
草
稿
と
注
釈
的
研
究
と

―
―
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
を
め
ぐ
る
さ
さ
や
か
な
検
証
と
提
言
―
―

横

井

孝

一

「
草
稿
」
の
位
置
づ
け

お
り
し
も
昨
秋
、
岩
波
書
店
の
『
文
学
』
誌
（
第
１１
巻
第
５
号
、

二
〇
一
〇
年
九
―
一
〇
月
号
）
に
お
い
て
「
草
稿
の
時
代
」
特
集
が

編
ま
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
原
著
者
に
よ
る
草
稿
は
、
古
典
作
品
か

ら
近
現
代
文
学
に
い
た
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
位
相
を
異
に
す
る
こ
と

は
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
変
わ
り
が
な
い
は
ず

だ
。作

者
自
筆
本
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
面
影
す
ら
容
易
に
う
か
が
う
こ

と
の
で
き
な
い
古
典
作
品
は
、
ま
し
て
や
自
筆
草
稿
な
ど
夢
の
ま
た

夢
と
も
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
―
―
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』
の

場
合
、
お
な
じ
著
者
の
記
録
『
紫
式
部
日
記
』
を
見
る
と
、

お
仕
え
先
の
部
屋
に
、
物
語
の
本
（
草
稿
）
を
実
家
か
ら
取
り

寄
せ
て
置
い
て
お
い
た
の
を
、
私
が
、
中
宮
の
御
前
に
伺
候
し

て
い
る
間
に
、
殿
が
こ
っ
そ
り
お
い
で
に
な
っ
て
、
す
っ
か
り

な
い
し
の
か
み

全
部
、

尚
侍
さ
ま
に
差
し
上
げ
て
し
ま
わ
れ
た
。
清
書
し
た

本
は
み
な
散
佚
し
て
、
草
稿
が
出
ま
わ
っ
て
は
、
さ
ぞ
か
し
な

さ
け
な
い
評
判
を
と
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
よ
。

つ
ぼ
ね
に
、
物
語
の
本
ど
も
、
取
り
に
や
り
て
隠
し
お
き

お

ま
へ

た
る
を
、（
中
宮
彰
子
の
）
御
前
に
あ
る
程
に
、（
殿＝

道

長
が
）
や
を
ら
お
は
し
ま
い
て
、
漁
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
み

な
い

し

か
ん

な
内
侍
の
督
の
殿
（
道
長
次
女
・
妍
子
）
に
た
て
ま
つ
り

た
ま
ひ
て
げ
り
。
よ
ろ
し
う
書
き
か
へ
た
り
し
は
み
な
ひ

き
失
ひ
て
、
心
も
と
な
き
名
を
ぞ
と
り
侍
り
け
む
か
し
注
１

。

―６１―



と
い
う
証
言
が
あ
り
、
草
稿
が
実
際
に
存
在
し
た
姿
を
と
お
く
垣
間

見
る
こ
と
は
で
き
る
。
現
在
、『
源
氏
物
語
』
に
二
種
類
の
伝
本

（
い
わ
ゆ
る
青
表
紙
本
・
河
内
本
）
が
あ
る
の
は
、
こ
の
草
稿
本
と

清
書
本
の
流
れ
を
汲
む
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
、
と
い
う
論
説
注
２

も
あ
る

く
ら
い
な
の
だ
。
そ
の
意
見
の
当
否
は
と
も
か
く
、
古
典
作
品
の
場

合
で
あ
っ
て
も
、
草
稿
の
存
在
は
、
現
存
テ
キ
ス
ト
の
生
成
や
受
容

の
問
題
と
直
結
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

右
の
『
文
学
』
巻
頭
の
座
談
会
「
草
稿
の
時
代
」
の
な
か
で
、
十

重
田
裕
一
が
現
在
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
草
稿
の
位
置
づ
け
を
、
わ

か
り
や
す
く
二
点
に
ま
と
め
て
い
る
注
３

。
本
稿
の
問
題
意
識
に
も
か
か

わ
り
あ
る
こ
と
な
の
で
、
左
に
順
次
引
い
て
お
こ
う
。

十
重
田
は
、
こ
の
座
談
会
に
臨
む
う
え
で
の
問
題
意
識
の
第
一
点

と
し
て
、「
多
様
な
情
報
が
集
積
す
る
場
と
し
て
の
草
稿
」
を
あ
げ
、

草
稿
に
は
作
者
と
さ
れ
る
書
き
手
が
、
ペ
ン
や
筆
や
鉛
筆
な
ど

筆
記
具
を
使
っ
て
、
原
稿
用
紙
や
和
紙
に
文
字
を
刻
ん
で
い
る

だ
け
で
は
な
く
て
、
編
集
者
に
よ
る
割
付
や
書
き
込
み
、
印
刷

の
植
字
工
、
あ
る
い
は
編
集
の
段
階
で
付
着
し
た
シ
ミ
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
様
々
な
情

報
が
集
ま
る
場
と
し
て
草
稿
を
考
え
て
い
く
と
き
に
、
書
き
手

の
創
作
の
意
図
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
の
生
成
を
解
明
す
る
ツ

ー
ル
と
は
異
な
っ
た
側
面
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

と
い
う
。
さ
ら
に
、
第
二
点
と
し
て
、「
草
稿
か
ら
活
字
に
至
る
プ

ロ
セ
ス
」
に
注
目
し
、

本
文
は
、
作
者
と
し
て
名
前
を
冠
せ
ら
れ
る
作
家
だ
け
で
は
な

く
、
実
に
多
く
の
人
を
介
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
雑
誌

や
書
物
な
ど
の
活
字
文
化
に
限
っ
て
み
て
も
、
作
家
に
原
稿
を

依
頼
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
、
出
版
ま
で
関
与
す
る
こ
と

に
な
る
編
集
者
、
印
刷
の
工
程
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

く
植
字
工
、
本
文
を
構
成
す
る
校
閲
者
な
ど
が
い
て
、
初
め
て

読
者
に
テ
ク
ス
ト
が
届
い
て
い
く
。

自
筆
原
稿
が
初
め
て
雑
誌
、
新
聞
、
単
行
本
な
ど
で
活
字
化

さ
れ
る
家
庭
に
限
定
し
て
も
、
作
家
以
外
に
多
く
の
人
々
が
か

か
わ
り
ま
す
。
近
代
の
プ
リ
ン
ト
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
け
る
書
き

手
か
ら
読
み
手
ま
で
の
距
離
の
問
題
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
メ

デ
ィ
ア
は
透
明
で
な
い
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
論
の
テ
ー
ゼ
が
あ
り

ま
す
が
、
草
稿
は
そ
れ
を
顕
在
化
さ
せ
て
く
れ
る
装
置
の
一
つ

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

と
指
摘
す
る
。
前
近
代
の
写
本
の
時
代
が
、
作
者
に
よ
る
テ
キ
ス
ト

（
あ
る
い
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
書
写
本
）
と
い
う
限
定
さ
れ
た
メ

デ
ィ
ア
環
境
に
お
け
る
生
成
・
受
容
で
あ
っ
た
の
に
く
ら
べ
て
、

「
プ
リ
ン
ト
カ
ル
チ
ャ
ー
」
の
近
代
は
よ
り
複
雑
多
様
で
、
興
味
深

―６２―



い
文
学
的
状
況
を
醸
し
出
す
。

谷
崎
潤
一
郎
『
夢�

の�

浮�

橋�

』
の�

場�

合�

、
作�

者�

の�

自�

筆�

原�

稿�

は�

存�

在�

し�

な�

い�

。
し�

か�

し�

、「
草�

稿�

」
は�

現�

存�

す�

る�

の
で
あ
る
。

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
谷
崎
は
『
夢
の
浮
橋
』
に
着
手
す
る
前
年
、

一
九
五
八
年
（
昭
和
三
三
）
一
一
月
末
か
ら
右
手
に
疼
痛
を
お
ぼ
え
、

執
筆
に
困
難
を
来
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
当
初
、
加
齢
と
永
年
の

美
食
と
に
よ
っ
て
、
一
九
四
九
年
こ
ろ
か
ら
高
血
圧
に
悩
み
、『
新

訳
源
氏
物
語
』
の
進
行
途
中
に
し
て
、
つ
い
に
視
覚
の
異
常
か
ら
口

述
筆
記
を
は
じ
め
た
こ
と
は
、
谷
崎
自
身
が
『
高
血
圧
症
の
思
ひ

出
』（
一
九
五
九
年
）
に
書
い
て
お
り
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

…
…
仕
事
は
休
み
�
�
進
行
し
て
ゐ
た
。
五
月
上
旬
に
は
「
若

菜
」
の
下
が
完
了
し
た
。
私
は
そ
れ
ま
で
助
手
を
使
は
ず
、
単

独
で
働
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
眼
が
不
自
由
に
な
る
に
つ
れ

て
、
ど
う
し
て
も
秘
書
を
雇
ふ
必
要
を
感
じ
、
四
五
人
の
人
を

試
み
た
後
に
、
京
都
の
古
い
呉
服
商
で
旧
家
の
一
人
娘
で
あ
る

伊
吹
和
子
氏
に
五
月
中
旬
か
ら
来
て
貰
ふ
こ
と
に
決
め
た
。

（
全
集
�
、
一
四
〇
頁
）

健
康
回
復
に
あ
わ
せ
て
訳
業
な
っ
た
の
ち
、
伊
吹
和
子
も
い
っ
た

ん
谷
崎
の
書
斎
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
九
五
八
年
、
突

如
谷
崎
の
右
手
に
疼
痛
と
麻
痺
が
お
こ
っ
た
と
い
う
。『
高
血
圧
症

の
思
ひ
出
』
の
最
末
尾
に
、「
つ
い
油
断
し
て
ゐ
た
…
…
そ
の
報
い

は
去
年
の
十
一
月
の
廿
八
日
に
や
つ
て
来
た
」（
同
、
一
四
三
〜
一

四
四
頁
）
と
い
う
。『
高
血
圧
症
の
思
ひ
出
』
に
は
、
発
作
の
症
状

や
転
帰
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
他
か
ら
の
証
言
に

よ
れ
ば
、
そ
の
後
「
寝
た
り
起
き
た
り
の
状
態
」
は
脱
し
た
も
の
の
、

つ
い
に
執
筆
活
動
を
口
述
筆
記
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
判
断
す

る
に
至
る
。
書
斎
の
な
か
で
谷
崎
と
向
か
い
合
い
、
口
述
す
る
様
子

は
伊
吹
本
人
の
著
書
に
活
写
さ
れ
て
い
る
注
４

。

右
に
十
重
田
裕
一
が
「
草
稿
か
ら
活
字
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
」
に
は

「
作
家
だ
け
で
は
な
く
、
実
に
多
く
の
人
を
介
し
て
つ
く
ら
れ
て

い
」
く
と
い
う
、
そ
こ
に
さ
ら
に
筆
記
者
の
存
在
も
加
わ
る
の
が

『
夢
の
浮
橋
』
だ
っ
た
。
十
重
田
の
い
う
ご
と
く
に
、
作
品
そ
の
も

の
自
体
よ
り
も
そ
の
生
成
・
受
容
さ
れ
る
「
プ
ロ
セ
ス
」
が
よ
り
注

目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
伊�

吹�

和�

子�

に�

よ�

る�

谷�

崎�

作�

品�

の�

「
草�

稿�

」
は
、
作
家
の
意
図
を
体
し
た
原
稿
そ
の
も
の
で
あ
る

と
同
時
に
、
筆
記
者
と
い
う
媒
介＝

プ
ロ
セ
ス
を
す
で
に
経
た
存
在

で
あ
る
こ
と
な
ど
、
多
層
的
な
形
態
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
そ
の
「
草
稿
」
は
、
こ
の
興
味
深
い
文
学
的
状
況
を
具

現
化
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
重
要
さ
を
増
し
こ
そ
す
れ
、
価
値
を

減
ず
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
は
ず
だ
。

―６３―



二

「
夢
の
浮
橋
ノ
ー
ト
」

小
説
の
創
作
さ
れ
る
現
場
は
通
常
は
孤
独
な
も
の
で
あ
り
、
密
室

の
な
か
で
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
容
易
に
そ
の
生
成
過
程
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
条
件
が
よ
け
れ
ば
、
後
年
に
な
っ
て
流

出
し
た
自
筆
原
稿
が
「
草
稿
」
と
し
て
検
討
の
ま
な
板
に
載
る
こ
と

は
あ
る
が
、
谷
崎
の
『
夢
の
浮
橋
』
の
場
合
は
、
筆
記
者
と
し
て
の

伊
吹
和
子
が
現
場
に
立
ち
会
い
、「
初
稿
」
が
つ
く
ら
れ
、「
決
定

稿
」
も
伊
吹
が
浄
書
す
る
過
程
が
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
谷
崎

の
「
息
の
す
う
す
う
言
う
の
が
聞
え
た
り
」「
お
で
こ
が
、
つ
い
鼻

の
先
に
あ
っ
た
り
」「
汗
の
に
お
い
の
す
る
時
も
あ
」
っ
た
と
い
う

創
作
現
場
を
目
の
当
た
り
に
し
た
人
物
の
証
言
が
あ
り
、
い
わ
ば
研

究
の
材
料
と
し
て
は
、
他
の
場
合
と
く
ら
べ
て
も
、
か
な
り
恵
ま
れ

た
条
件
が
整
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

『
夢
の
浮
橋
』
の
草
稿＝

「
初
稿
」
は
、
谷
崎
と
伊
吹
が
書
斎
の

掘
り
炬
燵
で
向
か
い
合
わ
せ
に
座
り
、
伊
吹
が
「
大
学
ノ
ー
ト
」
に

書
き
つ
け
る
手
許
を
、
谷
崎
が
身
を
乗
り
出
し
て
覗
き
込
む
よ
う
に

し
て
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
。
そ
の
「
初
稿
」
の
体
裁
も
伊

吹
の
著
書
に
詳
細
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。

ノ
ー
ト
は
、
Ｂ
５
判
の
ご
く
普
通
の
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ

に
、
一
行
が
二
十
字
に
な
る
よ
う
に
鉛
筆
で
小
さ
い
印
を
付
け
、

印
刷
さ
れ
た
罫
の
二
行
分
を
一
行
に
し
て
、
一
ペ
ー
ジ
に
十
四

行
ず
つ
、
万
年
筆
で
筆
記
し
て
い
る
。

（
一
九
六
頁
）

伊
吹
が
こ
れ
を
記
憶
だ
け
で
書
い
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
右

の
引
用
の
直
前
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
こ
と
で
了
解
で
き
る
。

初
稿
を
筆
記
し
た
大
学
ノ
ー
ト
は
、
も
う
少
し
で
終
り
と
い

う
頃
に
一
冊
目
が
一
杯
に
な
り
、
二
冊
目
に
も
少
し
書
い
た
と

記
憶
し
て
い
る
が
、
実
は
そ
の
一
冊
目
の
ノ
ー
ト
が
、
今
も
私

の
手
許
に
残
っ
て
い
る
。
御
用
済
み
に
な
っ
た
時
、
先
生
は
、

本
来
な
ら
こ
う
い
う
も
の
は
燃
や
し
て
処
分
し
て
し
ま
う
と
こ

ろ
だ
が
、
今
度
ば
か
り
は
、
一
概
に
ど
う
こ
う
し
ろ
と
い
う
わ

け
に
は
行
か
な
い
、
自
分
の
原
稿
だ
っ
た
っ
て
、
何
し
ろ
、
字

は
あ
な
た
が
書
い
て
る
ん
だ
か
ら
ね
、
記
念
に
取
っ
と
き
た
い

な
ら
そ
う
し
て
も
よ
ご
ざ
ん
す
よ
、
と
言
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
苦

笑
い
の
よ
う
な
顔
に
な
り
な
が
ら
、
て
れ
く
さ
そ
う
に
私
に
投

げ
て
寄
越
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
…
…

（
同
）

こ
こ
に
記
さ
れ
た
谷
崎
の
言
―
―
「
自
分
の
原
稿
だ
っ
た
っ
て
、

何
し
ろ
、
字
は
あ
な
た
が
書
い
て
る
ん
だ
か
ら
ね
」
―
―
こ
れ
こ
そ

が
、『
夢
の
浮
橋
』
の
草
稿
の
位
相
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
だ
っ

―６４―



た
。
し
か
も
、「
決
定
稿
」
自
体
も
伊
吹
が
書
い
て
い
る
。

私
が
『
夢
の
浮
橋
』
の
決
定
稿
を
書
い
た
の
は
、
普
通
の
紀
伊

国
屋
製
の
四
百
字
詰
の
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
、
注
文
は
し
て

あ
る
が
、
ま
だ
出
来
て
こ
な
い
の
で
待
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
も
記
憶
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
る
い
は
、

既
に
使
っ
て
お
ら
れ
た
も
の
の
残
り
が
僅
か
に
な
っ
て
、
追
加

の
注
文
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

（
一
九
四
頁
）

小
説
の
題
名
が
『
夢
の
浮
橋
』
に
決
っ
た
の
は
、
一
ヵ
月
足
ら

ず
か
か
っ
て
初
稿
が
完
成
し
た
後
、
い
よ
い
よ
原
稿
用
紙
を
前

に
、
決
定
稿
を
口
述
さ
れ
た
時
で
あ
る
。

（
一
九
七
頁
）

谷
崎
の
手
許
に
は
、
原
稿
用
紙
に
記
し
た
断
片
的
な
覚
え
書
き
や

ら
創
作
ノ
ー
ト
と
も
い
う
べ
き
覚
え
書
き
の
ノ
ー
ト
や
ら
が
存
在
し

た
こ
と
は
、
谷
崎
松
子
『
倚
松
庵
の
夢
注
５

』
や
伊
吹
の
著
、
中
村
真
一

郎
の
報
告
注
６

に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、『
夢
の
浮
橋
』
に
関
連
す
る

と
こ
ろ
は
公
開
さ
れ
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た
存
在
自
体
も
簡
単
に
は

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。『
夢
の
浮
橋
』
は
、
か
く
し
て
、
谷

崎
自
身
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
自�

筆�

草�

稿�

は�

つ�

い�

に�

存�

在�

し�

な�

い�

作�

品�

と
な
っ
た
。

さ
て
、
右
の
よ
う
に
『
夢
の
浮
橋
』
の
「
草
稿
」
に
拘
泥
す
る
の

は
、「
初
稿
」
の
「
大
学
ノ
ー
ト
」
の
内
容
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
、
こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
千
葉
俊
二
の

「
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
」
と
題
す
る
一
連
（
四

回
連
載
）
の
仕
事
が
そ
れ
で
あ
る
注
７

。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
山
梨
英
和
短
大
の
記
念
論
集
に
掲
載
し
た
第
�

稿
で
は
、い

ま
私
の
手
許
に
あ
る
の
は
、『
夢
の
浮
橋
』
の
草
稿
を
記

し
た
ノ
ー
ト
と
と
も
に
、「
夢
の
う
き
は
し

年
譜
」
と
題
し

た
、
表
紙
を
含
め
Ａ
４
判
の
六
枚
の
紙
に
『
夢
の
浮
橋
』
関
係

の
登
場
人
物
の
年
齢
や
作
中
お
よ
び
歴
史
上
の
事
項
を
簡
単
に

記
し
た
年
表
…
…
そ
れ
か
ら
四
十
四
枚
分
の
清
書
原
稿
（
な
ぜ

作
品
の
途
中
で
あ
る
四
十
四
枚
な
の
か
は
、
そ
の
理
由
は
不

明
）、
お
よ
び
「
伊
吹
さ
ん
用
」
と
記
さ
れ
た
昭
和
三
十
四
年

十
月
号
の
「
中
央
公
論
」
掲
載
分
の
初
校
ゲ
ラ
で
あ
る
。

と
あ
る
。
千
葉
は
、
右
の
文
の
直
後
に
「
ノ
ー
ト
以
外
の
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
て
触
れ
て
ゆ
く
と
し
て
、
ま
ず
『
夢
の
浮

橋
』
の
草
稿
で
あ
る
ノ
ー
ト
を
紹
介
し
て
ゆ
こ
う
」
と
書
き
継
い
で

い
る
。
草
稿
ノ
ー
ト
の
内
容
の
公
開
だ
け
で
も
裨
益
す
る
と
こ
ろ
大

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
谷
崎
が
重
宝
に
喜
ん
で
い
た
と
い
う
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「
年
表
」、「
清
書
原
稿
」（
伊
吹
の
い
う
「
決
定
稿
」）、
初
校
ゲ
ラ
が

お
お
や
け
に
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
価
値
は
比
類
な
い
も
の
に
な
る

と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
ど
う
や
ら
二
〇
一
〇
年
一
二
月

中
旬
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
ノ
ー
ト
以
外
の
資
料
に
つ
い
て
の
「
必

要
に
応
じ
て
ふ
れ
」
る
と
い
う
「
約
束
」
は
、
―
―
も
と
よ
り
斯
界

の
業
績
群
に
つ
い
て
、
稿
者
は
寡
聞
で
は
あ
る
も
の
の
―
―
残
念
な

が
ら
、
履
行
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
千
葉
の
仕
事
を
ダ
シ
に
し
て
、
谷
崎
の
、
た
と
え

ば
『
夢
の
浮
橋
』
の
よ
う
な
、
古
典
の
素
養
を
存
分
に
踏
ま
え
た
作

品
の
研
究
は
、
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ

の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
希
望
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
さ
さ
や
か
な

提
言
と
で
も
い
う
べ
き
こ
と
を
次
に
試
み
た
い
、
と
思
っ
て
な
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。

三

資
料
紹
介
の
方
法

前
節
に
ふ
れ
た
千
葉
俊
二
の
仕
事
は
、
ノ
ー
ト
の
内
容
を
翻
刻
し

た
の
ち
に
解
説
を
加
え
る
と
い
う
体
裁
を
と
る
。
そ
の
翻
刻
の
方
法

は
、
一
連
の
各
稿
の
ま
え
が
き
に
凡
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、「﹇
…

…
﹈
は
削
除
を
示
し
、〈
…
…
〉
は
加
筆
を
示
す
」「
紹
介
者
と
し
て

の
私
自
身
の
注
を
加
え
た
と
こ
ろ
は
、（
注
…
…
）
と
し
て
処
理
し

た
」
と
い
う
。

実
際
に
は
、
た
と
え
ば
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。

﹇
多
分
あ
す
こ
で
は
石
川
丈
山
の
時
代
か
ら
あ
れ
を
用
ひ
て
ゐ

た
の
で
あ
ら
う
。
詩
仙
堂
に
、﹈〈
詩
仙
堂
で
は
「
添
水
」
を

「
僧
都
」
と
書
き
、
石
川
丈
山
の
漢
文
の
説
明
書
が
掲
げ
て
あ

る
。﹇
此
﹈〈
こ
〉
の
家
に
あ
〉
る
添
水
も
、
恐
ら
く
は
私
の
祖

（
注
、
一
度
消
し
て
「
イ
キ
」
の
表
記
が
あ
る
）
父
あ
た
り
が
、

詩
仙
堂
へ
行
つ
て
あ
の
漢
文
を
読
み
、
真
似
を
す
る
気
に
な
つ

た
の
で
あ
ら
う
。

（
第
�
稿
、
三
一
頁
上
段
）

読
み
に
く
い
。
が
、
こ
の
よ
う
な
詳
細
を
き
わ
め
た
校
異
の
示
し

か
た
は
、『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
三
〜
一
九

七
七
年
）
を
嚆
矢
と
す
る
表
記
方
法
（
栗
原
敦
教
授
の
示
教
に
よ

る
）
を
模
倣
し
た
も
の
と
推
考
で
き
る
。
た
と
え
ば
、『
銀
河
鉄
道

の
夜
』
初
期
形
の
原
稿
の
校
異
に
は
、

ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
﹇
半
分
↓
ま
だ
さ
う
﹈
云
﹇
ひ
か
け
た
と
き
は
、

↓
�
っ
て
し
ま
は
な
い
う
ち
に
、﹈﹇
も
う
ま
る
で
だ
し
ぬ
け
に
、

う
し
ろ
の
坂
の
さ
っ
き
の
檜
の
方
か
ら
、
↓
�
削
﹈﹇
そ
の
子

が
投
げ
つ
け
る
や
う
に
﹇
ナ
シ
↓
�
う
し
ろ
か
ら
﹈
叫
﹇
ん
で

ゐ
ま
し
た
。
↓
�
び
ま
し
た
。﹈
↓
�
（
ザ
ネ
リ
の
言
葉
の
後

へ
移
す
）﹈
…
…
注
８
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と
、
こ
ん
な
具
合
に
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に

「
�
」
と
は
、「
使
用
筆
記
具
等
に
よ
り
推
定
し
う
る
」
推
敲
過
程
の

段
階
の
校
異
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
（
同
書
凡
例
）。

た
だ
し
『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』、
ま
た
は
こ
れ
を
継
承
拡
充
し

た
『【
新
】
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
〜
二
〇

〇
九
年
刊
）
が
近
代
文
学
の
書
誌
学
を
確
立
す
べ
く
、
原
稿
用
紙
の

種
類
、
イ
ン
ク
の
色
、
綴
じ
穴
の
有
無
な
ど
、
書
誌
情
報
の
あ
ぶ
り

出
し
を
徹
底
的
に
し
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
千
葉
の
紹
介
は
、
も
っ
ぱ

ら
伊
吹
本
人
の
記
述
に
依
存
し
、
実
見
の
情
報
が
き
わ
め
て
乏
し
く
、

至
っ
て
簡
略
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ノ
ー
ト
の
製
造
元
は
も
と
よ

り
、
紙
質
・
罫
線
な
ど
の
ノ
ー
ト
の
形
状
す
ら
明
記
さ
れ
な
い
。

せ
っ
か
く
「
い
ま
私
の
手
許
に
あ
」
り
、
い
く
ら
で
も
詳
細
な
検
討

を
し
う
る
状
況
に
あ
る
と
い
う
の
に
、
も
っ
た
い
な
い
話
で
あ
る
。

ま
た
、『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
に
は
口
絵
写
真
が
少
な
か
ら
ず

掲
載
さ
れ
て
い
て
原
稿
の
様
相
を
示
し
、「
校
本
」
が
依
拠
す
る
と

こ
ろ
の
原
稿
の
実
態
を
垣
間
見
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
千
葉
稿
に
は

一
葉
の
影
印
も
な
い
。
前
記
の
、
ノ
ー
ト
以
外
の
「
年
表
」「
清
書

原
稿
」、
初
校
ゲ
ラ
な
ど
の
提
供
も
併
せ
て
受
け
て
い
る
と
い
う
、

研
究
者
に
と
っ
て
垂
涎
の
状
況
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を

活
か
し
き
っ
た
形
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
た
も
っ

た
い
な
い
話
で
あ
る
。

た
し
か
に
資
料
の
紹
介
と
い
う
も
の
は
、
ま
ず
所
蔵
者
の
権
利
、

作
家
の
著
作
権
な
ど
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
た
と
え

翻
刻
だ
け
で
も
面
倒
な
手
続
き
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う

し
た
煩
雑
さ
は
稿
者
・
横
井
に
も
経
験
が
あ
り
、
あ
る
程
度
は
承
知

し
て
い
る
つ
も
り
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
現
に
所
蔵
者
か
ら
「
草

稿
」
類
の
現
物
の
提
供
を
受
け
て
い
る
と
な
れ
ば
、
そ
の
煩
雑
さ
は

大
幅
に
減
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
稿
の
掲

載
誌
は
市
販
を
目
的
と
し
な
い
学
術
誌
で
あ
り
、
許
可
の
取
り
よ
う

は
い
く
ら
で
も
講
じ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

公
表
の
方
法
に
し
て
も
、『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
の
そ
れ
は
、

詳
細
な
書
誌
情
報
と
連
係
し
て
こ
そ
の
表
示
で
あ
り
、
か
つ
厖
大
な

資
料
集
成
で
あ
る
た
め
に
口
絵
な
ど
限
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、『
夢
の
浮
橋
』
の
草
稿
ノ
ー
ト
程
度
の
短
い
も
の
で
あ
れ

ば
、
い
っ
そ
全
編
影
印
で
の
紹
介
と
い
う
方
法
も
考
慮
の
余
地
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
に
も
筆
記
者
で
あ

り
所
蔵
者
で
あ
る
伊
吹
の
掲
載
許
可
は
必
須
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ

そ
の
方
が
生
々
し
い
推
敲
の
様
相
が
う
か
が
え
て
、
資
料
と
し
て
は

よ
り
望
ま
し
い
形
態
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
、
千
葉
の

「
紹
介
」
方
法
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
と
い
う
時
代
に
は
い
さ
さ
か
逆

行
す
る
よ
う
な
、
旧
態
依
然
た
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
惜

し
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
影
印
で
の
公
表
が
困
難
な
状
況
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
明
記
す
る
か
、
さ
も
な
く
ば
示
唆
す
る
文
言
が
ほ
し
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
右
の
よ
う
な
、
方
法
の
模
索
は
千
葉
の
念
頭
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に
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
公
表
方
法
の
硬
直
的
姿
勢

は
、
内
容
の
解
説
記
事
に
も
連
動
し
て
い
る
。

千
葉
の
、
勤
務
校
の
紀
要
に
掲
載
し
た
第
�
�
稿
に
は
、
翻
刻
の

前
書
き
に
は
ほ
ぼ
同
文
を
掲
げ
、「
谷
崎
の
創
作
の
生
成
過
程
を
う

か
が
う
に
は
き
わ
め
て
貴
重
な
資
料
」
と
い
う
常
識
的
な
評
価
を
し

た
う
え
で
、「
こ
の
草
稿
と
決
定
稿
の
あ
い
だ
に
は
少
な
か
ら
ぬ
異

同
が
あ
り
、『
夢
の
浮
橋
』
の
読
み
も
根
底
か
ら
問
い
な
お
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
部
分
に
関
す
る
限
り
は
、
た
し

か
に
そ
の
と
お
り
と
い
う
ほ
か
な
い
。

し
か
し
、
翻
刻
に
添
え
ら
れ
た
千
葉
の
「
注
解
」
は
、『
夢
の
浮

橋
』
の
読
み
を
「
根
底
か
ら
問
い
な
お
」
し
た
も
の
た
り
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

四

注
釈
的
研
究
の
方
法

千
葉
は
、
草
稿
ノ
ー
ト
を
公
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
数
年
間
、

私
は
手
を
拱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
が
、「
多
く
の
研
究
者
の
便

に
資
す
る
」
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
こ
に
そ
の
ノ
ー
ト
を
紹
介
し
、
注
解
旁
々
こ
の
作
品
に
つ
い

て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

（
第
�
稿
、
三
二
一
頁
）

と
い
う
。
論
述
の
あ
ら
か
た
は
「
論
じ
て
み
た
い
」
と
い
う
方
向
性

に
絞
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
だ
が
、「
注
解
」
つ
ま
り
注
釈
的
な
記
述

も
論
の
焦
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
て
い
た
と
見
て
大
過
あ
る
ま
い
。

当
該
稿
で
伊
吹
の
著
書
の
祖
述
か
ら
離
れ
て
千
葉
が
独
自
に
論
じ

て
い
る
の
は
、
第
�
稿
で
は
副
題
に
も
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
、『
夢

の
浮
橋
』
巻
頭
歌
の
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
に
妊
娠
中
絶
さ
れ
た
谷
崎
の

子
へ
の
仮
想
が
あ
る
と
い
う
指
摘
。

「
根
底
か
ら
問
い
な
お
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ま
え

が
き
を
持
つ
第
�
稿
で
は
、
継
母
と
糺
の
結
び
つ
き
の
舞
台
と
な
る

「
合
歓
亭
」
が
初
稿
に
な
く
、
決
定
稿
で
書
き
足
さ
れ
た
こ
と
の
意

味
を
探
る
箇
所
は
よ
し
と
し
て
も
、
そ
の
他
に
も
「
五
位
庵
」
の
池

の
土
橋
近
辺
の
穴
に
つ
い
て
「
母
子
相
姦
を
表
象
す
る
性
の
深
淵
の

暗
喩
」（
第
�
稿
、
三
九
頁
）
と
い
っ
た
り
、「
五
位
庵
と
瀬
見
の
小

川
を
つ
な
ぐ
土
管
は
、
い
わ
ば
嬰
児
と
母
胎
を
つ
な
ぐ
へ�

そ�

の
緒
」

（
四
一
頁
）
と
い
っ
た
り
、「
注
解
」
を
逸
脱
し
た
論
述
は
「
こ
の
作

品
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
」
と
い
う
意
思
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ

た
ろ
う
。

ま
た
、
同
じ
ま
え
が
き
を
持
つ
第
�
稿
で
は
、
糺
の
亡
母
の
写
真

に
描
か
れ
て
い
る
内
容
を
め
ぐ
っ
て
、「
谷
崎
の
性
欲
は
鼻
へ
の
異

常
な
固
着
」（
二
九
頁
）
を
指
摘
し
た
り
、
写
真
を
と
お
し
て
母
の

面
影
を
た
ど
る
作
品
系
列
と
し
て
『
吉
野
葛
』『
春
琴
抄
』
を
あ
げ

た
り
す
る
（
三
二
頁
）。
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こ
れ
ら
は
「
注
解
」「
注
釈
」
と
呼
び
う
る
文
脈
な
の
で
あ
ろ
う

か
、
そ
れ
と
も
「
こ
の
作
品
に
つ
い
て
論
じ
」
る
意
識
で
書
か
れ
た

も
の
か
、
そ
の
差
異
に
つ
い
て
は
見
き
わ
め
が
た
い
。
し
か
も
、
第

�
稿
で
は
、

主
人
公
の
糺
は
生
み
の
母
の
顔
立
ち
を
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ず
、

「
た
ゞ
ぼ
つ
ち
や
り
と
し
た
可
愛
ら
し
い
丸
顔
の
記
憶
が
残
つ

て
ゐ
る
だ
け
」（
完
成
稿
で
は
「
た
ゞ
ぼ
つ
ち
や
り
と
し
た
圓

顔
の
姿
を
朦
朧
と
浮
か
べ
得
る
だ
け
」
と
大
幅
に
訂
正
さ
れ
て

い
る
）
と
い
う
が
、
乳
母
か
ら
は
「
世
に
も
美
し
い
人
」
だ
っ

た
と
聞
い
て
い
る
。

と
、
解
説
の
文
を
こ
の
一
節
か
ら
は
じ
め
、
つ
い
で
「
そ
し
て
生
母

に
ま
つ
わ
る
思
い
出
と
し
て
」「
鼻
の
穴
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
い

う
記
述
に
転
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
谷
崎
の
「
鼻
へ
の
異

常
な
固
着
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
千
葉
の
「
鼻
へ
の
異
常
な
固

着
」
で
は
な
い
の
か
。

実
際
に
『
夢
の
浮
橋
』
の
本
文
を
閲
す
れ
ば
、

事
に
依
る
と
、
第
二
の
母
の
印
象
が
第
一
の
母
の
印
象
と
重
な

り
合
つ
て
、
私
の
記
憶
を
混
乱
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う

か
。
と
云
ふ
訳
は
、
私
を
生
ん
で
く
れ
た
母
は
私
が
数
へ
年
六

つ
の
秋
、
あ
の
玄
関
の
橡
の
の
葉
が
散
り
初
め
る
頃
、
私
の
弟

か
妹
に
当
る
胎
児
を
宿
し
つ
ゝ
、
子
癇
と
云
ふ
病
気
に
罹
つ
て

廿
三
歳
で
死
ん
だ
。
そ
し
て
二
年
余
り
を
過
ぎ
て
第
二
の
母
を

迎
へ
た
か
ら
で
あ
る
。

私
は
生
み
の
母
の
顔
だ
ち
を
、
は
つ
き
り
と
思
ひ
出
す
こ
と
が

出
來
な
い
、
乳
母
に
云
は
せ
る
と
、
世
に
も
美
し
い
人
で
あ
つ

た
と
云
ふ
け
れ
ど
も
、
私
は
た
ゞ
ぼ
つ
ち
や
り
と
し
た
円
顔
の

姿
を
朦
朧
と
浮
か
べ
得
る
だ
け
で
あ
る
。
私
は
母
に
抱
か
れ
な

が
ら
、
下
か
ら
彼
女
を
見
上
げ
る
場
合
が
多
か
つ
た
の
で
、
鼻

の
穴
が
よ
く
見
え
た
。
…
…

（
全
集
�
一
五
八
頁
）

と
あ
る
。
も
し
古
典
作
品
に
通
じ
た
読
者
、
あ
る
い
は
中
古
文
学
の

研
究
者
で
あ
れ
ば
、
亡
母
の
面
影
を
求
め
る
叙
述
は
、「
鼻
の
穴
」

へ
の
関
心
よ
り
も
、
そ
れ
以
前
に
、『
源
氏
物
語
』
冒
頭
の
桐
壺
の

巻
の
一
節
を
思
い
浮
か
べ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
谷
崎
も

『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
に
際
し
て
底
本
と
し
て
い
た
『
湖
月
抄
』

で
引
け
ば
、

源
氏
の
君
は
、（
父
の
）
御
あ
た
り
さ
り
給
は
ぬ
を
、
…
…

（
影
）

は
ゝ
み
や
す
所
も
、
か
げ
だ
に
お
ぼ
え
た
ま
は
ぬ
を
、「
い
と

（
似
）

な
い
し

よ
う
に
た
ま
へ
り
」
と
内
侍
の
す
け
き
こ
え
け
る
を
、
わ
か
き

御
心
ち
に
い
と
あ
は
れ
と
お
も
ひ
き
こ
え
給
ひ
て
、
つ
ね
に
ま
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（
見
）

い
ら
ま
ほ
し
く
、
な
づ
さ
ひ
み
た
て
ま
つ
ら
ば
や
、
と
お
ぼ
え

給
ふ
注
９

。

と
い
う
前
後
の
記
述
で
あ
る
。
幼
く
し
て
生
母
・
桐
壺
の
更
衣
を

失
っ
た
光
源
氏
が
、
母
の
面
影
す
ら
覚
え
て
い
な
い
こ
と
、
老
女
官

か
ら
母
と
う
り
二
つ
の
女
性
―
―
藤
壺
の
宮
の
こ
と
を
告
げ
ら
れ
て
、

恋
慕
の
情
を
抱
き
初
め
る
、
有
名
な
場
面
で
あ
る
。『
夢
の
浮
橋
』

と
い
う
題
名
は
、
そ
の
ま
ま
『
源
氏
物
語
』
を
意
識
す
る
の
が
常
識

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
か
し
こ
に
あ
る
『
源
氏
物
語
』
の

影
響
・
受
容
を
指
摘
す
る
の
が
「
注
解
」
と
い
う
も
の
の
第
一
歩
で

は
な
い
の
か
。

「
鼻
の
穴
」
の
あ
り
よ
う
は
と
も
か
く
、
糺
の
亡
母
の
面
影
は
、

さ
ら
に
右
の
直
後
の
文
に
、

眼
は
ど
う
、
口
は
ど
う
、
眉
は
ど
う
と
云
ふ
風
に
一
つ
�
�
を

數
へ
立
て
ゝ
み
る
と
、
大
體
は
分
つ
て
ゐ
る
や
う
で
ゐ
て
、
詳

細
に
は
浮
か
ん
で
來
な
い
。
…
…
そ
の
冩
眞
で
見
る
と
、
母
は

唐
人
髷
に
結
ひ
、
私
の
朧
ろ
げ
な
記
憶
に
あ
る
よ
り
も
も
つ
と

圓
々
と
肥
え
て
ゐ
る
上
に
、
全
體
が
薄
く
ぼ
や
け
て
ゐ
る
の
で
、

そ
こ
か
ら
あ
り
し
日
の
母
の
影
像
を
脳
裡
に
再
現
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
つ
た
。

と
敷
衍
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、『
蘆
刈
』
の
次
の
一
節
を
引
く
の
が
穏

当
で
あ
ろ
う
。

お
遊
さ
ん
と
い
ふ
人
は
、
冩
眞
を
見
ま
す
と
ゆ
た
か
な
頬
を
し

て
を
り
ま
し
て
、
童
顔
と
い
ふ
方
の
圓
い
か
ほ
だ
ち
で
ご
ざ
り

ま
す
が
、
父
に
い
は
せ
ま
す
と
目
鼻
だ
ち
だ
け
な
ら
こ
の
く
ら

ゐ
の
美
人
は
少
く
な
い
け
れ
ど
も
、
お
い
う
さ
ま
の
顔
に
は
何

か
ほ

か
ぼ
う
つ
と
煙
つ
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
が
あ
る
、
皃
の
造
作
が
、

眼
で
も
、
鼻
で
も
、
口
で
も
、
う
す
も
の
を
一
枚
か
ぶ
つ
た
や

う
に
ぼ
や
け
て
ゐ
て
、
ど
ぎ
つ
い
、
は
つ
き
り
し
た
線
が
な
い
、

か
げ

じ
い
つ
と
み
て
ゐ
る
と
こ
つ
ち
の
眼
の
ま
へ
が
も
や
�
�
と
翳

つ
て
來
る
や
う
で
そ
の
人
の
身
の
ま
は
り
に
だ
け
霞
が
た
な
び

ら
う

い
て
ゐ
る
や
う
に
お
も
へ
る
、
む
か
し
の
も
の
ゝ
本
に
「
蘭
た

け
た
」
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
の
は
つ
ま
り
か
う
い
ふ
顔
の
こ
と

だ
、
お
い
う
さ
ま
の
ね
う
ち
は
そ
こ
に
あ
る
の
だ
と
い
ふ
の
で

ご
ざ
り
ま
し
て
…
…

（
全
集
�
四
六
六
〜
四
六
七
頁
）

「
作
品
を
論
」
ず
る
の
に
急
な
あ
ま
り
、
肝
心
な
本
文
の
校
異
の

問
題
が
差
し
措
か
れ
、
あ
ま
つ
さ
え
「
母
子
相
姦
を
表
象
す
る
性
の

深
淵
の
暗
喩
」「
五
位
庵
と
瀬
見
の
小
川
を
つ
な
ぐ
土
管
は
、
い
わ

ば
嬰
児
と
母
胎
を
つ
な
ぐ
へ�

そ�

の
緒
」
な
ど
と
い
う
、「
注
解
」
に

は
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
「
論
」
を
長
々
と
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
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は
、
草
稿
ノ
ー
ト
の
紹
介
の
名
を
借
り
た
「
評
論
」
に
過
ぎ
な
い
。

検
証
不
能
の
思
い
つ
き
を
並
べ
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
も
の
で
「
多
く
の
研
究
者
の
便
に
資
す
る
」
と
は
と
て
も
い

え
な
い
。
む
し
ろ
、
さ
か
し
ら
で
あ
り
、
迷
惑
か
つ
不
毛
な
夾
雑
物

な
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
例
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
が
、
い
ま
は
一
例
に
と
ど
め
、
省

略
に
従
い
た
い
。

も
っ
と
も
右
の
よ
う
な
、
本
文
に
裏
打
ち
さ
れ
ぬ
思
い
つ
き
の
書

き
流
し
を
千
葉
が
「
注
解
」「
注
釈
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
、
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
論
ず
る
す
べ
は
な
い
の
だ
が
。

五

共
同
研
究
の
す
す
め

千
葉
が
、
当
初
こ
の
草
稿
ノ
ー
ト
を
託
さ
れ
て
「
数
年
間
、
私
は

手
を
拱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」、
伊
吹
の
著
書
に
あ
ら
か
た
論
じ

ら
れ
て
お
り
、「
一
字
一
句
に
い
た
る
ま
で
の
…
…
検
討
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
用
意
な
わ
ざ
で
は
な
く
、
私
の
手
に
余
る
仕
事
で
あ
る

と
も
思
わ
れ
た
」（
第
�
稿
、
三
二
一
頁
）
と
い
う
の
は
謙
遜
の
辞

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
結
果
と
し
て
は
正
直
な
告
白
と
な
っ
た
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、『
夢
の
浮
橋
』
読
解
の
基
礎
も
基
礎
、『
源
氏
物

語
』
の
本
文
す
ら
参
照
し
え
な
い
で
、
ま
と
も
な
「
注
解
」
が
な
さ

れ
る
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
は
千
葉
論
を
ダ
シ
に
し
て
論
じ
き
た
っ
た
も
の

の
、
近
代
文
学
の
研
究
者
が
古
典
作
品
の
読
解
に
粗
漏
が
あ
る
こ
と

を
論
じ
て
み
て
も
、
現
状
で
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
も
い
え
る
。

前
近
代
の
専
門
家
た
ち
が
、
す
で
に
完
結
し
た
閉
ざ
さ
れ
た
時
代
を

研
究
領
域
と
す
る
の
に
対
し
、
近
代
文
学
研
究
者
は
、
日
々
拡
張
し

て
ゆ
く
近
現
代
と
い
う
広
い
時
代
を
研
究
領
域
と
し
て
抱
え
つ
つ
、

一
方
で
は
日
常
の
業
務
を
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
責
務
を
負
っ
て

い
る
。
そ
の
な
か
で
一
個
の
作
家
の
素
養
に
肉
迫
す
る
こ
と
は
、
現

実
と
し
て
無
理
と
思
う
べ
き
で
あ
る
。

研
究
者
が
、
み
ず
か
ら
信
ず
る
道
の
専
門
家
と
し
て
、
個
別
に
研

究
す
る
限
界
を
さ
と
る
必
要
が
あ
ろ
う
。「
性
の
深
淵
の
暗
喩
」
と

か
「
嬰
児
と
母
胎
を
つ
な
ぐ
へ�

そ�

の
緒
」
な
ど
と
い
う
一
見
カ
ッ
コ

よ
さ
そ
う
な
、
し
か
し
内
実
の
と
も
な
わ
ぬ
出
来
合
い
の
用
語
を
こ

ろ
が
し
た
だ
け
の
「
注
解
」
も
ど
き
―
―
ご
ま
か
し
を
排
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
本
稿
に
あ
げ
つ
ら
っ
た
『
夢
の
浮

橋
』
の
草
稿
ノ
ー
ト
の
類
に
つ
い
て
は
、
近
代
文
学
、
古
典
文
学
の

研
究
者
、
あ
る
い
は
書
誌
学
者
な
ど
が
、
身
の
丈
に
あ
わ
せ
て
共
同

に
読
む
場
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
「
注
釈

的
研
究
」
と
い
う
立
場
に
お
い
て
は
そ
れ
は
実
現
し
や
す
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
こ
う
し
た
提
言
は
、
実
に
常
識
的
な
物
言
い
に
過
ぎ
ず
、

文
字
に
す
る
の
も
気
恥
ず
か
し
い
気
は
す
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
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そ
れ
は
ひ
と
つ
の
理
想
の
か
た
ち
で
は
あ
っ
て
も
、
現
実
に
は
研
究

者
た
ち
に
は
功
名
心
が
あ
っ
て
、
古
今
東
西
、
研
究
素
材
を
特
権
的

に
抱
え
込
ん
で
手
放
さ
な
い
と
い
う
例
に
は
事
欠
か
な
い
。
し
か
し
、

く
り
か
え
す
が
、
一
個
の
研
究
者
に
は
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
。
そ

の
限
界
を
越
え
る
工
夫
を
講
じ
な
い
限
り
、「『
夢
の
浮
橋
』
の
読
み

も
根
底
か
ら
問
い
な
お
」
す
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で

あ
る
。

注
１

本
文
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
の
い
わ
ゆ
る
黒
川
本
を
底
本
に
し

た
萩
谷
朴
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
・
上
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九

七
一
年
一
一
月
刊
）
四
九
四
頁
に
よ
る
。
た
だ
し
、
読
み
や
す
く

す
る
た
め
表
記
に
私
意
を
交
え
た
。

２

藤
村
潔
「
中
宮
本
と
内
侍
督
本
―
―
源
氏
物
語
本
文
試
論

―
―
」（『
源
氏
学
序
説
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
七
年
一
〇
月
刊
、

所
収
）。

３

松
澤
和
宏
・
十
川
信
介
・
十
重
田
裕
一
・
栗
原
敦
・
井
上
隆
史

（
司
会
）「《
座
談
会
》
草
稿
の
時
代
」（
前
掲
『
文
学
』）。
二
〇
頁
。

４

伊
吹
和
子
『
わ
れ
よ
り
ほ
か
に
―
―
谷
崎
潤
一
郎
最
後
の
十
二

年
』（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
二
月
刊
）。
以
下
、
伊
吹
の
引
用
は
、

断
ら
な
い
か
ぎ
り
す
べ
て
同
書
に
よ
り
、
そ
の
記
事
の
所
在
を
頁

数
で
示
す
。

５

谷
崎
松
子
「
湘
碧
山
房
夏
あ
ら
し
」（『
倚
松
庵
の
夢
』
中
央
公

論
社
、
一
九
六
七
年
七
月
刊
）
五
三
〜
五
七
頁
、
同
「
未
発
表
創

作
ノ
ー
ト

続
松
の
木
影
」（『
中
央
公
論
文
芸
特
集
』
第
一
巻
第

一
号
、
一
九
八
四
年
一
〇
月
）
な
ど
。

６

中
村
真
一
郎
「
谷
崎
潤
一
郎
の
創
作
ノ
ー
ト
」（『
中
央
公
論
文

芸
特
集
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
八
四
年
一
〇
月
）。

７

�
「
谷
崎
潤
一
郎
『
夢
の
浮
橋
』
草
稿
の
研
究
―
―
そ
の
一

「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
の
秘
密
―
―
」（
山
梨
英
和
短
大
日
本
文
化
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
編
『
山
梨
英
和
短
期
大
学

創
立
三
十
五
周
年
記
念

日
本
文
芸
の
表
現

史
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
刊
）。「
第
�
稿
」
と
略

称
す
る
。

�
「
同
―
―
そ
の
二

「
五
位
庵
」
の
位
相
―
―
」（
早
稲
田
大

学
教
育
学
部
『
学
術
研
究
（
国
語
・
国
文
学
編
）』
第
五
一
号
、

二
〇
〇
三
年
二
月
）。「
第
�
稿
」。

�
「
同
―
―
そ
の
三

母
の
面
影
―
―
」（『
学
術
研
究
』
第
五

三
号
、
二
〇
〇
五
年
二
月
）。「
第
�
稿
」。

�
「
同
―
―
そ
の
四

「
ね
ぬ
な
は
物
語
」
―
―
」（『
学
術
研

究
』
第
五
四
号
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）。「
第
�
稿
」。

８

『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
九
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年

刊
）、
三
六
五
〜
三
六
六
頁
。

９

架
蔵
本
に
よ
り
、
句
読
を
私
に
付
し
た
。
二
五
丁
オ
モ
テ
〜
ウ

ラ
。

付
記

―７２―



中
公
文
庫
版
『
夢
の
浮
橋
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
九
月

刊
）
の
千
葉
俊
二
「
解
説
」
に
も
「
初
稿
ノ
ー
ト
」
に
つ
い
て
の
言
及
が

あ
る
が
、
冒
頭
の
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
の
歌
に
関
す
る
言
述
で
あ
り
、
す
で

に
「
第
�
稿
」
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
比
較
し
て
も
新
味
が
な
い
の
で
、

本
稿
で
は
あ
ら
た
め
て
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
。

（
よ
こ
い

た
か
し
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）

―７３―


