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は
じ
め
に

本
書
は
、
こ
こ
三
十
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
書
き
た
め
た
美
術
批
評
を
中
心
と
す
る
文
章
の
集
成
で
あ
る
。
そ
れ
も
日
本
と

い
う
舞
台
に
視
点
を
据
え
た
も
の
ば
か
り
で
、
外
国
の
芸
術
家
や
作
品
に
言
及
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
日
本
と
い

う
文
脈
に
お
い
て
引
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
理
論
的
な
も
の
か
ら
時
事
的
な
も
の
ま
で
様
々
だ
が
、
全
体
と
し
て
ひ
と

つ
の
「
物
語
」
と
し
て
読
め
る
よ
う
に
構
成
す
べ
く
努
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。

全
五
章
に
分
か
れ
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
各
章
の
内
容
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

第
一
章
「
前
衛
の
透
層
」
は
、
序
文
の
役
割
を
果
た
す
「
批
評
と
い
う
物
語
」
を
始
め
と
し
て
、
瀧
口
修
造
、
宮
川
淳
、

荒
川
修
作
、
中
西
夏
之
、
加
納
光
於
、
そ
し
て
草
間
彌
生
と
い
っ
た
、
戦
後
の
日
本
を
代
表
す
る
と
言
っ
て
い
い
批
評
家
、

美
術
家
に
関
す
る
文
章
を
収
め
る
。「
前
衛
」
と
い
う
言
葉
に
や
や
た
め
ら
い
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
ぎ
れ
も
な
い
存

在
感
を
示
す
批
評
家
、
美
術
家
と
い
う
意
味
で
、
あ
え
て
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。「
透
層
」
と
い
う
特
異
な
言
葉
は
、
加

納
光
於
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
私
の
論
考
、
あ
る
い
は
氏
と
の
対
談
に
明
ら
か
だ
が
、
戦

後
日
本
の
芸
術
状
況
を
も
暗
示
し
う
る
卓
抜
な
比
喩
的
表
現
と
し
て
用
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

第
二
章
の
タ
イ
ト
ル
「
表
層
の
冒
険
」
は
、
長
く
私
が
愛
好
し
て
き
た
表
現
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
抽
象
絵
画
を
主
題
に
し
て
、

私
の
目
に
触
れ
え
た
か
ぎ
り
で
の
画
家
た
ち
の
作
品
に
つ
い
て
論
じ
た
文
章
を
こ
こ
に
収
め
る
。「
表
層
の
冒
険
」
と
い
う

意
味
も
、
ま
た
本
書
を
「
芸
術
表
層
論
」
と
題
し
た
理
由
も
、
こ
こ
で
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
理
想
と
現
実

の
は
ざ
ま
で
、
日
本
の
抽
象
絵
画
が
ど
ん
な
多
様
性
と
展
開
可
能
性
を
示
し
て
き
た
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
端
が
窺
わ
れ



3　はじめに

る
は
ず
だ
。

第
三
章
「
現
代
美
術
の
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
は
、
抽
象
絵
画
の
限
定
を
離
れ
て
、
日
本
の
現
代
美
術
が
ど
ん
な
多
様
な
相

貌
を
見
せ
る
か
、
彫
刻
と
絵
画
を
中
心
に
広
く
概
観
す
る
。
広
く
、
時
事
的
に
、
状
況
的
に
、
と
は
言
っ
て
も
、
や
は
り
私

な
り
の
視
点
か
ら
す
る
「
表
層
論
」
で
あ
る
、
で
し
か
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

第
四
章
「〈
版
〉
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
は
、「
表
層
」
の
概
念
と
対
を
な
す
、
あ
る
い
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
と
言

っ
て
も
い
い
、〈
版
〉
の
概
念
に
つ
い
て
、
様
々
な
機
会
に
論
じ
た
文
章
を
収
め
る
。
も
と
よ
り
版
画
の
問
題
が
中
心
だ
が
、

し
か
し
こ
こ
に
は
岡
崎
和
郎
の
よ
う
な
戦
後
日
本
を
代
表
す
る
オ
ブ
ジ
ェ
作
家
も
、
あ
る
い
は
西
尾
康
之
の
よ
う
な
ま
こ
と

に
稀
有
な
「
彫
刻
家
」
も
含
ま
れ
る
。〈
版
〉
の
概
念
の
豊
穣
に
し
て
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
可
能
性
が
垣
間
見
え
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

第
五
章
「
肉
体
と
眼
差
し
」
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
人
間
の
肉
体
を
眼ま
な

差ざ

す
作
家
と
作
品
に
つ
い
て
言
及
し
た
文
章
を

収
め
る
。
写
真
家
荒
木
経
維
と
の
「
討
議
」
も
含
ま
れ
る
が
、
広
く
写
真
、
動
画
、
舞
踊
、
舞
踏
な
ど
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
三
島
由
紀
夫
、
美
輪
明
宏
、
そ
し
て
最
後
に
金
子
國
義
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
る
。

と
、
私
の
「
批
評
と
い
う
物
語
」
を
こ
ん
な
ふ
う
に
構
成
し
て
み
た
が
、
も
と
よ
り
読
者
は
こ
れ
を
ど
こ
か
ら
で
も
、
ど

の
よ
う
に
で
も
お
読
み
い
た
だ
い
て
か
ま
わ
な
い
。「
物
語
」
の
批
判
、
解
体
も
、
ま
た
新
た
な
「
批
評
と
い
う
物
語
」
の

生
成
を
促
す
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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第
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作
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瀧
口
修
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と
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光
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ハ
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次
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テ
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ザ
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澤
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第
三
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現
代
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ラ
フ
ィ
ー

現
代
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ィ
ー　

200
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・
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性　
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る
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を
め
ぐ
る
問
い　

227
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あ
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シ
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膚
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膜
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＋
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455　第五章　肉体と眼差し

金
子
國
義　

ホ
モ
・
エ
ス
テ
テ
ィ
ク
ス

先
日
、
京
都
に
あ
る
「
紅
蝙
蝠
」
を
訪
れ
た
。
金
子
國
義
氏
が
ア
ー
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
し
て
、
彼
の
作
品
で
埋
め
つ
く

さ
れ
た
画
廊
の
よ
う
な
京
料
理
の
店
で
あ
る
。
氏
の
訃
報
後
に
、
仕
事
の
関
係
で
た
ま
た
ま
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
私
は
、

あ
ら
た
め
て
金
子
國
義
と
い
う
画
家
の
仕
事
を
偲
ぶ
べ
く
、
こ
の
店
を
訪
ね
た
わ
け
で
あ
る
。

油
彩
の
大
作
《
来
訪
者
》（
一
九
八
二
年
）、《
殉
教
》（
一
九
九
五
年
）
を
は
じ
め
、
リ
ト
グ
ラ
フ
の
《D

rink M
e

》（
二
〇

〇
〇
年
）
な
ど
の
小
品
、
あ
る
い
は
ブ
リ
ジ
ッ
ト
・
バ
ル
ド
ー
他
（
他
と
い
う
の
も
、
私
に
は
バ
ル
ド
ー
以
外
よ
く
認
知
で
き
な

か
っ
た
か
ら
だ
が
）
の
女
優
た
ち
の
写
真
が
壁
を
埋
め
つ
く
し
て
い
る
。
絵
画
や
写
真
の
そ
う
し
た
人
物
た
ち
に
取
り
囲
ま

れ
た
静
謐
な
空
間
の
な
か
で
、
私
は
氏
の
作
品
へ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
思
い
を
反
芻
し
て
い
た
。

金
子
國
義
の
作
品
は
、
一
見
し
て
忘
れ
難
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
独
自
の
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
て
訴
え
か
け
る
も
の
が
あ
る
。
一

九
六
〇
年
代
後
半
の
《
花
咲
く
乙
女
た
ち
》
か
ら
、
七
〇
年
代
以
降
の
ア
リ
ス
群
像
、
バ
タ
イ
ユ
や
ジ
ュ
ネ
の
小
説
の
挿
絵
、

あ
る
い
は
八
〇
年
代
以
降
の
お
び
た
だ
し
い
“
男
た
ち
”
の
群
像
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
・
意
匠
に
違
い
は
あ

る
も
の
の
、
受
け
る
印
象
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
う
い
う
言
い
方
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、“
金
子
國
義
！
”

と
い
う
印
象
だ
。

氏
は
、
風
景
画
も
静
物
画
も
、
要
す
る
に
人
間
の
登
場
し
な
い
絵
は
い
っ
さ
い
描
か
な
い
。
人
間
を
描
く
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
肖
像
画
で
も
風
俗
画
で
も
な
い
。
キ
ャ
ロ
ル
や
バ
タ
イ
ユ
や
ジ
ュ
ネ
の
小
説
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
す
る
場
合
に
は
、
一
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定
の
制
約
が
あ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
氏
は
ひ
た
す
ら
自
分
好
み
の
人
間
た
ち
を
男
女
を
問
わ
ず
筆

の
力
で
画
面
上
に
現
出
さ
せ
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
氏
の
現
出
さ
せ
る
少
女
た
ち
も
成
熟
し
た
女
た
ち
も
男
た
ち
も
、
皆
プ
ロ
ポ

ー
シ
ョ
ン
良
く
、
顔
が
小
さ
く
、
く
っ
き
り
と
弧
を
描
く
眉
と
、
官
能
的
な
唇
と
、
大
き
な
眼
を
も
っ
て
、
画
面
の
こ
ち
ら

を
、
あ
る
い
は
あ
ら
ぬ
方
向
を
見
つ
め
な
が
ら
空
虚
な
表
情
を
浮
か
べ
て
い
る
。
ま
る
で
内
面
な
ど
存
在
し
な
い
か
の
よ
う

に
。澁

澤
龍
彥
は
、
金
子
國
義
の
部
屋
を
初
め
て
訪
れ
た
と
き
、
部
屋
を
埋
め
つ
く
す
作
品
群
を
見
て
、「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
だ
。

い
や
バ
ル
チ
ュ
ス
だ
」
と
呟
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
金
子
自
身
は
、
一
九
八
四
年
に
京
都
で
開
か
れ
た
、
わ
が
国
最
初
の
大

規
模
な
バ
ル
チ
ュ
ス
展
に
際
し
て
の
「
バ
ル
チ
ュ
ス
展
を
見
て
」
と
い
う
文
章
の
な
か
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
る
。

バ
ル
チ
ュ
ス
は
他
人
を
観
察
す
る
こ
と
に
最
大
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
か
で
も
眠
っ
て
い
る

人
の
よ
う
な
無
防
備
で
、
一
種
の
放
心
状
態
に
あ
る
人
、
あ
る
い
は
無
心
で
な
に
か
や
っ
て
い
る
人
を
、
彼
は
好
ん
で
描

い
て
い
る
。
こ
の
覗
き
見
る
と
い
う
視
点
に
は
、
僕
も
と
て
も
共
感
で
き
る
。

バ
ル
チ
ュ
ス
へ
の
「
共
感
」
を
熱
く
語
り
な
が
ら
、
し
か
し
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
金
子
自
身
の
心
情
の
吐
露
と
も
受
け
取
れ

る
文
章
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
私
の
推
測
す
る
に
、
澁
澤
龍
彥
が
一
九
六
七
年
に
書
い
た
「
花
咲
く
乙
女
た

ち
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル 

金
子
國
義
に
つ
い
て
」
の
な
か
の
、「
私
が
興
味
を
い
だ
く
の
は
、
お
の
れ
の
城
に
閉
じ
こ
も
り
、
小

さ
な
壁
の
穴
か
ら
、
自
分
だ
け
の
光
り
輝
く
現
実
を
眺
め
て
い
る
、
徹
底
的
に
反
時
代
的
な
画
家
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
一
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文
に
密
か
に
呼
応
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
文
章
に
は
若
干
の
留
保
と
い
う
か
解
釈
が
必
要
だ
ろ
う
。
バ
ル
チ
ュ
ス
に
つ
い
て
の
金
子
國
義
の

文
章
に
お
い
て
、「
他
人
を
観
察
す
る
こ
と
に
最
大
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
一
節
を
氏
自
身
に
あ
て
は
め
る
と
す

れ
ば
、
氏
に
お
い
て
ま
ず
「
他
人
」
と
は
な
に
か
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
人
間
に
し
か
興
味
が
な
い
。
そ
れ
も

自
分
好
み
の
人
間
ば
か
り
。
愛
ら
し
い
《D

rink M
e

》
の
ア
リ
ス
の
姿
を
感
心
し
て
眺
め
て
い
た
私
は
、
横
に
広
い
そ
の

ア
リ
ス
の
額
ひ
た
い
が
氏
自
身
の
額
に
そ
っ
く
り
な
こ
と
に
突
然
気
づ
い
た
。
そ
う
か
、
こ
れ
は
氏
自
身
の
理
想
化
さ
れ
た
ひ
と

つ
の
姿
な
の
だ
な
と
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。
い
や
、
ア
リ
ス
ば
か
り
で
は
な
い
。
氏
の
描
く
人
間
た
ち
は
、
少
女
も
娼
婦
も

男
た
ち
も
す
べ
て
氏
自
身
の
あ
り
う
べ
き
理
想
化
さ
れ
た
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
金
子
國
義
に
と
っ
て
、

「
他
人
を
観
察
す
る
」
と
は
、
自
分
自
身
の
存
在
可
能
性
の
極
大
化
の
た
め
の
方
途
な
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、「
小
さ
な

壁
の
穴
か
ら
」
覗
き
見
ら
れ
た
「
自
分
だ
け
の
光
り
輝
く
現
実
」
と
は
、
理
想
化
さ
れ
た
自
分
自
身
に
ほ
か
な
ら
ぬ
美
し
い

「
他
人
」
た
ち
の
集
う
世
界
以
外
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

金
子
國
義
の
作
品
に
は
、
バ
ル
チ
ュ
ス
の
み
な
ら
ず
、
と
き
に
マ
グ
リ
ッ
ト
も
、
あ
る
い
は
ベ
ル
メ
ー
ル
す
ら
影
を
落
と

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
人
物
の
姿
形
、
人
物
の
配
置
に
お
け
る
そ
う
し
た
類
似
性
よ
り
も
、
氏
の
作
品
の
際

立
っ
た
特
徴
は
、
背
景
が
、
よ
り
正
確
に
は
遠
景
が
存
在
し
な
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。
人
物
た
ち
は
、
部
屋
の
壁
か
カ
ー

テ
ン
か
を
背
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
さ
な
が
ら
に
闇
に
浮
か
び
、
あ
る
い
は
明
る
い
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
平
面

の
前
に
立
つ
。
人
物
た
ち
の
向
こ
う
側
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
眼ま
な

差ざ

す
べ
き
世
界
が
向
こ
う
側
に
は
存
在
し
な
い
。

問
題
は
こ
ち
ら
側
だ
け
な
の
だ
。
狭
い
舞
台
上
で
観
客
に
向
か
っ
て
演
技
す
る
俳
優
た
ち
の
よ
う
に
、
氏
の
画
面
上
の
人
物

た
ち
は
存
在
す
る
。
そ
し
て
観
客
と
は
、
誰
よ
り
も
金
子
國
義
自
身
の
こ
と
で
あ
る
。



458

遺
著
と
な
っ
た
『
美
貌
帖
』（
二
〇
一
五
年
）
を
読
む
と
、
氏
の
資
質
の
よ
う
な
も
の
が
よ
く
わ
か
る
。「
序 

部
屋
の
中
」

は
、
と
り
わ
け
お
も
し
ろ
い
。
氏
の
部
屋
の
な
か
に
あ
る
小
物
た
ち
、
買
い
集
め
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
片
っ
ぱ
し
か
ら
列
挙

し
て
い
く
章
な
の
だ
が
、
清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
さ
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
好
き
嫌
い
を
、
い
や
好
き
な
も
の
だ
け
を
あ
げ

つ
ら
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
好
き
な
も
の
だ
け
に
取
り
囲
ま
れ
た
氏
は
、
徹
頭
徹
尾
、
一
個
の
享
受
者
で
あ
る
。
美
的
享
受

に
浸
る
人
、
唯エ

ス

テ

ー

ト

美
主
義
者
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

そ
の
エ
ス
テ
ー
ト
が
、
享
受
の
側
か
ら
制
作
の
側
に
ま
わ
る
。
そ
れ
も
、
ま
た
自
分
好
み
の
人
物
た
ち
を
画
面
上
に
現
出

さ
せ
、
み
ず
か
ら
享
受
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
制
作
が
と
り
も
な
お
さ
ず
享
受
な
の
だ
。
こ
の
稀
代
の
美
ホ
モ
・
エ
ス
テ
テ
イ
ク
ス

的
人
間

に
は
、
し
か
し
自
分
を
忘
れ
て
眼
差
す
べ
き
彼
方
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

画
家
に
対
す
る
私
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
思
い
も
、
そ
ん
な
疑
問
に
関
係
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

が
、
そ
の
氏
も
、
つ
い
に
不
可
視
の
向
こ
う
側
へ
、
彼
方
へ
と
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
も
ま
た
美
し
い
「
他
人
」
た

ち
の
集
う
世
界
だ
ろ
う
か
。
御
冥
福
を
祈
る
。
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