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序
――
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
の
中
の
「
古
物
好
き
」

昭
和
の
時
代
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
小
林
秀
雄
、
青
柳
瑞
穂
、
安
東
次
男
ら
多
く
の
文
士
た
ち
が
、
自
ら
の
古
美
術
体
験
に
即
し

な
が
ら
、
骨
董
に
つ
い
て
優
れ
た
文
章
を
数
多
く
書
き
継
い
で
き
た
。
そ
の
中
で
成
立
す
る
に
至
っ
た
〈
骨
董
文
学
〉
と
も
呼
ぶ
べ
き

文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
、
今
日
に
お
け
る
正
統
な
後
継
者
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
誰
に
指
を
屈
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
古
美
術
研
究

家
の
青
柳
恵
介
や
出
川
直
樹
、
日
本
民
藝
館
学
芸
員
の
尾
久
彰
三
、
あ
る
い
は
商
売
の
か
た
わ
ら
ペ
ン
を
と
る
骨
董
商
の
勝
見
充
男
や

坂
田
和
實
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
が
浮
か
ぶ
に
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
あ
え
て
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
梶
井
純
の
名
と
、
彼
の

二
つ
の
著
作
『
骨
董
紀
行
』
お
よ
び
『
骨
董
遊
行
』
で
あ
る

（
１
）

。
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出
版
人
と
し
て
漫
画
評
論
を
行
な
う
か
た
わ
ら
、
骨
董
――
彼
は
そ
れ
を
い
く
ぶ
ん
自
虐
的
に
「
カ
ワ
ラ
や
セ
ト
カ
ケ
」
と
呼
ぶ

が
――
を
愛
好
し
て
き
た
彼
の
文
章
に
は
、
自
分
の
所
蔵
品
に
対
す
る
主
観
的
な
美
的
耽
溺
と
も
、
ま
た
そ
れ
を
禁
欲
的
に
抑
制
す
る

こ
と
で
学
問
的
な
客
観
性
を
標
榜
す
る
無
味
乾
燥
な
分
析
と
も
異
な
る
、
両
者
の
間
の
自
在
な
往
還
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
を
支
え
る

の
が
、
平
仮
名
の
多
用
に
よ
っ
て
潤
い
あ
る
優
し
さ
を
孕
み
つ
つ
も
、
淡
々
と
し
た
厳
し
さ
を
失
う
こ
と
の
な
い
文
体
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
実
践
的
な
理
論
、
あ
る
い
は
理
論
的
な
実
践
に
は
、
か
つ
て
の
安
東
次
男
を
髣
髴
と
さ
せ
る
弁
証
法
的

な
緊
張
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
つ
っ
こ
ろ
が
し
」
と
い
う
行
為
、「
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
形
容
辞
、
あ
る
い
は
「
下
が
っ

て
も
ム
ロ
マ
チ
」
と
い
う
台
詞
な
ど
、
一
見
単
純
な
が
ら
深
い
含
蓄
を

湛
え
た
そ
の
独
自
の
語
法
も
ま
た
、愛
着
と
距
離
感
を
兼
ね
備
え
た〈
も

の
〉
と
の
微
妙
な
対
峙
の
作
法
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
美
術

や
骨
董
を
専
門
と
す
る
大
手
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
書
で
は
な
い
た

め
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
が
、
骨
董
を
め
ぐ

る
今
後
の
理
論
と
実
践
を
考
え
る
上
で
、
数
々
の
重
要
な
ヒ
ン
ト
が
含

ま
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
梶
井
の
『
骨
董
紀
行
』
は
ま
た
、
そ
の
装
丁
の
点
で
も

注
目
に
値
す
る
。
著
者
の
友
人
で
も
あ
る
漫
画
家
の
つ
げ
義
春
（
昭
一

二－

）
が
、
カ
バ
ー
の
カ
ラ
ー
装
画
（
図
１
）
を
手
が
け
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

図１ 梶井純『骨董紀行』のためのカバー装画
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そ
こ
に
は
、
海
辺
に
建
つ
藁
ぶ
き
の
粗
末
な
小
屋
に
ひ
と
り
座
り
、
壺
や
大
八
車
の
車
輪
の
よ
う
な
も
の
を
ひ
さ
ぐ
、
眼
鏡
を
か
け

た
和
服
姿
の
古
道
具
屋
が
描
か
れ
て
い
る
。
店
の
背
後
、
海
辺
に
は
一
本
の
樹
（
柳
？
）
が
立
ち
、
そ
の
下
に
は
帯
刀
し
た
侍
の
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
浮
か
ん
で
い
る
。
波
が
打
ち
寄
せ
る
岸
辺
で
は
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
情
を
し
た
亀
が
、
沖
に
向
か
っ
て
泳

い
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
画
面
左
下
に
は
「
義
」
の
落
款
が
押
さ
れ
、
こ
の
飄
々
と
し
た
と
ぼ
け
た
味
わ
い
の
イ
ラ
ス
ト
に
い
く
ぶ

ん
古
風
な
雰
囲
気
を
加
味
し
て
い
る
。
古
道
具
屋
の
店
の
白
壁
に
は
「
古
物
」
の
大
き
な
文
字
が
に
じ
む
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
照
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
梶
井
に
よ
る
「
あ
と
が
き
」
の
さ
ら
に
結
語
に
は
、「
古
物
好
き
の
同
志
（
？
）」
と
し
て
の
つ
げ
に

謝
意
が
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
古
物
を
め
ぐ
る
梶
井
の
テ
ク
ス
ト
の
両
端＝

周
縁
に
は
、
い
わ
ば
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
の
形
で
、「
古

物
好
き
」
と
し
て
の
つ
げ
が
姿
を
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
つ
げ
義
春
は
日
本
の
古
い
風
景
に
偏
執
的
な
愛
情
を
抱
き
、
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
を
漫
画
の
中
で
主
題

化
し
て
い
る
。
実
際
、
従
来
の
つ
げ
批
評
に
お
い
て
も
、
鄙
び
た
温
泉
や
鉱
泉
や
宿
場
へ
の
旅
行
の
体
験
、
そ
し
て
そ
れ
を
契
機
に
彼

が
手
が
け
た
作
品
に
つ
い
て
、
た
び
た
び
論
じ
ら
れ
て
き
た
。「
旅
も
の
」
と
称
さ
れ
る
一
連
の
漫
画
作
品
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
特

に
昭
和
四
〇
年
代
に
精
力
的
に
旅
を
繰
り
返
し
た
彼
が
、
そ
の
際
に
撮
影
し
た
多
く
の
写
真
や
、
そ
れ
ら
を
基
に
制
作
し
た
ペ
ン
画
に

は
、
高
度
成
長
に
よ
っ
て
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
日
本
の
〈
原
風
景
〉
を
今
に
と
ど
め
る
も
の
と
し
て
、
民
俗
史
的
と
形
容
し
て

よ
い
よ
う
な
価
値
が
見
出
さ
れ
る
。
つ
げ
が
、
日
本
各
地
を
旅
し
て
膨
大
な
数
の
写
真
を
撮
影
し
た
民
俗
学
者
・
宮
本
常
一
と
し
ば
し

ば
関
連
づ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
る
の
も
、
故
な
し
と
は
し
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
旅
の
中
で
一
過
的
に
眺
め
ら
れ
た
古
い
風
景
で
は
な
く
、
生
活
の
中
で
つ
げ
自
身
が
購
入
し
所
有
し
て
い
た
古
物
、

さ
ら
に
彼
が
一
時
自
ら
の
も
の
に
し
た
い
と
さ
え
考
え
た
古
物
商
と
い
う
職
業
へ
の
憧
れ
が
、
彼
の
漫
画
制
作
や
造
形
思
考
の
中
で
ど
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の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
い
ま
だ
十
分
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
げ
が
紀
行

文
や
旅
行
記
を
た
び
た
び
公
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
骨
董
や
古
物
に
つ
い
て
彼
が
も
の
し
た
文
章
は
、
残
念
な
が
ら
決
し
て
多
く
は

な
い
。
当
初
は
漫
画
に
よ
る
「
骨
董
論
」
と
し
て
構
想
さ
れ
た
と
い
う

（
２
）

『
カ
メ
ラ
を
売
る
』（
昭
六
一
・
六
）
も
、
残
念
な
が
ら
十
分

に
議
論
が
展
開
さ
れ
ぬ
ま
ま
で
終
わ
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
全
体
像
が
つ
か
み
に
く
い
の
も
、
考
察
が
進
め
ら
れ
な
い
一
因
で
あ
ろ
う
。

だ
が
そ
の
代
り
、
古
物
お
よ
び
古
物
業
に
対
す
る
彼
の
独
特
の
捉
え
方
は
、
漫
画
や
イ
ラ
ス
ト
、
写
真
な
ど
の
作
品
に
多
様
な
表
現
の

も
と
に
形
象
化
さ
れ
、彼
の
コ
ル
プ
ス
全
体
に
埋
も
れ
る
よ
う
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
諸
々

の
断
片
を
で
き
る
か
ぎ
り
丹
念
に
拾
い
集
め
、
そ
れ
ら
を
わ
れ
わ
れ
な
り
に
再
配
置
し
て
み
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
い
わ
ば
形

象
化
さ
れ
た
古
物
（
業
）
論
の
図
柄
を
大
ま
か
に
で
は
あ
れ
描
き
出
し
て
み
る
こ
と
が
、
小
論
の
さ
さ
や
か
な
ね
ら
い
で
あ
る
。

一

つ
げ
の
テ
ク
ス
ト
に
み
る
古
物
趣
味
お
よ
び
古
物
商
と
の
交
遊

古
い
も
の
全
般
に
対
す
る
つ
げ
の
好
み
が
最
も
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
、「
ク
ロ
と
い
う
喫
茶
店
」（
昭
五
六
・

六
）
と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
冒
頭
の
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
ろ
う
――

私
は
な
ぜ
だ
か
古
ぼ
け
て
貧
し
げ
な
も
の
が
好
き
で
あ
る
。
古
く
て
も
高
価
で
い
か
に
も
骨
董
然
と
し
た
も
の
は
別
と
し
て
、
そ

れ
以
外
は
何
で
も
好
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
時
々
古
道
具
屋
へ
行
っ
て
は
、
業
者
が
ゴ
ミ
と
称
す
る
よ
う
な
ガ
ラ
ク
タ
を
買
っ
て
み
た

り
す
る
。
ま
た
、
古
い
と
い
っ
て
も
物
だ
け
が
好
き
な
の
で
は
な
く
、
古
い
家
屋
と
か
、
舗
装
さ
れ
て
い
な
い
土
の
道
だ
と
か
、
景

色
に
し
て
も
古
め
か
し
い
（
そ
う
い
う
景
色
も
あ
る
の
だ
）
田
舎
の
よ
う
な
景
色
な
ど
も
す
き
な
の
で
あ
る
。
店
屋
に
し
て
も
豪
華

－１０２－



な
店
よ
り
も
、
貧
弱
で
う
す
汚
い
店
に
這
入
る
ほ
う
が
妙
に
落
ち
つ
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
私
が
常
に
ビ
ン
ボ
ー
で
豪
華
な
も
の
の
良
さ
を
知
ら
な
い
せ
い
な
の
か
、
そ
れ
と
も
も
っ
と
深
い
意
味
の
嗜
好
を
決
定
づ

け
る
経
験
が
過
去
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
偏
向
し
て
い
る
の
は
自
分
で
も
分
っ
て
い
る
。（
別：

１６１ （
３
）

）

こ
の
文
章
を
読
む
と
、
古
い
も
の
に
対
す
る
彼
の
嗜
好
が
、
視
覚
的
な
対
象
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
「
景
色
」
と
、
具
体
的
で
触
覚
的

な
「
物
」
と
の
両
方
に
わ
た
っ
て
お
り
、
つ
げ
の
中
で
両
者
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
彼
が
昭
和
四
一
年

か
ら
五
一
年
に
か
け
て
頻
繁
に
旅
を
し
た
の
も
、
単
に
漫
画
の
題
材
を
探
す
た
め
で
は
な
く
、
古
び
た
「
景
色
」
お
よ
び
「
物
」
と
の

親
密
な
出
会
い
を
果
た
す
た
め
で
あ
っ
た
。
つ
げ
に
と
っ
て
旅
と
は
、「
そ
の
ま
ま
腐
っ
て
土
に
か
え
る
感
じ
の
あ
る
」
彼
好
み
の
景

色
の
中
に
「
佇
ん
で
い
た
い
」
あ
る
い
は
「
ベ
ッ
タ
リ
と
居
た
い

（
４
）

」
と
い
う
欲
望
を
満
た
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、

つ
げ
は
旅
先
で
、
農
家
の
軒
下
に
置
か
れ
た
農
機
具
や
こ
や
し
桶
な
ど
、
生
活
の
匂
い
の
す
る
古
び
た
事
物
に
親
し
み
を
込
め
た
ま
な

ざ
し
を
注
ぐ
こ
と
で
、
日
常
生
活
の
中
で
鈍
化
し
て
し
ま
っ
た
「
物
」
に
対
す
る
感
受
性
を
回
復
し
、
そ
の
「
裸
身
」
の
「
存
在
感
」

を
感
じ
と
ろ
う
と
し
て
も
い
た
と
い
う

（
５
）

。

だ
が
、
昭
和
五
一
年
以
後
、
心
身
不
調
を
初
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
旅
行
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と

（
６
）

、
そ
れ
に
代

わ
る
か
の
よ
う
に
、
古
物
蒐
集
へ
の
関
心
が
芽
生
え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
は
旅
の
中
で
体
験
す
る
も
の
で
あ
っ
た
「
景

色
」
や
「
物
」
と
の
邂
逅
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
へ
の
同
一
化
の
欲
望
を
、
日
常
生
活
の
中
で
ひ
と
と
き
満
た
し
て
く
れ
る
の
が
、
そ
れ

自
体
古
び
た
「
景
色
」
を
帯
び
た
場
所
で
あ
る
「
古
道
具
屋
」
を
訪
れ
、
あ
る
い
は
骨
董
市
を
徘
徊
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
散
ら
ば
る
「
骨

董
」
な
ら
ぬ
「
ガ
ラ
ク
タ
」
を
物
色
し
買
い
求
め
る
と
い
う
行
為
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
彼
は
当
時
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
購
入
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
知
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
ク
ロ
と
い
う
喫
茶

店
」
に
わ
ず
か
に
先
行
す
る
、
昭
和
五
〇
年
か
ら
五
五
年
に
か
け
て
の
日
記
を
ま
と
め
た
『
つ
げ
義
春
日
記
』
が
参
考
に
な
る
。
ち
ょ

う
ど
蒐
集
趣
味
が
昂
じ
て
い
た
時
期
に
書
か
れ
た
こ
の
日
記
を
ひ
も
と
く
と
、
古
物
購
入
に
つ
い
て
の
記
述
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
昔
の
イ
ン
ク
瓶
」（
三
百
円

（
７
）

）、「
欅
の
一
枚
板
の
卓
袱
台
」（
二
千
円
）
と
「
椅
子
」（
二
千
円

（
８
）

）、「
旧
式
の
電
気
ス
タ
ン

ド
（
９
）

」、「
瀬
戸
物
小
皿
」（
五
枚
で
七
百
円

（
１０
）

）、
同
じ
く
「
瀬
戸
物
の
小
皿
」（
四
百
五
十
円

（
１１
）

）、
弟
の
つ
げ
忠
雄
の
ジ
ー
ン
ズ
屋
の
開
店
祝

い
と
し
て
購
入
し
た
「
柱
時
計

（
１２
）

」、「
丹
下
左
膳
の
女
房
と
か
い
う
怪
し
げ
な
人
形

（
１３
）

」、「
大
八

車
の
車
輪
」（
二
個
で
四
千
五
百
円

（
１４
）

）、「
市
松
人
形
」（
五
万
円

（
１５
）

）
な
ど
を
、
古
道
具
屋
や
骨

董
市
で
、
あ
る
い
は
友
人
か
ら
購
入
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
書
に
掲
載

さ
れ
た
当
時
の
つ
げ
の
仕
事
場
の
写
真
（
図
２
）
を
見
る
と
、
日
記
の
中
に
言
及
の
あ
る
も

の
と
思
し
き
卓
袱
台
や
電
気
ス
タ
ン
ド
な
ど
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

（
１６
）

、
古
物
が
彼
の
生
活
空

間
や
仕
事
場
の
中
に
溶
け
こ
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
つ
げ
が
購
入
し
て

い
た
の
は
、
骨
董
品
や
古
美
術
品
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
古
民
芸
や
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
に
類
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
旅
先
で
骨
董
屋
に
立
ち
寄
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、『
貧
困
旅
行

記
』
に
は
、
昭
和
六
一
年
六
月
の
鎌
倉
旅
行
の
際
に
、
宿
の
近
く
の
骨
董
屋
で
、
明
治
期
の

も
の
と
い
う
千
手
観
音
（
図
３
）
を
、
六
万
七
千
円
で
購
入
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

（
１７
）

。

ま
た
、
昭
和
六
一
年
八
月
の
秩
父
旅
行
で
は
、
秩
父
駅
周
辺
の
骨
董
屋
を
の
ぞ
い
て
い
る

（
１８
）

。

図２ 酒井荘の仕事場、昭和５０年１２月

－１０４－



他
方
『
つ
げ
義
春
日
記
』
に
は
、
古
道
具
屋
や
露
天
商
と
の
交
遊
に
つ

い
て
も
、
実
名
入
り
の
言
及
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
日
記
の
中
で
最
も
頻

繁
に
登
場
す
る
古
物
商
が
「
多
奈
加
さ
ん
」
で
あ
る
。
当
初
「
布
田
神
社

の
縁
日
」
に
出
店
し
て
い
た
彼
は
、
の
ち
に
調
布
で
正
式
に
店
を
構
え
る

こ
と
に
な
る

（
１９
）

。
さ
ら
に
、「
古
道
具
屋
の
深
沢
商
店

（
２０
）

」、「
金
」
と
「
軍
隊

物
」
を
得
意
と
し
、
蛇
酒
の
製
造
も
す
る
ら
し
い
狛
江
在
住
の
「
蛇
屋
の

加
藤

（
２１
）

」、「
古
物
と
寿
司
屋
を
兼
業
し
た
変
っ
た
店
」
と
い
う
飛
田
給
の

「
骨
董
屋
丸
金
屋

（
２２
）

」、「
小
田
急
祖
師
谷
の
デ
ス
カ
ウ
ン
ト
シ
ョ
ッ
プ
Ｓ
さ

ん
（
２３
）

」、
下
北
沢
の
古
物
屋
「
ひ
ろ
ば

（
２４
）

」、
都
営
住
宅
の
二
階
の
自
宅
で
開
業

し
て
い
る
「
近
所
の
Ｓ
さ
ん

（
２５
）

」、「
狛
江
の
団
地
の
古
物
商
Ｓ
さ
ん

（
２６
）

」
な
ど
、

実
名
や
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
さ
ま
ざ
ま
な
古
道
具
屋
が
姿
を
現
す
。
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
多
く
が
、
い
く
ぶ
ん
名
前
を
変
え
て
『
カ
メ

ラ
を
売
る
』
に
登
場
し
て
い
る
（
図
４
）。
た
と
え
ば
、「
多
奈
加
さ
ん
」

は
「
中
田
さ
ん
」、「
深
沢
商
店
」
主
人
は
「
深
田
さ
ん
」、
い
ず
れ
か
の

「
Ｓ
さ
ん
」
は
「
鈴
本
さ
ん
」、「
蛇
屋
の
加
藤
」
は
「
工
藤
さ
ん
」、
と

い
っ
た
具
合
で
あ
る

（
２７
）

。
漫
画
の
中
の
彼
ら
は
、「
そ
の
日
暮
し
の
末
端
の

業
者
」（８

：
２６０

）
と
し
て
、
強
い
共
感
と
と
も
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

図３ 旅先の骨董屋で購入した千手観音図４ 『カメラを売る』（８：２９１）
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こ
の
よ
う
に
、
比
較
的
安
価
な
古
物
を
、
敷
居
の
高
い
「
豪
華
な
」
古
美
術
店
で
は
な
く
、「
貧
弱
で
う
す
汚
い
店
」
や
骨
董
市
を
回
っ

て
買
い
求
め
る
の
が
、
つ
げ
の
流
儀
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
生
き
方
に
感
化
さ
れ
た
つ
げ
は
、
自
分
も
漫
画
家
と
骨
董
屋
、
古

本
屋
、
中
古
カ
メ
ラ
屋
な
ど
を
兼
業
し
た
い
と
考
え
る
に
至
る
の
で
あ
る

（
２８
）

。

二

「
景
色
」
と
「
物
」
の
あ
わ
い
――
漫
画
の
中
の
古
物
た
ち

つ
げ
は
古
物
に
つ
い
て
、
日
記
や
旅
行
記
に
お
い
て
は
断
片
的
に
言
及
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
彼
は
『
ガ
ロ
』
平

成
五
年
八
月
の
つ
げ
特
集
号
巻
頭
の
文
章
に
お
い
て
、
自
分
の
「
骨
董
」
趣
味
に
つ
い
て
、
比
較
的
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
彼
は
そ
の

中
で
、
か
つ
て
「
瀬
戸
物
」
に
も
興
味
を
も
っ
て
い
た
が
、
理
解
が
難
し
く
、
ま
た
高
価
な
た
め
深
入

り
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
自
分
が
「
家
具
類
」
や
「
柱
時
計
」
を
買
い
求
め
る
「
平
凡
な
マ
ニ
ア
」

に
す
ぎ
な
い
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
る

（
２９
）

。

と
は
い
え
、『
カ
メ
ラ
を
売
る
』
に
登
場
す
る
骨
董
屋
や
露
店
を
見
る
と
、
つ
げ
が
「
瀬
戸
物
」
に

つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
古
道
具

に
混
じ
っ
て
、
瀬
戸
の
馬
の
目
皿
（
図
５
）
や
、
山
水
文
や
草
花
文
の
あ
る
絵
志
野
と
思
し
き
皿
、
古

伊
万
里
の
染
付
の
徳
利
な
ど
（
図
６
）
が
、
か
な
り
正
確
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

れ
ら
は
あ
く
ま
で
骨
董
屋
と
し
て
の
現
実
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
た
め
の
細
部
あ
る
い
は
小
道
具
で

あ
り
、
漫
画
に
お
い
て
格
別
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
つ
げ
作
品
に
し
ば
し
ば
登
場
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
際
立
っ
た
役
割
を
帯
び
て
い

図５ 『カメラを売る』（８：２５９）
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る
の
が
、「
柱
時
計
」
で
あ
る
。
彼
が
大
き
な

振
り
子
時
計
を
愛
好
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

の
は
、
旅
で
訪
れ
た
宿
場
町
や
温
泉
の
宿
（
特

に
玄
関
）
に
、
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
が
掛
け
ら
れ

て
い
る
の
を
目
に
し
て
、
強
い
魅
力
を
感
じ
て

い
た
た
め
で
あ
る
（
図
７
）。
つ
ま
り
つ
げ
は

当
初
、
旅
の
「
景
色
」
の
一
部
と
し
て
の
古
時

計
に
魅
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

「
物
」
と
し
て
購
入
と
所
有
の
対
象
と
な
る
の

は
、
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
（
図
８
）。
言
い
換

え
れ
ば
、
古
い
「
景
色
」
と
古
い
「
物
」、
あ

る
い
は
非
日
常
と
日
常
の
中
間
に
存
在
し
、
両

者
を
つ
な
ぐ
位
置
に
あ
る
も
の
、
も
し
く
は
そ

の
ど
ち
ら
で
も
あ
る
も
の
が
、
つ
げ
に
と
っ
て

の
柱
時
計
な
の
で
あ
る
。

古
時
計
は
つ
げ
漫
画
に
頻
繁
に
登
場
す
る
が
、

な
か
で
も
重
要
な
の
は
『
初
茸
が
り
』（
昭
四

図６ 『カメラを売る』（８：２６４）

図７ 『リアリズムの宿』（５：２０５）

図８ 調布の団地でのつげ親子と
柱時計、昭和５４年正月
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一
・
四
）
で
あ
る
。
そ
の
前
年
の
秋
、
千
葉
県
大
多
喜
町
の
商
人
宿
「
寿
恵
比
楼
」
に
、
白
土
三
平
ら
と
と
も
に
滞
在
し
た
際
の
体
験

を
も
と
に
制
作
さ
れ
た
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
柱
時
計
は
登
場
人
物
た
ち
と
ほ
と
ん
ど
同
等
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
漫
画
に
登

場
す
る
時
計
も
、
大
多
喜
の
宿
の
茶
の
間
に
掛
か
っ
て
い
た
も
の
か
ら
想
を
得
て
お
り
、
そ
の
「
時
を
刻
む
音
が
、
そ
の
と
き
の
私
の

心
に
不
思
議
な
安
ら
ぎ
を
覚
え
さ
せ
て
く
れ
た
」と
い
う

（
３０
）

。
物
語
は
い
た
っ
て
単
純
だ
が
、
不
可
思
議
な
も
の
で
も
あ
る
。
祖
父
と（
お

そ
ら
く
は
二
人
で
）
暮
ら
す
少
年
・
正
太
は
、
翌
日
の
初
茸
が
り
を
楽
し
み
に
し
な
が
ら
床
に
就
く
が
、
明
日
へ
の
期
待
と
時
計
の
存

在
へ
の
問
い
――
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
大
き
な
時
計
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
？
」「
こ
の
時
計
だ
れ
が
買
っ
た
の
？
」（４：

２５７

）
――
が
な

い
交
ぜ
に
な
り
、
眠
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
翌
朝
、
祖
父
が
目
を
覚
ま
す
と
、
正
太
が
柱
時
計
の
振
り
子
室
の
中
で
眠
り
こ
け

て
い
る
場
面
で
物
語
は
終
わ
る
（
図
９
）。
最
終
ペ
ー
ジ
の
半
分
を
占
め
る
こ
の
ラ
ス
ト

シ
ー
ン
の
コ
マ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
許
容
（
あ
る
い
は
誘
発
）
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
つ
げ
自
身
の
註
釈
を
引
い
て
お
こ
う
――

あ
れ
は
﹇
…
…
﹈
主
人
公
の
気
持
ち
と
時
の
流
れ
に
ず
れ
が
で
き
て
し
ま
っ
て
、
主

人
公
は
時
の
な
か
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
時
と
同
化
し
て
し
ま
い
た
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う

こ
と
を
か
き
た
か
っ
た
わ
け
で
す
ね

（
３１
）

。

古
い
家
屋
の
中
、
朽
ち
か
け
た
土
壁
に
掛
け
ら
れ
た
古
い
時
計
と
は
、
古
い
「
景
色
」

の
中
に
置
か
れ
た
古
い
「
物
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
を
刻
む
装
置
で
あ
る
と
同
時
に
、

図９ 『初茸がり』（４：２５８）
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そ
れ
自
体
の
表
面
に
も
時
の
痕
跡
が
刻
印
さ
れ
た
古
時
計
と
は
、
い
わ
ば
二
つ
の
時
間
を
内
包
し
た
、
特
殊
な
〈
景
色＝

物
〉
な
の
で

あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
に
「
も
ぐ
り
こ
」
む
と
は
、
幾
重
に
も
折
り
畳
ま
れ
た
時
の
襞
の
内
奥
、
そ
の
懐
に
身
を
う
ず
め
て
「
時

と
同
化
」
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
仮
に
、
振
り
子�

と
化
し
た
正
太
が
古
時
計
の
懐
で
見
て
い
る
の
が
、
胎
内
回
帰
（
つ

ま
り
母�

と
の
再
「
同
化
」）
の
夢
で
あ
る

（
３２
）

と
す
れ
ば
、
時
計
は
正
太
の
不
在
の
（
死
ん
だ
？
）
母
の
代
理
表
象
で
あ
る

（
３３
）

と
と
も
に
、
胎

内
で
聞
い
た
は
ず
の
母
の
心
拍
の
よ
う
に
「
不
思
議
な
安
ら
ぎ
」
を
感
じ
さ
せ
る
時
計
の
音
は
、
生
命
の
起
源
を
も
暗
示
す
る
も
の
な

の
で
あ
る

（
３４
）

。

生
と
死
を
と
も
に
含
み
こ
ん
だ
、
こ
の
よ
う
な
二
重
化
さ
れ
た
時
間
性
は
、
こ
こ
で
と
り
上
げ
る
第
二
の
古
物
、
す
な
わ
ち
魚
石
に

も
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
が
登
場
す
る
の
は
、
同
タ
イ
ト
ル
の
作
品
『
魚
石
』（
昭
五
四
・
一
一
）
に
お
い
て
で
あ
る
。

主
人
公
で
あ
る
「
私
」
は
、
古
本
屋
を
営
む
こ
と
に
な
っ
た
友
人
の
Ｔ
君
に
、
店
の
飾
り
用
と
し
て
、
自
分
が
所
蔵
す
る
稀
覯
古
書

を
貸
し
て
や
る
が
、
Ｔ
君
は
無
断
で
そ
れ
ら
を
売
っ
て
し
ま
う
。
気
が
と
が
め
た
の
か
Ｔ
君
が
後
日
、「
こ
れ
は
本
の
代
わ
り
と
い
っ

て
は
な
ん
だ
け
ど
」（８：
１５

）
と
言
い
な
が
ら
「
私
」
の
も
と
に
持
参
し
た
の
が
、
い
さ
さ
か
怪
し
げ
な
魚
石
だ
っ
た
。
江
戸
時
代
よ

り
伝
わ
る
と
い
う
こ
の
石
の
裏
に
は
、「
玉
中
に
魚
の
蟄
せ
し
千
金
の
器
物
」
と
ペ
ン
キ
で
（
！
）
書
か
れ
て
い
る
。
石
の
中
の
魚
は

も
ち
ろ
ん
目
に
は
見
え
ず
、
玉
の
よ
う
に
磨
き
こ
む
と
ぼ
ん
や
り
魚
影
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
。
魚
石
の
中
の
魚
は
千
年
は
生
き
る

と
い
い
、
そ
の
姿
を
見
た
者
に
も
長
寿
を
も
た
ら
す
と
い
う
伝
承
が
、
最
終
コ
マ
に
記
さ
れ
て
い
る
。
主
人
公
は
そ
の
由
来
や
伝
説
を

信
用
し
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、「
釈
然
と
し
な
い
ま
ま
」（８：

２５

）
眺
め
た
り
水
を
や
っ
た
り
す

る
（
図
１０
）。
主
人
公
に
と
っ
て
こ
の
石
は
ひ
と
つ
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
と
化
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
げ
は
『
魚
石
』
の
ア
イ
デ
ア
を
柴
田
宵
曲
の
書
物
か
ら
得
た
と
い
う

（
３５
）

が
、
作
品
の
後
半
に
は
、
こ
の
想
像
上
の
魚
石
と
異
な
る
、
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実
在
す
る
も
の
と
さ
れ
る
石
が
登
場
す
る
。

そ
れ
は
、
天
明
三
年
の
浅
間
山
大
噴
火
の

際
、
熱
泥
流
が
川
に
流
れ
こ
ん
で
川
魚
を

呑
み
こ
み
、
そ
の
ま
ま
冷
却
凝
固
す
る
こ

と
で
で
き
た
も
の
で
あ
る
（
図
１１
）。
死

ん
だ
魚
の
痕
跡＝
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が
写
真

の
よ
う
に
文
字
通
り
〈
焼
き
つ
け
ら
れ

た
〉
こ
の
石
に
は
、
江
戸
時
代
の
カ
タ
ス

ト
ロ
フ
ィ
ー
の
瞬
間
的
時
間
、
お
よ
び
そ

れ
が
発
掘
さ
れ
古
物
と
し
て
愛
玩
さ
れ
て

現
代
に
至
る
ま
で
の
持
続
的
時
間
と
い
う
、
二
つ
の
時
間
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る

（
３６
）

。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
石
も
や
は
り
、
古
時
計
と
同
じ
よ

う
に
、
そ
の
内
部
と
外
部
に
二
重
化
さ
れ
た
時
間
性
を
含
み
こ
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
の
ち
に
論
じ
る
よ
う
に
、
元
来
自
然

の
風
景
の
一
部
を
な
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
言
わ
ば
抽
出
さ
れ
て
文
化
的
な
愛
玩
物
と
な
る
石
は
、
柱
時
計
以
上
に
「
景
色
」
と

「
物
」
の
双
方
の
性
格
を
帯
び
た
、
両
価
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
魚
石
の
中
に
棲
み
永
遠
の
生
命
を
保
つ
魚
の
存
在
様

態
は
、
古
時
計
の
中
で
安
ら
か
に
眠
る
『
初
茸
が
り
』
の
正
太
（
図
９
）
の
あ
り
方
と
も
類
似
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
古
時
計
が
死
と

生
に
同
時
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
魚
石
も
ま
た
、
別
の
二
種
類
の
石
と
い
う
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
過
去
に
お
け
る
死

と
現
在
・
未
来
に
お
け
る
生
と
を
と
も
に
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

図１０ 『魚石』（８：２９）

図１１ 『魚石』（８：２６）
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と
は
い
え
も
ち
ろ
ん
、
魚
石
と
は
空
想
の
産
物
で
あ
り
、
つ
げ
義
春
は
こ
の
怪
し
げ
な
魚
石
を
自
分
で
所
有
し
て
い
た
と
は
述
べ
て

い
な
い
た
め
、
柱
時
計
と
同
等
の
蒐
集
物
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
は
石
一
般
に
つ
い
て
、『
無
能
の

人
』
の
影
響
も
あ
り
世
間
で
は
水
石
マ
ニ
ア
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
一
つ
も
集
め
た
こ
と
な
い
か
ら
イ
ン
チ

キ
だ
よ
ね
（
笑
）」
と
語
っ
て
も
い
る

（
３７
）

。
だ
が
、
そ
う
か
と
言
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
つ
げ
自
身
が
魚
石
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
断
定

す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
同
作
品
の
表
題
紙
（
図
１２
）
に
は
、
こ
ち
ら
に
二
眼
レ
ン
ズ
を
向
け
て
わ
れ
わ
れ
を

見
つ
め
る
か
の
ご
と
き
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
カ
メ
ラ
――
明
ら
か
に
つ
げ
の
蒐
集
品
――
や
観
葉
植
物
、
そ
し
て
ほ
か
な
ら
ぬ
魚
石
が
置
か

れ
た
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
調
の
棚
の
写
真
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
漫
画
本
の
並
ん
だ
こ
の
棚
は
、『
つ
げ
義
春
日
記
』
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
、
彼
の
家
の
様
子
を
撮
影
し
た
写
真
（
図
１３
）
に
写
っ
て
い
る
の
と
同
一
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
魚
石
と
二

眼
レ
フ
カ
メ
ラ
は
、
漫
画
の
最
初
の

ペ
ー
ジ
の
一
コ
マ
目
、
主
人
公
で
あ
る

漫
画
家
の
「
私
」
の
仕
事
場
に
、
今
度

は
描
か
れ
た
姿
で
再
び
登
場
す
る
。
し

た
が
っ
て
我
々
は
、
こ
の
写
真
を
介
し

て
作
品
の
中
に
文
字
通
り
〈
導
入
〉
さ

れ
る
と
と
も
に
、
魚
石
を
所
有
す
る
作

中
の
「
私
」
が
つ
げ
自
身
で
あ
る
か
の

よ
う
に
思
い
こ
ま
さ
れ
る
の
だ
が
、
し

図１２『魚石』表題紙（８：５）

図１３ 柏市十余二の住まいの様子、昭和５３年２月
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か
し
作
者
は
、
魚
石
の
所
有
の
事
実
や
、
こ
の
か
ら
く
り
め
い
た
演
出
の
種
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
た
め
、
読
者
は
現
実
と
虚

構
の
は
ざ
ま
に
宙
吊
り
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
単
な
る
私
小
説
的
な
自
我
の
独
白
の
物
語
に
は
還
元
で
き
な
い
、

私
／
彼
、
自
身
／
分
身
、
自
我
／
他
者
の
間
の
微
妙
な
戯
れ
は
、
つ
げ
漫
画
全
体
を
貫
く
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

魚
石
が
、
そ
の
危
う
い
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
つ
つ
撹
乱
す
る
、
両
義
的
な
支
点
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
「
石
」
や
「
家
具
類
」
と
と
も
に
写
真
と
い
う
か
た
ち
で
表
題
紙
の
中
に
登
場
し
た
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
カ
メ
ラ
こ

そ
、
つ
げ
が
最
も
蒐
集
に
力
を
入
れ
た
古
物
で
あ
る
（
図
１４
）。
先
に
触
れ
た
『
ガ
ロ
』
特
集
号
の
記
事
に
お
い
て
も
、
カ
メ
ラ
に
つ

い
て
だ
け
は
、
寡
黙
な
つ
げ
と
し
て
は
異
例
な
ほ
ど
饒
舌
に
語
り
、
蘊
蓄
を
傾
け
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
カ
メ
ラ
に
対
す
る

関
心
は
昭
和
四
二
年
頃
に
始
ま
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
温
泉
や
宿
場
へ
の
旅
を
始
め
た
時
期
と

ほ
ぼ
重
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
カ
メ
ラ
は
当
初
は
取
材
の
際
の「
ス
ケ
ッ

チ
代
わ
り
」
つ
ま
り
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
三
年
ほ
ど
後
に
な
る
と
、
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
対
象
と
し
て
そ
れ
自
体
が
目
的
化
し
て
ゆ
く
。
昭
和
五
三
年
に
は
本
格
的
な
蒐

集
を
開
始
し
、
最
終
的
に
は
二
五
〇
台
ほ
ど
を
所
有
、
国
産
の
貴
重
な
カ
メ
ラ
は
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
持
っ
て
い
た
と
い
う

（
３８
）

。
さ
ら
に
昭
和
五
六
年
に
は
古
物
商
の
免
許
を
取
得
し
て
「
ピ

ン
ト
商
会
」を
設
立
、
雑
誌
を
介
し
て
中
古
カ
メ
ラ
の
売
買
を
始
め
る
に
至
る
の
で
あ
る（
た

だ
し
不
景
気
の
あ
お
り
を
受
け
て
、
翌
年
に
は
開
店
休
業
状
態
に
追
い
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
）。骨

董
市
や
古
道
具
屋
で
ジ
ャ
ン
ク
カ
メ
ラ
を
漁
り
、
そ
れ
を
自
分
で
修
理
し
、
通
信
販
売

図１４ 中古カメラ・コレクション、昭和５６年８月
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を
行
な
う
と
い
う
、
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
は
、『
カ
メ
ラ
を
売
る
』
の
中
で
「
ピ
ン
チ
商
会
」
を
設
立
し
た
主
人
公
・
助
川
助
三
に
重

ね
あ
わ
せ
て
詳
し
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

（
３９
）

。
実
際
『
カ
メ
ラ
を
売
る
』
に
お
い
て
は
、
つ
げ
が
カ

メ
ラ
通
販
の
際
に
実
際
に
作
成
し
た
と
思
わ
れ
る
カ
タ
ロ
グ
や
、
カ
メ
ラ
雑
誌
の
売
買
欄
の
ペ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
購
入
希
望
者
か
ら
の

手
紙
を
切
り
と
り
、
そ
れ
ら
を
漫
画
の
コ
マ
に
貼
り
付
け
る
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
的
な
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
技
法
に
よ
っ
て
、
作
者
つ
げ
と
作

中
人
物
の
助
川
と
が
同
一
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
『
魚
石
』
に
お
い
て
、
主
人
公
と
作
者
つ
げ
の
微

妙
な
同
一
化
が
、
表
題
紙
に
写
真
と
い
う
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
記
号
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
魚
石
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
カ
メ
ラ
と
は
、
そ
れ
を
介
し
て
現
実
と
虚
構
が
不
断
に
反
転
し
あ
う

蝶
番
、
あ
る
い
は
、
現
実
の
虚
構
化
と
虚
構
の
現
実
化
と
い
う
異
な
る
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
も
つ
二
つ
の
作
業
が
交
差
す
る
交
点
を
な
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
つ
げ
に
と
っ
て
の
中
古
カ
メ
ラ
は
、
単
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
で
も
、
副
業
や
投
機
の
手
段
で
も
、
ま
た
創
作
の
た

め
の
契
機
で
も
な
か
っ
た
。
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
カ
メ
ラ
の
蒐
集
は
、
特
に
妻
が
癌
に
罹
っ
た
際
に
亢
進
し
た
不
安
神
経
症
か
ら
自
ら
を
救

い
出
す
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ
た

（
４０
）

。
つ
げ
に
と
っ
て
古
い
カ
メ
ラ
は
、
光
学
的
・
視
覚
的
な
装
置
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
上
に

〈
い
じ
る
〉
た
め
の
触
覚
的
な
対
象
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
カ
メ
ラ
い
じ
り
と
は
箱�

庭
療
法
に
も
似
た
、
暗
箱�

療
法
と
で
も
呼
び
う
る
よ

う
な
一
種
の
精
神
安
定
の
作
法
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
漫
画
へ
の
情
熱＝

受
苦
か
ら
ひ
と
と
き
逃
れ
る
た
め
の
手
段
と
も
な
り

え
た
の
で
あ
る

（
４１
）

。

つ
げ
に
と
っ
て
古
い
カ
メ
ラ
が
、
そ
の
内
部
に
古
び
た
風
景
が
像
と
し
て
受
肉＝

物
質
化
す
る
と
こ
ろ
の
オ
ブ
ジ
ェ
で
あ
る

（
４２
）

と
す
れ

ば
、
古
時
計
と
同
様
、
こ
こ
で
も
や
は
り
「
物
」
と
「
景
色
」
と
い
う
二
つ
の
価
値
、
あ
る
い
は
二
つ
の
時
間
性
、
二
つ
の
〈
古
さ
〉
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が
入
れ
子
を
な
し
て
交
錯
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
古
時
計
と
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
カ
メ
ラ
に
は
、
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま

な
類
似
点
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
機
械
で
あ
り
な
が
ら
作
動
す
る
に
は
人
の
手
の
介
在
を
必
要
と
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で

あ
る
点
（
こ
の
点
は
後
述
す
る
自
転
車
に
も
あ
て
は
ま
る
）、
時
間
を
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
的
に
刻
み
こ
み
可
視
化
す
る
装
置
で
あ
る
と
と

も
に
そ
れ
自
体
に
も
時
間
の
痕
跡
が
可
視
的
に
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ば
メ
タ
時
間
的
な
機
械
で
あ
る
点
、
そ
し
て
い
ず
れ
も

死
と
（
再
）
生
の
両
者
に
つ
な
が
っ
て
い
る
点

（
４３
）

、
な
ど
で
あ
る
。

そ
し
て
、
両
者
の
関
連
に
つ
い
て
こ
こ
で
さ
ら
に
問
う
て
み
た
い
の
は
、『
初
茸
が
り
』
の
正
太
が
、
胎
内
を
連
想
さ
せ
る
古
時
計

の
振
り
子
室
の
中
で
眠
っ
て
い
た
よ
う
に
（
図
９
）、
つ
げ
も
ま
た
、
カ
メ
ラ
の
語
源
で
あ
り
原
型
で
も
あ
る
〈
暗
い
部
屋
（
カ
メ
ラ
・

オ
ブ
ス
ク
ー
ラ
）〉
の
薄
闇
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
安
ら
ぎ
を
覚
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
げ
が
薄
暗
い
部
屋
に
住
み
、
黄
昏
時
に
な
っ
て
も
す
ぐ
に
は
灯
を
と
も
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
複
数
の
知
人
が
証
言
し
て
い
る

（
４４
）

が
、

彼
の
部
屋
は
文
字
通
り
〈
暗
室
〉
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
気
に
入
り
の
カ
メ
ラ
で
単
に
撮
影
を
行
な
う
だ
け
で

な
く
、
そ
の
現
像
も
自
分
の
部
屋
で
行
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

（
４５
）

。
明
か
り
を
消
し
て
鍵
を
か
け
た
つ
げ
の
暗
い
部
屋
、
そ
の
中
で
古

い
「
景
色
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
像
さ
れ
現
前
し
て
く
る
〈
暗
室
〉
は
、
文
字
通
り
カ
メ
ラ＝

暗
箱
と
相
似
形
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
つ
げ
の
場
合
、〈
暗
箱
〉
で
撮
影
さ
れ
〈
暗
室
〉
で
現
像
さ
れ
た
写
真
そ
れ
自
体
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
参
考
に
制
作
さ

れ
た
漫
画
や
ペ
ン
画
な
ど
の
作
品
に
も
、
そ
う
し
た
〈
暗
い
部
屋
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
湛
え
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、

ふ
け

秋
田
県
の
蒸
の
湯
温
泉
（
昭
四
四
・
八
）
や
、
福
島
県
の
大
塩
温
泉
（
昭
五
一
・
一
一
）
を
撮
影
し
た
写
真
を
見
て
み
よ
う
（
図
１５
、

１６
）。
狭
く
ほ
の
暗
い
簡
素
な
板
張
り
の
浴
室
の
中
を
、
蒸
気
で
曇
っ
た
窓
か
ら
さ
し
こ
む
柔
ら
か
い
光
が
照
ら
し
だ
す
。
さ
ら
に
そ

の
光
は
湯
船
に
ま
で
届
き
、
ゆ
ら
め
く
湯
の
表
面
に
反
射
し
、
鈍
い
像
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
、
い
に
し
え
の
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カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ー
ラ
の
閉
ざ
さ
れ
た
薄
闇
の
み
な
ら
ず
、
カ
メ
ラ
が
反
射
を
通
じ
て
像
を
結
ぶ
メ
カ
ニ
ズ
ム
ま
で
も
が
想
起
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
薄
暗
い
浴
室
の
中
、
窓
か
ら
さ
し
こ
む
日
光
が
温
泉
の
水
面
に
反
射
し
静
か
に
た
ゆ
た
う
様
子
に
つ
げ
が
魅
せ
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
、
同
じ
く
福
島
県
の
西
山
温
泉
を
題
材
に
し
た
ペ
ン
画
（『
桃
源
行
』
昭
五
一
・
一
〇－

昭
五
二
・
五
、
図
１７
）
や
、『
夢

日
記
』（
昭
五
一
・
一
〇－

昭
五
二
・
一
）
に
お
い
て
最
も
完
成
度
の
高
い
イ
ラ
ス
ト
（
図
１８
）
か
ら
も
、
同
様
に
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
メ
タ
写
真
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
、
暗
い
部
屋
や
水
面
に
映
る
光
と
と
も
に
重
要
な
の
が
、

障
子
に
映
る
影
で
あ
る

（
４６
）

。
漫
画
作
品
に
お
け
る
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、「
死
ん
だ
よ
う
に
静
か
」
な
温
泉
町
の
民
家
、
そ
の
薄
暗

い
部
屋
の
障
子
に
「
昔
か
ら
あ
の
ま
ま
の
形
で
し
み
つ
い
て
い
る
よ
う
な
」（６

：
３０

‐３１

）
人
影
を
描
い
た
『
ゲ
ン
セ
ン
カ
ン
主
人
』

の
一
コ
マ
が
挙
げ
ら
れ
る
（
図
１９
）。
写
真
の
発
明
家
の
一
人
ト
ー
ル
ボ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
写
真
と
は
移
ろ
い
や
す
い
影
を
永
遠
に
定

着
さ
せ
る
術
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
想
起
し
て
お
く
の
も
、
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
と
類
似
し
た
構
図

を
も
つ
、
群
馬
の
湯
宿
温
泉
を
テ
ー
マ
と
し
た
『
桃
源
行
』
の
ペ
ン
画
（
図
２０
）
に
は
、
障
子
に
映
る
影
の
手
前
に
、
お
そ
ら
く
同
じ

人
物
の
シ
ャ
ツ
が
掛
け
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
は
不
可
視
の
人
物
の
存
在
を
換
喩
的
に
指
し
示
す
白
黒
二
つ
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
記
号
を
形

成
し
て
い
る
。
そ
の
手
前
に
は
、
鍋
や
七
輪
な
ど
生
活
の
匂
い
の
す
る
古
い
「
物
」
が
、
影
に
隣
接
す
る
よ
う
に
並
ん
で
い
る
。
さ
ら

に
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
意
味
深
長
な
作
品
『
退
屈
な
部
屋
』（
昭
五
〇
・
一
〇
）
に
お
い
て
、
主
人
公
が
妻
に
内
緒
で
借
り
て

い
る
「
部
屋
」（
図
２１
、
２４
）
も
ま
た
、
レ
ン
ズ
に
も
似
た
特
殊
な
円
窓
の
形
状
、
内
部
の
ほ
の
暗
い
雰
囲
気
、
そ
の
中
に
浮
か
び
上

が
る
主
人
公
の
シ
ル
エ
ッ
ト
な
ど
の
点
で
、
や
は
り
カ
メ
ラ
（
・
オ
ブ
ス
ク
ー
ラ
）
の
構
造
や
写
真
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
連
想
さ
せ
る
も

の
が
あ
る

（
４７
）

。

フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル

と
こ
ろ
で
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ー
ラ
を
前
近
代
的
な
主
体
の
あ
り
方
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
的
な
比
喩
形
象
と
し
て
論
じ
た
ジ
ョ
ナ
サ
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図１５ 秋田県蒸の湯温泉、『つげ義春流れ雲旅』

図１７ 福島県西山温泉、『桃源行』（別：無頁）図１８ 『夢日記』昭和４７年６月２日（別：６２）

図１６ 福島県大塩温泉、『つげ義春
の温泉』
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図１９『ゲンセンカン主人』（６：３１）

図２１『退屈な部屋』（６：２９０）

図２０ 群馬県湯宿温泉、『桃源行』
（別：無頁）
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ン
・
ク
レ
ー
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
装
置
に
よ
っ
て
図
解
さ
れ
る
近
代
以
前
の
主
体
と
は
、
対
象＝

客
体
や
外
部
の
世
界
そ
の
も
の
に

直
接
対
峙
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
か
ら
は
あ
え
て
距
離
を
置
い
て
「
暗
い
部
屋
」
の
内
部
に
閉
じ
こ
も
り
、
そ
の
中
に
投
影
さ
れ

た
表
象
像
を
観
察
し
よ
う
と
す
る
、
反
省
（＝

反
射
）
的
で
「
私
秘
的
な
存
在
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
世
界
か
ら
の
退
隠
」
に
よ
っ

て
内
面
化
・
非
身
体
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
暗
室
の
中
に
「
曖
昧
に
位
置
づ
け
ら
れ
」
て
「
自
由
に
浮
遊
」
す
る
、「
周
縁
的
で
補
足

的
な
存
在
」
な
の
で
あ
る

（
４８
）

。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ー
ラ
の
直
接
の
子
孫
た
る
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
で
ア
ナ
ロ
グ
な
カ

メ
ラ
を
蒐
集
し
、「
秘
密
の
穴
ぐ
ら
」（『
退
屈
な
部
屋
』６
：
２９０

）
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
も
つ
薄
暗
い
部
屋
に
「
佇
み
」、
そ
こ
に
生
成

す
る
反
映
像
に
愛
着
の
眼
を
向
け
る
つ
げ
を
、
隔
世
遺
伝
を
経
て
近
代
を
生
き
る
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ー
ラ
的
な
主
体
に
な
ぞ
ら
え
て

み
る
、
強
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
。

『
夜
が
掴
む
』（
昭
五
一
・
九
）
に
お
い
て
真
夜
中
の
闇
の
中
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
る
こ
と
へ
の
恐
れ
を
描
き
だ
し
（
図
２２
）、『
外

の
ふ
く
ら
み
』（
昭
五
四
・
五
）
に
お
い
て
白
昼
の
光
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
を
漫
画
化
し
た
（
図
２３
）
つ
げ
は
、
完
全

な
闇
で
も
完
全
な
光
で
も
な
い
、「
曖
昧
」
な
薄
明
（
あ
る
い
は
薄
暮
）
の
中
に
「
退
隠
」
し
（
図
２４
）、
あ
る
い
は
そ
の
中
を
自
由
に

「
浮
遊
」す
る
こ
と
を
好
む
。
そ
の
た
め
の
特
権
的
な
空
間
が
、
温
泉
と
い
う
子
宮
的
な
ト
ポ
ス
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な〈
暗
い
部
屋
〉

を
生
み
出
す
「
曖
昧
」
な
仕
切
り
が
、
障
子
で
あ
り
簾
（
図
２５
）
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
げ
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
景
色
」
が
い
わ

ば
「
物
」
と
し
て
物
象
化
し
た
の
が
、
薄
暗
い
振
り
子
室
が
内
在
し
た
柱
時
計
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
〈
暗
箱
〉
で
あ
る
カ
メ
ラ
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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図２２『夜が掴む』（６：１０６）

図２４『退屈な部屋』（６：２９１）

※いずれのコマにも、柱と梁が逆 Y字型を形成する部屋の隅に対するつげの
愛着が認められる。

図２３『外のふくらみ』（６：１４３）

図２５『李さん一家』（４：２８０）

「往生際」のトポグラフィ――つげ義春と古物－１１９－



三

古
道
具
屋
の
夢
判
断
――
『
夢
日
記
』
と
『
ヨ
シ
ボ
ー
の
犯
罪
』

古
時
計
や
魚
石
や
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
カ
メ
ラ
な
ど
、
二
つ
の
時
間
性
や
生
／
死
を
同
時
に
内
包
し
た
事
物
た
ち
が
、「
物
」
で
あ
る
と

同
時
に
「
景
色
」
と
も
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
「
物
」
が
居
並
ぶ
場＝

「
景
色
」
と
し
て
の
古

道
具
屋
も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
ト
ポ
ス
と
し
て
彼
の
偏
愛
の
対
象
と
な
り
、
し
ば
し
ば
作
品
中
に
姿
を
現
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
『
散
歩
の
日
々
』（
昭
五
九
・
六
）
の
表
題
紙
を
見
て
み
よ
う
（
図
２６
）。
建
物
の
上
部
に
は
「
古
物
商
か
ど
や
」
と
い
う

文
字
が
認
め
ら
れ
、
下
部
は
、
そ
れ
自
体
レ
ト
ロ
な
「
物
」
と
し
て
の
価
値
を
も
つ
こ
と
の
あ
る
ブ
リ
キ
看
板
や
、
選
挙
運
動
の
ポ
ス

タ
ー
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
夏
の
白
昼
の
光
に
強
く
照
ら
さ
れ
た
、
古
物
商
の
こ
の
写
実
的
な
「
景
色
」
は
、
お
そ
ら
く
つ
げ
が
自
分
で

撮
っ
た
写
真
に
基
づ
い
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
作
品
の
主
人
公
で
あ
る
「
自
分
」
――
彼
も
ま
た
漫
画
家
で
あ
る
――
が
、

散
歩
の
途
中
あ
る
い
は
「
プ
ー
ル
の
帰
り
道
」
に
目
に
し
た
風
景
と
み

な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
魚
石
』
の
場
合
（
図
１２
）
と

同
様
こ
こ
に
お
い
て
も
、
古
物
（
商
）
を
題
材
と
し
た
表
題
紙
が
読
者

を
作
品
中
へ
と
導
入
す
る
と
と
も
に
、
作
者
と
登
場
人
物
を
微
妙
な
か

た
ち
で
重
ね
あ
わ
せ
て
も
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、古
道
具
屋
へ
の
憧
れ
そ
の
も
の
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る『
カ

メ
ラ
を
売
る
』
で
は
当
然
、
骨
董
屋
の
様
子
が
し
ば
し
ば
リ
ア
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
描
か
れ
る
。
た
と
え
ば
主
人
公
の
友
人
の
「
中
田
さ
ん
」

図２６『散歩の日々』表題紙（８：５５）
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が
営
む
「
ア
ン
チ
ッ
ク
奈
加
多
」（
図
６
）
や
、
自
分
が
そ
の
中
に
い
る
こ
と
を

夢
想
す
る
想
像
上
の
古
道
具
屋
（
図
２７
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
主
人
公

が
憧
憬
す
る
の
は
、「
骨
董
品
に
埋
も
れ
る
よ
う
に
し
て
…
…
…
オ
レ
自
身
骨
董

品
の
よ
う
に
な
っ
て
…
…
…
市
井
の
片
隅
に
埋
も
れ
る
人
生
」（８：

２７１

‐７２

）、

言
い
換
え
れ
ば
、
古
道
具
屋
の
〈
暗
い
部
屋
〉、
古
い
「
物
」
か
ら
成
る
古
い
「
景

色
」
の
中
に
「
退
隠
」
し
、
自
分
自
身
「
物
」
と
化
す
こ
と
で
あ
る
。

他
方
、
つ
げ
作
品
に
は
、「
骨
董
屋
を
や
り
た
い
夢

（
４９
）

」
の
具
現
化
と
し
て
で
は

な
く
、
文
字
通
り
夢
の
中
に
登
場
し
た
骨
董
店
が
形
象
化
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。

実
際
、
つ
げ
が
自
分
の
見
た
夢
を
文
章
と
イ
ラ
ス
ト
に
ま
と
め
た
『
夢
日
記
』
に
は
、
古
道
具
屋
が
何
度
か
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
テ
ク
ス
ト
化
／
イ
メ
ー
ジ
化
の
過
程
の
中
で
言
語
と
意
識
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
過
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は

古
道
具
屋
と
い
う
ト
ポ
ス
を
め
ぐ
る
つ
げ
の
無
意
識
の
痕
跡
や
徴
候
が
認
め
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

骨
董
屋
が
登
場
す
る
夢
の
中
で
最
も
早
い
時
期
に
属
す
る
の
は
、
昭
和
四
八
年
五
月
一
〇
日
の
も
の
で
あ
る
。
夢
の
中
で
の
つ
げ
は
、

週
刊
誌
の
写
真
に
登
場
す
る
海
辺
の
女
性
た
ち
を
、
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
突
き
刺
し
て
写
真
か
ら
取
り
出
し
（
ピ
ン
ナ
ッ
プ
し
？
）
食
べ
る

と
い
う
猟
奇
的
な
趣
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ピ
ン
セ
ッ
ト
を
隠
滅
し
て
罪
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
自
転
車
に
乗
っ
て
捨
て
る
場
所

を
探
す
。
そ
の
う
ち
目
的
を
忘
れ
、
散
歩
気
分
で
徘
徊
し
て
い
る
う
ち
に
、「
宿
場
の
面
影
を
残
す
坂
道
の
田
舎
町
」
に
出
る
。
そ
の

「
坂
道
の
上
の
突
き
当
り
」
に
は
、「
戦
後
の
闇
市
の
よ
う
な
」「
急
造
の
新
興
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
が
あ
る

（
５０
）

が
、
ひ
と
気
は
な
く
閑
散
と
し

て
い
る
。
坂
の
上
か
ら
自
転
車
で
ジ
グ
ザ
グ
に
滑
走
し
て
い
く
と
、
途
中
に
「
坂
道
の
民
芸
品
屋
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
立
ち
寄
る
つ
も 図２７『カメラを売る』（８：２７１）
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り
だ
っ
た
の
が
、「
ど
う
で
も
よ
く
な
る
」。
さ
ら
に
坂
を
下
っ
て
い
く
と
、「
先
祖
の
遺
影
」
を
何
枚
か
掲
げ
た
「
古
い
民
家
」
が
あ

る
。
そ
の
建
物
は
「
入
口
も
窓
も
戸
が
取
り
払
わ
れ
、
家
の
中
は
丸
見
え
」
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
「
民
家
の
裏
の
山
へ
行
く

道
」
で
は
温
泉
も
発
見
し
、「
嬉
し
く
な
る
」（
別：

７３

‐７６

）。

つ
げ
は
こ
の
奇
妙
な
夢
を
、『
ヨ
シ
ボ
ー
の
犯
罪
』（
昭
五
四
・
九
）
の
中
で
か
な
り
忠
実
に
漫
画
化
し
て
い
る
。
そ
れ
が
夢
に
忠
実

な
の
は
、
単
に
ス
ト
ー
リ
ー
や
プ
ロ
ッ
ト
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
い
。「
わ
ざ
と
稚
拙
に
」
描
く
こ
と
で
、
逆
説
的
に
「
夢
の
不
安
感
」

を
で
き
る
だ
け
あ
り
の
ま
ま
に
再
現
し
よ
う
と
苦
心
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
５１
）

。
実
際
、『
ヨ
シ
ボ
ー
の
犯
罪
』
は
、
夢
の
表
象＝

上
演
を

試
み
た
一
連
の
困
難
な
作
品
群
の
最
後
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ま
さ
し
く
終
結
部
に
「
骨
董
屋
」
が
登
場
す
る
こ
と
は
意
義

深
い
（
図
２８
）。
そ
こ
に
は
、
カ
メ
ラ
や
時
計
、
ラ
ジ
オ
や
ミ
シ
ン
な
ど
の
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
な
機
械
類
、
そ
ば
猪
口
や
貧
乏
徳
利
や
山

水
文
の
あ
る
絵
皿
な
ど
の
古
陶
磁
、
石
臼
や
大
八
車
の
車
輪
な
ど
の
民
芸
品
が
、
所
狭
し
と
並
ん
で
い
る
。
そ
の
克
明
で
緻
密
な
描
写

は
、
大
雑
把
に
描
き
出
さ
れ
て
ス
ク
リ
ー
ン
ト
ー
ン
を
一
面
に
貼
ら

れ
た
他
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
店
々
の
そ
れ
と
は
、
著
し
い
対
照
を
な
し

て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
一
見
写
実
的
な
古
道
具
屋
の
描
写
を
『
カ
メ

ラ
を
売
る
』
な
ど
の
そ
れ
（
図
６
、
２７
）
か
ら
大
き
く
隔
て
る
の
は
、

夢
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
（
あ
る
い
は
反
プ
ロ
ッ
ト
）
の
内
部
に
お
け
る

そ
の
位
置
で
あ
る
。

ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
夢
の
中
の
つ
げ
義
春＝

漫
画
の
中
の
ヨ
シ

ボ
ー
が
「
坂
道
の
民
芸
品
屋
」
を
見
つ
け
た
の
が
、
自
転
車
に
乗
っ

図２８『ヨシボーの犯罪』（６：１８３）
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て
徘
徊
し
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
げ
の
「
自
家
用
車

（
５２
）

」
で
も
あ
る
自
転
車
は
、
彼
の
漫
画
と
夢
の
双
方
に
頻

繁
に
登
場
す
る
が
、
そ
の
中
で
お
そ
ら
く
最
も
早
い
時
期
に
属
す
る
重
要
な
作
品
は
、『
夢
の
散
歩
』（
昭
四
七
・
四
）
で
あ
る
。『
ね

じ
式
』（
昭
四
三
・
六
）
を
別
と
す
れ
ば
い
わ
ゆ
る
「
夢
も
の
」
の
第
一
作
と
い
う
点
で
、
最
終
作
『
ヨ
シ
ボ
ー
の
犯
罪
』
と
対
蹠
的

な
位
置
関
係
に
あ
る
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
つ
げ
は
「
白
っ
ぽ
く

（
５３
）

」
ど
こ
か
希
薄
な
描
写
方
法
を
通
じ
て
、
超
現
実
的
な
（
白
昼
）
夢

の
質
感
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
自
転
車
に
乗
っ
た
主
人
公
が
、
横
断
禁
止
の
道
路
を
渡
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
警
官
に
見
つ
か

り
、「
坂
の
下
の
ガ
ー
ド
を
く
ぐ
り
な
さ
い
」（６：
６２

）
と
、
そ
ば
に
い
た
見
知
ら
ぬ
子
連
れ
の
婦
人
と
も
ど
も
注
意
を
受
け
る
。
自

転
車
を
引
い
て
壊
れ
た
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
越
え
、
ぬ
か
る
ん
だ
坂
を
下
り
、
ド
ブ
川
を
渡
っ
て
、
ガ
ー
ド
ト
ン
ネ
ル
に
た
ど
り
つ
く
途

中
、
主
人
公
は
ぬ
か
る
み
に
足
を
と
ら
れ
た
婦
人
と
交
合
す
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
（
図
２９
）。
多
く
の
註
釈
を
必
要
と
す
る
夢＝

漫
画
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
さ
し
あ
た
り
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
自
転
車
が
、
さ

ま
ざ
ま
な
境
界
線
（
横
断
歩
道
の
な
い
道
路
／
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
／
ド
ブ
川
／
ト
ン
ネ

ヴ

ィ

ー

ク

ル

ル
）
を
越
え
て
、
不
条
理
な
異
次
元
世
界
へ
と
下
降
す
る
際
の
乗
物＝

媒
介
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
や
は
り
夢
に
取
材
し
た
前
述
の
『
外
の
ふ
く
ら
み
』
に
も
あ
て

は
ま
る
。
家
を
押
し
潰
さ
ん
ば
か
り
の
「
ふ
く
ら
み
」
か
ら
脱
出
し
て
外
に
出
た
主

人
公
は
、
自
転
車
に
乗
っ
て
「
行
き
つ
け
の
喫
茶
店
」
に
向
か
い
、
自
転
車
を
ひ
き

な
が
ら
段
を
下
っ
て
、
暗
い
地
下
室
に
入
っ
て
い
く
（
図
３０
）。
そ
こ
か
ら
通
じ
る

地
下
道
を
歩
き
、
太
鼓
橋
を
過
ぎ
る
と
、
竹
藪
に
囲
ま
れ
た
墓
場
が
あ
り
、
一
つ
目

図２９『夢の散歩』（６：７１）
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小
僧
に
追
い
回
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
喫
茶
店
（
地
下
室
）
へ
の
入
り
口
、
地

下
道
出
口
、
太
鼓
橋
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
閾
を
越
え
て
地
下
の
奥
底
へ
と
下

降
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、「
ボ
ロ
自
転
車
」
が
主
人
公
に
随
伴
し
て
く
る
の
で
あ
る

（
５４
）

。

『
夢
の
散
歩
』
に
お
け
る
ぬ
か
る
ん
だ
土
手
と
そ
の
先
の
ガ
ー
ド
ト
ン
ネ
ル
が
、
あ

か
ら
さ
ま
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
象
徴
で
あ
る
す
れ
ば
、『
外
の
ふ
く
ら
み
』
の
地
下
階

段
の
先
、
太
鼓
橋
の
向
こ
う
に
あ
る
墓
場
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
死
の
隠
喩
で
あ
る
。

だ
が
、
さ
ら
に
そ
の
先
、
主
人
公
が
は
ま
り
こ
ん
で
し
ま
い
「
こ
ん
な
所
で
誰
に
も
知

ら
れ
ず
死
ん
で
し
ま
う
の
か
」（６：

１５３

）
と
呟
く
細
い
階
段
状
の
通
路
は
、
閉
所
や

そ
こ
で
の
死
へ
の
恐
怖
だ
け
で
な
く
、
子
宮
の
中
に
う
ず
く
ま
る

安
堵
感
を
覚
え
さ
せ
も
す
る
、
奇
妙
に
両
義
的
な
空
間
と
し
て
表

象
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
た
上
で
、
再
び
『
ヨ
シ
ボ
ー
の
犯
罪
』

へ
と
帰
っ
て
み
よ
う
。〈
通
過
〉
の
た
め
の
空
間
で
あ
る
宿
場
町
、

そ
の
坂
道
の
上
に
あ
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
か
ら
、
骨
董
屋
を
横
目
に
自

転
車
で
緩
や
か
に
下
降
し
、
行
き
着
く
先
に
あ
っ
た
の
は
、
遺
影

の
掲
げ
ら
れ
た
古
い
民
家
で
あ
っ
た
（
図
３１
）。
閉
鎖
的
な
隔
壁

は
取
り
払
わ
れ
て
い
る
が
障
子
を
備
え
、
漠
と
し
た
闇
を
保
ち
、

図３０『外のふくらみ』（６：１４６）図３１『ヨシボーの犯罪』（６：１８５）
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ヨ
シ
ボ
ー
に
「
い
い
な
あ

ぞ
く
ぞ
く
す
る
な
あ
」（６

：
１８５

）
と
言
わ
せ
る
、
両
義
的
で
魅
惑
的
な
場
所
。
そ
の
上
に
巨
木
が
濃
い

影
を
投
げ
か
け
る
こ
の
〈
暗
い
部
屋
〉
は
、
死
の
影
を
帯
び
た
領
域
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
裏
手
の
温
泉
の
存
在
が
示
す
と
お
り
、

子
宮
的
な
空
間
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
げ
に
と
っ
て
自
転
車
で
坂
道
を
下
る
こ
と
が
、
エ
ロ
ス
／
タ
ナ
ト
ス
の
支
配
す
る
領
域
へ
の

下
降
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
古
道
具
屋
と
は
、
死
／
胎
内
へ
の
下
降
の
最
中
に
眺
め
ら
れ
る
、
い
わ
ば
通
過
中
の
「
景
色
」
な
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
夢
解
釈
は
、
え
て
し
て
恣
意
的
な
空
想
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
『
夢
日
記
』
に
お
い
て
、
骨
董
屋
が
登
場
す
る

も
う
ひ
と
つ
の
夢
に
も
や
は
り
、
自
転
車
と
坂
道
と
い
う
同
様
の
モ
チ
ー
フ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
仮
説
を
補
強
し
て

く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
げ
が
昭
和
五
一
年
一
二
月
八
日
に
見
た
こ
の
夢
に
お
い
て
、
彼
は
「
シ
ャ
ツ
に
パ
ン
ツ
姿
の
ま
ま
自
転

車
で
ど
こ
か
へ
行
っ
た
帰
り
」、「
森
に
つ
づ
く
坂
道
」
の
傍
ら
、
も
と
貸
本
屋
だ
っ
た
骨
董
屋
の
向
か
い
に
、
そ
の
支
店
が
新
た
に
開

店
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
中
に
入
っ
て
み
る
。
そ
こ
に
は
貸
本
漫
画
が
置
か
れ
、
店
の
主
人
た
ち
と
と
も
に
漫
画
の
絵
に
つ
い
て
議

論
を
す
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
（
別：１２６
‐２７
）。

こ
れ
を
再
現
し
た
イ
ラ
ス
ト
を
見
て
み
よ
う
（
図
３２
）。「
森
に
つ
づ
く
坂
道
」
は
、
画
面
左
下
隅
か
ら
右
上
隅
へ
と
の
び
る
対
角
線

と
ほ
ぼ
一
致
し
、
さ
ら
に
坂
道
を
構
成
す
る
右
の
直
線
は
、
画
面
右
部
の
骨
董
屋
本
店
の
正
面
の
線
と
重
な
り
あ
っ
て
い
る
た
め
、
不

自
然
に
急
角
度
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
眩
惑＝

幻
惑
を
誘
う
非
現
実
的
な
遠
近
効
果
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。『
ヨ
シ
ボ
ー
の

犯
罪
』
で
は
古
道
具
屋
の
店
先
の
み
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
店
全
体
の
外
観
が
描
か
れ
て
い
る
。
特
に
興
味
深
い
の
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
画
面
左
の
支
店
の
方
で
あ
る
。
夢
の
中
の
つ
げ
が
眺
め
る
ウ
ィ
ン
ド
ー
の
脇
に
は
、
は
っ
き
り
と
は
判
読
で
き
な
い

「
〜
堂
」
と
い
う
屋
号
を
伴
っ
た
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
屋
の
よ
う
な
粗
末
な
造
り
で
、
坂
道
の
上
で
は
な
く
、
そ
の
外
の
突
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端
の
よ
う
に
な
っ
た
場
所
に
、
か
細
い
木
の
柱
と
梁
に
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
建
つ
そ
の
様
子
は
、
不
安
定
な
櫓
を
思
わ
せ
る
。
店
に
入

る
に
は
、
坂
道
と
敷
居
の
間
に
か
ろ
う
じ
て
渡
さ
れ
た
敷
板
を
跨
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
店
の
向
こ
う
は
崖
に
な
っ
て
い
る
の
か
、

何
も
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
非
現
実
な
雰
囲
気
を
倍
加
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
〈
際
〉
に
立
つ
建
築
は
、
一
見
特
異
な
も
の
に
思
え
る
が
、
実
は
つ
げ
作
品
に
反
復
的
に
登
場
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、『
つ
げ
義
春
流
れ
雲
旅
』
の
巻
頭
を
飾
る
カ
ラ
ー
イ
ラ
ス
ト
の
一
枚
（
図
３３
）
に
は
、『
夢
日
記
』
に
お
け
る
骨
董
屋
を
ち
ょ

う
ど
反
対
側
、
つ
ま
り
坂
道
の
上
の
方
か
ら
見
下
ろ
し
た
よ
う
な
小
屋
が
登
場
す
る
（
た
だ
し
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
坂
道
と
し
て
表

象
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）。
海
沿
い
の
小
径
を
隔
て
て
左
に
大
き
な
藁
ぶ
き
の
家
屋
、
右
に
突
端
に
面
し
た
粗
末
な
小
屋
が

建
つ
と
い
う
構
図
も
、
左
右
反
転
し
て
い
る
と
は
い
え
、
夢
の
イ
ラ
ス
ト
と
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
夢
日
記
』
で
は
省
略
さ
れ

て
い
た
、
小
屋
の
背
後
の
風
景
も
描
写
さ
れ
て
い
る
。
鉛
色
の
空
の
下
、
高
い
波
が
打
ち
寄
せ
る
暗
い
海
を
背
景
に
し
て
、
今
に
も
波

に
さ
ら
わ
れ
そ
う
な
小
屋
は
、
い
っ
そ
う
貧
し
く
は
か
な
げ
に
見
え
る
。
後
ろ
姿
の
人
物
が
小
屋
の
方
へ
と
歩
い
て
い
く
が
、
小
屋
は

雨
戸
が
閉
ざ
さ
れ
て
、
人
の
気
配
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

こ
の
イ
ラ
ス
ト
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
構
図
の
コ
マ
は
、『
や
な
ぎ
屋
主
人
』（
昭
四
五
・
二
）
に
す
で
に
登
場
し
て
い
る
（
図
３４
）。

構
図
の
視
点
は
『
夢
日
記
』
の
イ
ラ
ス
ト
（
図
３２
）
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、
岩
場
の
あ
る
海
辺
に
張
り
出
し
た
小
屋
が
画
面
左
に
位
置

し
て
い
る
。『
流
れ
雲
旅
』
の
イ
ラ
ス
ト
に
類
似
し
た
、
曇
天
の
下
の
陰
鬱
な
海
浜
の
風
景
は
、
千
葉
の
長
浦
を
想
定
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う

（
５５
）

（
漫
画
の
中
で
は
「
Ｎ
浦
」
と
さ
れ
て
い
る
）。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
も
や
は
り
後
ろ
姿
の
人
物
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
黒
々

と
し
た
シ
ル
エ
ッ
ト
は
、
海
に
向
か
っ
て
建
つ
小
屋
の
シ
ル
エ
ッ
ト
と
照
応
し
て
い
る
。
道
の
両
脇
に
並
ぶ
建
築
の
う
ち
、
そ
の
大
部

分
が
影
に
沈
ん
で
い
る
の
は
こ
の
小
屋
の
み
で
あ
る
た
め
、
主
人
公
と
小
屋
の
間
の
照
応
関
係
は
、
さ
ら
に
強
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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と
は
い
え
、
蒸
発
に
憧
れ
る
『
や
な
ぎ
屋
主
人
』
の
主
人
公
――
つ
げ
の
分
身

（
５６
）

――
が
最
終
的
に
向
か
う
の
は
、
こ
の
小
屋
で
は
な

く
、
寒
風
吹
き
す
さ
ぶ
砂
浜
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
海
辺
に
立
つ
小
屋
に
身
を
置
く
こ
と
へ
の
つ
げ
の
憧
憬
が
明
瞭
に
造
形
化
さ

れ
た
も
の
と
し
て
は
、『
流
れ
雲
旅
』
中
の
「
北
陸
雪
中
旅
」
に
添
え
ら
れ
た
ペ
ン
画
が
挙
げ
ら
れ
る
（
図
３５
）。
小
屋
の
外
観
が
『
や

な
ぎ
屋
主
人
』
の
そ
れ
（
図
３４
）
と
よ
く
似
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
手
前
に
立
つ
、
頑
丈
そ
う
な
石
造
り
の
土
台
を
伴
っ
た
白
壁

の
建
築
の
表
現
も
、
き
わ
め
て
似
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
著
し
く
異
な
る
の
は
人
物
の
描
写
で
あ
る
。
小
屋
の
方
に
歩
み
寄
り

つ
つ
も
（
少
な
く
と
も
作
品
か
ら
判
断
す
る
限
り
）
そ
こ
に
は
入
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
や
な
ぎ
屋
主
人
』
の
主
人
公
と
は
異
な
り
、

丸
い
眼
と
団
子
鼻
を
し
た
人
物
（
四
方
田
犬
彦
の
分
類

（
５７
）

に
従
え
ば
、
作
品
に
お
け
る
つ
げ
の
自
画
像
的
表
象
の
Ａ
タ
イ
プ
に
属
す
る
）

が
、
そ
の
中
に
佇
ん
で
い
る
。『
夢
日
記
』
と
同
様
シ
ャ
ツ
姿
の
彼
は
、
裸
電
球
の
下
「
こ
う
い
う
所
で
暮
し
て
み
た
い
な
ァ
」
と
呟

く
。
下
着
姿
や
裸
電
球
な
ど
生
活
臭
漂
う
細
部
に
は
、
日
常
空
間
か
ら
蒸
発
し
、
こ
の
よ
う
な
世
界
の
果
て
あ
る
い
は
縁
に
位
置
す
る

〈
暗
い
部
屋
〉
に
住
み
つ
く
こ
と
へ
の
憧
憬
が
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
漫
画
や
ペ
ン
画
の
み
な
ら
ず
、
つ
げ
が
旅
先
の
宿
場
町
、
温
泉
や
鉱
泉
、
巡
礼
地
な
ど
を
撮
影
し
た
風
景
写
真
に
も
、『
夢

の
散
歩
』
の
イ
ラ
ス
ト
（
図
３２
）
と
類
似
し
た
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
が
頻
繁
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
多
く
の
場
合
ひ
と
気
の
な
い
風
景

で
、
奥
へ
と
の
び
て
ゆ
く
道
が
中
心
に
据
え
ら
れ
、
道
（
し
ば
し
ば
坂
道
）
の
先
は
ゆ
る
や
か
に
折
れ
曲
が
り
、
そ
の
行
く
手
を
見
通

す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、
漠
と
し
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
寂
寥
感
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
路
傍
に
は
、
藁
ぶ
き
の
民
家
や

朽
ち
か
け
た
小
屋
な
ど
、
古
び
た
建
築
が
静
か
に
佇
む
よ
う
に
配
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
〇
年
代
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
や
、
そ
れ
に
基

お

み

づ
い
て
克
明
に
描
か
れ
た
細
密
ペ
ン
画
に
は
、
こ
の
よ
う
な
構
図
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
長
野
県
麻
績
宿
で
撮
影
さ
れ
た
写
真

（
５８
）

（
昭

四
六
・
三
、
図
３６
）
と
、
会
津
西
街
道
横
川
を
描
い
た
ペ
ン
画

（
５９
）

（『
旅
の
絵
本
』
昭
四
八
・
四
、
図
３７
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例
と
し
て
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図３２『夢日記』昭和５１年１２月８日（別：１２７）

図３４『やなぎ屋主人』（５：１７８）図３５「北陸雪中旅」『つげ義春流れ雲旅』
（別：無頁）

図３３『つげ義春流れ雲旅』
カラー口絵
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挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
の
宿
場
町
は
、
不
審
者
の
侵
入
や
脱
出
を
阻
み
、
ま
た
全
体
を
一
望
の
下
に
眺
め
ら
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
、

街
道
を
そ
の
出
入
口
付
近
で
か
ぎ
状
に
折
り
曲
げ
る
、「
枡
形
」
と
い
う
構
造
を
有
し
て
い
る
（
し
た
が
っ
て
宿
場
町
と
は
、
絶
え
間

な
い
往
来
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
一
定
の
自
閉
的
な
完
結
性
を
備
え
て
も
い
る
と
い
う
、
つ
げ
好
み
の
両
義
的
な
空
間
性
を
有
し
て
い

る
）。
そ
れ
ゆ
え
、
宿
場
町
に
取
材
し
た
往
年
の
写
真
や
ペ
ン
画
に
、
行
く
先
の
見
通
せ
な
い
道
や
坂
道
が
認
め
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は

当
然
の
こ
と
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
宿
場
町
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
な
い
比
較
的
最
近
の
写
真
、
た
と
え
ば
昭
和
六
三
年
秋
に
山
梨
県
奥
牧
野
を
撮
影
し
た
も

の
（
６０
）

（
図
３８
）
な
ど
に
お
い
て
も
、
同
様
の
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
構
図
が
明
ら
か
に
つ
げ
の

図３６ 長野県麻績宿、『つげ義春旅写真』

図３７ 会津西街道横川、『旅の絵本』（別：無頁）

図３８ 山梨県奥牧野、『貧困旅行記』
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持
続
的
な
嗜
好
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
写
真
を
一
二
年
前
の
『
夢
日
記
』
の
イ
ラ
ス
ト
（
図
３２
）
と
比
較
し
て
み

る
と
、
右
奥
へ
と
の
び
て
い
く
「
森
に
つ
づ
く
坂
道
」、
そ
の
左
の
傍
ら
に
ぽ
つ
ん
と
佇
む
小
屋
、
そ
し
て
何
よ
り
も
う
ら
寂
し
く
閑

散
と
し
た
全
体
の
雰
囲
気
に
お
い
て
、
両
者
は
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
坂
道
の
傍
ら
の
骨
董
屋
を
描
い
た
『
夢
日
記
』
の
イ
ラ
ス
ト
（
図
３２
）
は
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
、
構
図
、

フ
レ
ー
ミ
ン
グ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
お
い
て
、
こ
れ
以
外
の
つ
げ
作
品
と
強
い
関
連
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
だ
が

こ
の
こ
と
は
、
つ
げ
が
夢
の
無
意
識
の
世
界
を
イ
ラ
ス
ト
と
し
て
可
視
化
す
る
に
あ
た
り
、
彼
の
〈
意
識
的
〉
作
品
を
構
成
し
て
い
る

造
形
語
彙
を
流
用
す
る
こ
と
で
、
不
自
然
に
演
出
・
脚
色
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
無
意
識
が
意
識
に
一
方
的
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
む
し
ろ
、
つ
げ
義
春
に
お
い
て
、
意
識
と
無
意
識
、

創
作
活
動
と
夢
、
現
実
と
想
像
と
い
う
通
常
相
対
立
す
る
二
項
は
、
境
界
線
が
曖
昧
な
ま
ま

互
い
に
連
絡
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
崖
や
波
打
際
な
ど
の
境
界
線
上

に
立
つ
小
屋
は
、こ
れ
ら
二
項
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る
曖
昧
な「
景
色
」

フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル

の
た
だ
中
に
反
復
的
に
出
現
す
る
形
象
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
景
色
」
の
両
義
性
そ
の

フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル

も
の
の
比
喩
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
想
起
し
て
お
く
べ
き
は
、
遍
路
道
に
立
つ
粗
末
な
小
屋
や
札
所
に
棲
む

こ
と
に
対
す
る
憧
憬
を
、
つ
げ
が
頻
繁
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

昭
和
四
〇
年
代
半
ば
に
篠
栗
霊
場
の
風
景
を
撮
影
し
た
写
真
（
図
３９
）
に
は
、
ゆ
る
や
か
な

上
り
道
（
そ
の
行
く
手
は
や
は
り
見
え
な
い
）
に
沿
っ
て
、
わ
び
し
げ
な
祠
と
と
も
に
、
そ

図３９ 福岡県篠栗霊場、『つげ義春旅写真』
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の
形
状
と
大
き
さ
が
『
夢
日
記
』
の
イ
ラ
ス
ト
（
図
３２
）
に
お
け
る
骨
董
屋
を
思
わ
せ
る
、
朽
ち
か
け
た
小
屋
が
立
っ
て
い
る
。
こ
の

写
真
を
公
開
し
た
最
近
（
平
成
一
八
年
一
〇
月
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
つ
げ
は
「
こ
ん
な
小
屋
に
隠
棲
し
て

み
た
い
け
れ
ど
ト
イ
レ
な
の
か
？
」
と
、
半
ば
冗
談
め
き
半
ば
真
剣
な
註
釈
を
付
け
加
え
て
い
る

（
６１
）

（
と
は
い
え
、『
夢
日
記
』
に
お
い

て
、
ト
イ
レ
が
し
ば
し
ば
異
界
へ
と
通
じ
る
穴
の
ご
と
き
超
現
実
的
な
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
指
摘
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
）。
ま
た
彼
は
、
秩
父
霊
場
の
無
住
の
札
所
に
棲
む
こ
と
を
夢
想
し
て
も
い
る

（
６２
）

。

遍
路
道
の
傍
ら
の
小
屋
や
札
所
に
棲
む
こ
と
が
、
彼
岸
へ
と
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
の
途
上
に
い
つ
ま
で
も
滞
留
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
つ
げ
に
と
っ
て
坂
道
沿
い
の
骨
董
屋
に
立
ち
寄
る
こ
と
は
、
自
転
車
を
い
っ
た
ん
下
り
て
、
彼
岸
へ
の
下
降
を
延
期
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、（
坂
）
道
の
傍
ら
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
小
屋
と
い
う
ト
ポ
ス
へ
の
執
着
、
あ
る
い
は

そ
こ
に
い
つ
ま
で
も「
佇
ん
で
い
た
い
」と
い
う
欲
望
が
、
そ
の
ま
ま
プ
ロ
ッ
ト
展
開
さ
ら
に
は
構
想
と
執
筆
そ
の
も
の
の
動
因
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
、『
無
能
の
人
』（
昭
六
〇
・
九
）
を
中
心
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
石
屋
」
連
作
で
あ
る
。

四

汀
の
仮
庵
――
「
石
屋
」
連
作

主
人
公
の
漫
画
家
・
助
川
助
三
は
、「
マ
ン
ガ
な
ん
て
い
つ
ま
で
も
続
け
ら
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
し

早
い
と
こ
見
切
り
を
つ
け
た

ほ
う
が
賢
明
か
も
し
れ
な
い
」（８：

２６９

）
と
い
う
理
由
か
ら
、
中
古
カ
メ
ラ
商
や
古
物
業
に
も
手
を
出
す
が
、
い
ず
れ
も
成
功
し
な

い
。
挙
句
の
果
て
に
彼
は
、
チ
ラ
シ
配
り
の
パ
ー
ト
で
家
計
を
支
え
る
妻
の
反
対
を
よ
そ
に
、
家
の
近
所
、
多
摩
川
中
流
の
河
畔
に

か
り
い
お

「
石
屋
」
の
店
を
出
す
（
図
４０
）。
そ
れ
は
バ
ラ
ッ
ク
と
さ
え
呼
べ
な
い
仮
庵
の
よ
う
な
簡
素
な
構
築
物
で
、
助
川
が
二
年
か
け
て
多

摩
川
流
域
で
拾
い
集
め
た
石
が
棚
に
無
造
作
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
客
は
来
な
い
。
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以
前
か
ら
古
道
具
類
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
示
し
て
き
た
つ
げ
で
あ
る
が
、
た
し
か

に
一
種
の
古
物
趣
味
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
と
は
微
妙
に
区
別
さ
れ
る
水
石
が
、

な
ぜ
漫
画
の
主
要
テ
ー
マ
と
し
て
こ
こ
で
と
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
拾
っ
た
石
で
金
も
う
け
を
す
る
欲
望
で
も
な
け
れ

ば
、
単
な
る
文
人
趣
味
で
も
な
い
。
い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
最

も
重
要
な
の
は
、水
石
趣
味
に
お
い
て
は
、す
で
に
論
じ
た
古
物
の
数
々
以
上
に
、「
物
」

の
価
値
と
「
景
色
」
の
価
値
が
交
差
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
く
言
わ

れ
る
よ
う
に
水
石
趣
味
と
は
、
単
な
る
一
片
の
石
と
い
う
「
物
」
の
中
に
大
自
然
の
「
景

色
」
を
投
影
す
る
、
換
言
す
れ
ば
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
中
に
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
を
見
出

す
営
み
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
石
と
い
う
そ
の
「
物
」
自
体
、
元
来
は
自
然
の
「
景
色
」
の
一
部
を
な
す
構
成
要
素
だ
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
人
間
の
眼
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
抽
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
初
め
て
「
物
」
と
し
て
の
価
値
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
水
石
を
見
る
こ
と
と
は
、「
景
色
」
の
一
部
を
な
し
て
い
た
「
物
」
の
中
に
さ
ら
な
る
「
景
色
」
を
見
出
す
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で

「
物
」
と
「
景
色
」
は
合
わ
せ
鏡
の
中
に
お
け
る
よ
う
に
互
い
を
映
し
あ
い
、
あ
る
い
は
入
れ
子
状
に
互
い
を
包
含
し
な
が
ら
融
合
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
こ
で
は
、
水
石
の
美
学
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
せ
ず
、
助
川
の
石
屋
と
い
う
ト
ポ
ス
に
限
定
し
て
考
察
し

て
み
よ
う
。

こ
こ
で
ま
ず
想
起
す
べ
き
は
、
つ
げ
が
以
前
か
ら
、
水
辺
に
面
し
た
木
造
建
築
の
写
真
を
し
ば
し
ば
撮
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ 図４０『石を売る』（８：１１６）
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る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
福
島
県
の
早
戸
温
泉

（
６３
）

（
昭
四
六
・
四
）
や
、
神
奈
川
県
の
塩
川
鉱
泉

（
６４
）

（
昭
六
三
・
一
一
）
を
撮
影
し
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
（
図
４１
、
４２
）。
こ
れ
ら
は
そ
の
形

状
や
作
り
の
点
で
、
先
に
見
た
『
夢
日
記
』
の
骨
董
屋
（
図
３２
）
と
類
似
し
て
い
る
が
、
水
（
前

者
は
ダ
ム
湖
、
後
者
は
川
）
に
直
接
面
し
た
そ
の
位
置
に
お
い
て
は
、
助
川
の
佇
む
石
屋
と
も

共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
の
写
真
に
お
け
る
湯
小
屋
は
、
坂
道
の
骨
董
屋
と

河
畔
の
石
屋
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
つ
げ
は
昭
和
末
期
以
降
、
エ
ッ
セ
イ
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
自
分
の
漫
画
に

登
場
す
る
場
所
を
、
彼
自
身
も
住
ん
で
み
た
い
空
間
と
し
て
言
及
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ

ら
の
ト
ポ
ス
は
多
く
の
場
合
、「
石
屋
」
連
作
の
石
屋
と
明
ら
か
な
類
縁
性
を
示
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、『
近
所
の
景
色
』（
昭
五
六
・
一
〇
）
の
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
――
彼
も
ま
た

明
ら
か
に
つ
げ
の
分
身
で
あ
る
――
は
、
近
所
の
在
日
朝
鮮
人
の
集
落
に
し
ば
し
ば
散
歩
に
赴

く
（
図
４３
）。
多
摩
川
の
土
手
下
に
あ
る
そ
れ
は
、
戦
後
の
混
乱
期
、
朝
鮮
の
人
々
が
不
法
に

居
住
し
た
場
所
で
、
雑
草
が
生
い
茂
る
水
は
け
の
悪
い
土
地
に
「
バ
ラ
ッ
ク
の
家
は
無
秩
序
に

並
び
」、「
路
地
は
迷
路
の
よ
う
に
入
り
組
ん
で
い
た
」（８：

３３
）。
だ
が
、
主
人
公
は
こ
の
侘

し
げ
な
空
間
に
「
佇
む
」
こ
と
を
好
み
、
そ
の
風
情
を
、
梶
井
基
次
郎
の
『
檸
檬
』
に
お
い
て

述
べ
ら
れ
る
「
見
す
ぼ
ら
し
く
て
美
し
い
も
の
」
に
な
ぞ
ら
え
、
さ
ら
に
は
「
ぼ
く
の
オ
ア
シ

ス
」（８：

４０

）
と
さ
え
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
人
公
の
感
慨
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
つ

図４１ 福島県早戸温泉、『つげ義春の温泉』図４２ 神奈川県塩川鉱泉、『貧困旅行記』
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げ
本
人
の
も
の
と
見
て
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
以
前
「
こ
わ
れ
て
い
く
も
の
」
の
魅
惑

を
め
ぐ
っ
て
、『
檸
檬
』
に
対
す
る
強
い
共
感
を
語
っ
て
い
た

（
６５
）

だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
の
彼

の
住
ま
い
の
そ
ば
、
多
摩
川
の
土
手
下
に
実
際
に
あ
っ
た
「
廃
屋
」
の
並
ぶ
「
ゴ
ミ
溜
め
の

よ
う
な
」
朝
鮮
人
集
落
に
、「
ふ
る
里
」
の
よ
う
な
「
安
心
感
」
を
覚
え
、「
そ
こ
に
住
み
た

い
ほ
ど
」
の
愛
着
を
感
じ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
６６
）

。

多
摩
川
の
河
畔
に
立
つ
貧
し
い
バ
ラ
ッ
ク
と
い
う
点
で
、
こ
の
朝
鮮
人
集
落
と
「
石
屋
」

連
作
の
石
屋
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
い
っ
そ
う
重
要

な
の
は
、
そ
こ
に
住
む
者
の
存
在
様
態
で
あ
る
。
漫
画
家
で
あ
り
な
が
ら
中
古
カ
メ
ラ
売
買
、

古
物
業
、
さ
ら
に
は
石
屋
に
ま
で
手
を
出
す
「
無
能
の
人
」
助
川
の
身
分
は
、
常
に
変
転
し

安
定
す
る
こ
と
が
な
い
。
彼
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
、
ま
た
い
ず
れ
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
に
、「
李
さ
ん
」
を
は
じ
め
と
す
る
『
近
所
の
景
色
』
の
朝
鮮
人
た
ち
の
立
場
も
、
在
日
で
あ
り
し
か
も
土
手
下
に
不
法

に
居
住
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
二
重
に
仮
そ
め
で
、
揺
ら
ぎ
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
安
定

性
は
、
実
は
す
で
に
、
や
は
り
在
日
朝
鮮
人
を
テ
ー
マ
に
し
た
『
李
さ
ん
一
家
』（
昭
四
二
・
六
）
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
主

人
公
の
「
僕
」
の
家
（
図
２５
）
の
庭
と
「
隣
接
の
神
社
の
境
内
と
の
境
界
線
が
お
ぼ
ろ
げ
な
た
め
」（４：

２８１

）、
そ
の
境
界
線
を
越
え

て
家
の
庭
に
迷
い
こ
ん
で
き
た
朝
鮮
人
の
「
李
さ
ん
」
――
『
近
所
の
景
色
』
の
登
場
人
物
と
同
姓
――
は
、
鳥
語
を
話
す
こ
と
の
で
き

る
奇
妙
な
人
物
で
あ
り
、
い
つ
の
間
に
か
「
僕
」
の
家
の
二
階
に
一
家
四
人
で
住
み
つ
い
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
の
「
李
さ
ん
」
も
そ
れ

ゆ
え
、
複
数
の
意
味
に
お
い
て
寄
生
的
か
つ
境
界
侵
犯
的
な
存
在
な
の
で
あ
り
、
そ
の
寄
生
先
が
周
縁
的
な
貧
し
い
建
築
（
土
手
の
バ 図４３『近所の景色』（８：３４）
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ラ
ッ
ク
／
郊
外
の
ボ
ロ
屋
）
で
あ
る
点
も
、
同
様
に
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
在
日
朝
鮮
人
の
登
場
人
物
と
そ
の
生
活
の
場
に
対
し
、

主
人
公
や
作
者
が
抱
く
の
は
、
倫
理
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
共
感
と
い
う
よ
り
も
、
美
的
か
つ
存
在
論
的
な
憧
憬
な
の
で
あ
る
。

同
様
の
事
例
と
し
て
は
さ
ら
に
、
つ
げ
の
少
年
時
代
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
群
の
一
部
を
な
す
『
大
場
電
気
鍍
金
工
業
所
』（
昭
四

八
・
四
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
経
営
の
傾
い
た
町
の
メ
ッ
キ
工
場
で
働
く
少
年
・
義
男
――
つ
げ
義
春
の
名
に
由
来
す
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
――
は
、
昼
の
休
憩
時
間
、「
池
に
面
し
た
三
畳
の
部
屋
」で
弁
当
を
食
べ
て
い
る（
図
４４
）。
こ
の
部
屋
は
、
ス
ト
ー

リ
ー
展
開
の
上
で
さ
ほ
ど
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
漫
画
の
前
半
部
で
、
半
ペ
ー
ジ
を
占
め
る

大
き
な
コ
マ
の
中
に
な
ぜ
か
頻
繁
に
登
場
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
要
な
舞

台
と
な
っ
て
い
る
工
場
自
体
の
作
り
や
間
取
り
な
ど
は
、
今
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
明
ら

か
に
作
者
は
こ
の
水
辺
の
小
部
屋
の
「
景
色
」
に
並
々
な
ら
ぬ
愛
着
を
抱
い
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
作
中
の
義
男
少
年
の
感
情
と
も
重
な
り
あ
う
も
の
で
あ
る
。
新
し
く
雇
わ
れ
た
メ
ッ
キ

職
人
で
あ
る
「
三
好
さ
ん
」
が
こ
の
部
屋
に
住
み
こ
む
こ
と
に
な
る
と
、
義
男
は
「
い
い
だ
ろ

こ
の
部
屋
お
れ
が
使
い
た
か
っ
た
ん
だ
」
と
話
し
、
は
ね
上
げ
窓
を
指
さ
し
て
「
こ
こ

お

れ
が
直
し
て
お
い
た
ん
だ
ぜ
」
と
自
慢
げ
に
述
べ
る
（７：

１７
）。
さ
ら
に
、
事
故
で
硫
酸
に
よ

る
火
傷
を
足
に
負
っ
た
義
男
は
、「
三
好
さ
ん

治
る
ま
で
こ
の
部
屋
に
お
か
せ
て
く
れ
よ
」

（７
：
２３

）
と
、
状
況
を
考
え
れ
ば
不
自
然
と
さ
え
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
発
言
を
し
て
も
い
る

の
で
あ
る
。
雇
い
主
の
「
オ
カ
ミ
さ
ん
」
と
三
好
さ
ん
が
夜
逃
げ
を
し
て
し
ま
っ
た
後
も
、
義

男
が
な
ぜ
か
誰
も
い
な
い
工
場
に
来
て
一
人
で
仕
事
を
し
て
い
た
の
は
、
も
し
か
す
る
と
こ
の

図４４『大場電気鍍金工業所』（７：１０）
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部
屋
の
存
在
に
魅
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

池
に
面
し
た
こ
の
部
屋
は
、
一
見
す
る
と
茶
室
の
よ
う
な
風
情
を
湛
え
て
い
る
が
、
つ
げ
の
構
想
メ
モ
に
よ
れ
ば
、
池
の
水
は
工
場

か
ら
排
出
さ
れ
る
薬
品
の
毒
で
汚
染
さ
れ
て
お
り

（
６７
）

、
さ
ら
に
こ
の
部
屋
の
背
後
に
は
、
暗
鬱
な
過
去
が
存
在
す
る
。
こ
こ
に
は
か
つ
て
、

元
工
場
長
の
「
金
子
さ
ん
」
と
そ
の
一
家
が
住
ん
で
い
た
の
だ
が
、
金
子
さ
ん
は
メ
ッ
キ
の
毒
素
に
よ
っ
て
肺
を
冒
さ
れ
、
立
ち
上
が

れ
な
い
ほ
ど
衰
弱
し
、
こ
の
部
屋
の
床
板
の
割
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
下
の
池
に
直
接
（
大
便
で
は
な
く
腐
敗
し
た
内
臓
を
）
排
泄
し

て
い
た
と
い
う
。
義
男
の
入
社
一
ヶ
月
後
に
金
子
さ
ん
は
死
亡
し
、
妻
子
は
忽
然
と
姿
を
消
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
義
男
少
年
が
愛
着
を

抱
く
こ
の
小
部
屋
と
池
は
、
貧
窮
と
病
と
死
と
い
う
陰
惨
き
わ
ま
り
な
い
一
連
の
出
来
事
の
舞
台
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
少
年
が
こ
の
事

実
に
奇
妙
な
ま
で
に
無
頓
着
で
あ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
奇
異
の
念
を
抱
か
せ
る
に
十
分
で
あ

る
。こ

の
こ
と
は
、
や
は
り
つ
げ
の
少
年
時
代
を
題
材
と
し
た
『
海
へ
』（
昭
六
二
・
三
）
に
登
場

す
る
、
家
舟
――
も
は
や
水
辺
で
は
な
く
明
ら
か
に
水
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
あ
ば
ら
屋
――
の

場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。
同
じ
く
終
戦
後
の
時
代
を
舞
台
と
す
る
こ
の
漫
画
に
お
い
て
、
主
人
公

の
少
年
・
春
男
の
親
（
義
父
と
母
）
は
な
け
な
し
の
金
で
ミ
シ
ン
を
買
い
、
家
内
制
の
縫
製
業
を

始
め
る
が
、
そ
の
女
工
と
し
て
雇
わ
れ
た
の
が
、
キ
ヨ
ち
ゃ
ん
と
い
う
あ
だ
名
の
影
の
あ
る
少
女

で
あ
る
。
川
べ
り
の
粗
末
な
家
舟
（
図
４５
）
に
独
り
で
住
む
貧
し
い
彼
女
は
、
父
親
が
肺
病
で
死

ん
だ
際
も
葬
式
さ
え
出
せ
ず
、
遺
体
を
川
に
流
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
義
父
に
邪
険
に
扱
わ
れ

る
春
男
は
、
キ
ヨ
ち
ゃ
ん
の
住
む
家
舟
を
訪
れ
、「
舟
の
家
っ
て
い
い
よ
な

何
処
だ
っ
て
好
き

図４５『海へ』（７：８２）
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な
と
こ
ろ
へ
行
け
る
し
さ

海
の
方
へ
行
こ
う
ぜ
」（７

：
８６

）
と
呼
び
か
け
る
。
こ
れ
は
春
男
が
、
実
の
父
を
含
む
家
族
と
と
も
に
か

つ
て
幸
福
に
暮
ら
し
て
い
た
の
が
伊
豆
の
大
島
で
あ
り
、「
大
島
に
は
ぼ
く
が
四
歳
の
と
き
に
死
ん
だ
父
が
ま
だ
元
気
で
い
る
よ
う
な

﹇
…
…
﹈
一
家
み
ん
な
揃
っ
て
い
る
よ
う
な

そ
ん
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
」（７

：
７３

‐７４

）
た
め
、
海
へ
の
強
い
憧
憬
を
抱
い

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
春
男
の
こ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
感
慨
を
、
家
舟
で
の
孤
独
な
生
活
と
い
う
厳
し
い
現
実

を
強
い
ら
れ
て
い
る
キ
ヨ
ち
ゃ
ん
が
理
解
す
る
は
ず
も
な
く
、
義
男
の
呼
び
か
け
は
無
視
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
漫
画
の
中
の
春
男
少
年
が
家
舟
に
格
別
の
思
い
を
抱
く
こ
と
は
、
一
応
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
整
合
性
を
有
し
て
い
る
の

だ
が
、
こ
れ
と
つ
げ
自
身
の
思
い
入
れ
と
の
間
に
は
、
や
は
り
重
な
り
あ
う
部
分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
げ
は
以
前
、
家
舟
の

よ
う
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
み
た
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
し
ば
し
ば
家
舟
の
実
物
を
見
に
行
っ
て
お
り
、『
海
へ
』
に
お
け
る
家
舟
も
そ

の
際
の
記
憶
に
基
づ
い
て
描
い
た
と
い
う

（
６８
）

。
こ
の
よ
う
な
つ
げ
の
愛
着
は
、
そ
の
作
画
法
に
も
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。
彼
自
身
が
認
め

て
い
る
通
り

（
６９
）

、
春
男
少
年
の
自
宅
が
主
要
な
舞
台
で
あ
る
作
品
前
半
部
に
比
し
て
、
家
舟
が
登
場
す
る
後
半
部
の
風
景
描
写
は
、
綿
密

さ
に
お
い
て
も
質
の
点
で
も
、
明
ら
か
に
完
成
度
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
家
舟
は
、
そ
の
表
現
上
の
卓
越
性
に
お
い
て
も
、

『
大
場
電
気
鍍
金
工
業
所
』
で
金
子
さ
ん
が
死
ん
だ
部
屋
（
図
４４
）
と
類
似
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
作
品
で

も
や
は
り
、
家
舟
に
暮
ら
す
孤
児
キ
ヨ
ち
ゃ
ん
の
絶
望
的
な
悲
惨
は
括
弧
に
く
く
ら
れ
、「
何
処
だ
っ
て
好
き
な
と
こ
ろ
へ
行
け
る
」

――
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
不
可
能
で
あ
る
――
と
仮
想
さ
れ
る
家
舟
の
越
境
性
、
あ
る
い
は
そ
の
美
的
な
「
風
情

（
７０
）

」
が
、
あ
く
ま
で
偏

愛
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

汀
の
仮
庵
と
い
う
ト
ポ
ス
へ
の
存
在
論
的
で
審
美
的
な
愛
。
そ
れ
が
結
晶
化
し
て
作
品
全
体
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
石

屋
」
連
作
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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そ
の
存
在
論
的
な
性
格
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
水
石
に
お
い
て
、「
物
」
と
「
景

色
」
の
間
の
境
界
線
は
揺
ら
ぎ
、
両
者
は
互
い
に
溶
解
し
て
い
る
。
そ
の
実
践
の
場
と
し
て
助
川
が
ほ
か
で
も
な
く
河
原
の
小
屋
を
選

ん
だ
の
も
、
単
に
「
町
な
か
に
店
舗
を
構
え
る
資
金
も
な
か
っ
た
」（８：
１５７

）
と
い
う
消
極
的
な
理
由
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
河

原
で
売
ら
れ
る
石
（「
景
色
」
か
ら
抽
出
さ
れ
た
「
物
」）
を
、
河
原
の
石
（「
景
色
」
を
構
成
す
る
「
物
」）
か
ら
隔
て
る
の
は
、
助
川

の
選
択
眼
の
み
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
引
か
れ
た
境
界
線
は
き
わ
め
て
か
す
か
な
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
が
い
つ
再
び
混
ざ
り
あ
っ
て

し
ま
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
は
価
値
が
あ
る
は
ず
の
助
川
の
石
が
、
河
原
に
転
が
る
無
価
値
の
石
と
同
様
に
ま
っ

た
く
売
れ
な
い
の
も
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
と
同
様
に
、
あ
り
あ
わ
せ
の
資
材
を
使
っ
て
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
よ
ろ

し
く
仮
設
さ
れ
た
石
小
屋
そ
れ
自
体
、
い
つ
河
原
の
「
景
色
」
の
中
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

「
無
能
の
人
」
で
あ
る
助
川
自
身
、
小
屋
の
中
に
寝
そ
べ
っ
て
石
の
よ
う
な
「
物
」
と
化
し
、
河
原
の
「
景
色
」
の
中
に
埋
没
し
て
し

ま
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
（「
物
」
へ
の
転
身
と
「
景
色
」
へ
の
消
滅
の
欲
望
は
、
つ
げ
自
身
の
も
の
で
も
あ
る

（
７１
）

）。

河
原
と
は
、「
物
」
と
「
景
色
」、
価
値
と
無
価
値
、
現
前
と
不
在
が
踵
を
接
し
、
相
互
に
侵
食
し
あ
う
閾
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
石

屋
の
営
み
と
は
、
助
川
の
友
人
で
あ
る
古
書
商
の
山
井
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
自
分
を
〈
あ
っ
て
な
い
〉
と
観
想
す
る
た
め
の
具
体

的
方
法
」（８：
３０５

）
と
し
て
の
「
蒸
発
」
と
等
価
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
助
川
の
石
屋
は
、
河
原
と
い
う
空
間
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
の
だ
が
、
つ
げ
に
と
っ
て
も
川
は
き
わ
め

て
重
要
な
意
味
を
も
つ
存
在
で
あ
る
。
伊
豆
の
大
島
に
生
ま
れ
た
つ
げ
は
、
移
住
先
の
東
京
で
の
不
幸
な
少
年
時
代
、
海
に
対
し
て
尋

常
で
は
な
い
憧
れ
を
抱
い
て
お
り
、
一
四
歳
の
頃
に
は
、
船
員
に
な
る
た
め
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
の
密
航
を
図
っ
て
さ
え
い
る

（
７２
）

（
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
後
年
『
海
へ
』
の
テ
ー
マ
に
も
な
っ
た
）。
そ
れ
が
昭
和
五
〇
年
代
に
な
る
と
、「
海
の
恍
惚
か
ら
変
じ
て
川
の
静
を
好
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む
よ
う
に
な
っ
た

（
７３
）

」
と
い
う
。
つ
げ
が
宿
場
町
な
ど
の
わ
び
し
げ
な
坂
道
を
偏
愛
し
、
ま
た
彼
の
夢
や
漫
画
に
、
坂
道
の
傍
ら
に
立
つ

骨
董
屋
が
登
場
す
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
川
と
は
い
わ
ば
、
水
の
流
れ
る
緩
や
か
な
坂
道
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
見
た

『
ヨ
シ
ボ
ー
の
犯
罪
』
に
お
け
る
坂
道
の
先
に
、
遺
影
の
あ
る
古
民
家
や
温
泉
が
存
在
し
て
い
た
（
図
３１
）
の
に
似
て
、
川
と
い
う
坂

道
の
緩
慢
な
下
降
の
行
く
末
に
は
、『
海
へ
』
の
春
男
（
そ
し
て
作
者
自
身
）
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
り
幸
福
な
記
憶
が
永
遠
に
息
づ
い

て
い
る
と
同
時
に
、
キ
ヨ
ち
ゃ
ん
の
父
親
の
遺
体
が
流
れ
着
い
た
先
で
も
あ
る
海
が
あ
る
。
つ
げ
に
と
っ
て
海
と
は
生
と
死
を
と
も
に

孕
み
、
起
源
で
あ
る
と
同
時
に
終
末
で
も
あ
る
彼
岸
な
の
だ
。
そ
し
て
つ
げ
は
、「
無
能
の
人
」
助
川
に
、
海
と
い
う
聖
な
る
彼
岸
へ

と
向
か
う
下
り
坂
で
あ
る
川
の
ほ
と
り
に
、
い
つ
ま
で
も
「
佇
む
」
こ
と
を
選
ば
せ
た
の
で
あ
る
（
遍
路
道
の
札
所
に
棲
み
つ
く
こ
と

へ
の
つ
げ
の
憧
憬
が
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
よ
う
）。

そ
ん
な
助
川
（
そ
し
て
つ
げ
自
身
）
の
「
夢
」
が
、
多
摩
川
の
渡
し
場
の
守
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
は
や
驚
く
に
は

あ
た
ら
な
い
。
か
つ
て
つ
げ
が
住
ん
で
い
た
調
布
の
多
摩
川
に
は
、
昭
和
四
九
年
二
月
ま
で
、
実
際
に
渡
し
場
が
あ
っ
た
（
図
４６
）。

川
の
中
央
に
小
舟
を
浮
か
べ
、
杭
で
支
え
た
板
を
渡
し
た
仮
設
的
な
橋
の
よ
う
な
構
築
物
で
、
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
長
さ
が
あ
り
、
そ

の
傍
ら
の
一
坪
ほ
ど
の
小
屋
に
は
、
老
人
が
火
に
あ
た
っ
て
暖
を
と
り
つ
つ
番
を
し
て
い
た
と
い
う
。
つ
げ
は
こ
の
老
人
が
廃
業
し
た

ら
そ
の
後
を
継
ぎ
た
い
と
本
気
で
考
え
、「
そ
の
小
屋
で
マ
ン
ガ
で
も
描
い
て
細
々
と
暮
し
て
い
け
た
ら
、
素
敵
な
風
情
だ
ろ
う
に
、

な
ど
と
空
想

（
７４
）

」
し
、
そ
の
憧
憬
が
形
を
と
っ
た
も
の
こ
そ
「
石
屋
」
連
作
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る

（
７５
）

。
実
際
、
こ
の
渡
し
場
の
様
子
は
そ

の
ま
ま
『
石
を
売
る
』（
昭
六
〇
・
六
）
に
も
登
場
し
（
図
４７
）、
助
川
も
こ
の
渡
し
を
復
活
さ
せ
て
、
そ
こ
で
石
を
売
る
こ
と
を
夢
想

す
る
の
で
あ
る
（
図
４９
）。
こ
の
コ
マ
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
げ
が
渡
し
場
に
棲
み
つ
く
夢
を
図
像
化
し
た
自
画
像
的
イ
ラ
ス
ト
（
図
４８
）

に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
棚
に
薬
缶
や
皿
や
瓶
が
並
べ
ら
れ
、
電
球
が
つ
り
下
が
り
、
柱
時
計
の
掛
け
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図４６ 多摩川の渡しで、昭和４７年

図４８『つげ義春とぼく』カラー口絵図４９『石を売る』（８：１２５）

図４７『石を売る』（８：１２０）
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ら
れ
た
こ
の
小
屋
に
は
、
ど
こ
か
古
道
具
屋
め
い
た
雰
囲
気
が
あ
る
。

つ
げ
作
品
に
お
い
て
、
橋
や
渡
し
場
は
し
ば
し
ば
、
非
日
常
的
な
空
間
へ
の
通
路

と
し
て
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
『
枯
野
の
宿
』（
昭
四
九
・
七
）
で
は
、
突
然
の
土

砂
降
り
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
偶
然
泊
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
宿
で
、
主
人
公
は
部
屋
の

壁
に
描
か
れ
た
風
景
画
を
き
っ
か
け
に
、
船
で
彼
岸
へ
と
連
れ
て
行
か
れ
る
奇
妙
な

夢
を
見
る
の
だ
が
、
そ
の
宿
は
、
利
根
川
に
架
か
る
橋
を
渡
っ
た
中
洲
の
よ
う
な
非

現
実
的
な
空
間
、
風
に
揺
れ
る
柳
の
木
の
向
こ
う
に
位
置
し
て
い
る
（
図
５０
）。
ま

た
、『
日
の
戯
れ
』（
昭
五
五
・
一
一
）
の
主
人
公
は
、
散
歩
の
途
中
、
ま
さ
し
く
多

摩
川
の
渡
し
場
の
橋
を
渡
り
、「
知
ら
な
い
町
を
旅
行
し
て
い
る
み
た
い
な
気
分
」

（６：
３２１

）
に
浸
っ
て
い
る
と
、
そ
こ
に
偶
然
鉱
泉
を
見
つ
け
る
（
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
坂
道
の
果
て
に
や
は
り
偶
然
に
温
泉
を
見

つ
け
た
『
ヨ
シ
ボ
ー
の
犯
罪
』
の
結
末
部
を
思
わ
せ
る
）。
体
に
特
に
悪
い
と
こ
ろ
も
な
い
彼
は
そ
こ
で
、
腱
鞘
炎
で
あ
る
と
偽
り
、

手
に
湿
布
薬
を
塗
っ
て
包
帯
を
巻
き
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
病
人
と
い
う
〈
他
者
〉
を
演
じ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
海
と
い
う
彼
岸
へ
と
向
か
う
坂
道
で
あ
る
川
と
、
非
日
常
の
空
間
へ
と
至
る
通
路
で
あ
る
橋
の
い
わ
ば
交
差
点
に
位
置
し

て
い
る
と
い
う
点
に
、
つ
げ
に
と
っ
て
の
渡
し
場
と
い
う
ト
ポ
ス
の
特
異
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
川
と
橋
が
も
つ
異
化
効
果
が

交
錯
し
い
わ
ば
累
乗
さ
れ
る
場
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
不
動
な
点
な
の
だ
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
の
効
果
の
潜
在

的
な
力
は
い
っ
そ
う
強
ま
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
つ
げ
が
そ
こ
に
住
む
こ
と
を
夢
想
す
る
古
道
具
屋
や
石
屋
な
ど
の
小
屋
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
坂
道
、
河
原
、
橋
の 図５０『枯野の宿』（５：２１８）
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パ

サ

ー

ジ

ュ

マ

ル

ジ

ュ

た
も
と
な
ど
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
通
過
／
移
行
あ
る
い
は
周
縁
／
差
異
の
場
と
し
て
の
境
界
的

な
性
格
で
あ
る
。
田
中
純
氏
が
そ
の
著
『
都
市
の
詩
学
』
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、〈
端
〉
で
も
あ
る
橋
や
、〈
境
〉
で

こ
つ
じ
き

も
あ
る
坂
は
、
古
く
か
ら
乞
食
、
遊
女
、
呪
術
師
、
卜
占
師
、
芸
能
者
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
異
人
」
た
ち
の
棲
み
か
で
あ
っ
た

（
７６
）

。
ま

た
、
道
路
と
同
様
に
非
課
税
の
土
地
で
あ
り
、
葬
送
の
場
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
河
原
は
、
文
字
通
り
此
岸
と
彼
岸
を
隔
て
る
無
主
・

無
縁
の
領
域
で
あ
り
、「
河
原
者
」
と
呼
ば
れ
る
社
会
的
没
落
者
や
貧
民
が
棲
み
つ
く
「
ア
ジ
ー
ル
的
な
境
界
性
」
を
も
っ
て
い
た
と

い
う

（
７７
）

。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
文
脈
に
お
い
て
特
に
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
が
単
に
「
聖
と
俗
、
死
と
生
を
分
か
つ
境
界
線
」
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、「
境
界
自
体
が
拡
が
り
を
も
っ
た
空
間
」
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
こ
を
踏
み
越
え
て
あ
る

領
域
か
ら
別
の
領
域
へ
と
移
行
す
る
た
め
の
一
過
的
な
手
段
と
し
て
の
線
な
の
で
は
な
く
、そ
こ
に
寄
生
し
居
着
く
こ
と
の
で
き
る〈
敷

居
〉
な
の
だ
。
田
中
氏
は
い
み
じ
く
も
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
――
「
異
な
る
領
域
へ
の
〈
通
過
〉
そ
れ
自
体
が
延
々
と
引
き
延
ば

さ
れ
た
こ
の
空
間
に
棲
ま
う
者
は
、
聖
俗
、
生
死
の
い
ず
れ
に
も
完
全
に
属
す
る
こ
と
が
な
い

（
７８
）

」。

つ
げ
と
そ
の
作
品
、
そ
し
て
そ
の
中
に
登
場
す
る
人
物
や
古
物
た
ち
が
、
自
我
／
他
者
、
現
実
／
虚
構
、
作
者
／
作
中
人
物
、
定
住
／

蒸
発
、
物
／
景
色
、
価
値
／
無
価
値
な
ど
、
諸
々
の
二
項
対
立
の
間
で
揺
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
。
つ
げ
に
と
っ
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
境
界
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
貧
し
い
古
道
具
屋
や
石
屋
は
、
そ
れ
ら
の
間
の
「
通
過
」
の
途
上
に
身
を
置
き
つ
つ
も
、
そ
の
境

界
を
決
定
的
に
踏
み
越
え
る
こ
と
を
果
て
し
な
く
遅
延
さ
せ
、
両
者
の
間
を
曖
昧
に
た
ゆ
た
う
た
め
の
、
両
義
的
な
滞
留
の
ト
ポ
ス
を

な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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五

「
蒸
発
」
の
弁
証
法
――
『
骨
董
紀
行
』
表
紙
装
画
の
図
像
解
釈

つ
げ
の
「
越
境
願
望
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る

（
７９
）

が
、
つ
げ
は
境
界
を
越
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
こ
に
静
か
に

「
佇
み
」、
い
つ
ま
で
も
留
ま
り
続
け
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ち
ょ
う
ど
『
窓
の
手
』（
昭
五
五
・
三
）
に
お
け
る
女

性
グ
ロ
リ
ア
の
手
が
、
戦
後
三
十
年
も
の
間
、
窓
際
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
。
こ
れ
に
対
し
、
つ
げ
の
漫
画
に
お
い
て
、
夢
を
テ
ー

マ
に
し
た
も
の
を
別
と
す
れ
ば
、
異
次
元
間
の
境
界
を
越
え
る
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
動
物
た
ち
の
方
で
あ
る
。

『
チ
ー
コ
』（
昭
四
一
・
三
）
の
文
鳥
、『
山
椒
魚
』（
昭
四
二
・
五
）
の
山
椒
魚
、『
峠
の
犬
』（
昭
四
二
・
八
）
の
犬
、『
二
岐
温
泉
』

（
昭
四
三
・
二
）
の
猿
、『
蟹
』（
昭
四
五
・
一
）
の
蟹
、『
魚
石
』
の
魚
、
や
や
文
脈
は
異
な
る
が
『
近
所
の
景
色
』
の
雷
魚
な
ど
を

想
起
す
れ
ば
よ
い
（
こ
れ
に
対
し
、『
鳥
師
』﹇
昭
六
〇
・
一
二
﹈
に
お
け
る
鳥
師
で
さ
え
、
水
門
と
い
う
閾
を
越
え
て
飛
翔
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
越
境
的
動
物
の
中
に
、
本
論
の
冒
頭
で
簡
単
に
見
て
お
い
た
『
骨
董
紀
行
』
カ
バ
ー
装
画

（
図
１
）
に
登
場
す
る
、
あ
の
奇
妙
な
亀
も
含
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
今
一
度
こ
の
イ
ラ
ス
ト
に
立
ち
返
り
、
以
上
の

考
察
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
〈
図
像
解
釈
〉
を
試
み
て
み
よ
う
。

海
辺
に
立
つ
粗
末
な
小
屋
と
し
て
の
古
道
具
屋
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
つ
げ
の
想
像
界
に
お
い
て
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
多
言

を
弄
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
「
佇
む
」
古
物
屋
の
姿
は
、
彼
に
背
を
向
け
て
沖
に
向
か
っ
て
泳
ぎ
つ
つ
あ
る
亀
と
、
汀
と

い
う
境
界
線
を
隔
て
た
そ
の
位
置
に
お
い
て
対
称
的
な
関
係
に
あ
る
。
彼
の
店
に
は
、
い
く
つ
か
の
器
に
ま
じ
っ
て
、
大
八
車
の
車
輪

が
壁
に
立
て
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
種
の
車
輪
は
、
つ
げ
自
身
購
入
し
て
所
有
し
て
お
り
、
漫
画
に
も
描

か
れ
て
い
た
（
図
２８
）
が
、『
夢
日
記
』
の
昭
和
五
〇
年
六
月
五
日
の
夢
に
も
、
た
ま
た
ま
見
つ
け
た
鉱
泉
の
宿
の
石
垣
に
立
て
か
け
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ら
れ
た
姿
で
登
場
し
て
い
る
（
図
５１
）。
自
転
車
の
車
輪
に
も
似
た
そ
れ
は
、
移
行
お
よ
び

そ
の
中
断
／
延
期
の
記
号
な
の
だ
ろ
う
か
。

岸
辺
は
坂
道
を
な
し
な
が
ら
古
物
屋
の
薄
暗
い
裏
手
へ
と
通
じ
て
お
り
、
そ
の
途
中
に
は
、

柳
の
下
に
、
浪
人
風
の
侍
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
見
え
る
。
浜
辺
に
生
え
た
木
の
下
に
立
つ
こ
の

人
物
の
影
は
、「
石
屋
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
部
を
な
す
『
蒸
発
』（
昭
六
一
・
一
二
）
に
お
け
る

名
高
い
ペ
ー
ジ
（
図
５２
）
の
左
下
の
コ
マ
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
石
屋
の
助
川
と
古

本
屋
の
山
井
が
、
失
踪
行
為
と
し
て
の
蒸
発
に
つ
い
て
論
じ
る
作
品
前
半
部
に
お
い
て
、
こ

の
ペ
ー
ジ
は
、「﹇
…
…
﹈
自
分
の
す
べ
て
を
捨
て
て
蒸
発
す
る
っ
て
の
は
な
ん
だ
ろ
う
」

（８
：
３０４

）
と
い
う
助
川
の
問
い
か
け
に
対
し
、
山
井
が
「
自
分
を
〈
あ
っ
て
な
い
〉
と
観

想
す
る
た
め
の
具
体
的
方
法
で
し
ょ
う
」
と
答
え
る
、
そ
の
間
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
問
い
を
発
し
た
直
後
の
コ
マ
で
、
助
川

は
シ
ル
エ
ッ
ト
で
描
か
れ
、
そ
の
上
を
カ
モ
メ
が
二
羽
飛
ん
で
お

り
、
こ
の
コ
マ
に
続
く
の
が
件
の
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
つ
げ
自
身「
苦

心
し
た
」
と
話
す
こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、「
い
ろ
ん
な
意
味
、

観
念
的
な
も
の
を
含
め
て
全
部
ま
と
め
」
た
、「
蒸
発
と
い
う
イ

メ
ー
ジ

（
８０
）

」
で
あ
る
。
円
窓
の
あ
る
旅
館
の
部
屋
――
か
つ
て
の
薄

暗
い
「
退
屈
な
部
屋
」（
図
２１
）
を
思
わ
せ
る
――
の
窓
際
お
よ

図５１ 『夢日記』昭和５０年６月５日（別：１０４‐０５）図５２『蒸発』（８：３０５）
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び
浜
辺
に
立
つ
二
つ
の
影
は
、
そ
れ
自
体
が
可
視
と
不
可
視
、
現
前
と
不
在
の
は
ざ
ま
に
位
置
す
る
、
つ
ま
り
「
あ
っ
て
な
い
」
と
い

う
点
で
、
ま
さ
し
く
山
井
の
言
う
「
蒸
発
」
の
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
コ
マ
に
描
か
れ
た
影
を
さ
ら
に
結
び
つ
け
る
の
が
松
の
存
在
で
あ
る
。
左
下
の
コ
マ
の
浜
辺
に
は
松
が
生

こ
て
え

え
、
上
の
コ
マ
の
旅
館
の
外
壁
に
は
、
円
窓
を
囲
む
か
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
鏝
絵
に
よ
っ
て
松
が
描
か
れ
て
い
る
（
鏝
絵
は
す
で

に
『
長
八
の
宿
』﹇
昭
四
三
・
一
﹈
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
）。
さ
ら
に
、『
蒸
発
』
の
表
題
紙
そ
れ
自
体
に
も
、
盆

栽
を
意
識
し
た
と
い
う

（
８１
）

松
が
、
崖
を
越
え
て
そ
の
向
こ
う
へ
と
幹
を
伸
ば
し
て
い
る
。
つ
げ
自
身
が
日
記
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼

に
と
っ
て
松
の
木
は
、
そ
れ
以
外
の
樹
木
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、「
そ
の
異
様
さ
は
尋
常
で
は
な
」
く
、「
非
常
に
シ
ュ
ー
ル
」
で
「
冥

界
を
想
わ
せ
る
」
も
の
が
あ
る
と
い
う

（
８２
）

。『
蒸
発
』
の
中
に
反
復
的
に
表
象
さ
れ
る
松
は
、『
蒸
発
』
と
い
う
漫
画
へ
の
導
入
を
な
す
と

同
時
に
、
蒸
発
そ�

の�

も�

の�

へ
と
わ
れ
わ
れ
を
い
ざ
な
う
、「
冥
界
」
に
開
い
た
門
な
の
だ
。

『
骨
董
紀
行
』
の
表
紙
の
中
央
に
生
え
た
柳
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
松
と
類
似
し
た
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す

で
に
見
た
よ
う
に
、『
枯
野
の
宿
』
の
橋
の
た
も
と
に
は
、
異
界
へ
の
道
標
と
し
て
柳
の
木
が
生
え
て
い
た
（
図
５０
）
が
、
主
人
公
の

頭
上
に
大
き
く
張
り
出
し
た
こ
の
柳
の
葉
は
、
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
、
あ
た
か
も
彼
に
向
っ
て
手
招
き
を
す
る
か
の
よ
う
に
波
打
っ
て

い
る
。
同
じ
よ
う
に
幹
が
傾
き
、
や
は
り
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
な
枝
ぶ
り
を
呈
す
る
『
蒸
発
』
の
松
は
、
助
川
を
（
そ
し
て
表
題
紙

を
通
じ
て
読
者
を
も
）「
蒸
発
」
へ
と
い
ざ
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
、『
骨
董
紀
行
』
表
紙
の
柳
は
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の

で
は
あ
る
が
、
岸
辺
の
小
屋
で
佇
む
古
物
商
と
、
浜
を
越
え
て
沖
へ
と
泳
ぐ
亀
の
ま
さ
に
中
間
、
海
と
陸
の
ぎ
り
ぎ
り
の
境
界
線
上
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
は
、
注
意
さ
れ
て
い
い
。
こ
こ
で
柳
の
木
を
隔
て
て
展
開
し
て
い
る
の
は
、
つ
げ
の
本
質
的
な
衝
動
と
し
て

の
「
流
転
」
と
「
停
止

（
８３
）

」
の
戯
れ
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
水
の
よ
う
に
自
由
で
あ
る
こ
と
と
石
の
よ
う
に
不
動
で
あ
る
こ
と
、〈
水
／
石
〉

「往生際」のトポグラフィ――つげ義春と古物－１４５－



の
間
の
揺
ら
ぎ
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
両
者
の
は
ざ
ま
に
宙
吊
り
に
な
っ
た
こ
の
柳
と
影
は
、
幽�

霊�

を
思
わ
せ
る
そ
の
並
置

と
両
義
的
な
存
在
感
に
お
い
て
、
現
前
と
不
在
の
あ
わ
い
に
身
を
置
く
こ
と
、「
あ
っ
て
な
い
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
蒸
発
」
の
弁
証

法
を
上
演
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
往
生
際
」
の
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
――
む
す
び
に
か
え
て

そ
し
て
、
こ
こ
で
最
後
に
問
い
た
い
の
は
、
特
に
不
安
神
経
症
と
古
物
蒐
集
を
体
験
し
た
後
の
つ
げ
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
路
傍
や
汀

に
立
つ
仮
庵
と
同
様
、
漫
画
そ
れ
自
体
も
ま
た
、「
流
転
」
と
「
停
止
」、
現
前
と
不
在
、
自
我
と
他
者
、
生
と
死
を
曖
昧
に
隔
て
る
境

界
領
域
に
仮
設
さ
れ
た
、
エ
フ
ィ
メ
ラ
ル
な
構
築
物
の
ご
と
き
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
石
屋
」シ
リ
ー

ズ
を
特
徴
づ
け
て
い
た
の
は
、
漫
画
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
欲
望
（
お
よ
び
そ
の
失

敗
）
を
通
じ
て
の
み
漫
画
作
品
が
成
立
す
る
と
い
う
奇
妙
な
逆
説
で
あ
っ
た
。「
石
屋
」
連
作
以
後
に
書
か
れ
た
あ
る
紀
行
文
に
お
い

て
、
つ
げ
は
書
い
て
い
る
――

現
在
の
生
活
に
い
い
か
げ
ん
観
念
し
て
し
ま
え
ば
い
い
も
の
を
、
私
は
往
生
際
の
悪
い
人
間
か
、
今
度
は
ま
た
「
鉱
泉
宿
を
始
め

よ
う
か
し
ら
」
と
滅
相
な
こ
と
を
考
え
だ
し
た

（
８４
）

。

つ
げ
の
漫
画
が
生
成
す
る
の
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
他
者
性
が
踵
を
接
す
る
境
界
領
域
と
し
て
の
「
往
生
際
」
に
お
い
て
で
あ

り
、
そ
こ
で
漫
画
が
生
ま
れ
る
の
は
、「
往
生
際
の
悪
い
」
つ
げ
が
両
者
の
閾
を
た
や
す
く
越
え
ず
、
そ
の
通
過
の
途
中
に
い
つ
ま
で

－１４６－



も
「
佇
み
」、
常
に
プ
ロ
セ
ス
に
身
を
置
い
て
い
る
が
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
「
往
生
際
」
が
悪
い
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
生
／
死
の
あ
わ
い
に
滞
留
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ご
く
最
近
（
平
成
二
〇
年

四
月
）
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
さ
れ
た
文
章
に
お
い
て
つ
げ
は
、「
生
死
を
超
え
る
」
手
段
と
し
て
の
「
蒸
発
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、「
生
は
相
対
関
係
と
し
て
の
死
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
支
え
ら
れ
て
」
い
る
の
だ
が
、「
自
己
を
規
定
す
る
関
係
を
断
つ
」

行
為
と
し
て
の
「
蒸
発
」
と
は
、「
死
を
も
断
ち
、
死
に
支
え
ら
れ
て
い
る
生
も
同
時
に
失
う
」
こ
と
で
、
死
と
生
を
同
時
に
超
越
す

る
行
為
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
照
れ
屋
の
彼
ら
し
く
、
こ
の
哲
学
的
な
調
子
は
、
文
末
に
お
い
て
い
さ
さ
か
の
変
化
を
見
せ
る
――

蒸
発
経
験
者
と
し
て
私
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、「
生
死
を
超
え
る
」
手
応
え
は
ま
る
で
な
い
。
む
し
ろ
呆

け
て
生
も
死
も
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
願
っ
て
い
る

（
８５
）

。

こ
こ
で
彼
が
希
求
す
る
の
は
、
い
わ
ば
生
と
死
の
境
を
ま
ぎ
ら
か
す
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
近
の
つ
げ
は
実
際
、
境
界
の
境
界
線
そ
の
も
の

を
曖
昧
に
ぼ
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
境
界
性
そ
れ
自
体
を
消
去
し
よ
う
と

し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
現
時
点
で「
石
屋
」連
作
の
最
終
作
と
な
っ

て
い
る
作
品
『
蒸
発
』
に
お
い
て
、
助
川
が
端
座
し
て
茶
を
喫
す
る
河
原

の
石
小
屋
は
、
ほ
と
ん
ど
茶
道
の
「
草
庵
」
の
よ
う
な
「
風
情
」
を
帯
び

て
い
る
が
、
濃
い
霧
に
つ
つ
ま
れ
、
周
辺
の
景
色
の
中
に
溶
け
こ
ん
で
い

図５３『蒸発』（８：３１３）
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る
（
図
５３
）。
さ
ら
に
つ
げ
は
、
い
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
シ
リ
ー
ズ
最
終
話
と
し
て
、
助
川
の
寝
て
い
る
小
屋
に
真
白
な
雪
が
降
っ

て
き
て
、
小
屋
が
ま
る
で
「
繭
玉
」
の
よ
う
に
雪
に
包
ま
れ
、「
た
だ
ひ
た
す
ら
雪
が
降
り
積
も
っ
て
い
る
だ
け
」
で
「
一
切
が
雪
に

か
き
消
さ
れ
ち
ゃ
う
」
と
い
う
、
タ
ル
コ
フ
ス
キ
ー
の
映
画
『
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
』
を
思
わ
せ
る
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
構
想
し
て
い
る

（
８６
）

。
こ

こ
で
は
水
と
陸
の
境
界
と
し
て
の
河
原
そ
の
も
の
の
境
界
線
が
、
同
じ
水
と
い
う
物
質
か
ら
成
る
霞
や
雪
に
よ
っ
て
曖
昧
に
浸
食
さ
れ

無
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
最
終
話
の
構
想
を
明
ら
か
に
し
た
同
じ
対
談
の
中
で
つ
げ
は
、
最
近
漫
画
を
描
か
な
く
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
自
我

そ
の
も
の
の
「
創
作
化
」
あ
る
い
は
「
虚
構
化
」
を
挙
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
盆
栽
や
寒
中
の
釣
り
な
ど
、
特
に
興
味
の
な
い
こ
と
を

自
分
に
や
ら
せ
て
み
て
、
い
わ
ば
他
者
を
演
じ
、
さ
ら
に
そ
の
様
子
を
見
て
い
る
も
う
一
人
の
自
分
を
想
定
し
て
み
る
。
そ
れ
は
い
わ

ば
、
演
出
家
と
役
者
と
観
客
と
い
う
三
つ
の
審
級
を
同
時
に
引
き
受
け
る
こ
と
、
三
者
の
間
を
隔
て
る
境
界
線
を
抹
消
す
る
こ
と
で
あ

り
、
か
つ
て
創
作
あ
る
い
は
虚
構
の
中
に
つ
げ
と
い
う
自
我
が
い
く
ぶ
ん
姿
を
変
え
て
登
場
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
は
、
本
質
的
に

別
の
次
元
に
属
す
る
行
為
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
観
客＝

読
者
も
な
け
れ
ば
、
現
実
と
虚
構
の
は
ざ
ま
に
位
置
し
て
い
た
作
品
も
も
は
や

存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
そ
れ
で
満
足
し
て
し
ま
う
ん
で
す
か
？
」
と
い
う
聞
き
手
（
権
藤
晋
）
の
問
い
に
対
し
、
つ
げ
は
答
え

て
い
る
――

発
表
し
な
く
て
い
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
ぼ
く
は
古
本
屋
と
か
カ
メ
ラ
屋
、
石
屋
な
ど
に
転
業
し
て
も
か
ま
わ
な
い
ん
で
す
。
別�

人�

２８
号
な
ん
ち
ゃ
っ
て

（
８７
）

（
笑
）﹇
傍
点
原
文
﹈。
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路
傍
や
海
辺
の
骨
董
屋
、
川
辺
の
石
屋
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
辿
っ
て
き
た
場
所
は
い
わ
ば
、
漫
画
の
生
成
す
る
ト
ポ
ス
で

あ
る
境
界
線
上
す
な
わ
ち「
往
生
際
」に
た
ま
さ
か
出
現
し
た
仮
庵
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
濃
い
霧
に
か
き
消
さ
れ
て
見
え
な
く
な
っ

て
間
も
な
く
、
自
ら
作
品
と
化
し
た
つ
げ
の
ペ
ン
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
、
も
し
か
す
る
と
必
然
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

註

（
１
）

梶
井
純
『
骨
董
紀
行
』
北
冬
書
房
、
平
成
四
年
。
同
『
骨
董
遊
行
』
北
冬
書
房
、
平
成
八
年
。
な
お
、
小
林
秀
雄
と
安
東
次
男
の
骨
董
体
験
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
拙
論
を
参
照
。「
物
質
（
化
）
へ
の
情
熱
――
小
林
秀
雄
と
骨
董
」『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
第
二
二
巻

第
二
号
、
平
成
二
〇
年
、
一
〇
一－

四
四
頁
。「
残
欠
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
――
や
き
も
の
鑑
賞
に
お
け
る
陶
片
・
疵
物
考
」『
イ
タ
リ
ア
に
お
け

る
美
術
作
品
の
保
存
・
修
復
の
思
想
と
歴
史
――
欧
米
各
国
と
の
比
較
か
ら
』
平
成
一
五－

一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
（
Ｂ
）（
２
））

研
究
成
果
報
告
書
、
岡
田
温
司
編
、
平
成
一
九
年
、
三
五
三－

七
三
頁
。
青
柳
瑞
穂
の
古
美
術
愛
好
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
２
）

つ
げ
義
春
・
権
藤
晋
『
つ
げ
義
春
漫
画
術

下
』
ワ
イ
ズ
出
版
、
平
成
五
年
、
三
六
三
頁
。

（
３
）

以
下
、
つ
げ
の
作
品
と
文
章
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
的
に
『
つ
げ
義
春
全
集
』（
全
八
巻
お
よ
び
別
巻
）
筑
摩
書
房
、
平
成
五－

六
年
に
拠
り
、
発
表
年
月
を
漢
数
字
で
、
巻
と
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
記
す
（
別
巻
は
「
別
」
と
表
記
）。
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
註
で
そ
の
都
度
出
典
を
明
記
す
る
。

（
４
）

つ
げ
義
春
・
北
井
一
夫
・
大
崎
紀
夫
・
藤
原
ま
き
ほ
か
「
放
談
会

流
れ
雲
旅
余
聞
」『
る
う
じ
ん
』
第
七
号
、
昭
和
四
八
年
一
〇
・
一
一
月

合
併
号
、
一－

二
〇
頁
（
引
用
は
六
、
八
頁
よ
り
）。

（
５
）

大
崎
紀
夫
「
旅
の
時
間
・
日
常
の
時
間
」『
ユ
リ
イ
カ
』
昭
和
五
七
年
三
月
号
、
五
四－

五
七
頁
（
特
に
五
五
頁
）。

（
６
）

つ
げ
義
春
「
あ
と
が
き
」、
同
『
新
版

貧
困
旅
行
記
』
新
潮
文
庫
、
平
成
七
年
、
二
七
四
頁
。

（
７
）

つ
げ
義
春
『
つ
げ
義
春
日
記
』
講
談
社
、
昭
和
五
八
年
、
一
九
頁
。

（
８
）

同
五
八
頁
。

（
９
）

同
六
一
頁
。

（
１０
）

同
六
九
頁
。
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（
１１
）

同
七
二
頁
。

（
１２
）

同
九
六
頁
。

（
１３
）

同
一
一
九
頁
。

（
１４
）

同
一
二
三
頁
。

（
１５
）

同
一
八
一
頁
。
こ
の
人
形
に
つ
い
て
は
、
つ
げ
夫
人
で
あ
っ
た
故
・
藤
原
マ
キ
が
イ
ラ
ス
ト
と
短
文
を
残
し
て
い
る
（「
つ
げ
さ
ん
一
家
」『
ユ

リ
イ
カ
』
昭
和
五
七
年
三
月
号
、
一
七
二
頁
）。

（
１６
）

『
つ
げ
義
春
日
記
』
前
掲
書
、
一
二
頁
。

（
１７
）

つ
げ
義
春
「
鎌
倉
随
歩
」（
平
成
三
年
）、『
新
版

貧
困
旅
行
記
』
前
掲
書
、
六
九－

七
九
頁
（
特
に
七
五－

七
七
頁
）。

（
１８
）

つ
げ
義
春
「
秩
父
の
鉱
泉
と
札
所
」、
同
『
つ
げ
義
春
の
温
泉
』
カ
タ
ロ
グ
ハ
ウ
ス
、
平
成
一
五
年
、
二
六
二－

六
七
頁
（
特
に
二
六
二
頁
）。

（
１９
）

『
つ
げ
義
春
日
記
』
前
掲
書
、
一
九
、
三
九
、
六
一
、
六
四
、
八
八
、
九
六－

九
九
、
一
一
二
、
一
一
六
、
一
二
一
、
一
二
七
、
一
三
八
、
一

七
〇
、
一
七
四
、
一
八
三
、
二
〇
一
、
二
二
九
頁
。

（
２０
）

同
五
八
、
六
九
、
九
六
、
一
四
一
、
一
六
七－

六
八
、
一
七
〇
、
一
八
一
、
二
二
七
頁
。
な
お
、
一
一
九
頁
に
登
場
す
る
「
草
加
市
の
深
沢
七

郎
さ
ん
の
店
」
が
こ
れ
と
同
一
か
ど
う
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。

（
２１
）

同
一
六
七－

六
八
、
一
七
〇
、
一
七
六
、
一
八
二
、
一
八
六
、
一
九
二
、
一
九
九
、
二
一
六
頁
。

（
２２
）

同
六
八
、
七
二
、
九
七
頁
。

（
２３
）

同
一
六
六
頁
。

（
２４
）

同
一
八
二
頁
。

（
２５
）

同
一
八
三－

八
四
頁
。

（
２６
）

同
二
三
二
頁
。

（
２７
）

『
カ
メ
ラ
を
売
る
』
に
お
け
る
人
物
（
特
に
作
品
中
の
「
中
田
さ
ん
」＝

『
日
記
』
中
の
「
多
奈
加
さ
ん
」）
と
場
所
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
金

ゐ
國
許
「
つ
げ
義
春
に
会
い
に
行
く
」
の
第
五
回
、「
調
布
篇
三
『
カ
メ
ラ
を
売
る
』
人
に
会
い
に
行
く
」（http://w

w
w

.geocities.jp/bbtugeken/

tugeai5-2.htm
l

）
を
参
照
。
な
お
、
本
論
で
言
及
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
、
い
ず
れ
も
平
成
二
一
年
一
月
一
二
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
。

（
２８
）

『
つ
げ
義
春
日
記
』
前
掲
書
、
九
七
、
一
一
六
、
一
二
一
頁
。

（
２９
）

つ
げ
義
春
「
つ
げ
義
春
趣
味
を
語
る
――
骨
董
」『
ガ
ロ
』
平
成
五
年
八
月
号
、
三
二
頁
。

（
３０
）

つ
げ
義
春
「
大
多
喜
で
の
こ
と
」（
昭
和
四
九
年
）、
同
『
つ
げ
義
春
と
ぼ
く
』
晶
文
社
、
昭
和
五
二
年
、
五
〇－

五
五
頁
（
引
用
は
五
四
頁
よ
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り
）。
こ
の
文
章
は
、
新
潮
文
庫
版
の
『
新
版

つ
げ
義
春
と
ぼ
く
』（
平
成
四
年
）
か
ら
は
割
愛
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
旅
館
に
つ
い
て
は
、

同
「
旅
籠
の
思
い
出
」（
執
筆
年
不
詳
﹇
昭
和
六
二－

六
三
年
頃
﹈、
別：

７

‐２０

）
所
収
の
「
寿
恵
比
楼
」（１２

‐２０

）
も
参
照
。

（
３１
）

大
崎
前
掲
文
、
五
六
頁
。

（
３２
）

つ
げ
漫
画
に
お
け
る
胎
内
回
帰
願
望
を
指
摘
し
た
批
評
は
少
な
く
な
い
が
、
早
い
時
期
の
優
れ
た
解
釈
と
し
て
は
、
由
良
君
美
「
羊
水
の
や
さ

し
さ
」、『
つ
げ
義
春
の
世
界
』
青
林
堂
、
昭
和
四
五
年
、
一
八
九－

九
五
頁
を
参
照
。

（
３３
）

こ
の
こ
と
は
、
必
要
な
変
更
を
加
え
れ
ば
、『
ほ
ん
や
ら
洞
の
べ
ん
さ
ん
』（
昭
四
三
・
六
）
に
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両
作
品
に

は
、
最
終
ペ
ー
ジ
の
約
半
分
を
占
め
る
最
終
コ
マ
に
大
き
な
時
計
が
登
場
す
る
点
、
い
ず
れ
の
時
計
も
暗
が
り
の
濃
い
影
に
半
ば
沈
ん
で
い
る
点
、

そ
れ
ら
が
と
も
に
睡
眠
や
休
息
と
関
係
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
主
人
公
に
母
（
あ
る
い
は
妻
）
が
欠
け
て
い
る
点
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
共
通
点
が
存

在
す
る
の
で
あ
る
。

（
３４
）

こ
れ
に
対
し
、
つ
げ
作
品
に
お
け
る
針
の
な
い
柱
時
計
は
死
を
暗
示
す
る
（
大
崎
前
掲
文
、
五
六
頁
）。
た
と
え
ば
『
も
っ
き
り
屋
の
少
女
』（
昭

四
三
・
八
、５

：
１４５

）
や
『
つ
げ
義
春
流
れ
雲
旅
』（
旺
文
社
文
庫
、
昭
和
五
七
年
）
中
の
「
下
北
半
島
村
恋
し
旅
」
に
掲
載
さ
れ
た
イ
ラ
ス
ト

（
八－

九
頁
）
を
参
照
。

（
３５
）

『
つ
げ
義
春
漫
画
術

下
』
前
掲
書
、
二
六
四
頁
。
柴
田
宵
曲
「
魚
石
」、
同
『
妖
異
博
物
館
』
ち
く
ま
文
庫
、
平
成
一
七
年
、
三
一
〇－

一

四
頁
。

（
３６
）

ち
な
み
に
、
骨
董
と
化
石
の
蒐
集
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
写
真
家
の
杉
本
博
司
は
、
化
石
を
「
写
真
以
前
の
時
間
記
録
装
置
」
と
呼
ぶ
。
杉
本

博
司
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
正
調
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
引
き
継
い
で
ゆ
き
た
い
」『
季
刊
ア
ー
ト
イ
ッ
ト
』
第
九
号
、
平
成
一
七
年
一
〇
月
、
四
二－

五
八

頁
（
四
二
頁
）。

（
３７
）

つ
げ
義
春
「
つ
げ
義
春
趣
味
を
語
る
――
石
」『
ガ
ロ
』
平
成
五
年
八
月
号
、
三
二
頁
。
と
は
い
え
彼
は
、
次
の
文
章
に
お
い
て
石
拾
い
の
経

験
を
語
っ
て
も
い
る
。
つ
げ
義
春
「
石
」『
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
ば
く
』
春
季
号
、
昭
和
六
〇
年
、
二
五
七
頁
。

（
３８
）

つ
げ
義
春
「
つ
げ
義
春
趣
味
を
語
る
――
カ
メ
ラ
」『
ガ
ロ
』
平
成
五
年
八
月
号
、
三
〇
頁
。

（
３９
）

こ
の
あ
た
り
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、「
カ
メ
ラ
商
開
業
未
遂
」（
昭
和
五
七
年
、
別：

１７０

‐７２

）
も
参
照
。

（
４０
）

『
つ
げ
義
春
日
記
』
前
掲
書
、
六
八－

六
九
、
七
一
、
一
四
七
、
一
九
二
、
二
〇
一
、
二
一
六
頁
。
な
お
、『
つ
げ
義
春
漫
画
術

下
』
前
掲

書
巻
末
の
年
譜
の
昭
和
五
六
年
の
項
に
は
、
中
古
カ
メ
ラ
の
売
買
に
手
を
出
し
た
こ
と
で
「
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
が
多
少
救
わ
れ
る
」
と
あ
る
（
四
二
二

頁
）。

（
４１
）

『
つ
げ
義
春
日
記
』
前
掲
書
、
一
二
九
、
一
六
九
頁
。
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（
４２
）

と
は
い
え
つ
げ
は
、
蒐
集
し
た
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
カ
メ
ラ
で
実
際
に
撮
影
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
（
つ
げ
義
春
「
旅
写
真
」、『
つ

げ
義
春
資
料
集
成
』
北
冬
書
房
、
平
成
三
年
、
五
三
頁
）。

（
４３
）

写
真
と
死
お
よ
び
再
生
（
復
活
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
今
も
な
お
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
明
る
い
部
屋
――
写
真
に
つ
い
て
の
覚
書
』
花
輪

光
訳
、
み
す
ず
書
房
、
昭
和
六
〇
年
を
参
照
。

（
４４
）

大
崎
前
掲
文
、
五
四
頁
（「
薄
暗
い
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
」）。
高
野
慎
三
「
つ
げ
義
春
の
暗
闇
へ
の
偏
愛
」（
昭
和
六
三
年
）、
同
『
つ
げ
義
春
一

九
六
八
』
ち
く
ま
文
庫
、
平
成
一
四
年
、
一
〇
四－

一
一
三
頁
。

（
４５
）

赤
瀬
川
原
平
「
つ
げ
さ
ん
の
カ
メ
ラ
」『
ガ
ロ
』
平
成
五
年
八
月
号
、
三
四－

三
五
頁
に
、
そ
の
様
子
の
一
端
が
ユ
ー
モ
ア
を
こ
め
て
綴
ら
れ

て
い
る
。

（
４６
）

日
本
に
お
け
る
影
絵
の
美
学
、
お
よ
び
影
絵
と
写
真
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
岡
戸
敏
幸
「〈
影
〉
と
肖
像
」、『
日
本
の
美

学
』
第
二
一
号
、
平
成
六
年
、
一
三
二－

六
三
頁
。
同
「〈
影
〉
に
な
る
こ
と
――
越
境
す
る
身
体
」、『
日
本
の
美
学
』
第
三
五
号
、
平
成
一
四

年
、
六
五－

八
一
頁
。
な
お
、
西
洋
美
術
に
お
け
る
影
の
表
象
の
問
題
（
写
真
と
の
関
連
も
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
Ｉ
・
ス
ト
イ

キ
ツ
ァ
『
影
の
歴
史
』
岡
田
温
司
・
西
田
兼
訳
、
平
凡
社
、
平
成
二
〇
年
も
参
照
。

（
４７
）

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ー
ラ
と
メ
タ
表
象
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
文
脈
は
異
な
る
が
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
Ｉ
・
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
『
絵
画
の
自
意
識

――
初
期
近
代
に
お
け
る
タ
ブ
ロ
ー
の
誕
生
』
岡
田
温
司
・
松
原
知
生
訳
、
あ
り
な
書
房
、
平
成
一
三
年
、
第
七
章
と
第
八
章
も
参
照
。

（
４８
）

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ク
レ
ー
リ
ー
『
観
察
者
の
系
譜
――
視
覚
空
間
の
変
容
と
モ
ダ
ニ
テ
ィ
』
遠
藤
知
巳
訳
、
十
月
社
、
平
成
九
年
、
六
八－

七
二

頁
。

（
４９
）

『
つ
げ
義
春
日
記
』
前
掲
書
、
一
二
一
頁
。

（
５０
）

同
様
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
、
や
は
り
夢
を
題
材
と
し
た
作
品
草
稿
『
ア
ル
バ
イ
ト
』（
昭
五
二
・
一
、６

：
７３

‐８３

）
に
も
登
場
す
る
。
そ
こ
に
は

軍
服
姿
の
復
員
兵
も
描
か
れ
、「
戦
後
の
闇
市
」
の
雰
囲
気
が
よ
り
色
濃
く
出
て
い
る
。

（
５１
）

夢
の
表
象＝

再
現
の
困
難
性
に
つ
い
て
は
、『
つ
げ
義
春
漫
画
術

下
』
前
掲
書
、
一
七
〇
、
二
五
一
、
二
五
五
、
二
六
三
頁
な
ど
を
参
照
。

（
５２
）

同
二
四
四
頁
。

（
５３
）

同
一
六
八－

七
三
頁
。

（
５４
）

夢
を
扱
っ
た
作
品
で
は
な
い
が
、『
退
屈
な
部
屋
』
に
お
い
て
も
、
主
人
公
が
踏
切
と
い
う
閾
を
越
え
て
非
日
常
の
場
で
あ
る
「
退
屈
な
部
屋
」

に
赴
く
の
は
、
自
転
車
に
乗
っ
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。

（
５５
）

『
つ
げ
義
春
漫
画
術

下
』
前
掲
書
、
一
五
九
頁
。
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（
５６
）

『
や
な
ぎ
屋
主
人
』
の
主
人
公
が
つ
げ
自
身
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、
同
一
六
二－

六
四
頁
を
参
照
。

（
５７
）

四
方
田
犬
彦
「
自
画
像
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

つ
げ
義
春
」（
昭
和
六
一
年
）、
同
『
文
学
的
記
憶
』
五
柳
書
院
、
平
成
五
年
、
一
二
六－

二
九
頁
。

（
５８
）

北
冬
書
房
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
万
力
の
あ
る
家
」
に
公
開
中
の
「
つ
げ
義
春
旅
写
真
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
（http://a.sanpal.co.

jp/hokutoh/tsuge/om
i2.htm

l

）。
ち
な
み
に
、
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
写
真
と
文
章
の
公
開
は
、
現
在
つ
げ
が
継
続
的
に
携
わ
っ
て
い
る
唯
一
の

創
作
活
動
で
あ
る
。

（
５９
）

『
つ
げ
義
春
と
ぼ
く
』
前
掲
書
、
一
四
六－

四
七
頁
。

（
６０
）

つ
げ
義
春
「
秋
山
村
逃
亡
行
」（
平
成
元
年
）、『
新
版

貧
困
旅
行
記
』
前
掲
書
、
一
九
六－

二
一
七
頁
（
写
真
は
二
一
一
頁
）。

（
６１
）

前
掲
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
つ
げ
義
春
旅
写
真
」
に
お
け
る
写
真
と
コ
メ
ン
ト
（http://a.sanpal.co.jp/hokutoh/tsuge/sasaguri_015.htm

l

）
を
参

照
。

（
６２
）

『
新
版

貧
困
旅
行
記
』
巻
末
の
「
旅
年
譜
」（
二
三
八－

七
三
頁
）
の
昭
和
六
一
年
の
項
に
は
、
秩
父
観
音
霊
場
の
「
無
住
の
札
所
」
に
「
棲

み
つ
い
て
、
乞
食
の
よ
う
な
暮
ら
し
は
で
き
な
い
も
の
か
と
、
偏
奇
な
こ
と
を
考
え
る
」
と
あ
る
（
二
六
九
頁
）。

（
６３
）

『
つ
げ
義
春
の
温
泉
』
前
掲
書
、
三
六
頁
。

（
６４
）

つ
げ
義
春
「
丹
沢
の
鉱
泉
」（
平
成
三
年
）、『
新
版

貧
困
旅
行
記
』
前
掲
書
、
一
七
六－

八
七
頁
（
写
真
は
一
八
三
頁
）。

（
６５
）

「
放
談
会

流
れ
雲
旅
余
聞
」
前
掲
文
、
七
頁
。

（
６６
）

高
野
慎
三
と
の
対
談
「
あ
の
頃
の
調
布
」（
平
成
一
二
年
）、
高
野
慎
三
『
つ
げ
義
春
を
旅
す
る
』
ち
く
ま
文
庫
、
平
成
一
三
年
、
二
八
八－

三

〇
四
頁
（
特
に
三
〇
一－

三
〇
二
頁
）。
さ
ら
に
『
つ
げ
義
春
日
記
』
前
掲
書
、
四
〇－

四
一
頁
も
参
照
。

（
６７
）

「
○
○
メ
ッ
キ
工
場
は

わ
ず
か
な
敷
地
に
掘
立
小
屋
の
よ
う
な
格
好
で
た
っ
て
い
る
。
／
工
場
の
半
分
は
足
り
な
い
敷
地
を
お
ぎ
な
う
よ
う

に
池
の
上
に
張
り
出
し
て
い
る
。
／
工
場
か
ら
吐
き
出
す
薬
品
の
害
で
池
に
は
魚
が
い
な
い
」（『
つ
げ
義
春
と
ぼ
く
』
前
掲
書
、
六
〇
頁
）。

（
６８
）

『
つ
げ
義
春
漫
画
術

下
』
前
掲
書
、
三
八
八
頁
。

（
６９
）

同
三
八
七－

八
九
頁
。

（
７０
）

同
三
八
八
頁
。

（
７１
）

つ
げ
は
創
作
に
お
い
て
「
自
分
自
身
が
〈
も
の
〉
に
な
れ
た
ら
」
と
い
う
願
望
を
語
っ
て
い
る
（
左
右
田
本
多
「
マ
ン
ガ
批
評
家＝

つ
げ
義
春
」、

『
つ
げ
義
春
の
世
界
』
前
掲
書
、
一
四
三－

六
一
頁
﹇
引
用
は
一
四
七
頁
﹈）。
ま
た
彼
は
、
利
根
川
河
畔
を
散
歩
し
た
折
、「
こ
の
ま
ま
景
色
の

中
へ
忽
然
と
消
え
て
し
ま
い
た
い
」
気
持
ち
に
な
っ
た
体
験
に
つ
い
て
も
書
い
て
い
る
（『
つ
げ
義
春
日
記
』
前
掲
書
、
一
一
七
頁
）。

（
７２
）

つ
げ
義
春
「
密
航
」（
昭
和
四
三
年
、
別：

１４８

‐１５０

）、
お
よ
び
同
「
断
片
的
回
想
記
」（
昭
和
四
四
年
、
別：

１４０

‐１４７

）
を
参
照
。
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（
７３
）

『
つ
げ
義
春
日
記
』
前
掲
書
、
一
八
頁
。
ま
た
同
一
〇
七
頁
で
は
、「
私
は
近
ご
ろ
、
海
よ
り
も
、
川
や
、
沼
、
池
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
」

と
述
べ
て
い
る
。

（
７４
）

つ
げ
義
春
「
渡
し
場
」（
昭
和
五
〇
年
）、『
つ
げ
義
春
と
ぼ
く
』
前
掲
書
、
四
四
頁
。

（
７５
）

「
あ
の
頃
の
調
布
」
前
掲
対
談
、
二
九
八
頁
。

（
７６
）

田
中
純
「
犬
の
街
――
境
界
の
叙
事
詩
、
森
山
大
道
『
新
宿
』」、
同
『
都
市
の
詩
学
――
場
所
の
記
憶
と
徴
候
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

六
年
、
二
四
二－

六
二
頁
（
特
に
二
四
二－

四
七
頁
）。

い
ち

ば

（
７７
）

同
「
無
縁
の
根
源
――
河
原
と
い
う
魂
の
市
庭
」、
同
前
掲
書
、
三
〇
四－

二
四
頁
（
特
に
三
一
三－

二
四
頁
）。

（
７８
）

田
中
「
犬
の
街
」
前
掲
文
、
二
四
三
頁
。

（
７９
）

山
根
貞
男
「
境
界
を
生
き
る
肉
体
あ
る
い
は
劇
画
――
つ
げ
義
春
の
近
作
を
読
む
」『
ユ
リ
イ
カ
』
昭
和
五
七
年
三
月
号
、
七
〇－

七
九
頁
。

（
８０
）

『
つ
げ
義
春
漫
画
術

下
』
前
掲
書
、
三
七
二
頁
。

（
８１
）

同
三
七
五
頁
。

（
８２
）

『
つ
げ
義
春
日
記
』
前
掲
書
、
一
五
四
頁
。

（
８３
）

四
方
田
犬
彦
「
二
つ
の
衝
動

つ
げ
義
春
」（
平
成
三
年
）、
同
前
掲
書
、
一
三
〇－

三
一
頁
。

（
８４
）

「
丹
沢
の
鉱
泉
」
前
掲
文
、
一
七
六
頁
。

（
８５
）

前
掲
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
「
つ
げ
義
春
旅
写
真
」
中
の
「
秋
葉
街
道
（
一
九
七
三
年
四
月
）」（http://a.sanpal.co.jp/hokutoh/tsuge/A

K
IB

A
K

A
ID

O
.

htm
l

）
に
加
え
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
を
参
照
。

（
８６
）

『
つ
げ
義
春
漫
画
術

下
』
前
掲
書
、
三
六
九－

七
〇
頁
。
な
お
、
つ
げ
と
タ
ル
コ
フ
ス
キ
ー
の
間
に
は
、
水
へ
の
偏
愛
、
朽
ち
て
ゆ
く
も
の

や
廃
墟
へ
の
執
着
、
幼
年
期
の
記
憶
へ
の
強
い
ノ
ル
タ
ル
ジ
ー
、
線
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
拒
絶
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ッ
ク
な
映
像
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の

多
用
な
ど
、
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
類
縁
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
８７
）

同
三
一
六
頁
。
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