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一
　

　
明
治
の
口
絵
・
挿
絵
文
化
に
つ
い
て
語
る
際
、
「
口
絵
華
や
か
な
り
し
頃
」
と
い
う
言
い
ま
わ
し
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
鏑
木
清
方

が
『
こ
し
か
た
の
記
』
の
節
題
に
し
て
有
名
に
な
っ
た
言
葉
だ
が
、
も
と
は
文
筆
家
と
し
て
も
す
ぐ
れ
た
力
量
を
持
つ
洋
画
家
、
木
村
荘

八
の
「
口
絵
華
や
か
に
、
挿
絵
侘
び
し
か
り
し
頃
」
と
い
う
表
現
を
借
り
た
も
の
で
あ
っ
た

）
1
（

。
荘
八
が
意
識
し
て
い
た
の
は
、
武
内
桂
舟
・

水
野
年
方
・
富
岡
永
洗
ら
の
活
動
期
か
ら
清
方
の
最
盛
期
ま
で
で
、
年
代
と
し
て
は
明
治
二
十
年
代
前
半
か
ら
明
治
末
、
大
正
初
期
こ
ろ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
、
各
出
版
社
が
単
行
本
や
雑
誌
に
競
っ
て
美
麗
な
口
絵
を
入
れ
る
一
方
、
「
口
絵
は
大
家
に
描
か
せ
る
、

挿
絵
の
方
は
小
家
で
間
に
合
は
す
、
と
云
つ
た
や
う
な
イ
ヤ
な
こ
と
も
す
る
」
傾
向
が
あ
っ
た
と
し
て

）
2
（

、
荘
八
は
右
の
よ
う
に
述
べ
た
の

で
あ
っ
た
。
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も
っ
と
も
、
明
治
の
雑
誌
や
新
聞
を
幅
広
く
見
て
ゆ
け
ば
、
質
の
高
い
挿
絵
も
け
っ
し
て
少
な
く
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
清
方
は
荘
八

の
表
現
の
後
半
を
略
し
た
の
だ
ろ
う
し
、
実
際
『
こ
し
か
た
の
記
』
で
は
、
口
絵
と
挿
絵
の
扱
い
に
大
き
な
差
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
こ
こ
で
も
こ
の
傑
出
し
た
両
挿
絵
画
家
が
注
目
し
た
対
象
を
、
ひ
と
ま
ず
明
治
中
後
期
の
口
絵
・
挿
絵
文
化
と
概
括
し
て
お
こ

う
。
そ
れ
は
近
代
文
学
の
興
隆
期
、
す
な
わ
ち
尾
崎
紅
葉
や
幸
田
露
伴
の
出
発
か
ら
、
自
然
主
義
が
や
や
退
潮
し
て
白
樺
派
や
耽
美
派
の

勃
興
を
迎
え
る
ま
で
と
、
ほ
ぼ
完
全
に
重
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
か
な
り
の
蓄
積
を
有
す
る
明
治
文
学
研
究
に
対
し
、
口
絵
・
挿
絵
の
研
究
は
捗
々
し
く
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

先
駆
的
な
匠
秀
夫
『
近
代
日
本
の
美
術
と
文
学
』
（
木
耳
社
、
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
）
を
は
じ
め
、
二
十
世
紀
に
提
出
さ
れ
た
研
究
の
多

く
は
、
掲
載
作
品
と
直
接
の
関
わ
り
な
く
制
作
さ
れ
た
絵
、
い
わ
ば
絵
画
と
し
て
単
独
で
扱
い
う
る
絵
を
興
味
の
中
心
と
し
、
物
語
の
一

場
面
を
再
現
的
に
描
い
た
よ
う
な
絵
は
検
討
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
近
年
で
は
、
『
増
補

改
訂
木
版
口
絵
総
覧
』
（
文
生
書
院
、

平
成
二
十
八
年
十
二
月
）
な
ど
山
田
奈
々
子
の
一
連
の
仕
事
に
加
え
、
立
命
館
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
が
朝
日
智
雄
の
蒐
集
資
料

を
母
体
に
「
朝
日
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
口
絵
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
構
築
し
た
こ
と
で
、
木
版
多
色
摺
口
絵
に
つ
い
て
は
研
究
環
境
の
整
備
が

進
ん
で
い
る
が
、
石
版
や
各
種
写
真
版
な
ど
ほ
か
の
印
刷
技
術
に
よ
る
口
絵
、
ま
た
巻
中
に
挿
入
さ
れ
た
挿
絵
は
そ
の
範
疇
に
は
含
ま
れ

て
い
な
い
。
岩
切
信
一
郎
『
明
治
版
画
史
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
一
年
八
月
）
や
前
田
恭
二
『
絵
の
よ
う
に
　
明
治
文
学
と
美
術
』

（
白
水
社
、
平
成
二
十
六
年
九
月
）
は
、
文
学
と
美
術
の
内
容
的
交
響
や
制
作
の
現
場
に
光
を
当
て
た
す
ぐ
れ
た
成
果
だ
が
、
史
的
把
握
が

優
先
さ
れ
て
い
る
の
は
や
む
を
え
ず
、
多
種
多
様
な
明
治
期
の
作
品
の
実
態
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
研
究
の
深
化
が
必
要
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
年
な
お
こ
の
分
野
の
研
究
が
大
き
く
進
み
か
ね
て
い
る
の
は
、
文
学
と
口
絵
・
挿
絵
の
双
方
を
あ
わ
せ
て
論
じ
る
た

め
の
枠
組
や
視
点
、
方
法
等
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
文
学
研
究
と
美
術
研
究
を
別
箇
の
領
域
と
し
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て
き
た
、
西
洋
を
模
倣
し
て
整
備
さ
れ
た
近
代
的
学
問
体
系
が
あ
る
。
文
学
の
研
究
者
が
テ
キ
ス
ト
に
の
み
注
目
す
る
一
方
、
美
術
の
研

究
者
は
肉
筆
に
よ
る
本
画
を
研
究
の
中
心
と
し
た
こ
と
で
、
印
刷
画
、
特
に
文
学
作
品
に
取
材
し
て
出
版
物
に
挿
入
さ
れ
た
口
絵
や
挿
絵

は
、
い
ず
れ
の
視
野
か
ら
も
疎
外
さ
れ
て
き
た
。
木
版
多
色
摺
口
絵
の
研
究
が
他
に
先
駆
け
て
進
ん
で
い
る
の
も
、
作
品
と
し
て
美
麗
だ

と
い
う
美
術
的
側
面
が
大
き
く
、
そ
れ
以
外
の
口
絵
や
挿
絵
は
単
行
本
や
初
出
の
紙
誌
面
で
確
認
す
る
以
外
、
作
品
を
見
る
こ
と
さ
え
難

し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

　
か
か
る
状
況
に
対
し
て
、
筆
者
は
近
代
の
作
家
た
ち
も
江
戸
の
戯
作
者
同
様
、
起
稿
に
先
ん
じ
て
口
絵
や
挿
絵
の
図
柄
に
指
示
を
出
し
、

文
章
と
絵
の
双
方
を
あ
わ
せ
て
作
品
と
し
て
構
想
し
て
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
画
文
を
一
体
で
捉
え
る
「
画
文
学
」
の
概
念
を
提
唱
し

て
研
究
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
は
、
作
家
を
一
つ
の
結
節
点
と
す
る
こ
と
で
、
文
章
と
口
絵
・
挿
絵
の
相
互
関
係
の
考
察
に
必
要
性
と
必

然
性
の
裏
づ
け
を
与
え
、
画
文
か
ら
成
る
作
品
の
再
解
釈
や
再
検
討
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
作
者
自
身
で
は
な
い
第
三
者

が
絵
に
指
示
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
、
指
示
を
受
け
て
も
な
お
画
人
の
裁
量
を
生
か
し
た
制
作
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
印
刷
技
術
の

選
択
や
摺
刷
の
過
程
に
お
い
て
は
、
編
集
部
や
印
刷
に
携
る
職
人
た
ち
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
成
立
し
た
作
品

の
解
釈
を
す
べ
て
作
家
の
意
図
へ
と
回
収
す
る
の
も
ま
た
適
当
で
は
な
い
。
画
人
の
流
派
・
方
法
・
個
々
の
力
量
や
、
各
印
刷
技
術
の
特

質
、
掲
載
媒
体
の
編
集
事
情
と
方
向
性
、
版
元
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
と
い
っ
た
様
々
な
要
素
を
斟
酌
し
、
作
品
ご
と
の
事
情
に
あ
わ
せ

た
慎
重
な
分
析
と
解
釈
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
視
野
に
立
ち
、
筆
者
は
す
で
に
樋
口
一
葉
「
十
三
夜
」
や
尾
崎
紅
葉
「
多
情
多
恨
」
「
金
色
夜
叉
」
な
ど
の
作
品
分
析

）
3
（

、

『
東
京
朝
日
新
聞
』
を
例
に
し
た
絵
入
り
新
聞
小
説
の
特
質
と
困
難

）
4
（

、
『
都
の
花
』
『
文
芸
倶
楽
部
』
『
新
小
説
』
（
第
二
期
）
と
い
っ
た
文
芸

誌
の
口
絵
の
実
態

）
5
（

、
『
新
著
月
刊
』
の
口
絵
に
見
ら
れ
る
新
し
い
印
刷
技
術
へ
の
挑
戦

）
6
（

、
そ
し
て
挿
絵
画
家
の
社
会
的
立
場
と
旧
著
作
権
法

下
で
の
法
的
権
利
等
に
関
し
て

）
7
（

、
そ
れ
ぞ
れ
論
考
を
発
表
し
て
き
た
。
し
か
し
、
右
記
の
う
ち
具
体
的
な
作
品
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
挿
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絵
に
も
積
極
的
に
関
与
し
、
作
意
を
込
め
よ
う
と
し
た
作
家
の
い
と
な
み
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
力
点
を
置
い
た
た
め
、
絵
画
の
分
析
と
し

て
十
分
で
あ
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
泉
鏡
花
の
初
期
作
品
「
清
心
庵
」
と
、
富
岡
永
洗
に
よ
る
そ
の
口
絵
《
美
人

駕
籠
に
凭
る
図
》
（
『
新
著
月
刊
』
明
治
三
十
年
七
月
）
を
取
上
げ
、
画
文
一
体
で
作
品
を
考
え
る
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
二
　

　「
清
心
庵
」
の
掲
載
媒
体
で
あ
る
『
新
著
月
刊
』
は
、
後
藤
宙
外
・
島
村
抱
月
・
水
谷
不
倒
・
小
杉
天
外
・
伊
原
青
々
園
の
五
人
が
組
織

し
た
、
丁
酉
文
社
の
編
集
に
か
か
る
雑
誌
で
あ
る
。
明
治
三
十
年
四
月
に
東
華
堂
か
ら
創
刊
さ
れ
、
一
時
は
先
行
す
る
第
二
期
『
新
小
説
』

を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
勢
い
を
誇
っ
た
が
、
版
元
の
財
政
難
に
よ
っ
て
翌
三
十
一
年
五
月
に
廃
刊
と
な
っ
た

）
8
（

。
筆
者
は
先
に
、
注
6
に
挙
げ

た
拙
稿
に
お
い
て
『
新
著
月
刊
』
口
絵
の
全
体
像
を
概
覧
し
、
こ
の
雑
誌
が
第
二
期
『
新
小
説
』
の
跡
を
追
う
形
で
、
着
色
写
真
版
を
中

心
と
す
る
新
し
い
口
絵
印
刷
技
術
に
挑
戦
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
た
だ
し
、
「
清
心
庵
」
の
掲
載
号
は
創
刊
か
ら
四
号
め
で
、

ま
だ
そ
う
し
た
試
み
が
本
格
化
し
て
い
な
い
時
期
に
あ
た
り
、
口
絵
《
美
人
駕
籠
に
凭
る
図
》
も
伝
統
的
な
多
色
摺
木
版
で
摺
ら
れ
て
い

る
。

　
作
家
の
側
に
即
し
て
言
え
ば
、「
清
心
庵
」
は
「
夜
行
巡
査
」
（
『
文
芸
倶
楽
部
』
明
治
二
十
八
年
四
月
）
、「
外
科
室
」
（
同
、
同
年
六
月
）
、

「
琵
琶
伝
」
（
『
国
民
之
友
』
明
治
二
十
九
年
一
月
）
、
「
海
城
発
電
」
（
『
太
陽
』
同
年
一
月
）
な
ど
で
文
壇
で
の
地
歩
を
固
め
た
泉
鏡
花
が
、

そ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
観
念
小
説
に
続
い
て
世
に
問
う
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
鏡
花
は
本
作
以
前
に
、
長
篇
『
誓
之
巻
』
と
総
称
さ
れ
る

短
篇
連
作
「
一
之
巻
」
～
「
誓
之
巻
」
（
『
文
芸
倶
楽
部
』
明
治
二
十
九
年
五
月
～
三
十
年
一
月
）
を
発
表
し
て
お
り
、
梅
山
聡
は
本
作
を

「
『
誓
之
巻
』
の
一
種
の
続
篇
な
い
し
完
結
篇
と
し
て
構
想
さ
れ
た
小
説
」
と
位
置
づ
け
た

）
9
（

。
氏
が
挙
げ
る
、
本
作
の
初
出
本
文
で
は
主
人

公
「
千
ち
や
ん
」
の
名
が
一
部
「
新
ち
や
ん
」
と
誤
記
さ
れ
、
こ
れ
は
長
篇
『
誓
之
巻
』
の
主
人
公
上
杉
新
次
の
呼
名
で
あ
る
こ
と
、
本
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作
の
初
収
単
行
本
が
『
誓
之
巻
』
（
日
高
有
倫
堂
、
明
治
三
十
九
年
一
月
）
で
、
そ
の
「
巻
末
に
付
録
の
よ
う
な
形
で
」
収
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
の
根
拠
は
説
得
的
で
あ
り
、
従
う
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
眞
有
澄
香
は
、
「
龍
潭
譚
」
（
『
文
芸
倶
楽
部
』
明
治
二
十
九
年
十
一
月
）
、

「
照
葉
狂
言
」
（
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
九
年
十
一
月
十
四
日
～
十
二
月
二
十
三
日
）
、
「
化
鳥
」
（
『
新
著
月
刊
』
明
治
三
十
年
四
月
）
な
ど

と
と
も
に
、
「
一
之
巻
」
～
「
誓
之
巻
」
や
本
作
を
〈
少
年
も
の
〉
と
す
る
位
置
づ
け
を
採
用
し
て
い
る

）
10
（

。

　
ま
ず
は
作
品
の
梗
概
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
中
心
的
な
人
物
は
九
歳
で
孤
児
と
な
り
、
作
中
の
現
在
時
で
は
十
八
歳
に
な
っ
て
い
る
千

（
千
ち
や
ん
）
で
あ
る
。
世
を
厭
う
た
彼
の
母
は
、
慰
藉
を
求
め
て
山
中
の
清
心
庵
に
住
む
尼
を
訪
れ
た
も
の
の
、
辞
去
し
た
あ
と
で
庵
中

か
ら
「
お
ゝ
、
寒さ

む

、
寒
」
と
い
う
尼
の
「
不
作
法
な
大
き
な
声
」
が
聞
こ
え
た
た
め
、
「
尼
に
な
つ
て
も
、
矢や

つ

張ぱ
り

寒
い
ん
だ
も
の
」
と
洩
し

て
死
を
選
ん
だ
の
だ
っ
た
。
母
の
死
後
に
知
り
あ
い
、
慕
っ
て
い
た
年
上
の
摩
耶
も
近
年
嫁
い
で
し
ま
っ
た
た
め
、
母
恋
し
さ
を
尼
に
訴

え
て
い
た
彼
は
、
そ
の
清
心
庵
を
譲
ら
れ
て
摩
耶
と
と
も
に
暮
し
は
じ
め
る
。
当
然
、
摩
耶
の
婚
家
は
下
山
を
促
す
が
彼
女
は
拒
否
、
傍

仕
え
の
お
蘭
た
ち
が
迎
え
に
来
て
も
な
お
帰
ら
ず
、
お
蘭
も
ま
た
千
と
話
し
て
ひ
と
ま
ず
納
得
し
、
摩
耶
の
小
袖
と
白
菊
だ
け
を
駕
籠
に

乗
せ
て
去
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
物
語
に
あ
わ
せ
、
富
岡
永
洗
が
描
い
た
口
絵
《
美
人
駕
籠
に
凭
る
図
》
【
図
1
】
に
つ
い
て
は
、
吉
田
昌
志
が
次
の
よ
う
に
評

し
て
い
る
。

　
　 

庵
の
枝
折
戸
の
前
に
止
め
た
駕
籠
の
横
で
、
藤
色
の
小
袖
と
菊
の
枝
を
持
っ
た
美
人
が
や
や
前
屈
み
に
見
返
る
図
は
、
物
語
の
結
び

に
近
い
場
面
を
写
し
た
も
の
と
知
ら
れ
る
。
「
清
心
庵
」
に
お
い
て
最
も
印
象
深
い
箇
所
は
（
中
略
）
最
後
の
一
節
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
場
面
を
絵
に
す
る
の
は
極
め
て
む
ず
か
し
い
こ
と
と
て
、
永
洗
は
無
難
に
駕
籠
へ
小
袖
と
菊
を
置
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を

描
い
て
い
る
。
永
洗
特
有
の
艶
色
は
、
わ
び
し
い
庵
の
く
す
ん
だ
背
景
に
抑
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
艶
や
か
と
い
う
よ
り
も
清

楚
な
趣
を
呈
し
て
お
り
、
手
に
抱
え
る
小
袖
の
藤
色
も
美
し
い

）
11
（

。
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氏
の
指
摘
す
る
「
最
後
の
一
節
」
と
は
、
「
千マ

里マ

が
山
を
下
る
駕
籠
に
小
袖
と
白
菊
の
あ
る
の
を
見
て
庵
に
駆
け
込
ん
だ
の
ち
、
衝
立
の

向
う
に
摩
耶
の
顔
を
認
め
」
た
場
面
の
こ
と
で
あ
る
。
小
説
の
最
終
部
、
当
該
場
面
の
本
文
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　 「
唯
今
！
」
／
と

勢
い
き
ほ
ひ

よ
く

框
か
ま
ち

に
踏
懸
け
呼
び
た
る
に
、

答
こ
た
へ

は
な
く
、
衣き

ぬ

の
気け

は

ひ勢
し
て
、
白
き
手
を
つ
き
、
肩
の
あ
た
り
、
衣ゑ

紋も
ん

の

あ
た
り
、
乳ち

の
あ
た
り
、
衝つ

ゐ

立た
て

の
蔭
に
つ
と
立
ち
て
。
烏
羽
玉
の
髪
の
ひ
ま
に
、
微
笑
み
む
か
へ
し
摩
耶
が
顔
。

筧
か
け
ひ

の
音
し
て
叢
に

虫
鳴
く
一
ツ
聞
こ
え
し
が
、
わ
れ
は
思
は
ず
身
の
毛
よ
だ
ち
ぬ
。
／
こ
の
虫
の
声
、
筧
の
音
、
框
に
片
足
か
け
た
る
ト
タ
ン
に
衝
立

の
蔭
に
人
見
え
た
る
、
わ
れ
は
嘗か

つ

て
か

〔

マ

マ

〕
る
時
か
ゝ
る
こ
と
に
出い

で

会あ

ひ
ぬ
。
母
上
か
、
摩
耶
な
り
し
か
わ
れ
覚
え
て
居
ら
ず
、
夢
な
り

し
か
、
知
ら
ず
、
前さ

き

の
世
の
こ
と
な
り
け
む
。

　
た
し
か
に
、
こ
の
記
述
で
は
衝
立
の
か
げ
か
ら
千
を
迎
え
た
女
が
、
摩
耶
な
の
か
、
そ
れ
と
も
千
の
亡
母
な
の
か
が
朧
化
さ
れ
て
い
る

う
え
、
夢
や
前
世
な
ど
、
現
実
で
は
な
い
可
能
性
さ
え
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
梅
山
聡
が
「
謎
め
い
た
結
末
の
意
味
を
ど
う
解
釈
す
る
か

に
関
し
て
議
論
が
集
中
し
て
き
た
印
象
が
あ
る
」
と
概
括
す
る
と
お
り

）
12
（

、
こ
の
部
分
が
読
者
に
よ
っ
て
解
釈
の
分
れ
る
、
し
た
が
っ
て
研

究
上
注
目
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
と
口
絵
に
お
け
る
図
像
化
と
い
う
点
で
は
、
吉
田
が
言
う
ほ
ど
「
極

め
て
む
ず
か
し
い
」
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
本
作
に
は
挿
絵
が
な
く
、
口
絵
も
一
枚
に
か
ぎ
ら
れ
る
た
め
、
女
の
顔

や
着
物
を
ど
う
描
い
て
も
摩
耶
か
亡
母
か
の
特
定
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
そ
れ
は
本
文
と
お
な
じ
く
読
者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

　
こ
こ
で
、
本
作
に
先
立
っ
て
『
新
著
月
刊
』
創
刊
号
（
明
治
三
十
年
四
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
鏡
花
作
「
化
鳥
」
の
口
絵
、
渡
部
金
秋
《
天

女
花
に
舞
ふ
図
》
（
ク
ロ
モ
石
版
、
【
図
2
】
）
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
小
説
で
も
、
川
で
溺
れ
か
け
た
語
り
手
の
少
年
、
廉
を
救
っ
た
「
大

き
な
五
色
の
翼は

ね

が
あ
つ
て
天
上
に
遊
ん
で
居
る
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
」
に
つ
い
て
、
彼
は
「
翼は

ね

の
生
へ
た
う
つ
く
し
い
人
は
何ど

う
も
母お

つ
か
さ
ん様

で
あ
る
ら
し
い
」
と
言
い
な
が
ら
、
「
何
う
見
て
も
母お

つ
か
さ
ん様

に
う
つ
く
し
い
五
色
の
翼は

ね

が
生
へ
ち
や
あ
居
な
い
か
ら
、
ま
た
さ
う
で
は
な
く
、
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他
に
そ
ん
な
人
かマ

マ

居
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
も
述
べ
て
、
事
実
が
朧
化
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
金
秋
の
口
絵
で
は
、
橋
番
を
す
る
母

親
が
廉
と
住
む
川
沿
い
の
陋
屋
を
右
下
の
枠
内
に
配
し
つ
つ
、
羽
衣
を
ま
と
い
、
蓮
の
花
を
手
に
し
て
宙
を
舞
う
天
女
を
中
央
上
部
に
大

き
く
描
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
清
心
庵
」
と
お
な
じ
く
物
語
内
の
出
来
事
を
杳
然
と
さ
せ
る
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
、
い
わ
ば
幻
想
で
あ

る
天
女
の
イ
メ
ー
ジ
の
ほ
う
を
選
択
し
、
図
像
と
し
て
明
瞭
に
描
き
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
明
治
三
十
年
代
に
な
っ
て
も
い
ま
だ
、
小
説
作
者
が
口
絵
・
挿
絵
の
図
柄
を
指
示
す
る
慣
習
は
広
く
継
続
し
て
お

り
、
『
新
著
月
刊
』
も
そ
の
方
式
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
た

）
13
（

。
ま
た
、
鏡
花
が
そ
う
し
た
慣
習
の
な
か
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
も
、
次
号

掲
載
の
「
春
昼
後
刻
」
の
場
面
を
、
そ
れ
が
ま
だ
未
発
表
の
段
階
で
先
取
り
し
て
描
い
た
「
春
昼
」
口
絵
（
岡
田
三
郎
助
画
、
『
新
小
説
』

明
治
三
十
九
年
十
一
月
）
な
ど
の
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る

）
14
（

。
す
な
わ
ち
、
幻
想
の
天
女
を
図
像
化
し
た
「
化
鳥
」
口
絵
は
鏡
花
自
身
の
指

示
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
し
た
が
っ
て
こ
の
「
清
心
庵
」
に
お
い
て
も
、
結
末
の
場
面
を
口
絵
に
す
る
選
択
肢
は
あ
っ
た
は
ず
な
の

で
あ
る
。
加
え
て
、
富
岡
永
洗
が
作
家
か
ら
の
指
示
に
従
っ
た
描
画
を
自
身
の
職
分
と
す
る
絵
師
で
、
自
己
判
断
に
よ
る
図
柄
の
決
定
や

変
更
に
は
消
極
的
だ
っ
た
こ
と
も
、
旧
稿
に
て
高
橋
太
華
宛
の
書
翰
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
い
た

）
15
（

。

　
む
し
ろ
、
《
美
人
駕
籠
に
凭
る
図
》
に
お
い
て
注
意
を
払
う
べ
き
は
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
場
面
が
本
文
で
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
一
点
だ
け
を
取
っ
て
も
、
本
作
は
吉
田
が
言
う
よ
う
に
「
無
難
」
な
絵
と
は
受
取
り
が
た
い
。
で
は
、
「
清
心
庵
」
の
本
文
は

当
の
駕
籠
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
該
当
す
る
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。

　
　 

駕
籠
の
な
か
に
も
の
こ
そ
あ
り
け
れ
。

設
も
ふ
け

の
蒲
団
敷
重
ね
し
に
、
摩
耶
は
あ
ら
で
、
其
藤
色
の
小
袖
の
み

薫
か
ほ
り

床ゆ
か

し
く
乗
せ
ら
れ
た

り
。
紀か

た

み念
に
と
て
送
り
け
む
、
家い

へ

土つ

産と

に
し
た
る
な
る
べ
し
、
其
小
袖
の
上
に
菊
の
枝
置
き
添
え
つ
。
黒
き
人
影
あ
と
さ
き
に
駕
籠

ゆ
ら
〳
〵
と
釣
持
ち
た
る
、
可あ

た

ら惜
其
露
を
こ
ぼ
さ
ず
や
、
大
輪
の
菊
の
雪
な
す
に
、
月
の
光
照
り
添
ひ
て
山
路
に
白
く
ち
ら
〳
〵
と

見
る
眼
遥
か
に
下
り
行
き
ぬ
。
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こ
こ
に
は
た
し
か
に
、
駕
籠
に
載
せ
ら
れ
た
藤
色
の
小
袖
と
白
菊
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
お
蘭
と
話
し

て
い
た
千
が
見
た
光
景
で
あ
っ
て
、
彼
女
は
近
づ
い
て
く
る
駕
籠
に
気
づ
き
、
そ
の
後
を
追
っ
て
去
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
一
方
、
千
が

先
ほ
ど
庵
の
様
子
を
う
か
が
っ
た
際
に
は
、
お
蘭
た
ち
は
ま
だ
室
内
に
お
り
、
彼
が
そ
の
場
を
去
っ
て
山
番
の
爺
に
行
き
会
っ
た
直
後
、

追
っ
て
き
た
彼
女
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
話
し
は
じ
め
た
の
だ
か
ら
、
千
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
本
文
に
、
お
蘭
が
庵
か
ら
出
て
く
る
と
こ

ろ
は
記
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
あ
る
い
は
、
口
絵
の
女
を
か
り
に
、
お
蘭
と
と
も
に
庵
を
訪
れ
た
お
仲
だ
と
考
え
よ
う
と
も
、
事
態
は
ほ

ぼ
お
な
じ
で
、
本
文
に
彼
女
に
関
す
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
だ
か
ら
、
結
局
口
絵
に
対
応
す
る
文
章
は
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
こ
れ

を
お
仲
と
す
べ
き
積
極
的
な
理
由
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
文
中
に
言
及
の
な
い
場
面
を
描
い
た
口
絵
の
例
と
し
て
は
、
鏡
花
の
先
行
作
品
で
は
「
外
科
室
」
口
絵
（
水
野
年
方

画
、
『
文
芸
倶
楽
部
』
明
治
二
十
八
年
六
月
、
【
図
3
】
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
貴
船
伯
爵
夫
人
が
医
師
高
峰
の
手
術
を
受
け
る
「
上
」
と
、
そ

の
九
年
前
、
二
人
が
小
石
川
植
物
園
で
す
れ
違
っ
た
場
面
を
描
く
「
下
」
か
ら
成
る
小
説
中
に
、
高
峰
と
の
結
婚
を
夢
想
す
る
病
床
の
夫

人
を
描
い
た
口
絵
の
場
面
は
存
在
し
な
い

）
16
（

。
注
15
に
示
し
た
拙
稿
で
は
、
鏡
花
が
年
方
に
図
柄
を
指
示
し
た
あ
と
、
小
説
の
執
筆
中
に
構

想
が
変
化
し
た
た
め
生
じ
た
齟
齬
と
考
え
た
が
、
鏡
花
の
他
作
品
に
お
け
る
口
絵
・
挿
絵
の
性
質
や
雑
誌
編
集
の
状
況
等
に
か
ん
が
み
る

と
、
こ
れ
は
む
し
ろ
意
図
的
に
本
文
と
異
な
る
場
面
を
指
示
し
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
で
あ
る
。
病
床
に
あ
っ
て
つ
の
る
夫
人
の
恋
情
を

口
絵
に
描
き
、
そ
の
気
持
ち
の
強
さ
を
視
覚
的
に
示
す
こ
と
で
、
極
端
に
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
愛
を
描
い
た
本
文
と
相
補
的
な
効
果
を
狙
っ

た
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　「
清
心
庵
」
の
口
絵
に
戻
る
と
、
鏡
花
か
ら
の
指
示
が
起
筆
以
前
の
よ
う
な
早
い
段
階
で
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
完
成
稿
と
の
間
に

「
外
科
室
」
ほ
ど
大
き
な
物
語
的
相
違
は
な
く
、
作
中
に
こ
の
場
面
を
設
け
た
り
、
何
ら
か
の
形
で
言
及
し
た
り
す
る
の
が
困
難
だ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
執
筆
中
の
構
想
変
化
に
よ
る
望
ま
し
か
ら
ぬ
齟
齬
で
は
な
く
、
口
絵
と
本
文
を
意
図
的
に
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分
業
さ
せ
た
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
で
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
摩
耶
を
描
か
ず
、
対
応
す
る
本
文
も
あ
え
て
用
意
さ
れ
な
か
っ
た
こ

の
口
絵
は
、
小
説
「
清
心
庵
」
と
あ
わ
せ
て
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
そ
の
こ
と
を
、
絵
の
分
析
を
通
じ
て
考
え

て
み
よ
う
。

　
　
　
　
三
　

　
ま
ず
は
口
絵
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
る
と
、
中
央
に
立
つ
お
蘭
の
後
ろ
、
左
下
が
り
に
置
か
れ
た
駕
籠
の
担
ぎ
棒
が
、
お
お
む
ね
画
面
下
方

三
分
の
二
の
対
角
線
に
な
っ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
【
図
4
】
。
こ
れ
を
ガ
イ
ド
と
し
て
、
全
体
に
縦
横
三
等
分
線
を
引
い
て
み
る
と
、

そ
の
下
方
三
分
の
二
の
範
囲
に
多
く
の
景
物
を
お
さ
め
、
か
つ
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
お
蘭
の
顔
を
上
方
三
分
の
一
の
分
割
線
中

央
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
構
図
と
し
て
の
安
定
が
は
か
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
な
か
で
右
上
の
縦
横
三
分
の
一
の

枠
内
①
の
み
、
突
出
し
て
描
画
の
密
度
が
高
い
。
そ
ち
ら
に
向
け
ら
れ
た
お
蘭
の
視
線
も
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

　
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
柴
垣
の
向
こ
う
に
立
つ
樹
木
と
、
網
代
戸
が
な
か
ば
開
い
た
ま
ま
の
茅

葺
の
冠
木
門
で
あ
る
。
対
角
で
あ
る
左
下
の
角
②
と
比
較
す
る
と
、
そ
ち
ら
で
は
担
ぎ
棒
の
端
が
画
面
内

に
ぴ
っ
た
り
お
さ
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
右
上
の
冠
木
門
は
大
き
く
見
切
れ
て
画
面
外
へ
と
続
い
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
絵
で
は
右
上
の
画
面
外
に
続
く
部
分
に
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
が
存
在
す
る
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
絵
の
上
方
に
重
き
を
置
く
こ
う
し
た
構
図
を
取
る
と
、
そ
の
重
み
で
バ
ラ
ン
ス
を
失
し

か
ね
な
い
と
こ
ろ
、
絵
具
の
濃
度
を
淡
く
、
明
度
を
高
く
し
て
軽
み
を
出
す
と
と
も
に
、
担
ぎ
棒
と
逆
並

行
す
る
お
蘭
の
視
線
や
、
源
氏
香
の
図
を
散
ら
し
た
鮮
や
か
な
朱
座
布
団
を
左
下
に
置
く
こ
と
で
こ
れ
を

支
え
、
全
体
が
不
安
定
に
な
る
の
を
回
避
し
た
構
図
で
あ
る
。

図 4
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こ
の
右
上
画
面
外
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ひ
と
ま
ず
は
庵
に
残
る
こ
と
を
選
択
し
た
摩
耶
だ
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
ち

ら
を
見
返
る
お
蘭
の
姿
勢
は
、
彼
女
を
連
れ
戻
せ
な
か
っ
た
心
残
り
を
あ
ら
わ
し
て
い
そ
う
だ
が
、
で
は
そ
の
手
に
抱
え
ら
れ
た
白
菊
と

小
袖
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
注
目
す
べ
き
は
、
お
蘭
が
千
に
語
っ
た
、
彼
女
が
清
心
庵
を
訪
れ
た
際
に
応
対
し
た
摩
耶
の
様
子

で
あ
る
。

　
　 （
誰ど

な

た方
）
／
と
お
つ
し
や
つ
て
あ
の
薄
暗
い
な
か
に
さ
、
胸
の
処
か
ら
少
し
上
へ
お
出
し
遊
ば
し
て
、
真
白
な
細
い
お
手
の
指
が
五
本

衝
立
の
椽え

ん

へ
か
ゝ
っ
た
の
が
、
は
ツ
き
り
見
え
た
わ
、
御
新
造
様
だ
あ
ね
。
／
お
髪ぐ

し

が
ち
い
つ
と
乱
れ
て
さ
、
藤
色
の
袷
で
、
あ
り

や
し
か
も
千
ち
や
ん
、
此
間
お
出
か
け
に
な
る
時
に
私
が
後
か
ら
お
懸
け
申
し
た
お
召
だ
ら
う
ぢ
や
あ
ゝ
り
ま
せ
ん
か
。
凄
か
つ
た

わ
。
お
や
と
い
つ
て
皆
後
じ
さ
り
を
し
ま
し
た
ね
。

　
こ
こ
で
は
、
摩
耶
自
身
の
顔
貌
や
容
姿
は
直
接
描
写
さ
れ
ず
、
白
い
五
本
の
指
と
髪
、
そ
し
て
藤
色
の
袷
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
存
在
感

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
を
念
頭
に
ふ
た
た
び
口
絵
に
目
を
や
る
と
、
藤
の
花
を
あ
し
ら
っ
た
藤
色
の
小
袖
の
下
に
お
蘭
の
白
い

左
手
が
見
え
、
ま
た
そ
の
背
後
に
配
さ
れ
た
帯
は
、
潰
し
の
墨
に
艶
墨
を
重
ね
て
模
様
を
浮
び
あ
が
ら
せ
る
、
彼
女
の
髪
と
お
な
じ
技
法

で
摺
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
画
中
に
姿
の
見
え
な
い
摩
耶
は
、
右
上
画
面
外
の
庵
に
い
る
こ
と
が
構
図
か
ら
示
唆

さ
れ
る
一
方
、
本
文
と
明
ら
か
な
照
応
を
な
す
小
袖
周
辺
の
描
写
に
よ
っ
て
、
お
蘭
に
連
れ
去
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
お
蘭
が
摩
耶
を
連
れ
去
っ
て
い
る
と
い
う
こ
の
解
釈
は
、
一
見
不
可
解
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
裏
づ
け
が

可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
小
袖
に
包
ま
れ
る
形
で
描
か
れ
た
白
菊
の
存
在
で
あ
る
。
「
清
心
庵
」
で
は
、
こ
の
菊
は
前
節
に
も
引
い
た
末

尾
近
く
の
一
段
に
、
「
其
小
袖
の
上
に
菊
の
枝
置
き
添
え
つ
」
「
大
輪
の
菊
の
雪
な
す
に
、
月
の
光
照
り
添
ひ
て
」
と
あ
る
の
が
唯
一
の
言

及
で
、
そ
れ
以
前
に
は
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
を
本
文
の
み
で
読
む
と
、
こ
の
白
菊
は
物
語
の
文
脈
に
定
位
す
る
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こ
と
が
難
し
く
、
菊
花
に
ま
つ
わ
る
文
化
的
イ
メ
ー
ジ
な
ど
を
参
照
し
て
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

実
際
に
は
こ
の
本
文
は
口
絵
の
描
写
を
受
け
る
形
で
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
鏡
花
に
と
っ
て
は
師
で
あ
る
尾
崎
紅
葉
が
、
女
の
存
在
を
花
で
象
徴
す
る
挿
絵
を
幾
度
か

用
い
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
本
作
に
先
立
つ
例
と
し
て
は
、
「
多
情
多
恨
」
（
二
）
の
五
の
挿
絵

（
絵
師
不
明
、
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
九
年
三
月
五
日
、
【
図
5
】
）
が
わ
か
り
や
す
い
。
こ
こ
に
描
か

れ
た
山
茶
花
は
、
妻
お
類
を
亡
く
し
た
柳
之
助
が
墓
参
の
お
り
に
折
っ
て
き
た
花
で
、
本
文
中
に
も
「
類

の
魂
だ
」
「
此
花
が
実
際
類
の
顔
に
見
え
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
亡
妻
の
象
徴
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
。
し
か
も
、
一
輪
挿
し
が
「
本
箱
の
上
に
あ
る
」
と
す
る
本
文
に
対
し
、
挿
絵
で
は
山
茶
花
を

本
棚
の
横
、
洋
書
と
隣
合
う
位
置
に
配
し
て
、
お
類
と
教
師
で
あ
る
柳
之
助
と
の
心
情
的
な
寄
添
い
さ

え
暗
示
し
て
い
る

）
17
（

。

　
あ
る
い
は
、
中
江
玉
桂
の
描
い
た
「
笛
吹
川
」
第
四
十
七
回
挿
絵
（
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
八
年
六

月
二
十
日
、
【
図
6
】
）
も
興
味
深
い
。
た
が
い
に
思
い
あ
う
信
之
と
お
礼
が
、
彼
女
の
義
父
の
妨
げ
で
会
え
ず
に
い
る
な
か
、
木
塀
越
し

に
ひ
そ
か
に
言
葉
を
交
す
場
面
で
あ
る
。
こ
の
挿
絵
に
見
え
る
木
塀
を
く
ぐ
る
黒
猫
は
、
小
説
本
文
に
登
場
し
て
お
ら
ず
、
塀
を
越
え
て

お
礼
の
も
と
に
届
い
て
い
る
信
之
の
思
い
を
あ
ら
わ
す
と
解
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
傍
ら
の
草
花
は
お
礼
を
連
想
さ
せ
、
こ
れ
も

ま
た
花
が
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
色
濃
く
有
し
た
例
で
あ
る

）
18
（

。
こ
の
よ
う
に
、
紅
葉
は
し
ば
し
ば
花
で
女
を
象
徴
さ
せ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
発

想
が
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
《
美
人
駕
籠
に
凭
る
図
》
も
本
文
に
呼
応
し
た
描
写
の
中
央
に
白
菊
を
置
く
こ
と
で
、
摩

耶
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
と
解
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。

　
続
い
て
、
こ
の
口
絵
を
永
洗
に
よ
る
ほ
か
の
口
絵
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
比
較
的
早
い
時
期
の
作
例
と
し
て
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ブ
ル

図 5  絵師不明「多情多恨」（二）の五挿絵
（国立国会図書館蔵）
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ワ
ー
＝
リ
ッ
ト
ン
の
原
作

）
19
（

を
益
田
克
徳
が
訳
述
し
、
そ
れ
を
若
林
玵
蔵
が
速
記
し
た
『
夜
と
朝
』
（
博

文
館
、
明
治
二
十
二
年
九
月
）
の
口
絵
【
図
7
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。
作
品
の
第
二
十
七
回
、
自
分
の

孫
娘
と
は
知
ら
ず
、
十
八
歳
の
豊ホ

ー

ネ稔
に
思
い
を
か
け
た
腹
黒
い
貴
族
の
李リ

ル
ボ
ル
ン本

が
、
家
来
の
大ダ

イ
ク
マ
ン瞞

に

指
示
し
て
拉
致
さ
せ
よ
う
と
し
た
場
面
で
あ
る
。
本
文
の
該
当
部
分
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　 

軈や
が

て
例
の
墓
場
の
側そ

ば

の
樹
木
の

茂
し
げ
つ

て
居
る
所
へ
来
る
と
。
突
然
後
ろ
か
ら
豊ホ

ー

ネ稔
の
肩
へ
手
を
掛

け
て
（
中
略
）
「
お
前
が
い
や
と
云
て
も
私
が
是
非
伴つ

れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
」
豊

「
ア
レ
ー
」
と
叫
ぶ
口
を
左
の
手
で
押
へ
、
右
の
手
で
豊ホ

ー

ネ稔
を
抱
き
上
げ
て
、
横
町
の
方
へ
曲
ら

う
と
す
る
と
捥も

が

い
た
拍
子
に
口
を
押
へ
た
手
が
外
れ
た
か
ら
、
再
び
「
ア
レ
ー
」
と
云
て
叫
ぶ

時
に
、
墓
場
の
処
か
ら
バ
タ
〳
〵
と
一
人
の
男
が
現
は
れ
て
来
て
（
後
略
）

（
二
百
六
～
二
百
七
頁
）

　
永
洗
は
こ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
状
況
を
、
《
美
人
駕
籠
に
凭
る
図
》
と
お
な
じ
左
下
が
り
の
構
図
で

描
い
て
い
る
。
二
人
を
追
う
右
上
の
男
は
、
物
語
中
で
は
主
人
公
の
必ヒ

リ
ツ
プ夫

で
あ
る
は
ず
だ
が
、
警
察

官
ら
し
い
服
装
を
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
直
前
に
豊ホ

ー

ネ稔
を
見
か
け
た
巡
査
が
夜
中
の
一
人
歩
き
を
注

意
す
る
場
面
が
あ
り
、
指
示
の
際
に
混
乱
が
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か

）
20
（

。
と
も
あ
れ
、
大ダ

イ
ク
マ
ン瞞

が
画
面
手

前
に
向
け
て
身
体
を
左
に
開
き
、
左
の
肩
越
し
に
背
後
、
画
面
で
は
右
上
の
方
向
を
見
返
っ
て
い
る

ポ
ー
ズ
や
、
女
を
抱
え
る
彼
の
腕
な
ど
が
、
《
美
人
駕
籠
に
凭
る
図
》
に
お
け
る
お
蘭
の
描
写
に
通
じ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
ち
ら
は
本
作
以
後
の
作
例
に
な
る
が
、
黒
岩
涙
香
『
露
国
人
』
（
扶
桑
堂
、
明
治
三
十
二
年
一
月
）
の
口
絵
【
図
8
】
も
挙
げ

図 6  中江玉桂「笛吹川」第四十七回挿絵
（国立国会図書館蔵）

図 8  富岡永洗『露国人』口絵
（朝日コレクション）
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て
お
き
た
い

）
21
（

。
催
眠
術
に
類
す
る
不
思
議
な
「
動
物
電
気
」
の
力
で
、
他
人
を
意
の
ま
ま
に
操
れ
る
露
国
人
曾
浦
木
か
ら
、
恋
人
の
大
浜

嬢
を
守
ろ
う
と
す
る
英
人
江
良
田
の
物
語
で
あ
る
。
永
洗
の
口
絵
は
特
定
の
場
面
に
取
材
す
る
の
で
は
な
く
、
主
要
な
登
場
人
物
三
人
を

わ
か
り
や
す
く
描
き
示
し
た
、
人
物
紹
介
的
な
性
格
を
持
つ
。
画
面
右
側
に
配
さ
れ
た
薄
摺
り
の
シ

ル
エ
ッ
ト
が
曾
浦
木
、
左
側
の
男
が
主
人
公
の
江
良
田
、
彼
が
か
ば
う
よ
う
に
抱
え
て
い
る
中
央
の

女
が
大
浜
嬢
で
、
『
夜
と
朝
』
口
絵
の
大ダ

イ
ク
マ
ン瞞

と
ほ
ぼ
お
な
じ
姿
勢
を
と
る
江
良
田
は
、
こ
ち
ら
で
は

大
浜
嬢
を
か
ば
い
つ
つ
曾
浦
木
を
警
戒
す
る
よ
う
に
背
後
を
振
返
っ
て
い
る
。

　
こ
の
二
作
を
見
る
と
、
目
的
こ
そ
誘
拐
か
庇
護
か
と
正
反
対
だ
が
、
い
ず
れ
も
背
後
を
危
ぶ
み
な
が

ら
も
う
一
人
の
人
物
を
伴
っ
て
い
る
恰
好
で
あ
り
、
こ
れ
と
共
通
す
る
《
美
人
駕
籠
に
凭
る
図
》
の
お

蘭
の
姿
勢
も
、
や
は
り
摩
耶
を
連
れ
て
い
る
こ
と
を
含
意
す
る
と
見
て
よ
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
も
し

も
お
蘭
が
庵
に
残
っ
た
摩
耶
に
心
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
作
の
前
月
、
明
治
三
十
年
六
月
の

『
新
著
月
刊
』
に
掲
載
さ
れ
た
島
村
抱
月
「
玉
か
づ
ら
」
口
絵
《
監
獄
門
前
の
美
人
》【
図
9
】
や
、
塚

原
渋
柿
園
「
罰
あ
た
り
」
口
絵
（『
文
芸
倶
楽
部
』
明
治
三
十
三
年
二
月
、【
図
10
】）
の
よ
う
に
、
ハ

ン
カ
チ
を
嚙
む
な
ど
の
仕
草
と
と
も
に
不
安
げ
な
表
情
を
描
く
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て

も
、
本
作
の
お
蘭
は
『
夜
と
朝
』
や
『
露
国
人
』
の
口
絵
の
描
写
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う

に
、《
美
人
駕
籠
に
凭
る
図
》
は
本
文
に
お
け
る
摩
耶
の
描
写
と
の
呼
応
、
物
語
に
は
ほ
と
ん
ど
登
場

し
な
い
菊
花
を
用
い
た
女
の
象
徴
、
永
洗
が
描
い
た
ほ
か
の
口
絵
と
の
構
図
的
類
似
性
な
ど
か
ら
、
お

蘭
が
摩
耶
を
連
れ
去
っ
て
い
る
こ
と
を
幾
重
に
も
暗
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
に
こ
の
口
絵
を
そ
う
解
し
た
と
し
て
も
、
「
清
心
庵
」
本
文
で
は
去
っ
て
ゆ

図 9  富岡永洗《監獄門前の美人》
（朝日コレクション）

図 10  富岡永洗『罰あたり』口絵
（朝日コレクション）
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く
駕
籠
に
彼
女
は
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
節
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
口
絵
自
体
も
、
庵
に
残
る
摩
耶
の
存
在
を
構
図

に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
摩
耶
の
状
況
は
は
た
し
て
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
、

摩
耶
が
庵
に
残
り
な
が
ら
同
時
に
お
蘭
に
連
れ
去
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
は
、
一
見
奇
妙
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
の
奇
妙

さ
に
お
い
て
こ
そ
、
《
美
人
駕
籠
に
凭
る
図
》
は
「
清
心
庵
」
と
根
柢
の
部
分
で
接
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
　

　
鏡
花
の
小
説
で
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
「
清
心
庵
」
は
あ
る
種
の
わ
か
り
に
く
さ
に
満
ち
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
本
作

の
粗
筋
を
ま
と
め
た
際
、
千
が
「
清
心
庵
を
譲
ら
れ
て
摩
耶
と
と
も
に
暮
し
は
じ
め
る
」
と
記
し
た
。
し
か
し
、
二
人
の
生
活
の
場
と
し

て
庵
を
提
供
し
た
尼
や
、
夫
を
持
ち
な
が
ら
千
と
暮
す
こ
と
を
選
択
し
た
摩
耶
が
、
ど
の
よ
う
な
心
情
と
思
考
で
そ
の
決
断
に
い
た
っ
た

の
か
、
具
体
的
な
と
こ
ろ
は
判
然
と
し
な
い
。
何
よ
り
、
山
中
の
庵
で
起
居
を
と
も
に
す
る
二
人
が
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
読
者
に

は
そ
れ
さ
え
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
夫
の
あ
る
女
が
婚
家
を
出
て
、
十
八
歳
の
青
年
と
二
人
で
暮
す
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
男
女
の
関
係
を
う

か
が
わ
せ
る
危
う
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
実
際
、
迎
え
に
来
た
お
蘭
は
千
に
対
し
、「
お
前
さ
ん
、
御
新
造
様
と
出
来
た
の
か
ね
」
「
何

う
だ
ね
、
出
来
た
わ
け
か
ね
」
と
問
詰
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
千
は
「
出
来
た
つ
て
分
ら
な
い
も
の
」
と
答
え
る
ば
か
り
で
、
そ
の
問
い
に

乗
ろ
う
と
は
し
な
い
。
そ
し
て
、「
な
か
よ
し

0

0

0

0

の
お
朋と

も

達だ
ち

だ
」
（
傍
点
原
文
）
と
い
う
摩
耶
の
表
現
を
引
取
っ
て
、「
気
が
合
つ
た
ん
だ
か
ら
、

な
か
ゞ
可い

ゝ

お
朋と

も

達だ
ち

だ
ら
う
よ
」
と
答
え
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
千
の
造
型
と
摩
耶
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
松
村
友
視
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　 

大
家
の
人
妻
と
青
年
と
の
隠
棲
が
社
会
的
に
負
う
意
味
は
決
し
て
軽
く
は
な
い
は
ず
だ
が
、
「
分
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
す
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千
の
、
性
的
関
係
の
意
味
を
さ
え
解
さ
な
い
幼
児
性
は
、
そ
う
し
た
社
会
規
範
や
倫
理
を
根
源
的
に
拒
否
す
る
コ
ー
ド
で
も
あ
る
。

千
の
「
自
己
同
一
性
」
の
希
薄
さ
は
、
社
会
的
に
共
有
さ
れ
る
倫
理
を
ほ
と
ん
ど
無
自
覚
の
う
ち
に
拒
否
す
る
意
志
を
潜
在
さ
せ
て

い
る
の
で
あ
る

）
22
（

。

　
ま
た
、
梅
山
聡
は
こ
の
指
摘
を
敷
衍
し
、
千
が
お
蘭
に
対
し
て
「
分
ら
な
い
」
と
し
か
答
え
な
い
点
に
、
「
千
と
摩
耶
の
関
係
の
あ
り
方

が
、
お
蘭
の
用
い
る
言
葉
に
よ
っ
て
絡
め
取
ら
れ
て
し
ま
う
の
を
免
れ
う
る
」
可
能
性
を
見
出
し
た
。
そ
の
上
で
氏
は
、
本
作
を
「
こ
の

二
人
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
何
で
あ
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
根
柢
的
な
問
い
を
こ
そ
浮
上
さ
せ
て
い
る
作
品
」
（
傍
点
原
文
）
だ
と
解

し
て
い
る

）
23
（

。
す
な
わ
ち
、
両
者
と
も
に
千
と
摩
耶
の
関
係
の
不
可
解
さ
に
注
目
し
、
そ
れ
が
世
俗
的
な
解
釈
を
拒
否
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

「
清
心
庵
」
が
読
者
や
社
会
に
投
掛
け
る
問
い
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
小
説
「
清
心
庵
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
筆
者
も
こ
の
方
向
性
を
支
持
す
る
が
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
そ
う
し
た
わ
か
り
に
く
さ
、

不
可
解
さ
を
作
り
出
し
て
い
る
構
造
の
ほ
う
で
あ
る
。
お
蘭
が
千
と
摩
耶
と
の
関
係
に
戸
惑
う
の
は
、
そ
れ
が
「
何
の
事
は
な
い
、
密ま

を
と
こ通

だ
ね
」
と
し
か
見
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
と
も
に
「
な
か
よ
し

0

0

0

0

の
お
朋と

も

達だ
ち

」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
彼
女
自
身
も
「
千
ち
や

ん
お
前ま

へ

様さ
ん

と
、
御
新
造
様
と
一
ツ
お
床
で
お
よ
つ
た
か
ら
つ
て
別
に
仔
細
は
な
い
や
う
に
、
ま
私
は
思
ひ
ま
す
」
と
了
解
せ
ざ
る
を
え
な

い
か
ら
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
「
お
朋と

も

達だ
ち

」
と
い
う
表
現
が
二
人
の
男
女
関
係
を
否
定
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
か
な
ら
ず
し
も

そ
う
で
な
い
の
は
梅
山
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
状
況
か
ら
す
れ
ば
不
義
の
男
女
関
係
と
捉
え
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い

し
、
ま
た
そ
う
で
は
な
い
と
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
関
係
に
は
な
い
ら
し
い
と
い

う
こ
と
が
無
保
証
か
つ
無
論
理
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
最
後
ま
で
事
態
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
不
鮮
明
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
お
蘭
は
、
ひ
い
て
は
読
者
も
、
な
ぜ
千
と
摩
耶
が
同
衾
し
て
も
「
仔
細
は
な
い
」
と
判
断
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
清

心
尼
の
後
見
も
あ
る
が
、
何
よ
り
千
と
対
面
し
て
み
て
、
「
こ
の
様
子
で
密ま

を
と
こ通

も
何
も
あ
つ
た
も
ん
ぢ
や
あ
な
い
や
ね
」
と
認
識
さ
れ
た
か
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ら
だ
っ
た
。
松
村
の
言
う
「
性
的
関
係
の
意
味
を
さ
え
解
さ
な
い
幼
児
性
」
で
あ
り
、
読
者
も
千
の
語
り
で
あ
る
地
の
文
を
通
し
て
そ
れ

を
感
得
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
が
「
化
鳥
」
の
廉
の
よ
う
な
幼
い
少
年
で
は
な
く
、
十
八
歳
の
肉
体
を
持
つ
男
と
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
ま
た
事
実
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
お
蘭
や
読
者
は
事
態
の
不
可
解
さ
に
当
惑
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
清
心
庵
」
は
い
わ
ば
相
反
す
る
二
つ
の
状
況
を
重
ね
あ
わ
せ
た
う
え
で
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
「
分
ら
な
い
」
と
い
う
決
定
不
可
能
な
両
義
性
の
ま
ま
に
と
ど
め
る
こ
と
で
、
単
純
か
つ
明
快
な
整
理
や
意
味
づ
け
を

拒
絶
し
た
作
品
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
不
義
の
男
女
関
係
は
も
と
よ
り
、
そ
う
で
な
い
「
お
朋と

も

達だ
ち

」
と
し
て
の
関
係
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

を
見
ま
が
わ
れ
な
い
形
で
明
瞭
に
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
た
は
ず
だ
し
、
千
の
年
齢
を
よ
り
低
く
設
定
し
て
も
物
語
は
成
立
し
た
だ
ろ
う
。

そ
の
な
か
で
、
あ
え
て
相
容
れ
な
い
二
つ
の
状
況
を
併
立
さ
せ
た
の
が
本
作
の
戦
略
に
ほ
か
な
ら
ず
、
《
美
人
駕
籠
に
凭
る
図
》
も
ま
た
、

そ
う
し
た
特
質
と
呼
応
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
ら
た
め
て
繰
返
せ
ば
、
本
文
で
「
空
駕
籠
」
と
明
言
さ
れ
て

い
る
以
上
、
摩
耶
は
迎
え
の
者
た
ち
と
と
も
に
下
山
し
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ
る
白
菊
を
手
が
か
り
に
口
絵
に
目
を
や

れ
ば
、
画
面
外
の
庵
に
摩
耶
の
気
配
を
残
し
な
が
ら
、
同
時
に
お
蘭
に
連
れ
戻
さ
れ
る
彼
女
の
存
在
が
濃
厚
に
暗
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　
以
上
の
よ
う
な
口
絵
理
解
の
う
え
で
、
前
引
し
た
本
文
末
尾
の
一
節
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。
お
蘭
が
駕
籠
を
追
っ
て
去
っ
た
あ
と
、

庵
に
戻
っ
た
千
が
摩
耶
に
迎
え
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
「
唯
今
！
」
と
い
う
千
の
呼
び
か
け
に
、
摩
耶
は
答
え
な
い
ま
ま
「
衝
立
の
蔭
に
つ

と
立
ち
て
」
、
微
笑
み
を
浮
べ
て
彼
を
迎
え
た
。
こ
の
記
述
も
ま
た
、
彼
女
が
庵
に
残
っ
た
こ
と
を
言
明
す
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
千
は

す
ぐ
に
そ
れ
を
「
衝
立
の
蔭
に
人0

見
え
た
る
」
（
傍
点
出
口
）
と
言
い
な
お
し
、
「
母
上
か
、
摩
耶
な
り
し
か
わ
れ
覚
え
て
居
ら
ず
、
夢
な

り
し
か
、
知
ら
ず
、
前
の
世
の
こ
と
な
り
け
む
」
と
結
ぶ
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
に
は
、
本
文
が
口
絵
同
様
に
、
二
重
の
状
況
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
摩
耶
は
庵
に
残
っ
て
千
を
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出
迎
え
な
が
ら
、
し
か
し
実
は
お
蘭
と
と
も
に
庵
を
去
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
、
だ
と
す
れ
ば
千
が
見
た
の
は
幻
影
、
彼
が
真
に
恋
い
慕
っ

て
い
る
母
の
幻
影
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
出
来
事
の
レ
ベ
ル
で
の
二
重
性
を
、
千
の
人
物
造
型
や

摩
耶
と
の
関
係
と
お
な
じ
よ
う
に
、
ど
ち
ら
と
も
つ
か
な
い
宙
づ
り
の
形
の
ま
ま
併
立
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
末
尾

の
一
文
で
物
語
を
夢
や
前
世
と
い
う
非
現
実
へ
と
解
き
放
つ
こ
と
に
よ
り
、
「
清
心
庵
」
は
そ
う
し
た
二
重
性
を
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
成

立
さ
せ
て
い
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
加
え
て
、
本
作
に
は
こ
う
し
た
主
題
を
支
え
る
よ
う
に
、
副
次
的
な
二
重
性
の
モ
チ
ー
フ
が
ほ
か
に
い
く
つ
も
仕
掛
け
ら
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
千
の
母
が
入
水
し
た
き
っ
か
け
は
、
崇
敬
し
た
清
心
尼
の
「
不
作
法
な
大
き
な
声
」
を
聞
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
し
、
千
と
摩

耶
と
の
生
活
を
取
持
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
お
蘭
は
尼
を
「
人
の
悪
い
髪
結
の
役
」
「
破
戒
無
慚
」
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
彼
女

は
「
此
処
へ
尼
様
が
お
い
で
遊
ば
せ
ば
、
矢
張
つ
む
り
が
下
る
ん
で
す
、
尼
様
は
尊
く
思
ひ
ま
す
」
と
も
述
べ
、
二
人
の
不
可
解
な
関
係

を
承
認
す
る
の
に
「
尼
様
の
お
計
ら
ひ
」
を
引
合
い
に
出
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
清
心
尼
は
聖
と
俗
の
あ
わ
い
に
立
ち
、
ど
ち
ら
の
色

合
い
で
も
眼
差
さ
れ
る
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
、
夫
を
持
っ
た
ま
ま
千
と
暮
し
は
じ
め
た
摩
耶
は
、
千
に
対
し
て
は
「
な
か
ゞ
可い

ゝ

お
朋と

も

達だ
ち

」
と
し
て
擬
似
的
な
母
の
役
割
を

引
受
け
つ
つ
、
同
時
に
夫
に
対
す
る
妻
と
し
て
の
立
場
も
保
持
し
続
け
て
い
る
。
彼
女
は
幾
度
に
も
わ
た
る
迎
え
を
拒
絶
す
る
も
の
の
、

妻
の
座
を
抛
棄
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
宙
づ
り
の
立
場
の
ま
ま
こ
の
生
活
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
か
に
「
米
も
塩
も
納
屋
に

あ
る
」
と
は
い
え
、
こ
の
生
活
を
永
続
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
終
局
は
確
実
に
予
感
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
お
蘭
は
「
お
前

様
い
つ
ま
で
さ
う
し
て
居
る
つ
も
り
な
の
」
と
問
う
の
で
あ
り
、
地
の
文
で
は
「
摩
耶
も
予
も
餓う

ゆ

る
こ
と
な
か
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
た

千
が
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
「
死
ぬ
ま
で
」
と
即
答
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
崩
潰
の
危
う
さ
を
漂
わ
せ
た
永
遠
性
と
一
時
性
と
が
同
居
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
言
え
ば
、
物
語
冒
頭
の
場
面
で
、
千
は
人
々
が
食
用
に
す
る
た
め
茸
を
採
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
自
身
は
「
唯
玩お

も

弄ち
や

に

す
る
」
た
め
に
茸
狩
り
を
し
て
い
た
。
そ
の
彼
が
採
集
し
た
の
は
、
食
べ
ら
れ
そ
う
で
食
べ
ら
れ
な
い
、
「
あ
ぶ
れ
た
手
合
が
欲
し
さ
う
に

見
ち
や
あ
指
を
く
わ
え
る
」
毒
茸
で
あ
る
。
ま
た
、
亡
母
が
「
市ま

ち

中な
か

に
は
ま
た
類
あ
ら
じ
」
と
言
っ
て
い
た
千
の
家
の
水
が
、
山
寺
の
井

戸
や
清
心
庵
の
筧
の
水
と
お
な
じ
味
で
あ
り
、
そ
の
筧
の
水
を
摩
耶
が
「
大
変
々
々
お
い
し
い
よ
」
と
賞
す
る
こ
と
で
、
庵
と
千
の
家
と

が
二
重
写
し
に
さ
れ
て
い
る
。
「
清
心
庵
」
の
奇
妙
な
決
定
不
可
能
性
は
、
こ
う
し
た
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
二
重
性
を
幾
重
に
も
積
み
重
ね
、

不
自
然
で
な
い
よ
う
周
到
に
演
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
口
絵
も
ま
た
そ
れ
と
響
き
あ
う
形
で
、
二
重
の
事
態
を
読
者
に
伝
え
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
以
上
、
口
絵
《
美
人
駕
籠
に
凭
る
図
》
の
分
析
を
足
が
か
り
と
し
て
、
「
清
心
庵
」
の
構
造
を
解
明
す
る
試
み
を
展
開
し
て
き
た
。
こ
こ

か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
お
な
じ
く
物
語
中
に
な
い
場
面
を
口
絵
に
描
い
た
「
外
科
室
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
時
と
し
て
画

に
先
導
さ
れ
て
文
が
紡
が
れ
る
作
品
形
成
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
鏡
花
に
と
っ
て
は
師
で
あ
る
紅
葉
や
、
敬
慕
し
た
一
葉
が
先
行
し
て
こ

の
方
法
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
も
ま
た
そ
の
活
用
を
試
み
て
い
て
不
思
議
は
な
い
。
同
時
代
の
読
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

巻
頭
に
折
込
み
で
挿
入
さ
れ
る
口
絵
は
、
雑
誌
を
繰
る
と
お
の
ず
と
開
か
れ
る
箇
所
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
視
認
性
の
高
さ
か
ら
最
初
に
目

を
通
す
可
能
性
が
高
く
、
そ
う
し
た
環
境
下
に
あ
る
作
家
が
画
と
文
を
あ
わ
せ
て
作
品
を
構
成
す
る
の
は
、
む
し
ろ
自
然
な
発
想
と
言
う

べ
き
だ
ろ
う
。

　「
清
心
庵
」
に
見
ら
れ
る
二
重
性
と
い
う
点
で
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
外
科
室
」
に
お
い
て
も
、
作
中
現
実
に
別
様
の
意
味
が
重
ね
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
思
い
起
さ
れ
る
。
貴
船
伯
爵
夫
人
が
麻
酔
な
し
で
高
峰
の
手
術
を
受
け
る
「
上
」
の
物
語
に
つ
い
て
、
鈴
木
啓
子
は
坂
東
玉

三
郎
の
発
言
に
導
か
れ
つ
つ
、
そ
の
行
為
が
「
性
的
な
意
味
合
い
を
も
つ
」
と
指
摘
し
た
。
執
刀
者
が
高
峰
か
ど
う
か
念
を
押
す
夫
人
は
、
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「
高
峰
の
前
に
晒
さ
れ
た
自
ら
の
身
体
を
性
愛
の
対
象
へ
と
転
換
し
、
冷
静
に
医
療
に
臨
む
高
峰
を
、
性
的
な
男
女
の
関
係
へ
と
引
き
込
」

ん
だ
と
い
う
の
が
氏
の
指
摘
で
あ
る

）
24
（

。
た
し
か
に
、
高
峰
の
メ
ス
に
よ
る
夫
人
の
肉
体
へ
の
侵
襲
は
、
男
女
の
性
的
関
係
を
容
易
に
連
想

さ
せ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
二
人
が
言
葉
を
添
え
る
こ
と
に
よ
り
、
作
中
現
実
で
彼
ら
は
結
ば
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
身
体
的
な

愛
の
ド
ラ
マ
」
（
鈴
木
）
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
見
な
し
う
る
。
「
清
心
庵
」
の
二
重
性
も
、
こ
う
し
た
方
法
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
現
実
を
超
え
た
も
う
一
つ
の
現
実
を
志
向
す
る
鏡
花
の
文
学
的
資
質
を
、
ご
く
初
期
の
う
ち
か
ら
示
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　
た
だ
し
、
最
後
に
あ
ら
た
め
て
繰
返
せ
ば
、
こ
う
し
た
作
品
を
統
轄
し
た
の
が
一
義
的
に
は
泉
鏡
花
で
、
そ
の
主
導
な
く
し
て
含
意
に

富
ん
だ
こ
の
口
絵
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
生
成
さ
れ
る
意
味
を
す
べ
て
彼
に
還
元
し
て
論
じ
る
の
も
ま
た
適
当
で
は

な
い
。
お
そ
ら
く
、
鏡
花
は
通
例
ど
お
り
指
示
画
を
描
い
て
永
洗
に
渡
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
背
後
の
庵
を
警
戒
す
る
よ
う
な
お
蘭
の
緊

張
感
は
明
ら
か
に
永
洗
の
表
現
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
緊
張
感
を
重
視
し
て
読
み
解
く
な
ら
、
こ
の
絵
は
摩
耶
の
所
在
と
は
別

の
も
う
一
つ
の
謎
、
す
な
わ
ち
お
蘭
の
心
情
の
如
何
を
読
者
に
突
き
つ
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
彼
女
は
千
に
対
し
、
「
何ど

う
に
か
方か

た

の
つ

く
こ
と
で
ご
ざ
ん
せ
う
と
、
さ
う
ま
あ
ね
、
千
ち
や
ん
、
さ
う
思
つ
て
帰
り
ま
す
わ
」
と
発
言
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
本
当
に
本
心
で
、

摩
耶
の
出
奔
や
二
人
の
関
係
に
納
得
し
て
帰
っ
た
の
で
あ
っ
た
か
。
摩
耶
に
向
っ
て
、
「
無
理
や
り
に
も
力
づ
く
で
」
と
ま
で
言
っ
た
彼
女

は
、
強
烈
な
拒
絶
に
あ
い
、
そ
の
ま
ま
お
と
な
し
く
身
を
引
く
心
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
に
は
、
絵
師
の
永
洗
に
よ
る
表
現
の
選
択
が
生
ん
だ
、
本
文
と
の
あ
わ
い
に
広
が
る
物
語
の
さ
ら
な
る
立
体
化
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
鏡
花
が
そ
こ
ま
で
細
か
に
指
示
し
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
が
、
描
か
れ
た
人
物
が
示
す
心
情
の
よ
う
な
繊
細
な

問
題
は
、
や
は
り
表
現
者
で
あ
る
永
洗
の
側
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
実
際
の
描
線
と
色
彩
に
し
た
彫
師
と
摺
師
の
側
に
帰
属
さ
れ
る
べ
き
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
作
者
も
ま
た
、
指
示
を
出
し
て
以
降
は
基
本
的
に
自
身
の
手
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
制
作
さ
れ
る
口
絵
・
挿
絵
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
結
果
的
に
有
し
て
し
ま
う
意
味
の
振
れ
幅
を
あ
る
程
度
含
み
置
き
、
許
容
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
現
代
の
読
者
に
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対
し
、
絵
と
と
も
に
あ
っ
た
時
代
の
文
芸
を
ど
う
読
む
の
か
と
い
う
問
い
を
投
掛
け
る
だ
け
で
な
く
、
唯
一
の
起
源
と
し
て
の
作
者
と
い

う
西
洋
由
来
の
概
念
が
、
明
治
の
日
本
で
旧
来
の
文
化
と
ど
の
よ
う
な

藤
を
引
き
起
し
、
ど
う
い
っ
た
可
能
性
を
消
滅
さ
せ
な
が
ら
社

会
的
に
定
着
し
て
き
た
の
か
、
近
代
に
お
け
る
作
者
の
あ
り
か
た
を
あ
ら
た
め
て
考
え
な
お
す
手
が
か
り
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

鏑
木
清
方
『
こ
し
か
た
の
記
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
）
、
二
百
三
十
四
頁
。

（
2
） 

木
村
荘
八
『
近
代
挿
絵
考
』
（
双
雅
房
、
昭
和
十
八
年
十
二
月
）
、
二
十
一
頁
。

（
3
） 

拙
稿
「
尾
崎
紅
葉
「
金
色
夜
叉
」
の
挿
絵
―
『
読
売
新
聞
』
に
お
け
る
絵
入
り
小
説
の
挑
戦
」
（
『
湘
南
文
学
』
令
和
二
年
三
月
）
・
「
尾
崎
紅
葉
「
多

情
多
恨
」
の
挿
絵
戦
略
―
自
筆
の
指
示
画
か
ら
考
え
る
画
文
学
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
令
和
二
年
五
月
）
・
「
近
代
文
学
研
究
は
近
代
「
文
学
」
研
究

で
十
分
か
？
―
樋
口
一
葉
「
十
三
夜
」
か
ら
考
え
る
画
文
学
の
試
み
」
（
『
日
本
文
学
』
令
和
四
年
四
月
）
。

（
4
） 

拙
稿
「
挿
絵
無
用
論
と
明
治
中
期
の
絵
入
り
新
聞
小
説
―
饗
庭
篁
村
「
小
町
娘
」
・
尾
崎
紅
葉
「
笛
吹
川
」
「
青
葡
萄
」
の
挿
絵
」
（
『
日
本
文
学
研
究

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
平
成
三
十
一
年
三
月
）
・
「
絵
入
り
新
聞
小
説
と
し
て
の
宮
崎
三
昧
「
塙
団
右
衛
門
」
「
鉄
牛
遺
事
」
―
挿
絵
か
ら
小
説
を
見
る
と
い
う

こ
と
」
（
『
言
語
社
会
』
平
成
三
十
一
年
三
月
）
。

（
5
） 

拙
稿
「
『
文
芸
倶
楽
部
』
の
木
版
多
色
摺
口
絵
―
小
説
と
の
関
係
か
ら
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
二
十
七
年
十
一
月
）
・
「
第
二
期
『
新
小
説
』
に
お

け
る
文
学
と
絵
画
―
口
絵
・
挿
絵
の
戦
略
と
羈
軛
」
（
『
比
較
文
學
研
究
』
令
和
元
年
十
二
月
）
・
「
挿
絵
か
ら
見
る
『
都
の
花
』
の
問
題
―
草
創
期
の

絵
入
り
文
芸
誌
と
し
て
」（
井
上
泰
至
編
『
混
沌
と
革
新
の
明
治
文
化
―
文
学
・
美
術
に
お
け
る
新
旧
対
立
と
連
続
性
』、
勉
誠
出
版
、
令
和
五
年
七
月
）。

（
6
） 

拙
稿
「
「
新
著
月
刊
」
に
見
る
口
絵
印
刷
へ
の
挑
戦
―
第
二
期
「
新
小
説
」
と
の
比
較
を
視
野
に
」
（
『
日
本
近
代
文
学
館
年
誌 

資
料
探
索
』
令
和
六
年

三
月
）
。

（
7
） 

拙
稿
「
新
聞
小
説
と
挿
絵
に
関
す
る
問
題
系
―
「
大
菩
薩
峠
」
を
め
ぐ
る
石
井
鶴
三
宛
中
里
介
山
書
翰
か
ら
」
（
『
信
州
大
学
附
属
図
書
館
研
究
』
平
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成
二
十
九
年
三
月
）
・
「
中
里
介
山
作
・
石
井
鶴
三
画
「
大
菩
薩
峠
」
と
「
挿
絵
事
件
」
の
背
景
―
挿
絵
制
作
の
時
代
的
転
換
と
旧
著
作
権
法
の
解
釈

に
つ
い
て
」
（
同
、
平
成
三
十
年
一
月
）
。

（
8
） 
後
藤
宙
外
『
明
治
文
壇
回
顧
録
』
（
岡
倉
書
房
、
昭
和
十
一
年
五
月
）
、
百
六
十
頁
。

（
9
） 

梅
山
聡
「
泉
鏡
花
「
清
心
庵
」
論
―
『
誓
之
巻
』
の
〝
そ
れ
か
ら
〞」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
令
和
二
年
一
月
）
、
五
十
頁
。
長
篇
『
誓
之
巻
』
と
い
う

総
称
も
、
氏
の
定
義
に
よ
る
。

（
10
） 

眞
有
澄
香
『
泉
鏡
花
―
人
と
文
学
』
（
勉
誠
出
版
、
平
成
十
九
年
八
月
）
、
三
十
五
頁
。

（
11
） 

吉
田
昌
志
「
泉
鏡
花
と
挿
絵
画
家
―
鏑
木
清
方
（
一
）
」
（
『
論
集
泉
鏡
花
』
二
、
有
精
堂
、
平
成
三
年
十
一
月
）
、
二
百
三
頁
。

（
12
） 

梅
山
聡
「
泉
鏡
花
「
清
心
庵
」
論
―
『
誓
之
巻
』
の
〝
そ
れ
か
ら
〞」
（
前
掲
）
、
五
十
六
頁
。

（
13
） 

拙
稿
「
「
新
著
月
刊
」
に
見
る
口
絵
印
刷
へ
の
挑
戦
―
第
二
期
「
新
小
説
」
と
の
比
較
を
視
野
に
」
（
前
掲
）
参
照
。

（
14
） 

拙
稿
「
第
二
期
『
新
小
説
』
に
お
け
る
文
学
と
絵
画
―
口
絵
・
挿
絵
の
戦
略
と
羈
軛
」
（
前
掲
）
に
て
論
じ
た
。

（
15
） 

拙
稿
「
明
治
中
期
に
お
け
る
口
絵
・
挿
絵
の
諸
問
題
―
小
説
作
者
は
絵
画
に
ど
う
関
わ
っ
た
か
」
（
『
湘
南
文
学
』
平
成
二
十
六
年
十
一
月
）
。

（
16
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
峯
村
至
津
子
に
「
「
外
科
室
」
の
中
に
は
病
床
に
悩
む
夫
人
が
描
か
れ
る
こ
と
も
な
い
し
、
高
峰
と
並
ぶ
自
分
を
想
像
す
る
夫
人

の
心
中
が
描
か
れ
る
こ
と
も
な
い
」
と
の
指
摘
が
あ
る
（
「
泉
鏡
花
「
外
科
室
」
の
口
絵
―
「
外
科
室
」
注
釈
序
章
」
（
『
女
子
大
国
文
』
平
成
二
十
六

年
九
月
、
十
四
頁
）
。
な
お
、
右
側
の
枠
内
は
「
ヒ
ロ
イ
ン
の
想
像
を
表
し
た
も
の
」
、
「
枠
の
中
の
人
物
は
、
貴
船
伯
爵
夫
人
の
思
い
人
高
峰
と
夫
人

の
姿
で
あ
る
」
（
同
）
と
い
う
氏
の
解
釈
を
支
え
る
さ
ら
な
る
証
左
と
し
て
、
枠
の
内
部
全
体
が
薄
く
摺
ら
れ
て
い
る
う
え
、
下
部
が
明
瞭
に
描
か
れ

ず
に
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
夫
人
の
寝
具
に
蝶
の
図
柄
が
あ
し
ら
わ
れ
、
夢
の
モ
チ
ー
フ
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
く
。
前
者
の

作
例
と
し
て
は
、
幸
田
露
伴
「
帳
中
書
」
の
口
絵
で
あ
る
渡
辺
省
亭
《
良
工
苦
心
図
》
（
『
新
小
説
』
明
治
三
十
一
年
一
月
、
た
だ
し
小
説
は
同
号
に

は
掲
載
さ
れ
ず
、
同
年
八
月
～
十
二
月
に
連
載
の
形
で
発
表
、
【
図
11
】
）
が
、
狂
気
に
陥
っ
た
鏨
工
の
見
た
幻
影
を
こ
の
方
法
で
表
現
し
て
い
る
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
麴
亭
主
人
「
写
真
鏡
」
の
挿
絵
で
あ
る
小
林
永
濯
《
寿
星
赤
縄
を
結
ぶ
》
（
『
都
の
花
』
明
治
二
十
三
年
三
月
十
六
日
、
【
図
12
】
）

が
、
全
体
の
物
語
が
す
べ
て
夢
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
蝶
の
形
の
枠
に
「
て
ふ
〳
〵
に
ゆ
く
へ
と
は
ゝ
や
は
る
の
夢
」
と
い
う
句
を
掲
げ
て
表
現
し
て
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い
る
例
を
挙
げ
て
お
く
。

（
17
） 「
多
情
多
恨
」
挿
絵
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
し
た
拙
稿
「
尾
崎
紅
葉
「
多
情
多
恨
」
の
挿
絵
戦
略
―
自

筆
の
指
示
画
か
ら
考
え
る
画
文
学
」
の
ほ
か
、
石
川
巧
ほ
か
編
『
文
学
研
究
の
扉
を
ひ
ら
く
』
（
ひ
つ
じ
書

房
、
令
和
五
年
二
月
）
所
収
の
拙
稿
「
口
絵
・
挿
絵
　
も
う
ひ
と
つ
の
〈
本
文
〉
―
尾
崎
紅
葉
「
多
情
多

恨
」
」
を
参
照
。

（
18
） 「
笛
吹
川
」
挿
絵
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
挿
絵
無
用
論
と
明
治
中
期
の
絵
入
り
新
聞
小
説
―
饗
庭
篁

村
「
小
町
娘
」
・
尾
崎
紅
葉
「
笛
吹
川
」
「
青
葡
萄
」
の
挿
絵
」
（
前
掲
）
を
参
照
。
紅
葉
が
こ
う
し
た
新
聞

小
説
の
挿
絵
に
み
ず
か
ら
指
示
画
を
描
い
て
い
た
こ
と
も
、
あ
わ
せ
て
論
じ
た
。
な
お
、
「
清
心
庵
」
以
後

の
例
で
は
あ
る
が
、
梶
田
半
古
に
よ
る
「
金
色
夜
叉
」
続
々
（
十
）
の
二
挿
絵
（
『
読
売
新
聞
』
明
治

三
十
四
年
二
月
十
一
日
、
【
図
13
】
）
で
も
、
塩
原
の
温
泉
宿
に
飾
ら
れ
た
百
合
が
、
本
文
・
挿
絵
の
双
方

で
お
宮
の
象
徴
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
19
） E

dw
ard B

u
lw

er-L
ytton

, N
igh

t an
d

 m
orn

in
g, L

on
don

: S
au

n
ders an

d O
tley, 1841.

（
20
） 

論
中
に
引
用
し
た
本
文
に
は
、
大ダ

イ
ク
マ
ン瞞

が
豊ホ

ー

ネ稔
を
「
右
の
手
で
」
抱
え
た
と
あ
る
が
、
永
洗
の
口
絵
で
は
左

手
で
抱
え
て
お
り
、
左
右
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
口
絵
や
挿
絵
で
は
ま
ま
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
永

洗
の
作
と
し
て
は
黒
岩
涙
香
『
幽
霊
塔
』
前
編
（
扶
桑
堂
、
明
治
三
十
四
年
一
月
）
口
絵
が
知
ら
れ
て
い

る
。
物
語
で
は
左
手
の
肉
を
嚙
み
切
ら
れ
た
女
が
、
口
絵
で
は
右
手
を
負
傷
し
て
お
り
、
石
井
絵
美
は
こ

れ
に
つ
い
て
「
物
語
に
即
し
て
描
い
た
た
め
、
版
画
に
彫
っ
て
摺
ら
れ
た
際
、
反
転
し
た
の
だ
ろ
う
か
」

と
推
測
し
た
（
「
富
岡
永
洗
に
つ
い
て
―
当
館
所
蔵
の
口
絵
よ
り
」
、
『
長
野
県
信
濃
美
術
館
紀
要
』
平
成

二
十
三
年
三
月
、
四
十
六
頁
）
。
し
か
し
、
お
も
に
版
画
の
領
域
で
活
動
し
た
永
洗
が
、
摺
り
の
際
に
左
右
が
反
転
す
る
と
い
う
ご
く
初
歩
的
な
事
柄

を
、
何
度
も
失
念
し
て
ミ
ス
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
れ
は
、
本
文
を
読
ま
ず
に
作
者
か
ら
の
指
示
画
の
み
に
従
っ
て
制
作
に
あ
た
り
、
そ
れ
を

図 13  梶田半古「金色夜叉」続々
（十）の二挿絵（国立国会図書館蔵）

図 12  小林永濯《寿星赤縄を結ぶ》
（不二出版、昭和 59年 11月の覆刻版）
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絵
と
し
て
再
構
成
す
る
際
に
何
ら
か
の
事
情
で
描
き
変
え
た
た
め
、
結
果
と
し
て
生
じ
た
齟
齬
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
尾
崎
紅
葉
『
多
情
多
恨
』
単

行
本
（
春
陽
堂
、
明
治
三
十
年
七
月
）
の
挿
絵
を
描
い
た
寺
崎
広
業
が
、
お
そ
ら
く
人
物
が
本
の
ノ
ド
方
向
を
向
い
て
し
ま
う
の
を
避
け
る
べ
く
、

指
示
画
と
は
逆
の
向
き
で
描
い
た
例
が
あ
る
（
注
3
お
よ
び
注
17
に
挙
げ
た
拙
稿
参
照
）
。

（
21
） 

初
出
は
『
万
朝
報
』
明
治
三
十
年
九
月
一
日
～
十
二
月
三
十
一
日
。
山
田
奈
々
子
『
富
岡
永
洗
口
絵
集
』
（
文
生
書
院
、
平
成
三
十
一
年
五
月
）
で
は

原
作
不
明
と
な
っ
て
い
る
が
（
七
十
二
頁
）
、
お
そ
ら
く
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ノ
リ
ス
（W

illiam
 E

dw
ard N

orris, 1847-1925

）
の
短

篇“T
h

at terrible m
an

”

で
、
涙
香
は
こ
れ
を
翻
案
に
近
い
形
で
抄
訳
し
て
い
る
。
原
作
はT

h
e E

n
glish

 Illu
strated

 M
agazin

e

に
一
八
八
四

（
明
治
十
七
）
年
十
一
月
か
ら
翌
年
一
月
ま
で
連
載
さ
れ
、
翌
一
八
八
五
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
のG

eorge M
u

n
ro

やH
arper

な
ど
か
ら
出
版
さ
れ

た
い
く
つ
か
の
単
行
本
に
収
録
さ
れ
た
が
、
涙
香
が
用
い
た
底
本
の
特
定
に
ま
で
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

（
22
） 

松
村
友
視
『
近
代
文
学
の
認
識
風
景
』
（
イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
、
平
成
二
十
九
年
一
月
）
、
五
十
六
頁
。

（
23
） 

梅
山
聡
「
泉
鏡
花
「
清
心
庵
」
論
―
『
誓
之
巻
』
の
〝
そ
れ
か
ら
〞」
（
前
掲
）
、
五
十
八
・
六
十
一
頁
。

（
24
） 

鈴
木
啓
子
「
溢
れ
で
る
身
体
、
そ
し
て
言
葉
―
泉
鏡
花
『
外
科
室
』
試
論
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
十
年
十
一
月
）
、
二
十
六
頁
。

＊ 

引
用
に
際
し
て
、
「
清
心
庵
」
本
文
は
初
出
の
『
新
著
月
刊
』
明
治
三
十
年
七
月
に
拠
り
、
現
行
の
か
な
・
常
用
漢
字
・
人
名
用
漢
字
の
字
体
を
用
い
、

ル
ビ
は
パ
ラ
ル
ビ
に
あ
ら
た
め
た
。

＊ 

本
稿
は
令
和
四
年
七
月
三
十
日
に
行
わ
れ
た
第
七
十
五
回
泉
鏡
花
研
究
会
大
会
で
の
発
表
「
初
期
鏡
花
に
お
け
る
口
絵
と
挿
絵
―
第
二
期
『
新
小
説
』
掲

載
作
品
を
中
心
に
」
、
な
ら
び
に
令
和
五
年
十
一
月
六
日
に
京
都
女
子
大
学
で
行
わ
れ
た
二
〇
二
三
年
度
後
期
国
文
学
科
公
開
講
座
「
本
文
だ
け
が
近
代

文
学
か
？
―
口
絵
・
挿
絵
に
込
め
ら
れ
た
秘
密
」
の
内
容
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
席
上
に
て
ご
教
示
を
賜
っ
た
各
位
に
、
厚
く
お
礼
申
上
げ
た
い
。
あ
わ

せ
て
、
図
版
の
掲
載
に
際
し
て
快
く
ご
許
可
を
賜
っ
た
朝
日
智
雄
さ
ん
に
も
、
心
よ
り
の
感
謝
を
お
伝
え
し
た
い
。

 

＊
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
・
課
題
番
号22K

00289

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
東
京
大
学
大
学
院
准
教
授
）
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図 11  渡辺省亭《良工苦心図》
（朝日コレクション）

図 7  富岡永洗『夜と朝』口絵
（朝日コレクション）

図 2  渡部金秋《天女花に舞ふ図》
（不二出版、昭和 63年 10月の覆刻版）

図 1  富岡永洗《美人駕籠に凭る図》（朝日コレクション）

図 3  水野年方「外科室」口絵
（朝日コレクション）




