
学
ん
だ
と
い
う
。
十
七
歳
の
時(

明
治
三
十
年)

北
國
新
報
の
彫
刻
部

に
入
り
、
彫
刻
師
中
山
駒
太
郎
の
「
画
家
は
都
会
に
あ
ら
ね
ば
面
白
か

ら
ず
」
と
い
う
言
葉
に
刺
激
さ
れ
て
、
同
年
十
月
十
八
日
、
中
山
の
紹

介
に
よ
り
大
阪
に
出
て
来
る
。
大
阪
で
は
彫
師
伊
勢
庄
太
郎
の
下
で
彫

り
の
仕
事
に
携
わ
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
翌
年
に
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
の
歌
川
派
の
浮
世
絵
師
、
月
岡
芳
年
の
弟
子
稲
野
年
恒
の
門
下

生
と
な
る
。
芳
年
の
門
の
弟
子
水
野
年
方
の
弟
子
に
鏑
木
清
方
、
池
田

輝
方
な
ど
が
い
る
。

　

上
阪
し
て
ま
だ
二
年
目
の
あ
る
日
、
恒
富
は
彫
刻
用
の
道
具
を
橋
の

上
よ
り
投
げ
捨
て
た
と
い
う
。
生
計
の
道
具
を
失
っ
た
恒
富
は
、
た
だ

画
家
と
し
て
何
と
か
生
活
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切
羽
詰
っ

た
事
情
を
自
ら
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
洋
画
の
勉
強
も
し
て
い
た
恒
富

は
、
四
年
後
に
は
、
大
阪
新
報
社
に
入
り
、
小
説
の
挿
絵
を
描
く
よ
う

に
な
る
。

　

そ
の
頃
、
梶
田
半
古
の
「
金
色
夜
叉
」
、
小
杉
天
外(

方
庵)

の
「
魔

風
恋
風
」
の
挿
絵
の
大
和
絵
風
の
新
風
に
み
ち
た
感
覚
が
、
浮
世
絵
出

身
の
恒
富
、
清
方
を
魅
き
つ
け
て
い
た
。　

　

明
治
四
十
三
年
第
四
回
文
展
出
品
の
「
す
だ
く
虫
」
は
初
入
選
す
る

と
共
に
注
目
を
あ
び
た
。
明
治
四
十
四
年
第
五
回
文
展
に
お
い
て
は
審

査
員
出
品
の
大
観
の
「
山
路
」
、
一
般
出
品
の
今
村
紫
紅
「
護
花
鈴
」
、

前
田
青
邨
の
「
竹
取
」
、
土
田
麦
僊
の
「
髪
」
、
恒
富
の
「
日
照
雨
」
が

力
作
と
し
て
評
価
さ
れ
「
日
照
雨
」
は
三
等
賞
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

湯
上
り
の
芸
妓
を
写
生
し
た
清
潔
な
色
香
と
情
感
は
、
会
場
を
圧
観

し
、
か
の
横
山
大
観
を
し
て
、
東
京
の
清
方
に
「
大
阪
の
恒
富
が
素
晴

ら
し
い
も
の
を
描
い
て
い
る
の
に
、
君
は
ど
う
し
た
の
だ
」
と
叱
責
せ

し
め
た
の
を
見
て
も
、
こ
の
頃
、
清
方
に
ま
さ
る
絵
を
描
い
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

明
治
四
十
四
年
「
日
照
雨
」
、
明
治
四
十
五
年
「
浴
後
」
、
大
正
四
年
「
暖

か
」
な
ど
、
恒
富
の
初
期
の
作
品
に
は
、
恒
富
の
美
人
画
と
し
て
の
独

得
の
画
風
が
あ
る
。

　

大
正
四
年
、
彼
の
最
後
の
文
展
出
品
作
と
な
っ
た
「
暖
か
」
は
、
湯

上
り
に
腰
を
お
と
し
て
、
ほ
っ
と
息
つ
く
姿
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
暖
か
み

に
と
っ
た
題
材
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絵
は
夢
二
の
描
く
女
の
イ
メ
ー
ジ
の

よ
う
で
あ
る
が
、
夢
二
よ
り
先
に
大
正
の
忬
情
性
を
と
り
入
れ
て
い
る
。

　

浮
世
絵
を
学
び
な
が
ら
も
、
新
し
い
時
代
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
つ
つ
、

そ
こ
に
は
古
き
時
代
の
暖
か
い
豊
か
さ
に
加
え
て
ど
こ
か
頼
り
な
気
な

魅
力
あ
ふ
る
る
理
想
の
女
性
を
描
き
た
い
と
欲
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

　

大
正
中
期
以
後
は
、
一
変
し
て
古
典
的
題
材
を
と
り
歴
史
上
の
人
物

な
ど
描
き
、
庶
民
的
な
女
性
像
を
敬
遠
し
て
い
る
。

　

歴
史
画
「
茶
々
殿
」(

大
正
十
年
、
中
之
島
図
書
館
蔵)

は
、
安
土

桃
山
の
時
代
考
証
に
も
と
づ
き
、
し
っ
か
り
と
し
た
衣
裳
の
表
現
に
お

い
て
、
大
阪
ゆ
か
り
の
歴
史
的
風
俗
画
と
し
て
も
秀
れ
て
い
る
。
華
や

か
な
権
勢
を
予
感
す
る
ふ
っ
く
ら
と
し
た
茶
々
の
面
ざ
し
に
、
生
き
て

ゆ
く
方
向
の
ま
だ
わ
か
ら
ぬ
乙
女
の
未
熟
な
可
憐
さ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

そ
の
不
安
定
感
は
、
画
面
の
片
隅
に
寄
せ
ら
れ
た
人
物
の
前
方
に
、

何
も
見
え
な
い
構
図
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

茶
々
殿
の
そ
の
後
を
描
い
た
「
淀
君
」
に
は
二
点
あ
る
が
、
絹
本
の

一
幅
は
年
代
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
九
年
に
描
か
れ
た
同
じ
く
「
淀
君
」
の
全
身
像
に
は
、
一
人
の

女
性
の
辿
っ
た
あ
ま
り
に
も
激
し
い
運
命
の
変
遷
と
厳
し
さ
に
作
者
自

身
が
驚
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
運
命
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
恒
富
の
緊

張
し
た
画
筆
の
動
き
が
目
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　

「
蓮
池
」
昭
和
二
年
二
曲
一
双
屏
風(

耕
三
寺
博
物
館
蔵)

は
私
の
好

き
な
絵
で
あ
る
が
、
妙
齢
の
婦
人
と
振
袖
の
乙
女
が
蓮
池
の
中
を
舟
で
、

生
花
の
材
料
を
採
り
に
漕
ぎ
出
で
い
る
絵
で
あ
る
。

　

恒
富
の
絵
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
蓮
池
」
で

あ
ろ
う
。

　

二
点
の
「
淀
君
」
も
鬼
気
迫
る
も
の
が
そ
の
表
情
に
見
ら
れ
る
が
、

船
頭
を
使
わ
ず
、
婦
人
が
自
分
の
手
に
櫂
を
持
ち
、
身
丈
に
あ
ま
る
大

き
な
蓮
の
花
の
間
に
舟
を
漕
ぐ
様
子
の
着
想
の
奇
抜
さ
と
幻
想
的
な
早

朝
の
雰
囲
気
に
魅
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
絵
は
「
朝
」
と
題
し
て

出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

風
俗
画
と
し
て
も
、
当
時
の
既
婚
の
婦
人
と
、
未
婚
の
婦
人
の
後
姿

を
結
び
方
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
上
流
の
婦
人
が
趣
味
の
た
め
に
、
ご

う
快
に
振
舞
い
打
ち
込
む
様
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
上
流
婦
人
は
、
早
起
き
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
余
人
を
乗
せ
ぬ
と
こ
ろ
に
そ
の
潔
癖
さ
を
あ
ら
わ
し
、
早
朝

の
冷
気
と
と
も
に
せ
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
着
想
の
豪
華
さ
は
、
ま
た

恒
富
の
本
意
で
あ
ろ
う
。

　

昭
和
の
初
期
、
谷
崎
潤
一
郎
が
作
品
に
対
す
る
愛
着
か
ら
、
そ
の
装

幀
や
挿
絵
に
非
常
に
凝
り
出
し
た
。
潤
一
郎
も
そ
の
頃
、
恒
富
の
描
く

女
人
の
中
に
単
な
る
官
能
的
な
美
し
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
の
よ
う

な
光
が
あ
る
の
に
魅
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

潤
一
郎
の
自
筆
本
「
芦
苅
」(

昭
和
八
年
四
月
、
創
元
社
刊)

の
桐

の
た
と
う
を
紐
解
く
と
、
恒
富
の
琴
を
弾
く
「
お
遊
さ
ま
」
の
﨟
た
け

た
女
人
像
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

又
、
西
の
日
光
と
い
わ
れ
る
広
島
県
豊
田
郡
瀬
戸
田
町
に
あ
る
美
し

い
耕
三
寺
に
、
恒
富
の
作
品
が
多
く
蒐
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
如

何
に
、
恒
富
風
美
人
画
が
、
華
麗
さ
と
豊
か
さ
、
儚
さ
と
哀
し
さ
を
秘

め
た
る
、
花
の
ご
と
き
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

清
方
が
、
江
戸
前
の
う
す
紫
に
た
と
え
ら
れ
る
な
ら
恒
富
は
、
蓮
華

の
紅
に
見
た
て
た
い
。
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秋
風
が
、
ふ
と
身
に
冷
た
い

時
、
あ
わ
た
だ
し
く
う
つ
ろ
う

世
の
中
の
動
き
に
疲
れ
た
心
は

一
瞬
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
の

初
期
の
ゆ
る
や
か
な
情
緒
と
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
満
ち
満
ち
た

絵
画
の
世
界
へ
と
い
ざ
な
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
明

治
三
十
年
代
の
頃
、
大
阪
は
ま

だ
、
は
っ
き
り
と
し
た
画
壇
と

い
う
も
の
が
な
く
、
む
し
ろ
京
都
の
四
条
派
の
流
れ
を
く
む
絢
爛
た
る

画
家
た
ち
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。

　

江
戸
時
代
、
あ
れ
程
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
上
方
文
化
と
い
う
も
の
が
、

絵
画
の
面
で
い
え
ば
全
く
不
毛
に
ひ
と
し
い
状
態
に
な
っ
た
の
を
憂
え

て
、
や
っ
と
、
昭
和
に
な
っ
て
先
代
住
友
吉
左
衛
門
男
爵
が
、
天
王
寺

茶
臼
山
の
邸
宅
の
敷
地
を
提
供
し
、
大
阪
市
に
よ
っ
て
美
術
活
動
の
本

拠
地
た
る
大
阪
市
立
美
術
館
が
建
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。　

　

昭
和
十
五
年
に
は
、
当
代
の
住
友
吉
左
衛
門
氏
に
よ
り
、
日
本
画
壇

の
巨
匠
の
後
世
に
残
る
べ
き
傑
作
を
美
術
館
に
寄
贈
す
る
べ
く
、
そ
の

制
作
の
人
選
を
朝
日
新
聞
社
に
委
任
す
る
。
当
時
の
朝
日
新
聞
大
阪
本

社
企
画
部
、
平
井
常
次
郎
氏(

現
朝
日
放
送
相
談
役)

が
担
当
し
、

昭
和
十
八
年
完
成
さ
れ
た
。

上
村
松
園
、
小
野
竹
喬
、
石
崎
光
瑶
、
宇
田
萩
邨
、
北
野
恒
富
、
菊
地
契
月
、

金
嶋
桂
華
、
菅
楯
彦
、
榊
原
紫
峰
、
堂
本
印
象
、
徳
岡
神
泉
、
西
山
翠
峰
、

中
村
大
三
郎
、
中
村
貞
以
、
橋
本
関
雪
、
福
田
平
八
郎
、
水
田
竹
圃
、

梥
本
一
洋
、
矢
野
橋
村
、
山
口
華
楊
の
二
十
氏
の
作
品
は
、
大
阪
、
京
都
、

東
京
に
お
い
て
ひ
ろ
く
一
般
に
公
開
さ
れ
た
後
、
市
宝
と
し
て
現
在
も

秘
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
か
ら
恒
富
風
美
人
画
と
し
て
大
阪
の
地
に
一
世
を
風
靡
し
た

北
野
恒
富
を
と
り
上
げ
る
。

　

数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
持
主
と
し
て
現
代
も
語
り
つ
が
れ
て
い
る
菅

楯
彦
に
比
し
て
北
野
恒
富
の
人
間
性
を
物
語
る
も
の
は
、
作
品
を
通
し

て
推
し
て
は
か
る
べ
し
で
あ
る
。

　

紙
本
、
二
曲
一
双
の
屏
風
に
仕
立
て
ら
れ
た
、
こ
の
時
の
作
品
「
夜
桜
」

は
、
作
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
年
月
も
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
三
、
四
人

の
友
人
と
共
に
保
津
川
を
下
り
、
夜
は
嵐
山
に
一
泊
し
て
、
春
の
一
夜

を
楽
し
ん
だ
そ
の
夜
の
「
夜
桜
」
の
想
い
出
が
描
か
せ
た
と
い
う
。

　

刻
々
と
せ
ま
る
戦
雲
の
、
た
だ
な
ら
ざ
る
気
配
の
、
京
の
舞
妓
も
い

な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
噂
に
、
惜
別
の
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。

　

闇
に
浮
ぶ
爛
漫
の
桜
と
、
可
憐
な
舞
妓
の
姿
に
、
不
安
と
一
抹
の
甘

さ
の
名
残
り
と
、
祈
り
を
託
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

北
野
恒
富
は
、
日
本
美
人
画
全
集
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
代
表

さ
れ
る
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
美
人
画
で
あ
る
。

　

は
っ
き
り
い
っ
て
清
方
の
「
う
す
紅
梅
の
染
ぎ
ぬ
に
頬
を
包
み
、
鉄

漿
を
含
ん
だ
白
い
顔
の
半
開
の
牡
丹
花
」
と
い
っ
た
よ
う
な
風
情
が
好

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
郷
に
入
れ
ば
郷
に
し
た
が
え
の
諺
通
り
、

大
阪
び
い
き
と
な
る
と
矢
張
り
、
少
々
粋
さ
に
は
欠
け
る
が
、
色
々
生

活
の
機
智
に
た
け
て
い
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
暖
か
さ
や
、
人
の
好
さ

な
ど
が
に
じ
み
出
て
い
る
丸
味
を
帯
び
た
体
型
の
浪
速
女
を
多
く
描
い

た
北
野
恒
富
を
あ
げ
る
の
は
、
い
つ
知
れ
ず
、
こ
ち
ら
も
浪
速
の
水
に

ど
っ
ぷ
り
と
ひ
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

北
野
恒
富(

富
太
郎)

明
治
十
三
年
金
沢
に
生
ま
れ
る
。
明
治
二
十

五
年
小
学
校
卒
業
後
、
木
版
画
版
下
技
術
を
学
び
、
か
た
わ
ら
南
画
も

蓮華の紅
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学
ん
だ
と
い
う
。
十
七
歳
の
時(

明
治
三
十
年)

北
國
新
報
の
彫
刻
部

に
入
り
、
彫
刻
師
中
山
駒
太
郎
の
「
画
家
は
都
会
に
あ
ら
ね
ば
面
白
か

ら
ず
」
と
い
う
言
葉
に
刺
激
さ
れ
て
、
同
年
十
月
十
八
日
、
中
山
の
紹

介
に
よ
り
大
阪
に
出
て
来
る
。
大
阪
で
は
彫
師
伊
勢
庄
太
郎
の
下
で
彫

り
の
仕
事
に
携
わ
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
翌
年
に
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
の
歌
川
派
の
浮
世
絵
師
、
月
岡
芳
年
の
弟
子
稲
野
年
恒
の
門
下

生
と
な
る
。
芳
年
の
門
の
弟
子
水
野
年
方
の
弟
子
に
鏑
木
清
方
、
池
田

輝
方
な
ど
が
い
る
。

　

上
阪
し
て
ま
だ
二
年
目
の
あ
る
日
、
恒
富
は
彫
刻
用
の
道
具
を
橋
の

上
よ
り
投
げ
捨
て
た
と
い
う
。
生
計
の
道
具
を
失
っ
た
恒
富
は
、
た
だ

画
家
と
し
て
何
と
か
生
活
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切
羽
詰
っ

た
事
情
を
自
ら
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
洋
画
の
勉
強
も
し
て
い
た
恒
富

は
、
四
年
後
に
は
、
大
阪
新
報
社
に
入
り
、
小
説
の
挿
絵
を
描
く
よ
う

に
な
る
。

　

そ
の
頃
、
梶
田
半
古
の
「
金
色
夜
叉
」
、
小
杉
天
外(

方
庵)

の
「
魔

風
恋
風
」
の
挿
絵
の
大
和
絵
風
の
新
風
に
み
ち
た
感
覚
が
、
浮
世
絵
出

身
の
恒
富
、
清
方
を
魅
き
つ
け
て
い
た
。　

　

明
治
四
十
三
年
第
四
回
文
展
出
品
の
「
す
だ
く
虫
」
は
初
入
選
す
る

と
共
に
注
目
を
あ
び
た
。
明
治
四
十
四
年
第
五
回
文
展
に
お
い
て
は
審

査
員
出
品
の
大
観
の
「
山
路
」
、
一
般
出
品
の
今
村
紫
紅
「
護
花
鈴
」
、

前
田
青
邨
の
「
竹
取
」
、
土
田
麦
僊
の
「
髪
」
、
恒
富
の
「
日
照
雨
」
が

力
作
と
し
て
評
価
さ
れ
「
日
照
雨
」
は
三
等
賞
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

湯
上
り
の
芸
妓
を
写
生
し
た
清
潔
な
色
香
と
情
感
は
、
会
場
を
圧
観

し
、
か
の
横
山
大
観
を
し
て
、
東
京
の
清
方
に
「
大
阪
の
恒
富
が
素
晴

ら
し
い
も
の
を
描
い
て
い
る
の
に
、
君
は
ど
う
し
た
の
だ
」
と
叱
責
せ

し
め
た
の
を
見
て
も
、
こ
の
頃
、
清
方
に
ま
さ
る
絵
を
描
い
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

明
治
四
十
四
年
「
日
照
雨
」
、
明
治
四
十
五
年
「
浴
後
」
、
大
正
四
年
「
暖

か
」
な
ど
、
恒
富
の
初
期
の
作
品
に
は
、
恒
富
の
美
人
画
と
し
て
の
独

得
の
画
風
が
あ
る
。

　

大
正
四
年
、
彼
の
最
後
の
文
展
出
品
作
と
な
っ
た
「
暖
か
」
は
、
湯

上
り
に
腰
を
お
と
し
て
、
ほ
っ
と
息
つ
く
姿
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
暖
か
み

に
と
っ
た
題
材
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絵
は
夢
二
の
描
く
女
の
イ
メ
ー
ジ
の

よ
う
で
あ
る
が
、
夢
二
よ
り
先
に
大
正
の
忬
情
性
を
と
り
入
れ
て
い
る
。

　

浮
世
絵
を
学
び
な
が
ら
も
、
新
し
い
時
代
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
つ
つ
、

そ
こ
に
は
古
き
時
代
の
暖
か
い
豊
か
さ
に
加
え
て
ど
こ
か
頼
り
な
気
な

魅
力
あ
ふ
る
る
理
想
の
女
性
を
描
き
た
い
と
欲
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

　

大
正
中
期
以
後
は
、
一
変
し
て
古
典
的
題
材
を
と
り
歴
史
上
の
人
物

な
ど
描
き
、
庶
民
的
な
女
性
像
を
敬
遠
し
て
い
る
。

　

歴
史
画
「
茶
々
殿
」(

大
正
十
年
、
中
之
島
図
書
館
蔵)

は
、
安
土

桃
山
の
時
代
考
証
に
も
と
づ
き
、
し
っ
か
り
と
し
た
衣
裳
の
表
現
に
お

い
て
、
大
阪
ゆ
か
り
の
歴
史
的
風
俗
画
と
し
て
も
秀
れ
て
い
る
。
華
や

か
な
権
勢
を
予
感
す
る
ふ
っ
く
ら
と
し
た
茶
々
の
面
ざ
し
に
、
生
き
て

ゆ
く
方
向
の
ま
だ
わ
か
ら
ぬ
乙
女
の
未
熟
な
可
憐
さ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

そ
の
不
安
定
感
は
、
画
面
の
片
隅
に
寄
せ
ら
れ
た
人
物
の
前
方
に
、

何
も
見
え
な
い
構
図
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

茶
々
殿
の
そ
の
後
を
描
い
た
「
淀
君
」
に
は
二
点
あ
る
が
、
絹
本
の

一
幅
は
年
代
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
九
年
に
描
か
れ
た
同
じ
く
「
淀
君
」
の
全
身
像
に
は
、
一
人
の

女
性
の
辿
っ
た
あ
ま
り
に
も
激
し
い
運
命
の
変
遷
と
厳
し
さ
に
作
者
自

身
が
驚
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
運
命
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
恒
富
の
緊

張
し
た
画
筆
の
動
き
が
目
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　

「
蓮
池
」
昭
和
二
年
二
曲
一
双
屏
風(

耕
三
寺
博
物
館
蔵)

は
私
の
好

き
な
絵
で
あ
る
が
、
妙
齢
の
婦
人
と
振
袖
の
乙
女
が
蓮
池
の
中
を
舟
で
、

生
花
の
材
料
を
採
り
に
漕
ぎ
出
で
い
る
絵
で
あ
る
。

　

恒
富
の
絵
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
蓮
池
」
で

あ
ろ
う
。

　

二
点
の
「
淀
君
」
も
鬼
気
迫
る
も
の
が
そ
の
表
情
に
見
ら
れ
る
が
、

船
頭
を
使
わ
ず
、
婦
人
が
自
分
の
手
に
櫂
を
持
ち
、
身
丈
に
あ
ま
る
大

き
な
蓮
の
花
の
間
に
舟
を
漕
ぐ
様
子
の
着
想
の
奇
抜
さ
と
幻
想
的
な
早

朝
の
雰
囲
気
に
魅
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
絵
は
「
朝
」
と
題
し
て

出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

風
俗
画
と
し
て
も
、
当
時
の
既
婚
の
婦
人
と
、
未
婚
の
婦
人
の
後
姿

を
結
び
方
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
上
流
の
婦
人
が
趣
味
の
た
め
に
、
ご

う
快
に
振
舞
い
打
ち
込
む
様
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
上
流
婦
人
は
、
早
起
き
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
余
人
を
乗
せ
ぬ
と
こ
ろ
に
そ
の
潔
癖
さ
を
あ
ら
わ
し
、
早
朝

の
冷
気
と
と
も
に
せ
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
着
想
の
豪
華
さ
は
、
ま
た

恒
富
の
本
意
で
あ
ろ
う
。

　

昭
和
の
初
期
、
谷
崎
潤
一
郎
が
作
品
に
対
す
る
愛
着
か
ら
、
そ
の
装

幀
や
挿
絵
に
非
常
に
凝
り
出
し
た
。
潤
一
郎
も
そ
の
頃
、
恒
富
の
描
く

女
人
の
中
に
単
な
る
官
能
的
な
美
し
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
の
よ
う

な
光
が
あ
る
の
に
魅
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

潤
一
郎
の
自
筆
本
「
芦
苅
」(

昭
和
八
年
四
月
、
創
元
社
刊)

の
桐

の
た
と
う
を
紐
解
く
と
、
恒
富
の
琴
を
弾
く
「
お
遊
さ
ま
」
の
﨟
た
け

た
女
人
像
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

又
、
西
の
日
光
と
い
わ
れ
る
広
島
県
豊
田
郡
瀬
戸
田
町
に
あ
る
美
し

い
耕
三
寺
に
、
恒
富
の
作
品
が
多
く
蒐
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
如

何
に
、
恒
富
風
美
人
画
が
、
華
麗
さ
と
豊
か
さ
、
儚
さ
と
哀
し
さ
を
秘

め
た
る
、
花
の
ご
と
き
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

清
方
が
、
江
戸
前
の
う
す
紫
に
た
と
え
ら
れ
る
な
ら
恒
富
は
、
蓮
華

の
紅
に
見
た
て
た
い
。
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秋
風
が
、
ふ
と
身
に
冷
た
い

時
、
あ
わ
た
だ
し
く
う
つ
ろ
う

世
の
中
の
動
き
に
疲
れ
た
心
は

一
瞬
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
の

初
期
の
ゆ
る
や
か
な
情
緒
と
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
満
ち
満
ち
た

絵
画
の
世
界
へ
と
い
ざ
な
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
明

治
三
十
年
代
の
頃
、
大
阪
は
ま

だ
、
は
っ
き
り
と
し
た
画
壇
と

い
う
も
の
が
な
く
、
む
し
ろ
京
都
の
四
条
派
の
流
れ
を
く
む
絢
爛
た
る

画
家
た
ち
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。

　

江
戸
時
代
、
あ
れ
程
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
上
方
文
化
と
い
う
も
の
が
、

絵
画
の
面
で
い
え
ば
全
く
不
毛
に
ひ
と
し
い
状
態
に
な
っ
た
の
を
憂
え

て
、
や
っ
と
、
昭
和
に
な
っ
て
先
代
住
友
吉
左
衛
門
男
爵
が
、
天
王
寺

茶
臼
山
の
邸
宅
の
敷
地
を
提
供
し
、
大
阪
市
に
よ
っ
て
美
術
活
動
の
本

拠
地
た
る
大
阪
市
立
美
術
館
が
建
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。　

　

昭
和
十
五
年
に
は
、
当
代
の
住
友
吉
左
衛
門
氏
に
よ
り
、
日
本
画
壇

の
巨
匠
の
後
世
に
残
る
べ
き
傑
作
を
美
術
館
に
寄
贈
す
る
べ
く
、
そ
の

制
作
の
人
選
を
朝
日
新
聞
社
に
委
任
す
る
。
当
時
の
朝
日
新
聞
大
阪
本

社
企
画
部
、
平
井
常
次
郎
氏(

現
朝
日
放
送
相
談
役)

が
担
当
し
、

昭
和
十
八
年
完
成
さ
れ
た
。

上
村
松
園
、
小
野
竹
喬
、
石
崎
光
瑶
、
宇
田
萩
邨
、
北
野
恒
富
、
菊
地
契
月
、

金
嶋
桂
華
、
菅
楯
彦
、
榊
原
紫
峰
、
堂
本
印
象
、
徳
岡
神
泉
、
西
山
翠
峰
、

中
村
大
三
郎
、
中
村
貞
以
、
橋
本
関
雪
、
福
田
平
八
郎
、
水
田
竹
圃
、

梥
本
一
洋
、
矢
野
橋
村
、
山
口
華
楊
の
二
十
氏
の
作
品
は
、
大
阪
、
京
都
、

東
京
に
お
い
て
ひ
ろ
く
一
般
に
公
開
さ
れ
た
後
、
市
宝
と
し
て
現
在
も

秘
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
か
ら
恒
富
風
美
人
画
と
し
て
大
阪
の
地
に
一
世
を
風
靡
し
た

北
野
恒
富
を
と
り
上
げ
る
。

　

数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
持
主
と
し
て
現
代
も
語
り
つ
が
れ
て
い
る
菅

楯
彦
に
比
し
て
北
野
恒
富
の
人
間
性
を
物
語
る
も
の
は
、
作
品
を
通
し

て
推
し
て
は
か
る
べ
し
で
あ
る
。

　

紙
本
、
二
曲
一
双
の
屏
風
に
仕
立
て
ら
れ
た
、
こ
の
時
の
作
品
「
夜
桜
」

は
、
作
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
年
月
も
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
三
、
四
人

の
友
人
と
共
に
保
津
川
を
下
り
、
夜
は
嵐
山
に
一
泊
し
て
、
春
の
一
夜

を
楽
し
ん
だ
そ
の
夜
の
「
夜
桜
」
の
想
い
出
が
描
か
せ
た
と
い
う
。

　

刻
々
と
せ
ま
る
戦
雲
の
、
た
だ
な
ら
ざ
る
気
配
の
、
京
の
舞
妓
も
い

な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
噂
に
、
惜
別
の
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。

　

闇
に
浮
ぶ
爛
漫
の
桜
と
、
可
憐
な
舞
妓
の
姿
に
、
不
安
と
一
抹
の
甘

さ
の
名
残
り
と
、
祈
り
を
託
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

北
野
恒
富
は
、
日
本
美
人
画
全
集
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
代
表

さ
れ
る
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
美
人
画
で
あ
る
。

　

は
っ
き
り
い
っ
て
清
方
の
「
う
す
紅
梅
の
染
ぎ
ぬ
に
頬
を
包
み
、
鉄

漿
を
含
ん
だ
白
い
顔
の
半
開
の
牡
丹
花
」
と
い
っ
た
よ
う
な
風
情
が
好

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
郷
に
入
れ
ば
郷
に
し
た
が
え
の
諺
通
り
、

大
阪
び
い
き
と
な
る
と
矢
張
り
、
少
々
粋
さ
に
は
欠
け
る
が
、
色
々
生

活
の
機
智
に
た
け
て
い
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
暖
か
さ
や
、
人
の
好
さ

な
ど
が
に
じ
み
出
て
い
る
丸
味
を
帯
び
た
体
型
の
浪
速
女
を
多
く
描
い

た
北
野
恒
富
を
あ
げ
る
の
は
、
い
つ
知
れ
ず
、
こ
ち
ら
も
浪
速
の
水
に

ど
っ
ぷ
り
と
ひ
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

北
野
恒
富(

富
太
郎)

明
治
十
三
年
金
沢
に
生
ま
れ
る
。
明
治
二
十

五
年
小
学
校
卒
業
後
、
木
版
画
版
下
技
術
を
学
び
、
か
た
わ
ら
南
画
も

ま
つ
も
と



学
ん
だ
と
い
う
。
十
七
歳
の
時(

明
治
三
十
年)

北
國
新
報
の
彫
刻
部

に
入
り
、
彫
刻
師
中
山
駒
太
郎
の
「
画
家
は
都
会
に
あ
ら
ね
ば
面
白
か

ら
ず
」
と
い
う
言
葉
に
刺
激
さ
れ
て
、
同
年
十
月
十
八
日
、
中
山
の
紹

介
に
よ
り
大
阪
に
出
て
来
る
。
大
阪
で
は
彫
師
伊
勢
庄
太
郎
の
下
で
彫

り
の
仕
事
に
携
わ
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
翌
年
に
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
の
歌
川
派
の
浮
世
絵
師
、
月
岡
芳
年
の
弟
子
稲
野
年
恒
の
門
下

生
と
な
る
。
芳
年
の
門
の
弟
子
水
野
年
方
の
弟
子
に
鏑
木
清
方
、
池
田

輝
方
な
ど
が
い
る
。

　

上
阪
し
て
ま
だ
二
年
目
の
あ
る
日
、
恒
富
は
彫
刻
用
の
道
具
を
橋
の

上
よ
り
投
げ
捨
て
た
と
い
う
。
生
計
の
道
具
を
失
っ
た
恒
富
は
、
た
だ

画
家
と
し
て
何
と
か
生
活
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切
羽
詰
っ

た
事
情
を
自
ら
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
洋
画
の
勉
強
も
し
て
い
た
恒
富

は
、
四
年
後
に
は
、
大
阪
新
報
社
に
入
り
、
小
説
の
挿
絵
を
描
く
よ
う

に
な
る
。

　

そ
の
頃
、
梶
田
半
古
の
「
金
色
夜
叉
」
、
小
杉
天
外(

方
庵)

の
「
魔

風
恋
風
」
の
挿
絵
の
大
和
絵
風
の
新
風
に
み
ち
た
感
覚
が
、
浮
世
絵
出

身
の
恒
富
、
清
方
を
魅
き
つ
け
て
い
た
。　

　

明
治
四
十
三
年
第
四
回
文
展
出
品
の
「
す
だ
く
虫
」
は
初
入
選
す
る

と
共
に
注
目
を
あ
び
た
。
明
治
四
十
四
年
第
五
回
文
展
に
お
い
て
は
審

査
員
出
品
の
大
観
の
「
山
路
」
、
一
般
出
品
の
今
村
紫
紅
「
護
花
鈴
」
、

前
田
青
邨
の
「
竹
取
」
、
土
田
麦
僊
の
「
髪
」
、
恒
富
の
「
日
照
雨
」
が

力
作
と
し
て
評
価
さ
れ
「
日
照
雨
」
は
三
等
賞
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

湯
上
り
の
芸
妓
を
写
生
し
た
清
潔
な
色
香
と
情
感
は
、
会
場
を
圧
観

し
、
か
の
横
山
大
観
を
し
て
、
東
京
の
清
方
に
「
大
阪
の
恒
富
が
素
晴

ら
し
い
も
の
を
描
い
て
い
る
の
に
、
君
は
ど
う
し
た
の
だ
」
と
叱
責
せ

し
め
た
の
を
見
て
も
、
こ
の
頃
、
清
方
に
ま
さ
る
絵
を
描
い
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

明
治
四
十
四
年
「
日
照
雨
」
、
明
治
四
十
五
年
「
浴
後
」
、
大
正
四
年
「
暖

か
」
な
ど
、
恒
富
の
初
期
の
作
品
に
は
、
恒
富
の
美
人
画
と
し
て
の
独

得
の
画
風
が
あ
る
。

　

大
正
四
年
、
彼
の
最
後
の
文
展
出
品
作
と
な
っ
た
「
暖
か
」
は
、
湯

上
り
に
腰
を
お
と
し
て
、
ほ
っ
と
息
つ
く
姿
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
暖
か
み

に
と
っ
た
題
材
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絵
は
夢
二
の
描
く
女
の
イ
メ
ー
ジ
の

よ
う
で
あ
る
が
、
夢
二
よ
り
先
に
大
正
の
忬
情
性
を
と
り
入
れ
て
い
る
。

　

浮
世
絵
を
学
び
な
が
ら
も
、
新
し
い
時
代
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
つ
つ
、

そ
こ
に
は
古
き
時
代
の
暖
か
い
豊
か
さ
に
加
え
て
ど
こ
か
頼
り
な
気
な

魅
力
あ
ふ
る
る
理
想
の
女
性
を
描
き
た
い
と
欲
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

　

大
正
中
期
以
後
は
、
一
変
し
て
古
典
的
題
材
を
と
り
歴
史
上
の
人
物

な
ど
描
き
、
庶
民
的
な
女
性
像
を
敬
遠
し
て
い
る
。

　

歴
史
画
「
茶
々
殿
」(

大
正
十
年
、
中
之
島
図
書
館
蔵)

は
、
安
土

桃
山
の
時
代
考
証
に
も
と
づ
き
、
し
っ
か
り
と
し
た
衣
裳
の
表
現
に
お

い
て
、
大
阪
ゆ
か
り
の
歴
史
的
風
俗
画
と
し
て
も
秀
れ
て
い
る
。
華
や

か
な
権
勢
を
予
感
す
る
ふ
っ
く
ら
と
し
た
茶
々
の
面
ざ
し
に
、
生
き
て

ゆ
く
方
向
の
ま
だ
わ
か
ら
ぬ
乙
女
の
未
熟
な
可
憐
さ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

そ
の
不
安
定
感
は
、
画
面
の
片
隅
に
寄
せ
ら
れ
た
人
物
の
前
方
に
、

何
も
見
え
な
い
構
図
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

茶
々
殿
の
そ
の
後
を
描
い
た
「
淀
君
」
に
は
二
点
あ
る
が
、
絹
本
の

一
幅
は
年
代
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
九
年
に
描
か
れ
た
同
じ
く
「
淀
君
」
の
全
身
像
に
は
、
一
人
の

女
性
の
辿
っ
た
あ
ま
り
に
も
激
し
い
運
命
の
変
遷
と
厳
し
さ
に
作
者
自

身
が
驚
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
運
命
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
恒
富
の
緊

張
し
た
画
筆
の
動
き
が
目
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　

「
蓮
池
」
昭
和
二
年
二
曲
一
双
屏
風(

耕
三
寺
博
物
館
蔵)

は
私
の
好

き
な
絵
で
あ
る
が
、
妙
齢
の
婦
人
と
振
袖
の
乙
女
が
蓮
池
の
中
を
舟
で
、

生
花
の
材
料
を
採
り
に
漕
ぎ
出
で
い
る
絵
で
あ
る
。

　

恒
富
の
絵
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
蓮
池
」
で

あ
ろ
う
。

　

二
点
の
「
淀
君
」
も
鬼
気
迫
る
も
の
が
そ
の
表
情
に
見
ら
れ
る
が
、

船
頭
を
使
わ
ず
、
婦
人
が
自
分
の
手
に
櫂
を
持
ち
、
身
丈
に
あ
ま
る
大

き
な
蓮
の
花
の
間
に
舟
を
漕
ぐ
様
子
の
着
想
の
奇
抜
さ
と
幻
想
的
な
早

朝
の
雰
囲
気
に
魅
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
絵
は
「
朝
」
と
題
し
て

出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

風
俗
画
と
し
て
も
、
当
時
の
既
婚
の
婦
人
と
、
未
婚
の
婦
人
の
後
姿

を
結
び
方
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
上
流
の
婦
人
が
趣
味
の
た
め
に
、
ご

う
快
に
振
舞
い
打
ち
込
む
様
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
上
流
婦
人
は
、
早
起
き
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
余
人
を
乗
せ
ぬ
と
こ
ろ
に
そ
の
潔
癖
さ
を
あ
ら
わ
し
、
早
朝

の
冷
気
と
と
も
に
せ
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
着
想
の
豪
華
さ
は
、
ま
た

恒
富
の
本
意
で
あ
ろ
う
。

　

昭
和
の
初
期
、
谷
崎
潤
一
郎
が
作
品
に
対
す
る
愛
着
か
ら
、
そ
の
装

幀
や
挿
絵
に
非
常
に
凝
り
出
し
た
。
潤
一
郎
も
そ
の
頃
、
恒
富
の
描
く

女
人
の
中
に
単
な
る
官
能
的
な
美
し
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
の
よ
う

な
光
が
あ
る
の
に
魅
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

潤
一
郎
の
自
筆
本
「
芦
苅
」(

昭
和
八
年
四
月
、
創
元
社
刊)

の
桐

の
た
と
う
を
紐
解
く
と
、
恒
富
の
琴
を
弾
く
「
お
遊
さ
ま
」
の
﨟
た
け

た
女
人
像
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

又
、
西
の
日
光
と
い
わ
れ
る
広
島
県
豊
田
郡
瀬
戸
田
町
に
あ
る
美
し

い
耕
三
寺
に
、
恒
富
の
作
品
が
多
く
蒐
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
如

何
に
、
恒
富
風
美
人
画
が
、
華
麗
さ
と
豊
か
さ
、
儚
さ
と
哀
し
さ
を
秘

め
た
る
、
花
の
ご
と
き
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

清
方
が
、
江
戸
前
の
う
す
紫
に
た
と
え
ら
れ
る
な
ら
恒
富
は
、
蓮
華

の
紅
に
見
た
て
た
い
。
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秋
風
が
、
ふ
と
身
に
冷
た
い

時
、
あ
わ
た
だ
し
く
う
つ
ろ
う

世
の
中
の
動
き
に
疲
れ
た
心
は

一
瞬
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
の

初
期
の
ゆ
る
や
か
な
情
緒
と
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
満
ち
満
ち
た

絵
画
の
世
界
へ
と
い
ざ
な
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
明

治
三
十
年
代
の
頃
、
大
阪
は
ま

だ
、
は
っ
き
り
と
し
た
画
壇
と

い
う
も
の
が
な
く
、
む
し
ろ
京
都
の
四
条
派
の
流
れ
を
く
む
絢
爛
た
る

画
家
た
ち
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。

　

江
戸
時
代
、
あ
れ
程
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
上
方
文
化
と
い
う
も
の
が
、

絵
画
の
面
で
い
え
ば
全
く
不
毛
に
ひ
と
し
い
状
態
に
な
っ
た
の
を
憂
え

て
、
や
っ
と
、
昭
和
に
な
っ
て
先
代
住
友
吉
左
衛
門
男
爵
が
、
天
王
寺

茶
臼
山
の
邸
宅
の
敷
地
を
提
供
し
、
大
阪
市
に
よ
っ
て
美
術
活
動
の
本

拠
地
た
る
大
阪
市
立
美
術
館
が
建
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。　

　

昭
和
十
五
年
に
は
、
当
代
の
住
友
吉
左
衛
門
氏
に
よ
り
、
日
本
画
壇

の
巨
匠
の
後
世
に
残
る
べ
き
傑
作
を
美
術
館
に
寄
贈
す
る
べ
く
、
そ
の

制
作
の
人
選
を
朝
日
新
聞
社
に
委
任
す
る
。
当
時
の
朝
日
新
聞
大
阪
本

社
企
画
部
、
平
井
常
次
郎
氏(

現
朝
日
放
送
相
談
役)

が
担
当
し
、

昭
和
十
八
年
完
成
さ
れ
た
。

上
村
松
園
、
小
野
竹
喬
、
石
崎
光
瑶
、
宇
田
萩
邨
、
北
野
恒
富
、
菊
地
契
月
、

金
嶋
桂
華
、
菅
楯
彦
、
榊
原
紫
峰
、
堂
本
印
象
、
徳
岡
神
泉
、
西
山
翠
峰
、

中
村
大
三
郎
、
中
村
貞
以
、
橋
本
関
雪
、
福
田
平
八
郎
、
水
田
竹
圃
、

梥
本
一
洋
、
矢
野
橋
村
、
山
口
華
楊
の
二
十
氏
の
作
品
は
、
大
阪
、
京
都
、

東
京
に
お
い
て
ひ
ろ
く
一
般
に
公
開
さ
れ
た
後
、
市
宝
と
し
て
現
在
も

秘
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
か
ら
恒
富
風
美
人
画
と
し
て
大
阪
の
地
に
一
世
を
風
靡
し
た

北
野
恒
富
を
と
り
上
げ
る
。

　

数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
持
主
と
し
て
現
代
も
語
り
つ
が
れ
て
い
る
菅

楯
彦
に
比
し
て
北
野
恒
富
の
人
間
性
を
物
語
る
も
の
は
、
作
品
を
通
し

て
推
し
て
は
か
る
べ
し
で
あ
る
。

　

紙
本
、
二
曲
一
双
の
屏
風
に
仕
立
て
ら
れ
た
、
こ
の
時
の
作
品
「
夜
桜
」

は
、
作
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
年
月
も
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
三
、
四
人

の
友
人
と
共
に
保
津
川
を
下
り
、
夜
は
嵐
山
に
一
泊
し
て
、
春
の
一
夜

を
楽
し
ん
だ
そ
の
夜
の
「
夜
桜
」
の
想
い
出
が
描
か
せ
た
と
い
う
。

　

刻
々
と
せ
ま
る
戦
雲
の
、
た
だ
な
ら
ざ
る
気
配
の
、
京
の
舞
妓
も
い

な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
噂
に
、
惜
別
の
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。

　

闇
に
浮
ぶ
爛
漫
の
桜
と
、
可
憐
な
舞
妓
の
姿
に
、
不
安
と
一
抹
の
甘

さ
の
名
残
り
と
、
祈
り
を
託
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

北
野
恒
富
は
、
日
本
美
人
画
全
集
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
代
表

さ
れ
る
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
美
人
画
で
あ
る
。

　

は
っ
き
り
い
っ
て
清
方
の
「
う
す
紅
梅
の
染
ぎ
ぬ
に
頬
を
包
み
、
鉄

漿
を
含
ん
だ
白
い
顔
の
半
開
の
牡
丹
花
」
と
い
っ
た
よ
う
な
風
情
が
好

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
郷
に
入
れ
ば
郷
に
し
た
が
え
の
諺
通
り
、

大
阪
び
い
き
と
な
る
と
矢
張
り
、
少
々
粋
さ
に
は
欠
け
る
が
、
色
々
生

活
の
機
智
に
た
け
て
い
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
暖
か
さ
や
、
人
の
好
さ

な
ど
が
に
じ
み
出
て
い
る
丸
味
を
帯
び
た
体
型
の
浪
速
女
を
多
く
描
い

た
北
野
恒
富
を
あ
げ
る
の
は
、
い
つ
知
れ
ず
、
こ
ち
ら
も
浪
速
の
水
に

ど
っ
ぷ
り
と
ひ
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

北
野
恒
富(

富
太
郎)

明
治
十
三
年
金
沢
に
生
ま
れ
る
。
明
治
二
十

五
年
小
学
校
卒
業
後
、
木
版
画
版
下
技
術
を
学
び
、
か
た
わ
ら
南
画
も か

ね



学
ん
だ
と
い
う
。
十
七
歳
の
時(

明
治
三
十
年)

北
國
新
報
の
彫
刻
部

に
入
り
、
彫
刻
師
中
山
駒
太
郎
の
「
画
家
は
都
会
に
あ
ら
ね
ば
面
白
か

ら
ず
」
と
い
う
言
葉
に
刺
激
さ
れ
て
、
同
年
十
月
十
八
日
、
中
山
の
紹

介
に
よ
り
大
阪
に
出
て
来
る
。
大
阪
で
は
彫
師
伊
勢
庄
太
郎
の
下
で
彫

り
の
仕
事
に
携
わ
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
翌
年
に
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
の
歌
川
派
の
浮
世
絵
師
、
月
岡
芳
年
の
弟
子
稲
野
年
恒
の
門
下

生
と
な
る
。
芳
年
の
門
の
弟
子
水
野
年
方
の
弟
子
に
鏑
木
清
方
、
池
田

輝
方
な
ど
が
い
る
。

　

上
阪
し
て
ま
だ
二
年
目
の
あ
る
日
、
恒
富
は
彫
刻
用
の
道
具
を
橋
の

上
よ
り
投
げ
捨
て
た
と
い
う
。
生
計
の
道
具
を
失
っ
た
恒
富
は
、
た
だ

画
家
と
し
て
何
と
か
生
活
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切
羽
詰
っ

た
事
情
を
自
ら
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
洋
画
の
勉
強
も
し
て
い
た
恒
富

は
、
四
年
後
に
は
、
大
阪
新
報
社
に
入
り
、
小
説
の
挿
絵
を
描
く
よ
う

に
な
る
。

　

そ
の
頃
、
梶
田
半
古
の
「
金
色
夜
叉
」
、
小
杉
天
外(

方
庵)

の
「
魔

風
恋
風
」
の
挿
絵
の
大
和
絵
風
の
新
風
に
み
ち
た
感
覚
が
、
浮
世
絵
出

身
の
恒
富
、
清
方
を
魅
き
つ
け
て
い
た
。　

　

明
治
四
十
三
年
第
四
回
文
展
出
品
の
「
す
だ
く
虫
」
は
初
入
選
す
る

と
共
に
注
目
を
あ
び
た
。
明
治
四
十
四
年
第
五
回
文
展
に
お
い
て
は
審

査
員
出
品
の
大
観
の
「
山
路
」
、
一
般
出
品
の
今
村
紫
紅
「
護
花
鈴
」
、

前
田
青
邨
の
「
竹
取
」
、
土
田
麦
僊
の
「
髪
」
、
恒
富
の
「
日
照
雨
」
が

力
作
と
し
て
評
価
さ
れ
「
日
照
雨
」
は
三
等
賞
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

湯
上
り
の
芸
妓
を
写
生
し
た
清
潔
な
色
香
と
情
感
は
、
会
場
を
圧
観

し
、
か
の
横
山
大
観
を
し
て
、
東
京
の
清
方
に
「
大
阪
の
恒
富
が
素
晴

ら
し
い
も
の
を
描
い
て
い
る
の
に
、
君
は
ど
う
し
た
の
だ
」
と
叱
責
せ

し
め
た
の
を
見
て
も
、
こ
の
頃
、
清
方
に
ま
さ
る
絵
を
描
い
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

明
治
四
十
四
年
「
日
照
雨
」
、
明
治
四
十
五
年
「
浴
後
」
、
大
正
四
年
「
暖

か
」
な
ど
、
恒
富
の
初
期
の
作
品
に
は
、
恒
富
の
美
人
画
と
し
て
の
独

得
の
画
風
が
あ
る
。

　

大
正
四
年
、
彼
の
最
後
の
文
展
出
品
作
と
な
っ
た
「
暖
か
」
は
、
湯

上
り
に
腰
を
お
と
し
て
、
ほ
っ
と
息
つ
く
姿
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
暖
か
み

に
と
っ
た
題
材
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絵
は
夢
二
の
描
く
女
の
イ
メ
ー
ジ
の

よ
う
で
あ
る
が
、
夢
二
よ
り
先
に
大
正
の
忬
情
性
を
と
り
入
れ
て
い
る
。

　

浮
世
絵
を
学
び
な
が
ら
も
、
新
し
い
時
代
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
つ
つ
、

そ
こ
に
は
古
き
時
代
の
暖
か
い
豊
か
さ
に
加
え
て
ど
こ
か
頼
り
な
気
な

魅
力
あ
ふ
る
る
理
想
の
女
性
を
描
き
た
い
と
欲
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

　

大
正
中
期
以
後
は
、
一
変
し
て
古
典
的
題
材
を
と
り
歴
史
上
の
人
物

な
ど
描
き
、
庶
民
的
な
女
性
像
を
敬
遠
し
て
い
る
。

　

歴
史
画
「
茶
々
殿
」(

大
正
十
年
、
中
之
島
図
書
館
蔵)

は
、
安
土

桃
山
の
時
代
考
証
に
も
と
づ
き
、
し
っ
か
り
と
し
た
衣
裳
の
表
現
に
お

い
て
、
大
阪
ゆ
か
り
の
歴
史
的
風
俗
画
と
し
て
も
秀
れ
て
い
る
。
華
や

か
な
権
勢
を
予
感
す
る
ふ
っ
く
ら
と
し
た
茶
々
の
面
ざ
し
に
、
生
き
て

ゆ
く
方
向
の
ま
だ
わ
か
ら
ぬ
乙
女
の
未
熟
な
可
憐
さ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

そ
の
不
安
定
感
は
、
画
面
の
片
隅
に
寄
せ
ら
れ
た
人
物
の
前
方
に
、

何
も
見
え
な
い
構
図
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

茶
々
殿
の
そ
の
後
を
描
い
た
「
淀
君
」
に
は
二
点
あ
る
が
、
絹
本
の

一
幅
は
年
代
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
九
年
に
描
か
れ
た
同
じ
く
「
淀
君
」
の
全
身
像
に
は
、
一
人
の

女
性
の
辿
っ
た
あ
ま
り
に
も
激
し
い
運
命
の
変
遷
と
厳
し
さ
に
作
者
自

身
が
驚
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
運
命
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
恒
富
の
緊

張
し
た
画
筆
の
動
き
が
目
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　

「
蓮
池
」
昭
和
二
年
二
曲
一
双
屏
風(

耕
三
寺
博
物
館
蔵)

は
私
の
好

き
な
絵
で
あ
る
が
、
妙
齢
の
婦
人
と
振
袖
の
乙
女
が
蓮
池
の
中
を
舟
で
、

生
花
の
材
料
を
採
り
に
漕
ぎ
出
で
い
る
絵
で
あ
る
。

　

恒
富
の
絵
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
蓮
池
」
で

あ
ろ
う
。

　

二
点
の
「
淀
君
」
も
鬼
気
迫
る
も
の
が
そ
の
表
情
に
見
ら
れ
る
が
、

船
頭
を
使
わ
ず
、
婦
人
が
自
分
の
手
に
櫂
を
持
ち
、
身
丈
に
あ
ま
る
大

き
な
蓮
の
花
の
間
に
舟
を
漕
ぐ
様
子
の
着
想
の
奇
抜
さ
と
幻
想
的
な
早

朝
の
雰
囲
気
に
魅
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
絵
は
「
朝
」
と
題
し
て

出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

風
俗
画
と
し
て
も
、
当
時
の
既
婚
の
婦
人
と
、
未
婚
の
婦
人
の
後
姿

を
結
び
方
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
上
流
の
婦
人
が
趣
味
の
た
め
に
、
ご

う
快
に
振
舞
い
打
ち
込
む
様
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
上
流
婦
人
は
、
早
起
き
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
余
人
を
乗
せ
ぬ
と
こ
ろ
に
そ
の
潔
癖
さ
を
あ
ら
わ
し
、
早
朝

の
冷
気
と
と
も
に
せ
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
着
想
の
豪
華
さ
は
、
ま
た

恒
富
の
本
意
で
あ
ろ
う
。

　

昭
和
の
初
期
、
谷
崎
潤
一
郎
が
作
品
に
対
す
る
愛
着
か
ら
、
そ
の
装

幀
や
挿
絵
に
非
常
に
凝
り
出
し
た
。
潤
一
郎
も
そ
の
頃
、
恒
富
の
描
く

女
人
の
中
に
単
な
る
官
能
的
な
美
し
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
の
よ
う

な
光
が
あ
る
の
に
魅
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

潤
一
郎
の
自
筆
本
「
芦
苅
」(

昭
和
八
年
四
月
、
創
元
社
刊)

の
桐

の
た
と
う
を
紐
解
く
と
、
恒
富
の
琴
を
弾
く
「
お
遊
さ
ま
」
の
﨟
た
け

た
女
人
像
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

又
、
西
の
日
光
と
い
わ
れ
る
広
島
県
豊
田
郡
瀬
戸
田
町
に
あ
る
美
し

い
耕
三
寺
に
、
恒
富
の
作
品
が
多
く
蒐
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
如

何
に
、
恒
富
風
美
人
画
が
、
華
麗
さ
と
豊
か
さ
、
儚
さ
と
哀
し
さ
を
秘

め
た
る
、
花
の
ご
と
き
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

清
方
が
、
江
戸
前
の
う
す
紫
に
た
と
え
ら
れ
る
な
ら
恒
富
は
、
蓮
華

の
紅
に
見
た
て
た
い
。
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秋
風
が
、
ふ
と
身
に
冷
た
い

時
、
あ
わ
た
だ
し
く
う
つ
ろ
う

世
の
中
の
動
き
に
疲
れ
た
心
は

一
瞬
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
の

初
期
の
ゆ
る
や
か
な
情
緒
と
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
満
ち
満
ち
た

絵
画
の
世
界
へ
と
い
ざ
な
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
明

治
三
十
年
代
の
頃
、
大
阪
は
ま

だ
、
は
っ
き
り
と
し
た
画
壇
と

い
う
も
の
が
な
く
、
む
し
ろ
京
都
の
四
条
派
の
流
れ
を
く
む
絢
爛
た
る

画
家
た
ち
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。

　

江
戸
時
代
、
あ
れ
程
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
上
方
文
化
と
い
う
も
の
が
、

絵
画
の
面
で
い
え
ば
全
く
不
毛
に
ひ
と
し
い
状
態
に
な
っ
た
の
を
憂
え

て
、
や
っ
と
、
昭
和
に
な
っ
て
先
代
住
友
吉
左
衛
門
男
爵
が
、
天
王
寺

茶
臼
山
の
邸
宅
の
敷
地
を
提
供
し
、
大
阪
市
に
よ
っ
て
美
術
活
動
の
本

拠
地
た
る
大
阪
市
立
美
術
館
が
建
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。　

　

昭
和
十
五
年
に
は
、
当
代
の
住
友
吉
左
衛
門
氏
に
よ
り
、
日
本
画
壇

の
巨
匠
の
後
世
に
残
る
べ
き
傑
作
を
美
術
館
に
寄
贈
す
る
べ
く
、
そ
の

制
作
の
人
選
を
朝
日
新
聞
社
に
委
任
す
る
。
当
時
の
朝
日
新
聞
大
阪
本

社
企
画
部
、
平
井
常
次
郎
氏(

現
朝
日
放
送
相
談
役)

が
担
当
し
、

昭
和
十
八
年
完
成
さ
れ
た
。

上
村
松
園
、
小
野
竹
喬
、
石
崎
光
瑶
、
宇
田
萩
邨
、
北
野
恒
富
、
菊
地
契
月
、

金
嶋
桂
華
、
菅
楯
彦
、
榊
原
紫
峰
、
堂
本
印
象
、
徳
岡
神
泉
、
西
山
翠
峰
、

中
村
大
三
郎
、
中
村
貞
以
、
橋
本
関
雪
、
福
田
平
八
郎
、
水
田
竹
圃
、

梥
本
一
洋
、
矢
野
橋
村
、
山
口
華
楊
の
二
十
氏
の
作
品
は
、
大
阪
、
京
都
、

東
京
に
お
い
て
ひ
ろ
く
一
般
に
公
開
さ
れ
た
後
、
市
宝
と
し
て
現
在
も

秘
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
か
ら
恒
富
風
美
人
画
と
し
て
大
阪
の
地
に
一
世
を
風
靡
し
た

北
野
恒
富
を
と
り
上
げ
る
。

　

数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
持
主
と
し
て
現
代
も
語
り
つ
が
れ
て
い
る
菅

楯
彦
に
比
し
て
北
野
恒
富
の
人
間
性
を
物
語
る
も
の
は
、
作
品
を
通
し

て
推
し
て
は
か
る
べ
し
で
あ
る
。

　

紙
本
、
二
曲
一
双
の
屏
風
に
仕
立
て
ら
れ
た
、
こ
の
時
の
作
品
「
夜
桜
」

は
、
作
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
年
月
も
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
三
、
四
人

の
友
人
と
共
に
保
津
川
を
下
り
、
夜
は
嵐
山
に
一
泊
し
て
、
春
の
一
夜

を
楽
し
ん
だ
そ
の
夜
の
「
夜
桜
」
の
想
い
出
が
描
か
せ
た
と
い
う
。

　

刻
々
と
せ
ま
る
戦
雲
の
、
た
だ
な
ら
ざ
る
気
配
の
、
京
の
舞
妓
も
い

な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
噂
に
、
惜
別
の
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。

　

闇
に
浮
ぶ
爛
漫
の
桜
と
、
可
憐
な
舞
妓
の
姿
に
、
不
安
と
一
抹
の
甘

さ
の
名
残
り
と
、
祈
り
を
託
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

北
野
恒
富
は
、
日
本
美
人
画
全
集
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
代
表

さ
れ
る
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
美
人
画
で
あ
る
。

　

は
っ
き
り
い
っ
て
清
方
の
「
う
す
紅
梅
の
染
ぎ
ぬ
に
頬
を
包
み
、
鉄

漿
を
含
ん
だ
白
い
顔
の
半
開
の
牡
丹
花
」
と
い
っ
た
よ
う
な
風
情
が
好

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
郷
に
入
れ
ば
郷
に
し
た
が
え
の
諺
通
り
、

大
阪
び
い
き
と
な
る
と
矢
張
り
、
少
々
粋
さ
に
は
欠
け
る
が
、
色
々
生

活
の
機
智
に
た
け
て
い
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
暖
か
さ
や
、
人
の
好
さ

な
ど
が
に
じ
み
出
て
い
る
丸
味
を
帯
び
た
体
型
の
浪
速
女
を
多
く
描
い

た
北
野
恒
富
を
あ
げ
る
の
は
、
い
つ
知
れ
ず
、
こ
ち
ら
も
浪
速
の
水
に

ど
っ
ぷ
り
と
ひ
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

北
野
恒
富(

富
太
郎)

明
治
十
三
年
金
沢
に
生
ま
れ
る
。
明
治
二
十

五
年
小
学
校
卒
業
後
、
木
版
画
版
下
技
術
を
学
び
、
か
た
わ
ら
南
画
も

月
岡
芳
年

稲
野
年
恒

北
野
恒
富

水
野
年
方

鏑
木
清
方

い
と
こ
弟
子
の

関
係

池
田
輝
方

榊
原
崔
園



学
ん
だ
と
い
う
。
十
七
歳
の
時(

明
治
三
十
年)

北
國
新
報
の
彫
刻
部

に
入
り
、
彫
刻
師
中
山
駒
太
郎
の
「
画
家
は
都
会
に
あ
ら
ね
ば
面
白
か

ら
ず
」
と
い
う
言
葉
に
刺
激
さ
れ
て
、
同
年
十
月
十
八
日
、
中
山
の
紹

介
に
よ
り
大
阪
に
出
て
来
る
。
大
阪
で
は
彫
師
伊
勢
庄
太
郎
の
下
で
彫

り
の
仕
事
に
携
わ
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
翌
年
に
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
の
歌
川
派
の
浮
世
絵
師
、
月
岡
芳
年
の
弟
子
稲
野
年
恒
の
門
下

生
と
な
る
。
芳
年
の
門
の
弟
子
水
野
年
方
の
弟
子
に
鏑
木
清
方
、
池
田

輝
方
な
ど
が
い
る
。

　

上
阪
し
て
ま
だ
二
年
目
の
あ
る
日
、
恒
富
は
彫
刻
用
の
道
具
を
橋
の

上
よ
り
投
げ
捨
て
た
と
い
う
。
生
計
の
道
具
を
失
っ
た
恒
富
は
、
た
だ

画
家
と
し
て
何
と
か
生
活
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切
羽
詰
っ

た
事
情
を
自
ら
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
洋
画
の
勉
強
も
し
て
い
た
恒
富

は
、
四
年
後
に
は
、
大
阪
新
報
社
に
入
り
、
小
説
の
挿
絵
を
描
く
よ
う

に
な
る
。

　

そ
の
頃
、
梶
田
半
古
の
「
金
色
夜
叉
」
、
小
杉
天
外(

方
庵)

の
「
魔

風
恋
風
」
の
挿
絵
の
大
和
絵
風
の
新
風
に
み
ち
た
感
覚
が
、
浮
世
絵
出

身
の
恒
富
、
清
方
を
魅
き
つ
け
て
い
た
。　

　

明
治
四
十
三
年
第
四
回
文
展
出
品
の
「
す
だ
く
虫
」
は
初
入
選
す
る

と
共
に
注
目
を
あ
び
た
。
明
治
四
十
四
年
第
五
回
文
展
に
お
い
て
は
審

査
員
出
品
の
大
観
の
「
山
路
」
、
一
般
出
品
の
今
村
紫
紅
「
護
花
鈴
」
、

前
田
青
邨
の
「
竹
取
」
、
土
田
麦
僊
の
「
髪
」
、
恒
富
の
「
日
照
雨
」
が

力
作
と
し
て
評
価
さ
れ
「
日
照
雨
」
は
三
等
賞
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

湯
上
り
の
芸
妓
を
写
生
し
た
清
潔
な
色
香
と
情
感
は
、
会
場
を
圧
観

し
、
か
の
横
山
大
観
を
し
て
、
東
京
の
清
方
に
「
大
阪
の
恒
富
が
素
晴

ら
し
い
も
の
を
描
い
て
い
る
の
に
、
君
は
ど
う
し
た
の
だ
」
と
叱
責
せ

し
め
た
の
を
見
て
も
、
こ
の
頃
、
清
方
に
ま
さ
る
絵
を
描
い
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

明
治
四
十
四
年
「
日
照
雨
」
、
明
治
四
十
五
年
「
浴
後
」
、
大
正
四
年
「
暖

か
」
な
ど
、
恒
富
の
初
期
の
作
品
に
は
、
恒
富
の
美
人
画
と
し
て
の
独

得
の
画
風
が
あ
る
。

　

大
正
四
年
、
彼
の
最
後
の
文
展
出
品
作
と
な
っ
た
「
暖
か
」
は
、
湯

上
り
に
腰
を
お
と
し
て
、
ほ
っ
と
息
つ
く
姿
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
暖
か
み

に
と
っ
た
題
材
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絵
は
夢
二
の
描
く
女
の
イ
メ
ー
ジ
の

よ
う
で
あ
る
が
、
夢
二
よ
り
先
に
大
正
の
忬
情
性
を
と
り
入
れ
て
い
る
。

　

浮
世
絵
を
学
び
な
が
ら
も
、
新
し
い
時
代
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
つ
つ
、

そ
こ
に
は
古
き
時
代
の
暖
か
い
豊
か
さ
に
加
え
て
ど
こ
か
頼
り
な
気
な

魅
力
あ
ふ
る
る
理
想
の
女
性
を
描
き
た
い
と
欲
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

　

大
正
中
期
以
後
は
、
一
変
し
て
古
典
的
題
材
を
と
り
歴
史
上
の
人
物

な
ど
描
き
、
庶
民
的
な
女
性
像
を
敬
遠
し
て
い
る
。

　

歴
史
画
「
茶
々
殿
」(

大
正
十
年
、
中
之
島
図
書
館
蔵)

は
、
安
土

桃
山
の
時
代
考
証
に
も
と
づ
き
、
し
っ
か
り
と
し
た
衣
裳
の
表
現
に
お

い
て
、
大
阪
ゆ
か
り
の
歴
史
的
風
俗
画
と
し
て
も
秀
れ
て
い
る
。
華
や

か
な
権
勢
を
予
感
す
る
ふ
っ
く
ら
と
し
た
茶
々
の
面
ざ
し
に
、
生
き
て

ゆ
く
方
向
の
ま
だ
わ
か
ら
ぬ
乙
女
の
未
熟
な
可
憐
さ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

そ
の
不
安
定
感
は
、
画
面
の
片
隅
に
寄
せ
ら
れ
た
人
物
の
前
方
に
、

何
も
見
え
な
い
構
図
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

茶
々
殿
の
そ
の
後
を
描
い
た
「
淀
君
」
に
は
二
点
あ
る
が
、
絹
本
の

一
幅
は
年
代
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
九
年
に
描
か
れ
た
同
じ
く
「
淀
君
」
の
全
身
像
に
は
、
一
人
の

女
性
の
辿
っ
た
あ
ま
り
に
も
激
し
い
運
命
の
変
遷
と
厳
し
さ
に
作
者
自

身
が
驚
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
運
命
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
恒
富
の
緊

張
し
た
画
筆
の
動
き
が
目
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　

「
蓮
池
」
昭
和
二
年
二
曲
一
双
屏
風(

耕
三
寺
博
物
館
蔵)

は
私
の
好

き
な
絵
で
あ
る
が
、
妙
齢
の
婦
人
と
振
袖
の
乙
女
が
蓮
池
の
中
を
舟
で
、

生
花
の
材
料
を
採
り
に
漕
ぎ
出
で
い
る
絵
で
あ
る
。

　

恒
富
の
絵
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
蓮
池
」
で

あ
ろ
う
。

　

二
点
の
「
淀
君
」
も
鬼
気
迫
る
も
の
が
そ
の
表
情
に
見
ら
れ
る
が
、

船
頭
を
使
わ
ず
、
婦
人
が
自
分
の
手
に
櫂
を
持
ち
、
身
丈
に
あ
ま
る
大

き
な
蓮
の
花
の
間
に
舟
を
漕
ぐ
様
子
の
着
想
の
奇
抜
さ
と
幻
想
的
な
早

朝
の
雰
囲
気
に
魅
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
絵
は
「
朝
」
と
題
し
て

出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

風
俗
画
と
し
て
も
、
当
時
の
既
婚
の
婦
人
と
、
未
婚
の
婦
人
の
後
姿

を
結
び
方
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
上
流
の
婦
人
が
趣
味
の
た
め
に
、
ご

う
快
に
振
舞
い
打
ち
込
む
様
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
上
流
婦
人
は
、
早
起
き
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
余
人
を
乗
せ
ぬ
と
こ
ろ
に
そ
の
潔
癖
さ
を
あ
ら
わ
し
、
早
朝

の
冷
気
と
と
も
に
せ
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
着
想
の
豪
華
さ
は
、
ま
た

恒
富
の
本
意
で
あ
ろ
う
。

　

昭
和
の
初
期
、
谷
崎
潤
一
郎
が
作
品
に
対
す
る
愛
着
か
ら
、
そ
の
装

幀
や
挿
絵
に
非
常
に
凝
り
出
し
た
。
潤
一
郎
も
そ
の
頃
、
恒
富
の
描
く

女
人
の
中
に
単
な
る
官
能
的
な
美
し
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
の
よ
う

な
光
が
あ
る
の
に
魅
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

潤
一
郎
の
自
筆
本
「
芦
苅
」(

昭
和
八
年
四
月
、
創
元
社
刊)

の
桐

の
た
と
う
を
紐
解
く
と
、
恒
富
の
琴
を
弾
く
「
お
遊
さ
ま
」
の
﨟
た
け

た
女
人
像
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

又
、
西
の
日
光
と
い
わ
れ
る
広
島
県
豊
田
郡
瀬
戸
田
町
に
あ
る
美
し

い
耕
三
寺
に
、
恒
富
の
作
品
が
多
く
蒐
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
如

何
に
、
恒
富
風
美
人
画
が
、
華
麗
さ
と
豊
か
さ
、
儚
さ
と
哀
し
さ
を
秘

め
た
る
、
花
の
ご
と
き
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

清
方
が
、
江
戸
前
の
う
す
紫
に
た
と
え
ら
れ
る
な
ら
恒
富
は
、
蓮
華

の
紅
に
見
た
て
た
い
。
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秋
風
が
、
ふ
と
身
に
冷
た
い

時
、
あ
わ
た
だ
し
く
う
つ
ろ
う

世
の
中
の
動
き
に
疲
れ
た
心
は

一
瞬
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
の

初
期
の
ゆ
る
や
か
な
情
緒
と
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
満
ち
満
ち
た

絵
画
の
世
界
へ
と
い
ざ
な
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
明

治
三
十
年
代
の
頃
、
大
阪
は
ま

だ
、
は
っ
き
り
と
し
た
画
壇
と

い
う
も
の
が
な
く
、
む
し
ろ
京
都
の
四
条
派
の
流
れ
を
く
む
絢
爛
た
る

画
家
た
ち
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。

　

江
戸
時
代
、
あ
れ
程
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
上
方
文
化
と
い
う
も
の
が
、

絵
画
の
面
で
い
え
ば
全
く
不
毛
に
ひ
と
し
い
状
態
に
な
っ
た
の
を
憂
え

て
、
や
っ
と
、
昭
和
に
な
っ
て
先
代
住
友
吉
左
衛
門
男
爵
が
、
天
王
寺

茶
臼
山
の
邸
宅
の
敷
地
を
提
供
し
、
大
阪
市
に
よ
っ
て
美
術
活
動
の
本

拠
地
た
る
大
阪
市
立
美
術
館
が
建
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。　

　

昭
和
十
五
年
に
は
、
当
代
の
住
友
吉
左
衛
門
氏
に
よ
り
、
日
本
画
壇

の
巨
匠
の
後
世
に
残
る
べ
き
傑
作
を
美
術
館
に
寄
贈
す
る
べ
く
、
そ
の

制
作
の
人
選
を
朝
日
新
聞
社
に
委
任
す
る
。
当
時
の
朝
日
新
聞
大
阪
本

社
企
画
部
、
平
井
常
次
郎
氏(

現
朝
日
放
送
相
談
役)

が
担
当
し
、

昭
和
十
八
年
完
成
さ
れ
た
。

上
村
松
園
、
小
野
竹
喬
、
石
崎
光
瑶
、
宇
田
萩
邨
、
北
野
恒
富
、
菊
地
契
月
、

金
嶋
桂
華
、
菅
楯
彦
、
榊
原
紫
峰
、
堂
本
印
象
、
徳
岡
神
泉
、
西
山
翠
峰
、

中
村
大
三
郎
、
中
村
貞
以
、
橋
本
関
雪
、
福
田
平
八
郎
、
水
田
竹
圃
、

梥
本
一
洋
、
矢
野
橋
村
、
山
口
華
楊
の
二
十
氏
の
作
品
は
、
大
阪
、
京
都
、

東
京
に
お
い
て
ひ
ろ
く
一
般
に
公
開
さ
れ
た
後
、
市
宝
と
し
て
現
在
も

秘
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
か
ら
恒
富
風
美
人
画
と
し
て
大
阪
の
地
に
一
世
を
風
靡
し
た

北
野
恒
富
を
と
り
上
げ
る
。

　

数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
持
主
と
し
て
現
代
も
語
り
つ
が
れ
て
い
る
菅

楯
彦
に
比
し
て
北
野
恒
富
の
人
間
性
を
物
語
る
も
の
は
、
作
品
を
通
し

て
推
し
て
は
か
る
べ
し
で
あ
る
。

　

紙
本
、
二
曲
一
双
の
屏
風
に
仕
立
て
ら
れ
た
、
こ
の
時
の
作
品
「
夜
桜
」

は
、
作
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
年
月
も
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
三
、
四
人

の
友
人
と
共
に
保
津
川
を
下
り
、
夜
は
嵐
山
に
一
泊
し
て
、
春
の
一
夜

を
楽
し
ん
だ
そ
の
夜
の
「
夜
桜
」
の
想
い
出
が
描
か
せ
た
と
い
う
。

　

刻
々
と
せ
ま
る
戦
雲
の
、
た
だ
な
ら
ざ
る
気
配
の
、
京
の
舞
妓
も
い

な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
噂
に
、
惜
別
の
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。

　

闇
に
浮
ぶ
爛
漫
の
桜
と
、
可
憐
な
舞
妓
の
姿
に
、
不
安
と
一
抹
の
甘

さ
の
名
残
り
と
、
祈
り
を
託
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

北
野
恒
富
は
、
日
本
美
人
画
全
集
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
代
表

さ
れ
る
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
美
人
画
で
あ
る
。

　

は
っ
き
り
い
っ
て
清
方
の
「
う
す
紅
梅
の
染
ぎ
ぬ
に
頬
を
包
み
、
鉄

漿
を
含
ん
だ
白
い
顔
の
半
開
の
牡
丹
花
」
と
い
っ
た
よ
う
な
風
情
が
好

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
郷
に
入
れ
ば
郷
に
し
た
が
え
の
諺
通
り
、

大
阪
び
い
き
と
な
る
と
矢
張
り
、
少
々
粋
さ
に
は
欠
け
る
が
、
色
々
生

活
の
機
智
に
た
け
て
い
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
暖
か
さ
や
、
人
の
好
さ

な
ど
が
に
じ
み
出
て
い
る
丸
味
を
帯
び
た
体
型
の
浪
速
女
を
多
く
描
い

た
北
野
恒
富
を
あ
げ
る
の
は
、
い
つ
知
れ
ず
、
こ
ち
ら
も
浪
速
の
水
に

ど
っ
ぷ
り
と
ひ
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

北
野
恒
富(

富
太
郎)

明
治
十
三
年
金
沢
に
生
ま
れ
る
。
明
治
二
十

五
年
小
学
校
卒
業
後
、
木
版
画
版
下
技
術
を
学
び
、
か
た
わ
ら
南
画
も

そ

ば

え



学
ん
だ
と
い
う
。
十
七
歳
の
時(

明
治
三
十
年)

北
國
新
報
の
彫
刻
部

に
入
り
、
彫
刻
師
中
山
駒
太
郎
の
「
画
家
は
都
会
に
あ
ら
ね
ば
面
白
か

ら
ず
」
と
い
う
言
葉
に
刺
激
さ
れ
て
、
同
年
十
月
十
八
日
、
中
山
の
紹

介
に
よ
り
大
阪
に
出
て
来
る
。
大
阪
で
は
彫
師
伊
勢
庄
太
郎
の
下
で
彫

り
の
仕
事
に
携
わ
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
翌
年
に
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
の
歌
川
派
の
浮
世
絵
師
、
月
岡
芳
年
の
弟
子
稲
野
年
恒
の
門
下

生
と
な
る
。
芳
年
の
門
の
弟
子
水
野
年
方
の
弟
子
に
鏑
木
清
方
、
池
田

輝
方
な
ど
が
い
る
。

　

上
阪
し
て
ま
だ
二
年
目
の
あ
る
日
、
恒
富
は
彫
刻
用
の
道
具
を
橋
の

上
よ
り
投
げ
捨
て
た
と
い
う
。
生
計
の
道
具
を
失
っ
た
恒
富
は
、
た
だ

画
家
と
し
て
何
と
か
生
活
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切
羽
詰
っ

た
事
情
を
自
ら
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
洋
画
の
勉
強
も
し
て
い
た
恒
富

は
、
四
年
後
に
は
、
大
阪
新
報
社
に
入
り
、
小
説
の
挿
絵
を
描
く
よ
う

に
な
る
。

　

そ
の
頃
、
梶
田
半
古
の
「
金
色
夜
叉
」
、
小
杉
天
外(

方
庵)

の
「
魔

風
恋
風
」
の
挿
絵
の
大
和
絵
風
の
新
風
に
み
ち
た
感
覚
が
、
浮
世
絵
出

身
の
恒
富
、
清
方
を
魅
き
つ
け
て
い
た
。　

　

明
治
四
十
三
年
第
四
回
文
展
出
品
の
「
す
だ
く
虫
」
は
初
入
選
す
る

と
共
に
注
目
を
あ
び
た
。
明
治
四
十
四
年
第
五
回
文
展
に
お
い
て
は
審

査
員
出
品
の
大
観
の
「
山
路
」
、
一
般
出
品
の
今
村
紫
紅
「
護
花
鈴
」
、

前
田
青
邨
の
「
竹
取
」
、
土
田
麦
僊
の
「
髪
」
、
恒
富
の
「
日
照
雨
」
が

力
作
と
し
て
評
価
さ
れ
「
日
照
雨
」
は
三
等
賞
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

湯
上
り
の
芸
妓
を
写
生
し
た
清
潔
な
色
香
と
情
感
は
、
会
場
を
圧
観

し
、
か
の
横
山
大
観
を
し
て
、
東
京
の
清
方
に
「
大
阪
の
恒
富
が
素
晴

ら
し
い
も
の
を
描
い
て
い
る
の
に
、
君
は
ど
う
し
た
の
だ
」
と
叱
責
せ

し
め
た
の
を
見
て
も
、
こ
の
頃
、
清
方
に
ま
さ
る
絵
を
描
い
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

明
治
四
十
四
年
「
日
照
雨
」
、
明
治
四
十
五
年
「
浴
後
」
、
大
正
四
年
「
暖

か
」
な
ど
、
恒
富
の
初
期
の
作
品
に
は
、
恒
富
の
美
人
画
と
し
て
の
独

得
の
画
風
が
あ
る
。

　

大
正
四
年
、
彼
の
最
後
の
文
展
出
品
作
と
な
っ
た
「
暖
か
」
は
、
湯

上
り
に
腰
を
お
と
し
て
、
ほ
っ
と
息
つ
く
姿
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
暖
か
み

に
と
っ
た
題
材
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絵
は
夢
二
の
描
く
女
の
イ
メ
ー
ジ
の

よ
う
で
あ
る
が
、
夢
二
よ
り
先
に
大
正
の
忬
情
性
を
と
り
入
れ
て
い
る
。

　

浮
世
絵
を
学
び
な
が
ら
も
、
新
し
い
時
代
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
つ
つ
、

そ
こ
に
は
古
き
時
代
の
暖
か
い
豊
か
さ
に
加
え
て
ど
こ
か
頼
り
な
気
な

魅
力
あ
ふ
る
る
理
想
の
女
性
を
描
き
た
い
と
欲
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

　

大
正
中
期
以
後
は
、
一
変
し
て
古
典
的
題
材
を
と
り
歴
史
上
の
人
物

な
ど
描
き
、
庶
民
的
な
女
性
像
を
敬
遠
し
て
い
る
。

　

歴
史
画
「
茶
々
殿
」(

大
正
十
年
、
中
之
島
図
書
館
蔵)

は
、
安
土

桃
山
の
時
代
考
証
に
も
と
づ
き
、
し
っ
か
り
と
し
た
衣
裳
の
表
現
に
お

い
て
、
大
阪
ゆ
か
り
の
歴
史
的
風
俗
画
と
し
て
も
秀
れ
て
い
る
。
華
や

か
な
権
勢
を
予
感
す
る
ふ
っ
く
ら
と
し
た
茶
々
の
面
ざ
し
に
、
生
き
て

ゆ
く
方
向
の
ま
だ
わ
か
ら
ぬ
乙
女
の
未
熟
な
可
憐
さ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

そ
の
不
安
定
感
は
、
画
面
の
片
隅
に
寄
せ
ら
れ
た
人
物
の
前
方
に
、

何
も
見
え
な
い
構
図
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

茶
々
殿
の
そ
の
後
を
描
い
た
「
淀
君
」
に
は
二
点
あ
る
が
、
絹
本
の

一
幅
は
年
代
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
九
年
に
描
か
れ
た
同
じ
く
「
淀
君
」
の
全
身
像
に
は
、
一
人
の

女
性
の
辿
っ
た
あ
ま
り
に
も
激
し
い
運
命
の
変
遷
と
厳
し
さ
に
作
者
自

身
が
驚
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
運
命
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
恒
富
の
緊

張
し
た
画
筆
の
動
き
が
目
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　

「
蓮
池
」
昭
和
二
年
二
曲
一
双
屏
風(

耕
三
寺
博
物
館
蔵)

は
私
の
好

き
な
絵
で
あ
る
が
、
妙
齢
の
婦
人
と
振
袖
の
乙
女
が
蓮
池
の
中
を
舟
で
、

生
花
の
材
料
を
採
り
に
漕
ぎ
出
で
い
る
絵
で
あ
る
。

　

恒
富
の
絵
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
蓮
池
」
で

あ
ろ
う
。

　

二
点
の
「
淀
君
」
も
鬼
気
迫
る
も
の
が
そ
の
表
情
に
見
ら
れ
る
が
、

船
頭
を
使
わ
ず
、
婦
人
が
自
分
の
手
に
櫂
を
持
ち
、
身
丈
に
あ
ま
る
大

き
な
蓮
の
花
の
間
に
舟
を
漕
ぐ
様
子
の
着
想
の
奇
抜
さ
と
幻
想
的
な
早

朝
の
雰
囲
気
に
魅
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
絵
は
「
朝
」
と
題
し
て

出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

風
俗
画
と
し
て
も
、
当
時
の
既
婚
の
婦
人
と
、
未
婚
の
婦
人
の
後
姿

を
結
び
方
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
上
流
の
婦
人
が
趣
味
の
た
め
に
、
ご

う
快
に
振
舞
い
打
ち
込
む
様
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
上
流
婦
人
は
、
早
起
き
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
余
人
を
乗
せ
ぬ
と
こ
ろ
に
そ
の
潔
癖
さ
を
あ
ら
わ
し
、
早
朝

の
冷
気
と
と
も
に
せ
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
着
想
の
豪
華
さ
は
、
ま
た

恒
富
の
本
意
で
あ
ろ
う
。

　

昭
和
の
初
期
、
谷
崎
潤
一
郎
が
作
品
に
対
す
る
愛
着
か
ら
、
そ
の
装

幀
や
挿
絵
に
非
常
に
凝
り
出
し
た
。
潤
一
郎
も
そ
の
頃
、
恒
富
の
描
く

女
人
の
中
に
単
な
る
官
能
的
な
美
し
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
の
よ
う

な
光
が
あ
る
の
に
魅
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

潤
一
郎
の
自
筆
本
「
芦
苅
」(

昭
和
八
年
四
月
、
創
元
社
刊)

の
桐

の
た
と
う
を
紐
解
く
と
、
恒
富
の
琴
を
弾
く
「
お
遊
さ
ま
」
の
﨟
た
け

た
女
人
像
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

又
、
西
の
日
光
と
い
わ
れ
る
広
島
県
豊
田
郡
瀬
戸
田
町
に
あ
る
美
し

い
耕
三
寺
に
、
恒
富
の
作
品
が
多
く
蒐
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
如

何
に
、
恒
富
風
美
人
画
が
、
華
麗
さ
と
豊
か
さ
、
儚
さ
と
哀
し
さ
を
秘

め
た
る
、
花
の
ご
と
き
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

清
方
が
、
江
戸
前
の
う
す
紫
に
た
と
え
ら
れ
る
な
ら
恒
富
は
、
蓮
華

の
紅
に
見
た
て
た
い
。
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秋
風
が
、
ふ
と
身
に
冷
た
い

時
、
あ
わ
た
だ
し
く
う
つ
ろ
う

世
の
中
の
動
き
に
疲
れ
た
心
は

一
瞬
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
の

初
期
の
ゆ
る
や
か
な
情
緒
と
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
満
ち
満
ち
た

絵
画
の
世
界
へ
と
い
ざ
な
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
明

治
三
十
年
代
の
頃
、
大
阪
は
ま

だ
、
は
っ
き
り
と
し
た
画
壇
と

い
う
も
の
が
な
く
、
む
し
ろ
京
都
の
四
条
派
の
流
れ
を
く
む
絢
爛
た
る

画
家
た
ち
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。

　

江
戸
時
代
、
あ
れ
程
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
上
方
文
化
と
い
う
も
の
が
、

絵
画
の
面
で
い
え
ば
全
く
不
毛
に
ひ
と
し
い
状
態
に
な
っ
た
の
を
憂
え

て
、
や
っ
と
、
昭
和
に
な
っ
て
先
代
住
友
吉
左
衛
門
男
爵
が
、
天
王
寺

茶
臼
山
の
邸
宅
の
敷
地
を
提
供
し
、
大
阪
市
に
よ
っ
て
美
術
活
動
の
本

拠
地
た
る
大
阪
市
立
美
術
館
が
建
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。　

　

昭
和
十
五
年
に
は
、
当
代
の
住
友
吉
左
衛
門
氏
に
よ
り
、
日
本
画
壇

の
巨
匠
の
後
世
に
残
る
べ
き
傑
作
を
美
術
館
に
寄
贈
す
る
べ
く
、
そ
の

制
作
の
人
選
を
朝
日
新
聞
社
に
委
任
す
る
。
当
時
の
朝
日
新
聞
大
阪
本

社
企
画
部
、
平
井
常
次
郎
氏(

現
朝
日
放
送
相
談
役)

が
担
当
し
、

昭
和
十
八
年
完
成
さ
れ
た
。

上
村
松
園
、
小
野
竹
喬
、
石
崎
光
瑶
、
宇
田
萩
邨
、
北
野
恒
富
、
菊
地
契
月
、

金
嶋
桂
華
、
菅
楯
彦
、
榊
原
紫
峰
、
堂
本
印
象
、
徳
岡
神
泉
、
西
山
翠
峰
、

中
村
大
三
郎
、
中
村
貞
以
、
橋
本
関
雪
、
福
田
平
八
郎
、
水
田
竹
圃
、

梥
本
一
洋
、
矢
野
橋
村
、
山
口
華
楊
の
二
十
氏
の
作
品
は
、
大
阪
、
京
都
、

東
京
に
お
い
て
ひ
ろ
く
一
般
に
公
開
さ
れ
た
後
、
市
宝
と
し
て
現
在
も

秘
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
か
ら
恒
富
風
美
人
画
と
し
て
大
阪
の
地
に
一
世
を
風
靡
し
た

北
野
恒
富
を
と
り
上
げ
る
。

　

数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
持
主
と
し
て
現
代
も
語
り
つ
が
れ
て
い
る
菅

楯
彦
に
比
し
て
北
野
恒
富
の
人
間
性
を
物
語
る
も
の
は
、
作
品
を
通
し

て
推
し
て
は
か
る
べ
し
で
あ
る
。

　

紙
本
、
二
曲
一
双
の
屏
風
に
仕
立
て
ら
れ
た
、
こ
の
時
の
作
品
「
夜
桜
」

は
、
作
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
年
月
も
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
三
、
四
人

の
友
人
と
共
に
保
津
川
を
下
り
、
夜
は
嵐
山
に
一
泊
し
て
、
春
の
一
夜

を
楽
し
ん
だ
そ
の
夜
の
「
夜
桜
」
の
想
い
出
が
描
か
せ
た
と
い
う
。

　

刻
々
と
せ
ま
る
戦
雲
の
、
た
だ
な
ら
ざ
る
気
配
の
、
京
の
舞
妓
も
い

な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
噂
に
、
惜
別
の
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。

　

闇
に
浮
ぶ
爛
漫
の
桜
と
、
可
憐
な
舞
妓
の
姿
に
、
不
安
と
一
抹
の
甘

さ
の
名
残
り
と
、
祈
り
を
託
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

北
野
恒
富
は
、
日
本
美
人
画
全
集
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
代
表

さ
れ
る
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
美
人
画
で
あ
る
。

　

は
っ
き
り
い
っ
て
清
方
の
「
う
す
紅
梅
の
染
ぎ
ぬ
に
頬
を
包
み
、
鉄

漿
を
含
ん
だ
白
い
顔
の
半
開
の
牡
丹
花
」
と
い
っ
た
よ
う
な
風
情
が
好

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
郷
に
入
れ
ば
郷
に
し
た
が
え
の
諺
通
り
、

大
阪
び
い
き
と
な
る
と
矢
張
り
、
少
々
粋
さ
に
は
欠
け
る
が
、
色
々
生

活
の
機
智
に
た
け
て
い
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
暖
か
さ
や
、
人
の
好
さ

な
ど
が
に
じ
み
出
て
い
る
丸
味
を
帯
び
た
体
型
の
浪
速
女
を
多
く
描
い

た
北
野
恒
富
を
あ
げ
る
の
は
、
い
つ
知
れ
ず
、
こ
ち
ら
も
浪
速
の
水
に

ど
っ
ぷ
り
と
ひ
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

北
野
恒
富(

富
太
郎)

明
治
十
三
年
金
沢
に
生
ま
れ
る
。
明
治
二
十

五
年
小
学
校
卒
業
後
、
木
版
画
版
下
技
術
を
学
び
、
か
た
わ
ら
南
画
も



学
ん
だ
と
い
う
。
十
七
歳
の
時(

明
治
三
十
年)

北
國
新
報
の
彫
刻
部

に
入
り
、
彫
刻
師
中
山
駒
太
郎
の
「
画
家
は
都
会
に
あ
ら
ね
ば
面
白
か

ら
ず
」
と
い
う
言
葉
に
刺
激
さ
れ
て
、
同
年
十
月
十
八
日
、
中
山
の
紹

介
に
よ
り
大
阪
に
出
て
来
る
。
大
阪
で
は
彫
師
伊
勢
庄
太
郎
の
下
で
彫

り
の
仕
事
に
携
わ
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
翌
年
に
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
の
歌
川
派
の
浮
世
絵
師
、
月
岡
芳
年
の
弟
子
稲
野
年
恒
の
門
下

生
と
な
る
。
芳
年
の
門
の
弟
子
水
野
年
方
の
弟
子
に
鏑
木
清
方
、
池
田

輝
方
な
ど
が
い
る
。

　

上
阪
し
て
ま
だ
二
年
目
の
あ
る
日
、
恒
富
は
彫
刻
用
の
道
具
を
橋
の

上
よ
り
投
げ
捨
て
た
と
い
う
。
生
計
の
道
具
を
失
っ
た
恒
富
は
、
た
だ

画
家
と
し
て
何
と
か
生
活
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切
羽
詰
っ

た
事
情
を
自
ら
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
洋
画
の
勉
強
も
し
て
い
た
恒
富

は
、
四
年
後
に
は
、
大
阪
新
報
社
に
入
り
、
小
説
の
挿
絵
を
描
く
よ
う

に
な
る
。

　

そ
の
頃
、
梶
田
半
古
の
「
金
色
夜
叉
」
、
小
杉
天
外(

方
庵)

の
「
魔

風
恋
風
」
の
挿
絵
の
大
和
絵
風
の
新
風
に
み
ち
た
感
覚
が
、
浮
世
絵
出

身
の
恒
富
、
清
方
を
魅
き
つ
け
て
い
た
。　

　

明
治
四
十
三
年
第
四
回
文
展
出
品
の
「
す
だ
く
虫
」
は
初
入
選
す
る

と
共
に
注
目
を
あ
び
た
。
明
治
四
十
四
年
第
五
回
文
展
に
お
い
て
は
審

査
員
出
品
の
大
観
の
「
山
路
」
、
一
般
出
品
の
今
村
紫
紅
「
護
花
鈴
」
、

前
田
青
邨
の
「
竹
取
」
、
土
田
麦
僊
の
「
髪
」
、
恒
富
の
「
日
照
雨
」
が

力
作
と
し
て
評
価
さ
れ
「
日
照
雨
」
は
三
等
賞
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

湯
上
り
の
芸
妓
を
写
生
し
た
清
潔
な
色
香
と
情
感
は
、
会
場
を
圧
観

し
、
か
の
横
山
大
観
を
し
て
、
東
京
の
清
方
に
「
大
阪
の
恒
富
が
素
晴

ら
し
い
も
の
を
描
い
て
い
る
の
に
、
君
は
ど
う
し
た
の
だ
」
と
叱
責
せ

し
め
た
の
を
見
て
も
、
こ
の
頃
、
清
方
に
ま
さ
る
絵
を
描
い
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

明
治
四
十
四
年
「
日
照
雨
」
、
明
治
四
十
五
年
「
浴
後
」
、
大
正
四
年
「
暖

か
」
な
ど
、
恒
富
の
初
期
の
作
品
に
は
、
恒
富
の
美
人
画
と
し
て
の
独

得
の
画
風
が
あ
る
。

　

大
正
四
年
、
彼
の
最
後
の
文
展
出
品
作
と
な
っ
た
「
暖
か
」
は
、
湯

上
り
に
腰
を
お
と
し
て
、
ほ
っ
と
息
つ
く
姿
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
暖
か
み

に
と
っ
た
題
材
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絵
は
夢
二
の
描
く
女
の
イ
メ
ー
ジ
の

よ
う
で
あ
る
が
、
夢
二
よ
り
先
に
大
正
の
忬
情
性
を
と
り
入
れ
て
い
る
。

　

浮
世
絵
を
学
び
な
が
ら
も
、
新
し
い
時
代
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
つ
つ
、

そ
こ
に
は
古
き
時
代
の
暖
か
い
豊
か
さ
に
加
え
て
ど
こ
か
頼
り
な
気
な

魅
力
あ
ふ
る
る
理
想
の
女
性
を
描
き
た
い
と
欲
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

　

大
正
中
期
以
後
は
、
一
変
し
て
古
典
的
題
材
を
と
り
歴
史
上
の
人
物

な
ど
描
き
、
庶
民
的
な
女
性
像
を
敬
遠
し
て
い
る
。

　

歴
史
画
「
茶
々
殿
」(

大
正
十
年
、
中
之
島
図
書
館
蔵)

は
、
安
土

桃
山
の
時
代
考
証
に
も
と
づ
き
、
し
っ
か
り
と
し
た
衣
裳
の
表
現
に
お

い
て
、
大
阪
ゆ
か
り
の
歴
史
的
風
俗
画
と
し
て
も
秀
れ
て
い
る
。
華
や

か
な
権
勢
を
予
感
す
る
ふ
っ
く
ら
と
し
た
茶
々
の
面
ざ
し
に
、
生
き
て

ゆ
く
方
向
の
ま
だ
わ
か
ら
ぬ
乙
女
の
未
熟
な
可
憐
さ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

そ
の
不
安
定
感
は
、
画
面
の
片
隅
に
寄
せ
ら
れ
た
人
物
の
前
方
に
、

何
も
見
え
な
い
構
図
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

茶
々
殿
の
そ
の
後
を
描
い
た
「
淀
君
」
に
は
二
点
あ
る
が
、
絹
本
の

一
幅
は
年
代
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
九
年
に
描
か
れ
た
同
じ
く
「
淀
君
」
の
全
身
像
に
は
、
一
人
の

女
性
の
辿
っ
た
あ
ま
り
に
も
激
し
い
運
命
の
変
遷
と
厳
し
さ
に
作
者
自

身
が
驚
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
運
命
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
恒
富
の
緊

張
し
た
画
筆
の
動
き
が
目
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　

「
蓮
池
」
昭
和
二
年
二
曲
一
双
屏
風(

耕
三
寺
博
物
館
蔵)

は
私
の
好

き
な
絵
で
あ
る
が
、
妙
齢
の
婦
人
と
振
袖
の
乙
女
が
蓮
池
の
中
を
舟
で
、

生
花
の
材
料
を
採
り
に
漕
ぎ
出
で
い
る
絵
で
あ
る
。

　

恒
富
の
絵
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
蓮
池
」
で

あ
ろ
う
。

　

二
点
の
「
淀
君
」
も
鬼
気
迫
る
も
の
が
そ
の
表
情
に
見
ら
れ
る
が
、

船
頭
を
使
わ
ず
、
婦
人
が
自
分
の
手
に
櫂
を
持
ち
、
身
丈
に
あ
ま
る
大

き
な
蓮
の
花
の
間
に
舟
を
漕
ぐ
様
子
の
着
想
の
奇
抜
さ
と
幻
想
的
な
早

朝
の
雰
囲
気
に
魅
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
絵
は
「
朝
」
と
題
し
て

出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

風
俗
画
と
し
て
も
、
当
時
の
既
婚
の
婦
人
と
、
未
婚
の
婦
人
の
後
姿

を
結
び
方
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
上
流
の
婦
人
が
趣
味
の
た
め
に
、
ご

う
快
に
振
舞
い
打
ち
込
む
様
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
上
流
婦
人
は
、
早
起
き
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
余
人
を
乗
せ
ぬ
と
こ
ろ
に
そ
の
潔
癖
さ
を
あ
ら
わ
し
、
早
朝

の
冷
気
と
と
も
に
せ
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
着
想
の
豪
華
さ
は
、
ま
た

恒
富
の
本
意
で
あ
ろ
う
。

　

昭
和
の
初
期
、
谷
崎
潤
一
郎
が
作
品
に
対
す
る
愛
着
か
ら
、
そ
の
装

幀
や
挿
絵
に
非
常
に
凝
り
出
し
た
。
潤
一
郎
も
そ
の
頃
、
恒
富
の
描
く

女
人
の
中
に
単
な
る
官
能
的
な
美
し
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
の
よ
う

な
光
が
あ
る
の
に
魅
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

潤
一
郎
の
自
筆
本
「
芦
苅
」(

昭
和
八
年
四
月
、
創
元
社
刊)

の
桐

の
た
と
う
を
紐
解
く
と
、
恒
富
の
琴
を
弾
く
「
お
遊
さ
ま
」
の
﨟
た
け

た
女
人
像
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

又
、
西
の
日
光
と
い
わ
れ
る
広
島
県
豊
田
郡
瀬
戸
田
町
に
あ
る
美
し

い
耕
三
寺
に
、
恒
富
の
作
品
が
多
く
蒐
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
如

何
に
、
恒
富
風
美
人
画
が
、
華
麗
さ
と
豊
か
さ
、
儚
さ
と
哀
し
さ
を
秘

め
た
る
、
花
の
ご
と
き
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

清
方
が
、
江
戸
前
の
う
す
紫
に
た
と
え
ら
れ
る
な
ら
恒
富
は
、
蓮
華

の
紅
に
見
た
て
た
い
。
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秋
風
が
、
ふ
と
身
に
冷
た
い

時
、
あ
わ
た
だ
し
く
う
つ
ろ
う

世
の
中
の
動
き
に
疲
れ
た
心
は

一
瞬
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
の

初
期
の
ゆ
る
や
か
な
情
緒
と
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
満
ち
満
ち
た

絵
画
の
世
界
へ
と
い
ざ
な
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
明

治
三
十
年
代
の
頃
、
大
阪
は
ま

だ
、
は
っ
き
り
と
し
た
画
壇
と

い
う
も
の
が
な
く
、
む
し
ろ
京
都
の
四
条
派
の
流
れ
を
く
む
絢
爛
た
る

画
家
た
ち
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。

　

江
戸
時
代
、
あ
れ
程
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
上
方
文
化
と
い
う
も
の
が
、

絵
画
の
面
で
い
え
ば
全
く
不
毛
に
ひ
と
し
い
状
態
に
な
っ
た
の
を
憂
え

て
、
や
っ
と
、
昭
和
に
な
っ
て
先
代
住
友
吉
左
衛
門
男
爵
が
、
天
王
寺

茶
臼
山
の
邸
宅
の
敷
地
を
提
供
し
、
大
阪
市
に
よ
っ
て
美
術
活
動
の
本

拠
地
た
る
大
阪
市
立
美
術
館
が
建
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。　

　

昭
和
十
五
年
に
は
、
当
代
の
住
友
吉
左
衛
門
氏
に
よ
り
、
日
本
画
壇

の
巨
匠
の
後
世
に
残
る
べ
き
傑
作
を
美
術
館
に
寄
贈
す
る
べ
く
、
そ
の

制
作
の
人
選
を
朝
日
新
聞
社
に
委
任
す
る
。
当
時
の
朝
日
新
聞
大
阪
本

社
企
画
部
、
平
井
常
次
郎
氏(

現
朝
日
放
送
相
談
役)

が
担
当
し
、

昭
和
十
八
年
完
成
さ
れ
た
。

上
村
松
園
、
小
野
竹
喬
、
石
崎
光
瑶
、
宇
田
萩
邨
、
北
野
恒
富
、
菊
地
契
月
、

金
嶋
桂
華
、
菅
楯
彦
、
榊
原
紫
峰
、
堂
本
印
象
、
徳
岡
神
泉
、
西
山
翠
峰
、

中
村
大
三
郎
、
中
村
貞
以
、
橋
本
関
雪
、
福
田
平
八
郎
、
水
田
竹
圃
、

梥
本
一
洋
、
矢
野
橋
村
、
山
口
華
楊
の
二
十
氏
の
作
品
は
、
大
阪
、
京
都
、

東
京
に
お
い
て
ひ
ろ
く
一
般
に
公
開
さ
れ
た
後
、
市
宝
と
し
て
現
在
も

秘
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
か
ら
恒
富
風
美
人
画
と
し
て
大
阪
の
地
に
一
世
を
風
靡
し
た

北
野
恒
富
を
と
り
上
げ
る
。

　

数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
持
主
と
し
て
現
代
も
語
り
つ
が
れ
て
い
る
菅

楯
彦
に
比
し
て
北
野
恒
富
の
人
間
性
を
物
語
る
も
の
は
、
作
品
を
通
し

て
推
し
て
は
か
る
べ
し
で
あ
る
。

　

紙
本
、
二
曲
一
双
の
屏
風
に
仕
立
て
ら
れ
た
、
こ
の
時
の
作
品
「
夜
桜
」

は
、
作
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
年
月
も
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
三
、
四
人

の
友
人
と
共
に
保
津
川
を
下
り
、
夜
は
嵐
山
に
一
泊
し
て
、
春
の
一
夜

を
楽
し
ん
だ
そ
の
夜
の
「
夜
桜
」
の
想
い
出
が
描
か
せ
た
と
い
う
。

　

刻
々
と
せ
ま
る
戦
雲
の
、
た
だ
な
ら
ざ
る
気
配
の
、
京
の
舞
妓
も
い

な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
噂
に
、
惜
別
の
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。

　

闇
に
浮
ぶ
爛
漫
の
桜
と
、
可
憐
な
舞
妓
の
姿
に
、
不
安
と
一
抹
の
甘

さ
の
名
残
り
と
、
祈
り
を
託
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

北
野
恒
富
は
、
日
本
美
人
画
全
集
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
代
表

さ
れ
る
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
美
人
画
で
あ
る
。

　

は
っ
き
り
い
っ
て
清
方
の
「
う
す
紅
梅
の
染
ぎ
ぬ
に
頬
を
包
み
、
鉄

漿
を
含
ん
だ
白
い
顔
の
半
開
の
牡
丹
花
」
と
い
っ
た
よ
う
な
風
情
が
好

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
郷
に
入
れ
ば
郷
に
し
た
が
え
の
諺
通
り
、

大
阪
び
い
き
と
な
る
と
矢
張
り
、
少
々
粋
さ
に
は
欠
け
る
が
、
色
々
生

活
の
機
智
に
た
け
て
い
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
暖
か
さ
や
、
人
の
好
さ

な
ど
が
に
じ
み
出
て
い
る
丸
味
を
帯
び
た
体
型
の
浪
速
女
を
多
く
描
い

た
北
野
恒
富
を
あ
げ
る
の
は
、
い
つ
知
れ
ず
、
こ
ち
ら
も
浪
速
の
水
に

ど
っ
ぷ
り
と
ひ
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

北
野
恒
富(

富
太
郎)

明
治
十
三
年
金
沢
に
生
ま
れ
る
。
明
治
二
十

五
年
小
学
校
卒
業
後
、
木
版
画
版
下
技
術
を
学
び
、
か
た
わ
ら
南
画
も



学
ん
だ
と
い
う
。
十
七
歳
の
時(

明
治
三
十
年)

北
國
新
報
の
彫
刻
部

に
入
り
、
彫
刻
師
中
山
駒
太
郎
の
「
画
家
は
都
会
に
あ
ら
ね
ば
面
白
か

ら
ず
」
と
い
う
言
葉
に
刺
激
さ
れ
て
、
同
年
十
月
十
八
日
、
中
山
の
紹

介
に
よ
り
大
阪
に
出
て
来
る
。
大
阪
で
は
彫
師
伊
勢
庄
太
郎
の
下
で
彫

り
の
仕
事
に
携
わ
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
翌
年
に
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
の
歌
川
派
の
浮
世
絵
師
、
月
岡
芳
年
の
弟
子
稲
野
年
恒
の
門
下

生
と
な
る
。
芳
年
の
門
の
弟
子
水
野
年
方
の
弟
子
に
鏑
木
清
方
、
池
田

輝
方
な
ど
が
い
る
。

　

上
阪
し
て
ま
だ
二
年
目
の
あ
る
日
、
恒
富
は
彫
刻
用
の
道
具
を
橋
の

上
よ
り
投
げ
捨
て
た
と
い
う
。
生
計
の
道
具
を
失
っ
た
恒
富
は
、
た
だ

画
家
と
し
て
何
と
か
生
活
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切
羽
詰
っ

た
事
情
を
自
ら
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
洋
画
の
勉
強
も
し
て
い
た
恒
富

は
、
四
年
後
に
は
、
大
阪
新
報
社
に
入
り
、
小
説
の
挿
絵
を
描
く
よ
う

に
な
る
。

　

そ
の
頃
、
梶
田
半
古
の
「
金
色
夜
叉
」
、
小
杉
天
外(

方
庵)

の
「
魔

風
恋
風
」
の
挿
絵
の
大
和
絵
風
の
新
風
に
み
ち
た
感
覚
が
、
浮
世
絵
出

身
の
恒
富
、
清
方
を
魅
き
つ
け
て
い
た
。　

　

明
治
四
十
三
年
第
四
回
文
展
出
品
の
「
す
だ
く
虫
」
は
初
入
選
す
る

と
共
に
注
目
を
あ
び
た
。
明
治
四
十
四
年
第
五
回
文
展
に
お
い
て
は
審

査
員
出
品
の
大
観
の
「
山
路
」
、
一
般
出
品
の
今
村
紫
紅
「
護
花
鈴
」
、

前
田
青
邨
の
「
竹
取
」
、
土
田
麦
僊
の
「
髪
」
、
恒
富
の
「
日
照
雨
」
が

力
作
と
し
て
評
価
さ
れ
「
日
照
雨
」
は
三
等
賞
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

湯
上
り
の
芸
妓
を
写
生
し
た
清
潔
な
色
香
と
情
感
は
、
会
場
を
圧
観

し
、
か
の
横
山
大
観
を
し
て
、
東
京
の
清
方
に
「
大
阪
の
恒
富
が
素
晴

ら
し
い
も
の
を
描
い
て
い
る
の
に
、
君
は
ど
う
し
た
の
だ
」
と
叱
責
せ

し
め
た
の
を
見
て
も
、
こ
の
頃
、
清
方
に
ま
さ
る
絵
を
描
い
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

明
治
四
十
四
年
「
日
照
雨
」
、
明
治
四
十
五
年
「
浴
後
」
、
大
正
四
年
「
暖

か
」
な
ど
、
恒
富
の
初
期
の
作
品
に
は
、
恒
富
の
美
人
画
と
し
て
の
独

得
の
画
風
が
あ
る
。

　

大
正
四
年
、
彼
の
最
後
の
文
展
出
品
作
と
な
っ
た
「
暖
か
」
は
、
湯

上
り
に
腰
を
お
と
し
て
、
ほ
っ
と
息
つ
く
姿
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
暖
か
み

に
と
っ
た
題
材
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絵
は
夢
二
の
描
く
女
の
イ
メ
ー
ジ
の

よ
う
で
あ
る
が
、
夢
二
よ
り
先
に
大
正
の
忬
情
性
を
と
り
入
れ
て
い
る
。

　

浮
世
絵
を
学
び
な
が
ら
も
、
新
し
い
時
代
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
つ
つ
、

そ
こ
に
は
古
き
時
代
の
暖
か
い
豊
か
さ
に
加
え
て
ど
こ
か
頼
り
な
気
な

魅
力
あ
ふ
る
る
理
想
の
女
性
を
描
き
た
い
と
欲
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

　

大
正
中
期
以
後
は
、
一
変
し
て
古
典
的
題
材
を
と
り
歴
史
上
の
人
物

な
ど
描
き
、
庶
民
的
な
女
性
像
を
敬
遠
し
て
い
る
。

　

歴
史
画
「
茶
々
殿
」(

大
正
十
年
、
中
之
島
図
書
館
蔵)

は
、
安
土

桃
山
の
時
代
考
証
に
も
と
づ
き
、
し
っ
か
り
と
し
た
衣
裳
の
表
現
に
お

い
て
、
大
阪
ゆ
か
り
の
歴
史
的
風
俗
画
と
し
て
も
秀
れ
て
い
る
。
華
や

か
な
権
勢
を
予
感
す
る
ふ
っ
く
ら
と
し
た
茶
々
の
面
ざ
し
に
、
生
き
て

ゆ
く
方
向
の
ま
だ
わ
か
ら
ぬ
乙
女
の
未
熟
な
可
憐
さ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

そ
の
不
安
定
感
は
、
画
面
の
片
隅
に
寄
せ
ら
れ
た
人
物
の
前
方
に
、

何
も
見
え
な
い
構
図
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

茶
々
殿
の
そ
の
後
を
描
い
た
「
淀
君
」
に
は
二
点
あ
る
が
、
絹
本
の

一
幅
は
年
代
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
九
年
に
描
か
れ
た
同
じ
く
「
淀
君
」
の
全
身
像
に
は
、
一
人
の

女
性
の
辿
っ
た
あ
ま
り
に
も
激
し
い
運
命
の
変
遷
と
厳
し
さ
に
作
者
自

身
が
驚
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
運
命
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
恒
富
の
緊

張
し
た
画
筆
の
動
き
が
目
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　

「
蓮
池
」
昭
和
二
年
二
曲
一
双
屏
風(

耕
三
寺
博
物
館
蔵)

は
私
の
好

き
な
絵
で
あ
る
が
、
妙
齢
の
婦
人
と
振
袖
の
乙
女
が
蓮
池
の
中
を
舟
で
、

生
花
の
材
料
を
採
り
に
漕
ぎ
出
で
い
る
絵
で
あ
る
。

　

恒
富
の
絵
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
蓮
池
」
で

あ
ろ
う
。

　

二
点
の
「
淀
君
」
も
鬼
気
迫
る
も
の
が
そ
の
表
情
に
見
ら
れ
る
が
、

船
頭
を
使
わ
ず
、
婦
人
が
自
分
の
手
に
櫂
を
持
ち
、
身
丈
に
あ
ま
る
大

き
な
蓮
の
花
の
間
に
舟
を
漕
ぐ
様
子
の
着
想
の
奇
抜
さ
と
幻
想
的
な
早

朝
の
雰
囲
気
に
魅
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
絵
は
「
朝
」
と
題
し
て

出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

風
俗
画
と
し
て
も
、
当
時
の
既
婚
の
婦
人
と
、
未
婚
の
婦
人
の
後
姿

を
結
び
方
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
上
流
の
婦
人
が
趣
味
の
た
め
に
、
ご

う
快
に
振
舞
い
打
ち
込
む
様
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
上
流
婦
人
は
、
早
起
き
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
余
人
を
乗
せ
ぬ
と
こ
ろ
に
そ
の
潔
癖
さ
を
あ
ら
わ
し
、
早
朝

の
冷
気
と
と
も
に
せ
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
着
想
の
豪
華
さ
は
、
ま
た

恒
富
の
本
意
で
あ
ろ
う
。

　

昭
和
の
初
期
、
谷
崎
潤
一
郎
が
作
品
に
対
す
る
愛
着
か
ら
、
そ
の
装

幀
や
挿
絵
に
非
常
に
凝
り
出
し
た
。
潤
一
郎
も
そ
の
頃
、
恒
富
の
描
く

女
人
の
中
に
単
な
る
官
能
的
な
美
し
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
の
よ
う

な
光
が
あ
る
の
に
魅
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

潤
一
郎
の
自
筆
本
「
芦
苅
」(

昭
和
八
年
四
月
、
創
元
社
刊)

の
桐

の
た
と
う
を
紐
解
く
と
、
恒
富
の
琴
を
弾
く
「
お
遊
さ
ま
」
の
﨟
た
け

た
女
人
像
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

又
、
西
の
日
光
と
い
わ
れ
る
広
島
県
豊
田
郡
瀬
戸
田
町
に
あ
る
美
し

い
耕
三
寺
に
、
恒
富
の
作
品
が
多
く
蒐
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
如

何
に
、
恒
富
風
美
人
画
が
、
華
麗
さ
と
豊
か
さ
、
儚
さ
と
哀
し
さ
を
秘

め
た
る
、
花
の
ご
と
き
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

清
方
が
、
江
戸
前
の
う
す
紫
に
た
と
え
ら
れ
る
な
ら
恒
富
は
、
蓮
華

の
紅
に
見
た
て
た
い
。
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秋
風
が
、
ふ
と
身
に
冷
た
い

時
、
あ
わ
た
だ
し
く
う
つ
ろ
う

世
の
中
の
動
き
に
疲
れ
た
心
は

一
瞬
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
の

初
期
の
ゆ
る
や
か
な
情
緒
と
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
満
ち
満
ち
た

絵
画
の
世
界
へ
と
い
ざ
な
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
明

治
三
十
年
代
の
頃
、
大
阪
は
ま

だ
、
は
っ
き
り
と
し
た
画
壇
と

い
う
も
の
が
な
く
、
む
し
ろ
京
都
の
四
条
派
の
流
れ
を
く
む
絢
爛
た
る

画
家
た
ち
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。

　

江
戸
時
代
、
あ
れ
程
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
上
方
文
化
と
い
う
も
の
が
、

絵
画
の
面
で
い
え
ば
全
く
不
毛
に
ひ
と
し
い
状
態
に
な
っ
た
の
を
憂
え

て
、
や
っ
と
、
昭
和
に
な
っ
て
先
代
住
友
吉
左
衛
門
男
爵
が
、
天
王
寺

茶
臼
山
の
邸
宅
の
敷
地
を
提
供
し
、
大
阪
市
に
よ
っ
て
美
術
活
動
の
本

拠
地
た
る
大
阪
市
立
美
術
館
が
建
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。　

　

昭
和
十
五
年
に
は
、
当
代
の
住
友
吉
左
衛
門
氏
に
よ
り
、
日
本
画
壇

の
巨
匠
の
後
世
に
残
る
べ
き
傑
作
を
美
術
館
に
寄
贈
す
る
べ
く
、
そ
の

制
作
の
人
選
を
朝
日
新
聞
社
に
委
任
す
る
。
当
時
の
朝
日
新
聞
大
阪
本

社
企
画
部
、
平
井
常
次
郎
氏(

現
朝
日
放
送
相
談
役)

が
担
当
し
、

昭
和
十
八
年
完
成
さ
れ
た
。

上
村
松
園
、
小
野
竹
喬
、
石
崎
光
瑶
、
宇
田
萩
邨
、
北
野
恒
富
、
菊
地
契
月
、

金
嶋
桂
華
、
菅
楯
彦
、
榊
原
紫
峰
、
堂
本
印
象
、
徳
岡
神
泉
、
西
山
翠
峰
、

中
村
大
三
郎
、
中
村
貞
以
、
橋
本
関
雪
、
福
田
平
八
郎
、
水
田
竹
圃
、

梥
本
一
洋
、
矢
野
橋
村
、
山
口
華
楊
の
二
十
氏
の
作
品
は
、
大
阪
、
京
都
、

東
京
に
お
い
て
ひ
ろ
く
一
般
に
公
開
さ
れ
た
後
、
市
宝
と
し
て
現
在
も

秘
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
か
ら
恒
富
風
美
人
画
と
し
て
大
阪
の
地
に
一
世
を
風
靡
し
た

北
野
恒
富
を
と
り
上
げ
る
。

　

数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
持
主
と
し
て
現
代
も
語
り
つ
が
れ
て
い
る
菅

楯
彦
に
比
し
て
北
野
恒
富
の
人
間
性
を
物
語
る
も
の
は
、
作
品
を
通
し

て
推
し
て
は
か
る
べ
し
で
あ
る
。

　

紙
本
、
二
曲
一
双
の
屏
風
に
仕
立
て
ら
れ
た
、
こ
の
時
の
作
品
「
夜
桜
」

は
、
作
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
年
月
も
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
三
、
四
人

の
友
人
と
共
に
保
津
川
を
下
り
、
夜
は
嵐
山
に
一
泊
し
て
、
春
の
一
夜

を
楽
し
ん
だ
そ
の
夜
の
「
夜
桜
」
の
想
い
出
が
描
か
せ
た
と
い
う
。

　

刻
々
と
せ
ま
る
戦
雲
の
、
た
だ
な
ら
ざ
る
気
配
の
、
京
の
舞
妓
も
い

な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
噂
に
、
惜
別
の
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。

　

闇
に
浮
ぶ
爛
漫
の
桜
と
、
可
憐
な
舞
妓
の
姿
に
、
不
安
と
一
抹
の
甘

さ
の
名
残
り
と
、
祈
り
を
託
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

北
野
恒
富
は
、
日
本
美
人
画
全
集
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
代
表

さ
れ
る
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
美
人
画
で
あ
る
。

　

は
っ
き
り
い
っ
て
清
方
の
「
う
す
紅
梅
の
染
ぎ
ぬ
に
頬
を
包
み
、
鉄

漿
を
含
ん
だ
白
い
顔
の
半
開
の
牡
丹
花
」
と
い
っ
た
よ
う
な
風
情
が
好

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
郷
に
入
れ
ば
郷
に
し
た
が
え
の
諺
通
り
、

大
阪
び
い
き
と
な
る
と
矢
張
り
、
少
々
粋
さ
に
は
欠
け
る
が
、
色
々
生

活
の
機
智
に
た
け
て
い
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
暖
か
さ
や
、
人
の
好
さ

な
ど
が
に
じ
み
出
て
い
る
丸
味
を
帯
び
た
体
型
の
浪
速
女
を
多
く
描
い

た
北
野
恒
富
を
あ
げ
る
の
は
、
い
つ
知
れ
ず
、
こ
ち
ら
も
浪
速
の
水
に

ど
っ
ぷ
り
と
ひ
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

北
野
恒
富(

富
太
郎)

明
治
十
三
年
金
沢
に
生
ま
れ
る
。
明
治
二
十

五
年
小
学
校
卒
業
後
、
木
版
画
版
下
技
術
を
学
び
、
か
た
わ
ら
南
画
も

(

日
本
画
家
／
河
原
デ
ザ
イ
ン
ス
ク
ー
ル
理
事
長)

 

「
大
阪
春
秋
」
第
四
十
八
号
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
二
十
日
掲
載


