
「
徽
」
は
、
明
治
四
四
（
一
九
二
）
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
二
月
三

日
ま
で
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
翌
年
一
月
に
新
潮

社
か
ら
発
刊
さ
れ
た
単
行
本
『
徹
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
、
秋
声
の
実
体
験
に
基
づ
い
て
描
か
れ
て
お
り
、
作
者
自
身

も
ヨ
徹
」
と
云
ふ
も
の
を
書
く
場
合
に
は
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
堀
り
立

て
函
、
自
分
の
痛
ま
し
い
生
活
に
就
て
、
自
分
の
感
情
を
虐
げ
て
見
る
、
そ

（
１
）

こ
に
芸
術
上
の
興
味
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
執
筆
動
機
が
自

身
の
過
去
の
省
察
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
後
年
の
岩
波
文
庫
版
一
徹
」
の

（
且

「
賊
」
に
も
、
「
よ
く
人
生
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
気
持
に
な
っ
た
」

こ
と
が
執
筆
の
「
内
面
」
的
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
方
で
秋
声
は
『
徹
」
第
一
回
掲
載
前
日
に
「
断
っ
て
お
き
た

い
の
は
、
描
か
う
と
す
る
事
柄
は
、
僕
の
他
の
作
と
同
様
必
ず
し
も
事
実
其

（
３
）

儘
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
」
と
記
し
、
作
品
が
〈
事
実
〉
と
し
て
読
ま

徳
田
秋
声
『
徴
』
論

ｌ
そ
の
表
現
意
識
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

一
、
は
じ
め
に

徳
田
秋
声
「
徹
」
論

れ
る
こ
と
を
牽
制
し
て
い
る
。
連
載
終
了
直
後
に
も
、

「
徹
」
の
中
へ
は
空
想
を
交
へ
て
描
い
た
、
事
実
有
っ
た
事
を
描
い

た
部
分
に
し
て
か
ら
が
、
あ
れ
が
事
実
有
り
の
侭
の
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
私
は
彼
の
作
を
始
か
ら
終
ひ
ま
で
一
方
に
偏
っ
た
観
方
を
し
て
描

い
た
か
ら
、
誇
張
し
た
個
処
も
、
緊
縮
し
て
現
し
た
部
分
も
あ
る
、
私

は
一
体
、
た
ず
事
実
の
有
り
の
侭
を
描
い
て
も
、
小
説
に
な
ら
な
い
と

（
４
）

思
ふ
。

と
繰
り
返
し
て
お
り
、
作
品
を
書
く
目
的
が
単
な
る
〈
暴
露
〉
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。

お
そ
ら
く
こ
う
い
っ
た
発
言
の
裏
に
は
、
モ
デ
ル
問
題
に
敏
感
に
な
っ
て

い
た
当
時
の
事
情
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
秋
声
は
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
を
恐
れ
て
〈
暴
露
〉
小
説
の
側
面
を
否
定
し
て
い
る
だ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
秋
声
が
こ
の
作
品
を
「
事
実
の
有
り
の
侭
」
で

は
な
い
と
断
言
す
る
理
由
は
、
何
よ
り
。
方
に
偏
っ
た
観
方
を
し
て
描
い

た
か
ら
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
描
き
方
」
な
の
で

あ
る
。
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事
実
、
こ
の
時
期
の
エ
ッ
セ
イ
を
見
る
と
、
「
描
き
方
」
に
つ
い
て
悩
ん

で
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

で
、
私
自
身
か
ら
云
ふ
と
今
の
所
、
写
実
に
血
と
肉
と
を
交
へ
て
、

何
処
ま
で
も
事
実
は
事
実
と
し
て
書
い
て
、
そ
れ
に
依
っ
て
作
家
の
心

持
ち
を
見
せ
て
居
る
や
う
な
書
方
で
あ
る
。
然
し
、
之
れ
丈
け
で
は
満

足
出
来
な
い
、
で
、
今
少
し
頭
を
栫
ら
へ
て
か
、
ら
な
け
れ
ば
、
深
い

（
５
）

意
味
あ
り
、
大
い
な
る
価
値
あ
る
小
説
は
書
け
な
い
や
う
な
気
が
す
る
。

こ
れ
は
、
明
治
四
二
年
の
随
想
で
あ
る
が
、
〈
事
実
〉
を
ど
の
よ
う
に
描

く
べ
き
か
模
索
し
て
い
る
秋
声
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
余
り
に
事
実

に
喰
着
き
過
ぎ
て
」
「
窮
屈
な
写
実
風
の
描
写
に
寄
り
過
ぎ
て
居
る
」
現
状

（
６
）

を
反
省
し
、
こ
れ
か
ら
は
「
今
少
し
自
由
な
形
式
を
取
り
た
い
」
と
い
う
発

言
も
見
ら
れ
、
小
説
の
「
形
式
」
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
「
描
き
方
」
や
「
形
式
」
に
拘
っ
て
描
か
れ
た
は
ず
の
「
徹
」

に
は
様
々
な
批
判
の
声
が
浴
び
せ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
田
山
花
袋
、
正
宗
白

鳥
、
島
崎
藤
村
は
一
様
に
主
人
公
笹
村
の
〈
描
写
〉
を
難
じ
、
逆
に
、
お
銀

（
７
）

の
そ
れ
を
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
時
間
軸
が
入
り
乱
れ
、
全
体
的
な
プ
ロ

ッ
ト
の
把
握
が
困
難
な
作
品
の
〈
構
成
〉
に
つ
い
て
も
厳
し
い
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る
。一

つ
の
事
件
が
次
の
事
件
に
移
る
際
に
、
必
ず
し
も
必
然
の
結
果
を

以
て
移
っ
て
居
な
い
、
殆
ど
関
係
の
な
い
事
の
継
ぎ
合
せ
で
あ
る
。
人

生
と
云
ふ
も
の
は
元
来
小
説
に
な
っ
て
居
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
ん
な
の

が
本
統
に
人
生
其
儘
か
も
知
れ
な
い
。
（
中
略
）
序
に
思
ひ
附
い
た
こ

と
を
云
へ
ば
、
印
象
描
写
と
云
ふ
の
は
何
ん
な
も
の
か
知
ら
ぬ
が
、
一

っ
ノ
ー
の
印
象
が
飛
び
ノ
ー
に
書
い
て
あ
る
ば
か
り
だ
か
ら
、
内
部
的

（
８
）

に
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
の
発
展
が
分
ら
な
い
。

森
田
草
平
は
こ
の
よ
う
に
、
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
一
つ
一
つ
の
出
来
事

の
相
互
的
な
関
連
性
の
希
薄
さ
と
、
物
語
の
全
体
的
な
「
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
の

発
展
」
性
の
欠
如
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
秋
声
の
「
あ
ら
く
れ
」

（
９
）

を
「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
が
な
い
」
と
評
し
た
漱
石
の
見
解
と
同
じ
種
類
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
漱
石
一
派
の
み
な
ら
ず
、
花
袋
で
さ
え
も
「
コ
ン
ホ

（
旧
）

ジ
シ
ョ
ン
が
十
分
な
土
台
を
以
て
組
立
て
ら
れ
て
ゐ
な
い
」
と
こ
ぼ
し
て
い

た
ほ
ど
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
構
成
〉
と
な
っ
た
原
因
は
倒
叙
法
と
呼
ば
れ
る

〈
語
り
〉
に
あ
る
。
倒
叙
法
と
は
、
〈
結
果
〉
を
書
い
た
あ
と
〈
原
因
〉
に

遡
り
、
さ
ら
に
そ
の
過
程
に
お
い
て
も
同
様
に
遡
行
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い

う
秋
声
独
自
の
〈
語
り
〉
の
形
態
で
あ
る
が
、
こ
の
〈
語
り
〉
の
手
法
が
作

品
全
体
を
貫
い
て
い
る
た
め
、
草
平
の
よ
う
な
不
満
が
噴
出
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。以

上
の
よ
う
な
指
摘
は
、
裏
を
返
せ
ば
こ
の
作
品
の
特
徴
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
『
徹
」
は
批
判
に
あ

る
よ
う
な
〈
描
写
〉
や
〈
構
成
〉
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、

こ
の
点
に
着
目
し
な
が
ら
作
品
を
総
合
的
に
分
析
し
、
秋
声
の
意
図
を
探
っ

て
い
き
た
い
。
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ま
ず
、
こ
の
作
品
の
全
体
的
な
骨
格
を
見
て
い
き
た
い
。
『
徹
」
の
物
語

は
、
笹
村
と
い
う
男
が
「
西
の
方
の
旅
」
に
お
い
て
、
作
家
と
し
て
の
新
し

い
一
歩
を
踏
み
出
す
決
意
を
す
る
と
と
も
に
、
結
婚
に
憧
れ
を
抱
く
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
ま
で
の
笹
村
は
概
し
て
次
の
よ
う
な
男
で
あ
っ
た
。

零
落
れ
た
家
の
後
添
の
腹
に
三
男
と
し
て
産
れ
て
、
頽
廃
し
た
空
気

の
な
か
に
生
立
っ
て
来
た
笹
村
の
頭
に
は
家
庭
と
か
家
族
と
か
云
ふ
や

う
な
観
念
も
自
か
ら
薄
か
っ
た
。
果
敢
な
い
芸
術
上
の
努
力
で
、
如
何

か
し
て
生
き
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
…
と
、
そ
れ
に
槌
り
つ
い
て
、
此
六

七
年
一
日
々
々
と
引
摺
ら
れ
て
来
た
笹
村
は
、
お
銀
と
の
長
い
将
来
の

事
な
ど
は
、
少
し
も
考
へ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
（
三
十
五
）

笹
村
に
と
っ
て
「
家
」
と
は
自
分
が
収
ま
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
。
彼
は

世
間
一
般
の
人
々
と
は
違
っ
て
「
家
庭
」
と
い
う
も
の
か
ら
距
離
を
置
き
、

孤
独
に
生
き
る
こ
と
を
運
命
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。
笹
村
は
作
家
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
が
、
「
文
学
」
（
「
芸
術
」
）
と
は
ま
さ
に
「
家
」
に
対
す
る
概

念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
文
学
」
が
唯
一
の
生
き
が
い
で
あ
り
、
孤

独
に
生
き
る
で
あ
ろ
う
自
分
自
身
を
救
う
最
後
の
手
段
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
が
「
西
の
方
の
旅
」
で
強
く
意
識
し
た
こ
と
は
、
自
分
と
は

無
縁
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
「
結
婚
」
で
あ
っ
た
。
「
是
迄
長
い
あ
ひ
だ

厭
や
ノ
ー
執
著
し
て
ゐ
た
下
宿
生
活
の
荒
れ
た
さ
ま
」
を
改
め
て
振
り
返
っ

た
彼
の
目
に
新
鮮
に
映
っ
た
の
が
「
若
い
妻
な
ど
を
連
れ
て
船
へ
入
込
ん
で

来
る
男
」
で
あ
っ
た
り
、
「
留
守
の
間
に
襟
垢
の
こ
び
り
つ
い
た
小
袖
や
、

二
、
物
語
の
骨
格

徳
田
秋
声
『
徹
」
論

袖
口
の
切
れ
か
、
つ
た
嬬
絆
な
ど
を
き
ち
ん
と
仕
立
直
し
て
お
い
て
く
れ

た
」
大
阪
の
捜
で
あ
っ
た
り
、
京
都
の
旧
友
の
「
楽
げ
な
家
庭
振
」
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
結
婚
」
と
い
う
こ
と
が
笹
村
の
中
で
膨

張
し
は
じ
め
る
。
こ
れ
と
と
も
に
「
こ
れ
迄
係
は
っ
て
き
た
仕
事
を
、
漸
く

真
面
目
に
考
へ
る
や
う
な
心
持
に
な
っ
て
ゐ
た
」
笹
村
は
、
「
文
学
」
に
つ

い
て
も
再
出
発
を
決
意
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「
結
婚
」
と
「
文
学
」
と
い

う
今
ま
で
対
立
し
た
概
念
で
あ
っ
た
も
の
が
同
時
に
志
向
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
の
「
西
の
方
の
旅
」
は
、
彼
の
人
生
に
と
っ
て
の
大
き
な
転
換
点
と

し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
後
、
物
語
は
こ
の
二
つ
の
事
象
１
１
笹
村
の
作
家
生
活
と
結
婚
生
活
の

様
相
が
骨
格
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
冒
頭
の
「
西
の
方
の
旅
」
で
志

向
さ
れ
た
二
つ
の
生
活
（
以
前
に
お
い
て
は
絶
対
に
両
立
さ
れ
得
な
い
も
の

だ
っ
た
）
を
う
ま
く
営
む
こ
と
が
で
き
ず
に
襖
悩
す
る
笹
村
の
姿
が
、
物
語

の
中
心
軸
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
笹
村
の
襖
悩
は
、
主
に
お
銀
と
の
関
係
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
も
そ
も
お
銀
と
の
恋
愛
は
最
初
の
時
点
か
ら
異
常
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
っ

た
。
お
銀
と
一
緒
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
笹
村
の
心
境
に
つ
い
て
、

笹
村
は
女
が
自
分
を
愛
し
て
ゐ
る
と
も
思
は
な
か
っ
た
し
、
自
分
も

女
に
愛
情
が
あ
る
と
は
思
ひ
得
な
か
っ
た
が
、
身
の
周
の
用
事
で
女
の

し
て
く
れ
る
こ
と
は
、
痒
い
処
へ
手
の
届
く
や
う
で
あ
っ
た
。
男
の

時
々
の
心
持
は
鋭
敏
に
嗅
ぎ
つ
け
る
こ
と
も
出
来
た
。
気
象
も
き
び
く

し
た
方
で
不
断
調
子
の
好
い
時
は
、
能
く
駄
酒
落
な
ど
を
言
っ
て
人
を

笑
は
せ
た
。
緊
の
な
い
肉
附
の
好
い
体
、
輪
郭
の
素
直
さ
と
品
位
と
を
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欠
い
て
ゐ
る
、
ど
こ
か
崩
れ
た
や
う
な
顔
に
も
、
心
を
惹
き
つ
け
ら
れ

る
や
う
な
処
が
あ
っ
た
。
笹
村
の
頭
に
は
、
結
婚
す
る
つ
も
り
で
近
頃

先
方
の
写
真
だ
け
見
た
こ
と
の
あ
る
女
や
、
以
前
大
阪
で
知
っ
て
ゐ
た

女
な
ど
の
事
が
、
時
々
思
ひ
出
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
不
意
に
何
処
か
ら
か

舞
ひ
込
ん
で
来
た
懲
し
た
種
類
の
女
と
、
燗
れ
合
っ
た
や
う
な
心
持
で

暮
し
て
ゐ
る
こ
と
を
、
然
程
悔
う
べ
き
事
と
も
思
は
な
か
っ
た
。
（
十
）

と
あ
る
よ
う
に
、
お
銀
と
の
生
活
は
笹
村
が
「
西
の
方
の
旅
」
で
思
い
描
い

て
い
た
結
婚
生
活
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
は
、
以

前
持
ち
出
さ
れ
た
正
規
の
結
婚
話
と
対
比
す
る
形
で
お
銀
と
の
生
活
が
認
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
る
の
だ
が
、
何
よ
り
お
互
い
の
「
愛
情
」

が
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
時
点
で
、
想
定
し
て
い
た
「
結
婚
」
と
は
か
け

離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

お
そ
ら
く
笹
村
は
、
身
分
的
に
相
応
し
た
相
手
と
の
「
愛
情
」
で
結
び
つ

い
た
「
結
婚
」
を
期
待
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
期
待
に
そ

ぐ
わ
な
い
「
種
類
の
女
」
で
あ
る
お
銀
が
偶
然
現
れ
、
生
活
を
共
に
し
て
い

る
こ
と
に
違
和
感
を
抱
い
て
い
る
。
お
銀
の
長
所
を
認
め
、
「
悔
う
べ
き
事

と
も
思
は
な
」
い
と
は
言
え
ど
、
「
燗
れ
合
っ
た
や
う
な
心
持
」
と
い
う
表

現
に
は
結
婚
生
活
に
納
得
し
き
れ
て
い
な
い
笹
村
の
心
理
が
表
れ
て
い
る
。

笹
村
と
お
銀
の
関
係
は
、
そ
の
後
も
こ
の
よ
う
な
状
態
の
ま
ま
時
間
を
重

ね
て
い
く
。
形
の
う
え
で
は
妊
娠
、
出
産
、
入
籍
と
い
う
段
階
を
踏
ん
で

徐
々
に
確
固
た
る
「
家
庭
」
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
「
愛
情
」
の
な

い
「
燗
れ
合
っ
た
や
う
な
」
生
活
か
ら
始
ま
っ
た
夫
婦
関
係
は
、
終
始
不
安

定
の
ま
ま
で
衝
突
が
絶
え
な
い
。
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
徹
頭
徹
尾
不
和
と

和
解
が
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
笹
村
の
襖
悩
と
は
、
「
愛
情
」
の
な
い
ま
ま
、
お
銀
と
の
心
理

的
な
距
離
が
埋
ま
ら
な
い
ま
ま
「
家
庭
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
現
実
に
対
す

る
も
ど
か
し
さ
な
の
で
あ
る
。
お
銀
と
別
居
（
下
宿
へ
移
転
）
す
る
の
も
、

引
越
し
先
の
家
を
決
め
る
と
き
に
書
斎
と
居
間
の
距
離
を
気
に
す
る
の
も
、

そ
の
も
ど
か
し
さ
ゆ
え
、
お
銀
か
ら
離
れ
て
〈
本
来
〉
の
自
分
に
帰
ろ
う
と

す
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
家
庭
」
か
ら
離
れ
て

「
文
学
」
の
道
を
孤
独
に
突
き
進
む
こ
と
が
笹
村
に
と
っ
て
〈
本
来
〉
の
自

分
の
道
で
あ
っ
た
。
「
何
事
も
投
り
出
し
て
、
ペ
ン
と
紙
だ
け
ポ
ケ
ッ
ト
へ

入
れ
て
」
「
何
や
彼
や
こ
だ
は
り
の
多
い
家
か
ら
」
田
舎
町
に
「
逃
れ
」
出

て
き
た
最
終
場
面
は
、
そ
の
最
た
る
例
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
笹
村
の
襖
悩
は
本
を
正
せ
ば
笹
村
自
身
の
性
格
に
起
因

し
て
い
る
。
ま
ず
、
笹
村
と
お
銀
が
ど
の
よ
う
に
接
近
し
て
い
っ
た
の
か
を

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
笹
村
が
「
西
の
方
の
旅
」
に
お
い
て
「
結
婚
」
に
憧

れ
を
抱
い
て
帰
っ
て
来
た
と
こ
ろ
へ
、
雇
い
の
婆
さ
ん
の
娘
で
あ
る
お
銀
が

舞
い
込
ん
で
く
る
の
で
あ
っ
た
が
、
「
ち
よ
シ
と
好
い
女
ぢ
や
な
い
か
」
と

い
う
発
言
が
あ
る
よ
う
に
、
お
銀
は
笹
村
に
好
印
象
で
も
っ
て
迎
え
ら
れ
て

い
る
。
お
銀
の
振
舞
い
は
そ
の
後
も
「
長
い
あ
ひ
だ
情
味
に
渇
い
た
生
活
を

続
け
て
来
た
」
笹
村
の
「
心
を
惹
き
つ
け
」
、
二
人
は
肉
体
関
係
を
持
つ
に

（
Ⅲ
）

ま
で
至
る
。
だ
が
、
木
村
東
吉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
笹
村
が
接
近
し
て
い

っ
た
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
無
遠
慮
な
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
お
銀
が
笹

村
の
世
界
に
踏
み
込
ん
で
い
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば

「
六
」
に
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
笹
村
が
お
銀
の
た
め
に
買
っ
て
き
た

一
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蚊
帳
を
「
わ
ざ
と
」
笹
村
の
寝
床
に
近
い
と
こ
ろ
に
吊
っ
た
場
面
で
あ
る
。

笹
村
は
、
六
畳
の
方
で
、
窓
を
明
払
っ
て
寝
て
ゐ
た
。
窓
か
ら
は
、

す
や
ノ
ー
し
た
夜
風
が
流
れ
込
ん
で
、
軽
い
綿
蚊
帳
が
、
隣
の
廟
間
か

ら
差
す
空
の
薄
明
に
戦
い
で
ゐ
た
・
ば
た
か
～
と
団
扇
を
使
ひ
な
が
ら
、

何
時
ま
で
も
寝
つ
か
れ
ず
に
ゐ
る
お
銀
の
淡
白
い
顔
や
手
が
、
暗
い
な

か
に
動
い
て
見
え
た
。
（
六
）

こ
の
場
面
は
、
笹
村
と
お
銀
が
肉
体
関
係
を
持
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
わ
け
だ
が
、
近
づ
い
て
い
っ
た
の
は
お
銀
の
ほ
う
で
、
あ
く
ま
で
笹
村
は

受
け
身
で
あ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
笹
村
に
「
見
え
」

る
よ
う
な
位
置
ま
で
お
銀
が
移
動
し
て
き
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
笹
村
の
受
け
身
の
態
度
は
、
作
品
を
通
し
て
一
貫
し
て
い
る

と
言
っ
て
良
い
。
ほ
と
ん
ど
の
出
来
事
に
対
し
て
受
動
的
な
笹
村
か
ら
は
、
自

分
の
人
生
を
己
の
意
志
で
切
り
拓
い
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
全
く
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
結
婚
と
い
う
人
生
の
中
で
の
大
き
な
分
岐

点
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
「
い
っ
そ
潔
く
結
婚
し
や
う
か
」
と
い
う
一

見
積
極
的
な
判
断
も
、
実
際
に
は
親
友
深
山
と
そ
の
周
囲
の
目
を
気
に
し
て
の

半
ば
自
暴
自
棄
的
な
も
の
で
あ
る
。
俳
友
「
Ｂ
ｌ
Ｌ
に
促
さ
れ
る
ま
ま
に
別
れ

話
を
決
め
て
し
ま
う
場
面
は
、
意
志
の
弱
さ
が
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
も

言
え
る
。
意
志
が
弱
い
と
い
う
よ
り
も
、
あ
え
て
判
断
し
て
い
な
い
と
言
い
換

え
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
お
銀
の
も
と
へ
別
れ
の
談
判
に
行
っ
た
俳

友
「
Ｂ
ｌ
」
を
待
つ
笹
村
の
心
理
描
写
に
も
表
れ
て
い
る
。

友
人
が
帰
っ
て
来
る
ま
で
に
は
、
大
分
手
間
が
取
れ
た
。
笹
村
は
寝

徳
田
秋
声
「
徹
」
論

転
ん
だ
り
起
き
た
り
し
て
、
心
に
落
著
き
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
其
が

執
へ
転
ん
だ
方
が
幸
な
の
か
自
身
に
判
断
が
つ
か
な
か
っ
た
。
強
ひ
て

判
断
し
よ
う
と
も
思
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
（
三
十
一
）

要
す
る
に
、
笹
村
と
は
、
時
の
流
れ
る
ま
ま
現
実
の
動
い
て
い
く
ま
ま
に

身
を
ま
か
せ
て
自
ら
の
判
断
を
避
け
続
け
る
受
動
的
な
男
な
の
で
あ
る
。
草

平
の
言
う
「
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
の
発
展
」
性
の
欠
如
と
は
、
ま
さ
に
笹
村
の
襖

悩
の
発
展
性
の
欠
如
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
お
銀
と
一
緒
に
な
る
の
か
、

そ
れ
と
も
別
れ
る
の
か
、
笹
村
自
身
が
決
定
的
な
判
断
を
下
さ
な
い
こ
と
に

最
大
の
原
因
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
笹
村
の
襖
悩
と
は
、
何
か
の
問
題
を
解
決

す
る
た
め
に
悩
み
苦
し
む
と
い
う
種
類
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
の
気

分
に
よ
っ
て
自
分
を
苦
し
め
る
問
題
と
な
っ
た
り
、
逆
に
問
題
と
い
う
ほ
ど

の
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
お
銀
と
の
結
婚
生
活
も
判
断
保
留
の
ま
ま
ず
る
ず
る
と
続
い
て
い
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
心
持
の
よ
く
激
変
す
る
」
「
気
む
ら
」

な
性
格
の
も
と
、
或
る
時
は
．
刻
に
女
Ｔ
お
銀
ｌ
注
筆
者
）
を
憎
む
べ

き
も
の
に
思
窮
め
」
、
或
る
時
は
「
女
は
ま
た
新
し
い
も
の
、
や
う
に
」
映

る
と
い
っ
た
具
合
に
、
気
分
に
よ
っ
て
そ
の
深
刻
の
度
合
が
変
化
す
る
だ
け

な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
徽
』
の
物
語
は
「
西
の
方
の
旅
」
を
契
機
に
志
向
し

た
作
家
生
活
と
結
婚
生
活
の
両
立
が
お
銀
の
登
場
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
も

の
の
、
そ
の
「
気
む
ら
」
な
性
格
ゆ
え
に
現
状
に
対
し
て
気
分
が
上
下
し
、

ま
た
、
そ
の
受
動
的
な
性
格
ゆ
え
に
何
の
判
断
も
下
さ
な
い
ま
ま
、
た
だ
時

が
流
れ
て
い
く
笹
村
の
生
活
描
写
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
物
語
は
特
に
こ

一
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実
は
、
ど
こ
を
切
り
取
っ
て
み
て
も
笹
村
の
襖
悩
が
描
か
れ
て
い
る
作
品

内
容
と
倒
叙
法
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
作
品
は
襖
悩
す

る
笹
村
を
描
く
こ
と
自
体
が
目
的
で
あ
っ
て
、
冒
頭
か
ら
結
末
に
向
け
て
の

物
語
と
し
て
の
発
展
性
は
、
は
じ
め
か
ら
意
図
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
内
容
を
統
一
す
る
直
線
的
な
時
間
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

〈
語
り
手
〉
は
様
々
な
場
面
の
繋
が
り
を
気
に
せ
ず
自
在
に
物
語
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
「
七
十
五
」
の
場
面
に
注
目
す
る
と
、
冒
頭
は
次
の
よ
う
な
概

括
か
ら
始
ま
る
。

け
れ
ど
笹
村
の
口
に
す
る
磯
谷
と
云
ふ
名
前
が
、
妻
に
対
す
る
軽
侮

と
冷
笑
よ
り
ほ
か
、
何
の
意
味
を
も
響
き
を
も
与
へ
な
い
時
の
来
た
の

は
、
そ
ん
な
に
長
い
将
来
の
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
お
銀
が
そ
れ
を
言

出
さ
れ
て
も
、
何
の
痛
み
を
も
感
じ
な
い
と
同
じ
に
、
笹
村
の
方
で
も

れ
と
い
っ
て
発
展
も
な
く
、
作
品
は
一
貫
し
て
結
婚
生
活
と
作
家
生
活
と
の

狭
間
で
も
が
き
苦
し
む
笹
村
の
様
子
が
延
々
と
描
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

「
こ
の
作
の
、
大
本
に
な
っ
て
居
る
処
は
事
件
で
は
な
く
、
或
る
推
移
し
て

（
腿
）

行
く
生
活
を
包
ん
だ
空
気
」
と
評
し
た
水
野
葉
舟
の
言
葉
も
、
自
ず
と
理
解

で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
、
「
む
ら
」
も
「
山
」
も
な
く
、
二
つ
の

生
活
の
間
で
思
い
悩
む
笹
村
に
漂
う
「
空
気
」
を
「
行
き
届
い
た
筆
で
万
遍

（
旧
）

な
く
細
か
に
」
描
い
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

三
、
倒
叙
法
と
〈
語
り
手
〉

男
が
真
の
意
味
に
於
て
自
分
の
マ
ッ
チ
で
な
い
こ
と
や
、
女
が
自
分
に

値
し
な
い
こ
と
の
段
々
分
明
し
て
来
る
の
が
、
心
淋
し
か
っ
た
。
（
七

十
五
）

こ
の
部
分
は
、
例
の
倒
叙
法
に
よ
る
〈
結
果
〉
か
ら
の
書
き
出
し
で
あ
る

が
、
そ
の
直
後
に
、
お
銀
が
電
車
通
り
の
と
こ
ろ
で
見
知
ら
ぬ
男
と
話
を
し

て
い
た
こ
と
を
正
一
が
笹
村
に
話
す
場
面
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
い

わ
ゆ
る
〈
原
因
〉
へ
の
遡
行
で
あ
っ
て
、
そ
の
男
が
実
は
お
銀
の
か
つ
て
の

恋
人
Ⅱ
磯
谷
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
笹
村
に
は
「
何
の
意
味
を
も
響
き

を
も
与
へ
な
」
か
つ
た
と
い
う
具
合
に
〈
結
果
〉
へ
戻
っ
て
い
く
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
話
は
そ
う
簡
単
に
は
収
敵
し
て
い
か
な
い
。
「
あ
る
時
歯
の

療
治
に
行
く
お
銀
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
正
一
は
、
ふ
と
笹
村
の
傍
へ
来
て

さ
う
云
っ
て
言
ひ
告
げ
た
」
と
〈
原
因
〉
へ
の
遡
行
が
始
ま
る
の
だ
が
、

「
お
銀
は
産
を
す
る
度
に
、
歯
を
破
さ
れ
て
ゐ
た
」
と
い
う
よ
う
に
続
き
、

お
銀
が
正
一
と
一
緒
に
出
か
け
た
理
由
へ
話
が
逸
れ
る
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら

く
は
お
銀
が
二
度
目
の
産
を
し
て
か
ら
歯
が
悪
く
な
っ
た
様
子
が
語
ら
れ
、

（
肌
）

笹
村
の
「
小
さ
な
傷
」
の
影
響
や
お
銀
の
肉
体
が
衰
え
て
き
た
現
状
へ
と
展

開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
は
そ
の
よ
う
に
衰
退
し
て
い
く

お
銀
に
対
し
て
、
自
分
の
家
で
苦
労
し
て
い
る
よ
り
も
誰
か
他
の
男
と
一
緒

に
な
っ
て
し
ま
え
と
言
い
放
つ
笹
村
が
描
か
れ
る
始
末
で
、
そ
こ
で
よ
う
や

く
正
一
か
ら
話
を
聞
く
と
こ
ろ
に
ま
で
戻
る
の
で
あ
る
。

作
品
全
体
を
通
し
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
の
倒
叙
法
の
〈
結
果
〉
と
〈
原

因
〉
は
、
『
徹
」
に
お
い
て
は
〈
心
境
の
概
括
〉
と
〈
現
象
の
再
現
〉
と
い

う
形
で
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
〈
心
境
の
概
括
〉

一
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と
は
〈
語
り
手
〉
が
過
去
の
笹
村
を
「
観
照
」
し
、
そ
の
時
々
の
心
境
を
総

括
す
る
よ
う
な
叙
述
で
あ
っ
て
、
倒
叙
法
の
書
き
出
し
に
あ
た
る
〈
結
果
〉

と
し
て
描
か
れ
る
場
合
が
多
い
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
「
七
十
五
」
の
冒
頭
な

ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と
言
え
る
。
一
方
の
〈
現
象
の
再
現
〉
と
は
、
過
去

（
胴
）

の
出
来
事
を
「
再
現
」
す
る
〈
描
写
〉
で
あ
り
、
〈
原
因
〉
と
し
て
描
か
れ

る
こ
と
が
多
い
。
（
今
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
現
象
」
に
は
必

ず
し
も
関
連
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
）

こ
の
よ
う
な
倒
叙
法
に
よ
る
〈
語
り
手
〉
は
、
笹
村
の
襖
悩
を
語
り
た
い

の
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
事
件
が
物
語
の
最
後
に
向
か
っ
て
ど
の
よ

う
に
影
響
し
て
い
く
の
か
を
説
明
し
た
い
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
笹
村
の

〈
心
境
の
概
括
〉
と
、
そ
れ
に
ち
な
ん
だ
〈
現
象
の
再
現
〉
を
主
眼
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
物
語
に
連
続
し
た
時
間
は
ほ
と
ん
ど
不
必
要

に
な
る
。
極
言
す
れ
ば
、
無
秩
序
に
「
い
つ
」
を
語
っ
た
と
し
て
も
、
〈
語

り
手
〉
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
弓
徽
」
の
時
間
は
、
リ
ニ
ア
に
、

い
い
か
え
れ
ば
連
辞
的
な
軸
に
そ
っ
て
流
れ
て
行
く
と
い
う
も
の
は
優
勢
で

は
な
く
、
範
列
的
な
軸
に
そ
っ
て
プ
ロ
ッ
ト
は
拡
散
し
広
が
り
を
持
っ
て
行

（
略
）

く
」
と
い
う
中
丸
宣
明
の
分
析
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
、
組
み
換
え

可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
倒
叙
法
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
の
省
察

と
い
う
秋
声
の
執
筆
動
機
と
無
関
係
で
は
な
い
。
笹
村
と
は
他
な
ら
ぬ
過
去

の
秋
声
で
あ
り
、
自
身
の
襖
悩
に
満
ち
た
生
活
を
回
顧
す
る
態
度
が
、
ま
さ

に
〈
心
境
の
概
括
〉
と
〈
現
象
の
再
現
〉
と
い
う
倒
叙
法
の
形
態
に
表
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
取
り
挙
げ
た
「
私
は
彼
の
作
を
始
か
ら
終
ひ
ま

徳
田
秋
声
『
徴
」
論

で
一
方
に
偏
っ
た
観
方
を
し
て
描
い
た
か
ら
、
誇
張
し
た
個
所
も
、
緊
縮
し

て
現
し
た
部
分
も
あ
る
、
私
は
一
体
、
た
蜜
事
実
の
有
り
の
儘
を
描
い
て
も
、

小
説
に
な
ら
な
い
と
思
ふ
」
と
い
う
連
載
終
了
直
後
の
記
述
は
、
笹
村
の
心

境
の
披
瀝
を
中
心
に
描
い
た
こ
と
を
正
当
化
し
て
い
る
文
と
し
て
捉
え
る
こ

と
も
で
き
る
が
、
そ
こ
に
は
、
「
事
実
の
有
り
の
儘
を
描
」
く
、
い
わ
ゆ
る

「
純
客
観
描
写
」
で
描
か
れ
る
作
品
に
『
徹
」
を
対
置
す
る
秋
声
が
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
「
純
客
観
」
的
に
〈
事
実
〉
を
羅
列
し
た

も
の
で
は
な
く
、
秋
声
と
い
う
〈
私
〉
が
〈
私
の
心
境
〉
を
軸
と
し
て
過
去

を
回
顧
し
た
も
の
で
あ
り
、
超
越
的
な
視
点
を
持
っ
た
前
者
と
は
〈
語
り
手
〉

の
位
相
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

花
袋
ら
が
笹
村
の
〈
描
写
〉
を
難
じ
、
お
銀
の
〈
描
写
〉
を
評
価
し
た
理

由
は
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
心
境
の
概
括
〉
に
よ
っ
て
自
ず

と
心
理
描
写
が
多
用
さ
れ
る
笹
村
と
、
〈
現
象
の
再
現
〉
の
中
で
会
話
を
中

心
と
し
て
外
面
的
に
描
か
れ
る
お
銀
の
差
異
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
評
価
の
分
か
れ
目
は
こ
の
差
に
あ
り
、
「
偏
っ
た
観
方
」
で

描
か
れ
た
笹
村
よ
り
も
、
「
純
客
観
」
的
に
描
か
れ
た
お
銀
の
ほ
う
が
〈
描

写
〉
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
『
徹
』
の
〈
語
り
手
〉
は
笹
村
と
一
体
化
し
、
或
い
は
作
者
で
あ

る
秋
声
と
同
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。
例
え
ば
「
三
十
五
」
に
お
い
て
〈
語
り

手
〉
が
お
銀
の
両
親
に
つ
い
て
語
る
場
面
を
見
て
み
た
い
。

翌
日
笹
村
が
起
き
た
と
き
、
父
親
は
母
親
と
一
緒
に
茶
の
間
で
朝
茶

を
飲
ん
で
ゐ
た
。
悠
し
て
一
緒
に
茶
を
飲
む
な
ど
、
云
ふ
こ
と
の
、
近

年
滅
多
に
な
か
っ
た
母
親
の
顔
に
は
、
包
み
き
れ
ぬ
喜
悦
の
色
が
あ
つ

二
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た
。
大
分
経
っ
て
か
ら
後
で
知
っ
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
昔
二
人
が

押
合
っ
た
時
の
こ
と
が
、
笹
村
に
も
想
像
さ
れ
得
る
や
う
で
あ
っ
た
。

（
三
十
五
）
（
注
ｌ
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

こ
こ
で
の
〈
語
り
〉
は
、
非
常
に
不
可
解
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
お
銀

の
両
親
の
仲
む
つ
ま
じ
い
姿
を
見
た
笹
村
が
、
昔
の
二
人
の
姿
を
想
像
し
た

と
語
る
の
な
ら
了
解
で
き
る
が
、
そ
の
昔
の
二
人
の
「
押
合
っ
た
」
こ
と
は

「
大
分
経
っ
て
か
ら
後
で
知
っ
た
こ
と
」
だ
と
〈
語
り
手
〉
は
言
う
。
「
後
で

知
」
る
こ
と
を
な
ぜ
〈
今
〉
想
像
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
、

「
後
で
知
っ
た
」
〈
語
り
手
〉
の
秋
声
と
、
ま
だ
知
っ
て
い
な
い
〈
今
〉
の
笹

村
と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
作
品
中
に
は
秋
声
の
師
で
も
あ
る
尾
崎
紅
葉
が
「
Ｍ
先
生
」
と
し

て
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
床
ず
れ
の
痛
い
寝
所
に
も
飽
い
て
、
暫
く
安

楽
椅
子
に
か
ゞ
っ
て
ゐ
る
先
生
の
面
は
悉
皆
変
っ
て
ゐ
た
」
な
ど
、
地
の
文

に
お
い
て
は
一
貫
し
て
「
先
生
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
三
人
称

の
物
語
で
あ
る
以
上
、
〈
語
り
手
〉
は
「
Ｍ
」
と
語
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か

し
、
〈
語
り
手
〉
が
秋
声
自
身
で
あ
る
た
め
に
、
「
Ｍ
」
で
は
な
く
敬
意
を
表

す
「
先
生
」
と
無
意
識
の
う
ち
に
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
逆
に
、
笹
村
を
対
照
化
し
突
き
放
す
よ
う
な
視
点
や
、
お
銀
の

心
理
に
立
ち
入
る
〈
語
り
〉
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
笹
村
と

〈
語
り
手
〉
と
作
者
は
ほ
と
ん
ど
等
号
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
取
り
も
直
さ
ず
秋
声
の
〈
私
〉
を
語
る

と
い
う
目
的
に
由
来
し
て
い
る
。

作
者
が
こ
の
作
を
成
さ
れ
る
時
に
、
こ
れ
は
多
少
で
も
、
作
者
と
個

人
的
の
交
通
の
あ
る
人
に
向
っ
て
話
さ
れ
る
態
度
で
あ
っ
た
か
、
天
下

の
公
衆
に
向
っ
て
話
さ
れ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
、
（
中
略
）
そ
の
書

き
方
は
む
し
ろ
平
生
私
に
交
通
の
あ
る
人
が
、
よ
り
多
く
鮮
明
に
感
じ

（
ｒ
〉

る
や
う
な
話
し
方
で
あ
っ
た
と
覚
え
て
居
る
。

と
い
う
葉
舟
の
発
言
も
、
「
い
か
に
も
斯
う
頭
の
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
人
が
、

だ
ら
し
な
く
、
思
ひ
出
し
て
は
書
き
、
思
ひ
出
し
て
は
書
き
し
た
ら
し
く
て
、

字
と
字
と
が
入
り
乱
れ
、
行
と
行
と
が
ご
つ
ち
や
に
な
っ
て
、
読
む
方
ま
で

（
旧
）

が
ボ
オ
ッ
と
し
た
気
分
に
な
る
」
と
い
う
中
村
星
湖
の
指
摘
も
、
こ
の
作
品

が
〈
私
〉
の
記
憶
を
軸
に
回
想
し
な
が
ら
語
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
こ
と
の
証

左
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
過
去
に
お
け
る
〈
私
〉
の
発
展
し
え
な
い
襖
悩
を
描
く
こ

と
と
、
直
線
的
な
時
間
軸
を
無
効
化
す
る
重
層
的
な
く
語
り
〉
、
す
な
わ
ち
、

身
体
的
な
時
間
に
基
づ
い
た
〈
語
り
〉
は
、
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。

お
そ
ら
く
秋
声
は
、
襖
悩
に
支
配
さ
れ
て
い
た
か
つ
て
の
日
常
を
、
そ
の
心

境
を
中
心
と
し
て
記
憶
の
蘇
る
ま
ま
に
綴
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
徹
」
は
超
越
的
で
客
観
的
な
視
点
を
持
っ
た
〈
語
り
手
〉
で
は
な
く
、
肉

体
的
で
主
観
的
な
く
語
り
手
〉
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
語
り
〉
の
本
質
は
、
作
品
中
に
も
表
現
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

お
銀
は
机
の
傍
へ
来
て
、
お
鈴
に
被
は
れ
た
男
の
事
を
、
ぽ
つ
く
話

出
し
た
。

「
ど
ん
な
男
で
す
。
」
笹
村
も
そ
れ
を
聞
き
た
が
っ
た
。

お
銀
は
括
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
其
顎
を
突
出
し
て
、
秩
序
も
な
く
前

三
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し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
倒
叙
法
で
描
か
れ
た
『
足
迩
」
も
、
主
人
公
お
庄

の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
妻
・
は
ま
に
つ
い
て
の
記
憶
を
辿
る
と
い
う
点
で

は
同
じ
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
『
徹
」
と
『
足
迩
」
に
は
決
定
的
な
差

異
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
人
で
は
な
く
自
分
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

主
人
公
の
内
面
へ
の
強
烈
な
照
射
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

斯
く
し
て
、
自
分
は
作
物
に
於
て
遂
に
『
徹
」
に
達
し
た
。
（
中
略
）

併
し
、
こ
の
作
は
、
自
分
に
取
っ
て
は
か
な
り
重
大
な
意
味
が
あ
る
。

と
い
ふ
の
は
、
こ
の
作
は
第
二
期
（
「
四
○
年
以
後
『
徹
』
に
至
る
ま

で
」
ｌ
注
筆
者
）
と
第
三
期
（
「
最
近
の
傾
向
」
ｌ
注
筆
者
）
と
の
分

れ
目
に
立
っ
て
居
る
や
う
に
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
作
は
自
分

後
の
事
を
話
し
た
。
（
七
）

「
深
山
が
ゐ
さ
へ
し
な
け
れ
ば
、
僕
だ
っ
て
お
前
を
放
拠
っ
て
お
く

ん
だ
っ
た
ｃ
」
笹
村
は
時
々
そ
ん
な
事
を
言
っ
た
。
磯
谷
と
女
と
の
以

前
の
関
係
も
、
笹
村
の
心
を
唆
る
幻
影
の
一
ッ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
其

時
の
話
が
出
る
度
に
、
色
々
の
新
し
い
事
実
が
附
加
へ
ら
れ
て
行
っ
た
。

（
十
）笹

村
は
厭
な
顔
も
せ
ず
に
、
そ
れ
を
聴
い
て
ゐ
た
が
、
葬
式
の
時
の

自
分
の
準
備
の
こ
と
が
気
に
か
、
っ
た
。
話
好
の
記
者
は
、
サ
ビ
タ
の

パ
イ
プ
を
磨
き
な
が
ら
、
話
を
色
々
の
方
へ
持
っ
て
行
っ
た
。
（
三
十

七
）

四
、
秋
声
と
〈
主
観
〉

徳
田
秋
声
『
徹
」
論

ふ
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
後
半
に
於
て
は
主
観
の
色
彩
が
流
入
し

て
居
る
。
そ
し
て
こ
の
最
近
の
傾
向
は
、
そ
の
後
の
『
た
ぎ
れ
」
に
於

（
旧
）

て
一
層
具
体
的
に
な
っ
て
居
る
と
思
ふ
。

秋
声
自
身
も
以
上
の
如
く
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
以
前
は
「
平
面
描
写
」

で
押
し
て
い
く
作
風
で
あ
っ
た
の
が
、
『
徹
」
か
ら
は
「
主
観
の
色
彩
が
流

入
」
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
足
迩
」
、
「
徴
」
、
「
燗
」
と
い
う
順
に
作
品
を
並

べ
れ
ば
瞭
然
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
『
足
迩
」
は
「
純
客
観
描
写
」
で
描

か
れ
て
お
り
、
〈
語
り
手
〉
が
人
物
の
内
面
に
ま
で
言
及
す
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
の
に
対
し
て
、
「
燗
」
は
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
心
理
描
写
が
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
主
観
の
色
彩
が
流
入
」
す
る

と
は
、
内
面
的
心
理
描
写
が
導
入
さ
れ
る
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
、
肉
体
的
で
主
観
的
な
く
語
り
手
〉
が
登
場
す
る
こ
の
作
品
が
き
っ
か
け

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

秋
声
が
〈
描
写
〉
に
つ
い
て
以
前
か
ら
方
法
的
に
模
索
し
て
い
た
こ
と
は

既
に
述
べ
た
が
、
お
そ
ら
く
〈
主
観
〉
と
い
う
も
の
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ

た
。
「
所
詮
、
作
品
よ
り
作
家
の
人
生
観
な
り
主
観
な
り
を
引
き
離
し
て
、

（
犯
）

人
生
の
事
実
を
書
い
て
行
く
と
云
ふ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
文
か

ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
「
純
客
観
描
写
」
で
作
品
を
描
い
て
い
く
こ
と

に
限
界
を
感
じ
て
い
た
秋
声
に
、
〈
主
観
〉
は
「
事
実
を
書
い
て
行
く
」
上

で
必
要
不
可
欠
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
「
よ
く
人
生

だ
け
の
こ
と
で
云
ふ
と
、
初
期
の
自
然
主
義
の
絶
頂
に
達
し
た
作
で
あ

る
と
同
時
に
そ
れ
か
ら
変
ら
う
と
す
る
芽
を
含
ん
で
居
る
か
ら
で
あ

る
。
事
実
に
就
て
言
へ
ば
あ
の
作
の
前
半
は
平
面
描
写
一
点
張
り
と
い

一
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を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
気
持
」
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
の
時
期
、
〈
主

観
〉
の
強
化
を
訴
え
て
い
る
随
想
が
あ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

物
を
正
し
く
観
な
け
れ
ば
勝
れ
た
作
品
を
書
く
こ
と
が
出
来
な
い
。

正
し
く
見
る
と
云
ふ
こ
と
の
稽
古
は
、
即
ち
、
世
の
中
の
さ
ま
ハ
ー
な

苦
労
や
、
銀
難
に
打
つ
か
つ
て
、
そ
れ
に
負
け
た
り
、
支
配
さ
れ
た
り

し
な
い
や
う
に
主
観
を
強
く
正
し
く
し
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は

年
を
取
っ
て
来
る
に
従
っ
て
、
若
い
時
代
に
し
た
こ
と
を
思
ひ
出
し
て
、

そ
の
正
し
い
道
を
踏
ん
で
居
な
か
っ
た
こ
と
に
気
が
付
く
こ
と
が
能
く

あ
る
。
自
分
の
間
違
っ
た
こ
と
に
気
が
付
く
。
之
れ
即
ち
正
し
い
批
判

（
鋤
）

〃
を
下
す
や
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
Ｉ
主
観
が
そ
れ
だ
け
進
ん
だ
か
ら
だ
。

秋
声
は
「
人
生
の
真
の
意
味
」
を
描
く
に
は
正
し
い
〈
主
観
〉
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
今
の
自
分
の
〈
主
観
〉
は
偏
狭
な
も
の
で

し
か
な
く
、
「
是
か
ら
は
も
う
少
し
自
分
を
自
由
に
し
、
主
観
を
解
放
し
て
、

（
犯
）

大
き
い
晴
々
と
し
た
生
の
姿
を
見
た
い
」
と
思
い
悩
ん
で
い
た
跡
も
窺
え
る
。

こ
の
流
れ
か
ら
『
徹
」
の
〈
語
り
手
〉
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
秋
声
に
と
っ
て
〈
主
観
〉
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
背
景
に
、
〈
実
行
と
芸
術
論
争
〉
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
論
争
は
、
明
治

四
一
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
芸
術
と
実
生
活
は
不
即

不
離
の
も
の
と
主
張
す
る
岩
野
泡
鳴
ら
と
、
芸
術
と
実
生
活
は
一
線
を
画
す

べ
き
も
の
で
あ
り
、
実
生
活
を
「
観
照
」
す
る
こ
と
に
こ
そ
芸
術
の
真
意
が

あ
る
と
す
る
島
村
抱
月
ら
が
意
見
を
対
立
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
論
争
で
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
〈
主
観
〉
と
〈
客

観
〉
の
問
題
で
あ
る
。
抱
月
の
主
張
は
、
現
実
を
第
三
者
の
立
場
か
ら
客
観

的
に
観
察
す
る
態
度
で
芸
術
製
作
に
臨
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
「
観
照
」
に
よ
っ
て
芸
術
は
は
じ
め
て
「
局
部
我
よ
り
脱
し
て
全
我
の

（
鋼
）

生
の
意
義
す
な
は
ち
価
値
に
味
到
す
る
」
も
の
と
な
る
こ
と
を
説
い
た
。
し

か
し
、
刹
那
主
義
を
標
傍
す
る
泡
鳴
は
、
〈
主
観
〉
を
離
れ
た
く
客
観
〉
そ

の
も
の
を
認
め
な
い
。
「
若
し
仮
り
に
非
我
な
る
客
観
を
実
存
物
と
し
て
か

（
餌
）

ら
が
、
そ
れ
が
実
際
に
内
部
的
観
察
を
や
れ
る
だ
ら
う
か
？
」
と
駁
論
し
、

抱
月
の
論
を
根
本
か
ら
否
定
し
て
い
る
。

文
壇
が
〈
実
行
と
芸
術
論
争
〉
一
色
に
染
ま
る
中
、
秋
声
は
ほ
と
ん
ど
反

（
お
）

応
を
示
し
て
い
な
い
。
唯
一
の
も
の
と
し
て
、
抱
月
に
賛
同
す
る
発
言
が
見

ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
抱
月
ら
の
主
張
に
同
意
を
示
し
な

（
坊
）

が
ら
も
、
『
徹
」
が
後
の
。
元
描
写
論
」
へ
発
展
し
て
い
く
泡
鳴
の
主
張

に
近
い
作
品
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ

の
作
品
が
ほ
と
ん
ど
笹
村
の
一
人
称
的
視
点
か
ら
切
り
開
か
れ
て
い
る
こ
と

に
、
泡
鳴
の
「
一
元
描
写
論
」
と
の
共
通
性
を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

泡
鳴
は
実
際
、
秋
声
の
薇
』
に
賛
辞
を
贈
っ
て
い
る
。
「
描
写
再
塗

に
お
い
て
泡
鳴
は
、
藤
村
、
花
袋
の
〈
主
観
〉
を
排
し
た
「
説
明
的
」
、
「
概

念
的
」
、
「
抽
象
的
」
な
く
描
写
〉
を
批
判
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
作

品
を
「
笹
村
の
心
持
ち
に
は
周
囲
の
空
気
も
し
く
は
気
分
も
可
な
り
充
分
に

現
は
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
場
で
直
ぐ
作
者
が
用
意
し
た
だ
け
の
内
容
ま
で
も
擢

め
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
主
観
を
有
す
る
人
物
」
の
「
具
体

化
」
に
成
功
し
て
い
る
た
め
、
「
表
象
力
」
豊
か
な
く
描
写
〉
に
な
っ
て
い

る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
接
近
は
、
「
内
観
力
」
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
が
も
た
ら
し
た
も

一
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の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
泡
鳴
の
「
内
観
力
」
と
は
、
弓
自
我
を
忘
れ
る
」

時
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
宇
宙
も
人
生
も
な
く
な
る
時
で
あ
る
」
と
い
う

「
自
我
独
垂
の
論
理
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
仲
の
良
い
父
と

子
で
あ
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
は
決
し
て
重
な
り
合
っ
て
お
ら
ず
、
全
く

無
関
係
に
独
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
芸
術
に
表
す
場
合
は
次

の
よ
う
な
こ
と
を
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

父
子
、
そ
の
他
の
自
我
が
別
々
に
相
交
渉
す
る
も
の
と
見
て
之
を
描

写
す
る
の
を
人
生
の
全
体
と
す
る
の
は
、
ま
だ
表
面
に
拘
泥
し
て
ゐ
る

の
で
、
却
っ
て
た
ぎ
浅
薄
な
一
面
を
握
り
得
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な

る
。
（
中
略
）
芸
術
の
本
志
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
自
己
描
写
で
あ
る
。

た
蜜
刹
那
に
起
滅
す
る
無
解
決
な
自
己
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

（
認
）

な
い
。

要
す
る
に
、
他
人
と
は
あ
く
ま
で
己
の
世
界
に
お
い
て
の
他
人
で
あ
っ
て
、

他
人
の
「
自
我
」
を
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
己
の
「
自
我
」

を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
内
観
力
」
Ⅱ
「
内
部
観
察
」

力
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
泡
鳴
の
理
論
に
、
秋
声
が
賛
同
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く
は
、
人
生
を
味
わ
う
た
め
に
も
「
観
照
」
は
重
要
で
あ
る
と
強
調

し
た
抱
月
の
立
場
の
ほ
う
が
近
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
よ
く

人
生
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
日
常
生
活
に
対
す
る
懐
疑
や
不
安
が
、

自
己
の
内
部
に
深
く
降
り
て
い
く
行
為
を
促
し
、
〈
私
〉
の
内
実
を
吐
露
す

る
よ
う
な
〈
語
り
〉
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
泡
鳴
と
響
き
合

う
部
分
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
逆
説
的
に
言
え
ば
、
笹
村
を
中

徳
田
秋
声
『
徹
』
論

心
軸
に
据
え
て
、
お
銀
や
Ｍ
先
生
や
そ
の
他
の
登
場
人
物
と
の
関
係
を
描
き

出
し
た
こ
と
が
、
泡
鳴
の
賞
賛
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
三
人
称
を
採
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、
お
銀
の
内
面
や
笹
村
不
在
の
場
面
も
描
く
こ
と
が
で
き
、
あ

る
程
度
の
客
観
性
は
保
持
し
て
い
る
も
の
の
、
〈
私
〉
Ⅱ
秋
声
Ⅱ
笹
村
の
世

界
か
ら
物
語
ら
れ
た
こ
の
作
品
に
は
、
秋
声
が
自
分
自
身
を
「
内
観
」
し
よ

う
と
し
て
い
る
姿
が
隠
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
執
筆
当
初
か
ら
明
確
な
コ
ン
セ
プ
ト
が
秋
声
に
あ
っ
た
と
考

え
る
の
は
早
急
で
あ
ろ
う
。
「
謂
は
ぐ
行
き
当
り
ば
っ
た
り
で
、
材
料
に
依

（
釦
）

り
、
場
合
に
依
て
い
る
ノ
、
に
書
く
」
う
ち
に
、
『
徴
」
の
よ
う
な
「
描
き

方
」
や
「
形
式
」
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
〈
私
〉
を
離

れ
た
「
純
客
観
描
写
」
に
対
す
る
不
信
感
や
、
「
文
芸
と
実
生
活
と
は
、
実

（
飢
）

に
密
接
な
関
係
を
持
つ
や
う
に
な
っ
て
来
た
」
と
い
う
実
感
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
〈
語
り
手
〉
の
〈
主
観
〉
が
全
面
的
に
押
し
出
さ
れ
た
作
品
と
な
り

得
た
の
で
あ
る
。
単
な
る
客
観
的
〈
事
実
〉
の
羅
列
で
は
な
く
、
自
分
自
身

の
感
情
の
流
れ
を
軸
と
し
て
過
去
を
総
体
化
し
た
と
い
う
点
が
、
ま
さ
に

『
徴
」
の
新
し
さ
で
あ
り
、
そ
の
独
自
性
を
保
証
す
る
所
以
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

注（
１
）
「
屋
上
屋
語
」
（
「
新
潮
」
明
治
四
五
年
四
月
）

（
２
）
『
徹
」
（
岩
波
文
庫
昭
和
二
四
年
二
月
）
な
お
、
「
賊
」
の
執

筆
は
昭
和
一
六
年
九
月
。

（
３
）
「
徹
」
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
明
治
四
四
年
七
月
三
一
日
）
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（
４
）
「
感
想
の
断
片
」
（
「
秀
才
文
壇
」
明
治
四
四
年
一
二
月
）

（
５
）
「
求
め
つ
秘
あ
る
も
の
未
だ
与
へ
ら
れ
ず
」
（
「
新
潮
」
明
治
四
二

年
二
月
）

（
６
）
「
疑
惑
の
裡
に
在
り
と
云
う
て
可
也
」
（
「
文
章
世
界
」
明
治
四
二

年
五
月
）

（
７
）
島
崎
藤
村
と
正
宗
白
烏
は
ヨ
徴
」
の
批
評
」
（
「
新
潮
」
明
治
四

五
年
二
月
）
で
、
田
山
花
袋
は
「
近
頃
読
ん
だ
小
説
に
つ
い
て
の

感
想
」
（
「
文
章
世
界
」
明
治
四
五
年
五
月
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
『
徹
」

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
８
）
森
田
草
平
昌
徽
」
の
批
評
」
（
「
新
潮
」
明
治
四
五
年
二
月
）

（
９
）
夏
目
漱
石
「
文
壇
の
こ
の
ご
ろ
」
（
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
大
正
四

年
一
○
月
二
日
）

（
岨
）
田
山
花
袋
「
近
頃
読
ん
だ
小
説
に
つ
い
て
の
感
想
」
（
「
文
章
世

界
」
明
治
四
五
年
五
月
）

（
Ⅱ
）
木
村
東
吉
弓
徽
」
の
構
造
ｌ
“
無
技
巧
無
解
決
”
の
根
底
に
あ

る
も
の
ｌ
」
（
「
国
文
学
孜
」
昭
和
四
九
年
六
月
）

（
胆
）
水
野
葉
舟
「
徳
田
秋
声
氏
の
『
徽
筐
（
「
文
章
世
界
」
明
治
四
五

年
三
月
）

（
Ｂ
）
正
宗
白
鳥
弓
徽
」
の
批
評
」
（
「
新
潮
」
明
治
四
五
年
二
月
）

（
Ｍ
）
木
村
東
吉
は
弓
徽
」
の
構
造
ｌ
“
無
技
巧
無
解
決
”
の
根
底
に

あ
る
も
の
ｌ
」
（
「
国
文
学
孜
」
昭
和
四
九
年
六
月
）
に
お
い
て
、

「
〈
小
さ
な
傷
〉
と
い
う
の
が
、
性
病
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
お

り
、
作
品
全
体
を
通
し
て
「
何
か
に
つ
け
て
性
病
の
影
に
お
び
え

て
い
る
笹
村
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
旧
）
こ
の
〈
現
象
の
再
現
〉
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
文
末
が
「
～

て
い
た
」
「
～
て
き
た
」
な
ど
の
過
去
進
行
形
に
な
る
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
一
般
的
な
過
去
形
に
比
べ
て
、
動
作
、
作
用
、
状
態
の

継
続
・
進
行
を
表
す
「
～
て
い
た
」
の
方
が
、
「
現
象
」
に
立
ち
会

っ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
略
）
中
丸
宣
明
弓
徽
」
論
ノ
ー
ト
」
（
「
山
梨
大
学
教
育
学
部
紀
要
九

号
」
平
成
六
年
七
月
）

（
Ⅳ
）
注
皿
に
同
じ
。

（
肥
）
中
村
星
湖
「
藤
村
氏
の
一
家
」
と
秋
声
氏
の
「
徴
」
」
（
「
早
稲
田

文
学
」
明
治
四
五
年
三
月
）

（
的
）
「
予
が
出
世
作
を
出
す
ま
で
の
苦
心
」
（
「
中
央
文
学
」
大
正
三
年

三
月
）

（
別
）
「
小
説
形
式
論
」
（
「
新
潮
」
明
治
四
二
年
八
月
）

（
皿
）
「
人
生
の
真
の
意
味
」
（
「
新
潮
」
明
治
四
四
年
二
月
）

（
理
）
「
此
頃
の
感
想
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
明
治
四
四
年
六
月
）

（
羽
）
島
村
抱
月
「
芸
術
と
実
生
活
の
界
に
横
た
は
る
一
線
」
（
「
早
稲

田
文
学
」
明
治
四
一
年
九
月
）

（
型
）
岩
野
泡
鳴
「
文
界
私
議
」
（
「
読
売
新
聞
」
明
治
四
一
年
六
月
一

四
日
）

（
妬
）
「
芸
術
と
実
行
、
其
他
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
明
治
四
二
年
七
月
）

に
「
ち
か
頃
『
文
芸
と
実
行
」
と
云
ふ
や
う
な
問
題
が
大
分
や
か

ま
し
い
や
う
だ
が
、
あ
れ
は
出
来
上
っ
た
芸
術
品
と
し
て
の
芸
術

三
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（
羽
）
注
銘
』

（
釦
）
「
創
作

（
別
）
「
生
播

年
九
月
）

に
つ
い
て
云
ふ
の
と
、
芸
術
の
出
来
る
芸
術
家
の
主
観
状
態
か
ら

云
ふ
の
と
で
は
非
常
に
違
ふ
と
思
ふ
。
（
中
略
）
芸
術
家
の
心
的
状

態
か
ら
云
ふ
時
は
、
ど
う
し
た
っ
て
実
行
と
芸
術
と
は
違
っ
た
心

持
か
ら
分
れ
る
。
そ
の
点
で
は
島
村
さ
ん
や
田
山
さ
ん
の
説
が
、

私
達
に
は
一
番
同
意
が
出
来
る
。
」
と
あ
る
。

（
恥
）
大
正
七
年
六
月
の
「
現
代
将
来
の
小
説
的
発
想
を
一
新
す
べ
き

僕
の
描
写
論
」
（
「
新
潮
」
）
で
確
立
し
た
泡
鳴
の
描
写
論
。
〈
主
観
〉

を
排
し
た
く
客
観
〉
な
ど
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
、
「
作

者
と
作
中
の
一
主
要
人
物
と
の
間
に
於
け
る
不
即
不
離
の
関
係
」

を
説
き
、
作
者
の
〈
主
観
〉
を
「
移
入
」
し
た
一
つ
の
視
点
か
ら

描
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
具
体
的
人
生
」
が
表
せ
る
と
し
た
。

（
〃
）
岩
野
泡
鳴
「
描
写
再
論
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
明
治
四
五
年
二
月
）

（
邪
）
岩
野
泡
鳴
「
肉
霊
合
致
ｌ
自
我
独
存
（
長
谷
川
天
渓
氏
に
答
ふ
）
」

（
「
読
売
新
聞
」
明
治
四
一
年
五
月
二
四
日
）

注
肥
に
同
じ
。

「
創
作
座
談
」
（
「
新
潮
」
大
正
元
年
一
○
月
）

「
生
活
に
鞭
燵
せ
ら
れ
て
今
日
に
至
れ
り
」
（
「
新
潮
」

徳
田
秋
声
『
徴
」
論

（
た
か
は
し
．
と
し
や
本
学
研
修
生
）

明
治
四
一

五


