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は
じ
め
に

　
小
林
清
親
〈
｝
八
四
七
－
一
九
一
五
〉
は
、
明
治
十
年
代
か
ら
大

正
初
年
に
わ
た
り
、
浮
世
絵
・
戯
画
・
風
刺
画
・
新
聞
挿
絵
等
の
多

彩
な
分
野
で
活
躍
し
た
画
家
で
あ
る
。
「
東
京
名
所
図
」
は
彼
の
出

世
作
と
な
っ
た
横
大
判
錦
絵
の
連
作
で
、
明
治
九
年
か
ら
十
四
年
に

か
け
て
全
九
十
三
点
が
版
行
さ
れ
た
（
1
）
。
輸
入
染
料
を
用
い
た
派

手
や
か
で
説
明
的
な
開
化
絵
が
流
布
し
て
い
た
当
時
に
お
い
て
、
拝

情
性
と
、
光
と
影
の
移
ろ
い
に
着
目
し
た
写
実
的
表
現
が
共
存
す
る

作
風
は
特
異
で
あ
り
、
既
に
名
所
絵
の
域
を
逸
脱
し
た
近
代
的
風
景

画
の
嗜
矢
と
も
目
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
清
親
の
修
学
期
間
に
つ

い
て
は
確
実
な
資
料
が
な
く
（
2
）
、
「
東
京
名
所
図
」
の
独
創
性
が

成
立
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
未
だ
明
確
な
結
論
が
出
て
い
な
い
。

　
本
稿
は
、
「
東
京
名
所
図
」
を
明
治
期
に
お
け
る
写
真
と
絵
画
の

相
関
関
係
と
い
う
視
野
よ
り
捉
え
、
そ
の
表
現
の
一
側
面
に
迫
ろ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
は
外
国
か
ら
流
入
し
た
様
々
な
視
覚
情

報
に
よ
り
、
在
来
の
絵
画
表
現
が
急
激
に
変
容
し
た
時
代
で
あ
っ

た
。
中
で
も
写
真
の
影
響
は
大
き
く
、
清
親
の
制
作
の
場
で
あ
っ
た

浮
世
絵
の
衰
退
も
、
写
真
の
躍
進
に
よ
り
需
要
を
奪
わ
れ
た
こ
と
が

最
終
的
な
要
因
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
木
下
直
之
氏
が
述
べ
て
お
ら

れ
る
よ
う
に
（
3
）
、
そ
の
伝
来
初
期
に
お
い
て
は
写
真
と
絵
画
は

「
未
分
化
」
な
状
態
に
あ
り
、
両
者
の
狭
間
か
ら
、
絹
地
に
擦
筆
で

写
真
の
よ
う
な
陰
影
を
施
し
た
「
写
真
画
」
や
、
ブ
ロ
マ
イ
ド
風
浮

世
絵
「
俳
優
写
真
鏡
」
〔
図
1
〕
と
い
っ
た
様
々
な
試
み
が
生
ま
れ
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た
。
筆
者
は
清
親
の
「
東
京
名
所
図
」
も
ま
た
、
そ
う
し
た
土
壌
が

生
み
出
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
視
点
を
筆
者
に
与
え
て
く
れ
た
の
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・

ス
ミ
ス
氏
の
論
文
『
広
重
と
清
親
の
名
所
図
に
お
け
る
十
九
世
紀
的

視
覚
』
（
4
）
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
氏
は
、
『
写
真
以
前
ー
絵
画
と
写
真

の
発
明
』
に
お
い
て
ピ
ー
タ
ー
・
ガ
ラ
ッ
シ
氏
が
示
し
た
枠
組
み
1

十
八
世
紀
後
期
の
油
彩
風
景
ス
ケ
ッ
チ
は
、
写
真
の
発
明
に
先
駆
け

て
、
「
平
凡
な
も
の
、
断
片
的
な
も
の
、
一
見
構
図
を
整
え
て
い
な

い
よ
う
に
見
え
る
も
の
」
を
描
く
「
写
真
的
」
表
現
を
備
え
て
い

た
。
そ
れ
は
従
来
の
「
総
合
的
」
な
遠
近
法
よ
り
も
「
分
解
的
」
な

遠
近
法
を
採
用
し
、
「
普
遍
的
で
安
定
し
た
」
も
の
よ
り
も
「
固
有

で
偶
発
的
な
」
も
の
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
、
十
九
世
紀
的
な
視
覚
の

変
化
が
生
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
（
5
）
1
と
、
前
述
の
よ
う
な
木
下
氏

の
論
考
の
も
と
、
「
十
九
世
紀
的
1
1
写
真
的
視
覚
」
と
い
う
観
点
か

ら
広
重
と
清
親
の
名
所
絵
を
比
較
す
る
。
「
名
所
江
戸
百
景
　
蒲
田

の
梅
園
」
の
よ
う
な
、
「
近
像
型
」
構
図
（
6
）
に
「
動
き
の
継
続
を

ほ
の
め
か
す
一
瞬
の
描
写
」
を
含
み
込
ま
せ
る
広
重
の
表
現
。
そ
し

て
「
東
京
新
大
橋
雨
中
図
」
の
「
水
に
映
り
ゆ
ら
め
く
影
に
み
ら
れ

る
光
の
扱
い
と
、
土
手
に
沿
っ
た
岩
の
扱
い
に
み
ら
れ
る
『
平
凡

さ
』
」
の
よ
う
な
、
名
所
を
「
他
の
ど
の
場
所
と
も
変
わ
り
な
い
よ

う
に
」
描
く
と
い
う
「
東
京
名
所
図
」
の
特
色
。
こ
れ
ら
は
ガ
ラ
ッ

シ
氏
の
い
う
、
絵
画
が
写
真
に
先
行
し
て
持
ち
得
た
「
写
真
的
」
視

覚
の
、
日
本
に
お
け
る
発
現
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
革
新
性
の
源

は
、
広
重
に
お
い
て
は
秋
田
蘭
画
や
絵
本
の
画
面
枠
が
示
す
新
し
い

視
覚
で
あ
り
、
清
親
に
お
い
て
は
「
ガ
ラ
ッ
シ
が
い
う
よ
う
に
様
々

な
面
で
写
真
を
先
取
り
し
て
い
た
ス
ケ
ッ
チ
」
（
7
）
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
ス
ミ
ス
氏
は
右
記
の
理
由
か
ら
「
東
京
名
所
図
」
が
「
写

真
に
感
化
さ
れ
て
い
る
と
論
ず
る
の
は
む
ず
か
し
い
」
が
、
同
時
期

に
制
作
さ
れ
た
肖
像
画
に
は
写
真
と
清
親
と
の
直
接
の
関
係
を
指
摘

で
き
る
と
し
て
、
「
三
都
美
人
」
〔
図
2
〕
等
を
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
は

「
カ
メ
ラ
の
視
点
を
用
い
て
カ
メ
ラ
に
は
決
し
て
で
き
な
い
こ
と
を

や
れ
る
の
だ
」
と
主
張
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
写
真
的
効
果
を
『
引

用
』
」
し
つ
つ
絵
画
的
操
作
を
加
え
る
、
極
め
て
十
九
世
紀
的
な

「
皮
肉
を
含
ん
だ
写
真
の
理
解
の
仕
方
」
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。

　
研
究
史
を
辿
れ
ば
、
名
所
絵
を
得
意
と
す
る
浮
世
絵
師
と
い
う
共

通
点
に
お
い
て
、
広
重
と
清
親
と
を
関
連
づ
け
る
論
調
は
以
前
よ
り

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
多
く
は
「
広
重
の
よ
う
な
好
情
性
を
（
明
治

の
開
化
絵
の
中
で
）
持
ち
得
た
」
と
い
う
一
つ
の
清
親
評
価
に
と
ど

ま
る
も
の
で
、
ス
ミ
ス
氏
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
比
較
は
皆
無
で
あ

り
、
筆
者
も
氏
の
論
考
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
ま
ず
ス
ミ
ス
氏
の
論
を
手
掛
か
り
に
、
層
両
者
の
「
写
真
的
」

視
覚
を
当
時
の
写
真
の
状
況
と
絡
め
な
が
ら
考
察
す
る
。
そ
し
て
次
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章
で
は
、
実
際
に
「
東
京
名
所
図
」
を
お
土
産
写
真
（
8
）
や
名
所
絵

と
比
較
し
、
そ
の
独
創
性
を
写
真
と
の
競
合
と
い
う
点
か
ら
捉
え
て

み
た
い
。【

＝

　
広
重
、
清
親
、
両
者
の
「
写
真
的
」
視
覚
が
共
に
実
際
の
写
真
に

先
行
し
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
写
真
の
状
況
を
み
れ
ば
明
ら
か
で

あ
る
。
初
期
の
写
真
は
小
さ
く
、
不
鮮
明
で
、
退
色
し
や
す
い
等
の

様
々
な
欠
点
が
あ
っ
た
が
、
何
よ
り
も
一
回
の
撮
影
に
コ
ス
ト
が
か

か
り
、
「
写
真
的
」
な
表
現
を
生
む
程
の
余
裕
は
な
か
っ
た
。
む
し

ろ
絵
画
的
な
整
っ
た
構
図
が
周
到
に
用
意
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ

た
。　

日
本
へ
の
写
真
の
伝
来
は
嘉
永
元
年
く
一
八
四
八
V
、
長
崎
の
商

人
上
野
俊
之
丞
が
写
真
機
具
一
式
を
輸
入
し
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
と

さ
れ
る
。
こ
の
時
の
写
真
は
銀
板
写
真
で
、
露
出
時
間
は
数
分
を
要

し
、
左
右
の
反
転
し
た
映
像
が
］
枚
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ

ら
の
欠
点
を
克
服
し
て
、
安
政
年
間
〈
｝
八
五
四
1
＞
に
は
湿
板
写

真
が
輸
入
さ
れ
る
。
ネ
ガ
・
ポ
ジ
方
式
で
複
数
生
産
と
紙
へ
の
焼
き

付
け
が
可
能
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
写
真
の
特
性
が
一
挙
に
獲
得
さ

れ
、
開
業
写
真
師
の
第
一
世
代
が
誕
生
す
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
技

法
は
コ
ロ
ジ
オ
ン
を
ひ
い
た
ガ
ラ
ス
板
を
硝
酸
銀
に
浸
し
て
感
光
性

を
与
え
、
原
板
の
濡
れ
て
い
る
う
ち
に
撮
影
し
現
像
す
る
と
い
う
複

雑
な
も
の
で
、
野
外
撮
影
の
際
に
は
現
場
ま
で
暗
室
を
持
ち
運
ば
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
露
出
時
間
は
五
秒
か
ら
十
五
秒
。
こ
う
し
た
技

術
上
の
制
約
か
ら
動
き
の
あ
る
対
象
は
写
せ
ず
、
点
景
人
物
に
乏
し

い
写
真
や
ス
タ
ジ
オ
で
の
演
出
写
真
が
専
ら
で
あ
っ
た
。

　
広
重
の
「
名
所
江
戸
百
景
」
が
版
行
さ
れ
た
の
は
安
政
三
年
△

八
五
六
〉
。
既
に
湿
板
写
真
は
輸
入
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
状
況

を
み
る
限
り
「
近
像
型
」
構
図
の
ア
ン
グ
ル
で
撮
影
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
は
思
え
ず
、
実
際
に
作
例
も
残
っ
て
い
な
い
。
広
重
画
の

こ
う
し
た
特
質
は
、
ス
ミ
ス
氏
の
指
摘
の
通
り
、
日
本
絵
画
の
先
行

例
か
ら
広
重
が
独
自
に
編
み
出
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
一
方
、
「
東
京
名
所
図
」
に
見
ら
れ
る
「
平
凡
さ
」
も
、
当
時
の

風
景
写
真
に
お
い
て
は
あ
り
得
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
や
は
り
重
要
な

記
念
・
資
料
と
な
る
と
か
、
名
所
ら
し
さ
等
、
煩
雑
な
野
外
撮
影
を

要
請
す
る
何
ら
か
の
理
由
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
平
凡
さ
」
の

入
る
余
地
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
両
者
の
間
に
生
じ
た
大
き
な
変
動
と
し
て
、
写
真
の
急
激

な
浸
透
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
湿
板
の
輸
入
以
来
、
写
真

は
そ
の
制
約
を
も
の
と
も
せ
ず
、
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
急
速
に

普
及
し
て
い
っ
た
。
既
に
一
八
六
〇
年
代
に
は
、
東
ア
ジ
ア
で
営
業
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し
て
い
た
欧
米
の
写
真
師
が
次
々
来
日
し
、
彼
ら
に
教
え
を
受
け
た

下
岡
蓮
杖
、
鵜
飼
玉
川
と
い
っ
た
日
本
人
写
真
師
が
相
次
い
で
開
業

し
た
。
さ
ら
に
明
治
を
迎
え
た
東
京
に
お
い
て
写
真
師
は
花
形
職
業

と
な
り
、
多
く
の
写
真
館
の
林
立
を
よ
ん
だ
。

　
ま
た
、
明
治
七
年
頃
に
は
、
予
め
撮
影
し
た
芸
者
・
役
者
・
政
治

家
ら
の
名
刺
サ
イ
ズ
の
肖
像
写
真
や
風
景
写
真
が
、
写
真
館
の
店
頭

で
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
既
成
写
真
の
流
行
は
、
報

道
的
性
格
を
強
め
て
い
た
当
時
の
浮
世
絵
に
、
写
真
が
と
っ
て
か
わ

る
事
態
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
浮
世
絵
師
と
し
て
生
業
を
た
て
る
清
親
が
、
こ
う
し
た
事
態
に
無

関
心
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
「
東
京
名
所
図
」
の
表
現
を
当
時

の
写
真
と
短
絡
的
に
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
清
親
自
身
は
写
真

の
成
長
を
脅
威
と
し
て
、
切
実
に
感
じ
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
肖
像
画
に
お
い
て
は
、
清
親
は
写
真
に
対
す
る
態
度
を
よ

り
明
確
に
示
す
。
浮
世
絵
の
中
で
も
、
役
者
や
美
人
を
描
く
絵
師
は

早
く
か
ら
写
真
を
意
識
し
て
い
た
。
例
え
ば
明
治
三
年
の
落
合
芳
幾

の
「
俳
優
写
真
鏡
」
〔
図
1
〕
は
、
台
紙
に
貼
っ
た
紙
焼
き
写
真
の

よ
う
に
全
体
を
枠
で
囲
う
と
共
に
、
輪
郭
線
の
な
い
細
密
な
濃
淡
表

現
で
写
真
画
像
へ
の
接
近
を
試
み
て
い
る
。
未
だ
写
真
の
印
刷
が
で

き
な
い
時
代
で
も
あ
り
、
写
真
の
迫
真
性
を
取
り
込
み
つ
つ
量
産
も

で
き
る
こ
の
図
は
、
目
新
し
い
だ
け
で
な
く
利
便
性
を
も
主
張
し
て

い
た
。
け
れ
ど
も
既
成
写
真
の
流
布
、
よ
り
写
真
画
像
に
近
い
石
版

画
の
台
頭
も
あ
っ
て
、
一
時
的
な
試
み
に
終
わ
っ
た
。
清
親
の
肖
像

画
制
作
は
こ
う
し
た
動
き
の
後
で
あ
り
、
既
に
迫
真
的
な
描
写
だ
け

で
は
実
際
の
写
真
や
石
版
画
に
太
刀
打
ち
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
清
親
の
「
三
都
美
人
」
〔
図
2
〕
と
「
大
久
保
利
通
公
肖
像
」
は
、

共
に
写
真
の
迫
真
的
な
肖
像
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
目
騙
し
的
効
果

や
象
徴
的
装
飾
を
加
え
る
こ
と
で
、
絵
画
な
ら
で
は
の
面
白
さ
や
物

語
性
を
付
加
し
、
写
真
と
の
差
別
化
を
は
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明

治
二
十
年
に
出
版
さ
れ
た
「
高
貴
徳
川
継
続
之
写
像
」
〔
図
3
〕
も
、

同
様
の
意
図
を
示
す
作
品
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
初
代
家
康
か
ら
慶

喜
ま
で
の
歴
代
十
五
人
の
将
軍
の
姿
を
、
あ
た
か
も
ブ
ロ
マ
イ
ド
を

並
べ
た
か
の
よ
う
に
描
い
た
三
枚
続
で
あ
る
。
一
図
一
図
の
肖
像
は

端
々
を
重
ね
て
雑
然
と
配
さ
れ
、
紙
焼
き
写
真
を
目
の
前
に
ざ
っ
と

広
げ
た
よ
う
な
効
果
を
あ
げ
る
。
た
だ
し
、
肖
像
自
体
に
は
細
か
な

陰
影
は
施
さ
れ
ず
、
伝
統
的
な
浮
世
絵
の
人
物
表
現
に
近
い
。
こ
こ

で
は
写
真
の
迫
真
性
で
は
な
く
、
写
真
の
形
式
、
ブ
ロ
マ
イ
ド
そ
の

も
の
の
見
た
目
の
方
が
引
用
さ
れ
る
の
だ
。
写
真
の
迫
真
性
に
寄
り

添
う
「
写
真
画
」
や
「
俳
優
写
真
鏡
」
の
段
階
を
脱
し
、
そ
こ
か
ら

さ
ら
に
浮
世
絵
で
何
が
出
来
る
か
を
模
索
し
た
の
が
、
こ
れ
ら
の
作

品
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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こ
の
よ
う
に
肖
像
画
の
分
野
で
の
写
真
と
の
意
識
的
な
関
わ
り
を

見
て
く
る
と
、
清
親
の
「
写
真
的
」
風
景
画
も
ま
た
、
写
真
の
強
い

影
響
下
に
あ
っ
た
と
思
え
て
く
る
。
つ
ま
り
写
真
に
先
行
す
る
と
い

う
よ
り
は
、
写
真
を
意
識
し
、
何
ら
か
の
形
で
写
真
を
超
え
よ
う
と

し
た
結
果
、
生
ま
れ
た
表
現
な
の
で
は
な
い
か
。
次
章
で
は
そ
う
し

た
印
象
を
確
か
め
る
べ
く
、
当
時
の
写
真
や
名
所
絵
と
の
比
較
を
試

み
な
が
ら
、
「
東
京
名
所
図
」
の
作
例
を
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

【
二
】

（
1
）
名
所
の
定
型
と
「
東
京
名
所
図
」

　
写
真
と
清
親
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
修
学
期
間
に
下
岡
蓮
杖
に

師
事
し
た
と
い
う
説
を
は
じ
め
、
様
々
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
て
い

る
。
け
れ
ど
も
実
際
に
当
時
の
写
真
と
「
東
京
名
所
図
」
と
を
比
較

し
論
じ
た
の
は
、
筆
者
の
確
認
し
た
限
り
、
山
梨
絵
美
子
氏
の
コ
ラ

ム
『
清
親
と
写
真
』
（
9
）
の
み
で
あ
る
。
山
梨
氏
は
「
東
京
名
所
図
」

の
う
ち
「
浅
草
寺
雪
中
」
「
駿
河
町
雪
」
〔
図
4
〕
の
二
図
を
取
り
上

げ
、
こ
れ
ら
と
殆
ど
同
じ
構
図
を
持
つ
写
真
〔
図
5
〕
を
呈
示
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
「
清
親
が
こ
れ
ら
の
写
真
を
も
と
に
し
て
描
い
た
と

は
一
概
に
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
土
産
写
真
も
清
親
の
名
所
図

も
、
従
来
か
ら
の
視
点
を
踏
襲
し
て
生
ま
れ
た
一
卵
性
双
生
児
で
あ

る
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
「
そ
れ
ら
は
、
こ
の
場
所

な
ら
こ
の
位
置
か
ら
描
く
と
い
う
一
種
の
き
ま
り
が
共
有
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
」
と
し
、
清
親
画
も
お
土
産
写
真
も
名
所

絵
の
「
き
ま
り
」
、
即
ち
定
型
に
従
っ
て
別
個
に
作
成
さ
れ
た
も
の

で
、
直
接
の
影
響
関
係
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
。

　
筆
者
も
山
梨
氏
の
示
唆
に
な
ら
い
、
お
土
産
写
真
に
あ
た
っ
た
と

こ
ろ
、
『
彩
色
ア
ル
バ
ム
　
明
治
の
日
本
《
横
浜
写
真
》
の
世
界
』

（
1
0
）
の
中
か
ら
、
「
九
段
坂
五
月
夜
」
「
お
茶
の
水
雪
」
「
芝
葉
増
上

寺
日
中
」
「
滝
の
川
池
の
橋
」
と
似
通
っ
た
構
図
を
持
つ
写
真
を
み

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
う
ち
「
九
段
坂
五
月
夜
」
と
前
述
の

「
浅
草
寺
雪
中
」
に
は
雛
形
と
な
っ
た
清
親
の
ス
ケ
ッ
チ
が
残
っ
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
写
真
を
参
考
に
し
た
の
で
は
な
く
、
名
所

の
定
型
を
踏
襲
し
た
場
所
選
択
の
も
と
、
清
親
が
行
っ
た
ス
ケ
ッ
チ

を
雛
形
と
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
お
土
産
写
真
は
『
彩
色
ア
ル
バ
ム
』
で
は
乾
板

写
真
に
よ
る
撮
影
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
乾
板

が
広
ま
っ
た
の
は
明
治
十
六
年
以
降
な
の
で
、
「
東
京
名
所
図
」
の

作
品
は
お
土
産
写
真
よ
り
前
に
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ス

ミ
ス
氏
の
指
摘
の
通
り
、
写
真
と
極
め
て
近
い
表
現
を
み
せ
る
「
東

京
名
所
図
」
は
、
実
際
に
写
真
に
先
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
同
時
代
の
名
所
絵
と
比
較
す
る
と
、
ま
た
別
の
興
味
深
い

事
実
が
浮
か
ん
で
く
る
。
「
駿
河
町
雪
」
と
同
じ
場
所
を
描
い
た
梅

寿
国
利
の
「
東
京
名
所
　
駿
河
町
三
井
銀
行
」
〔
図
6
〕
を
見
て
み

よ
う
。
両
者
は
、
越
後
屋
の
間
か
ら
三
井
銀
行
を
眺
め
る
ま
で
は
同

じ
な
の
だ
が
、
国
利
画
に
お
い
て
は
、
そ
の
向
こ
う
に
さ
ら
に
富
士

山
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
駿
河
町
は
江
戸
時
代
か
ら
の
伝
統
あ
る
名
所
で
、
そ
の

見
所
は
越
後
屋
の
間
か
ら
南
西
の
方
角
を
望
む
と
、
真
正
面
に
富
士

が
見
え
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
描
く
時
の
定
型
と
し
て

は
、
両
脇
に
越
後
屋
を
配
し
、
中
央
に
富
士
を
描
く
よ
う
に
な
っ

た
。
と
こ
ろ
が
明
治
七
年
に
三
井
組
ビ
ル
（
の
ち
の
三
井
銀
行
）
が

立
つ
と
、
実
際
に
は
描
か
れ
る
よ
り
低
い
位
置
に
見
え
て
い
た
富
士

は
、
ビ
ル
の
後
ろ
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
。
当
然
、
同
じ
ア
ン
グ
ル
か

ら
撮
影
し
た
写
真
に
は
富
士
は
写
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
国
利
の
描
く

富
士
は
完
全
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
だ
。
明
治
時
代
の
開
化
絵
に
お

い
て
は
、
江
戸
時
代
の
名
所
の
定
型
を
引
き
継
ぎ
、
そ
の
上
か
ら
さ

ら
に
明
治
な
ら
で
は
の
事
物
・
風
物
を
加
え
る
と
い
う
、
新
た
な
定

型
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
振
り
返
っ
て
清
親
の
「
駿
河
町
雪
」
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
ビ
ル

の
み
が
描
か
れ
、
富
士
の
姿
は
全
く
見
え
な
い
。
も
し
も
清
親
が
名

所
の
定
型
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ビ
ル
の
向
こ
う
に
は
富
士

が
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
雪
に
よ
る
視
界
の
悪
さ
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
来
、
定
型
の
力
は
天
候
に
左
右
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
「
駿
河
町
雪
」
は
名
所
風
景
を
描
い
た
浮

世
絵
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
程
度
定
型
を
離
れ
、
見
た
ま
ま
を
描

く
、
よ
り
「
写
真
的
」
な
作
画
へ
と
推
移
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
定
型
か
ら
の
逸
脱

　
同
じ
よ
う
な
状
況
が
「
日
本
橋
夜
」
〔
図
7
〕
に
も
見
ら
れ
る
。

題
材
と
な
っ
た
日
本
橋
は
江
戸
名
所
の
古
株
で
、
幾
度
か
の
架
け
か

え
を
経
て
明
治
六
年
に
は
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
・
幅
八
メ
ー
ト
ル
弱
の

木
橋
と
な
り
、
左
右
を
人
道
、
中
央
を
車
道
と
す
る
レ
ー
ル
が
敷
か

れ
た
。
描
く
際
の
定
型
で
は
、
画
面
近
景
か
ら
遠
景
に
か
け
て
、
日

本
橋
・
江
戸
城
・
富
士
と
い
う
三
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
一
直
線
上
に
配

置
さ
れ
る
。
大
久
保
純
一
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
日
本
橋
、
江
戸

城
、
富
士
山
と
い
う
三
つ
が
、
経
済
、
政
治
、
精
神
面
で
の
支
柱
と

い
う
、
江
戸
の
町
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と
の
反
映
で

（
U
）
、
葛
飾
北
斎
「
富
嶽
三
十
六
景
　
江
戸
日
本
橋
」
、
広
重
「
東

都
名
所
　
日
本
橋
之
白
雨
」
な
ど
、
多
く
の
浮
世
絵
が
こ
の
定
型
に

従
つ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
富
士
の
象
徴
性
は
、
新
時
代
を
端
的
に
表
す
モ
ノ
主
体
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の
名
所
と
し
て
再
編
成
さ
れ
た
東
京
名
所
に
お
い
て
も
、
な
お
意
義

を
失
わ
な
か
っ
た
。
駿
河
町
と
同
じ
く
、
日
本
橋
を
描
い
た
名
所
絵

に
も
引
き
続
き
富
士
が
み
ら
れ
る
作
例
が
多
い
。
画
面
中
央
の
日
本

橋
の
向
こ
う
に
真
っ
白
な
富
士
が
浮
か
び
上
が
る
、
明
治
｝
＝
年
の

石
版
画
「
東
京
日
本
橋
之
真
景
」
〔
図
8
〕
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
清
親
は
日
本
橋
を
ど
う
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
東

京
名
所
図
」
中
で
清
親
が
描
い
た
日
本
橋
は
、
「
日
本
橋
夜
」
の
み

で
あ
る
。
前
述
の
作
例
と
は
異
な
り
、
横
か
ら
で
な
く
正
面
か
ら
橋

を
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
は
実
際
に
橋
を
渡
る
人
の
目

線
ま
で
下
げ
ら
れ
、
迫
っ
て
く
る
馬
車
や
人
力
車
と
向
き
あ
う
形
と

な
る
。

　
最
大
の
違
い
は
、
題
名
に
も
あ
る
通
り
、
日
本
橋
の
夜
景
で
あ
る

こ
と
だ
ろ
う
。
ガ
ス
灯
や
町
並
み
、
人
々
の
持
つ
提
灯
の
明
か
り
が

際
立
つ
光
線
画
と
し
て
は
成
功
し
て
い
る
が
、
そ
の
為
に
日
本
橋
の

定
型
を
示
す
様
々
な
約
束
事
は
無
視
さ
れ
る
。
当
時
の
人
が
本
図
を

見
て
す
ぐ
に
「
日
本
橋
」
と
同
定
で
き
た
か
否
か
は
筆
者
に
は
分
か

ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
画
面
中
に
表
れ
る
日
本
橋
的
な
モ
チ
ー
フ

は
、
橋
上
を
車
道
と
人
道
に
分
け
る
レ
ー
ル
だ
け
な
の
で
は
な
い

か
。
富
士
も
、
江
戸
城
も
、
川
面
も
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
欄
干

が
な
け
れ
ば
単
な
る
大
通
り
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
ス
ミ
ス
氏
の
指

摘
の
と
お
り
、
「
平
凡
」
な
場
所
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。

　
清
親
は
描
く
対
象
と
し
て
名
所
で
あ
る
日
本
橋
を
選
び
な
が
ら

も
、
名
所
ら
し
く
描
く
こ
と
に
囚
わ
れ
て
は
い
な
い
。
長
い
歴
史
的

背
景
が
形
作
っ
て
き
た
名
所
絵
の
伝
統
に
、
清
親
の
作
画
は
、
明
ら

か
に
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
瞬
間
の
描
出

　
「
駿
河
町
雪
」
「
日
本
橋
夜
」
を
通
し
、
清
親
の
作
画
が
名
所
の
定

型
か
ら
外
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
述
べ
て
き
た
。
も
し
こ
の

仮
定
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
名
所
ら
し
さ
に
か
わ
る

何
ら
か
の
テ
ー
マ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
筆
者
が
着
目

し
た
い
の
が
、
「
日
本
橋
夜
」
に
も
み
ら
れ
る
、
風
景
の
あ
る
一
瞬

を
描
く
と
い
う
清
親
画
の
特
色
で
あ
る
。

　
「
日
本
橋
夜
」
は
全
体
が
殆
ど
モ
ノ
ト
ー
ン
で
、
ガ
ス
灯
や
提
灯

の
明
か
り
に
浮
か
び
上
が
っ
た
人
物
は
、
み
な
漆
黒
の
シ
ル
エ
ッ
ト

で
表
現
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
一
人
の
人
力
車
夫
に
注
目
し
た
い
。
画

面
中
央
付
近
に
、
車
を
引
い
て
走
っ
て
く
る
男
の
姿
が
あ
る
。
よ
く

見
る
と
、
彼
だ
け
が
闇
の
中
に
そ
の
上
半
身
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
お
そ
ら
く
対
向
す
る
馬
車
の
ラ
イ
ト
が
、
何

ら
か
の
は
ず
み
で
一
瞬
だ
け
彼
を
照
ら
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
清
親

は
、
そ
の
瞬
間
の
場
面
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
写
生
帖
の
調
査
（
1
2
）
で
は
、
清
親
は
ス
ケ
ッ
チ
を
改
変
す
る
際
、
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名
所
ら
し
く
す
る
の
で
は
な
く
画
面
の
臨
場
感
を
増
そ
う
と
し
た
と

い
う
推
測
を
述
べ
た
。
そ
し
て
こ
の
臨
場
感
を
表
す
上
で
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
の
が
、
こ
う
し
た
瞬
間
的
な
光
景
の
追
加
、
瞬
間
の

描
出
な
の
で
あ
る
。

　
雛
形
と
な
っ
た
ス
ケ
ッ
チ
の
残
る
「
東
京
名
所
図
」
に
お
い
て
、

瞬
間
的
な
光
景
が
付
加
さ
れ
た
作
品
は
三
点
で
あ
る
。
「
千
ぼ
ん
く

い
両
国
橋
」
と
ス
ケ
ッ
チ
で
は
、
船
上
の
釣
り
人
の
釣
り
竿
の
動
き

が
変
化
し
、
大
き
く
腕
を
伸
し
て
竿
を
川
面
に
投
げ
入
れ
た
瞬
間
と

な
る
。
「
大
川
岸
一
之
橋
遠
景
」
〔
図
9
〕
〔
図
1
0
〕
で
は
、
夕
方
、

川
岸
を
行
き
交
う
人
々
を
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
を
夜
景
に
改
変
し
、
一

台
の
人
力
車
が
通
過
す
る
様
子
を
加
え
る
。
「
御
厩
橋
之
図
」
で
は
、

茜
色
の
夕
焼
け
が
美
し
い
川
岸
の
ス
ケ
ッ
チ
を
、
黒
雲
で
覆
わ
れ
た

空
、
そ
の
中
心
の
大
き
な
亀
裂
か
ら
稲
妻
が
走
り
水
面
に
反
射
す
る

光
景
と
し
、
あ
わ
て
て
駆
け
去
る
人
影
を
追
加
す
る
。

　
ま
た
、
ス
ケ
ッ
チ
が
残
ら
な
い
作
品
の
中
に
も
、
瞬
間
の
描
出
を

目
的
と
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
「
本
町
通
夜
雪
」
〔
図
1
1
〕

は
、
し
ん
し
ん
と
降
る
雪
の
中
を
馬
車
が
駆
け
抜
け
る
と
い
う
構
図

で
あ
る
。
ス
ピ
ー
ド
の
あ
ま
り
見
え
な
か
っ
た
と
い
う
表
現
か
、
馬

車
を
操
る
御
者
の
姿
は
、
暗
闇
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
粉
雪

が
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
ガ
ス
灯
と
馬
車
の
ラ
ン
プ
が
照
ら
す
わ
ず

か
な
空
間
の
み
で
あ
る
。
馬
車
が
通
り
過
ぎ
れ
ば
、
ガ
ス
灯
の
明
か

り
を
残
し
て
、
あ
た
り
は
ま
た
闇
へ
と
戻
っ
て
ゆ
く
。
目
の
前
を
過

ぎ
る
馬
車
と
い
う
瞬
間
が
、
こ
こ
で
描
き
出
さ
れ
る
の
だ
。

　
そ
し
て
、
「
両
国
花
火
之
図
」
〔
図
1
2
〕
。
花
火
に
取
材
し
た
浮
世

絵
は
多
い
が
、
本
図
は
花
火
船
か
ら
見
た
よ
う
な
低
い
視
点
を
と

り
、
前
方
に
ぱ
っ
と
大
き
く
花
火
が
広
が
っ
た
時
の
強
い
光
で
、
水

面
が
白
く
照
ら
さ
れ
る
と
共
に
、
船
上
の
人
物
が
逆
光
に
な
り
、
シ

ル
エ
ッ
ト
と
な
っ
た
瞬
間
が
描
か
れ
る
。

　
広
重
の
「
名
所
江
戸
百
景
　
両
国
花
火
」
〔
図
1
3
〕
と
比
較
す
る

と
、
両
者
の
「
写
真
的
」
視
覚
の
相
違
が
明
ら
か
に
な
る
。
星
型
の

火
花
が
画
面
右
端
に
表
さ
れ
、
ま
さ
に
打
ち
上
げ
花
火
の
広
が
る
様

を
捉
え
た
こ
の
図
は
、
ス
ミ
ス
氏
の
い
わ
れ
る
「
動
き
の
継
続
を
ほ

の
め
か
す
一
瞬
の
描
写
」
を
示
す
。
け
れ
ど
も
広
重
画
が
清
親
画
と

大
き
く
異
な
る
の
は
、
枠
線
に
よ
っ
て
花
火
を
途
中
で
切
断
す
る
と

い
う
「
近
像
型
」
構
図
を
用
い
る
点
で
あ
る
。

　
縦
絵
の
枠
線
を
生
か
し
た
広
重
の
構
図
と
、
水
平
視
の
正
面
に
光

の
拡
散
を
捉
え
る
清
親
画
。
広
重
画
を
機
知
に
富
ん
だ
絵
画
的
な
も

の
と
す
る
な
ら
ば
、
清
親
の
そ
れ
は
実
際
の
眼
差
し
に
一
層
近
づ
い

た
も
の
と
い
え
よ
う
。
清
親
の
瞬
間
を
捉
え
た
作
品
に
は
、
「
近
像

型
」
構
図
は
用
い
ら
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
瞬
間
を
示
唆
す
る
モ
チ
ー

フ
は
、
画
面
中
央
、
も
し
く
は
そ
の
付
近
に
描
か
れ
る
。
即
ち
、
画

面
枠
は
瞬
間
を
捉
え
た
清
親
の
視
界
と
同
化
し
、
鑑
賞
者
は
清
親
と
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同
じ
瞬
間
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　
こ
う
し
た
表
現
は
、
先
に
見
た
名
所
絵
の
定
型
や
、
説
明
的
・
概

念
的
な
同
時
代
の
開
化
絵
に
は
見
ら
れ
な
い
。
人
々
の
間
で
共
有
さ

れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
踏
襲
が
も
た
ら
す
普
遍
的
な
名
所
絵
で
は
な
く
、

清
親
自
身
が
見
た
光
景
、
そ
の
臨
場
感
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
清
親
は
名
所
の
定
型
に
沿
っ
て
題
材
の
選
択
を
し
た
が
、
そ

の
主
眼
は
既
に
名
所
を
描
く
こ
と
よ
り
も
、
自
ら
が
見
た
ま
ま
の
風

景
や
、
何
ら
か
の
瞬
間
を
描
く
と
い
う
こ
と
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ

の
結
果
、
い
く
つ
か
の
作
例
に
お
い
て
は
名
所
ら
し
さ
が
隠
れ
、
清

親
の
個
人
的
な
眼
差
し
が
表
面
化
し
た
。
ス
ミ
ス
氏
の
い
わ
れ
る

「
平
凡
さ
」
も
、
こ
の
よ
う
な
私
的
な
臨
場
感
を
重
視
す
る
態
度
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
4
）
　
報
道
記
録
画
と
し
て
の
作
品

　
こ
う
し
た
瞬
間
の
描
出
が
、
報
道
記
録
画
と
し
て
の
性
格
を
作
品

に
与
え
た
の
が
、
「
東
京
名
所
図
」
中
で
も
特
に
名
高
い
火
災
を
描

い
た
四
点
の
作
品
で
あ
る
。

　
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
「
浜
町
よ
り
写
両
国
大
火
」
〔
図
1
4
〕
は
、
炎

が
午
前
九
時
頃
両
国
で
隅
田
川
を
飛
び
越
え
た
決
定
的
瞬
間
を
、
浜

町
河
岸
か
ら
目
撃
し
た
と
い
う
光
景
で
あ
る
。
荷
物
を
背
負
っ
て
避

難
し
て
く
る
人
々
や
、
川
岸
に
立
っ
て
対
岸
へ
の
飛
び
火
を
見
守
る

人
々
。
空
を
染
め
、
水
面
を
染
め
て
燃
え
上
が
る
炎
を
、
黒
煙
・
白

煙
を
お
り
ま
ぜ
て
躍
動
的
に
表
現
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
氏
に
よ
れ

ば
、
こ
の
作
品
は
明
治
十
二
年
に
描
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
同
所
の

ス
ケ
ッ
チ
を
も
と
に
、
火
災
の
様
子
を
付
加
す
る
形
で
作
り
上
げ
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
1
3
）
。
ス
ケ
ッ
チ
を
行
い
、
さ
ら
に
改
変
し
、

清
親
は
最
上
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ン
ス
を
創
作
し
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
の
湿
板
写
真
で
は
、
到
底
こ
の
よ
う
な
臨
場
感
溢
れ
る
描
写

は
望
め
な
い
。
清
親
画
は
ま
さ
し
く
報
道
写
真
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
、
爆
発
的
な
売
れ
行
き
を
示
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
絵
画
が
写

真
に
な
り
か
わ
っ
た
瞬
間
で
あ
り
、
写
真
を
凌
駕
し
た
瞬
間
で
あ
っ

た
。
清
親
の
求
め
た
臨
場
感
、
瞬
間
の
描
出
は
、
こ
れ
ら
火
事
を
描

い
た
作
品
に
お
い
て
見
事
に
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

（
5
）
　
写
真
と
清
親

　
い
っ
た
い
な
ぜ
清
親
は
臨
場
感
を
、
瞬
間
の
描
出
を
、
こ
こ
ま
で

追
求
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
筆
者
は
清
親
の
こ

う
し
た
表
現
は
、
当
時
の
写
真
へ
の
対
抗
意
識
か
ら
生
み
出
さ
れ
た

も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
、
「
東
京
名
所
図
」
出
版
当
時
の

湿
板
写
真
は
露
出
時
間
が
長
く
、
清
親
画
の
よ
う
に
瞬
間
を
捉
え
る

表
現
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
「
東
京
名
所
図
」
の
「
写

真
的
」
視
覚
が
写
真
に
先
行
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
「
東
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京
名
所
図
」
が
写
真
に
感
化
さ
れ
て
生
ま
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
瞬
間
を
描
く
時
に
は
必
ず
印
象
的
な
モ
チ
ー
フ
を
画
面

中
央
に
配
し
、
画
面
枠
を
自
ら
の
視
界
と
し
て
設
定
す
る
作
風
は
、

同
じ
く
瞬
間
を
描
い
た
広
重
の
作
品
に
比
べ
、
よ
り
実
際
の
写
真
の

形
式
に
近
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
清
親
の
眼
差
し
そ
の
も
の
が
一

個
の
カ
メ
ラ
・
ア
イ
と
な
っ
て
、
架
空
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真
を
作
り
出

す
か
の
よ
う
な
作
画
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
清
親
は
確
か
に
写
真
に
影
響
を
受
け
た
が
、
そ
れ
は
構

図
や
明
暗
構
成
の
模
倣
と
い
う
皮
相
的
な
面
よ
り
も
、
む
し
ろ
写
真

に
対
抗
し
、
写
真
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ
表
現
を
浮
世
絵
の
中
に
表
そ

う
、
差
別
化
を
は
か
ろ
う
と
い
う
意
図
と
な
っ
て
働
い
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
。
清
親
は
、
浮
世
絵
師
と
い
う
滅
び
行
く
枠
組
み
の
な

か
で
、
写
真
と
シ
ビ
ア
な
生
存
競
争
を
繰
り
広
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
ま
た
、
本
稿
で
は
触
れ
得
な
か
っ
た
が
、
元
幕
臣
と
い
う
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
な
側
面
を
有
し
て
い
た
清
親
に
と
っ
て
、
明
治
の
開
化
を
描

く
仕
事
は
決
し
て
全
て
を
肯
定
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
不
自
由
な
枷
こ
そ
が
、
「
東
京
名
所
図
」

を
名
所
の
定
型
か
ら
逸
脱
さ
せ
、
主
観
的
・
近
代
的
な
風
景
画
へ
と

後
押
し
す
る
、
大
き
な
力
と
な
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
清
親
と
写
真
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
「
東
京
名

所
図
」
か
ら
も
う
一
点
、
明
治
十
四
年
版
行
の
「
隅
田
川
中
洲
水
雷

火
」
〔
図
1
5
〕
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
れ
は
新
大
橋
と
箱
崎
の
間
の

三
角
州
で
行
わ
れ
た
海
軍
の
水
雷
爆
発
実
験
に
取
材
し
、
爆
発
の
衝

撃
で
水
煙
が
吹
き
上
げ
ら
れ
た
瞬
間
を
捉
え
た
も
の
で
、
火
事
を
描

い
た
四
点
同
様
、
報
道
記
録
画
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
さ
せ
る
作

品
で
あ
る
。

　
し
か
し
本
図
は
瞬
間
の
描
出
が
成
功
し
た
例
と
も
、
「
東
京
名
所

図
」
の
中
で
絵
画
的
に
成
功
し
た
例
と
も
言
い
難
い
。
広
い
空
に
吹

き
上
が
っ
た
水
煙
の
高
さ
は
よ
く
出
て
い
る
が
、
清
親
の
視
点
が
水

煙
か
ら
遠
い
た
め
か
、
迫
力
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
薄
曇
り
の
日
中
と

水
煙
と
い
う
組
み
合
わ
せ
も
色
彩
的
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
面
で
弱

く
、
全
体
的
に
色
槌
せ
た
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
。
そ
の
せ
い
か
本

図
に
つ
い
て
は
従
来
あ
ま
り
解
説
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
版

行
当
時
の
評
価
も
伝
え
ら
れ
ず
、
「
東
京
名
所
図
」
の
中
で
も
比
較

的
目
立
た
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

　
け
れ
ど
も
、
明
治
十
六
年
に
写
真
師
江
崎
礼
二
が
同
じ
光
景
を
撮

影
す
る
の
に
成
功
し
た
時
に
は
〔
図
1
6
〕
、
大
変
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ン
が
沸
き
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
1
4
∀
。
江
崎
は
一
八
八
〇
年
代
か

ら
少
し
ず
つ
普
及
し
始
め
て
い
た
新
技
術
の
乾
板
写
真
を
用
い
て
、

水
雷
爆
発
の
瞬
間
撮
影
に
成
功
。
以
来
「
早
撮
り
写
真
師
」
と
呼
ば

れ
、
乾
板
時
代
の
到
来
を
告
げ
る
象
徴
的
人
物
と
し
て
、
写
真
の
発

展
を
牽
引
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
つ
ま
り
、
清
親
は
写
真
史
に
お
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い
て
湿
板
か
ら
乾
板
へ
と
移
り
変
わ
る
そ
の
画
期
に
位
置
す
る
光
景

を
、
二
年
前
に
先
駆
的
に
描
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
複
雑
な
技
法
を
要
す
る
湿
板
写
真
に
比
べ
、
乾
板
写
真
は
ガ
ラ
ス

乾
板
と
小
型
カ
メ
ラ
だ
け
を
持
ち
歩
け
ば
よ
く
、
撮
影
か
ら
現
像
ま

で
時
間
を
お
け
る
。
ま
た
、
感
光
性
は
湿
板
の
約
二
五
倍
と
飛
躍
的

に
上
昇
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
動
態
の
撮
影
が
可
能
と
な
っ
た
。
江
崎

の
写
真
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
あ
っ
て
乾
板
は
瞬
く
間
に
普
及
し
、
明
治

二
十
年
頃
ま
で
に
は
湿
板
を
完
全
に
駆
逐
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。　

江
崎
の
写
真
と
清
親
画
と
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
迫
力
の
違
い
は

明
ら
か
で
あ
る
。
清
親
の
目
指
し
た
瞬
間
の
描
出
は
、
あ
く
ま
で
も

リ
ア
ル
な
写
真
映
像
を
前
に
、
絵
画
と
し
て
の
限
界
を
露
呈
す
る
か

の
よ
う
だ
。
清
親
が
こ
の
写
真
を
見
た
時
に
何
を
思
っ
た
か
は
知
る

由
も
な
い
が
、
時
代
が
か
つ
て
の
自
分
の
表
現
に
追
い
つ
き
、
追
い

越
す
瞬
間
に
、
何
が
し
か
の
感
慨
を
抱
い
た
も
の
と
想
像
す
る
。
こ

の
時
既
に
清
親
は
「
東
京
名
所
図
」
の
作
風
を
離
れ
、
「
団
団
珍
聞
」

に
お
い
て
風
刺
画
の
筆
を
ふ
る
い
、
錦
絵
漫
画
「
清
親
ポ
ン
チ
」
シ

リ
ー
ズ
や
「
新
版
三
十
二
相
」
と
い
っ
た
戯
画
の
シ
リ
ー
ズ
で
伝
統

的
浮
世
絵
の
技
法
へ
と
回
帰
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
あ
る
い
は
清
親
は
、
こ
う
し
た
乾
板
写
真
の
台
頭
を
「
東
京
名
所

図
」
を
離
れ
る
時
点
で
あ
る
程
度
予
見
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
「
東
京
名
所
図
」
が
中
止
さ
れ
た
明
治
十
四
年
は
、
乾
板
の
存

在
が
世
に
広
ま
り
、
各
写
真
館
が
一
斉
に
輸
入
を
開
始
し
た
年
と
一

致
す
る
。
写
真
転
写
に
よ
る
精
巧
な
石
版
印
刷
が
行
わ
れ
始
め
た
の

も
同
年
で
あ
っ
た
。
本
格
的
な
移
行
は
二
年
後
だ
が
、
明
治
十
四
年

は
湿
板
か
ら
乾
板
へ
、
そ
し
て
写
真
印
刷
の
普
及
と
い
う
、
写
真
が

社
会
に
浸
透
し
、
ま
す
ま
す
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
る
大
き

な
変
化
の
胎
動
を
み
せ
た
年
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
江
崎
礼
二
は
当
時
の
浅
草
奥
山
を
代
表
す
る
写
真
師
で
あ

る
が
、
写
真
術
は
独
学
の
の
ち
、
短
期
間
で
は
あ
る
が
横
浜
で
下
岡

蓮
杖
に
教
え
を
受
け
て
い
る
。
十
六
年
に
入
手
し
た
ス
ワ
ン
社
製
の

輸
入
乾
板
も
、
渡
米
中
の
写
真
師
小
川
一
真
か
ら
送
ら
れ
た
も
の
を

蓮
杖
を
介
し
て
手
に
入
れ
た
よ
う
だ
。

　
江
崎
の
影
に
は
蓮
杖
の
姿
が
見
え
隠
れ
す
る
。
清
親
が
蓮
杖
と
何

が
し
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
十
四
年
の
時
点
で
既
に

乾
板
の
可
能
性
を
理
解
し
て
い
た
と
み
る
の
も
あ
な
が
ち
不
自
然
で

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
治
十
四
年
の
「
東
京
名
所
図
」
中
止

の
理
由
に
つ
い
て
は
様
々
な
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た

写
真
の
発
展
も
い
く
ら
か
関
係
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
乾
板
写
真
の
到
来
を
迎
え
、
か
つ
て
写
真
が
秘
法
で
あ
っ
た
時
代

は
消
滅
し
た
。
そ
の
容
易
さ
、
安
価
さ
に
よ
り
、
写
真
は
専
門
写
真

師
の
手
を
離
れ
て
大
衆
化
へ
と
向
か
う
。
独
習
書
、
解
説
書
、
海
外
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の
技
術
の
紹
介
、
写
真
雑
誌
の
発
刊
。
技
術
は
す
べ
て
公
開
さ
れ

る
。
や
が
て
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
人
口
が
増
加
し
、
商
業
を
離
れ
た
写

真
は
、
絵
画
か
ら
自
立
し
た
写
真
的
な
表
現
、
「
写
真
的
」
視
覚
を

求
め
て
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
（
1
5
）
。

　
写
真
術
の
発
達
は
、
誰
も
が
清
親
の
よ
う
に
、
心
に
と
ま
っ
た
自

分
個
人
の
風
景
を
と
ど
め
て
お
け
る
世
界
を
予
見
さ
せ
る
。
「
東
京

名
所
図
」
が
浮
世
絵
と
し
て
、
生
き
生
き
と
人
々
の
日
常
生
活
に
リ

ン
ク
で
き
た
時
代
は
、
明
ら
か
に
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

　
　
〔
注
〕

（
1
）
　
版
元
は
、
明
治
十
一
年
ま
で
は
大
黒
屋
松
木
平
吉
、
以
降

　
は
具
足
屋
福
田
熊
次
郎
。
「
光
線
画
」
と
名
付
け
て
発
売
さ
れ

　
た
最
初
の
五
点
が
評
判
と
な
り
、
同
形
式
で
制
作
が
続
け
ら
れ

　
た
。
「
東
京
名
所
図
」
は
後
に
つ
い
た
通
称
。

（
2
）
　
イ
ギ
リ
ス
人
画
家
ワ
ー
グ
マ
ン
、
写
真
師
下
岡
蓮
杖
ら
に

　
学
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
確
証
は
な
い
。
清
親
の
伝
記
の
初

出
は
大
正
五
年
の
『
中
央
美
術
』
二
巻
二
号
に
同
時
掲
載
さ
れ

　
た
木
下
杢
太
郎
氏
と
小
林
源
太
郎
氏
の
論
文
だ
が
、
既
に
修
学

　
期
間
に
関
す
る
伝
聞
内
容
が
相
違
し
て
い
る
。

（
3
）
　
『
日
本
美
術
の
十
九
世
紀
』
兵
庫
県
立
近
代
美
術
館
　
平

成
二
年
、
木
下
直
之
『
写
真
画
論
』
岩
波
書
店
　
平
成
八
年

参
照
。

（
4
）
　
『
日
本
美
術
全
集
』
第
二
一
巻
講
談
社
平
成
三
年

所
収
。

（
5
）
勺
Φ
け
Φ
ぴ
O
巴
四
ω
ω
戸
し
口
§
ミ
き
。
薦
§
書
－
建
ミ
凡
鑓

　
§
駄
ミ
帖
ミ
ミ
ミ
帖
§
ミ
き
o
薦
§
電
、
竃
ロ
ω
2
ヨ
o
鴎

　
竃
o
匹
Φ
∋
〉
「
戸
Z
Φ
乏
網
o
蒔
し
⑩
゜
。
H

（
6
）
　
近
景
に
拡
大
さ
れ
た
も
の
を
置
き
、
遠
景
と
の
間
に
劇
的

　
な
緊
張
感
を
生
み
出
す
構
図
。
成
瀬
不
二
雄
氏
の
命
名
。

（
7
）
　
清
親
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
岡
本
祐
美
編
『
小
林
清
親
写
生

　
帖
』
麻
布
美
術
工
芸
館
　
平
成
三
年
　
に
全
頁
掲
載
さ
れ
て
い

　
る
。
「
東
京
名
所
図
」
は
ス
ケ
ッ
チ
の
構
図
を
直
接
の
雛
形
と

　
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。

（
8
）
　
明
治
十
－
三
十
年
代
に
、
横
浜
で
外
国
人
向
け
に
販
売
さ

　
れ
た
も
の
。
横
浜
写
真
と
も
い
う
。

（
9
）
　
山
梨
絵
美
子
『
清
親
と
明
治
の
浮
世
絵
』
至
文
堂
　
平
成

　
九
年
　
五
四
－
五
五
頁
。

（
1
0
）
　
横
浜
開
港
資
料
館
編
『
彩
色
ア
ル
バ
ム
　
明
治
の
日
本

　
《
横
浜
写
真
》
の
世
界
』
有
隣
堂
　
平
成
二
年
。

（
1
1
）
　
小
林
忠
ら
『
浮
世
絵
の
鑑
賞
基
礎
知
識
』
至
文
堂
　
平
成

　
八
年
　
六
九
頁
。
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（
1
2
）
　
『
小
林
清
親
写
生
帖
』
を
も
と
に
、
完
成
作
品
と
、
雛
形

　
と
お
ぼ
し
い
ス
ケ
ッ
チ
を
比
較
し
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
結
論

　
に
達
し
た
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
割
愛
。

（
1
3
）
　
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
ミ
ス
「
創
作
さ
れ
た
版
画
－
清
親
の
両
国

大
火
と
箱
根
静
岡
風
景
作
品
を
め
ぐ
っ
て
」
『
小
林
清
親
写
生

帖
』
麻
布
美
術
工
芸
館
　
平
成
三
年
。

（
1
4
）
　
明
治
十
六
年
六
月
六
日
の
郵
便
報
知
新
聞
に
、
江
崎
の
成

功
を
「
本
邦
に
て
飛
動
の
物
体
を
写
す
は
、
実
に
同
氏
が
最
初

　
な
る
よ
し
」
と
称
賛
す
る
記
事
が
あ
る
。

（
1
5
）
　
日
本
に
お
け
る
写
真
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
を

　
参
考
と
し
た
。
小
沢
健
志
ら
編
『
日
本
写
真
全
集
一
　
写
真
の

　
幕
あ
け
』
小
学
館
　
昭
和
六
十
年
・
横
田
洋
一
編
『
写
真
集

　
明
治
の
横
浜
・
東
京
』
か
な
し
ん
出
版
　
昭
和
六
四
年
・
『
幕

末
・
明
治
の
東
京
展
』
東
京
都
写
真
美
術
館
平
成
三
年
・

　
『
写
真
の
黎
明
』
東
京
都
写
真
美
術
館
　
平
成
四
年
・
伊
藤
俊

　
治
ら
編
『
朝
日
美
術
館
　
写
真
と
絵
画
』
朝
日
新
聞
社
　
平
成

　
八
年
・
木
下
直
之
「
写
真
伝
来
」
『
日
本
美
術
館
』
小
学
館

　
平
成
九
年
・
飯
沢
耕
太
郎
『
日
本
写
真
史
を
歩
く
』
筑
摩
書
房

平
成
十
一
年

本
稿
は
平
成
十
二
年
度
提
出
の
卒
業
論
文
を
書
き
改
め
た
も
の
で

す
。
作
成
に
あ
た
り
、
小
林
忠
教
授
、
千
野
香
織
教
授
の
あ
た
た
か

い
ご
指
導
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま

す
。
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