
秋
田
蕗
摺
が
辿
っ
た
近
代

　
　
　
　
　
―
―
近
世
日
本
に
お
け
る
「
印
葉
図
」
誕
生
に
関
す
る
考
察
（
下 

―
二
）
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の
蕗
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4 

近
代
文
化
人
た
ち
が
出
会
っ
た
秋
田
蕗
摺

　（
十
二
）
夏
目
漱
石
賛
・
平
福
百
穂
画
「
秋
田
蕗
摺
画
賛
」
の
背
景

①
漱
石
が
見
た
秋
田
蕗

「
―
―
「
さ
あ
ど
う
ぞ
。
も
う
そ
の
内
帰
り
ま
し
ょ
う
か
ら
」

須
永
の
母
に
こ
う
い
い
出
さ
れ
た
が
最
後
、
江
戸
慣
れ
な
い
敬
太
郎
は
ど
う

そ
れ
を
断
っ
て
外
へ
出
て
い
い
か
、
い
ま
だ
に
そ
の
心
得
が
な
か
っ
た
。
第
一

ど
こ
で
断
る
隙
間
も
な
い
よ
う
に
、
調
子
の
好
い
文
句
が
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と

ず
る
ず
る
と
彼
の
耳
へ
響
い
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
世
間
体
の
好
い
御
世

辞
と
違
っ
て
、
引
き
留
め
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
、
上
が
っ
て
は
迷
惑
だ
ろ
う
と

い
う
遠
慮
が
何
時
の
間
に
か
失な

く
な
っ
て
、
つ
い
気
の
毒
だ
か
ら
少
し
話
し
て

行
こ
う
と
い
う
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
敬
太
郎
は
い
わ
れ
る
ま
ま
に
と
う
と
う

例
の
書
斎
へ
腰
を
卸
ろ
し
た
。（
中
略
）
彼
は
シ
キ
と
か
い
う
白
い
絹
へ
秋
田

蕗
を
一
面
に
大
き
く
摺
っ
た
襖
の
模
様
だ
の
、
唐
桑
ら
し
く
て
ら
て
ら
し
た
黄

色
の
手
焙
だ
の
眺
め
て
、
こ
の
し
と
や
か
で
能
弁
な
、
人
の
外
す
事
を
知
ら
な

い
と
い
っ
た
風
の
母
と
話
を
し
た
。

彼
女
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
須
永
は
今
日
矢
来
の
叔
父
の
家
へ
行い
っ

た
の

だ
そ
う
で
あ
る
。
―
―
」

（
夏
目
漱
石
『
彼
岸
過
迄
』「
停
留
所 

十
」
よ
り
抜
粋
引
用
。

傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）（
註
89
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
―
一
九
一
六
）
が
大
窪
詩
仏
の
「
題
秋
田
山
中
欵
冬
摺

本
」
の
詩
を
画
賛
と
し
て
揮
毫
し
た
秋
田
蕗
摺
絵
が
あ
る
。
平
成
二
三
（
二
〇
一

一
）
年
に
東
北
大
学
附
属
図
書
館
「
漱
石
文
庫
」
に
収
蔵
さ
れ
た
「
夏
目
漱
石
詩

平
福
百
穂
画
幅
」【
図
26
】（
紙
本
著
色
一
幅
、
縦
一
七
八
・
五
×
横
八
九
・
六
㎝
、

― 7 ―

000-043332-縦02-P07-30_今橋理子様.indd   7 2023/02/15   12:12:33



以
下
「
東
北
大
附
属
図
書
館
本
」
と
適
宜
呼
称
す
る
）
で
あ
る
。
本
図
は
こ
れ
ま

で
に
複
数
の
展
覧
会
で
公
開
さ
れ
た
実
績
が
あ
る
ほ
か
、『
夏
目
漱
石
遺
墨
集
』

（
求
龍
堂
、
一
九
七
九
年
）
や
『
図
説 

漱
石
大
観
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
一
年
）

な
ど
大
型
画
集
に
お
い
て
も
紹
介
さ
れ
る
な
ど
、
夏
目
漱
石
関
連
の
書
作
品
と
し

従
来
知
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
お
い
て
、
本
図
に
関
す
る

作
品
解
説
で
は
必
ず
「
平
福
百
穂
が
拓
本
と
し
て
制
作
し
た
秋
田
蕗
摺
に
、
漱
石

が
画
賛
を
揮
毫
し
た
作
品
」
と
い
う
文
脈
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
注
目
し
た 

い
。（
註
90
）

筆
者
は
、本
図
が
東
北
大
学
附
属
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
る
前
年
（
二
〇
一
〇
年
）

に
、
こ
の
作
品
を
幸
運
に
も
直
接
間
近
に
見
る
機
会
を
得
た
こ
と
が
あ
る
。
実
は

そ
の
折
に
、
本
図
の
箱
書
（
蓋
表
と
蓋
裏
）
が
日
本
画
家
・
平
福
百
穂
（
一
八
七

七
―
一
九
三
三
）
に
よ
る
揮
毫
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
記

述
さ
れ
た
内
容
と
本
図
に
関
す
る
従
来
解
釈
と
の
間
に
、
少
な
か
ら
ず
乖
離
が
あ

る
こ
と
に
長
ら
く
疑
念
を
も
っ
て
い
た
。百
穂
は
以
下
の
よ
う
に
箱
書
し
て
い
る
。

　
蓋
表
：「
漱
石
先
生
書
詩
佛
老
人
秋
田
蕗
賛
百
穂
畫
燕　
　

秋
田
蕗
摺
全
紙
」

蓋
裏
：「
大
正
丁
巳
春
四
月　

百
穂
題　

印 

印　

」

蓋
裏
に
記
さ
れ
た
「
大
正
丁
巳
春
四
月
」
の
年
記
か
ら
、
百
穂
が
箱
書
き
を
し

た
の
は
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
と
判
明
す
る
。
夏
目
漱
石
が
死
去
し
た
の
は
そ

の
前
年
（
大
正
五
年
）
十
二
月
九
日
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
従
来
、
漱
石

が
大
窪
詩
仏
の
「
題
秋
田
山
中
欵
冬
摺
本
」
の
漢
詩
を
本
図
に
揮
毫
し
た
の
は
、

大
正
四
～
五
年
（
一
九
一
五
～
一
六
年
）
頃
で
あ
っ
た
と
解
説
さ
れ
て
き
た
こ
と

自
体
は
、
妥
当
な
見
解
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
筆
者
が
こ
こ
で
問
題
視
す
る
の
は

蓋
表
の
記
載
で
あ
る
。
本
作
品
は
縦
一
七
八
×
横
九
六
c
m
と
大
幅
ゆ
え
に
、
誂

え
ら
れ
た
桐
箱
も
き
わ
め
て
縦
長
で
あ
る
。
そ
こ
に
認し
た
ため
ら
れ
た
「
漱
石
先
生
書

詩
佛
老
人
秋
田
蕗
賛
百
穂
畫
燕
」
の
文
字
と
「
秋
田
蕗
摺
全
紙
」
の
文
字
は
、
明

ら
か
に
蓋
表
の
上
部
と
下
部
に
分
け
て
離
さ
れ
て
揮
毫
さ
れ
て
お
り
、
特
に
下
部

の
「
秋
田
蕗
摺
全
紙
」
の
文
字
は
、
上
部
「「
漱
石
先
生
書
詩
佛
老
人
秋
田
蕗
賛

百
穂
畫
燕
」
よ
り
も
ひ
と
回
り
小
さ
な
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
箱
書
の
仕
方
か
ら
は
、
美
術
史
的
に
は
「
全
紙
サ
イ
ズ
の
秋
田

蕗
摺
に
、
夏
目
漱
石
が
大
窪
詩
仏
の
秋
田
蕗
の
漢
詩
を
揮
毫
し
、
平
福
百
穂
が
燕

を
描
き
添
え
た
」
と
い
う
意
味
に
読
め
る
。（
註
91
）
つ
ま
り
、
こ
の
「
秋
田
蕗
摺
」

は
平
福
百
穂
が
制
作
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
既
に
完
成
品
と

し
て
存
在
し
て
い
た
全
紙
サ
イ
ズ
の
「
秋
田
蕗
摺
」
を
、
い
わ
ば
「
料
紙
」
と
し

て
使
用
し
た
―
―
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
作
品
全
体
を
改
め
て
眺
め
れ
ば
、
涼
や
か
な
藍
緑
の
色
合
い

で
力
強
く
摺
り
出
さ
れ
た
丈
高
い
ア
キ
タ
ブ
キ
の
茎
と
、
極
め
て
明
快
に
威
風

堂
々
と
大
き
く
広
が
る
葉
の
見
事
さ
に
、
ま
ず
目
が
奪
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
興

に
乗
っ
て
一
気
に
揮
毫
し
た
で
あ
ろ
う
大
書
さ
れ
た
漱
石
の
筆
と
相
ま
っ
て
、
観

る
者
は
実
に
清
々
し
い
心
持
ち
に
な
る
。
そ
し
て
鑑
賞
者
は
、
画
面
の
上
部
右
端

に
表
わ
れ
た
「
飛
来
す
る
一
羽
の
燕
」
を
、
上
空
へ
と
伸
び
た
秋
田
蕗
の
そ
の
先

に
見
つ
け
出
す
こ
と
に
な
る
。
燕
の
す
ぐ
右
上
に
は
細
く
小
さ
な
文
字
で
「
百
穂 

印
」
と
い
う
落
款
を
見
出
す
が
、
こ
の
署
名
が
描
き
添
え
ら
れ
た
燕
の
姿
と
共
に
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ご
く
控
え
め
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
が
見
て
も
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
れ

は
、
中
央
に
描
か
れ
た
「
秋
田
蕗
摺
」
と
右
上
端
の
「
燕
」
と
が
、
元
よ
り
別
人

に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②
木
曜
日
の
書
画
揮
毫
―
―
漱
石
と
滝
田
樗
陰

さ
て
、
本
章
冒
頭
で
引
用
し
た
夏
目
漱
石
『
彼
岸
過
迄
』
の
一
節
に
は
、
明
ら

か
に
襖
絵
に
摺
り
出
さ
れ
た
秋
田
蕗
の
姿
が
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
モ

ノ
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
「
秋
田
蕗
摺
」
の
姿
を
、
漱
石
が
確
か
に
観
察
し
て

い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
漱
石
が
生
前
に
秋
田
に

赴
い
た
と
い
う
形
跡
は
な
い
。
や
は
り
秋
田
繋
が
り
の
人
脈
の
な
か
で
、
東
北
大

附
属
図
書
館
本
の
蕗
摺
画
賛
も
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
―
―
と
推
し
量
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
従
来
、
総
合
雑
誌
『
中
央
公
論
』
の

編
集
長
を
務
め
た
大
正
期
の
編
集
者
・
滝
田
樗ち
ょ

陰い
ん

（
一
八
八
二
―
一
九
二
五
）
が

仕
掛
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

滝
田
樗
陰
の
父
・
町
田
以
久
治
は
秋
田
藩
士
の
家
系
の
出
で
あ
る
（
滝
田
家
に

婿
養
子
入
り
）。
樗
陰
の
本
名
は
滝
田
哲
太
郎
と
い
い
、
秋
田
県
南
秋
田
郡
手
形

新
町
（
現
在
の
秋
田
市
手
形
）
に
生
ま
れ
た（
註
92
）。
樗
陰
は
秋
田
中
学
か
ら
第

二
高
等
学
校
を
経
て
、
東
京
帝
国
大
学
英
文
科
に
進
学
、
の
ち
法
科
に
転
じ
る
。

在
学
中
に
近
松
秋
江
が
主
幹
を
務
め
る
『
中
央
公
論
』
で
、『
ロ
ン
ド
ン
・
タ
イ

ム
ズ
』
な
ど
の
英
語
新
聞
や
雑
誌
の
翻
訳
ア
ル
バ
イ
ト
を
き
っ
か
け
に
そ
の
能
力

が
認
め
ら
れ
、『
中
央
公
論
』
の
正
式
な
編
集
者
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
大
学
を

中
退
す
る
か
否
か
思
い
悩
ん
で
い
た
折
に
尊
敬
す
る
徳
富
蘇
峰
と
出
会
っ
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
、
一
時
『
国
民
新
聞
』
に
籍
を
置
い
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
同

紙
社
会
部
長
の
千
葉
亀
雄
と
反
り
が
合
わ
ず
、
短
期
間
で
退
社
し
中
央
公
論
社
に

復
帰
（
明
治
三
十
七
年
）
し
た
。
そ
し
て
、
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
、
同
誌
主

幹
に
就
任
。
以
来
、大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
に
病
没
す
る
ま
で
『
中
央
公
論
』

を
牽
引
し
総
合
雑
誌
へ
と
育
て
あ
げ
た
。
樗
陰
は
学
界
・
論
壇
・
文
壇
を
問
わ
ず

多
く
の
新
し
い
書
き
手
を
発
掘
し
、
ま
た
吉
野
作
造
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
活
動
へ

後
押
し
す
る
な
ど
，
そ
の
才
覚
、
辣
腕
ぶ
り
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
こ

と
に
『
中
央
公
論
』
に
お
け
る
文
芸
欄
は
、同
時
代
小
説
家
た
ち
の
檜
舞
台
と
な
っ

た
。
森
鷗
外
、
夏
目
漱
石
、
島
崎
藤
村
，
志
賀
直
哉
，
谷
崎
潤
一
郎
な
ど
の
作
品

が
次
々
と
掲
載
さ
れ
話
題
と
な
っ
た
こ
と
も
、
樗
陰
が
大
い
に
仕
掛
け
た
こ
と
で

あ
っ
た
。

そ
ん
な
樗
陰
が
漱
石
と
知
り
合
っ
た
の
は
、
東
京
帝
国
大
学
英
文
科
に
入
学
し

た
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
英
文
科
講
師
で
あ
っ
た
漱
石
の
講
義
を
聴
い

て
い
た
樗
陰
は
、
大
学
中
退
後
も
漱
石
門
下
に
頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
た
様
子
が

数
多
く
証
言
さ
れ
て
い
る
。
小
柄
で
丸
顔
、
し
か
も
食
道
楽
で
ぽ
っ
ち
ゃ
り
体
形

で
あ
っ
た
と
い
う
風
貌
か
ら
、
漱
石
は
樗
陰
を
「
金
太
郎
」
と
あ
だ
名
し
て
い
た

と
伝
わ
っ
て
い
る
。

樗
陰
が
漱
石
宅
に
こ
と
に
頻
繁
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
漱
石
が

千
駄
木
町
か
ら
本
郷
西
片
町
に
転
居
し
た
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
十
二
月
以

後
の
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
の
頃
、『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
』（
明
治
三
八
年
）
の
大
ヒ
ッ

ト
で
一
層
名
が
上
が
っ
た
漱
石
の
も
と
に
は
、
以
前
に
も
増
し
て
訪
問
客
が
増
え

る
一
方
だ
っ
た
。
周
囲
の
者
に
漱
石
は
「
自
分
の
仕
事
が
お
ち
お
ち
出
来
な
い
と

こ
ぼ
す
」状
態
で
あ
っ
た
と
、妻
・
夏
目
鏡
子
は
回
想
録『
漱
石
の
思
ひ
出
』で
語
っ

て
い
る（
註
93
）。
そ
こ
で
西
片
町
に
移
っ
て
か
ら
は
「
木
曜
日
」
を
面
会
日
と
定
め
、

そ
れ
か
ら
と
言
う
も
の
、
多
く
の
常
連
た
ち
が
毎
週
の
よ
う
に
漱
石
宅
に
集
ま
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
（
そ
の
慣
習
は
、
漱
石
逝
去
後
も
続
い
た
と
鏡
子
は
証
言

し
て
い
る
）。
そ
し
て
い
つ
し
か
「
木
曜
会
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
の

集
会
日
に
は
、
高
浜
虚
子
、
鈴
木
三
重
吉
、
野
上
豊
一
郎
、
森
田
草
平
、
寺
田
寅

彦
、
小
宮
豊
隆
、
松
根
東
洋
城
な
ど
錚
々
た
る
面
子
が
漱
石
宅
を
訪
れ
、
実
は
そ
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の
な
か
に
滝
田
樗
陰
の
姿
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
樗
陰
は
い
わ
ゆ
る
「
漱
石
門
下

生
」
の
ひ
と
り
で
は
な
か
っ
た
が
、
寺
田
寅
彦
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

 「
…
西
片
町
に
し
ば
ら
く
い
て
、
そ
れ
か
ら
早
稲
田
南
町
へ
移
ら
れ
て
も
自

分
〔=

寺
田
〕
は
相
変
わ
ら
ず
頻
繁
に
先
生
を
訪
問
し
た
。
木
曜
日
が
面
会

日
と
き
ま
っ
て
か
ら
も
、
何
か
と
理
屈
を
つ
け
て
は
他
の
週
日
に
も
お
し
か

け
て
行
っ
て
お
邪
魔
を
し
た
。（
中
略
）〔
漱
石
先
生
は
〕
晩
年
に
は
書
の
ほ

う
も
熱
心
で
あ
っ
た
。滝
田
樗
陰
君
が
木
曜
面
会
日
の
朝
か
ら
お
し
か
け
て
、

居
催
促
で
何
枚
で
も
書
か
せ
る
の
を
、
負
け
ず
に
い
く
ら
で
も
書
い
た
そ
う

で
あ
る
。
自
分
は
い
つ
で
も
書
い
て
も
ら
え
る
よ
う
な
気
が
し
て
つ
い
つ
い

絵
も
書
も
一
枚
も
も
ら
わ
な
い
で
い
た
ら
、
い
つ
か
先
生
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
手

紙
を
添
え
て
絹
本
に
漢
詩
を
書
い
た
の
を
贈
ら
れ
た
。
千
駄
木
時
代
の
絵
は

が
き
の
ほ
か
に
は
こ
れ
が
唯
一
の
形
見
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
先
生
死

後
に
絵
の
掛
け
物
を
一
幅
御
遺
族
か
ら
頂
戴
し
た
。」　　

（
寺
田
寅
彦
「
夏
目
漱
石
先
生
の
追
憶
」
よ
り
抜
粋
・
引
用
。 

〔　

〕
内
は
引
用
者
）（
註
94
）

ま
た
先
の
夏
目
鏡
子
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
に
も
、
滝
田
樗
陰
が
強
引
な
ま
で
に

押
し
か
け
て
き
て
、
漱
石
に
膨
大
な
数
の
書
画
を
書
か
せ
て
は
持
ち
帰
っ
て
い
た

事
実
を
、
か
な
り
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
読
む
と
概
ね
、
本
論
で
話
題
に

し
て
い
る
蕗
摺
画
「
夏
目
漱
石
詩
平
福
百
穂
画
幅
」
の
制
作
背
景
が
薄
っ
す
ら
と

見
え
て
く
る
の
で
、
長
文
で
は
あ
る
が
以
下
抜
粋
し
つ
つ
引
用
し
て
み
た
い
。
な

お
当
時
の
状
況
を
時
系
列
的
に
理
解
し
易
く
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
鏡
子
の
原

文
か
ら
一
部
文
章
を
前
後
し
て
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
、
予
め
お
断
り
し
て
お
き

た
い
。

 「
こ
の
亡
く
な
る
前
の
丁
度
一
年
間
と
い
ふ
も
の
、
た
し
か
前
年
〔
註
：
大
正

四
年
〕
の
十
一
月
頃
か
ら
だ
つ
た
そ
う
で
す
が
、
毎
木
曜
の
面
会
日
と
な
る

と
、
正
午
過
ぎ
早
々
『
中
央
公
論
』
の
滝
田
樗
陰
さ
ん
が
俥く
る
まで
い
ら
つ
し
や

い
ま
し
た
。
さ
う
し
て
紙
を
ど
つ
さ
り
持
ち
込
ん
で
来
て
、
自
分
で
墨
を
お

す
り
に
な
り
、
毛
氈
を
敷
き
、
紙
を
展の

べ
て
、
一
切
の
準
備
を
と
ゝ
の
へ
て
、

さ
あ
、
先
生
御
書
き
く
だ
さ
い
と
い
つ
た
具
合
に
、
殆
ど
手
を
持
た
ん
ば
か

り
に
し
て
書
や
絵
を
お
書
か
せ
に
な
つ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
も
少
し
遅
く
成

る
と
若
い
方
達
が
次
々
と
お
見
え
に
な
つ
て
話
が
は
づ
む
。
さ
う
な
る
と
邪

魔
だ
と
い
ふ
の
で
、
早
く
ま
だ
皆
さ
ん
が
お
見
え
に
な
ら
な
い
前
に
い
ら
つ

し
や
い
ま
す
の
で
す
。
さ
う
し
て
玄
関
を
お
上
が
り
に
な
る
時
に
は
、
あ
の

太
つ
た
金
太
郎
さ
ん
み
た
い
な
恰
好
で
、
紙
と
か
毛
氈
と
か
筆
洗
と
か
い
ふ

も
の
を
一
抱
へ
抱
へ
て
上
が
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
の
で
す
。
そ
う
し
て
二
三

時
間
と
い
ふ
も
の
、
殆
ん
ど
休
み
な
し
に
何
か
と
お
書
か
せ
に
な
る
の
で
し

た
。」（
註
95
）

   「
一
体
滝
田
さ
ん
と
い
ふ
方
は
遠
慮
の
な
い
方
で
、ど
う
も
人
の
迷
惑
な
ど
ゝ

い
ふ
こ
と
に
は
余
り
気
を
使
は
な
い
質
の
人
だ
つ
た
や
う
で
す
が
、
も
う
一

た
ん
来
て
つ
か
ま
へ
た
と
な
る
と
最
後
、
後
か
ら
訪
問
客
が
あ
ら
う
と
そ

ん
な
こ
と
に
は
お
構
い
な
し
に
、
ど
ん
ど
ん
御
自
分
の
計
画
を
運
ば
せ
に
な

る
と
し
か
見
え
ま
せ
ん
。（
中
略
）
そ
の
又
何
か
と
お
書
か
せ
に
な
る
の
が
、

滝
田
さ
ん
に
は
こ
ん
度
は
か
う
い
ふ
の
を
書
い
て
く
だ
さ
い
と
い
ふ
註（
マ
マ
）文

が

あ
る
の
で
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
と
書
い
て
下
さ
い
と
か
、「
時
鳥
厠
か
わ
や
な
か
ば

半
に

出
か
ね
た
り
」
と
書
い
て
く
だ
さ
い
と
か
い
ふ
の
を
初
め
と
し
て
、
屏
風
に

す
る
か
ら
と
か
、
い
や
、
何
を
か
う
い
ふ
風
に
書
い
て
下
さ
い
と
か
、
こ
の

絵
の
賛
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
と
か
い
つ
て
中
々
註
文
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ

を
気
む
づ
か
し
屋
の
夏
目
が
文
句
も
言
は
ず
、
言
は
れ
る
儘
に
書
い
て
や
つ
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て
居
た
の
だ
か
ら
、
余
程
書
か
せ
る
呼
吸
が
う
ま
か
つ
た
の
で
せ
う
。（
中

略
）
と
に
か
く
そ
の
日
書
か
せ
た
も
の
は
、
次
ぎ
の
木
曜
日
迄
に
は
大
急
ぎ

で
表
装
を
さ
れ
て
持
つ
て
来
ら
れ
、
さ
う
し
て
そ
れ
に
箱
書
き
さ
せ
て
一
々

共
箱
に
な
さ
る
の
で
す
か
ら
、
書
く
方
で
も
悪
い
気
持
ち
が
し
な
い
の
で
せ 

う
。」（
註
96
）

 「
何
し
ろ
こ
の
年
に
書
い
た
も
の
は
夥
し
い
数
に
上
り
ま
せ
う
。（
中
略
）
滝

田
さ
ん
が
こ
れ
丈
お
書
か
せ
に
な
る
に
は
、
そ
れ
で
も
中
々
資
本
を
使
つ

て
ら
つ
し
や
い
ま
し
て
、
何
か
と
持
つ
て
来
て
下
さ
る
様
子
で
す
が
、
夏

目
も
滝
田
が
入
つ
て
来
る
と
、
今
日
は
何
を
持
つ
て
来
て
く
れ
た
か
し
ら

と
、
小
脇
を
見
る
な
ど
ゝ
笑
つ
て
居
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
滝
田
さ

ん
も
中
々
考
へ
ら
て
居
ら
れ
て
、
硯
や
墨
な
ど
を
持
つ
て
来
て
下
さ
る
時
に

は
、
墨
は
自
分
で
書
い
て
貰
ふ
の
だ
か
ら
飛
び
切
り
上
等
の
も
の
を
も
つ
て

来
、
硯
は
置
い
て
行
く
の
だ
か
ら
と
い
う
の
で
あ
ん
ま
り
上
等
で
な
い
安

物
を
持
つ
て
お
い
で
に
な
る
。
そ
れ
を
夏
目
が
〔
滝
田
が
硯
を
買
っ
た
と
い
う

店
に
電
話
し
て
〕
も
う
少
し
い
い
硯
を
持
つ
て
き
て
く
れ
、
余
分
の
代
は
自

分
が
払
ふ
か
ら
な
ど
ゝ
と
言
つ
て
居
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
風

に
し
て
前
年
の
十
一
月
頃
か
ら
死
ぬ
年
の
十
一
月
迄
、
滝
田
さ
ん
は
根
気

よ
く
木
曜
日
に
は
通
ひ
つ
め
て
来
て
お
書
か
せ
に
な
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま 

す
。」（
註
97
）

 「
当
時
は
滝
田
さ
ん
が
一
人
で
書
か
し
て
一
人
で
占
領
す
る
と
い
ふ
の
で
専

ら
非
難
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、（
中
略
）
若も

し
滝
田
さ
ん
の
よ
う
な
熱
心
な

有
志
家
が
な
け
れ
ば
（
…
）
と
に
か
く
あ
れ
だ
け
沢
山
の
も
の
を
遺
す
こ
と

は
と
て
も
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
点
は
幾
重
に
も
滝
田
さ
ん
に
感
謝

し
て
も
い
ゝ
こ
と
だ
ら
う
と
存
じ
ま
す
。
―
―
」（
註
98
）

（
以
上
、夏
目
鏡
子『
漱
石
の
思
ひ
出
』よ
り
抜
粋
・
引
用
。〔　

〕内
は
引
用
者
）

さ
て
こ
う
し
た
証
言
か
ら
、
蕗
摺
画
「
夏
目
漱
石
詩
平
福
百
穂
画
幅
」
も
ま
た

同
じ
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
に
想
定
し
得

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
漱
石
が
書
画
制
作
に
本
格
的
に
興
味
を
抱
い
た

の
は
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
、
病
気
療
養
中
の
修
善
寺
で
大
吐
血
し
一

時
は
危
篤
状
態
に
陥
っ
た
そ
の
あ
と
、
奇
跡
的
に
回
復
す
る
と
い
う
出
来
事
だ
っ

た
と
言
わ
れ
る
（
芳
賀
徹
『
絵
画
の
領
分
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
、
四
二
六
―

四
二
七
頁
）。
一
命
を
取
り
止
め
た
こ
と
で
漱
石
は
大
き
な
心
境
の
変
化
を
得
て
、

自
身
の
句
作
や
詩
書
画
制
作
に
深
み
が
加
わ
り
、
趣
味
の
域
を
超
え
た
秀
作
が
数

多
く
遺
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
漱
石
に
よ
る
蕗
摺
画
賛
の
作
品
は
、
ま

さ
に
そ
の
時
期
以
降
に
生
ま
れ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

③
複
数
存
在
し
た
漱
石
書
の
蕗
摺
画
賛

実
は
蕗
摺
画
に
漱
石
が
書
を
揮
毫
し
た
作
品
は
、
複
数
存
在
し
て
い
る
。『
夏

目
漱
石
遺
墨
集
』（
求
龍
堂
、一
九
七
九
年
）
や
『
図
説 

漱
石
大
観
』（
角
川
書
店
、

一
九
八
一
年
）
で
確
認
し
て
み
る
と
、
漱
石
が
書
を
揮
毫
し
た
蕗
摺
画
は
、（
本

論
で
紹
介
し
た
東
北
大
学
附
属
図
書
館
本
を
含
め
て
）
少
な
く
と
も
四
点
は
存
在

し
て
い
た
と
わ
か
る
。
そ
し
て
画
集
の
「
作
品
解
説
」
で
は
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ら

の
作
品
は
「
平
福
百
穂
の
手
に
よ
る
蕗
の
拓
本
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

で
は
こ
こ
で
、
以
下
そ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
筆
者
の
概
説
を
加
え
て
、
便
宜
的

に
一
覧
化
し
て
お
き
た
い
。

（
1
）
漱
石
自
作
詩
「
風
過
古
澗
秋
聲
起
…
」
蕗
摺
画
賛

（
明
治
四
三
年
十
月
四
日
作
）（
註
99
）

【
概
要
】
こ
の
作
品
は
、
蕗
摺
画
に
漱
石
が
揮
毫
し
た
書
作
品
と
し
て
、
最
も

― 11 ―

秋
田
蕗
摺
が
辿
っ
た
近
代
―
―
近
世
日
本
に
お
け
る
「
印
葉
図
」
誕
生
に
関
す
る
考
察
（
下 

―
二
）

000-043332-縦02-P07-30_今橋理子様.indd   11 2023/02/15   12:12:34



早
い
時
期
の
作
品
と
み
ら
れ
る
。
百
穂
の
蕗
摺
と
言
わ
れ
る
が
画
中
に
は
そ
れ
を

示
す
落
款
等
は
な
い
。

（
2
）
魏
野
〔
北
宋
詩
人
〕
作
「
水
流
天
自
在
…
」
詩
蕗
摺
画
賛

（
縦
一
五
〇
×
横
四
五
・
五
㎝
）【
図
27
】

【
概
要
】
同
作
品
に
は
、
大
小
二
本
の
秋
田
蕗
が
摺
り
出
さ
れ
、
蕗
に
と
ま
る

蝶
を
見
上
げ
た
布
袋
と
唐
子
の
姿
、
ま
た
葉
の
上
に
ひ
っ
そ
り
と
遊
ぶ
蝸
牛
が
南

画
風
に
描
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
画
面
中
央
の
大
き
な
葉
の
根
元
に
は
、

表
わ
さ
れ
た
太
い
茎
の
真
上
か
ら
「
百
穂
」
の
署
名
と
大
き
な
印
章
が
あ
る
た
め
、

あ
た
か
も
こ
の
蕗
摺
が
「
百
穂
が
手
掛
け
た
」
と
見
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
画
中

に
は
百
穂
以
外
に
も
二
名
の
人
物
の
落
款
が
あ
る
。
蝸
牛
の
す
ぐ
左
上
の
「
ひ
す

ゐ
」
と
読
め
る
署
名
は
、
杉
浦
非
水
（
一
八
七
六
―
一
九
六
五
）
で
あ
ろ
う
。
こ

の
落
款
は
蝸
牛
が
「
ひ
す
ゐ
」
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
画
面
中
央
下
、
小
さ
い
秋
田
蕗
の
根
元
す
ぐ
左
下
に
記
さ
れ
た
署
名
「
睡

嵯
松
水
」
と
読
め
る
署
名
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
人
物
が
特
定
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、「
ひ
す
ゐ
」
の
蝸
牛
以
外
は
、
布
袋
や

唐
子
、
蝶
そ
し
て
秋
田
蕗
摺
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
、
誰
が
描
き
入
れ
た
も
の
か
、

正
確
に
は
判
然
と
し
な
い
と
言
え
る
。（
註
100
）

（
3
）「
漱
石
先
生
書
詩
佛
老
人
秋
田
蕗
賛
百
穂
畫
燕
」
一
幅

（=

東
北
大
附
属
図
書
館
本
）【
図
26
】

　
〔
概
要
に
つ
い
て
は
後
述
〕

（
4
）
漱
石
自
賛
「
蝸ま
い
ま
い牛

や
五
月
を
わ
た
る
蕗
の
茎
」
蕗
摺
画 

一
幅（
註
101
）

【
概
要
】
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
画
集
等
な
ど
で
写
真
が
掲
載
さ
れ
た
形
跡
が

な
い
の
で
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
蕗
摺
画
の
う
ち
、（
2
）～（
4
）は
、い
ず
れ
も
大
正
五（
一
九
一
六
）

年
の
制
作
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
漱
石
最
晩
年
に
全
て
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
蕗
摺
画
が
、
も
し
本
当
に
平
福
百
穂
の
手
に

よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
当
然
の
よ
う
に
平
福
百
穂
の
画
歴
の
な
か
で
も

語
ら
れ
て
、
例
え
ば
年
譜
の
な
か
な
ど
に
も
彼
が
蕗
摺
を
手
掛
け
た
と
い
う
事
実

が
、
記
録
さ
れ
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌
人
と
し
て
も
活
躍
し
た
百
穂
だ
が
、生
前
に
は
多
く
の
友
人
・

文
化
人
た
ち
と
交
流
が
あ
り
、
ま
た
私
画
塾
「
白
田
舎
」
に
は
数
多
く
の
弟
子
た

ち
が
出
入
り
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
人
々
の
中
で
、
百
穂
が
秋
田
蕗
摺
を
手
掛
け

て
い
た
事
実
を
、
何
ら
か
に
証
言
す
る
人
物
が
居
て
も
可
笑
し
く
は
な
い
の
で
あ

る
。平

福
百
穂
は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
十
月
、
次
兄
危
篤
の
報
に
接
し
て
急
遽

秋
田
に
帰
省
す
る
。
そ
し
て
臨
終
の
兄
を
看
取
っ
た
直
後
に
自
ら
も
脳
溢
血
に
倒

れ
、
そ
の
ま
ま
六
日
後
に
故
郷
で
急
死
し
て
し
ま
う
。
あ
ま
り
に
突
然
だ
っ
た
死

ゆ
え
に
、
直
後
か
ら
翌
年
二
月
頃
ま
で
の
間
に
様
々
な
新
聞
・
雑
誌
に
追
悼
文
が

一
〇
〇
件
以
上
掲
載
さ
れ
る
ほ
か
、美
術
雑
誌
『
中
央
美
術
』
や
『
美
術
』『
雙
杉
』

『
美
之
國
』『
ア
ト
リ
エ
』
等
で
は
追
悼
特
集
号
が
組
ま
れ
る
な
ど
、
そ
の
衝
撃
の

大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
追
悼
特
集
の
な
か
で
も
雑
誌

― 12 ―

学
習
院
女
子
大
学 

紀
要
　
第
二
十
五
号

【図 27】漱石書魏野作
「『水流天自在』詩蕗摺画賛」
1915 ～ 16 年頃

000-043332-縦02-P07-30_今橋理子様.indd   12 2023/02/15   12:12:34



『
ア
ラ
ラ
ギ
』
第
二
十
七
巻
第
四
号
（
一
九
三
四
年
四
月
）
の
「
平
福
百
穂
追
悼
号
」

は
重
要
で
あ
り
、当
時
把
握
さ
れ
る
限
り
の
追
悼
文
献
一
覧
が
所
載
さ
れ
た
ほ
か
、

逝
去
二
か
月
後
に
早
く
も
、
秋
田
に
て
「
県
内
遺
作
展
覧
会
」
と
題
し
た
追
悼
展

覧
会
が
開
催
さ
れ
、
わ
ず
か
三
日
間
で
一
八
〇
〇
名
以
上
の
入
場
者
が
あ
っ
た
こ

と
を
報
告
し
て
い
る（
註
102
）。
こ
う
し
た
記
録
類
を
筆
者
は
改
め
て
片
端
か
ら
確

認
し
た
の
で
あ
る
が
、
百
穂
が
蕗
摺
作
品
を
手
掛
け
て
い
た
と
い
う
痕
跡
は
全
く

見
出
せ
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
漱
石
書
の
蕗
摺
画
賛
の
作
品
は
「
百
穂
の
手
に
よ
る
蕗
の
拓

本
」
と
い
う
言
説
が
伴
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
―
―
。
先
に
も
見
た
よ

う
に
、
夏
目
鏡
子
に
よ
れ
ば
〔（
樗
陰
は
〕
紙
を
ど
つ
さ
り
持
ち
込
ん
で
来
て
、（
中

略
）
一
切
の
準
備
を
と
ゝ
の
へ
て
、
さ
あ
、
先
生
御
書
き
く
だ
さ
い
と
い
つ
た
具

合
に
、
殆
ど
手
を
持
た
ん
ば
か
り
に
し
て
書
や
絵
を
お
書
か
せ
に
な
つ
た
も
の
で

す
」
と
証
言
し
て
い
た
。
ま
た
一
方
、
樗
陰
に
書
か
せ
ら
れ
る
側
の
漱
石
に
つ
い

て
は
「
滝
田
さ
ん
が
こ
れ
丈
お
書
か
せ
に
な
る
に
は
、
そ
れ
で
も
中
々
資
本
を
使

つ
て
ら
つ
し
や
い
ま
し
て
、
何
か
と
持
つ
て
来
て
下
さ
る
様
子
で
す
が
、
夏
目
も

滝
田
が
入
つ
て
来
る
と
、
今
日
は
何
を
持
つ
て
来
て
く
れ
た
か
し
ら
と
、
小
脇
を

見
る
な
ど
ゝ
笑
つ
て
居
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、
漱
石
も
ま
た
樗
陰
の
無

理
強
い
が
満
更
で
も
な
か
っ
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
う
し
た

証
言
に
も
と
づ
き
考
え
れ
ば
、
滝
田
樗
陰
は
、
自
身
が
何
等
か
に
買
い
入
れ
て
き

た
秋
田
蕗
摺
の
料
紙
を
漱
石
宅
に
持
参
し
て
、
書
を
揮
毫
し
て
も
ら
っ
て
い
た
―

―
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
大
体
に
お
い
て
「
秋
田
蕗
摺
」
は
す
で
に
漱

石
や
樗
陰
の
時
代
以
前
に
、
秋
田
の
地
に
お
い
て
「
一
子
相
伝
」
と
な
っ
て
い
た

伝
統
工
芸
美
術
で
あ
っ
た
。
久
保
田
手
形
新
町
（
現
在
の
秋
田
市
）
生
ま
れ
の
樗

陰
が
、
同
じ
久
保
田
で
店
を
構
え
て
い
た
秋
田
蕗
摺
の
老
舗
・
宮
越
家
の
こ
と
を

知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
だ
ろ
う（
註
103
）。
そ
こ
で
興
味
深
い
一
枚
の
絵
を
紹
介
し

て
お
き
た
い
。
明
治
十
年
代
～
二
十
年
代
に
か
け
て
東
北
各
地
を
旅
し
た
放
浪
の

画
家
・
蓑
虫
山
人
（
美
濃
国
出
身
、
本
名
は
土
岐
源
吾
、
一
八
三
六
―
一
九
〇
〇
）

が
描
い
た
、
膨
大
な
画
紀
行
の
な
か
に
含
ま
れ
る
「
羽
後
国
之
名
産
蕗
摺
之
図
」 

【
図
28
】
で
あ
る
。
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【図 28】�蓑虫山人筆「羽後之国名産蕗摺之図」（『蓑虫山人全国周遊絵日記』所収）
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④
蕗
摺
師
の
店
先
―
―
蓑
虫
山
人
の
画
紀
行
か
ら

蓑
虫
山
人
は
絵
師
で
あ
り
造
園
家
、
そ
し
て
考
古
学
者
と
し
て
の
一
面
も
持
っ

て
い
た
。
す
で
に
十
四
歳
に
し
て
故
郷
を
出
奔
し
放
浪
の
旅
へ
と
出
た
彼
は
、
二

十
一
歳
の
頃
よ
り
「
蓑
虫
山
人
」
と
名
乗
る
。
二
十
代
半
ば
で
長
崎
へ
赴
き
、
鉄

翁
祖
門
（
一
七
九
一
―
一
八
七
二
）
に
南
宗
画
を
学
ぶ
と
い
う
。
水
墨
に
淡
彩
を

加
え
た
軽
妙
な
筆
致
の
蓑
虫
山
人
の
画
は
、
時
に
与
謝
蕪
村
や
月
渓
の
俳
画
を
も

思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
東
北
へ
は
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
、
四
十
二
歳
の
頃

に
赴
き
、
翌
十
一
（
一
八
七
八
）
年
に
初
め
て
秋
田
を
旅
す
る
。
以
後
、
六
十
一

歳
で
放
浪
の
旅
を
打
ち
止
め
す
る
ま
で
の
間
、
青
森
、
秋
田
、
岩
手
を
巡
り
過
ご

す
こ
と
に
な
る
。（
註
104
）

秋
田
へ
の
旅
は
三
度
（
明
治
十
一
年
、
明
治
二
〇
～
二
三
年
、
明
治
二
七
～
二

八
年
）
確
認
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
七
～
二
八
年
に
か
け
て
の
最
後
の
旅
は
「
蓑

虫
山
人
画
紀
行
」（
秋
田
県
立
博
物
館
蔵
）
と
い
う
画
紀
行
（
一
種
の
絵
日
記
と

言
え
る
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
秋
田
蕗
摺
に
関
し
て
の
記
録
は

な
い
。
先
に
挙
げ
た
「
羽
後
国
之
名
産
蕗
摺
之
図
」【
図
28
】
は
、
蓑
虫
山
人
が

永
眠
し
た
愛
知
県
・
長
母
寺
（
名
古
屋
市
東
区
矢
田
町
）
に
伝
わ
る
画
帖
『
蓑
虫

山
人
全
国
周
遊
絵
日
記
』（
全
二
十
二
冊
）
に
所
収
さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
画

帖
の
成
立
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
概
ね
明
治
二
十
年
代
（
一
八
八
七
～
一
八
九

五
）
頃
に
描
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
註
105
）。「
羽
後
国
之
名
産
蕗
摺
之

図
」
に
は
詳
細
な
年
記
は
な
く
、
ま
た
描
い
た
蕗
摺
を
商
う
店
の
名
前
に
つ
い
て

も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
の
が
一
子
相
伝
で
蕗
摺
を

制
作
し
て
い
た
あ
の
「
宮
越
家
」
で
あ
る
と
即
断
す
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。

ま
た
こ
の
画
が
お
さ
め
ら
れ
た
画
帖
の
前
後
の
頁
に
は
主
に
北
秋
田
地
方
（
現

在
の
北
秋
田
市
、
大
館
、
能
代
地
域
）
に
関
わ
る
内
容
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
、 

【
図
28
】
に
描
か
れ
た
蕗
摺
師
の
店
先
は
、
あ
る
い
は
宮
越
家
と
は
別
の
、
北
秋

田
地
方
の
蕗
摺
師
の
店
で
あ
っ
た
か
―
―
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
図
は
、
明
治
後
期
に
お
け
る
秋
田
蕗
摺
師
の
作
業
場
や

そ
の
店
先
の
様
子
が
軽
妙
か
つ
克
明
に
記
録
さ
れ
て
い
る
、
現
存
す
る
ほ
と
ん
ど

唯
一
の
資
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

で
は
蓑
虫
山
人
の
画
を
観
察
し
て
み
よ
う
。

間
口
の
広
々
と
し
た
作
業
場
兼
店
先
で
は
、
恰
幅
の
好
い
男
性
が
ひ
と
品
を
選

ん
で
い
る
最
中
で
あ
る
。
す
で
に
手
に
し
て
い
る
の
は
、
う
っ
す
ら
と
撓
ん
で
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
布
製
の
蕗
摺
製
品
と
思
わ
れ
る
。
客
の
応
対
に
あ

た
る
少
し
年
若
く
見
え
る
人
物
は
、
他
に
も
蕗
摺
の
紙
や
布
、
あ
る
い
は
何
と
西

洋
傘
に
仕
立
て
ら
れ
た
蕗
摺
製
品
も
こ
の
客
に
勧
め
て
い
る
最
中
に
見
え
る
。
蕗

摺
の
西
洋
傘
と
は
何
と
も
意
外
で
あ
る
が
、
江
戸
の
頃
よ
り
実
際
に
大
き
な
ア
キ

タ
ブ
キ
の
葉
は
「
傘
代
わ
り
」
に
さ
れ
て
き
た
訳
で
あ
る
の
で
、
そ
ん
な
ウ
ィ
ッ

ト
も
込
め
た
「
蕗
摺
の
傘
」
な
の
だ
ろ
う
（
た
だ
し
日
傘
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
）。

男
性
客
の
す
ぐ
後
ろ
右
手
に
は
、
口
ひ
げ
を
生
や
し
た
こ
の
店
の
主
と
思
わ
れ
る

蕗
摺
師
が
、
横
長
の
作
業
机
の
上
に
和
紙
（
あ
る
い
は
布
か
）
を
延
べ
、
そ
の
上

か
ら
左
手
で
着
物
の
袖
口
を
し
っ
か
り
掴
み
つ
つ
、
左
肘
で
何
か
を
強
く
押
し
付

け
て
い
る
様
が
見
て
と
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
こ
そ
が
秋
田
蕗
の
葉
を
拓
本
と

す
る
「
蕗
摺
」
制
作
の
、
何
等
か
の
一
工
程
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
店
先

の
奥
に
は
そ
の
他
に
も
屏
風
仕
立
て
の
蕗
摺
や
、
板
に
貼
り
付
け
て
立
て
掛
け
て

あ
る
「
襖
紙
」
用
と
思
わ
れ
る
大
き
な
蕗
摺
が
一
枚
見
え
る
。
さ
ら
に
は
、
小
袖

か
浴
衣
に
仕
立
て
ら
れ
た
蕗
摺
、
ま
た
紙
に
摺
り
上
が
っ
て
ま
だ
間
も
な
い
大
小

様
々
な
大
き
さ
の
蕗
摺
が
、
室
内
に
一
文
字
に
渡
さ
れ
た
竹
竿
に
ふ
ん
わ
り
と
掛

け
ら
れ
て
、
乾
燥
を
待
っ
て
い
る
様
子
が
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
蕗
摺
制
作
や
販
売
の
様
子
に
つ
い
て
は
他

に
記
録
が
な
い
た
め
、
こ
の
蓑
虫
山
人
が
描
き
遺
し
た
記
録
は
、
歴
史
的
に
非
常

に
貴
重
な
証
言
で
あ
る
。
そ
こ
で
再
度
こ
こ
で
思
い
出
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
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論
第
3
章
「『
秋
田
蕗
』
の
歴
史
・
民
俗
・
芸
術
」（『
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
』

第
二
十
四
号
）
で
紹
介
し
た
、
旧
久
保
田
藩
士
で
著
述
家
の
石
井
忠
行
（
一
八
一

八
―
一
八
九
四
）
の
随
筆
『
伊
豆
園
茶
話
』
十
五
巻
に
表
わ
れ
た
、
秋
田
蕗
摺
の

製
法
に
関
す
る
重
要
な
証
言
で
あ
る
。
敢
え
て
再
び
引
用
し
て
み
た
い
。　

 「（
…
）
蕗
の
葉
藤
紙
に
摺
り
た
る
を
ば
、
上
方
に
て
大
に
賞
翫
す
る
事
な
り
。

古
く
は
生
マ
蕗
に
藤
紙
を
あ
て
ゝ
直
に
叩
き
潰
し
て
、
蕗
の
葉
や
茎
の
汁
出
て

紙
に
移
り
し
も
の
な
れ
ば
、
年
経
て
は
色
変
り
赤
み
出
て
よ
か
ら
ず
。
近
年
比

内
の
も
の
工
夫
し
て
蕗
に
板
を
付
け
て
か
ら
し
能
き
加
減
の
時
、
鉋か
ん
なを
も
つ
と

懸
け
そ
れ
へ
草
の
汁
の
絵
の
具
を
ひ
き
て
藤
紙
に
摺
る
ゆ
へ
、
形
も
鮮
に
年
経

て
も
色
変
ら
ず
。
こ
れ
を
襖
三
尺
幅
一
枚
に
に
て
張
る
べ
き
紙
を
も
漉
せ
、
そ

れ
へ
摺
て
も
売
出
す
な
り
。
ま
た
金
巾
に
も
摺
つ
て
売
る
。
机
に
懸
け
て
埃
除

け
と
し
て
掛
物
の
表
装
に
も
す
る
也
。
以
前
は
蕗
時
な
ら
で
摺
る
事
な
ら
ざ
り

し
が
、
今
は
何
時
に
も
摺
る
事
と
な
り
し
也
。
▽
久
保
田
の
寺
町
に
住
む
宮
越

精
之
進
と
い
ふ
も
の
、
今
専
ら
摺
る
。
大
河
在
の
大
又
沢
、
小
又
沢
よ
り
蕗
の

葉
を
買
入
る
と
ぞ
。
雌
黄
と
藍
蠟
に
て
摺
る
と
い
ふ
。」

（『
伊
豆
園
茶
話
』
十
五
の
巻
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
五
月
）（
註
106
）

石
井
の
証
言
に
も
と
づ
け
ば
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
当
時
、
宮
越
家
は
す

で
に
二
代
目
精
之
進
の
代
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
店
は
「
久
保
田
寺
町
」

に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
本
論
で
先
に
紹
介
し
た
伊
藤
圭
介
識
語
・

宮
越
精
之
進
作
「
安
喜
多
富
貴
印
葉
図
」【
図
9
】（
名
古
屋
市
東
山
植
物
園
蔵
、

本
論
第
1
章
を
参
照
の
こ
と
）
が
、
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
の
第
一
回
内
国
勧

業
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
て
い
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
こ
の

作
品
に
は
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
の
段
階
で
伊
藤
圭
介
が
識
語
を
認
め
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
情
報
を
総
合
し
て
考
察
す
れ
ば
、
も
し
蓑
虫
山
人
が
描
い
た
蕗
摺

師
の
様
子
が
「
宮
越
家
」
で
あ
る
な
ら
ば
、画
中
の
人
物
は
―
―
特
に
蕗
摺
を
摺
っ

て
い
る
主
と
思
わ
れ
る
人
物
は
「
二
代
目
・
宮
越
精
之
進
」
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
画
の
様
子
は
、
概
ね
明
治
二
〇
～
二

七
（
一
八
八
七
～
一
八
九
四
）
年
頃
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
後
に
詳
述
す
る

が
、
宮
越
精
之
進
は
大
正
二
年
頃
ま
で
は
確
実
に
蕗
摺
制
作
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
理
由
で
あ
る
。

さ
ら
に
石
井
忠
行
の
証
言
の
な
か
で
「
襖
三
尺
幅
一
枚
に
に
て
張
る
べ
き
紙
を

も
漉
せ
、
そ
れ
へ
摺
て
も
売
出
す
」
と
か
、「
ま
た
金
巾
に
も
摺
つ
て
売
る
」「
机

に
懸
け
て
埃
除
け
と
し
て
掛
物
の
表
装
に
も
す
る
也
」
と
、
蕗
摺
を
使
っ
た
具
体

的
な
商
品
の
姿
も
伝
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
情
報
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、「
襖

三
尺
幅
」（
＝
お
よ
そ
九
〇
㎝
幅
）
と
は
ま
さ
に
、夏
目
漱
石
が
小
説
『
彼
岸
過
迄
』

の
中
で
描
写
し
て
い
た
蕗
摺
絵
の
襖
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
し
、
合
わ
せ
て

例
の
漱
石
書
・
百
穂
画
の
大
幅
作
品
（
東
北
大
学
附
属
図
書
館
本
）
の
姿
も
、
寸

法
（
本
紙
横
幅
八
九
・
六
㎝
）
的
に
ぴ
た
り
と
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
重
な
っ
て
く
る

だ
ろ
う
。

ま
た
一
方
、
従
来
指
摘
の
な
い
資
料
な
の
だ
が
、
鈴
木
吉
裕
著
『
大
正
の
秋
田

―
附
商
工
人
名
録
』（
大
正
堂
書
店
、
大
正
二
（
一
九
二
七
）
年
刊
行
）
と
い
う
文

献
に
「
重
要
物
産
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
（
同
書
三
九
―
四
二
頁
）、
そ
こ
に
秋

田
蕗
摺
を
筆
頭
に
し
て
全
八
つ
の
秋
田
の
代
表
的
物
産
品
―
―
秋
田
蕗
漬
・
金
銀

細
工
、
鋳
物
、
織
物
（
秋
田
畝
織
、
秋
田
八
丈
縞
、
富
貴
織
）、
木
通
細
工
、
秋

田
焼
、
南
部
表
―
―
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
註
107
）。
以
下
当
該
資
料
の
「
秋
田
蕗
摺
」

の
箇
所
を
引
用
し
て
み
た
い
。

「
●
重
要
物
産

○
秋
田
蕗
摺　

秋
田
蕗
の
名
は
古
来
よ
り
其
名
人
口
を
膾
炙
す
、
こ
れ
を
利
用

し
て
秋
田
特
産
畝
織
及
キ
ャ
リ
コ
等
の
ハ
ン
ケ
チ
に
摺
り
込
み
、
ま
た
襖
紙
に
も

― 15 ―

秋
田
蕗
摺
が
辿
っ
た
近
代
―
―
近
世
日
本
に
お
け
る
「
印
葉
図
」
誕
生
に
関
す
る
考
察
（
下 

―
二
）

000-043332-縦02-P07-30_今橋理子様.indd   15 2023/02/15   12:12:34



摺
り
附
せ
し
も
の
あ
り
、
市
内
各
所
に
て
販
売
す
、
製
造
所
の
重
な
る
も
の
は
、

東
根
小
屋
町
宮
越
精
之
進
と
す
。」（
註
108
）

つ
ま
り
こ
れ
を
読
む
と
、
①
二
代
目
の
宮
越
精
之
進
は
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）

年
以
降
、
大
正
二
年
ま
で
の
お
よ
そ
三
十
年
以
上
に
わ
た
り
蕗
摺
師
と
し
て
活
躍

し
続
け
て
い
た
こ
と
や
、②
当
時
の
秋
田
蕗
摺
が「
秋
田
畝
織
」や「
秋
田
八
丈
縞
」

な
ど
（
こ
れ
ら
の
織
物
は
令
和
の
現
代
に
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
秋
田
の
伝
統
工
芸
で
あ
る
）

他
の
染
織
品
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
製
品
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
く

る
。
こ
の
よ
う
に
明
治
―
大
正
期
の
秋
田
を
代
表
す
る
「
重
要
物
産
」
の
一
つ
と

し
て
蕗
摺
が
見
做
さ
れ
て
い
た
事
実
は
、
多
く
の
人
々
の
認
識
の
中
で
蕗
摺
が
単

に
「
伝
統
工
芸
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
み
な
ら
ず
、
極
め
て
大
事
な
同
時
代
的

「
産
業
製
品
」
と
し
て
も
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

蓑
虫
山
人
が
描
い
た
蕗
摺
屋
の
様
子
【
図
28
】
は
、
山
人
自
身
も
「
羽
後
国
之

名
産
蕗
摺
之
図
」
と
記
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
当
時
の
こ
の
よ
う
な
状
況
を
し
っ

か
り
と
記
録
し
、
留
め
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
改
め
て
画
を
観
察
す
れ

ば
、
店
先
で
品
物
を
選
ぶ
恰
幅
の
好
い
男
性
は
、
そ
の
身
な
り
か
ら
想
像
す
る
に
、

単
な
る
お
土
産
品
を
買
う
た
め
に
品
定
め
を
し
て
い
る
旅
人
で
は
な
く
、
商
品
の

仲
買
を
す
る
所
謂
「
バ
イ
ヤ
ー
」
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
明
治
時
代
の
秋
田
に
お

い
て
「
重
要
な
産
業
製
品
」
と
し
て
確
か
に
そ
の
一
角
を
占
め
て
い
た
「
秋
田
蕗

摺
」
と
い
う
伝
統
工
芸
の
姿
が
、
極
め
て
明
確
に
現
代
の
私
た
ち
に
も
見
え
て
く

る
の
で
あ
る
。

⑤
実
在
し
た
も
う
一
人
の
蕗
摺
師
―
―
明
治
十
年
内
国
勧
業
博
覧
会
の
記
録

さ
ら
に
こ
こ
で
、
実
は
も
う
一
つ
存
在
す
る
興
味
深
い
事
実
を
明
か
し
て
お
き

た
い
。

先
に
も
触
れ
た
宮
越
精
之
進
作
「
安
喜
多
富
貴
印
葉
図
」【
図
9
】
が
、
明
治

十
（
一
八
七
七
）
年
の
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
て
い
た
作
品
で
あ

り
、
宮
越
精
之
進
は
そ
れ
に
よ
り
当
時
の
内
務
卿
・
大
久
保
利
通
か
ら
褒
状
を

受
け
て
い
た
こ
と
は
、
本
論
（
上
）
の
第
1
章
で
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る（
註
109
）。

こ
の
事
実
は
国
立
国
会
図
書
館
に
蔵
さ
れ
る
『
明
治
十
年
内
国
勧
業
博
覧
会
賞
牌

褒
状
授
与
人
名
録
』（
内
国
勧
業
博
覧
会
事
務
局
刊
、明
治
十
二
年
）（
請
求
番
号
：

特
2
8
―
4
5
7
）
の
「
秋
田
縣
三
」
の
頁
に
宮
越
精
之
進
の
名
前
が
所
載
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
の
だ
が
、
実
は
彼
の
名
前
の
一
つ
前
の
行
に
「
褒

状　

欵
冬
摺
紙　

堺
五
兵
衛
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
こ
の
時
蕗
摺
紙
で
褒
状
を

受
け
た
人
物
が
も
う
一
人
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
治
十
年

の
段
階
で
は
、
秋
田
蕗
摺
は
必
ず
し
も
「
宮
越
家
」
だ
け
が
製
造
し
て
い
た
訳
で

は
な
く
、
少
な
く
と
も
「
堺
五
兵
衛
」
と
い
う
人
物
も
ま
た
、
褒
状
を
受
け
る
ほ

ど
の
作
品
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
つ
い
て

調
べ
る
と
、
同
じ
く
内
国
勧
業
博
覧
会
事
務
局
が
刊
行
し
た
『
明
治
十
年
内
国
勧

業
博
覧
か
出
品
目
録
』
第
四
巻
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
請
求
番
号
：
特
1
7
―

9
8
2
）
の
「
追
秋
田
二
ノ
二
」
の
頁
に
は
、

「
秋
田
縣

　
　
　
（
中
略
）

　

第
六
類

欵
冬
摺
金
巾　

羽
後
國
秋
田
郡
荒
瀬
村　

銀
山
町　

堺 

五
兵
衛

　

第
八
類

欵
冬
摺
絹　
　

羽
後
國
秋
田
郡
荒
瀬
村　

銀
山
町　

堺 

五
兵
衛

　
　
　
（
以
下
、
省
略
）

　

第
十
類

　

襖
紙　
　

藤
欵
冬
摺
荒
瀬
村　

銀
山
町　
　

堺 

五
兵
衛

襖
紙　
　

藤
金
巾 
寺
町　
　

同
村　
　
　

宮
越
精
之
進　
（
以
下
略
）」

― 16 ―

学
習
院
女
子
大
学 

紀
要
　
第
二
十
五
号
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と
あ
り
、
こ
の
「
堺
五
兵
衛
」
と
い
う
人
物
が
「
秋
田
郡
荒
瀬
村
銀
山
」（
現
在

の
秋
田
県
北
秋
田
市
阿
仁
荒
瀬
）
で
蕗
摺
を
生
産
し
、
襖
紙
の
ほ
か
金
巾
や
絹
織

物
に
も
蕗
摺
を
施
し
た
製
品
を
製
造
し
て
い
た
と
わ
か
る（
註
110
）。
残
念
な
が
ら

「
堺
五
兵
衛
」
が
い
つ
頃
ま
で
阿
仁
の
地
で
秋
田
蕗
摺
を
制
作
し
て
い
た
の
か
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、少
な
く
と
も
鈴
木
吉
裕
『
大
正
の
秋
田
―
附
商
工
人
名
録
』

（
大
正
二
（
一
九
二
七
）
年
刊
行
）
の
時
点
で
は
所
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
み
れ

ば
、
明
治
時
代
の
う
ち
に
堺
五
兵
衛
の
蕗
摺
屋
は
廃
業
し
て
し
ま
っ
た
と
推
察
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
秋
田
蕗
摺
が
複
数
の
人
々
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て

い
た
実
情
は
、「
一
子
相
伝
」
と
し
て
認
識
し
て
き
た
秋
田
蕗
摺
へ
の
、
私
た
ち

の
歴
史
認
識
を
改
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
あ
の
蓑
虫
山
人

が
描
い
た
蕗
摺
屋
の
店
先
（
図
28
）
に
つ
い
て
私
は
「
北
秋
田
地
方
の
他
の
蕗
摺

師
の
店
で
あ
っ
た
の
か
」
と
の
推
測
を
述
べ
た
が
、そ
う
で
あ
れ
ば
、ま
さ
に
「
堺

五
兵
衛
」
の
蕗
摺
屋
の
店
先
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る（
註
111
）。

⑥
漱
石
賛
・
百
穂
画
の
蕗
摺
絵
制
作
は
誰
か

さ
て
、
こ
う
し
た
明
治
～
大
正
期
に
至
る
頃
の
秋
田
蕗
摺
の
歴
史
的
背
景
や
社

会
的
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
に
も
論
じ
た
よ
う
に
、
夏
目
漱
石
が
賛
を
揮

毫
し
た
一
連
の
蕗
摺
絵
は
、
短
絡
的
に
「
平
福
百
穂
が
制
作
し
た
」
と
い
う
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
秋
田
蕗
と
い
う
自
然
物
と
し
て
の
突
出
し
た
大
き

さ
と
、
何
よ
り
も
そ
の
色
美
し
い
緑
色
を
印
葉
図
と
し
て
再
現
で
き
た
の
は
、
基

本
的
に
は
「
宮
越
家
」
か
、
も
し
く
は
「
堺
家
」
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
漱

石
や
百
穂
が
活
躍
し
た
同
時
代
に
、
秋
田
蕗
摺
は
、
秋
田
の
「
重
要
物
産
」
と
し

て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
漱
石
が
死
去
し
た
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
か
ら

推
定
す
れ
ば
、
か
な
り
の
確
率
で
こ
の
時
期
の
蕗
摺
は
「
宮
越
家
＝
二
代
目
・
宮

越
精
之
進
」の
手
に
な
る
作
品
が
流
通
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

秋
田
・
久
保
田
の
出
身
で
あ
っ
た
滝
田
樗
陰
は
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
に
久

保
田
で
生
ま
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
地
元
の
蕗
摺
絵
―
―
す
な
わ
ち
二
代
目
・
精

之
進
の
蕗
摺
は
、
樗
陰
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し

た
出
身
地
・
秋
田
の
名
産
品
を
敬
愛
す
る
夏
目
漱
石
の
元
に
持
ち
込
む
と
い
う
行

動
は
、
漱
石
に
と
っ
て
は
い
さ
さ
か
迷
惑
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
―
―
が
、
漱

石
に
と
っ
て
も
秋
田
蕗
摺
を
直
に
目
に
し
た
際
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
や
は
り
か
な

り
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漱
石
が
小
説
『
彼
岸
過
迄
』
や
『
行
人
』

の
な
か
で
、
わ
ざ
わ
ざ
植
物
と
し
て
の
ア
キ
タ
ブ
キ
の
姿
や
蕗
摺
の
襖
絵
の
様
子

を
、
物
語
の
点
景
と
し
て
描
写
し
た
理
由
の
一
端
は
、
こ
の
よ
う
に
説
明
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

二
代
目
・
宮
越
精
之
進
の
作
例
と
特
徴

で
は
、
漱
石
書
の
蕗
摺
絵
が
二
代
目
・
精
之
進
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
蕗
摺
絵
作
品
そ
の
も
の
か
ら
証
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
―
―
。
本

論
で
先
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
漱
石
書
・
百
穂
画
の
蕗
摺
画
は
、
少
な
く
と
も
こ

れ
ま
で
に
知
ら
れ
た
の
は
四
点
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
漱
石
や
百
穂
ら

の
署
名
や
印
章
が
確
認
さ
れ
て
も
、
残
念
な
が
ら
「
宮
越
精
之
進
」
の
落
款
等
は

確
認
で
き
な
い
。
た
だ
興
味
深
い
点
と
し
て
、東
北
大
附
属
図
書
館
本【
図
26
】や
、

杉
浦
非
水
の
蝸
牛
の
描
き
入
れ
が
あ
る
作
品
【
図
27
】
で
は
、
共
通
し
て
摺
り
出

さ
れ
た
蕗
の
茎
の
足
元
―
―
す
な
わ
ち
地
面
か
ら
生
え
た
根
元
の
様
子
が
描
か
れ

ず
、
微
妙
に
暈
か
さ
れ
る
よ
う
に
処
理
さ
れ
、
あ
る
種
突
然
に
蕗
の
茎
が
画
面
に

現
れ
た
か
の
よ
う
な
、
特
徴
的
な
表
現
で
描
か
れ
て
い
る
【
図
29
】。

実
は
代
々
の
宮
越
家
の
う
ち
、
初
代
・
精
次
郎
の
作
品
は
こ
れ
ま
で
現
存
が
確

認
さ
れ
て
い
な
い
。
管
見
の
限
り
二
代
目
・
精
之
進
の
蕗
摺
絵
だ
け
に
、
制
作
年

代
に
つ
い
て
あ
る
程
度
推
定
で
き
る
作
品
が
残
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
代
表
的

な
例
が
、
拙
論
〔
本
論
（
上
）、『
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
』
第
二
十
号
〕
で
も
先

に
紹
介
し
た
、
伊
藤
圭
介
識
語
・
宮
越
精
之
進
作
「
安
喜
多
富
貴
印
葉
図
」（
名
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古
屋
市
東
山
植
物
園
蔵
、【
図
9
】）
で
、こ
れ
は
明
治
十
年
内
国
勧
業
博
覧
会
（
一

八
七
七
年
）
に
出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
当
該

作
は
、
二
代
目
精
之
進
の
「
基
準
作
」
と
し
て
、
ま
ず
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
る（
註
112
）。

ま
た
近
年
、筆
者
が
照
会
を
受
け
調
査
し
た
蕗
摺
絵
の
大
型
屏
風
（
二
曲
一
隻
、

紙
本
着
色
、
本
紙
部
分
は
縦
一
五
九
・
二
×
横
一
七
一
・
一
㎝
、
個
人
蔵
）【
図

30
】
は
全
く
の
新
出
作
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
精
之
進
の
手
に
よ
っ
て
作
成
さ

れ
た
こ
と
を
示
す
「
宮
越
精
之
進
製
」（
朱
文
方
印
）
の
ほ
か
に
、
彼
の
堂
号
と

思
わ
れ
る
印
章
「
翠
衣
堂
」（
白
文
方
印
）【
図
31
】
が
捺
さ
れ
て
あ
り
貴
重
で
あ

る（
註
113
）。

本
作
品
は
残
念
な
が
ら
経
年
に
よ
る
画
面
の
灼
け
と
劣
化
が
現
状
で
は
激
し

い
。
ま
た
屏
風
に
向
か
っ
て
特
に
右
側
の
扇
（=

面
）
に
は
、
縦
に
大
き
く
亀
裂

が
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、将
来
的
に
は
全
面
的
な
修
復
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
点
を
除
け
ば
、
絵
画
と
し
て
非
常
に
迫
力
が
満
ち
て
い

る
。
本
図
に
は
大
小
三
枚
の
秋
田
蕗
の
葉
が
摺
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ま
ず
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【図 30】�宮越精之進作「旧杉下家本蕗摺絵屏風」1887 ～ 97 年頃　�
個人蔵
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そ
れ
ら
の
配
置
の
仕
方
が
実
に
絶
妙
で
あ
り
、
迫
力
と
共
に
あ
る
種
の
豊
か
な
詩

情
が
感
じ
ら
れ
る
。い
わ
ゆ
る
植
物
標
本
と
し
て
の「
印
葉
図
」で
は
決
し
て
な
い
。

こ
れ
を
見
る
と
、
二
代
目
・
精
之
進
と
い
う
人
物
の
「
画
家
」
と
し
て
の
確
か
な

感
性
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
屏
風
の
左
右
の
面
に
わ
た
っ

て
最
も
大
き
く
摺
ら
れ
た
一
枚
の
葉
は
特
に
印
象
的
で
あ
る
。
敢
え
て
メ
ジ
ャ
ー

を
使
っ
て
大
き
さ
を
計
測
し
て
み
た
と
こ
ろ
、何
と
葉
の
直
径
（
葉
径
の
最
大
値
）

が
一
二
六
㎝
も
あ
る
。
こ
れ
は
実
に
見
応
え
が
あ
る
。
版
画
と
し
て
考
え
て
み
て

も
、
こ
れ
だ
け
大
き
な
画
面
に
、
こ
れ
ほ
ど
に
巨
大
な
秋
田
蕗
の
葉
を
一
気
に
一

枚
の
和
紙
に
摺
り
出
す
た
め
に
は
、
職
人
と
し
て
相
当
に
高
度
な
技
術
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
も
本
屏
風
は
、
二
代
目
・
精
之
進
と
い
う
蕗
摺
師
の
確
か
な

腕
前
を
今
日
に
伝
え
る
、
重
要
な
作
品
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の

で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
本
作
品
に
は
「
作
品
名
」
な
ど
が
付
さ
れ
て
き
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

以
後
本
論
で
は
便
宜
的
な
呼
称
と
し
て
旧
蔵
者
の
名
前
を
冠
し
「
旧
杉
下
家
本
蕗

摺
絵
屏
風
」（
＝
旧
杉
下
家
本
）
と
し
た
い
と
思
う
。
な
お
本
屏
風
に
関
す
る
伝

来
等
に
つ
い
て
は
、
本
論
の
註
113
に
譲
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

一
応
こ
こ
で
小
結
論
的
に
述
べ
る
と
、
旧
杉
下
家
本
蕗
摺
絵
屏
風
は
、
筆
者
が
知

る
限
り
現
存
が
確
認
さ
れ
る
「
旧
来
法
」
お
よ
び
「
宮
越
流
」
の
い
ず
れ
の
蕗
摺

絵
作
品
と
比
較
し
て
み
て
も
、
お
そ
ら
く
最
大
級
の
大
き
さ
を
誇
る
ア
キ
タ
ブ
キ

を
用
い
た
蕗
摺
作
品
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
点
に
お
い
て
秋
田
蕗
摺
の
歴
史
上
、

重
要
な
意
味
を
も
つ
作
品
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
旧
杉
下
家
本
の
蕗
摺
は
明
治
中

頃
に
は
旧
蔵
者
宅
に
あ
っ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
治
二
十
年
代
（
一

八
八
七
～
九
七
年
）
前
後
の
作
例
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
精
之
進
の
作
品
と
し
て
国
立
国
会
図
書
館
（
＝
「
白
井
文
庫
蔵
本
」
と

以
下
称
す
る
）
に
「
秋
田
蕗
葉
押
形
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
（
紙
本
着
色
、二
枚
、

各
縦
一
七
四
×
横
八
九
㎝
、
請
求
番
号
：
特
1
―
3
2
3
2
）。
署
名
は
無
く
「
宮

内
省
東
宮
殿
下
賜
御
買
上
栄
」「
羽
後
秋
田
」「
宮
越
精
之
進
」
の
三
つ
の
印
章

が
確
認
さ
れ
る
。
現
在
実
見
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開

さ
れ
て
い
る
範
疇
の
画
像
（
全
て
部
分
図
）
で
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
【
図
32
】、
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【図 31】宮越精之進作「旧杉下
家本蕗摺絵屏風」落款部分

【図 32】�宮越精之進作「秋田蕗葉押形」部分　
国立国会図書館白井文庫蔵
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蕗
の
根
元
の
描
写
は
先
の
例
の
よ
う
に
画
面
に
ぼ
か
さ
れ
る
よ
う
な
描
写
と
な
っ

て
お
り
、
二
代
目
・
精
之
進
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る（
註
114
）。

と
こ
ろ
で
三
代
目
・
宮
越
精
次
郎
（
初
代
と
同
じ
名
前
）
作
と
さ
れ
る
蕗
摺
絵

の
屏
風
【
図
33
】
が
、
か
つ
て
「
秋
田
蕗
の
は
な
し
展
」（
秋
田
市
立
赤
れ
ん
が

郷
土
館
、
平
成
九
年
）
と
い
う
展
覧
会
で
公
開
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る（
註
115
）。
こ

の
折
の
展
覧
会
図
録
を
見
る
と
、
三
代
目
・
精
次
郎
が
摺
り
出
す
蕗
の
根
元
の
描

写
は
、
本
紙
の
最
底
辺
で
あ
た
か
も
截
ち
切
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
形
で
描
写
さ
れ

て
お
り
、
先
の
二
代
目
・
精
之
進
の
手
法
と
は
異
な
る
印
象
で
あ
る
。

そ
う
し
た
相
違
点
も
比
較
し
考
え
合
わ
せ
る
と
、
明
治
十
年
の
「
安
喜
多
富
貴

印
葉
図
」【
図
9
】
の
色
彩
は
藍
味
が
強
く
、
一
連
の
漱
石
書
の
蕗
摺
画
作
品
と

は
印
象
を
異
に
す
る
点
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
お
い
て
も
摺
り
出
さ
れ
た
蕗
の
根
元

の
様
子
は
、
微
妙
に
画
面
に
暈
か
し
込
ま
れ
る
よ
う
な
絶
妙
な
表
現
と
な
っ
て
お

り
、【
図
26
】
お
よ
び
【
図
27
】
ま
た
【
図
30
】
の
作
風
と
も
全
く
共
通
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
二
代
目
・
精
之
進
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
三
つ
点

が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

①
二
代
目
・
精
之
進
の
活
躍
期
は
少
な
く
と
も
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
～

大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
ま
で
の
前
後
期
間
を
含
む
、
お
よ
そ
四
十
年
間
以
上
で

あ
っ
た
こ
と
。

②
精
之
進
の
作
風
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
は
、
摺
り
出
さ
れ
た
蕗
の
根
元
の
表

現
が
、
微
妙
に
画
面
に
暈
か
し
込
ま
れ
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
。

③
精
之
進
の
時
代
ま
で
「
宮
越
流
」
の
蕗
摺
の
色
目
は
、
明
治
初
期
で
は
藍
味

の
勝
っ
た
緑
色
で
あ
っ
た
の
が
、
次
第
に
深
い
「
翡ひ
す
い翠

色
」
に
近
い
、
深
い
緑
色

を
醸
せ
る
色
合
い
に
摺
り
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
精
之
進
時
代
に
成
功

し
た
こ
の
深
い
「
翡
翠
色
」
の
色
目
は
、
そ
の
後
の
宮
越
家
の
蕗
摺
作
品
に
伝
承

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

④
以
上
の
よ
う
な
事
柄
か
ら
、夏
目
漱
石
揮
毫
の
賛
が
あ
る【
図
26
】お
よ
び【
図

27
】
な
ど
一
連
の
蕗
摺
絵
画
賛
の
作
品
は
、
二
代
目
・
精
之
進
の
手
に
な
る
蕗
摺

に
揮
毫
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
た
事
実
を
積
み
重
ね
た
上
で
、
さ
ら
に
次
の
よ

う
な
作
品
も
二
代
目
・
精
之
進
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
指
摘
し
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て
お
き
た
い
。　

百
穂
と
精
之
進
の
「
協
働
」

そ
の
作
品
と
は
、
現
在
、
福
島
県
立
美
術
館
が
所
蔵
す
る
「
平
福
百
穂
筆
」
と

さ
れ
て
い
る
「
ふ
き
図
」（
紙
本
墨
画
淡
彩
、
縦
一
六
六
・
二
×
横
一
六
六
・
〇
㎝
）

屏
風
で
あ
る【
図
34
】。
本
作
品
は
こ
れ
ま
で「
制
作
年
不
詳
」と
さ
れ
て
お
り
、「
芸

術
植
物
園
」
展
（
愛
知
県
美
術
館
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
限
ら
れ
た
機
会
で
公
開

さ
れ
て
き
て
お
り
、
平
福
百
穂
作
品
と
し
て
は
あ
ま
り
広
く
知
ら
れ
て
き
た
形
跡

は
見
当
た
ら
な
い
。

二
〇
二
二
年
三
月
、
坂
本
篤
史
氏
（
同
博
物
館
学
芸
員
）
の
ご
協
力
の
も
と
、

本
屏
風
を
直
接
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。
二
曲
一
隻
屏
風
に
は
、
四
枚
の
大
き
な

ア
キ
タ
ブ
キ
の
葉
が
摺
り
出
さ
れ
て
い
る
。
蕗
の
色
調
は
幾
分
黒
味
を
帯
び
た
翡

翠
色
で
あ
り
、
爽
や
か
で
あ
り
な
が
ら
、
全
体
的
に
重
厚
感
の
あ
る
画
面
に
仕
上

が
っ
て
い
る
。そ
し
て
画
中
に
は
秋
田
蕗
の
ほ
か
に
飛
来
す
る
三
羽
の
燕
の
姿
と
、

そ
の
背
後
に
は
抽
象
的
で
は
あ
る
が
大
滝
（
瀑
布
）
が
水
墨
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
っ
ぷ
り
と
し
た
墨
の
筆
遣
い
か
ら
、
大
滝
と
燕
を
描
い
の
は
、
画
面
左
下

隅
に
落
款
【
図
35
】
が
あ
る
平
福
百
穂
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
一
方
、
蕗

摺
を
手
掛
け
た
人
物
の
落
款
は
残
念
な
が
ら
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
葉
脈
を
一

気
に
摺
り
出
し
た
際
の
絵
具
の
滲
み
や
溜
ま
り
な
ど
は
一
切
な
く
、
色
面
は
非
常

に
鮮
明
で
あ
り
、
同
時
に
葉
の
細
部
の
表
現
を
観
察
す
れ
ば
、
ま
る
で
顕
微
鏡
で

植
物
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
に
、「
細
胞
」
の
よ
う
な
葉
脈
の
編
み
目
が
非
常
に

美
し
い
。
こ
と
に
屏
風
中
央
辺
り
で
二
枚
の
蕗
の
葉
が
重
な
り
あ
っ
て
い
る
描
写

は
絶
妙
で
、
明
ら
か
に
摺
り
出
さ
れ
て
色
面
が
「
重
複
」
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
絵
具
は
濃
く
濁
る
こ
と
も
な
く
爽
や
か
な
趣
を
称
え
て
い
る
。
こ
の
絶
妙
な
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摺
り
の
表
現
は
、
ま
さ
に
二
代
目
・
精
之
進
の
蕗
摺
技
術
が
な
せ
る
業
で
あ
る
。

蕗
の
茎
の
足
元
が
、
例
の
暈
か
さ
れ
る
よ
う
な
表
現
で
な
さ
れ
て
い
る
点
も
、
精

之
進
の
代
表
作
で
あ
る
東
北
大
附
属
図
書
館
本
【
図
26
】
や
白
井
文
庫
蔵
本
【
図

32
】
と
同
じ
表
現
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、本
屏
風
の
蕗
摺
絵
は
「
平
福
百
穂
」
で
は
な
く
、

や
は
り
二
代
目
・
宮
越
精
之
進
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
た
い
。

と
こ
ろ
で
本
屏
風
の
左
側
、「
百
穂
」
落
款
の
す
ぐ
上
の
辺
り
に
は
、
太
い
秋

田
蕗
の
三
本
の
茎
が
岩
場
の
手
前
に
力
強
く
生
え
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
よ
く
見
る
と
そ
の
岩
場
の
表
現
は
、
蕗
の
茎
を
避
け
る
か
の
よ
う
に
慎
重
に

墨
筆
で
描
き
入
れ
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
事
実
は
、
百
穂
が
瀑
布
や
燕
、

そ
し
て
岩
場
の
モ
チ
ー
フ
を
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
蕗
摺
絵
の
中
に
「
後

か
ら
描
き
入
れ
た
」
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
断
は
で
き
な
い
が
、

す
で
に
完
成
品
と
し
て
存
在
し
て
い
た
蕗
摺
絵
屏
風
に
、
後
か
ら
百
穂
が
筆
を
加

え
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
注
目
す
べ
き
は
、屏
風
の
右
面
下
、

そ
の
最
も
右
隅
に
―
―
所
蔵
す
る
福
島
県
立
美
術
館
の
方
さ
え
も
気
づ
い
て
お
ら

れ
な
か
っ
た
の
だ
が
―
―
一
つ
の
遊
印
が
捺
さ
れ
て
あ
る
【
図
36
】。

「
各
師
自
然
」（
朱
文
重
郭
長
方
印
）
と
判
読
で
き
る
そ
の
印
は
、
従
来
知
ら
れ

て
き
た
平
福
百
穂
の
印
章
で
も
な
く
、
ま
た
宮
越
精
之
進
の
印
章
と
み
な
す
こ

と
に
も
注
意
を
要
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
お
の
お
の
師
は
自
然
」
と
読
め
る
そ
の

「
各
お
の
お
の」
と
は
、
お
そ
ら
く
複
数
の
人
物
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
―
―
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
百
穂
」
と
「
精
之
進
」
の
双
方
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

平
福
百
穂
は
、
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
日
本
画
の
あ
り
方
が
探
ら
れ
て
い
た
明

治
画
壇
に
お
い
て
、〈
自
然
主
義
〉
を
標
榜
す
る
「
无
声
会
」
に
参
加
。
自
身
の

目
と
感
性
に
よ
る
「
写
生
」
を
重
視
し
、
日
本
画
の
伝
統
に
囚
わ
れ
な
い
新
た

な
表
現
方
法
を
探
求
し
た
画
家
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
宮
越
精
之
進
は
自
然
界

に
二
つ
と
同
じ
表
情
を
も
つ
こ
と
の
な
い
「
秋
田
蕗
」
と
い
う
植
物
と
、
日
々

向
き
合
う
と
い
う
人
生
を
送
っ
た
。
彼
は
ま
さ
に
「
自
然
」
が
教
え
て
く
れ
る

美
を
、「
一
子
相
伝
」
の
技
術
を
以
て
克
明
に
一
枚
の
和
紙
に
摺
り
出
す
こ
と
が

で
き
た
、
当
時
た
だ
一
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
の
で
あ
っ
た
。
百
穂
と
精
之
進
、

二
人
の
芸
術
家
が
「
蕗
摺
絵
」
に
懸
け
た
確
か
な
思
い
を
、
こ
れ
以
上
に
証
明

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
「
蕗
摺
」
と
い
う
伝
統
芸
術
の
中
に

元
来
存
在
し
て
い
る
「
在
り
の
ま
ま
の
自
然
美
」
や
、「
そ
っ
く
り
と
写
し
取

ら
れ
た
自
然
美
」
と
は
、
平
福
百
穂
の
求
め
た
理
想
の
〈
自
然
主
義
〉
に
、
あ

る
意
味
全
く
叶
う
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
は
出

な
い
の
だ
が
、
夏
目
漱
石
揮
毫
の
賛
が
あ
る
一
連
の
蕗
摺
絵
と
は
異
な
り
、
福

島
県
立
美
術
館
所
蔵
の
「
ふ
き
図
」
屏
風
は
、
平
福
と
宮
越
精
之
進
の
「
協
働
」

に
よ
る
秋
田
蕗
摺
絵
の
傑
作
と
し
て
、
今
後
評
価
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
作
品
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

⑦
「
料
紙
」
と
し
て
の
蕗
摺
絵 

そ
れ
に
し
て
も
秋
田
蕗
摺
と
い
う
絵
画
に
は
、「
蕗
摺
」
と
い
う
版
画
技
術
を
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施
し
た
人
物
の
落
款
が
画
中
に
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
な
い
の
は
、
い
っ
た
い
何
故
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
漱
石
画
賛
の
四
点
を
は
じ
め
、福
島
県
立
美
術
館
の
「
ふ
き
図
」

屏
風
に
も
、
宮
越
家
の
蕗
摺
作
品
で
あ
る
こ
と
を
確
か
に
保
証
す
る
描
き
入
れ
や

落
款
は
、
何
一
つ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
作
品
は
み
な
、
落
款
の
あ

る
「
平
福
百
穂
」
が
そ
の
蕗
摺
の
創
作
者
で
あ
る
と
、
短
絡
的
に
見
做
さ
れ
て
き

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
も
う
一
つ
重
要
な
点
と
し
て
、
夏
目
漱
石
が
揮
毫
し
た
東
北
大
附
属
図
書

館
本
【
図
26
】
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
書
を
書
く
に
あ
た
り
漱
石
は
、
画
中
の

「
余
白
」
に
詩
歌
を
揮
毫
す
る
の
で
は
な
く
、
摺
り
出
さ
れ
た
秋
田
蕗
の
モ
チ
ー

フ
上
（
こ
こ
で
は
二
本
の
太
い
茎
の
上
）
に
堂
々
と
大
書
し
て
い
る
。
誤
解
を
恐

れ
る
こ
と
な
く
述
べ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
画
賛
の
入
れ
方
は
「
揮
毫
す
る
側
」
の

人
物
が
、
す
で
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
「
画
」
を
描
い
た
側
よ
り
も
、
無
意
識

の
う
ち
に
「
優
位
性
」
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
―
―
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
書
を
認し
た
ため

た
漱
石
は
、
こ
の
状
況
に
お
い
て
蕗
摺
を
「
絵

画
」
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
別
の
「
モ
ノ
」
と
し
て
見
做
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

改
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
本
論
（
上
）
で
紹
介
し
た
長
澤
蘆
雪
筆
「
秋
田
蕗
摺

絵
蟻
図
」【
図
1
】
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、す
で
に
存
在
し
て
い
た
「
蕗
摺
絵
」

に
触
発
さ
れ
て
蘆
雪
は
、
あ
と
か
ら
三
十
六
匹
の
蟻
た
ち
を
丹
念
に
描
き
入
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
例
に
と
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
蕗
摺
」と
い
う
絵
画
は
、

ど
う
や
ら
独
立
し
た
〈
作
品
〉
と
し
て
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
あ
と
か
ら
筆
を
加
え
た
画
家
側
が
無
意
識
の
う
ち
に
も
っ
て
い
た「
蕗
摺
」

に
対
す
る
優
位
性
は
、
蘆
雪
の
例
か
ら
見
て
も
、
す
で
に
十
八
世
紀
後
半
の
時
点

で
確
立
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
蕗
摺
の
状
況
を
さ
ら
に
強
化
し
て
想
像
さ
せ
る
、
次
の
よ
う
な
作
例

も
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

一
九
九
七
年
に
開
催
さ
れ
た
「
秋
田
蕗
の
は
な
し
展
」
で
は
、
蕗
摺
の
上
に
画

賛
が
揮
毫
さ
れ
た
二
つ
の
江
戸
時
代
の
作
例
が
展
示
さ
れ
た（
註
116
）。
そ
の
う
ち

の
一
つ
、
秋
田
藩
士
で
藩
校
明
徳
館
教
授
・
瀬
谷
桐
斎
（
一
七
七
三
―
一
八
三
三
）

ほ
か
賛
の
あ
る
「
欵
冬
葉
紙
」【
図
37
】
を
見
て
み
よ
う
。
本
作
品
は
残
念
な
が

ら
二
〇
二
二
年
十
月
現
在
、
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
展
を
手
掛
け
ら
れ

た
加
藤
隆
子
氏
（
秋
田
市
赤
れ
ん
が
郷
土
博
物
館
）
の
ご
厚
意
で
、
当
時
撮
影
さ

れ
た
カ
ラ
ー
写
真
を
見
せ
て
頂
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
を
見
る
と
画
中
に
は
、

桐
斎
の
ほ
か
に
も
何
と
亀
田
鵬
斎
（
一
七
五
二
―
一
八
二
六
）
や
酒
井
抱
一
（
一

七
六
一
―
一
八
二
九
）、
ま
た
あ
の
大
窪
詩
仏
や
森
川
佳
屋（
註
117
）
な
ど
、
錚
々
た

る
江
戸
の
文
人
た
ち
が
揮
毫
し
て
い
る
。
特
に
画
面
右
下
の
糸
井
榕
斎
（
＝
奥
山

君
鳳
、
一
七
八
〇
―
一
八
四
二
。
江
戸
詰
め
秋
田
藩
士
と
し
て
江
戸
藩
邸
日
知
館
で
教
師

を
つ
と
め
、
明
徳
館
の
教
授
も
つ
と
め
た
）
が
記
し
た
漢
文
に
よ
る
由
来
書
（
画
面

右
下
の
十
二
行
に
わ
た
る
漢
文
部
分
）が
重
要
で
、そ
れ
を
読
む
と
、文
化
十
一（
一

八
一
四
）年
初
春
に
糸
井
が
江
戸
勤
め
と
な
っ
た
折
に
こ
の
蕗
摺
紙
を
持
参
し
て
、

諸
名
家
に
題
詠
を
乞
う
た
と
記
し
て
い
る
。
秋
田
蘭
画
の
蒐
集
家
と
し
て
も
著
名

で
あ
っ
た
奈
良
松
雪
（
磐
松
）
氏（
註
118
）
が
昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年
に
本
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作
品
に
つ
い
て
「
資
料
紹
介
」
と
し
て
貴
重
な
記
事
を
発
表
し
て
い
る
の
で
、
少

し
長
い
が
抄
出
し
引
用
し
て
お
き
た
い
。

「
文
化
十
一
年
今
よ
り
約
百
四
十
年
前
生
き
た
ま
ゝ
の
蕗
摺
、
葉
の
汁
を
搾

り
て
印
刷
し
た
が
色
は
今
茶
が
か
つ
て
ゐ
る
。
糸
井
榕
斎
の
由
来
書
で
能
く
分

る
が
、
写
真
の
不
鮮
明
と
、
漢
文
で
難
読
と
あ
る
か
ら
左
に
意
訳
す
る
。
末
尾

に
書
家
の
略
伝
を
附
し
て
読
者
の
参
考
に
供
す
る
。

糸
井
榕
斎
の
由
来
書　

秋
田
藩
の
北
秋
田
郡
長
木
沢
に
欵
冬
を
産
す
る
が
、
其
巨
大
い
こ
と
他
国
の

欵
冬
の
比
で
は
な
い
。
其
葉
を
戴
け
ば
、
蓑
笠
代
り
に
雨
を
凌
げ
る
し
其
茎
を

切
り
て
、
羹
汁
に
す
る
と
一
切
で
、
鍋
一
杯
に
な
る
。
久
し
く
世
人
の
耳
に
轟

い
た
が
我
藩
の
東
北
に
片
寄
っ
た
為
、
好
事
家
も
尋
ね
来
る
も
の
が
な
い
。
聞

者
は
皆
吾
輩
を
法
螺
吹
き
と
云
ふ
。
友
人
瀬
谷
先
生
或
長
木
沢
の
人
に
頼
み
て

欵
冬
葉
の
較
々
大
き
い
物
を
採
り
て
、
白
紙
を
以
て
其
上
に
貼
り
付
け
、
印
刷

し
て
欵
冬
葉
紙
と
名
付
け
た
。
文
化
十
一
年
初
春
江
戸
勤
に
な
っ
た
時
、
持
ち

来
り
て
諸
名
家
に
題
詠
を
乞
ふ
た
。
そ
こ
で
鵬
斎
先
生
抱
一
上
人
詩
仏
老
人
等

皆
喜
ん
で
紙
上
に
題
し
た
。
都
下
の
諸
人
も
初
め
て
出
鱈
目
の
宣
伝
で
な
い
事

を
信
じ
、
予
も
亦
前
説
の
微
証
を
得
る
こ
と
を
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
。

諸
家
の
題
詠
左
記　

此
地
欵
冬
茎
如
椽
、
葉
代
襏
襫
又
代
被
、
勿
怪
溟
海
有
鯤
鵬
、
拓
来
更
示
寡

聞
士
。　

鵬
斎
居
士
題 

印 

印

御お
ば
し
ょ
う

馬
上
に
長な
が
え柄

涼
し
よ
欵
冬
の
丈　

屠
龍
（
＝
抱
一
）　

其
茎
囲
数
寸
、
其
葉
大
於
蓮
、
題
詩
空
懐
旧
、
我
昔
遊
秋
田
。
詩
仏
行
題 

印

富
貴
自
在
徳
あ
り
て
め
う
か
阿
ら
せ
玉
得
や　

八
十
三
翁
森
川
佳
屋 

書　

」（
註
119
）

さ
て
糸
井
榕
斎
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
秋
田
蕗
の
葉
は
例
の
「
長
木
沢
」
で

採
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
ま
る
で
あ
の「
殿
様
の
大
蕗
伝
説
」の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
あ
る
が
、
ア
キ
タ
ブ
キ
が
巨
大
で
あ
る
こ
と
を
周
囲
か
ら
信
じ
て
も
ら
え
な

か
っ
た
糸
井
が
、瀬
谷
桐
斎
や
長
木
沢
の
郷
人
に
頼
ん
で
こ
の
秋
田
蕗
を
入
手
し
、

秋
田
の
地
で
「
蕗
摺
」
と
し
た
ら
し
い
。
糸
井
は
こ
れ
を
「
欵
冬
葉
紙
」
と
名
付

け
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
文
化
十
一
（
一
八
一
四
）
年
に
江
戸
勤
め
と
な
っ
た

際
に
持
参
し
て
、
亀
田
鵬
斎
ら
時
の
江
戸
文
人
サ
ー
ク
ル
を
彩
る
面
々
に
こ
の
蕗

摺
を
披
露
し
、
大
い
に
面
目
を
施
す
こ
と
に
な
っ
た
―
―
と
記
し
て
い
る
の
で
あ

る
。考

え
て
み
れ
ば
「
文
化
十
一
年
」
と
い
う
時
点
に
お
い
て
、
こ
こ
に
画
賛
を
寄

せ
た
文
人
た
ち
の
数
え
の
年
齢
は
、
鵬
斎
＝
六
十
二
歳
、
抱
一
＝
五
十
四
歳
、
詩

仏
＝
四
十
八
歳
、
佳
屋
＝
八
十
三
歳
、
桐
斎
＝
四
十
二
歳
、
榕
斎
＝
三
十
五
歳
と

全
く
世
代
を
異
に
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
渥
美
國
泰
氏
の
詳
細
な
研
究
で

も
明
か
さ
れ
た
よ
う
に（
註
120
）、
亀
田
鵬
斎
の
交
友
記
録
の
中
に
は
常
に
「
抱
一
」

を
は
じ
め
、
谷
文
晁
や
大
窪
詩
仏
、
そ
し
て
太
田
南
畝
ら
が
名
を
連
ね
、
彼
ら
は

「
理
想
の
遊
び
に
興
ず
る
」
と
い
う
美
意
識
を
、
年
齢
差
を
ま
っ
た
く
超
え
て
共

有
し
て
い
た
。
ま
た
大
窪
詩
仏
は
若
き
日
に
、
師
の
山
本
北
山
（
註
：
鵬
斎
と
北

山
は
終
生
の
友
人
だ
っ
た
）
が
秋
田
藩
に
招
聘
さ
れ
た
時
、
そ
れ
に
従
っ
て
秋
田
に

赴
い
た
が
、
そ
の
際
に
初
め
て
糸
井
榕
斎
と
出
会
い
、
そ
れ
以
来
、
ふ
た
り
は
北

山
門
下
の
塾
生
と
し
て
共
に
切
磋
琢
磨
し
た
と
い
う
。
詩
仏
は
自
ら
の
五
言
古
詩

「
送
奥
山
君
鳳
之
秋
田
（
奥
山
君
鳳
の
秋
田
に
之ゆ

く
を
送
る
）」
の
中
で
も
「
親
如

兄
弟
然
（
親
し
き
こ
と
兄
弟
の
如
く
然
り
）」（
註
121
）
と
記
す
ほ
ど
に
、
榕
斎
と
の

深
い
絆
を
語
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
そ
う
し
た
周
辺
的
状
況
か
ら
察
す
れ
ば
、
糸
井
榕
斎
の
こ
の
「
欵
冬
葉

紙
」
は 

お
そ
ら
く
は
大
窪
詩
仏
を
介
し
て
亀
田
鵬
斎
・
酒
井
抱
一
・
森
川
佳
屋

ら
も
目
に
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
画
賛
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
。
亀
田
鵬
斎
を
中
心
と
す
る
文
化
人
サ
ー
ク
ル
の
真
中
心
に
、
こ
の
蕗
摺

作
品
が
突
然
に
現
れ
た
状
況
が
窺
わ
れ
、
彼
ら
の
驚
き
と
興
奮
の
様
子
が
有
り
あ

り
と
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
―
―
そ
う
し
た
中
で
、
こ
の
掛
幅
を
観
た
者
が
目
を
見

張
る
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
画
面
中
央
に
大
書
さ
れ
た
佳
屋
の
「
富ふ
う
き
お
の貴

自ず
か
ら
と
く在

徳あ
り

あ
り
て
め
う
か
阿
ら
せ
玉
得
や
」
の
画
賛
で
あ
る
。
竪
長
の
画
面
（
縦
一
二
二
・

〇
×
横
三
四
・
八
㎝
）
上
下
に
、
秋
田
蕗
を
真
横
に
広
げ
て
摺
っ
た
そ
の
見
事
な

葉
径
の
大
き
さ
に
も
驚
か
さ
れ
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
葉
の
真
上
に
、
黒
々
と
し
た

墨
で
揮
毫
さ
れ
た
画
賛
の
大
胆
さ
に
は
度
肝
を
抜
か
れ
る
。
画
賛
と
し
て
の
奇
抜

さ
は
、
印
葉
図
と
し
て
の
蕗
摺
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
こ
の
最
も
目
立
つ
良
い
位
置
に
佳
屋
が
賛
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

こ
こ
に
集
ま
っ
た
メ
ン
バ
ー
の
中
で
も
突
出
し
て
長
寿
で
あ
っ
た
佳
屋
へ
の
、
メ

ン
バ
ー
全
員
の
敬
意
が
そ
れ
を
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
富
貴
自
在
徳
」

と
言
う
こ
と
ば
と
共
に
、
そ
の
「
場
」
に
生
ま
れ
た
寿
ぎ
と
華
や
ぎ
の
空
気
を
、

こ
れ
を
観
た
者
は
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
改
め
て
思
い
起
こ
せ
ば
、
詩
歌
を
美
し
く
書
く
た
め
に
日
本

の
「
料
紙
」
は
古
よ
り
存
在
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
自
体
が
、
高
い
美
意
識
の

対
象
と
な
っ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。「
染
め
紙
」の
色
紙
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
打

曇
」
や
「
飛
雲
」
な
ど
の
漉
き
模
様
紙
、金
・
銀
砂
子
や
切
箔
な
ど
の
加
工
紙
等
々
、

多
種
多
様
な
料
紙
を
ひ
と
つ
の
工
芸
美
術
品
と
し
て
手
掛
け
、
か
つ
使
用
し
て
き

た
伝
統
が
日
本
に
は
長
く
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
「
料
紙
」
に
は
、
そ
れ
を
制

作
し
た
人
物
が
名
前
を
記
し
残
す
こ
と
は
な
い
。
先
に
私
は
、「
蕗
摺
と
い
う
絵

画
は
独
立
し
た
〈
作
品
〉
と
し
て
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
」

と
述
べ
た
が
、「
蕗
摺
」
も
ま
た
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
技
術
を
施

し
た
人
物
の
名
が
残
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ゆ
え
に
蕗
摺
は
「
絵
画
」
で
あ
る
と

言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
料
紙
」
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
眼
差
し
で
も
っ
て
再
び
、
夏
目
漱
石
が
大
窪
詩
仏
の
詩
を
揮
毫
し
た

あ
の
蕗
摺
絵
【
図
26
】
を
見
て
み
れ
ば
、
書
は
爽
や
か
に
広
が
る
蕗
の
「
葉
」
の

上
に
で
は
な
く
、
太
く
立
派
に
立
ち
上
が
る
「
茎
」
の
上
に
大
書
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
あ
く
ま
で
も
ゆ
っ
た
り
と
し
た
行
書
体
で
、
何
か
風
さ
え
も
が
吹
き
抜
け

る
か
の
よ
う
に
、
画
中
に
余
白
を
残
し
な
が
ら
し
た
た
め
ら
れ
た
趣
は
、
実
に
静

謐
で
あ
る
。

葉
如
繖
大
茎
如
柱　

便
是
山
中
富
貴
図

雖
似
斉
人
誇
菅
晏

我
藩
奇
品
世
間
無

　

録
詩
仏
老
人
詩

　

樗
陰
先
生
清
鑒

　
　
　

漱
石
書 

印 

印

こ
れ
は
、
大
窪
詩
仏
著
『
詩
聖
堂
詩
集
第
二
編
』
に
所
載
さ
れ
た
、
あ
の
「
題

秋
田
山
中
欵
冬
摺
本
」
の
詩
で
あ
る
。
た
だ
一
点
だ
け
相
違
し
て
い
る
箇
所
が
あ

り
、『
詩
集
第
二
編
』
に
は
元
来
「
莫
レ
笑
斉
人
誇
ニ
菅
晏
一
」
と
記
載
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
を
、
漱
石
は
「
雖
似
斉
人
誇
菅
晏
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
漱
石
は
直

接
『
詩
聖
堂
詩
集
第
二
編
』
を
傍
に
置
い
て
確
認
し
、
こ
れ
を
し
た
た
め
た
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
―
―
と
な
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
漱
石
自
身
が
元
か
ら
詩
仏
の
秋
田

蕗
詩
を
諳
ん
じ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
何
か
別
の
出
典
元
が
あ
り
、
そ

れ
を
揮
毫
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
が
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
証
拠
を
見
つ
け
る
こ
と
は
も
は
や

不
可
能
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
滝
田
樗
陰
が
例
の
「
木
曜
日
の
面
会
日
」
に
、
彼

の
故
郷
・
秋
田
名
産
の
「
蕗
摺
絵
」
を
持
ち
込
ん
だ
そ
の
折
に
、
何
等
か
に
「
別

― 25 ―

秋
田
蕗
摺
が
辿
っ
た
近
代
―
―
近
世
日
本
に
お
け
る
「
印
葉
図
」
誕
生
に
関
す
る
考
察
（
下 

―
二
）

000-043332-縦02-P07-30_今橋理子様.indd   25 2023/02/15   12:12:37



の
蕗
摺
画
賛
」
の
作
品
が
漱
石
の
元
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
の
蕗
摺
画
賛
の
作
品
イ
メ
ー
ジ
は
、
例
え
ば
先
に
紹
介
し
た
森
川
佳
屋

ら
の
賛
が
あ
る
「
欵
冬
葉
紙
」【
図
37
】
の
よ
う
な
画
賛
が
大
書
さ
れ
た
一
幅
で
あ

る
。推
測
で
は
あ
る
が
、そ
の
蕗
摺
絵
に
書
さ
れ
て
い
た
大
窪
詩
仏
の
秋
田
蕗
詩
が
、

図
26
の
漱
石
揮
毫
の
詩
の
、
出
典
元
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
―
―
（
註
122
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
広
や
か
で
清
々
し
い
蕗
摺
の
「
料
紙
」
を
前
に
、
近
代
の

文
化
人
た
ち
も
ま
た
、
大
い
に
創
造
力
を
刺
激
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
東
北
大
学

附
属
図
書
館
本
を
改
め
て
眺
め
て
み
る
と
、
そ
の
魅
力
は
、
漱
石
の
端
正
で
理
知

的
な
書
の
美
し
さ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
百
穂
に
よ
る
画
面
右
上
の
飛
来
す
る
一

羽
の
燕
も
ま
た
忘
れ
が
た
い
。
ま
る
で
初
夏
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
軽
や
か

な
こ
の
描
き
入
れ
は
、
あ
る
い
は
〈
名
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
〉
で
あ
っ
た
滝
田
樗
陰

の
発
案
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
―
―
そ
ん
な
風
に
も
次
第
に
思
え
て

く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

改
め
て
思
う
と
こ
ろ
だ
が
、「
秋
田
蕗
摺
」
と
は
巨
大
な
ア
キ
タ
ブ
キ
の
葉
を
、

姿
そ
の
ま
ま
に
和
紙
に
刻
印
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
「
印
葉
図
」
な
の
で
あ
る
。

そ
の
博
物
学
的
驚
異
を
「
直
に
」
写
し
取
る
た
め
に
蕗
摺
は
、
究
極
の
リ
ア
リ
ズ

ム
の
感
性
の
上
に
成
立
し
て
い
る
博
物
画
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
驚
く
べ
き

は
そ
こ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
れ
を
「
自
然
の
記
憶
」
以
上
の
も
の
と
す
る

た
め
に
編
み
出
さ
れ
た
印
刷
（
＝
染
色
）
技
術
―
―
そ
れ
が
幕
末
期
に
生
ま
れ
た

「
宮
越
流
」
の
、
あ
の
美
し
い
翡
翠
色
の
色
摺
り
技
法
で
あ
っ
た
。
残
念
な
が
ら

天
保
七
（
一
八
三
七
）
年
に
没
し
た
大
窪
詩
仏
が
、
生
前
に
こ
の
美
し
い
緑
色
の

蕗
摺
を
目
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
彼
の
「
題
秋
田
山
中
欵
冬
摺
本
」
の
詩

に
込
め
ら
れ
た
賛
意
は
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
本
の
よ
う
な
作
品
に
こ
そ
、
鮮

や
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、「
富
貴
」

で
あ
る
大
蕗
の
姿
か
た
ち
に
驚
嘆
し
、
そ
こ
に
限
り
な
い
「
豊
か
さ
」
の
文
脈
も

見
出
し
た
江
戸
～
明
治
の
文
化
人
た
ち
の
美
意
識
は
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
「
秋

田
蕗
摺
」
の
な
か
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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夏
目
漱
石
『
彼
岸
過
迄
』（
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
二
九
九
、
二
〇
〇
八
年
）
六
五
―
六

六
頁
。

文
中
に
表
わ
れ
る
「
シ
キ
」
と
は
、「
し
け
糸
」
と
呼
ば
れ
る
繭
の
外
皮
か
ら
引
き
出

し
た
あ
ら
糸
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
使
っ
た
襖
紙
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

は
「
し
け
紙か
み

」
と
も
呼
ば
れ
、
絹
織
物
の
裏
に
和
紙
を
裏
打
ち
し
た
丈
夫
な
襖
紙
で

あ
る
。「
し
け
糸
」
敢
え
て
使
用
す
る
と
、
不
揃
い
な
糸
の
太
さ
や
打
ち
込
み
に
よ
り

独
特
の
風
合
い
が
作
ら
れ
る
た
め
、「
し
け
紙
」
の
表
面
に
は
複
雑
な
表
情
が
生
ま
れ

る
。な
お「
し
け
紙
」は
通
常
無
地
で
あ
る
。漱
石
が
こ
こ
で
描
写
し
て
い
る
よ
う
な「
し

け
紙
」
の
秋
田
蕗
摺
の
襖
絵
は
、
現
在
で
は
類
例
を
見
な
い
の
だ
が
、
絹
織
物
の
風

呂
敷
に
秋
田
蕗
を
刷
り
込
ん
だ
蕗
摺
作
品
は
遺
る
の
で
、
絹
地
を
使
用
し
た
秋
田
蕗

摺
作
品
の
応
用
の
広
さ
が
窺
わ
れ
る
。

　

な
お
『
彼
岸
過
迄
』
は
『
朝
日
新
聞
』
紙
上
に
お
い
て
、
一
九
一
二
年
一
月
～
四

月
ま
で
連
載
さ
れ
た
。同
じ
年
の
十
二
月
～
翌
十
三
年
十
一
月
に
か
け
て
、漱
石
は『
行

人
』
を
同
紙
に
連
載
す
る
。
同
書
「
塵
労 

第
二
十
三
」
節
の
な
か
で
、
漱
石
は
ア
キ

タ
フ
キ
の
姿
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
連
載
小
説
は

い
ず
れ
も
、
漱
石
の
蕗
摺
へ
の
一
連
の
画
賛
が
為
さ
れ
る
時
期
（
一
九
一
六
年
）
以

前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
植
物
と
し
て
の
ア
キ
タ
フ
キ
自
体
に
漱
石
が
関
心
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
窺
わ
る
だ
ろ
う
。
以
下
、『
行
人
』
か
ら
の
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。

「
…
H
さ
ん
は
（
中
略
）
手
持
無
沙
汰
の
感
じ
が
強
く
頭
に
上
っ
た
。
H
さ
ん
は
庭

の
方
を
見
て
い
た
。
そ
の
隅
に
秋
田
か
ら
家
主
が
持
っ
て
来
て
植
え
た
と
い
う
大

き
な
蕗
が
五
六
本
あ
っ
た
。
雨
上
り
の
初
夏
の
空
が
い
つ
ま
で
も
明
る
い
光
を
地

の
上
に
投
げ
て
い
る
の
で
、
そ
の
太
い
蕗
の
茎
が
す
い
す
い
と
薄
暗
い
中
に
青
く

描
か
れ
て
い
た
。『
あ
す
こ
へ
大
き
な
蟇が
ま

が
出
る
ん
で
す
よ
』と
H
さ
ん
が
云
っ
た
。」

（
角
川
文
庫
717
、
一
九
九
八
年
）
三
三
〇
頁
。
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秋
田
蕗
摺
が
辿
っ
た
近
代
―
―
近
世
日
本
に
お
け
る
「
印
葉
図
」
誕
生
に
関
す
る
考
察
（
下 

―
二
）

（
註
90
） 

例
え
ば
平
成
二
三
年
二
月
に
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
が
新
収
蔵
資
料
紹
介
と
し
て
、

報
道
機
関
宛
て
に
公
開
し
た
文
書
に
は
、
本
作
品
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
説
明
が

さ
れ
て
い
る
。

「
…
こ
の
作
品
は
、
秋
田
出
身
の
画
家
、
平
福
百
穂
が
作
成
し
た
秋
田
蕗
摺
の
大
紙
に
、

漱
石
が
大
窪
詩
仏
の
詩
を
書
き
、
百
穂
が
燕
の
絵
を
配
し
た
も
の
で
す
。
大
正
四
～

五
年
頃
の
揮
毫
と
推
測
さ
れ
、
漱
石
の
最
晩
年
の
筆
跡
の
ひ
と
つ
で
す
。
こ
の
資
料

の
購
入
に
よ
り
、
漱
石
研
究
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
展
示
会
等
の
開
催
に

よ
り
、
市
民
の
皆
様
に
親
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。」

（https://w
w

w
.tohoku.ac.jp/japanese/new

im
g/pressim

g/tohokuuniv-
press_20110123_4.pdf

）（
二
〇
二
二
年
八
月
七
日
閲
覧
）

（
註
91
） 

画
仙
紙
と
し
て
一
般
的
に
「
六
尺
全
紙
」
と
呼
ば
れ
る
サ
イ
ズ
は
、
お
よ
そ
縦
一
八

〇
×
横
幅
九
〇
c
m
で
あ
る
。
本
図
の
本
紙
部
分
の
サ
イ
ズ
（
縦
一
七
八
・
五
㎝
×

横
八
九
・
六
㎝
）
は
ほ
ぼ
こ
れ
と
一
致
す
る
。
百
穂
が
し
た
た
め
た
「
秋
田
蕗
摺
全
紙
」

の
意
味
は
こ
れ
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
註
92
） 

ち
な
み
に
、
父
滝
田
以
久
治
の
実
弟
に
は
、
明
治
の
政
治
家
・
実
業
家
で
あ
っ
た

町
田
忠
治
（
一
八
六
三
―
一
九
四
六
）
が
い
る
。
町
田
忠
治
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と

し
て
、
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
（
一
八
九
三
年
）
に
経
済
雑
誌
『
ジ
・
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』

T
he Econom

ist

が
イ
ギ
リ
ス
経
済
界
に
大
き
な
指
導
的
地
位
に
あ
る
の
を
見
て
日

本
に
も
同
様
の
メ
デ
ィ
ア
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
、
明
治
二
八
（
一
八
八
五
）

年
十
一
月
『
東
洋
経
済
新
報
』（
現
在
の
『
週
刊
東
洋
経
済
』）
を
創
刊
し
た
こ
と
で

有
名
で
あ
る
。
そ
の
後
政
界
に
も
乗
り
出
し
、
一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
年
）
に
は

第
一
次
若
槻
内
閣
の
農
林
大
臣
と
し
て
初
入
閣
。
立
憲
民
政
党
・
日
本
進
歩
党
総
裁

な
ど
も
務
め
た
。
甥
で
あ
る
滝
田
樗
陰
が
大
正
十
四
年
に
四
十
三
歳
と
い
う
年
齢
で

早
く
に
死
去
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
二
人
の
直
接
的
関
係
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
詳

ら
か
で
は
な
い
。
一
説
に
は
（
樗
陰
側
に
伝
わ
る
逸
話
と
し
て
）、
或
る
年
の
年
賀
に

樗
陰
が
町
田
家
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
玄
関
先
か
ら
上
げ
も
さ
れ
ず
冷
た
い
対
応
を
取

ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
を
機
に
交
流
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
も
い
う
が
、
真
偽
の
ほ

ど
は
不
明
で
あ
る
。
滝
田
樗
陰
の
評
伝
は
複
数
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
主
に

以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。

①　

高
橋
長
蔵
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
先
覚
者
・
滝
田
樗
陰
」（
村
松
梢
風
邪
ほ
か
著

『
ふ
る
さ
と
の
ひ
と
―
―
秋
田
に
生
ま
れ
た
先
覚
者
た
ち
』
所
収
（
秋
田
県
警
察
本
部

教
育
課
、
一
九
五
五
年
）
一
四
一
―
一
六
六
頁
。

②　

杉
森
久
英
『
滝
田
樗
陰
―
―
「
中
央
公
論
」
名
編
集
者
の
生
涯
』（
中
央
公
論
社
、

二
〇
一
七
年
）。

（
註
93
） 

夏
目
鏡
子
述
・
松
岡
譲
筆
録
『
漱
石
の
思
ひ
出 

附
漱
石
年
譜
』（
岩
波
書
店
、
二
〇

一
六
年
）
一
七
〇
―
一
七
一
頁
。

（
註
94
） 

寺
田
寅
彦
「
夏
目
漱
石
先
生
の
追
憶
」（
小
宮
豊
隆
編
『
寺
田
寅
彦
随
筆
集 

第
三
巻
』

所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）
二
九
〇
―
二
九
一
頁
。

な
お
漱
石
に
よ
る
書
画
揮
毫
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
滝
田
樗
陰
自
身
も
「
夏

目
先
生
と
書
画
」（『
新
小
説
』大
正
六
年
一
月
号
）と
い
う
追
悼
文
で
明
か
し
て
お
り
、

「
…
半は
ん
せ
つ截

を
一
枚
書
く
に
十
五
枚
の
紙
を
書
き
づ
ぶ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
な
る

と
紙
の
惜
し
い
と
云
う
よ
り
も
先
生
の
骨
折
ら
れ
る
の
が
気
の
毒
で
、『
も
う
大
抵
で

い
い
で
し
ょ
う
』
と
言
っ
て
も
、
先
生
は
中
々
き
か
れ
な
か
っ
た
」
と
証
言
し
て
い

る
。ち
な
み
に
、秋
田
蕗
摺
を
漱
石
の
元
に
持
参
し
た
と
い
う
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

残
念
な
が
ら
書
き
残
さ
れ
て
い
な
い
。

（
註
95
）
註
93
夏
目
鏡
子
前
掲
書
、
三
五
五
頁
。

（
註
96
）
同
書
、
三
五
六
頁
。

（
註
97
）
同
、
三
五
九
頁
。

（
註
98
）
同
、
三
五
八
頁
。

（
註
99
） 

津
田
清
楓
・
夏
目
純
一
監
修
『
夏
目
漱
石
遺
墨
集 

第
一
巻 

書
蹟
篇
』（
求
龍
堂
、
一

九
七
九
年
）
所
収
の
「
第
五
四
図
」、
お
よ
び
巻
末
の
作
品
解
説
を
参
照
。

（
註
100
） 

津
田
清
楓
・
夏
目
純
一
監
修
『
夏
目
漱
石
遺
墨
集 

第
二
巻 

書
蹟
篇
』（
求
龍
堂
、
一

九
七
九
年
）
所
収
の
「
第
五
二
図
」、
お
よ
び
巻
末
の
作
品
解
説
を
参
照
。

（
註
101
） 

吉
田
精
一
ほ
か
監
修『
図
説 

漱
石
大
観
』（
角
川
書
店
、一
九
八
一
年
）の
三
一
二
頁
に
、

同
書
で
は
「
図
140
」
と
し
て
東
北
大
附
属
図
書
館
本
（
本
論
で
は
図
26
）
に
関
す
る

作
品
解
説
が
載
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
大
正
五
年
九
月
八
日
の
作
句
と
さ
れ
る
「
蝸
牛

や
五
月
を
わ
た
る
ふ
き
の
茎
」
を
画
賛
と
し
た
蕗
摺
絵
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
註
102
） 『
ア
ラ
ラ
ギ
』
第
二
十
七
巻
第
四
号
（
平
福
百
穂
追
悼
号
、
一
九
三
四
年
四
月
）
三
三

七
頁
。

（
註
103
） 
宮
越
家
二
代
・
精
之
進
の
時
代
（
明
治
十
年
代
）
に
は
、
店
が
「
久
保
田
寺
町
」（
現

在
の
秋
田
市
旭
北
寺
町
）
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

（
註
104
） 

蓑
虫
山
人
に
関
し
て
は
非
常
に
文
献
が
多
く
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
東
北
地
方
で
開

催
さ
れ
た
左
記
の
展
覧
会
に
合
わ
せ
て
、
ウ
ェ
ブ
上
に
て
公
開
さ
れ
た
情
報
は
非
常

に
有
益
で
あ
っ
た
の
で
挙
げ
て
お
き
た
い
。
な
お
両
展
と
も
に
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
は
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要
　
第
二
十
五
号

発
行
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

■
青
森
県
・
中
泊
町
博
物
館
「
蓑
虫
山
人
と
奥
津
軽
」
展
（
一
九
九
九
年
夏
開
催

企
画
展
）「
蓑
虫
山
人
略
年
譜
」http://w

w
w

2.tow
n.nakadom

ari.aom
ori.jp/

hakubutsukan/index.htm
l　

お
よ
び
「
蓑
虫
山
人
画
紀
行
（
秋
田
篇
）」

http://w
w

w
2.tow

n.nakadom
ari.aom

ori.jp/hakubutsukan/index.htm
l 

（
い

ず
れ
も
二
〇
二
二
年
八
月
十
五
日
閲
覧
）

■
秋
田
県
立
博
物
館
「
企
画
展　

蓑
虫
山
人
―
秋
田
を
歩
い
た
漂
白
画
人
」（
二
〇
二

〇
年
七
月
―
八
月
開
催
）http://w

w
w

.akihaku.jp/kikakuten/2020/2m
inom

usi/
m

inom
usi.htm

 （
二
〇
二
二
年
八
月
十
五
日
閲
覧
）

（
註
105
） 

石
垣
忠
吉
・
千
葉
三
郎
『
蓑
虫
山
人
全
国
周
遊
絵
日
記 

秋
田
篇
』（
D
Ⅰ
フ
ォ
ト
企
画
、

一
九
七
九
年
）
所
収
の
「
図
2
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

な
お
秋
田
県
立
博
お
物
館
蔵
の
「
蓑
虫
山
人
画
紀
行
」
に
つ
い
て
は
左
記
の
文
献
を

参
照
し
た
。

庄
内
昭
男
「
資
料
紹
介
『
蓑
虫
山
人
画
紀
行
』
か
ら
―
―
明
治
二
四
年
・
二
七
年
に

お
け
る
山
人
の
旅
程
と
考
古
資
料
に
つ
い
て
」（『
秋
田
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
第

二
七
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）
九
八
―
八
五
頁
。

（
註
106
） 

今
村
義
孝
監
修
『
新
秋
田
叢
書 

第
九
巻
』
所
収
（
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
二
年
）
一

九
七
頁
。

（
註
107
） 

鈴
木
吉
裕
『
大
正
の
秋
田
―
附
商
工
人
名
録
』（
大
正
堂
書
店
、
一
九
二
七
年
）
三
九

―
四
二
頁
）。

（
註
108
） 

同
書
、
三
九
頁
。
な
お
文
中
に
み
え
る
宮
越
精
之
進
の
住
所
が
「（
久
保
田
）
寺
町
」

か
ら
「（
同
）
東
根
小
屋
町
」
と
な
っ
て
お
り
移
転
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
移
転

の
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
蓑
虫
山
人
が
描
い
た
蕗
摺
屋
の
店
先
の
様
子
が
宮
越

家
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
い
ず
れ
か
の
店
の
様
子
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
註
109
） 

今
橋
理
子
「
長
澤
蘆
雪
筆
「
秋
田
蕗
摺
絵
蟻
図
」
の
出
現
と
日
本
博
物
学
史
上
に
お

け
る
そ
の
意
義
―
―
近
世
日
本
に
お
け
る「
印
葉
図
」誕
生
に
関
す
る
考
察（
上
）」（『
学

習
院
女
子
大
学
紀
要
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）
二
三
―
二
四
頁
。

（
註
110
） 「
明
治
十
年
内
国
勧
業
博
覧
会
出
品
目
録
4
」（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801851

）（
二
〇
二
二
年
十
月
十
日

閲
覧
）

（
註
111
） 「
堺
五
兵
衛
」
と
い
う
蕗
摺
師
に
関
す
る
文
献
史
料
と
し
て
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
「
明

治
十
年
内
国
勧
業
博
覧
会
出
品
目
録
4
」
以
外
に
は
ま
だ
見
当
た
ら
ず
、
今
後
と
も

継
続
的
に
探
索
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
つ
い
最
近
（
二
〇
二
二
年
十
月
）
佐
藤

俊
晃
氏
よ
り
秋
田
県
大
館
市
・
大
館
郷
土
博
物
館
に
蔵
さ
れ
る
「
作
者
不
詳
：
秋
田

蕗
摺
り
」（
大
小
合
わ
せ
て
一
枚
）
に
捺
印
さ
れ
た
二
つ
の
印
章
の
う
ち
一
つ
に
、
不

鮮
明
な
が
ら
「
堺
五
兵
衛
」
と
読
め
る
印
文
が
あ
る
と
の
ご
連
絡
が
あ
り
、
写
真
で

は
あ
る
が
筆
者
も
そ
れ
を
確
認
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、「
堺
五
兵
衛
」
の
実
在
を

現
在
確
認
で
き
る
唯
一
の
資
料
と
思
わ
れ
る
。
蕗
摺
制
作
者
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う

に
、宮
越
家
だ
け
で
な
く
か
つ
て
は
複
数
の
家
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、一
説
に
は「
平

塚
家
」「
佐
用
家
」な
ど
も
あ
っ
た
と
も
言
う
が
、実
態
に
関
し
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。

筆
者
は
近
く
「
堺
五
兵
衛
」
作
の
蕗
摺
を
改
め
て
調
査
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の

結
果
を
踏
ま
え
た
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

（
註
112
）
註
109
今
橋
前
掲
論
文
、
二
三
―
二
六
頁
。

（
註
113
） 

本
屏
風
の
旧
蔵
者
・
杉
下
元
次
郎
（
一
八
六
七
―
一
九
四
五
、
画
号
・
守し

ゅ
ち
ゅ
う中

）
は
岐

阜
県
高
山
市
国
府
町
宇
津
江
出
身
の
材
木
商
で
、
飛
騨
高
山
の
町
政
に
も
関
わ
っ
た

人
物
で
あ
っ
た
。
杉
下
は
若
い
頃
よ
り
芸
術
に
目
覚
め
、
画
技
は
円
山
四
条
派
の
前

川
文
嶺
に
つ
い
て
学
び
「
守
中
」
と
号
し
、
の
ち
独
学
で
南
画
に
転
じ
た
と
い
う
。

海
軍
軍
人
と
し
て
著
名
な
広
瀬
武
夫
（
一
六
八
七
―
一
九
〇
四
）
は
幼
少
時
に
一
時
、

家
庭
の
事
情
で
飛
騨
高
山
に
居
住
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
杉
下
と
は
そ
の
時
代
来

の
友
人
で
あ
っ
た
。
の
ち
軍
人
と
な
っ
た
広
瀬
は
、
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
に

杉
下
に
仕
官
室
を
飾
る
絵
を
依
頼
し
た
と
も
言
う
。
杉
下
家
は
材
木
商
と
い
う
富
裕

な
家
柄
で
あ
っ
た
た
め
か
、
横
山
大
観
や
高
島
北
海
、
橋
本
関
雪
を
は
じ
め
と
し
た

文
化
人
が
頻
繁
に
来
訪
し
、
と
き
に
逗
留
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
〔
杉
下

自
身
の
著
書
『
古
希
記
念 

獨
来
獨
去
』
乾
・
坤
巻
（
友
雲
堂
、
一
九
三
六
年
）
の
記

述
に
よ
る
〕。
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
に
七
九
歳
で
没
す
る
ま
で
、
杉
下
自
身
も

画
家
と
し
て
多
く
の
作
品
を
残
し
、
ま
た
「
竹
雨
」「
友
雲
」
と
い
っ
た
号
で
漢
詩
や

和
歌
、
俳
句
を
嗜
ん
だ
。
今
回
杉
下
の
関
係
者
に
聴
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

本
蕗
摺
絵
は
明
治
の
中
頃
ま
で
メ
ク
リ
の
状
態
で
あ
っ
た
も
の
を
、
同
家
を
訪
れ
た

あ
る
画
家
の
見
立
て
と
勧
め
に
よ
り
、
現
在
の
屏
風
装
へ
と
仕
立
て
ら
れ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
頃
ま
で
高
山
に
あ
り
、
そ
の
後
杉
下
の

娘
が
嫁
入
り
道
具
の
一
つ
と
し
て
持
参
し
て
関
西
地
域
に
移
り
、
現
在
に
至
っ
て
い

る
。

（
註
114
） 

白
井
光み

つ
た
ろ
う

太
郎
（
一
八
六
三
―
一
九
三
二
）
は
明
治
～
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
植
物

学
者
。
帝
国
大
学
理
科
大
学
植
物
学
科
を
卒
業
後
、
帝
国
大
学
農
科
大
学
の
教
職
に
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秋
田
蕗
摺
が
辿
っ
た
近
代
―
―
近
世
日
本
に
お
け
る
「
印
葉
図
」
誕
生
に
関
す
る
考
察
（
下 

―
二
）

就
き
、
明
治
三
二
～
三
四
年
に
は
ベ
ル
リ
ン
へ
の
留
学
を
経
て
、
東
京
帝
国
大
学
に

初
め
て
開
設
さ
れ
た
植
物
病
理
学
講
座
の
初
代
教
授
と
な
っ
た
。
生
前
白
井
は
自
身

の
専
門
分
野
だ
け
で
な
く
、
江
戸
時
代
の
本
草
学
研
究
に
関
す
る
文
献
資
料
の
収
集

に
精
力
的
に
努
め
た
。
そ
の
関
係
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
蔵
書
は
六
〇
〇
〇
点
に
も

及
ん
だ
と
い
う
。
不
運
に
も
白
井
は
、
服
用
し
て
い
た
漢
方
薬
の
調
合
ミ
ス
で
急
死

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
白
井
の
死
後
に
蔵
書
は
、
帝
国
図
書
館
に
よ
り
昭
和
十

五
～
十
七
（
一
九
四
〇
～
四
二
）
年
に
か
け
て
購
入
さ
れ
、
現
在
で
は
「
白
井
文
庫
」

の
名
で
知
ら
れ
、
国
立
国
会
図
書
館
の
古
典
籍
資
料
室
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
詳

細
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

豊
田
さ
お
り
「
白
井
文
庫
」（『
国
立
国
会
図
書
館
月
報
』
七
二
一
―
七
二
二
号
、
二

〇
二
一
年
五
・
六
月
）
二
四
頁
。

（
註
115
） 『
秋
田
蕗
の
は
な
し
展
』（
秋
田
市
立
赤
れ
ん
が
郷
土
館
、
一
九
九
七
年
）
四
頁
所
載
。

（
註
116
） 

同
展
カ
タ
ロ
グ
、
七
―
八
頁
掲
載
。
同
展
で
は
江
戸
時
代
の
蕗
摺
の
例
と
し
て
も
う

一
点
、
本
居
大
平
（
一
七
五
六
―
一
八
三
三
）
が
「
ふ
り
い
で
ば
道
か
ら
か
さ
に
取

り
て
さ
す
秋
田
の
ふ
ぶ
き
雨
は
い
と
わ
ず
」
の
賛
を
蕗
摺
部
分
に
揮
毫
し
た
掛
軸
作

品
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
居
大
平
は
伊
勢
出
身
の
国
学
者
。
十
三
歳
で
本
居
宣
長

の
弟
子
と
な
り
、
四
十
四
歳
で
養
子
と
な
っ
た
。
宣
長
没
後
に
は
そ
の
学
問
普
及
に

努
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
温
厚
な
人
格
で
あ
っ
た
た
め
多
く
の
弟
子
を
擁
し
た
と
い

う
。
な
お
本
居
大
平
と
秋
田
藩
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

（
註
117
） 

森
川
佳
屋
は
酒
井
抱
一
の
作
画
生
活
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
た
「
森
川
家
」
の
一

員
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
人
物
の
詳
細
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
。
抱
一
が
親
交
し
て
い
た
「
森
川
佳
続
」
が
神
田
佐
久
間
町
の
材
木
商
森
川

五
郎
衛
門
と
極
め
て
近
し
い
関
係
に
あ
る
親
戚
筋
の
一
員
で
、
同
じ
佐
久
間
町
に
住

み
、
画
の
制
作
や
河
東
節
を
通
じ
て
抱
一
の
親
し
い
友
人
で
、
パ
ト
ロ
ン
的
な
存
在

で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
岡
野
智
子
氏
に
よ
っ
て
左
記
の
論
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
な
お
同
論
文
の
中
で
岡
野
氏
は
、
抱
一
が
し
ば
し
ば
協
働
し
て
作
品
制
作
を
し

た
蒔
絵
師
・
原
羊
遊
斎
（
一
七
六
九
―
一
八
四
五
）
の
下
絵
帖
の
中
に
、
森
川
家
関

連
の
下
絵
が
三
例
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
に
「
森
川
佳
屋
の
八

十
三
の
賀
の
た
め
の
寿
の
字
入
り
盃
」
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
拙
論
で
取
り
上

げ
た
瀬
谷
桐
斎
ほ
か
賛
「
欵
冬
葉
紙
」
に
は
、
ま
さ
し
く
「
八
十
三
翁
森
川
佳
屋
書
」

と
署
名
が
あ
る
の
で
非
常
に
興
味
深
い
。

岡
野
智
子
「
酒
井
抱
一
下
絵
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―
画
家
・

蒔
絵
師
と
豪
商
の
接
点
」（『
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
号
、
一
九

九
五
年
十
月
）
一
一
〇
―
一
一
二
頁
、
お
よ
び
一
一
八
頁
。

（
註
118
） 

奈な

ら良
磐い

わ

松ま
つ

（
＝
松
雪
）（
一
八
七
九
―
一
九
六
一
）
は
元
秋
田
銀
行
頭
取
で
、
ま
た
金か

な

足あ
し

村
村
長
も
務
め
た
。
秋
田
銀
行
頭
取
と
し
て
は
在
任
二
年
と
短
期
間
で
は
あ
っ
た

が
、
戦
後
の
混
乱
期
に
お
け
る
再
建
整
備
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。

退
任
後
は
趣
味
で
あ
っ
た
美
術
品
蒐
集
に
専
念
し
、
優
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成

し
た
。
こ
と
に
秋
田
蘭
画
の
蒐
集
者
と
し
て
名
高
い
が
、
蒐
集
品
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
渡
辺
崋
山
筆
「
千
山
万
水
図
」
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
註
119
） 

奈
良
松
雪
「
参
考
資
料　

秋
田
蕗
摺
の
濫
觴
―
瀬
谷
桐
斎
の
欵
冬
葉
紙
」（
県
立
秋
田

図
書
館
館
報
『
と
も
し
び
』
通
巻
四
十
一
号
、
一
九
五
二
年
三
月
）。

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
加
藤
隆
子
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
本
記
事
よ
り
引
用
し
た
部
分
に
明
ら
か
な
誤
植
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
っ
た

の
で
、
修
正
の
上
で
引
用
し
て
い
る
。
特
に
森
川
佳
屋
の
落
款
部
分
に
関
し
て
は
、

筆
者
が
写
真
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
佳
屋
自
身
の
年
齢
書
き
が
入
っ
た
署
名
で
あ
る

の
で
、
そ
れ
に
倣
い
書
き
直
し
た
。

（
註
120
） 

渥
美
國
泰
『
亀
田
鵬
斎
と
江
戸
化
政
期
の
文
人
た
ち
』（
芸
術
新
聞
社
、一
九
九
五
年
）

九
九
―
一
八
八
頁
。

（
註
121
） 

揖
斐
高
注
『
市
川
寛
斎 

大
窪
詩
仏
』（
江
戸
詩
人
選
集
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九

九
〇
年
）
三
〇
〇
―
三
〇
四
頁
。

な
お
後
年
、
詩
仏
は
五
十
九
歳
（
文
政
八
年
）
に
し
て
秋
田
藩
に
仕
官
す
る
こ
と
に

な
る
が
、秋
田
藩
か
ら
の
こ
の
要
請
に
応
じ
た
直
接
の
理
由
は
、秋
田
藩
の
匹
田
松
塘
、

奥
山
君
鳳
（
＝
糸
井
榕
斎
）
ら
の
熱
心
な
推
挙
が
あ
っ
た
た
め
と
知
ら
れ
て
い
る
。

（
註
122
） 

実
は
本
論
文
を
執
筆
中
に
、
い
わ
ゆ
る
「
宮
越
流
」
で
は
な
く
江
戸
期
の
「
旧
来
法
」

の
技
法
で
摺
ら
れ
た
蕗
摺
絵
に
、
漱
石
が
揮
毫
し
た
詩
仏
の
秋
田
蕗
詩
と
全
く
同
じ

文
言
が
書
さ
れ
た
蕗
摺
作
品
が
あ
る
こ
と
を
、
佐
藤
俊
晃
氏
の
ご
教
示
で
知
り
作
品

調
査
を
行
っ
た
。
当
該
作
品
に
は
「
天
民
」
と
署
名
が
あ
る
の
で
、
大
窪
詩
仏
の
自

賛
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
だ
が
、
他
に
も
詩
仏
筆
賛
の
あ
る
同
様
の
蕗
摺
作
品

が
複
数
存
在
し
て
い
る
と
の
情
報
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
結
論
を
急
ぐ
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
（
江
戸
期
の
）
蕗
摺
画
賛
の
作
品

を
滝
田
樗
陰
が
入
手
し
、
そ
れ
を
漱
石
に
見
せ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

漱
石
が
複
数
の
蕗
摺
絵
に
賛
を
揮
毫
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
う
し
た
作
品
イ
メ
ー

ジ
が
根
底
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
今
回
の
論
文
で
は
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要
　
第
二
十
五
号

「
詩
仏
揮
毫
賛
の
蕗
摺
作
品
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
見
送
っ
た
が
、
分
析
を
さ
ら
に

重
ね
た
上
で
の
別
稿
を
筆
者
は
用
意
し
て
い
る
。

〔
追
記
〕 
本
論
文
の
た
め
に
実
施
し
た
調
査
で
、
坂
本
篤
史
氏
（
福
島
県
立
美
術
館
）、
加
藤
隆

子
氏（
秋
田
市
赤
れ
ん
が
博
物
館
・
当
時
）、辻
芳
弘
氏（
辻
芳
雅
堂
）、佐
藤
俊
晃
氏（
北

秋
田
市
七
日
市
・
龍
泉
寺
）
の
お
力
添
え
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
心
よ
り

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

本
稿
は
二
〇
二
二
年
度
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究
C
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。

（
本
学
教
授
）
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