十
五
年
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
約
五
十
年
を
か
け
て
空
間
の
改
変
が
完
成
し
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
人
々
の
空
間
感
覚
ま
で
す
っ
か
り
変
容
し
た
か
ど
う
か
は
定

4849
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か
で
は
な
い
。
い
ま
で
は
多
く
の
日
本
人
が
個
人
と
い
う
観
念
に
馴
染
ん
で
い
る
が
、
図
1

に
含
ま
れ
る
孤
絶
感
に
耐
え
ら
れ
る
ほ
ど
強
固
な
個
人
の
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は

疑
問
で
あ
る
。

　

一
方
、
タ
レ
ン
ト
で
映
画
監
督
の
北
野
武
が
「
映
画
や
絵
画
や
音
楽
と
い
っ
た
芸
術
、
野

球
や
サ
ッ
カ
ー
や
相
撲
と
い
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
、
踊
り
や
茶
道
と
い
っ
た
芸
事
、
そ
し
て
人
生

に
い
た
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
〝
間
〞
と
い
う
も
の
は
、
決
定
的
に
重
要

な
も
の
だ
」
と
「
間
」
を
称
揚
し
て
い
る
よ
う
に
、
縁
側
的
な
も
の
へ
の
関
心
や
欲
求
は
い

ま
も
衰
え
て
い
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
と
、「
縁
側
」
と
い
う
名
の
カ
フ
ェ
が

出
て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
縁
側
が
な
つ
か
し
が
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
縁
側
に
代
わ
る
も

の
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
そ
の
欲
求
が
明
確
な
か
た
ち
を
取
ら
な
い
ま

ま
、
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
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ラ
リ
ー　

プ
ッ
チ
ー
ニ　

蝶
々
夫
人
』、
音
楽
之
友
社
、
二
〇
〇

三
年
、
一
四
頁
。

8　

同
右
、
一
九
頁
。

9　

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
『
ニ
ッ
ポ
ン
』、
森

郎
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
三
八
頁
。
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10　

桂
離
宮
の
「
月
見
台
」
は
、
中
秋
の
名
月
の
夜
に
ほ
ぼ
正
面
に
満
月
が
昇
る
よ
う
に
設
計
し
て
造
ら

れ
た
可
能
性
が
高
い
ら
し
い
。
宮
本
健
次
『
月
と
日
本
建
築
―
―
桂
離
宮
か
ら
月
を
観
る
』、
光
文

社
新
書
、
二
〇
〇
三
年
、
一
八
頁
。

11　

エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｓ
・
モ
ー
ス
『
日
本
の
す
ま
い
・
内
と
外
』、
上
田
篤
・
加
藤
晃
規
・
柳
美
代
子
訳
、

鹿
島
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
三
〇
頁
。

12　

築
島
謙
三
『「
日
本
人
論
」
の
中
の
日
本
人
（
上
）』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
四
〜

二
五
頁
。

13　

同
右
、
七
四
頁
。

14　

韓
国
も
床
の
文
化
の
よ
う
だ
が
、
韓
国
に
つ
い
て
の
知
識
に
乏
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

15　

中
岡
義
介
「
床
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」、
上
田
篤
・
多
田
道
太
郎
・
中
岡
義
介
編
『
空
間
の
原

型
―
―
す
ま
い
に
お
け
る
聖
の
比
較
文
化
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
年
、
五
四
頁
。

16　

こ
の
上
下
足
分
離
の
生
活
様
式
は
「
日
本
の
ほ
か
に
朝
鮮
や
ビ
ル
マ
な
ど
限
ら
れ
た
も
の
で
、
世
界

で
も
特
異
な
存
在
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」（
同
右
、
四
七
頁
）
ら
し
い
。

17　

山
折
哲
雄
『「
坐
」
の
文
化
論
』（
佼
成
出
版
社　

一
九
八
一
年
）
を
参
照
。

18　

矢
田
部
英
正
『
た
た
ず
ま
い
の
美
学
―
―
日
本
人
の
身
体
技
法
』、
中
公
文
庫
、
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
一
一
年
、
三
四
頁
。

19　

マ
グ
ダ
・
レ
ヴ
ェ
ツ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
『
塔
の
思
想
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
鍵
』、
池
井
望
訳
、

河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
二
年
、
三
五
頁
。

20　

加
藤
周
一
『
日
本
文
化
に
お
け
る
時
間
と
空
間
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
一
六
六
〜
一
七
四

頁
。

21　

岡
倉
覚
三
『
茶
の
本
』、
村
岡
博
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
、
六
三
頁
。

22　

内
田
繁
『
茶
室
と
イ
ン
テ
リ
ア
―
―
暮
ら
し
の
空
間
デ
ザ
イ
ン
』、
工
作
舎
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八

頁
。

23　

加
藤
周
一
は
前
掲
書
で
、
日
本
の
塔
で
は
「
幅
の
広
い
廂
を
ほ
と
ん
ど
水
平
に
四
方
に
出
し
て
、
垂

直
の
線
を
隠
し
た
。
日
本
化
と
は
塔
の
非
塔
化
で
あ
る
」（
一
六
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

24　

榊
原
悟
監
修
『
す
ぐ
わ
か
る
絵
巻
の
見
か
た
（
改
訂
版
）』、
東
京
美
術
、
二
〇
一
二
年
、
六
頁
。

25　

多
田
道
太
郎
『
し
ぐ
さ
の
日
本
文
化
』、
角
川
文
庫
、
平
成
八
年
、
五
二
頁
。

26　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版　

第
2
巻
』、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
、
七
三
二
頁
。

27　

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
『
空
間
の
日
本
文
化
』、
宮
原
信
訳
、
筑
摩
書
房
一
九
八
五
年
、
六
六
頁
。

28　

The O
xford English D

ictionary. Second Edition. Volum
e 2. 1989. Pp. 154-155.

29　

 D
uden. D

as große W
örterbuch der deutschen Sprache, in zehn B

änden. B
d. 10. 3., völlig neu 

bearbeitete und erw
eiterte A

uflage. H
rsg. vom

 W
issenschaftlichen R

at der D
udenredaktion. 

M
annheim

, Leibzig, W
ien, Zürich, (D

udenverlag), 1999. S.4716.

30　

国
際
理
解
教
育
課
程
多
言
語
多
文
化
専
攻
に
在
籍
し
た
山
本
亜
希
さ
ん
が
、
図
2
を
提
示
し
た
。

31　

蒲
生
郷
昭
「
日
本
音
楽
の
間
」、
南
博
編
『
間
の
研
究
―
―
日
本
人
の
美
的
表
現
』（
講
談
社
、
昭
和

五
八
年
、
一
三
九
頁
）
を
参
照
。

32　

南
博
「
序
説
―
―
間
と
は
何
か
」、
同
右
書
、
一
五
頁
を
参
照
。

33　

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
『
空
間
の
日
本
文
化
』、
六
五
頁
。

34　

同
右
、
六
六
〜
六
七
頁
。

35　

長
谷
川
町
子
『
サ
ザ
エ
さ
ん
』
第
二
十
一
巻
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
、
一
三
〇
頁
。

36　

同
右
、
第
三
十
八
巻
、
二
三
頁
。

37　

同
右
、
第
三
十
四
巻
、
一
三
八
頁
。

38　

W
alter B

enjam
in: Paris, die H

auptstadt des X
IX

. Jahrhunderts. In: W
alter B

enjam
in 

G
esam

m
elte Schriften. U

nter M
itw

irkung von Theodor W
. A

dorno und G
ershom

 Scholem
, 

hrsg. von R
olf Tiedem

ann und H
erm

ann Schw
eppenhäuser. V- 1. H

rsg. von R
olf Tiedem

ann. 

Frankfurt a.M
. (Suhrkam

p Verlag), 1982. S.52. 

（
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
パ
リ
―
―
十
九

世
紀
の
首
都
﹇
ド
イ
ツ
語
稿
﹈」、『
パ
リ
論
／
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
集
成
』、
浅
井
健
二
郎
編
訳
、
久
保

哲
司
・
土
合
文
夫
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
二
七
頁
を
参
照
）。

39　

Ebd., S. 53. （
同
右
、
三
〇
頁
を
参
照
）。

40　

江
戸
川
乱
歩
の
小
説
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
『
江
戸
川
乱
歩
短
篇
集
』（
千
葉
俊
二
編
、
岩
波
文
庫
、

二
〇
一
四
年
）
に
拠
り
、
そ
の
頁
数
を
本
文
中
に
記
し
た
。

41　

千
葉
俊
二
「﹇
解
説
﹈
乱
歩
登
場
」、『
江
戸
川
乱
歩
短
篇
集
』、
三
六
二
頁
。

42　

松
山
巌
『
乱
歩
と
東
京
―
―
一
九
二
〇　

都
市
の
貌
』、（
株
）PA

R
C

O

出
版
局
、
一
九
八
四
年
、
一

五
頁
。

43　

同
右
、
一
六
頁
。

44　

同
右
、
四
九
頁
。

45　

石
原
千
秋
「『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』」、『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
五
九
巻
一
二
号
、
一
九
九
四
年
、

八
二
頁
。

46　

同
右
、
八
七
頁
。

47　

柳
父
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』、
岩
波
新
書
、
一
九
八
二
年
、
二
三
〜
四
二
頁
。
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48　

作
田
啓
一
『（
一
語
の
辞
典
）　

個
人
』（
三
省
堂
、
一
九
九
六
年
、
四
九
〜
九
八
頁
）
を
参
照
。

49　

多
田
道
太
郎
『
風
俗
学
―
―
路
上
の
思
考
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
、
七
九
頁
）
を
参
照
。

50　

作
田
啓
一
、
前
掲
書
、
三
七
頁
。

51　

同
右
、
五
三
頁
。

52　

夏
目
漱
石
「
現
代
日
本
の
開
化
」、『
漱
石
文
明
論
集
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
〇
年
、
三
五
頁
。

53　

夏
目
漱
石
「
私
の
個
人
主
義
」、
同
右
、
一
一
七
頁
。

54　

上
野
千
鶴
子
『
家
族
を
容
れ
る
ハ
コ　

家
族
を
超
え
る
ハ
コ
』、
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
九
頁
。

55　

ビ
ー
ト
た
け
し
『
間
抜
け
の
構
造
』、
新
潮
新
書
、
二
〇
一
二
年
、
五
頁
。
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