


























































陰
翳
礼
讃  

 

◆
谷
崎
潤
一
郎

評
論

教
材
の
ね
ら
い

◉
学
習
目
標  

・
筆
者
が
述
べ
る
日
本
の
漆
器
・
料
理
の
魅
力
を
、
具
体
例
に
即
し
て
理
解
す
る
。

（
①
）

・「
陰
翳
」
や
「
闇
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
取
り
出
し
、そ
れ
ら
の
語
に
込
め
ら

れ
た
含
意
を
理
解
す
る
。（
②
）

・
特
徴
的
な
表
現
を
探
し
、
五
感
を
駆
使
し
、
読
者
の
共
感
を
誘
う
筆
者
の
工
夫

を
理
解
す
る
。（
③
）

・
本
評
論
を
き
っ
か
け
に
、「
日
本
文
化
」
や
「
日
本
文
化
論
」
に
つ
い
て
考
察

し
、
自
分
な
り
の
考
え
を
持
つ
。（
④
）

◉
学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト  

　学
習
目
標
に
即
し
て
、
指
導
上
の
留
意
点
を
記
す
。

①
②
本
評
論
で
は
、
日
本
の
文
化
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
が
、
漆
器
と
料
理
を
例

に
語
ら
れ
て
い
る
。
前
半
部
（
第
一
段
）
で
は
日
本
の
漆
器
、後
半
部
（
第
二
段
）

で
は
日
本
の
料
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

本
文
は
同
じ
内
容
を
例
に
即
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
言
い
換
え
、
反
復
す
る
よ
う
に
進

ん
で
い
く
。
逆
に
言
う
と
、
筆
者
の
考
え
は
以
下
の
よ
う
な
箇
所
に
端
的
に
示
さ

れ
て
い
る
。

○
前
半
部

　日
本
の
漆
器
に
つ
い
て

・「
日
本
の
漆
器
の
美
し
さ
は
、…
…
ぼ
ん
や
り
し
た
薄
明
か
り
の
中
に
置
い
て
こ

そ
、
初
め
て
本
当
に
発
揮
さ
れ
る
」（
264
下
・
1
）

・「『
闇
』
を
条
件
に
入
れ
な
け
れ
ば
漆
器
の
美
し
さ
は
考
え
ら
れ
な
い
」（
265
上
・

9
）

○
後
半
部

　日
本
の
料
理
に
つ
い
て

・「
日
本
の
料
理
は
食
う
も
の
で
な
く
て
見
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
が
、…
…
見
る

も
の
で
あ
る
以
上
に
瞑
想
す
る
も
の
で
あ
る
」（
267
上
・
4
）

・「
我
々
の
料
理
が
常
に
陰
翳
を
基
調
と
し
、闇
と
い
う
も
の
と
切
っ
て
も
切
れ
な

い
関
係
に
あ
る
こ
と
」（
268
下
・
6
）

　つ
ま
り
ご
く
簡
略
化
す
れ
ば
、
日
本
の
文
化
は
「
陰
翳
」
を
基
調
と
し
、「
闇
」

を
条
件
と
す
る
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。

　学
習
指
導
と
し
て
は
、
筆
者
が
考
え
る
日
本
の
漆
器
・
料
理
の
魅
力
を
、
具
体

例
に
即
し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
（
①
）、
ま
た
、
具
体
例
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る

右
の
命
題
を
、
特
に
「
陰
翳
」
や
「
闇
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
の
含
意
に
注
意

し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
（
②
）
が
重
要
で
あ
る
。

　前
者
に
関
し
て
は
、
多
く
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
適
宜
分
類
し
つ
つ
、

整
理
し
た
い
。
そ
の
際
、
対
比
さ
れ
て
い
る
も
の
に
も
注
意
さ
せ
た
い
（「
展
開

図
」
参
照
）。
後
者
に
関
し
て
は
、「
陰
翳
」
や
「
闇
」
の
語
は
、
対
象
を
取
り
囲

む
空
間
を
指
す
場
合
と
、
物
そ
れ
自
体
に
備
わ
る
属
性
を
言
う
場
合
と
が
あ
る
。

そ
れ
ら
は
分
か
ち
が
た
く
重
な
り
あ
っ
て
い
る
た
め
、
語
に
込
め
ら
れ
た
含
意
に

注
意
し
つ
つ
、
命
題
の
意
味
を
改
め
て
確
認
す
る
作
業
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う

（「
作
品
解
説
」
参
照
）。

③
④
本
評
論
は
、「
日
本
文
化
論
」
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
も
の
で
あ
る
。「
日
本
文

化
論
」「
日
本
人
論
」
は
世
に
氾
濫
し
て
お
り
、各
論
者
が
口
々
に
語
る
「
日
本
文
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化
」「
日
本
人
」
は
統
一
的
な
像
を
結
ば
な
い
。
そ
れ
は
い
つ
・
ど
こ
の
・
ど
の
よ

う
な
例
に
つ
い
て
、
何
と
対
比
す
る
か
に
よ
っ
て
、
い
か
よ
う
に
も
語
る
こ
と
が

で
き
る
。
本
評
論
に
関
し
て
も
、
筆
者
の
主
張
を
事
実
に
も
と
づ
く
も
の
、
真
実

を
語
っ
た
も
の
と
し
て
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
機
に
各
人

が
疑
問
や
関
心
を
持
つ
こ
と
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
。「
日
本
文
化
」と
は
何
か
、「
日

本
文
化
論
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、「
日
本
文
化
」
を
語
る
こ
と
に
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
の
か
、
人
は
な
ぜ
「
日
本
文
化
」
を
語
る
の
か
。
本
評
論
を
「
日

本
文
化
」
や
「
日
本
文
化
論
」
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
考
え
を
持
つ
き
っ
か
け
と

し
た
い
。

　学
習
指
導
と
し
て
は
、
文
中
の
特
徴
的
な
表
現
を
挙
げ
さ
せ
、
五
感
を
駆
使
し
、

読
者
の
共
感
を
誘
う
筆
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
に
気
づ
か
せ
た
い（
③
）。
表
現
の

工
夫
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
筆
者
の
主
張
に
対
し
て
距
離
を
と
り
、
批
評
的
に
読

む
こ
と
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
（
具
体
的
に
は
、「
表
現
の
特
色
」
及
び
「
学

習
の
手
引
き
三
」
を
参
照
）。

　最
後
に
、
発
展
と
し
て
、
他
の
日
本
文
化
論
を
読
み
、
本
評
論
と
比
較
す
る
な

ど
の
活
動
を
取
り
入
れ
、「
日
本
文
化
」
や
「
日
本
文
化
論
」
に
つ
い
て
自
分
な
り

の
考
え
を
持
つ
こ
と
を
目
指
す
（
④
）。
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
他
の
教
材
、

「
参
考
資
料
」
に
掲
げ
た
評
論
等
を
適
宜
用
い
、複
数
の
日
本
文
化
論
を
読
み
比
べ

た
い
。
現
代
の
日
本
文
化
に
関
す
る
新
聞
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
記
事
を
参
照
す

る
の
も
面
白
い
だ
ろ
う
。「
日
本
文
化
」は
か
つ
て
も
現
在
も
多
様
に
語
ら
れ
て
い

る
。
い
た
ず
ら
に
他
の
文
化
と
の
差
異
を
強
調
し
、「
日
本
文
化
」
を
特
別
視
す
る

の
で
は
な
く
、
ま
し
て
他
の
文
化
に
対
す
る
優
劣
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、

多
様
な
視
点
を
踏
ま
え
、自
分
な
り
に
疑
問
や
関
心
を
持
つ
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
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で
は
日
本
の
料
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

本
文
は
同
じ
内
容
を
例
に
即
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
言
い
換
え
、
反
復
す
る
よ
う
に
進

ん
で
い
く
。
逆
に
言
う
と
、
筆
者
の
考
え
は
以
下
の
よ
う
な
箇
所
に
端
的
に
示
さ

日
本
の
漆
器
に
つ
い
て

・「
日
本
の
漆
器
の
美
し
さ
は
、…
…
ぼ
ん
や
り
し
た
薄
明
か
り
の
中
に
置
い
て
こ

そ
、
初
め
て
本
当
に
発
揮
さ
れ
る
」（
264
下
・
1
）

図
」
参
照
）。
後
者
に
関
し
て
は
、「
陰
翳
」
や
「
闇
」
の
語
は
、
対
象
を
取
り
囲

む
空
間
を
指
す
場
合
と
、
物
そ
れ
自
体
に
備
わ
る
属
性
を
言
う
場
合
と
が
あ
る
。

そ
れ
ら
は
分
か
ち
が
た
く
重
な
り
あ
っ
て
い
る
た
め
、
語
に
込
め
ら
れ
た
含
意
に

注
意
し
つ
つ
、
命
題
の
意
味
を
改
め
て
確
認
す
る
作
業
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う

（「
作
品
解
説
」
参
照
）。

③
④
本
評
論
は
、「
日
本
文
化
論
」
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
も
の
で
あ
る
。「
日
本
文

化
論
」「
日
本
人
論
」
は
世
に
氾
濫
し
て
お
り
、各
論
者
が
口
々
に
語
る
「
日
本
文

化
」「
日
本
人
」
は
統
一
的
な
像
を
結
ば
な
い
。
そ
れ
は
い
つ
・
ど
こ
の
・
ど
の
よ

う
な
例
に
つ
い
て
、
何
と
対
比
す
る
か
に
よ
っ
て
、
い
か
よ
う
に
も
語
る
こ
と
が

で
き
る
。
本
評
論
に
関
し
て
も
、
筆
者
の
主
張
を
事
実
に
も
と
づ
く
も
の
、
真
実

を
語
っ
た
も
の
と
し
て
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
機
に
各
人

が
疑
問
や
関
心
を
持
つ
こ
と
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
。「
日
本
文
化
」と
は
何
か
、「
日

本
文
化
論
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、「
日
本
文
化
」
を
語
る
こ
と
に
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
の
か
、
人
は
な
ぜ
「
日
本
文
化
」
を
語
る
の
か
。
本
評
論
を
「
日

本
文
化
」
や
「
日
本
文
化
論
」
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
考
え
を
持
つ
き
っ
か
け
と

学
習
指
導
と
し
て
は
、
文
中
の
特
徴
的
な
表
現
を
挙
げ
さ
せ
、
五
感
を
駆
使
し
、

読
者
の
共
感
を
誘
う
筆
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
に
気
づ
か
せ
た
い（
③
）。
表
現
の

工
夫
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
筆
者
の
主
張
に
対
し
て
距
離
を
と
り
、
批
評
的
に
読

む
こ
と
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
（
具
体
的
に
は
、「
表
現
の
特
色
」
及
び
「
学

最
後
に
、
発
展
と
し
て
、
他
の
日
本
文
化
論
を
読
み
、
本
評
論
と
比
較
す
る
な

ど
の
活
動
を
取
り
入
れ
、「
日
本
文
化
」
や
「
日
本
文
化
論
」
に
つ
い
て
自
分
な
り

の
考
え
を
持
つ
こ
と
を
目
指
す
（
④
）。
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
他
の
教
材
、

「
参
考
資
料
」
に
掲
げ
た
評
論
等
を
適
宜
用
い
、複
数
の
日
本
文
化
論
を
読
み
比
べ

た
い
。
現
代
の
日
本
文
化
に
関
す
る
新
聞
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
記
事
を
参
照
す

る
の
も
面
白
い
だ
ろ
う
。「
日
本
文
化
」は
か
つ
て
も
現
在
も
多
様
に
語
ら
れ
て
い

る
。
い
た
ず
ら
に
他
の
文
化
と
の
差
異
を
強
調
し
、「
日
本
文
化
」
を
特
別
視
す
る

の
で
は
な
く
、
ま
し
て
他
の
文
化
に
対
す
る
優
劣
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、

多
様
な
視
点
を
踏
ま
え
、自
分
な
り
に
疑
問
や
関
心
を
持
つ
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。

学
習
指
導
の
展
開
と
評
価

◉
学
習
指
導
案
例
（
配
当
時
間
四
時
間
の
場
合
）  

時
間

目

　
標

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第 1 時限

❶
「
日
本
文
化
」
に
つ

い
て
考
え
る

❷
第
一
段
（
初
め
〜
266

下
・
15
）
を
読
み
、

具
体
例
に
即
し
て
筆

者
の
考
え
を
理
解
す

る

導
入

展
開
1

1

　「日
本
文
化
」
の
例
と
し
て
、思
い
浮
か
ぶ
も
の

を
自
由
に
挙
げ
る
。

1

　第
一
段
を
音
読
す
る
。

2

　日
本
の
漆
器
に
つ
い
て
、
筆
者
の
考
え
が
端
的

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
探
す
。

3

　具
体
例
を
整
理
す
る
。

1

　本
文
に
入
る
前
に
、「
日
本
文
化
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
る
か
、
各
自
が
連
想
す
る
も
の
を
挙
げ
さ

せ
る
。

2

　筆
者
の
考
え
は
以
下
の
箇
所
に
示
さ
れ
て
い
る
。

・「
日
本
の
漆
器
の
美
し
さ
は
、…
…
ぼ
ん
や
り
し
た
薄
明
か

り
の
中
に
置
い
て
こ
そ
、
初
め
て
本
当
に
発
揮
さ
れ
る
」

（
264
下
・
1
〜
3
）

・「『
闇
』
を
条
件
に
入
れ
な
け
れ
ば
漆
器
の
美
し
さ
は
考
え

ら
れ
な
い
」（
265
上
・
9
）

　筆
者
の
考
え
を
抽
出
し
た
上
で
、
3
の
具
体
例
の
整
理
に
移

り
た
い
（「
学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
」
参
照
）。

3

　複
数
の
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
膳
や
椀
、
金
蒔
絵
を

施
し
た
器
物
、
そ
し
て
汁
の
入
っ
た
吸
い
物
椀
、
と
議
論
の
ポ

イ
ン
ト
が
少
し
ず
つ
移
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い（「
展
開

図
」
参
照
）。

第 2 時限

❶
第
二
段
（
266
下
・
17

〜
終
わ
り
）を
読
み
、

具
体
例
に
即
し
て
筆

者
の
考
え
を
理
解
す

る

展
開
2

1

　第
二
段
を
音
読
す
る
。

2

　日
本
の
料
理
に
つ
い
て
、
筆
者
の
考
え
が
端
的

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
探
す
。

2

　筆
者
の
考
え
は
以
下
の
箇
所
に
示
さ
れ
て
い
る
。

・「
日
本
の
料
理
は
食
う
も
の
で
な
く
て
見
る
も
の
だ
と
言

わ
れ
る
が
、
…
…
見
る
も
の
で
あ
る
以
上
に
瞑
想
す
る
も

の
で
あ
る
」（
267
上
・
4
〜
6
）
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第 2 時限

❷
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る

「
陰
翳
」
や
「
闇
」
の

語
に
込
め
ら
れ
た
含

意
を
理
解
す
る

ま
と
め

3

　具
体
例
を
整
理
す
る
。

1

　日
本
の
漆
器
・
料
理
に
つ
い
て
、
筆
者
が
述
べ

て
い
る
こ
と
を
、「
陰
翳
」
や
「
闇
」
の
語
の
含
意

に
注
意
し
な
が
ら
ま
と
め
る
。

・
「
我
々
の
料
理
が
常
に
陰
翳
を
基
調
と
し
、
闇
と
い
う
も

の
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
」（
268
下
・

6
）

　筆
者
の
考
え
を
抽
出
し
た
上
で
、
3
の
具
体
例
の
整
理
に
移

り
た
い
（「
学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
」
参
照
）。

3

　特
に
末
尾
に
は
多
く
の
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
グ

ル
ー
プ
分
け
し
て
整
理
す
る
と
よ
い
（「
展
開
図
」
参
照
）。

1

　「陰
翳
」
や
「
闇
」
の
語
に
関
し
て
は
、以
下
の
点
に
注
意
し

た
い
（
詳
細
は
「
作
品
解
説
」
参
照
）。

・
対
象
を
取
り
囲
む
空
間
を
指
す
場
合
と
、
物
そ
れ
自
体
に

備
わ
る
属
性
を
言
う
場
合
が
あ
る
こ
と

・
単
純
に
「
明
」
に
対
す
る
「
暗
」
の
状
態
を
言
う
の
で
は

な
く
、
ほ
の
か
な
「
明
」
を
含
ん
だ
「
暗
」
を
意
味
し
て

い
る
こ
と

第 3 時限

❶
表
現
の
特
色
に
注
目

す
る

発
展
1

1

　文
中
の
特
徴
的
な
表
現
を
挙
げ
、
筆
者
の
工
夫

に
つ
い
て
考
え
る
。
特
に
、
以
下
の
二
点
に
注
目

す
る
。

　ア

　直
喩
を
用
い
、
五
感
を
駆
使
し
た
表
現

　イ

　読
者
の
共
感
を
誘
う
表
現

1

　ア
に
関
し
て
は
、「
〜
よ
う
な
」「
あ
た
か
も
〜
」
と
い
う
直

喩
を
用
い
た
表
現
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
が
何
を
た
と
え
た
も
の

か
を
確
認
さ
せ
る
。
一
つ
の
場
面
で
複
数
の
感
覚
を
働
か
せ
て

い
る
点
に
気
づ
か
せ
た
い
（「
学
習
の
手
引
き
三
」
参
照
）。
イ

に
関
し
て
は
、読
者
に
対
す
る
呼
び
か
け
や
詠
嘆
の
表
現
、「
私
」

「
人
」「
我
々
」
等
の
動
作
主
を
表
す
単
語
や
「
日
本
」「
日
本

人
」
の
語
の
用
い
ら
れ
方
に
注
意
を
促
し
た
い
（「
表
現
の
特

色
」
参
照
）。
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