
序

昭
和
三
七
年
に
起
こ
っ
た
新
佐
野
乾
山
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
多
く
の
骨
董
愛
好
家
を
そ
の
渦
中
に
巻
き
込
ん
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で

に
、
青
柳
瑞
穂
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
新
佐
野
乾
山
と
い
う
「
お
も
し
ろ
い
も
の
」
に
目
を
つ
け
、
蒐
集
し
、
真
贋
を
め
ぐ
る
議
論
に

ギ
ブ
ツ

加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
を
詳
し
く
追
跡
し
た

（
１
）

。
残
さ
れ
た
課
題
は
、「
偽
物
」
全
般
に
対
す
る
瑞
穂
の
態
度
を
、
ほ

か
の
骨
董
者
た
ち
（
と
り
わ
け
文
士
た
ち
）
の
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
真
贋
に
ま
つ
わ
る
彼
の
思
想
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
こ
で
は
ま
ず
、
川
端
康
成
と
小
林
秀
雄
が
新
佐
野
乾
山
に
つ
い
て
残
し
た
発
言
を
分
析
し
、
そ
れ
を
瑞

穂
の
言
説
と
比
較
検
討
し
て
み
る
。
さ
ら
に
、
骨
董
の
真
贋
と
い
う
問
題
に
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
関
わ
っ
た
三
人
の
骨
董
者
（
青
山

二
郎
、
秦
秀
雄
、
白
州
正
子
）
の
贋
作
に
対
す
る
態
度
と
瑞
穂
の
そ
れ
と
を
比
べ
る
こ
と
に
よ
り
、「
ギ
ブ
ツ
」
が
瑞
穂
の
骨
董
愛
好

骨
董
と
そ
の
影

――
青
柳
瑞
穂
に
お
け
る
「
ギ
ブ
ツ
」
の
潜
在
性
――

松

原

知

生

西
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学
院
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学

国
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に
と
っ
て
曖
昧
で
両
義
的
な
、
し
か
し
――
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
――
存
在
論
的
と
も
言
う
べ
き
決
定
的
な
意
義
を
も
っ
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

「
傷
」
を
斬
る
？
――
川
端
康
成
と
小
林
秀
雄
の
新
佐
野
乾
山
評
価

社
会
問
題
と
も
な
っ
た
新
佐
野
乾
山
事
件
に
関
し
て
は
、
当
時
少
な
か
ら
ぬ
文
士
た
ち
が
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
が
、
真
贋
論
争
に

お
い
て
担
っ
た
重
要
性
、
お
よ
び
瑞
穂
と
の
関
係
性
と
い
う
二
点
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
の
が
、
川
端
康
成
と
小
林
秀
雄
の
反
応
で

あ
る
。

終
戦
前
後
か
ら
古
美
術
に
関
心
を
抱
き
始
め
た
川
端
は
、
早
い
時
期
か
ら
と
り
わ
け
琳
派
の
絵
画
に
愛
着
を
示
し
、
そ
の
作
品
を
自

ら
あ
が
な
い
所
有
す
る
と
と
も
に
、
執
筆
の
た
め
の
霊
感
源
と
も
し
た

（
２
）

。
そ
の
よ
う
な
川
端
の
新
佐
野
乾
山
評
は
、
同
時
代
の
論
壇
に

あ
っ
て
、
そ
の
激
烈
さ
と
仮
借
の
な
さ
に
お
い
て
突
出
し
て
い
る
。
昭
和
三
七
年
に
日
本
橋
の
白
木
屋
デ
パ
ー
ト
で
開
催
さ
れ
た
新
佐

野
乾
山
展
を
訪
れ
た
文
士
た
ち
の
感
想
を
紹
介
し
た
『
週
刊
新
潮
』
七
月
二
日
号
に
お
い
て
す
で
に
、
彼
は
「
悪
い
で
す
ね
。
絵
も

騒
々
し
い
感
じ
が
あ
っ
て
、
う
ま
く
な
い
。〔
…
〕
字
も
お
か
し
い
。
第
一
、
器
の
形
が
よ
く
な
い
で
す
ね
。
品
格
が
な
い
よ
う
に
思

い
ま
す
」
と
述
べ
、
肯
定
説
に
強
い
疑
義
を
呈
い
て
い
た

（
３
）

。
こ
の
簡
潔
な
コ
メ
ン
ト
は
、
同
年
『
毎
日
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
「
自
慢

十
話
」
の
初
回
（
八
月
二
日
）
と
第
二
回
（
同
三
日
）
の
中
で
、
き
わ
め
て
過
激
か
つ
断
定
的
な
否
定
説
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
る

（
４
）

。

川
端
に
よ
れ
ば
、
新
佐
野
乾
山
は
「
真
偽
を
議
論
す
る
の
も
お
か
し
い
、
明
ら
か
な
ニ
セ
モ
ノ
」
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
単
純
明

白
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
く
――

－４２６－



絵
が
悪
い
。
書
が
悪
い
。
騒
々
し
く
て
、
品
格
が
卑
し
い
。
器
の
形
も
悪
い
。
こ
こ
で
悪
い
と
い
ふ
の
は
、
乾
山
の
も
の
と
は
ち

が
ふ
、
乾
山
の
ニ
セ
モ
ノ
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
よ
り
も
強
い
。
乾
山
で
あ
る
か
な
い
か
よ
り
、
そ
れ
以
前
の
否
定
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
だ
れ
の
作
で
あ
ら
う
と
芸
術
品
と
し
て
「
悪
い
」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
美
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
倫
理
的
な
審
判
を
下
し
た
の
ち
、
展
覧
会
で
実
物
を
見
る
ま
で
も
な
く
写
真
で
も
よ
い
、

絵
な
ら
絵
、
書
な
ら
書
の
「
悪
い
」
点
を
逐
一
指
摘
し
て
い
く
と
、
絵
も
書
も
「
消
へ
て
な
く
な
つ
て
」
し
ま
う
と
述
べ
る
。
さ
ら
に

イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム

翌
日
の
続
編
で
は
、
こ
の
よ
う
な
新
佐
野
乾
山
の
偶
像
破
壊
を
自
ら
実
演
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
――

〔
…
〕「
佐
野
新
乾
山
」
の
か
き
つ
ば
た
の
花
は
花
の
姿
を
な
し
て
ゐ
な
く
て
、
花
は
咲
い
て
ゐ
な
い
。
花
茎
か
ら
咲
き
出
て
ゐ

な
い
。
微
風
に
も
そ
よ
ぐ
軽
や
か
な
花
び
ら
で
は
咲
い
て
ゐ
な
い
。

「
佐
野
新
乾
山
」
の
多
く
の
梅
の
絵
の
花
も
咲
い
て
ゐ
な
い
。
つ
ぼ
み
も
枝
に
つ
い
て
ゐ
ぬ
の
が
少
く
な
い
。
鈍
く
拙
い
梅
の

花
型
だ
か
ら
に
ほ
ひ
は
な
い
。
や
た
ら
に
花
を
多
く
つ
け
た
梅
の
絵
も
あ
る
が
、
そ
の
群
が
る
花
と
花
と
に
は
構
図
の
呼
吸
が
整

は
ず
、
画
調
の
旋
律
が
通
は
ず
、
絵
心
の
動
脈
が
流
れ
て
ゐ
な
い
。
模
様
化
し
た
梅
の
花
も
品
が
な
い
。
か
き
つ
ば
た
や
梅
に
限

ら
な
く
て
、「
新
乾
山
」
の
す
べ
て
が
、
こ
ん
な
ふ
う
な
の
で
あ
る
。

「
悪
い
」
と
い
う
形
容
詞
、「
な
い
」
と
い
う
否
定
辞
が
矢
継
ぎ
早
に
繰
り
出
さ
れ
、
読
者
に
思
考
の
余
地
を
与
え
る
い
と
ま
も
な

い
ほ
ど
の
勢
い
で
否
定
論
が
展
開
さ
れ
た
後
、
文
章
は
決
定
的
な
言
葉
で
閉
じ
ら
れ
る
――
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「
佐
野
新
乾
山
」
の
真
贋
を
確
か
め
る
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
方
法
で
考
証
を
し
て
ほ
し
い
け
れ
ど
も
、
私
は
初
め
か
ら
見
捨
て
て

ゐ
る
。

か
く
し
て
川
端
は
、
新
佐
野
乾
山
の
価
値
だ
け
で
な
く
、
そ
の
真
贋
を
め
ぐ
る
議
論
の
価
値
ま
で
も
完
全
に
否
定
し
去
る
。
川
端
に

よ
る
古
美
術
論
あ
る
い
は
古
美
術
を
題
材
と
し
た
小
説
（
と
り
わ
け
『
千
羽
鶴
』）
は
、
美
術
作
品
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
「
ほ
の
ぼ
の
」

と
し
た
情
感
を
お
ぼ
ろ
な
雰
囲
気
の
中
に
溶
か
し
込
ん
だ
か
の
よ
う
な
、
や
や
弛
緩
し
た
も
の
が
多
く
、
こ
こ
ま
で
即
物
的
か
つ
分
析

的
な
、
ま
た
緊
張
感
の
み
な
ぎ
っ
た
文
章
が
書
か
れ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
稀
で
あ
る

（
５
）

。
川
端
の
主
張
は
当
時
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

も
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
真
贋
論
争
が
急
速
に
下
火
に
な
っ
て
い
っ
た
の
も
、
こ
の
記
事
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
よ
う
だ
。
肯

定
派
で
あ
っ
た
瑞
穂
も
ま
た
、
あ
る
未
発
表
ノ
ー
ト
に
「
美
し
い
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
迷
い
。
川
端
氏
の
意
見
に
よ
る
シ
ョ
ッ
ク
」

と
書
き
つ
け
て
い
る

（
６
）

。

さ
ら
に
川
端
は
、「
国
忍
び
」
と
題
さ
れ
た
「
自
慢
十
話
」
連
載
第
三
回
（
八
月
五
日
）
に
お
い
て
も
、
み
た
び
乾
山
を
題
材
と
し

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
五
年
前
の
昭
和
三
二
年
、
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
執
行
委
員
会
の
た
め
に
渡
英
し
た
際
、
ウ
ェ
ス

ト
ミ
ン
ス
タ
ー
大
聖
堂
で
聖
歌
の
合
唱
を
聴
い
て
い
る
と
、
乾
山
の
「
十
二
ケ
月
十
二
枚
の
色
紙
絵
」
が
「
心
に
ふ
い
と
浮
び
出
た
」

体
験
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
聖
歌
に
奏
で
ら
れ
て
、
絵
は
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
み
え
て
」
き
て
、
彼
は
「
日
本
の
美
が
胸
に

潮
満
ち
る
郷
愁
」
を
覚
え
た
。
さ
ら
に
、
乾
山
の
そ
の
他
の
絵
画
や
陶
器
も
心
に
去
来
し
て
、「
聖
歌
と
と
も
に
乾
山
楽
曲
を
奏
で
」、

「
日
本
の
美
が
私
を
呼
ん
で
く
れ
た
」
の
だ
と
い
う
。
川
端
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
こ
の
十
二
ケ
月
の
絵
も�

、
近
年
発
見
の
乾
山
」（
傍

点
松
原
）
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
出
発
直
前
に
古
美
術
商
・
藪
本
宗
四
郎
の
も
と
で
見
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
国
忍
び
」
に
お

－４２８－



い
て
新
佐
野
乾
山
に
は
一
切
言
及
が
な
い
が
、
そ
れ
が
い
か
が
わ
し
い
ハ
タ
師
の
持
ち
込
み
品
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
色
紙
絵
の
方
は

高
級
古
美
術
商
の
折
り
紙
つ
き
の
名
品
で
あ
る
と
い
う
対
比
が
、
こ
の
「
も
」
と
い
う
助
詞
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

回
想
や
音
楽
に
よ
る
連
想
を
介
し
て
作
品
を
想
起
し
、
そ
れ
を
朦
朧
と
し
た
文
体
で
包
み
込
み
、
主
客
の
関
係
性
を
曖
昧
に
す
る
か

の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
は
、
川
端
の
古
美
術
論
に
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
佐
野
乾
山
に
対
す
る
よ
う
な
明
晰
で
即
物
的
な

分
析
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
、
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
る
。
川
端
に
と
っ
て
新
佐
野
乾
山
と
は
お
そ
ら
く
、
言
語
化
の
必
要
す
ら
な

い
古
美
術
と
の
幸
福
な
睦
み
合
い
を
妨
害
す
る
悪
し
き
闖
入
者
の
ご
と
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
新
佐
野
乾
山
を
真
作
か
ら
き
っ
ぱ

り
と
切
り
離
し
、
突
き
放
し
て
一
刀
両
断
す
る
鋭
利
な
分
析
は
、
そ
の
拒
絶
反
応
の
強
さ
の
み
な
ら
ず
、
彼
に
と
っ
て
古
美
術
と
の
理

想
の
関
係
が
、
胎
内
回
帰
に
近
い
よ
う
な
非
言
語
的
で
微
温
的
な
合
一
化
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
も
、
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
。

川
端
は
「
自
慢
十
話
」
の
中
で
、「「
新
乾
山
」
を
文
学
者
や
美
術
学
者
の
幾
人
か
は
い
い
と
見
た
が
、
い
い
と
見
る
画
家
は
ま
づ
あ

る
ま
い
と
思
は
れ
る
」
と
書
い
て
い
る
が
、
瑞
穂
と
と
も
に
肯
定
派
の
「
文
学
者
」
を
代
表
し
た
の
が
小
林
秀
雄
で
あ
る
。
す
で
に
見

た
よ
う
に
小
林
は
、『
芸
術
新
潮
』
編
集
部
の
案
内
で
、
森
川
勇
の
所
蔵
す
る
新
佐
野
乾
山
を
瑞
穂
と
と
も
に
実
見
し
て
い
た
。
瑞
穂

に
よ
れ
ば
、
見
終
わ
っ
た
後
の
小
林
は
、
戸
外
に
出
る
な
り
「
ギ
ブ
ツ
の
臭
い
な
ん
か
し
な
い
じ
ゃ
な
い
の
…
…
」
と
つ
ぶ
や
い
た
と

い
う

（
７
）

。
ま
た
当
日
の
録
音
に
よ
れ
ば
、
小
林
は
次
の
よ
う
に
も
コ
メ
ン
ト
し
て
い
た
――

ニ
セ
モ
ノ
に
は
、
ニ
セ
モ
ノ
の
臭
い
が
す
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
に
は
、
そ
ん
な
臭
い
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
魅
力
の
あ
る
皿
だ
。

ホ�

ン�

ト�

ウ�

に�

買�

い�

た�

い�

と�

い�

う�

気�

が�

起�

つ�

た�

。
一
目
み
た
だ
け
で
、
相
当
に
古
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
つ
た

（
８
）

〔
傍
点
松

原
〕
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「
買
っ
た
！
」
と
い
う
威
勢
の
よ
い
決
断
の
声
は
古
美
術
品
を
前
に
し
て
の
小
林
の
最
大
級
の
賛
辞
で
あ
り
、
青
山
二
郎
に
よ
れ
ば

「
当
時
の
道
具
屋
を
感
激
さ
せ
た
」
と
い
う

（
９
）

が
、
こ
こ
で
小
林
は
、
新
佐
野
乾
山
を
前
に
こ
の
「
得
意
な
叫
び
」
を
発
し
た
と
も
と
れ

る
（
１０
）

。
筆
者
の
知
る
限
り
、
小
林
に
よ
る
新
佐
野
乾
山
に
つ
い
て
の
発
言
の
う
ち
、
公
に
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
手
短
な
二
つ
の
コ
メ
ン

ト
の
み
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
分
か
る
小
林
の
真
贋
観
あ
る
い
は
骨
董
観
に
つ
い
て
今
少
し
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
い
ず
れ
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
も
「
臭
い
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

小
林
の
名
高
い
骨
董
エ
ッ
セ
イ
「
真
贋
」（
昭
二
六
・
一
）
の
冒
頭
に
も
、
や
は
り
「
ニ
セ
物
臭
い
」
と
い
う
同
様
の
語
が
登
場
す
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
小
林
が
買
っ
た
ば
か
り
の
良
寛
の
軸
を
得
意
に
な
っ
て
掛
け
て
い
る
と
、
良
寛
研
究
で
も
知

ら
れ
る
歌
人
の
吉
野
秀
雄
に
贋
作
と
鑑
定
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
小
林
は
こ
の
軸
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
書
く
――

言
は
れ
て
み
れ
ば
、
成
る
程
ニ�

セ�

物�

臭�

い�

、
実
は
そ
ん
な
気
も
し
て
ゐ
た
、
こ
れ
は
、
か
う
い
ふ
場
合
の
書
画
好
き
通
有
の
感
じ

で
あ
る
が
、
そ
ん
な
感
じ
は
怪
し
気
な
も
の
で
取
る
に
足
ら
ぬ
、
と
私
は
決
め
て
ゐ
る

（
１１
）

〔
傍
点
松
原
〕。

小
林
は
こ
の
軸
を
「
偶
々
傍
に
」
あ
っ
た
一
文
字
助
光
の
名
刀
で
「
縦
横
十
文
字
に
バ
ラ
バ
ラ
に
し
」
て
「
丸
め
て
廊
下
に
放
り
出

し
」
た
後
、
二
人
で
酒
を
呑
み
「
い
い
機
嫌
で
あ
つ
た
」
と
い
う
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
小
林
が
自
分
の
所
蔵
品
を
贋
作
と
鑑
定
さ
れ
て
や
は
り
破
壊
し
よ
う
と
し
た

（
こ
の
場
合
は
未
遂
に
終
わ
っ
た
が
）
も
う
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
小
林
が
独
り
で
の
初
め
て
の

買
い
物
と
し
て
、「
呉
須
赤
絵
の
見
事
な
大
皿
」
を
鎌
倉
で
購
入
し
た
と
こ
ろ
、
青
山
二
郎
に
贋
作
と
鑑
定
さ
れ
る
。
眠
れ
ぬ
夜
を
過

－４３０－



ご
し
た
彼
は
、「
こ
の
化
け
物
、
明
日
に
な
つ
た
ら
、
沢
庵
石
に
ぶ
つ
け
て
木
ッ
端
微
塵
に
し
て
や
る
か
ら
覚
え
て
ゐ
ろ
」
と
念
ず
る

ま
で
思
い
つ
め
る
が
、
名
店
と
し
て
知
ら
れ
る
日
本
橋
の
古
美
術
商
・
壺
中
居
で
見
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
結
局
真
作
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
。
だ
が
小
林
は
「
も
う
二
度
と
み
る
の
も
厭
だ
」
と
、
皿
を
壺
中
居
に
置
い
て
帰
っ
た

（
１２
）

。

贋
作
（
と
鑑
定
さ
れ
た
作
品
）
の
破
壊
（
と
そ
の
未
遂
）
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
逸
話
か
ら
分
か
る
の
は
、
小
林
に
と
っ
て
美
術

品
の
真
贋
や
美
醜
の
判
定
が
、
吉
野
や
青
山
や
壺
中
居
と
い
っ
た
「
信
頼
し
て
ゐ
る
友
人
」
た
ち
の
判
断
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
名
高
い
テ
ー
ゼ
、「
で
は
美
は
信
用
で
あ
る
か
。
さ
う
で
あ
る
。
純
粋
美
と

は
譬
喩
で
あ
る

（
１３
）

」
と
い
う
断
言
も
、
骨
董
あ
る
い
は
真
贋
と
い
う
文
脈
を
無
視
し
て
、
小
林
に
と
っ
て
の
美
の
一
般
的
な
定
義
、
あ
る

い
は
観
念
的
美
学
に
対
す
る
（
観
念
的
な
）
批
判
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
的
外
れ
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
経
験
を
積
ん

だ
専
門
家
や
骨
董
商
の
友
人
た
ち
、
ま
た
彼
ら
の
〈
創
作
と
し
て
の
鑑
賞
〉
に
対
す
る
強
い
「
信
頼
」
あ
る
い
は
「
信
用
」
か
ら
こ
そ

美
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
一
人
の
骨
董
者
の
実
践
的
な
主
張
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
一
流
の
骨
董
商
で
物
を
買
ふ

の
が
一
番
安
い
の
で
あ
る

（
１４
）

」
と
い
う
青
山
二
郎
の
言
葉
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
青
柳
瑞
穂
は
、
小
林
の
「
真
贋
」
と
同
水
準
で
読
ま
れ
る
べ
き
偽
物
を
め
ぐ
る
興
味
深
い
テ
ク
ス
ト
「
陶
製
オ
コ
ゼ
の
在

り
方
」（
昭
和
四
二
年
）
に
お
い
て
、
偽
物
の
〈
効
用
〉
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
――

た
と
え
ば
、
鉄
斎
の
画
幅
を
買
っ
た
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
偽
物
で
あ
る
こ
と
を
専
門
家
か
ら
言
わ
れ
、
自
分
も
納
得

し
た
と
し
ま
す
。
買
っ
た
人
は
腹�

た�

ち�

ま�

ぎ�

れ�

に�

切�

り�

す�

て�

る�

か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
で
な
い
ま
で
も
、
す
ぐ
に
他
へ
売
り
払
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
、
忽
ち
に
こ
の
偽
物
が
自
分
の
手
か
ら
離
れ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
せ
っ
か
く
の
チ
ャ
ン
ス
か
ら
何

ひ
と
つ
残
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う

（
１５
）

〔
傍
点
松
原
〕。
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良
寛
の
詩
軸
が
鉄
斎
の
画
幅
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
小
林
が
「
真
贋
」
で
語
っ
た
日
本
刀
に
よ
る
〈
贋
物

成
敗
〉
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
直
接
言
及
さ
れ
、
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
小
林
は

鉄
斎
の
愛
好
家
で
も
あ
り
、
し
か
も
良
寛
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
始
ま
る
「
真
贋
」
は
、
ま
さ
し
く
鉄
斎
に
つ
い
て
の
逸
話
と
と
も

に
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
文
章
で
瑞
穂
は
、
偽
物
を
「
わ
た
し
た
ち
の
目
を
訓
練
し
て
く
れ
る
最
高
の
場
」
と
し
て
、
逆
説
的

に
（
あ
る
い
は
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
）
称
揚
す
る
――

ギ
ブ
ツ
は
傷
で
す
。
こ
の
出
血
は
自
分
の
手
で
始
末
す
べ
き
で
す
。〔
…
〕
ギ
ブ
ツ
は
手
放
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ギ
ブ
ツ
は
わ

が
身
の
傷
痕
と
し
て
、
わ
が
手
で
完
全
に
な
お
し
き
る
ま
で
大
切
に
保
存
し
て
お
く
べ
き
で
す
。
そ
れ
が
す
み
ず
み
ま
で
わ
が
肉

と
な
り
、
わ
が
血
と
な
り
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
れ
か
ら
一
滴
も
残
さ
ず
吸
収
し
て
か
ら
手
放
し
て
お
そ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ギ
ブ
ツ

を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。
彼
は
ホ
ン
モ
ノ
以
上
に
、
ホ
ン
モ
ノ
の
言
わ
な
い
本
音
を
吐
い
て
く
れ
ま
す
。
彼
は
わ
た
し
た
ち
と

切
っ
て
も
切
れ
な
い
仲
で
す
か
ら

（
１６
）

。

偽
物
を
傷
つ
け
て
「
切
り
す
て
」
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
偽
物
そ
の
も
の
が
す
で
に
、

自
己
の
身
体
に
深
く
「
切
り
」
刻
ま
れ
た
「
傷
痕
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
「
切
り
す
て
」
よ
う
に
も
わ
れ
わ
れ
と
は
「
切
っ
て
も

切
れ
な
い
仲
」
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
骨
董
者
た
る
者
、
偽
物
を
「
籠
絡
」
し
、「
わ
た
し
た
ち
の
血
を
し
ぼ
り
取
」
っ
た
偽
物
か
ら

逆
に
血
を
「
一
滴
も
残
さ
ず
吸
収
」
し
て
こ
そ
、「
真
偽
の
鑑
定
に
つ
い
て
、
真
剣
な
、
実
際
上
の
技
術
」
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
瑞
穂
に
と
っ
て
偽
物
と
は
、
毒
で
あ
る
と
同
時
に
薬
で
も
あ
る
、
両
義
的
な
フ
ァ
ル
マ
コ
ン
の
ご
と
き
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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「
美
は
信
用
で
あ
る
」
と
言
い
切�

る�

小
林
秀
雄
に
と
っ
て
、
瑞
穂
の
こ
う
し
た
割�

り�

切�

れ�

ぬ�

偽
物
観
は
理
解
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
た
と
え
ば
小
林
は
、
す
で
に
述
べ
た
良
寛
の
詩
軸
に
つ
い
て
、
当
初
は
「
ニ
セ
物
臭
い
」
と
感
じ
た
が
、「
そ
ん
な
感

じ
は
怪
し
気
な
も
の
で
取
る
に
足
ら
ぬ
、
と
私
は
決�

め�

て�

ゐ�

る�

」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
彼
は
、
呉
須
赤
絵
の
大
皿
に
つ
い
て
、「
も

う
皿
が
悪
い
と
は
即
ち
俺
が
悪
い
事
で
あ
り
、
中
間
的
問
題
は
一
切
な
い
と
決�

め�

た�

」
（
１７
）

（
い
ず
れ
も
傍
点
松
原
）
と
い
う
覚
悟
の
上
で

壺
中
居
に
持
ち
込
ん
だ
の
だ
っ
た
。「
怪
し
気
」
な
「
感
じ
」
や
「
臭
い
」、「
中
間
的
問
題
」
が
介
在
す
る
余
地
を
一
切
認
め
よ
う
と

し
な
い
、
こ
う
し
た
二
者
択
一
的
な
決
断
主
義
こ
そ
、「
信
用
」
即
ち
美
な
り
と
断
ず
る
彼
の
背
後
に
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
小
林
は

「
骨
董
と
い
ふ
言
葉
が
発
散
す
る
、
何
と
も
知
れ
ぬ
臭
気

（
１８
）

」
に
魅
か
れ
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
恐
れ
、
決
断
と
い
う
「
蓋
」
を
急
い

で
か
ぶ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

小
林
自
身
が
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
彼
は
古
美
術
商
か
ら
「
あ
ん
た
み
た
い
に
ニ
セ
物
ニ
セ
物
と
い
う
た
ら
ど
も
な
ら
ん
」
と
た
し

な
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
骨
董
商
が
贋
作
を
指
し
て
「
二
番
手
」「
若
い
」「
イ
ケ
な
い
」「
ワ
ル
い
」
な
ど
と
い
う
「
曖

昧
な
」
隠
語
を
用
い
る
こ
と
を
、
小
林
は
「
ま
こ
と
に
世
間
の
実
理
実
情
に
即
し
て
物
を
言
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
、
専
門
文
士
の
参
考
に

も
な
る

（
１９
）

」
と
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
が
、
実
際
の
骨
董
売
買
の
場
に
お
い
て
小
林
が
そ
う
し
た
「
言
葉
の
綾
」
に
絡
め
と
ら
れ
る
の

を
嫌
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
小
林
は
本
物
と
贋
物
の
見
極
め
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
性
格
で
、
ラ
ジ
オ
で
聴

く
ジ
ャ
ズ
歌
手
に
至
る
ま
で
〈
鑑
定
〉
し
て
は
悦
に
入
っ
て
い
た
と
い
う

（
２０
）

が
、
こ
う
し
た
小
林
の
「
一
流
主
義
」（
嵐
山
光
三
郎
）
は
、

そ
の
骨
董
愛
好
に
も
深
く
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

小
林
が
「
信
用
」
し
て
呉
須
赤
絵
大
皿
の
鑑
定
を
依
頼
し
た
壺
中
居
は
、
彼
が
そ
こ
で
最
初
に
陶
器
を
購
入
し
て
骨
董
に
開
眼
し
て

以
来
、
長
く
交
流
を
続
け
た
古
美
術
商
で
あ
り
、
青
山
二
郎
や
白
洲
正
子
ら
の
骨
董
エ
ッ
セ
イ
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
、
今
日
ま
で
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続
く
名
店
で
あ
る
。
他
方
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
、
瑞
穂
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
壺
中
居
が
言
及
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
一
度
だ
け
で
あ

る
――

東
京
で
も
私
は
仲
通
り
の
一
流
骨
董
店
に
入
る
こ
と
な
ど
め
っ
た
に
な
い
。
展
覧
会
で
も
あ
れ
ば
、
壺
中
居
の
二
階
に
あ
が
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
客
と
し
て
店
の
品
物
を
ひ
や
か
す
気
に
は
ど
う
し
て
も
な
れ
な
い
。〔
…
〕
壺
中
居
の
品
々
は
、
き
っ
と
、

正
当
の
、
常
識
的
な
価
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
店
で
買
う
く
ら
い
、
安
心
で
、
安
全
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
番
頭
さ

ん
た
ち
も
み
ん
な
目
が
利
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
無
理
は
い
わ
な
い
。
な
ら
ん
で
い
る
品
々
も
、
み
な
一
様
に
立
派
で
、

ま
ち
が
い
な
く
、
常
識
的
で
あ
る

（
２１
）

。

だ
が
、
た
や
す
く
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
壺
中
居
へ
の
賛
辞
を
連
ね
た
後
、
論
調
は
逆
転
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
の
は
、
瑞
穂

に
と
っ
て
「
美
し
い
」
骨
董
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
上
で
、
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
文
章
で
あ
る
――

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
美
し
い
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
無
理
の
な
い
、
ま
ち
が
い
の
な
い
、
常
識
的
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
そ
こ
に
は
破
天
荒
の
思
い
が
け
な
い
、
破
滅
的
な
も
の
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
美
し
い
と
い
う
の
は
、
危
険
千

万
の
シ
ロ
モ
ノ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
は
っ
き
り
と
ホ
ン
モ
ノ
で
も
な
い
よ
う
な
、
は
っ
き
り
と
ニ
セ
モ
ノ
で
も
な
い
よ
う
な
、
ホ

ン
モ
ノ
の
よ
う
で
ニ
セ
モ
ノ
の
よ
う
な
、
ニ
セ
モ
ノ
の
よ
う
で
ホ
ン
モ
ノ
の
よ
う
な
、
そ
ん
な
危
っ
か
し
い
、
あ
い
ま
い
な
奴
で

は
な
か
ろ
う
か

（
２２
）

。
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こ
こ
で
は
壺
中
居
は
瑞
穂
自
身
の
骨
董
観
を
吐
露
す
る
た
め
の
枕
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
壺
中
居
は
「
信
用
」
に

値
す
る
名
店
、
い
わ
ば
古
美
術
商
に
お
け
る
「
ホ
ン
モ
ノ
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
安
心
」「
安
全
」
だ
が
、
あ
ま
り
に
「
常
識
的
」
で
、

と
も
す
る
と
「
ホ
ン
モ
ノ
」
同
様
に
わ
れ
わ
れ
の
感
性
を
怠
惰
に
し
、
鈍
化
さ
せ
、「
居
眠
り
」
さ
せ
か
ね
な
い

（
２３
）

。
こ
れ
に
対
し
「
ギ

ブ
ツ
は
反
抗
的
精
神
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
た
し
た
ち
を
覚
醒
さ
せ
る

（
２４
）

」。
そ
し
て
「
ホ
ン
モ
ノ
」
と
「
ニ
セ
モ
ノ
」
の
「
中
間
」
に
あ

る
よ
う
な
「
裏
通
り
の
道
具
屋
」
に
お
い
て
こ
そ
、「
破
天
荒
の
思
い
が
け
な
い
」、
い
わ
ば
「
非
常
識
」
な
骨
董
を
探
し
あ
て
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
瑞
穂
が
そ
の
掘
り
出
し
人
生
、
と
り
わ
け
乾
山
の
発
見
に
お
い
て
実
践
し
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

新
佐
野
乾
山
を
瑞
穂
の
も
と
に
持
ち
込
ん
だ
ハ
タ
師
・
斎
藤
素
輝
も
ま
た
、
彼
の
目
に
「
そ
ん
な
危
っ
か
し
い
、
あ
い
ま
い
な
奴
」

と
映
っ
た
だ
ろ
う
か
。
業
界
か
ら
ほ
と
ん
ど
追
放
さ
れ
た
身
で
あ
っ
た
斎
藤
は
当
初
、
文
学
青
年
く
ず
れ
と
い
う
触
れ
こ
み
と
と
も
に

素
性
を
隠
し
て
瑞
穂
の
も
と
に
現
れ
た
と
い
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
職
を
転
々
と
し
て
明
白
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
た
な
い
斎
藤
に
対

し
、
瑞
穂
は
「
作
家
的
興
味
」
を
抱
き
、
い
ず
れ
エ
ッ
セ
イ
あ
る
い
は
小
説
の
モ
デ
ル
と
す
べ
く
、
彼
に
つ
い
て
大
学
ノ
ー
ト
に
細
か

い
メ
モ
を
つ
け
て
い
た
ら
し
い

（
２５
）

。
こ
の
ノ
ー
ト
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
別
の
あ
る
未
発
表
ノ
ー
ト
に
瑞
穂
は
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
と
い
う
。
一
見
唐
突
に
響
く
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
は
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
に
は
十
全
に
理
解
可
能
な
も
の
だ
ろ
う
――

だ
っ
て
、
私
は
「
米
政
」
の
乾
山
な
ん
て
一
つ
だ
っ
て
欲
し
い
（
小
林
秀
雄
氏
の
よ
う
に
）
と
は
思
わ
な
い
。
あ
の
イ
ン
チ
キ
の

斎
藤
の
も
っ
て
来
た
乾
山
で
た
く
さ
ん
だ

（
２６
）
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こ
れ
は
、
森
川
が
古
美
術
商
・
米
政
か
ら
購
入
し
た
（
あ
る
意
味
で
お
墨
付
き
の
）
新
佐
野
乾
山
を
見
て
「
ホ
ン
ト
ウ
に
買
い
た
い

と
い
う
気
が
起
つ
た
」
と
い
う
小
林
の
感
想
に
対
す
る
、
瑞
穂
か
ら
の
批
判
的
か
つ
論
争
的
な
註
釈
で
あ
る
。

想
像
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
、
瑞
穂
は
、
本
業
（
？
）
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
研
究
や
批
評
に
お
い
て
は
小
林
に
劣
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
骨
董
の
掘
り
出
し
に
か
け
て
は
自
分
の
方
が
上
で
あ
る
、
と
い
う
矜
持
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
次
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
く
の
も
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
瑞
穂
が
地
下
鉄
ス
ト
ア
で
乾
山
の
銹
絵
皿

五
枚
を
掘
り
出
し
た
の
は
、
野
間
賞
の
授
賞
式
に
出
席
す
る
た
め
に
東
京
会
館
に
向
か
う
途
上
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
年
の
受
賞
者
が
小

林
秀
雄
だ
っ
た
こ
と

（
２７
）

（
ち
な
み
に
受
賞
作
は
『
近
代
絵
画
』
で
あ
っ
た
）、
そ
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
二
義
的
な
こ
れ
ら
の
細
部
を
、

瑞
穂
が
掘
り
出
し
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
あ
え
て
書
き
留
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
名
士
の
居
並
ぶ
東
京
会
館
の
晴
れ
が
ま
し
い
式

場
と
「
ガ
ラ
ク
タ
物
」
が
ひ
し
め
く
薄
暗
い
地
下
鉄
ス
ト
ア
、
西
洋
近
代
絵
画
の
批
評
的
探
求
と
日
本
古
陶
の
足
に
よ
る
掘
り
出
し
。

こ
れ
ら
が
対
比
的
に
、
し
か
し
同
格
で
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
や
は
り
骨
董
者
で
あ
っ
た
小
林
に
対
す
る
瑞
穂
の
対
抗
意

識
と
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
看
取
す
る
の
は
、
深
読
み
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

新
佐
野
乾
山
を
実
見
し
た
際
に
小
林
が
漏
ら
し
た
、「
ギ
ブ
ツ
の
臭
い
な
ん
か
し
な
い
じ
ゃ
な
い
の
…
…
」
と
い
う
前
述
の
感
想
も

ま
た
、
瑞
穂
が
そ
の
文
章
の
中
で
、
や
は
り
（
自
己
）
批
判
的
に
言
及
し
た
か
ら
こ
そ
活
字
と
な
っ
て
今
に
伝
わ
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
再
度
、
前
後
の
文
脈
全
体
と
と
も
に
引
用
し
よ
う
――

ど
れ
く
ら
い
の
時
間
が
た
っ
た
ろ
う
か
、
一
時
間
半
、
二
時
間
か
、
わ
た
く
し
た
ち
は
見
終
っ
て
、
戸
外
に
出
た
。
い
き
な
り
、

小
林
秀
雄
氏
は
ひ
と
り
ご
と
の
よ
う
に
、
呟
い
た
。
ギ
ブ
ツ
の
臭
い
な
ん
か
し
な
い
じ
ゃ
な
い
の
…
…
。
わ
た
く
し
も
つ
い
頷
い
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て
し
ま
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
乾
山
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
小
林
さ
ん
よ
り
は
関
心
を
も
ち
、
そ
れ
だ
け
に
さ
ん
ざ
ん
の
目
に
あ
っ

て
い
る
は
ず
の
わ
た
く
し
だ
っ
た
の
に
。

文
章
が
余
韻
を
残
し
な
が
ら
逆
接
で
終
わ
っ
て
い
る
点
が
注
意
を
惹
く
。
瑞
穂
は
「
わ
た
く
し
だ
っ
た
の
に
」
と
い
う
言
葉
で
何
を

悔
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
乾
山
に
つ
い
て
は
小
林
よ
り
も
場
数
を
踏
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
よ
う
に
そ
の
真
贋
を
即
座

に
〈
決
断
〉
で
き
ず
、
先
に
口
火
を
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
か
、
あ
る
い
は
「
ギ
ブ
ツ
」
を
「
切
り
す
て
」
る
「
ホ
ン
モ

ノ
」
志
向
で
「
一
流
主
義
」
の
小
林
の
鑑
定
に
安
易
に
同
調
し
た
こ
と
に
対
し
て
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
文
章
に
は
、
小
林
に
対

す
る
瑞
穂
の
微
妙
な
感
情
が
色
濃
く
に
じ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
瑞
穂
と
小
林
が
互
い
の
骨
董
眼
を
評
価
し
合
っ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
小
林
は
あ
る
座
談
会
に
お
い
て
、

自
分
の
足
で
「
行
脚
」
し
て
「
一
流
の
や
つ
」
を
掘
り
出
す
瑞
穂
を
称
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
――
「
僕
は
、
こ
う
い
う
こ

と
を
よ
く
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
美
と
い
う
も
の
は
ね
。
や
っ
ぱ
り
青
柳
式
の
も
の
な
ん
で
す
よ
。
わ
ら
じ
履
き
で
弁
天
島
の
裏
側
ま

で
行
く
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す

（
２８
）

」。
こ
こ
に
は
、
近
代
的
美
学
が
抑
圧
し
た
身
体
性
を
「
骨
董
い
ぢ
り
」
に
よ
っ
て
奪
還
す
る
と
い
う

小
林
の
反
美
学
的
主
題

（
２９
）

の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
れ
も
手
で
は
な
く
足�

に
よ
る
変
奏
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
瑞
穂
の
方
で
も
小
林
の
蔵
品
に
一
目
置
い
て
い
た
。
昭
和
四
三
年
に
鎌
倉
の
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
で
開
催
さ
れ

た
「
私
の
あ
つ
め
た
や
き
も
の
」
展

（
３０
）

に
、
大
佛
次
郎
・
川
端
康
成
・
小
林
秀
雄
と
い
う
三
人
の
文
士
が
古
陶
を
出
品
し
た
際
の
こ
と
で

あ
る
。
瑞
穂
は
前
二
者
の
蔵
品
を
「
安
い
お
金
で
は
、
絶
対
、
買
え
な
い
品
物
」
と
し
、「
掘
出
し
で
は
絶
対
あ
り
え
な
い
」
と
述
べ

て
皮
肉
交
じ
り
に
敬
遠
し
た
の
に
対
し
、
小
林
の
も
の
（
刷
毛
目
徳
利
、
志
野
盃
、
絵
唐
津
盃
）
は
「
ち
ょ
っ
と
趣
が
ち
が
っ
て
」
い
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る
と
し
て
評
価
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
、「
ど
こ
か
に
あ
り
そ
う
な
よ
う
に
思
わ
せ
る
」
と
こ
ろ
に
「
庶
民
的
な
匂
い
」
と
「
言
い

知
れ
ぬ
魅
力
」
が
あ
る
が
、
実
は
高
価
で
し
か
も
「
け
っ
し
て
、
ど
こ
に
で
も
こ
ろ
が
っ
て
い
る
も
の
じ
ゃ
な
い
」、
つ
ま
り
ま
さ
し

く
瑞
穂
好
み
の
両
義
的
な
「
く
せ
も
の
」
な
の
で
あ
る

（
３１
）

。

さ
ら
に
、
新
佐
野
乾
山
を
め
ぐ
っ
て
は
一
致
し
て
肯
定
説
に
与
し
た
二
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
一
連
の
一
致
が
か
え
っ
て
、
両

者
の
贋
物
観
、
ひ
い
て
は
骨
董
観
の
内
実
を
隔
て
る
深
淵
を
く
っ
き
り
と
照
ら
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二

真
贋
の
座
標
軸
――
青
山
二
郎
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
贋
物
の
位
置
づ
け

周
知
の
よ
う
に
、
小
林
秀
雄
に
骨
董
と
そ
の
真
贋
の
見
極
め
を
指
南
し
た
の
は
青
山
二
郎
で
あ
っ
た
。
小
林
や
青
山
、
さ
ら
に
秦
秀

雄
や
白
洲
正
子
ら
は
、
戦
時
下
や
終
戦
直
後
の
混
乱
期
に
あ
っ
て
さ
え
、
古
美
術
を
め
ぐ
っ
て
活
発
に
交
流
し
、
昭
和
に
お
け
る
骨
董

文
化
お
よ
び
骨
董
文
学
を
リ
ー
ド
し
た
。
そ
し
て
し
ば
し
ば
彼
ら
の
丁
々
発
止
の
議
論
の
た
め
に
舞
台
を
提
供
し
た
の
が
、
前
述
の
壺

中
居
や
瀬
津
雅
陶
堂
な
ど
、
今
に
続
く
古
美
術
商
の
名
店
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
眼
敵
眼
友
」（
秦
秀
雄
）
の
面
々
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
か

た
ち
で
骨
董
の
真
贋
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
り
、
発
言
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
青
山
・
秦
・
白
洲
の
三
者
の
偽
物
に
対
す
る

考
え
方
を
洗
い
出
し
、
瑞
穂
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
た
い
。

秦
秀
雄
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
青
山
二
郎
は
常
々
、「
ニ
セ
モ
ノ
が
あ
る
か
ら
ホ
ン
モ
ノ
が
あ
る
の
さ
」
と
い
う
、
贋
作
に
対
し
て
寛

容
と
も
と
れ
る
相
対
主
義
的
な
骨
董
観
を
口
に
し
て
い
た
と
い
う

（
３２
）

。
そ
の
青
山
が
真
贋
に
つ
い
て
論
じ
た
テ
ク
ス
ト
は
大
き
く
分
け
て

二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
彼
が
若
い
頃
に
記
し
た
『
陶
経
』（
昭
和
六
年
）、
も
う
ひ
と
つ
は
「
永
仁
の
壺
」
事
件
を
め
ぐ
っ
て
昭
和
三
〇

年
代
後
半
に
も
の
さ
れ
た
文
章
や
発
言
で
あ
る
。『
陶
経
』
は
青
山
の
骨
董
観
を
難
解
で
濃
密
な
擬
古
的
文
体
で
綴
っ
た
、
十
箇
条
か

ら
な
る
特
異
な
書
物
で
あ
る
が
、
そ
の
第
十
条
の
末
尾
に
お
い
て
、
つ
ま
り
こ
の
書
の
結
句
と
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
書
く
――

－４３８－



よ

に
せ
も
の
つ
か

は
ぢ

も
の

ま
た
に
せ
も
の

し
よ
う

ち
な
が

み
ど
こ
ろ

た
ん

も
の

お
の

こ
ゝ
ろ
か
ま

〔
…
〕
世
に
は
贋
物
�
み
た
り
と
て
い
た
く
恥
る
者
あ
り
／
又
贋
物
と
承
知
乍
ら
見
所
あ
つ
て
歎
ず
る
者
あ
り
／
己
が
心
構
へ
た

も
の

し
ん
が
ん

さ
べ
つ
な

ま
こ
と

こ
せ
き
と
う
ほ
ん

あ
て

ふ
と

を
と
こ

な
に

さ
ま

る
者
に
は
真
贋
の
差
別
無
き
こ
そ
真
な
り
／
戸
籍
謄
本
の
あ
ら
あ
ら
役
に
な
る
も
の
か
は
／
肥
つ
て
ゐ
る
男
に
は
何
さ
ほ
て
え
様

み
づ
い
れ

か
つ
か
う

げ
い
し
や

い

の
水
入
み
た
い
な
恰
好
し
て
と
芸
者
が
言
ふ

（
３３
）

「
専
門
家
」
に
よ
る
真
贋
鑑
定
と
い
う
機
械
的
作
業
は
「
戸
籍
謄
本
」
の
作
成
と
異
な
ら
ず
、
知
識
や
デ
ー
タ
を
い
く
ら
積
み
重
ね

て
み
て
も
、
や
き
も
の
の
「
器
格
」
は
明
ら
か
と
は
な
ら
な
い
。
青
山
は
む
し
ろ
、
あ
る
人
物
の
本
質
を
一
目
で
見
抜
き
一
個
の
隠
喩

で
喝
破
す
る
芸
者
の
直
観
の
方
に
軍
配
を
上
げ
る
（
芸
者
の
何
気
な
い
言
葉
に
「
知
識
を
ひ
っ
く
り
返
す
力
」
を
看
取
す
る
の
は
小
林

秀
雄
も
同
様
で
あ
っ
た

（
３４
）

）。
さ
ら
に
青
山
は
、「
戸
籍
謄
本
」
が
証
明
し
よ
う
と
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

「
真
贋
の
差
別
」
を
超
越
し
た
世
界
で
自
由
に
遊
ぶ
こ
と
を
説
く
。
し
か
し
（
逆
説
的
な
が
ら
）
そ
の
た
め
に
は
「
己
が
心
」
を
「
構

へ
」
て
立
ち
向
か
う
必
要
が
あ
る
と
言
う
。

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
は
、
第
三
条
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
る
――

ひ
や
く
せ
き
ち
ゆ
う
�
�
�
�
め
い
ぎ
よ
く

も
て
あ
そ

も
の

ぞ
く

い

か
ま

ぎ
よ
く
せ
き
あ
ひ
た
の

し
ゆ
み

い

〔
…
〕
百
石
中
偶
名
玉
を
弄
ぶ
者
を
俗
と
謂
ひ
構
へ
て
玉
石
相
楽
し
む
を
趣
味
と
謂
ふ

（
３５
）

〔
…
〕

そ
の
直
前
で
は
「
理
智
」
に
頼
っ
て
「
鑑
識
」
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
が
戒
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
青
山
が
学
問
的
な
真
贋
鑑
定

を
偏
重
す
る
態
度
に
批
判
を
向
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
偶
」
で
は
な
く
常
に
「
構
へ
て
」、
意
識
的
・
自
覚
的
に
玉
／
石

あ
る
い
は
真
／
贋
の
あ
わ
い
を
漂
い
遊
ぶ
こ
と
が
「
趣
味
」
だ
と
青
山
は
言
う
の
で
あ
る
。
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だ
が
、
で
は
「
構
へ
」
る
と
は
、
あ
る
い
は
「
趣
味
」
と
は
何
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
第
二
条
に
も
登
場
す
る
――

し
ゆ
み

か
ま

た
の

こ
と

ま
こ
と

し
ゆ
み

と
ゞ

じ
や
う

〔
…
〕
趣
味
と
は
構
へ
て
楽
し
む
事
な
り
／
真
は
た
ゞ
趣
味
に
止
ま
る
こ
そ
上
な
り

（
３６
）

〔
…
〕

つ
ま
り
は
「
構
へ
」
つ
つ
楽
し
む
こ
と
が
「
趣
味
」
で
あ
り
、
そ
の
逆
も
ま
た
真
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
円
環
の
外
に
出
る
た
め
に
、『
陶
経
』
の
翌
年
に
書
か
れ
、
類
似
し
た
形
式
を
も
つ
「
朝
鮮
考
」（
昭

七
・
一
）
を
読
ん
で
み
よ
う

（
３７
）

。
朝
鮮
陶
磁
の
「
慰
み
方
」
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
の
短
文
の
第
一
条
で
は
、
最
初
か
ら
朝
鮮
物
と
い
う

と
っ
つ
き
や
す
い
「
甘
き
」
も
の
に
「
蟻
」
の
よ
う
に
群
が
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
厳
格
で
近
づ
き
難
い
「
塩
」
の
ご
と
き
中
国
陶

磁
か
ら
入
門
す
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
迂
回
を
青
山
は
「
そ
も
�
�
構�

へ�

て�

手
心
が
簡
要
な
り
」（
傍
点
松
原
）
と
表

現
す
る
。
さ
ら
に
第
三
条
で
は
、
中
国
や
日
本
の
や
き
も
の
は
朝
鮮
の
「
第
一
流
の
も
の
」
に
め
ぐ
り
逢
う
た
め
の
「
一
里
塚
」
で
あ

り
、
そ
れ
ら
を
経
由
し
た
上
で
「
心
し
て
〔≒
「
構
へ
て
」〕
そ
の
故
に
楽
し
む
べ
し
。
嗚
呼
趣�

味�

哉
」（
傍
点
松
原
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
青
山
の
言
う
「
趣
味
」
の
「
構
へ
」
と
は
、
自
覚
的
に
艱
難
を
経
由
・
迂
回
し
つ
つ
楽
し
む
、
あ
る
い
は

苦
／
楽
の
は
ざ
ま
に
意
識
的
に
身
を
置
き
な
が
ら
戯
れ
る
、
ス
ト
イ
ッ
ク
な
快
楽
主
義
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
青
山
に
と
っ
て
、
故
意
に
晦
渋
な
擬
古
文
で
綴
ら
れ
た
『
陶
経
』
そ
の
も
の
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
両
義
的
な
〈
真
面
目
に

遊
ぶ
（serio

ludere

）〉
作
法
の
所
産
で
あ
っ
た
――

－４４０－



お
も

し
さ
い

あ

つ
づ

お
ほ
め
に
あ
づ
か
る
て
い

な
り

こ
の
み
ち

う
き
よ
さ
う
し

こ
と

か
ま

と
う
き
や
う

い

〔
…
〕
想
ふ
仔
細
ぞ
有
り
な
む
綴
く
り
あ
る
は
贋
造
手
形
態
た
ら
く
也
／
さ
れ
ば
斯
道
で
は
浮
世
草
紙
の
事
を
構
へ
て
陶
経
と
謂

ふ
（
３８
）

〔
…
〕

「
浮
世
草
子
」
的
な
軽
妙
な
ス
タ
イ
ル
と
『
陶
経
』
と
い
う
「
構
へ
て
」
荘
重
な
タ
イ
ト
ル
の
間
の
戯
れ
。
さ
ら
に
青
山
は
自
ら
の

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
「
贋�

造�

手
形
」
と
称
し
、
そ
こ
に
「
お
ほ
め
に
あ
づ
か
る
」
と
い
う
自
虐
的
で
分
裂
的
な
ル
ビ
を
振
っ
て
み
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
陶
経
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
、
真
贋
の
あ
わ
い
を
「
構
へ
」
て
漂
い
な
が
ら
「
心
し
て
」
楽
し
む
「
趣
味
」
の

往
復
運
動
を
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
論
じ
て
／
演
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、『
陶
経
』
序
文
に
お
い

ひ
と

み

か
へ
る

な

ね
ん

い
ち
く
わ
ん

そ
れ
は
こ
れ

て
は
、
字
名
を
出
呂
利
と
称
す
る
蝦
蟇
仙
人
が
「
人
が
覗
た
れ
ば
蛙
に
化
れ
と
念
じ
た
る
一
巻
」
が
あ
る
が
、
ま
さ
に
「
即
是
也
」
と

さ
れ
て
い
る

（
３９
）

。「
人
が
覗
た
れ
ば
蛙
に
化
れ
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
青
山
が
理
想
の
骨
董
の
在
り
方
を
形
容
す
る
際
に
た
び
た
び

シ
フ
タ
ー

イ
ン
デ
ッ
ク
ス

用
い
た
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

“this
is

it”

と
い
う
、
転
換
子
あ
る
い
は
指
標
記
号
を
通
じ
た
端
的
な
自
己
言
及
に
よ
り
、『
陶

経
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
自
ら
の
上
に
折
り
重
な
る
と
同
時
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
い
わ
ば
一
個
の
骨
董
と
化
す
の
で
あ
る
。

同
じ
青
山
が
約
三
十
年
後
、「
永
仁
の
壺
」
事
件
を
踏
ま
え
て
行
っ
た
ラ
ジ
オ
放
送
「
贋
物
と
真
物
に
つ
い
て
」（
昭
三
五
・
一
〇
）

に
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
る
――

美
人
を
女
房
に
も
ら
つ
た
と
こ
ろ
が
ひ
ど
い
目
に
会
つ
た
と
い
ふ
。〔
…
〕
例
へ
ば
、
そ
れ
が
悪
妻
だ
と
し
て
も
――
そ
の
悪

妻
を
例
へ
ば
贋
物
と
呼
ん
で
も
い
い
、
さ
う
い
ふ
悪
妻
を
じ
つ
と
見
て
ゐ
る
眼
、
三
十
年
も
四
十
年
も
じ
つ
と
見
て
ゐ
る
眼
――

さ
う
い
ふ
眼
の
中
に
真�

贋�

を�

見�

る�

眼�

、
真�

も�

贋�

も�

過�

不�

足�

な�

く�

見�

て�

ゐ�

る�

眼�

が
あ
つ
て
――
問
題
は
そ
の
一
点
に
し
か
な
い
や
う
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に
思
へ
る
ん
で
す
が
。
い
く
つ
に
な
つ
て
も
さ
う
い
ふ
眼
が
――
も
つ
と
も
つ
と
平�

常�

心�

を
持
ち
た
い
も
の
だ
と
私
は
思
ひ
ま
す

（
４０
）

〔
傍
点
松
原
〕。

こ
こ
で
言
う
「
平
常
心
」
は
、『
陶
経
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
構
へ
」
つ
つ
楽
し
む
「
趣
味
」
の
精
神
と
等
価
と
見
て
よ
い
だ
ろ

し
ん
が
ん

さ
べ
つ

か
ま

ぎ
よ
く
せ
き
あ
ひ
た
の

う
。
そ
し
て
、「
真
贋
の
差
別
」
を
超
越
し
て
「
構
へ
て
玉
石
相
楽
し
む
」
態
度
も
ま
た
、
こ
こ
で
の
「
真
も
贋
も
過
不
足
な
く
見
て

ゐ
る
眼
」
へ
と
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
眼
は
さ
ら
に
「
画
と
小
説
の
手
習
ひ
」（
昭
二
八
・
一
）
に
お
い
て
、
小
説
家
の
頭
脳
的
な
眼
の
働
き
と
は
異
な
り

「
事
情
や
、
関
係
や
、
好
き
嫌
ひ
に
関
係
な
く
物
そ
の
も
の
を
見
て
ゐ
る
眼
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、「
人
生
を
見
る
眼
」
に
ま
で
拡
大

さ
れ
る
――

バ
ツ
タ
は
跳
ね
る
習
性
で
子
供
に
知
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
石
を
投
げ
れ
ば
バ
ツ
タ
が
跳
ね
る
、
跳
ね
る
の
が
バ
ツ
タ
の
生
き
方
で

す
。
子
供
は
偶
然
の
意
味
も
、
バ
ツ
タ
の
内
容
も
認
め
ま
せ
ん
――
実
生
活
の
偶
然
は
バ
ツ
タ
に
投
げ
ら
れ
た
石
よ
り
、
果
し
て

複
雑
で
せ
う
か
。〔
…
〕
人
生
を
見
る
眼
に
も
「
画
そ
ら
事
」
の
工
夫
は
必
要
で
、
構�

へ�

て�

簡�

単�

に�

考�

へ�

な�

け�

れ�

ば�

、
し
ツ
か
り

見
た
と
は
言
へ
な
い
物
ご
と
が
多
過
ぎ
る
の
で
あ
り
ま
す

（
４１
）

〔
傍
点
松
原
〕。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
青
山
二
郎
が
真
贋
と
い
う
特
殊
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
特
異
な
思
考
を
展
開
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
思
惟
が
彼
に
と
っ
て
の
見
る
こ
と
や
書
く
こ
と
、
さ
ら
に
は
生
き
る
こ
と
と
い
う
実
践
一
般
と
も
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と

－４４２－



が
分
か
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
他
方
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
実
際
の
骨
董
愛
好
の
場
に
お
け
る
青
山
は
、
名
店
で
あ
る
ほ
ど
客
に
贋
作
を
つ
か
ま

せ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
一
流
店
で
買
う
の
が
い
ち
ば
ん
安
い
、
と
い
う
現
実
的
な
信
条
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
（「
三
千
円
で
三
十
万

円
の
古
九
谷
を
買
お
う
と
す
る
や
つ
自
体
が
ニ
セ
モ
ノ
だ
よ
」
と
い
う
の
も
彼
の
持
論
で
あ
る

（
４２
）

）。
彼
の
旧
蔵
品
を
見
て
み
て
も
、
た

し
か
に
一
級
品
揃
い
で
あ
る
と
は
い
え
、
瑞
穂
の
よ
う
に
掘
り
出
し
や
ハ
タ
師
か
ら
の
持
ち
込
み
を
通
じ
て
、
偽
物
を
つ
か
む
危
険
を

冒
し
な
が
ら
新
し
い
骨
董
の
範
疇
を
拓
く
と
い
う
〈
際
ど
さ
〉
は
な
い
。
ま
た
、
青
山
は
特
に
晩
年
、
現
代
の
陶
芸
家
の
手
に
な
る
や

き
も
の
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
で
古
色
と
味
を
つ
け
る
こ
と
を
楽
し
み
と
し
て
い
た
と
は
い
え
、
実
際
の
鑑
賞
の
場
に
お
い
て
贋
作
を

「
構
へ
て
」
愛
玩
し
た
と
い
う
事
実
は
、
管
見
の
限
り
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る

（
４３
）

。

さ
ら
に
言
え
ば
、
骨
董
の
真
物
と
贋
物
に
人
間
の
真
物
と
贋
物
が
加
わ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る
悲
喜
劇
的
な
「
唐
草
模
様
」
を
、
一
個

の
「
画
そ
ら
事
」
と
し
て
「
亦
楽
し
か
ら
ず
や
」
と
う
ち
眺
め
る
青
山
の
態
度
は
、
宇
野
千
代
が
「
青
山
二
郎
の
観
音
さ
ま
」
と
呼
ん

だ
、
慈
悲
心
と
距
離
感
を
と
も
に
は
ら
ん
だ
彼
特
有
の
人
間
観
察
の
ま
な
ざ
し
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る

（
４４
）

が
、
こ
の
よ
う
な
達
観
は
、

「
泥
沼
」
に
は
ま
り
込
ん
で
も
が
く
満
身
創
痍
の
「
骨
董
者
」
瑞
穂
に
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
瑞
穂
と
同
じ
く
真
／
贋
の
波
打
ち
際
に
遊
び
、「
見
捨
て
が
た
き
も
の
」
あ
る
い
は
「
落
穂
」
を
拾
い
集
め
る
こ
と

を
得
意
と
し
た
の
が
、
珍
品
堂
主
人
こ
と
秦
秀
雄
で
あ
る
。
特
に
晩
年
は
、
伝
統
的
な
陶
磁
器
の
み
な
ら
ず
発
掘
品
の
絵
皿
、
汽
車
土

瓶
、
近
代
の
万
古
の
急
須
、
果
て
は
一
升
徳
利
や
ブ
リ
キ
缶
や
西
洋
鋏
な
ど
、
現
代
の
骨
董
界
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ク
趣
味
を
先
ど
り
す

る
か
の
よ
う
な
品
々
を
古
物
屋
か
ら
掘
り
出
し
て
き
て
楽
し
ん
だ

（
４５
）

。
そ
の
よ
う
な
彼
の
眼
の
あ
り
方
を
知
る
に
は
、
秦
か
ら
強
い
影
響

を
受
け
た
白
洲
正
子
に
よ
る
回
想
記
が
参
考
に
な
る

（
４６
）

。
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白
洲
に
よ
れ
ば
、「
真
物
中
の
真
物
は
、
時
に
贋
物
と
見
紛
う
ほ
ど
危
う
い
魅
力
が
あ
」
り
、「
正
札
つ
き
の
真
物
よ
り
、
贋
物
か�

も�

知�

れ�

な�

い�

美
」（
傍
点
原
文
）
の
方
が
人
を
惹
き
つ
け
る
。
そ
の
よ
う
な
骨
董
を
追
い
求
め
た
秦
は
、「
贋
物
と
、
真
物
と
、
そ
の
す
れ

す
れ
の
危
う
い
橋
」
を
渡
る
の
を
常
と
し
た

（
４７
）

。
ま
た
秦
は
「
骨
董
の
上
で
も
夢
を
見
る
人
で
、
こ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
ら
い
い
、
あ

あ
い
う
も
の
に
出
会
え
た
ら
ど
ん
な
に
う
れ
し
か
ろ
う
と
、
寝
て
も
醒
め
て
も
理
想
の
珍
品
に
想
い
を
馳
せ
て
い
た
」
と
い
う

（
４８
）

。
こ
の

あ
た
り
の
記
述
――
と
り
わ
け
骨
董
者
が
見
る
「
夢
」
へ
の
言
及
――
は
、
そ
の
主
語
を
秦
か
ら
瑞
穂
に
置
き
換
え
て
み
た
と
し
て
も
、

ほ
と
ん
ど
違
和
感
が
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
夢
」
が
嵩
じ
た
挙
句
、
新
佐
野
乾
山
と
い
う
「
お
も
し
ろ
」
く
危
険
な
対
象
に
熱
を

上
げ
る
結
果
に
な
っ
た
点
で
も
、
両
者
は
類
似
し
て
い
る
。

秦
と
瑞
穂
を
大
き
く
隔
て
る
の
は
、
昭
和
三
十
年
代
に
世
を
騒
が
せ
た
複
数
の
贋
作
事
件
に
お
い
て
、
秦
が
か
な
り
積
極
的
な
役
回

り
を
演
じ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
新
佐
野
乾
山
を
贋
作
と
断
定
す
る
こ
と
の
当
否
は
し
ば
ら
く
措
く
に
せ
よ
、
そ
も
そ
も
古
美

術
商
の
米
田
勝
政
が
新
佐
野
乾
山
を
積
極
的
に
買
い
つ
け
、
多
く
の
品
を
市
場
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
秦
が
か
な
り
早

い
段
階
で
米
田
に
対
し
て
お
墨
付
き
を
与
え
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
想
起
さ
れ
て
よ
い

（
４９
）

。
ま
た
、
真
贋
論
争
が
始
ま
る
と
、
秦
は

『
芸
術
新
潮
』
誌
上
で
、
組
織
を
挙
げ
て
贋
作
説
を
主
張
す
る
日
本
陶
磁
協
会
を
激
し
く
攻
撃
す
る
こ
と
に
な
る

（
５０
）

。

一
方
、
新
佐
野
乾
山
事
件
に
先
立
っ
て
、
昭
和
三
六
年
頃
か
ら
市
場
に
出
回
り
つ
つ
あ
っ
た
贋
作
初
期
伊
万
里
も
、
秦
は
早
い
時
期

か
ら
目
を
つ
け
て
自
ら
買
い
集
め
、
人
に
も
購
入
を
勧
め
る
こ
と
で
、
そ
の
流
通
に
貢
献
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
贋
作
は
佐
世
保
市
三

川
内
の
陶
芸
家
・
横
石
嘉
助
と
そ
の
息
子
た
ち
が
制
作
し
た
と
言
わ
れ
、
そ
れ
を
市
場
に
流
し
て
い
た
の
が
、
日
本
陶
磁
協
会
理
事
の

伊
東
祐
淳
や
、
福
岡
市
内
で
古
美
術
商
・
福
島
高
麗
堂
を
営
ん
で
い
た
福
島
良
美
で
あ
っ
た
ら
し
い

（
５１
）

。
秦
は
当
初
、
伊
東
か
ら
こ
れ
ら

の
品
を
購
入
し
て
い
た
が
、
の
ち
に
福
島
に
接
触
、
彼
を
通
じ
て
横
石
の
息
子
（
後
述
す
る
横
石
順
吉
か
）
に
会
い
、
こ
れ
ら
を
贋
造
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し
た
の
は
自
分
で
あ
る
と
白
状
さ
せ
た
と
言
う

（
５２
）

。
こ
の
こ
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
秦
も
少
な
く
と
も
当
初
は
被
害
者
で
あ
っ
た
わ
け

だ
が
、
彼
は
そ
れ
が
贋
作
と
判
明
し
て
か
ら
も
人
に
売
り
続
け
て
い
た
よ
う
だ
。
白
洲
正
子
に
よ
れ
ば
、
秦
は
あ
る
日
彼
女
の
も
と
に
、

「
今
夜
東
京
駅
に
、
発
掘
の
伊
万
里
が
九
州
か
ら
着
く
。
こ
れ
が
最
後
だ
か
ら
、
三
百
万
円
出
し
な
さ
い
、
儲
か
り
ま
す
よ
」
と
電
話

を
か
け
て
き
た
と
い
う

（
５３
）

。「
こ
れ
が
最
後
」
だ
と
い
う
言
葉
は
、
彼
が
こ
の
一
件
の
幕
引
き
を
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
よ
う
に
も
と
れ
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
昭
和
三
九
年
に
起
き
た
贋
作
魯
山
人
事
件
で
あ
る
。
同
年
三
月
に
日
本
橋
白
木
屋
で
開
催
さ
れ
た
「
魯
山

人
陶
器
書
画
遺
作
展
即
売
展
」
で
は
、
出
展
さ
れ
た
五
百
以
上
の
品
の
う
ち
一
〇
八
点
が
売
却
さ
れ
た
が
、
二
か
月
ほ
ど
経
っ
た
後
、

少
な
か
ら
ぬ
数
の
贋
作
が
そ
の
中
に
混
入
し
て
い
る
こ
と
が
発
覚
し
、
鑑
定
委
員
会
が
組
織
さ
れ
て
作
品
を
調
査
、
白
木
屋
が
回
収
と

対
応
に
追
わ
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る

（
５４
）

。
鑑
定
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
松
島
宏
明
（
元
星
岡
窯
技
術
主
任
）
に
よ
れ
ば
、
陶
磁

器
の
半
分
と
書
画
の
ほ
と
ん
ど
が
贋
物
で
あ
っ
た
と
い
う

（
５５
）

。
そ
し
て
、
こ
の
企
画
を
白
木
屋
に
持
ち
込
み
、
実
現
に
あ
た
っ
て
中
心
的

な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
か
つ
て
魯
山
人
の
下
で
働
き
、
そ
の
作
業
工
程
を
知
悉
し
て
い
た
秦
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
加
え
て
、
秦
の

指
導
の
も
と
作
品
を
集
め
た
古
美
術
商
が
前
述
の
米
田
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
）。

こ
れ
ら
の
贋
作
事
件
に
秦
が
実
際
に
ど
の
程
度
ま
で
関
与
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
能
力
と
関
心
の
埒

外
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
事
件
の
首
謀
者
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
、
こ
う
し
た
秦
の
人
目
を
引
く
振
る
舞
い
が
、
新
佐
野

乾
山
を
誰
に
も
知
ら
れ
ず
「
ひ
そ
か
に
楽
し
ん
で
い
た
」
と
こ
ろ
議
論
の
場
に
お
ず
お
ず
と
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
瑞
穂
の
逡

巡
と
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
こ
の
贋
作
初
期
伊
万
里
に
強
く
魅
了
さ
れ
買
い
集
め
た
骨
董
者
に
白
洲
正
子
が
い
る
。
彼
女
は
そ
れ
ら
が
贋
作
で
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あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
後
も
身
辺
に
置
き
、
終
生
使
い
続
け
た
（
図
１
）。
実
際
、

白
洲
の
遺
著
と
な
っ
た
『
器
つ
れ
づ
れ
』
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
徳
利
や
盃
の
写

真
が
贋
作
と
し
て
で
は
な
く
、「
倣
古
伊
万
里
」
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
と
と
も
に

掲
載
さ
れ
て
い
る

（
５６
）

。
同
書
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
酒
器
の
作
者
は
横
石
順
吉
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
人
物
と
そ
の
〈
作
品
〉
に
つ
い
て
、
白
洲
は
か
つ
て
、『
芸
術
新

潮
』
の
連
載
「
日
本
の
た
く
み
」
の
第
八
回
（
昭
和
五
四
年
八
月
号
）
に
お
い
て
、

「
贋
物
づ
く
り
――
横
石
順
吉
」
と
い
う
表
題
の
も
と
詳
し
く
紹
介
し
て
い
た

（
５７
）

。
彼

女
が
贋
物
を
つ
か
ま
さ
れ
た
苦
い
記
憶
に
抗
し
て
ペ
ン
を
と
っ
た
の
は
、「「
贋
物
づ

く
り
」
と
い
う
刻
印
を
押
さ
れ
て
、
こ
の
世
を
去
っ
た
無
名
の
陶
工
が
、
哀
れ
に
思

わ
れ
て
な
ら
な
」
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
作
品
の
方
も
、「
自
分
は
け
っ
し
て

贋
物
で
は
な
い
、
た
だ
贋
物
と
し
て
扱
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
、
私
に
は
そ
う
囁
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
た
」
と
い
う

（
５８
）

。
夭
折
し
た
「
悲
運
の
�
古
伊
万
里
�
名
人

（
５９
）

」
と
そ

の
作
品
へ
の
「
同
情
」
に
動
か
さ
れ
た
白
洲
は
、「
九
州
く
ん
だ
り
」
ま
で
足
を
運
び
、
有
田
で
順
吉
の
弟
に
会
っ
て
話
を
聞
き
、
墓

参
り
を
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
い
き
さ
つ
を
綴
っ
た
文
章
の
結
び
と
し
て
次
の
よ
う
に
書
く
――

こ
の
頃
は
真
贋
に
つ
い
て
の
議
論
が
は
や
っ
て
い
る
。
時
に
は
、
本
物
と
贋
物
の
写
真
を
、
御
丁
寧
に
並
べ
て
見
せ
た
り
す
る
。

が
、
骨
董
と
い
う
煩
悩
の
世
界
は
、
そ
ん
な
単
純
な
考
え
で
わ
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
ら
手
を
汚
し
た
こ
と
の
な
い
門
外 図１ 横石順吉による贋作初期伊万里（白洲正子旧蔵）
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漢
が
、
単
な
る
の
ぞ
き
趣
味
を
満
足
さ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
骨
董
ば
か
り
で
な
く
、
本
物
の
よ
う
な
顔
を
し
た
贋
者
が
、
大

手
を
振
っ
て
世
間
に
通
用
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
人
種
が
ふ
え
た
せ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
比
べ
た
ら
、〔
キ
ャ
バ
レ
ー
勤
め

の
恋
人
〕
Ａ
子
ち
ゃ
ん
に
会
い
た
さ
に
、
贋
物
を
造
っ
た
順
吉
さ
ん
の
方
が
、
ど
ん
な
に
無
邪
気
で
ま
と
も
な
人
間
か
、
そ
う

知
っ
た
だ
け
で
も
私
は
、
九
州
く
ん
だ
り
ま
で
訪
ね
て
い
っ
た
甲
斐
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る

（
６０
）

。

骨
董
に
お
け
る
真
贋
が
「
単
純
」
に
「
わ
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
強
い
思
い
が
、
正
義
感
あ
ふ
れ
る
こ
の
一
文
を
白
洲

に
書
か
せ
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
だ
が
、「
贋
物
づ
く
り
」
を
「
日
本
の
た
く
み
」
へ
と
（
一
見
）
逆
説
的
に
昇
格
さ
せ
、
贋
作
初

期
伊
万
里
を
「
倣
古
伊
万
里
」
へ
と
い
わ
ば
〈
解
毒
〉
し
よ
う
と
す
る
白
洲
は
、
あ
る
意
味
で
十
分
「
わ
り
切
れ
」
て
い
る
（
あ
る
いこ

ゝ
ろ

は
「
わ
り
切
」
ろ
う
と
し
て
い
る
）
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
白
洲
の
骨
董
の
師
匠
で
あ
る
青
山
は
、「
心

か
ま

も
の

し
ん
が
ん

さ
べ
つ
な

ま
こ
と

構
へ
た
る
者
に
は
真
贋
の
差
別
無
き
こ
そ
真
な
り
」
と
説
い
て
い
た
。
白
洲
は
こ
の
師
の
戒
め
に
従
っ
て
贋
作
伊
万
里
を
自
覚
的
に
玩

び
、
真
贋
の
境
界
を
軽
や
か
に
越
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
際
に
は
そ
の
越
境＝

昇
華
の
前
提
と
し
て
、
や
は
り
「
真
贋
の
差

別
」＝

「
わ
り
切
」
り
を
堅
持
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

贋
作
初
期
伊
万
里
を
め
ぐ
る
秦
と
白
洲
の
態
度
は
、
一
見
す
る
と
対
極
的
な
も
の
に
思
わ
れ
る
。
秦
は
そ
れ
が
贋
作
と
判
明
し
て
か

ら
も
素
知
ら
ぬ
顔
で
人
に
売
り
続
け
た
。
白
洲
は
そ
れ
ら
を
贋
作
と
知
り
、
自
分
が
騙
さ
れ
た
こ
と
を
も
認
め
つ
つ
、
死
ぬ
ま
で
身
辺

で
使
い
続
け
た
。
少
な
く
と
も
当
初
は
作
品
そ
の
も
の
へ
の
愛
に
動
か
さ
れ
て
い
た
は
ず
が
の
ち
に
「
悪
癖

（
６１
）

」
へ
と
転
落
す
る
「
分
裂

症
」
的
な
秦
の
負
（≒

悪
）
の
ベ
ク
ト
ル
と
、「
同
情
」
と
義
憤
に
駆
ら
れ
て
〈
贋
〉
を
〈
真
〉
へ
と
昇
華
さ
せ
よ
う
と
す
る
白
洲
の

正
（≒

善
）
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
方
向
性
こ
そ
正
反
対
で
あ
る
と
は
言
え
、
真
／
贋
と
い
う
垂
直
的
（≒

道
徳
的
）
な
関
係
軸
を
前
提
と
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し
、
そ
の
境
界
線
を
ひ
と
ま
た
ぎ
に
踏
み
越
え
る
と
い
う
点
で
は
、
少
な
く
と
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
真

物
と
偽
物
を
水
平
軸
上
に
隣
接
さ
せ
、
ゆ
る
や
か
で
相
対
的
な
関
係
性
の
も
と
に
置
き
、
真
贋
の
あ
わ
い
、
善
悪
の
彼
岸
で
戯
れ
続
け

る
と
い
う
（
あ
る
意
味
で
過
酷
な
）
青
山
の
身
振
り
は
、
秦
や
白
洲
と
は
文
字
通
り
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三

骨
董
と
そ
の
影

で
は
、
彼
ら
と
比
較
し
た
場
合
、
青
柳
瑞
穂
の
真
贋
に
対
す
る
考
え
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。

彼
に
と
っ
て
の
「
ギ
ブ
ツ
」
の
〈
価
値
〉
は
、
骨
董
者
を
覚
醒
さ
せ
そ
の
感
性
を
研
ぎ
澄
ま
さ
せ
る
と
い
う
、
す
で
に
見
た
よ
う
な
実

利
的
な
〈
効
用
〉
へ
と
還
元
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
。

新
佐
野
乾
山
事
件
後
に
お
け
る
い
く
ぶ
ん
偽
悪
的
な
開
き
直
り

（
６２
）

は
別
と
し
て
、
瑞
穂
は
青
山
の
よ
う
な
達
観
に
よ
っ
て
真
贋
の
区
別

を
解
消
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
い
。
実
際
彼
は
、
先
に
言
及
し
た
「
陶
製
オ
コ
ゼ
の
在
り
方
」
と
題
さ
れ
た
一
文
に
お
い
て
、
美

し
け
れ
ば
真
贋
の
問
題
な
ど
ど
う
で
も
よ
い
と
公
言
す
る
「
素
人
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
」
の
態
度
に
ふ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
――〔

…
〕
美
し
か
っ
た
ら
、
偽
物
と
て
い
と
わ
ぬ
と
い
う
の
は
、
美
を
第
一
に
見
き
わ
め
よ
う
と
す
る
態
度
と
し
て
健
気
で
あ
る
と

し
て
も
、
結
果
か
ら
い
っ
て
、
ギ
ブ
ツ
が
美
し
か
ろ
う
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
美
し
か
る
べ
き
も
の
は
、
ホ
ン
モ
ノ
の
中
に
こ
そ

存
在
し
て
い
る
と
思
い
ま
す

（
６３
）

。
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こ
れ
は
ご
く
常
識
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
む
し
ろ
瑞
穂
に
お
い
て
特
異
な
の

は
、
青
山
の
よ
う
に
既
存
の
真
贋
の
枠
組
み
を
踏
ま
え
た
上
で
両
者
の
「
さ
か

い
を
ま
ぎ
ら
か
す
」（
珠
光
）
こ
と
を
狙
う
の
で
は
な
く
、
真
贋
の
光
と
影
を

と
も
に
内
在
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
割�

り�

切�

れ�

ぬ�

対
象
に
こ
そ
割
り
切
ら
ぬ
ま

ま
分�

け�

入�

る�

こ
と
に
異
常
な
執
着
を
示
す
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

同
じ
文
章
の
主
題
で
あ
る
、
オ
コ
ゼ
を
か
た
ど
っ
た
織
部
の
陶
製
パ
イ
プ
（
図

２
）
を
め
ぐ
る
彼
の
思
索
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
る
。
彼
が
一
万
五
千
円
で
購

入
し
、
常
に
座
右
に
置
い
て
い
た

（
６４
）

こ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
オ
ブ
ジ
ェ
は
、「
く
そ

ま
じ
め
に
考
え
た
ら
、
最
高
の
芸
術
品
の
よ
う
に
思
え
た
り
、
ま
た
、
ア
タ
マ

が
ほ
か
へ
行
っ
て
い
た
ら
、
ク
ズ
ほ
ど
に
も
見
え
な
か
っ
た
り

（
６５
）

」
す
る
、
や
は

り
両
義
的
な
代
物
で
あ
る
。
こ
の
パ
イ
プ
の
造
形
、
使
途
、
購
入
ま
で
の
経
緯

な
ど
に
つ
い
て
縷
々
語
っ
た
後
、
彼
は
い
く
ぶ
ん
唐
突
に
ト
ー
ン
を
変
え
て
、

次
の
よ
う
に
書
く
――

こ
の
よ
う
に
、
こ
い
つ
に
つ
い
て
わ
た
し
が
あ
ま
り
に
も
お
喋
り
に
な
り
、
な
お
か
つ
、
あ
ま
り
に
も
こ
だ
わ
る
の
も
、
じ
つ

は
、
こ
い
つ
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
ギ
ブ
ツ
で
は
？
…
…
と
い
う
疑
念
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
か
ら
で
す
。
ギ
ブ
ツ
の
疑
念
が

あ
る
と
い
う
の
は
大
し
た
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
先
刻
の
〔
書
斎
の
机
上
の
〕
湯
呑
茶
碗
や
、
ペ
ン
や
、
イ
ン
キ
壺
に
伍
し
て
、

図２ 織部オコゼ型パイプ（青柳瑞穂旧蔵）
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こ
れ
ば
か
り
が
こ
の
よ
う
に
特
別
に
光
っ
て
見
え
る
の
も
、
そ
の
背
中
に
ギ�

ブ�

ツ�

と�

い�

う�

疑�

念�

の�

光�

背�

を
せ
お
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。
ギ
ブ
ツ
と
い
う
疑
念
が
そ
の
も
の
を
立
派
に
在
ら
し
め
て
い
る
の
で
し
て
、
そ
れ
な
し
に
は
、
ペ
ン
の
よ
う
に
、
イ
ン
キ
壺

の
よ
う
に
、
存
在
す
る
こ
と
の
支
え
が
な
く
な
り
、
在
り
方
が
あ
い
ま
い
に
、
ぼ
や
け
て
し
ま
う
の
で
す
。

ギ
ブ
ツ
の
つ
き
ま
と
わ
な
い
美
術
品
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
だ
か
ら
す
ぐ
れ
た
美
術
品
と
い
う
の
は
、
い
つ
も
ギ�

ブ�

ツ�

の�

暗�

い�

影�

に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
存
在
し
て
い
る
の
で
す

（
６６
）

〔
傍
点
松
原
〕。

瑞
穂
の
眼
を
惹
き
、
そ
の
「
饒
舌
」
を
駆
動
さ
せ
て
い
た
の
は
、
こ
の
オ
コ
ゼ
が
も
つ
両
義
的
な
「
在
り
方
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を

ほ
か
の
日
常
的
な
事
物
か
ら
区
別
し
て
輝
か
せ
て
い
る
の
は
一
種
の
「
光
背
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
贋
作
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
か

ら
生
じ
る
ア
ウ
ラ
で
あ
る
限
り
、
こ
の
「
光
背
」
は
同
時
に
「
暗
い
影
」
で
も
あ
る
。
こ
の
〈
光＝

影
〉
は
、
オ
コ
ゼ
が
主
体
的
に
「
せ

お
っ
て
い
る
」
と
同
時
に
、
オ
コ
ゼ
の
「
存
在
」
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「
支
え
ら
れ
」
て
も
お
り
、
こ
の
意
味
で
、
オ
コ
ゼ
と
相
互
依
存

的
な
関
係
に
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
不
思
議
な
文
章
で
は
あ
る
。
光
と
影
を
同
時
に
宿
す
と
い
う
、
矛
盾
す
る
よ
う
な
陶
製
オ
コ
ゼ
の
存
在
様
態
に
つ
い

て
触
れ
な
が
ら
、
瑞
穂
自
身
は
そ
の
両
義
性
を
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
も
、
意
図
的
に
逆
説
を
弄
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
。
こ

の
あ
た
り
、
常
に
「
構
へ
」
た
青
山
二
郎
の
自
意
識
の
在
り
方
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

フ

ィ

ギ

ュ

ー

ル

こ
こ
で
い
っ
た
ん
骨
董
と
い
う
文
脈
か
ら
離
れ
て
、
古
今
東
西
の
諸
文
化
に
お
け
る
〈
光＝

影
〉
と
い
う
形
象＝

文
彩
の
多
様
な
あ

り
方
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
お
け
る
「
光
背
」
の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
のnim

bus

が
、
本
来
は
雲
、

と
り
わ
け
雨
雲
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
て
お
く
の
は
、
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
（
図
３
）。
そ
れ
は
聖
性
を
翳
ら
せ
る
遮

蔽
物
で
あ
る
が
、
神
的
な
光
が
め
く
る
め
く
過
剰
な
（
不
可
視
の
）
輝
き
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
聖
な
る
存
在
を
知
覚
す
る

－４５０－



こ
と
が
で
き
な
い
、
不
可
欠
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
ご
と
き

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
たnim

bus

の
両
義
性
を
踏

ま
え
て
、
た
と
え
ば
ア
ビ
ラ
の
聖
女
テ
レ
サ
の
よ
う

な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
秘
主
義
者
は
、
聖
三
位
一
体
が

も
つ
逆
説
的
な
可
視
性
を
、「
最
も
明
る
い
雲
」
と

オ
ク
シ
モ
ロ
ン

い
う
撞
着
語
法
に
よ
っ
て
表
現
し
た
の
だ
っ
た

（
６７
）

。「
ク

ズ
」
の
ご
と
き
陶
製
オ
コ
ゼ
と
神
聖
な
三
位
一
体
を

同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
冒
涜
的
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く

ア
ウ
ラ
が
光
と
影
、
明
と
暗
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
混
成
体
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

ま
た
他
方
、
日
本
の
古
語
に
お
け
る
「
か
げ
」
が
、
光
と
影
の
両
方
を
意
味
す
る
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
（
た
と
え
ば
「
つ
き

か
げ
」
が
月
光
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）。
佐
々
木
健
一
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
両
義
性
は
、「
か
げ
」
と
い
う
現
象
を

「
投
影
」
あ
る
い
は
「
反
映
」
と
し
て
考
え
れ
ば
、
十
全
に
理
解
可
能
な
も
の
に
な
る
と
い
う
――

光
か
つ
影
と
い
う
、
矛
盾
と
も
言
え
る
「
か
げ
」
の
根
本
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
一
方
を
肯
定
的
な
も
の
、
他
方
を

否
定
的
な
も
の
と
見
る
、
西
洋
的
（
あ
る
い
は
中
国
的
）
な
二
元
論
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
影
を
無
で
は
な
く
、
存
在
の
一

形
態
と
し
て
の
投
影
と
理
解
し
た
と
き
、
月
影
も
影
も
面
影
も
一
つ
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
観
念
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
６８
）

。

図３ ロレンツォ・ロット《聖三位一体》
１５２０年頃、ベルガモ、サンタレッサ
ンドロ・デッラ・クローチェ聖堂
（ベルガモ、アドリアーノ・ベルナ
レッジ司教区立美術館に寄託）
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こ
こ
で
言
う
「
月
影
」
は
光
、「
影
」
は
影
で
あ
り
、
最
後
の
「
面
影
」
は
心
に
留
ま
る
残
像
を
指
す
。
そ
れ
は
投
射＝

反
映
を
通

じ
て
心
に
直
に
接
触
し
身
体
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
さ
ら
に
佐
々
木
氏
に
よ
れ
ば
、
古
語
の
「
面
影
」
と
は
、
心
の
内
に
刻
印

さ
れ
た
像
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
強
い
想
い
が
外
に
向
か
っ
て
投
影
さ
れ
る
こ
と
で
で
き
る
、「
疑
似
現
実
」
の
ご
と
き
実
体
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
も
指
す
と
い
う

（
６９
）

。「
ギ
ブ
ツ
」
が
瑞
穂
に
と
っ
て
、
一
方
で
は
身
体
に
刻
ま
れ
た
「
傷
」
で
あ
り
、
他
方
で
は
「
新
し
い

美
」
を
め
ぐ
っ
て
見
る
「
夢

（
７０
）

」
が
投
影
あ
る
い
は
実
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
想
起
す
る
な
ら
ば
、
瑞
穂
に
と
っ
て

「
ギ
ブ
ツ
」
性
を
は
ら
ん
だ
骨
董
と
は
、
強
い
「
面
影
」
を
宿
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
〈
光＝
影
〉
の
両
義
性
を
視
覚
的
に
形
象
化
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
さ
ら
に
、
彫
刻
家
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
が
自
作
《
世

界
の
始
ま
り
》
を
撮
影
し
た
写
真
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
か
（
図
４
）。
こ
こ
で
世
界
の
始
原
を
象
徴
す
る
卵
――
そ
の
形

状
や
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
風
情
そ
れ
自
体
オ
コ
ゼ
と
似
て
い
な
く
も
な

い
――
は
、
画
面
上
方
で
「
光
背
を
せ
お
っ
て
い
る
」
と
同
時
に
、

そ
の
存
在
は
画
面
下
部
の「
暗
い
影
に
支
え
ら
れ
」て
も
い
る
。
黒
々

と
し
た
こ
の
濃
い
影
は
、
卵
型
の
彫
刻
が
そ
こ
に
反
映
し
た
結
果
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
同
時
に
（
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
の
表
現
を
借
り
れ
ば
）

「
形
態
が
そ
こ
か
ら
自
分
を
解
き
放
た
ね
ば
な
ら
な
い
負
の
マ
ト
リ

ク
ス

（
７１
）

」
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
当
の
彫
刻
作
品

が
そ
こ
か
ら
放
射
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
起
源
と
も
な
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
こ
こ
で
は
通
常
の
因
果
関
係
は
転
倒
さ
れ
、
影
こ
そ
が
卵
と
い
う

図４ コンスタンティン・ブランクーシ
《世界の始まり》を撮影した写真、
１９２０年頃
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始
源
の
形
態
を
生
み
出
す
、
い
わ
ば
〈
世
界
の
始
ま
り
の
始
ま
り
〉
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
な
り
に
敷
衍

し
て
み
る
な
ら
ば
、
瑞
穂
の
骨
董
愛
好
に
お
け
る
〈
光＝

影
〉
と
し
て
の
「
ギ
ブ
ツ
」
性
と
は
、
こ
の
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
作
品
を
「
支
え
」

る
影
の
ご
と
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
真
作
と
い
う
絶
対
的
な
オ
リ
ジ
ン
か
ら
結
果
的
に
派
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
オ
リ
ジ
ン
に
常

に
随
伴
し
、
そ
こ
に
内
在
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
産
出
し
も
す
る
、
両
義
的
で
逆
説
的
な
「
マ
ト
リ
ク
ス
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

瑞
穂
に
と
っ
て
「
ギ
ブ
ツ
」
の
影
は
同
時
に
光
で
も
あ
り
、
骨
董
の
存
在
を
脅
か
し
つ
つ
そ
れ
を
存
立
さ
せ
て
も
い
る
の
だ
か
ら
、

単
な
る
「
負
」
あ
る
い
は
否
定
性
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
に
お
け
る
「
潜
在
的
な
も
の
」
に
も
比
さ
れ
る

べ
き
何
か
で
あ
る
。
骨
董
に
お
け
る
一
般
的
な
意
味
で
の
贋
作
と
、
瑞
穂
に
と
っ
て
の
「
ギ
ブ
ツ
」
の
関
係
性
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言

ポ
ッ
シ
ブ
ル

ヴ
ィ
ル
チ
ュ
エ
ル

う
「
可
能
的
な
も
の
」
と
「
潜
在
的
な
も
の
」
の
関
係
に
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
７２
）

。
通
常
の
意
味
に

お
け
る
贋
作
は
「
可
能
的
な
も
の
」
に
対
応
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
骨
董
は
贋
作
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。

贋
作
は
真
作
と
の
「
同
一
性
」
を
狙
っ
て
事
後
的
に
「
捏
造
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
実
在
」
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
二

者
択
一
的
な
存
在
様
態
し
か
も
た
な
い
。
そ
れ
が
実
際
に
贋
作
で
あ
る
／
で
な
い
こ
と
が
発
覚
す
れ
ば
、「
可
能
的
な
も
の
」
は
跡
形

も
な
く
消
え
失
せ
る
。
白
洲
の
よ
う
に
正
の
ベ
ク
ト
ル
を
と
ろ
う
と
、
秦
の
よ
う
に
負
の
ベ
ク
ト
ル
を
と
ろ
う
と
、
ま
た
青
山
の
よ
う

に
正
負
の
境
界
を
撹
乱
し
よ
う
と
、「
可
能
的
な
も
の
」
の
論
理
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
変
わ
り
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
瑞
穂

に
と
っ
て
の
「
ギ
ブ
ツ
」
性
と
は
、
そ
れ
が
「
現
実
化
」
す
る
か
し
な
い
か
に
は
関
係
な
く
、
そ
れ
自
体
で
骨
董
の
う
ち
に
常
に
す
で

に
「
実
在
」
す
る
何
も
の
か
で
あ
る
。「
ギ
ブ
ツ
」
性
は
顕
在
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
自
体
は
本

質
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
骨
董
に
常
に
「
影
」
と
し
て
「
潜
在
」
し
、「
異
化＝

分
化
」
を
も
た
ら
し
、
骨
董
に
ま
っ
た
き
多

様
性
を
付
与
す
る
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
潜
在
性
こ
そ
が
骨
董
を
「
立
派
に
在
ら
し
め
」、
し
か
と
「
実
在
」
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
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す
で
に
見
た
よ
う
に
、
瑞
穂
に
と
っ
て
の
理
想
的
な
骨
董
は
、「
ホ
ン
モ
ノ
の
よ
う
で
ニ
セ
モ
ノ
の
よ
う
な
、
ニ
セ
モ
ノ
の
よ
う
で

ホ
ン
モ
ノ
の
よ
う
な
、
そ
ん
な
危
っ
か
し
い
、
あ
い
ま
い
な
奴
」
で
あ
り
、
こ
の
「
あ
い
ま
い
」
さ
を
骨
董
に
与
え
る
の
が
〈
ギ
ブ
ツ

の
潜
在
性
〉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
骨
董
が
「
存
在
す
る
こ
と
の
支
え
が
な
く
な
り
、
在
り
方
が
あ
い
ま
い
に
、
ぼ

や
け
て
し
ま
う
」
類
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
瑞
穂
に
と
っ
て
骨
董
は
、
そ
の
存
在
様
態
が
「
あ
い
ま
い
」
で
あ
る
ほ
ど
、
逆
に
（
逆

説
的
に
）
存
在
感
に
お
け
る
「
あ
い
ま
い
」
さ
は
減
じ
、「
立
派
」
で
確
固
と
し
た
「
実
在
」
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
こ
そ
青
柳
瑞
穂
の
骨
董
愛
好
に
お
け
る
最
後
の
、
そ
し
て
最
大
の
両
義
性
――
「
あ
い
ま
い
」
さ
――
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

註

（
１
）
青
柳
瑞
穂
の
骨
董
愛
好
、
お
よ
び
彼
と
新
佐
野
乾
山
論
争
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
拙
論
を
参
照
。「
共
振
す
る
両
義

性
――
青
柳
瑞
穂
と
骨
董
」『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
第
二
四
巻
第
二
号
、
平
成
二
二
年
、
二
六
九－

三
〇
六
頁
。「「
お
も
し
ろ
い
も

の
」
の
誘
惑
――
青
柳
瑞
穂
と
新
佐
野
乾
山
事
件
」
同
第
二
六
巻
第
二
号
、
平
成
二
四
年
、
四
六
一－

五
〇
九
頁
。

（
２
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
を
参
照
。
谷
口
幸
代
「
川
端
康
成
と
琳
派
――
『
山
の
音
』
と
そ
の
エ
ス
キ
ー
ス
の
背
景
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
語
と

国
文
学
』
第
七
三
巻
第
一
二
号
（
通
巻
八
七
六
号
）、
平
成
八
年
、
三
九－

五
二
頁
。

（
３
）「「
乾
山
」
を
前
に
し
た
つ
ぶ
や
き
集
」『
週
刊
新
潮
』
昭
和
三
七
年
七
月
二
日
号
、
一
九
頁
。
ち
な
み
に
同
誌
に
は
、
井
伏
鱒
二
、
吉
川
英
治
、

竹
山
道
雄
、
宮
田
重
雄
、
石
川
淳
の
感
想
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
川
端
康
成
「
自
慢
十
話
（
一
）
佐
野
新
乾
山
」『
毎
日
新
聞
』
昭
和
三
七
年
八
月
二
日
、
三
面
。
同
「
自
慢
十
話
（
二
）
佐
野
新
乾
山
つ
づ
き
」

同
八
月
三
日
、
三
面
（『
川
端
康
成
全
集
』
第
二
八
巻
、
新
潮
社
、
昭
和
五
七
年
、
一
五
八－

一
六
二
頁
）。

（
５
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
を
参
照
。「
古
美
術
の
／
と
い
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
――
戦
後
の
川
端
文
学
の
一
側
面
」『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論

集
』
第
二
一
号
第
二
号
、
平
成
一
九
年
、
二
六
五－

二
九
七
頁
。

－４５４－



（
６
）
青
柳
い
づ
み
こ
『
青
柳
瑞
穂
の
生
涯
――
真
贋
の
あ
わ
い
に
』（
平
成
一
二
年
）、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
平
成
一
八
年
、
二
七
七
頁
。

（
７
）
青
柳
瑞
穂
「「
佐
野
乾
山
」
を
み
る
」（
昭
和
三
七
年
）、
同
『
古
い
物
、
遠
い
夢
』
新
潮
社
、
昭
和
五
一
年
、
二
七
八－

二
八
二
頁
（
引
用
は
二

八
〇
頁
よ
り
）。

（
８
）「「
佐
野
乾
山
」
発
見
の
波
紋
」『
芸
術
新
潮
』
昭
和
三
七
年
三
月
号
、
九
九－

一
〇
二
頁
（
引
用
は
一
〇
一
頁
）。

（
９
）
青
山
二
郎
「
小
林
秀
雄
と
三
十
年
」（
昭
和
二
六
年
）、『
青
山
二
郎
全
文
集

上
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
成
一
五
年
、
二
一
九－

二
三
九
頁
（
引

用
は
二
二
六
頁
よ
り
）。

（
１０
）
ち
な
み
に
小
林
は
気
に
入
り
の
料
理
屋
に
お
い
て
も
、
誰
よ
り
も
早
く
箸
を
つ
け
て
「
う
ま
い
！
」
と
第
一
声
を
上
げ
た
ら
し
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
那
須
良
輔
「
好
食
相
伴
記
」『
新
潮
』
昭
和
五
八
年
四
月
臨
時
増
刊
、
二
八
二－

二
九
〇
頁
（
特
に
二
八
九
頁
）
を
参
照
。

（
１１
）
小
林
秀
雄
「
真
贋
」（
昭
和
二
六
年
）、『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
十
巻
、
新
潮
社
、
平
成
一
四
年
、
一
九－

三
二
頁
（
引
用
は
二
〇
頁
よ
り
）。

（
１２
）
同
二
三－

二
四
頁
。

（
１３
）
同
二
四
頁
。

（
１４
）
青
山
二
郎
「
拾
万
円
の
鑑
定
料
」（
昭
和
三
二
年
）、『
青
山
二
郎
全
文
集

上
』
前
掲
書
、
一
六
八－

一
六
九
頁
（
引
用
は
一
六
九
頁
）。

（
１５
）
青
柳
瑞
穂
「
陶
製
オ
コ
ゼ
の
在
り
方
」（
昭
和
四
二
年
）、
同
『
壺
の
あ
る
風
景
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
四
五
年
、
二
七－

四
〇
頁
、
引
用
は

三
六
頁
よ
り
（
な
お
、
本
論
で
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
こ
の
重
要
な
テ
ク
ス
ト
の
初
出
は
以
下
の
通
り
。「
陶
製
オ
コ
ゼ
の
在
り
方
――
わ
た
し

の
美
術
鑑
賞
」『
展
望
』
昭
和
四
二
年
六
月
号
、
一
九
二－

一
九
七
頁
）。

（
１６
）
同
三
七
頁
。

（
１７
）
小
林
「
真
贋
」
前
掲
文
、
二
三
頁
。

（
１８
）
同
「
骨
董
」（
昭
和
二
三
年
）、『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
八
巻
、
新
潮
社
、
平
成
一
三
年
、
二
九
〇－

二
九
一
頁
。

（
１９
）
同
「
真
贋
」
前
掲
文
、
二
二
頁
。

（
２０
）
嵐
山
光
三
郎
『
追
悼
の
名
人
』（
平
成
一
一
年
）、
中
公
文
庫
、
平
成
二
三
年
、
五
九
二－

五
九
三
頁
。

（
２１
）
青
柳
瑞
穂
「
鳴
滝
乾
山
の
色
絵
皿
」（
昭
和
四
三
年
）、『
青
柳
瑞
穂

骨
董
の
あ
る
風
景
』
青
柳
い
づ
み
こ
編
、
み
す
ず
書
房
、
平
成
一
六
年
、

四
〇－

五
九
頁
（
引
用
は
四
三－

四
四
頁
）。

（
２２
）
同
四
四
頁
。

（
２３
）
古
美
術
商
の
名
店
に
対
す
る
距
離
感
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
に
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
い
わ
く
、「〔
…
〕
わ
た
し
の
骨
董
道
楽
は
都
会
地
に
な

じ
め
ず
、
と
か
く
草
深
い
田
舎
に
向
い
が
ち
で
あ
る
。
ま
あ
、
せ
い
ぜ
い
自
分
の
な
が
ら
く
住
ん
で
い
る
杉
並
あ
た
り
の
古
道
具
屋
と
い
っ
た
と
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こ
ろ
で
、
つ
い
ぞ
、
今
迄
に
一
流
店
舗
で
物
を
買
っ
た
経
験
を
持
た
ず
に
い
る
」（
同
「
わ
が
骨
董
の
歴
史
」〔
昭
和
二
五
年
〕、『
青
柳
瑞
穂

骨

董
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
一－

一
〇
頁
、
引
用
は
五
頁
）。
あ
る
い
は
い
わ
く
、「
一
流
の
骨
董
店
に
行
け
ば
、
そ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
品
物
は

い
く
ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
特
殊
な
階
級
に
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
――
僕
が
対
象
に
し
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
僕
た
ち

庶
民
の
世
界
で
あ
る
」（
同
「
掘
出
し
と
い
う
こ
と
」、
同
『
さ
さ
や
か
な
日
本
発
掘
』〔
昭
和
三
五
年
〕
講
談
社
文
芸
文
庫
、
平
成
二
年
、
一
六－

二
六
頁
、
引
用
は
一
八
頁
）。

（
２４
）
同
「
あ
る
コ
レ
ク
タ
ー
の
告
白
」（
昭
和
四
二
年
）、『
青
柳
瑞
穂

骨
董
の
あ
る
風
景
』
前
掲
書
、
一
一－

三
九
頁
（
引
用
は
二
〇
頁
）。

（
２５
）
特
別
レ
ポ
ー
ト
「「
佐
野
乾
山
」
を
�
黒
�
に
す
る
謀
略
」『
芸
術
新
潮
』
昭
和
三
七
年
五
月
号
、
一
一
九－

一
二
一
頁
（
特
に
一
二
〇
頁
）。

（
２６
）
青
柳
い
づ
み
こ
前
掲
書
、
二
九
四
頁
。

（
２７
）
授
賞
式
に
出
席
し
た
三
島
由
紀
夫
は
、
当
日
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
――
「〔
昭
和
三
三
年
一
二
月
一
七
日
（
水
）〕
午
後
三
時
、
小

林
秀
雄
氏
の
野
間
賞
授
賞
式
が
東
京
会
館
で
盛
大
に
行
は
れ
、
そ
れ
に
参
列
し
て
、
小
林
氏
の
受
賞
の
挨
拶
の
、
ぶ
つ
き
ら
棒
の
内
に
あ
る
何
と

も
い
へ
な
い
イ
キ
な
味
は
ひ
を
喜
ん
だ
」（
三
島
由
紀
夫
『
裸
体
と
衣
裳
――
日
記
』〔
昭
和
三
四
年
〕、『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
二
八
巻
、
新
潮

社
、
昭
和
五
〇
年
、
一
九－

一
八
二
頁
、
引
用
は
一
二
四
頁
よ
り
）。

（
２８
）
井
伏
鱒
二
・
硲
伊
之
助
・
小
林
秀
雄
「
放
談
八
題
（
座
談
）」（
昭
和
二
五
年
）、『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
九
巻
、
新
潮
社
、
平
成
一
三
年
、
三
七

五－

四
〇
二
頁
（
引
用
は
四
〇
一
頁
）。

（
２９
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
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－

一
四
四
頁
（
特
に
一
一
〇－

一
一
七
頁
）。

（
３０
）
出
品
者
と
出
品
作
品
に
つ
い
て
は
次
の
図
録
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
を
参
照
。『
私
の
あ
つ
め
た
や
き
も
の
展
目
録
』
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
、

昭
和
四
三
年
。

（
３１
）
青
柳
瑞
穂
「「
私
の
あ
つ
め
た
や
き
も
の
」
展
」（
昭
和
四
三
年
）、
同
『
古
い
物
、
遠
い
夢
』
前
掲
書
、
二
九
二－

二
九
四
頁
（
引
用
は
二
九
四

頁
よ
り
）。

（
３２
）
秦
秀
雄
『
目
き
き
の
眼
――
や
き
も
の
の
見
方
』
徳
間
書
店
、
昭
和
三
六
年
、
二
二
七
頁
。

（
３３
）
青
山
二
郎
『
陶
経
』（
昭
和
六
年
）、
同
『
青
山
二
郎
全
文
集

下
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
成
一
五
年
、
二
六
二－

二
六
七
頁
（
引
用
は
二
六

六－

二
六
七
頁
）。
な
お
原
文
に
句
読
点
は
一
切
打
た
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
は
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
文
と
文
の
間
に
ス
ラ
ッ
シ
ュ

を
入
れ
る
。

（
３４
）
嵐
山
光
三
郎
『
文
人
悪
食
』（
平
成
九
年
）、
新
潮
文
庫
、
平
成
一
二
年
、
三
八
七－
三
八
八
頁
。
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（
３５
）
青
山
『
陶
経
』
前
掲
書
、
二
六
四
頁
。

（
３６
）
同
二
六
三
頁
。

（
３７
）
青
山
二
郎
「
朝
鮮
考
」（
昭
和
七
年
）、『
青
山
二
郎
全
文
集

下
』
前
掲
書
、
二
八
一－

二
八
二
頁
。

（
３８
）
同
『
陶
経
』
前
掲
書
、
二
六
二
頁
。

（
３９
）
同
上
。

（
４０
）
同
「
贋
物
と
本
物
に
つ
い
て
」（
昭
和
三
五
年
）、『
青
山
二
郎
全
文
集

上
』
前
掲
書
、
二
〇
一－

二
一
一
頁
（
引
用
は
二
一
〇
頁
）。

（
４１
）
同
「
画
と
小
説
の
手
習
ひ
」（
昭
和
二
八
年
）、『
青
山
二
郎
全
文
集

下
』
前
掲
書
、
一
三
〇－

一
三
五
頁
（
引
用
は
一
三
四
頁
）。

（
４２
）
秦
前
掲
書
、
二
二
四－

二
二
五
頁
。

（
４３
）
宇
野
千
代
に
よ
れ
ば
、
青
山
の
友
人
で
骨
董
の
手
ほ
ど
き
も
受
け
た
野
々
上
慶
一
の
家
に
は
、「
古
九
谷
、
古
九
谷
の
偽
物
だ
と
言
う
こ
と
だ
が
、

本
物
よ
り
も
も
っ
と
好
い
と
い
う
鉢
が
あ
っ
て
、
そ
れ
も
青
山
二
郎
に
貰
っ
た
ん
だ
と
か
、
青
山
二
郎
に
教
え
ら
れ
て
買
っ
た
ん
だ
と
か
言
う
」

（
宇
野
千
代
『
青
山
二
郎
の
話
』〔
昭
和
五
五
年
〕、
中
公
文
庫
、
昭
和
五
八
年
、
七
九－

八
〇
頁
）。

（
４４
）
同
九
〇－

九
一
、
一
二
八
頁
。

（
４５
）
現
代
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
骨
董
新
感
覚
派
」
の
旗
手
で
あ
る
骨
董
商
・
勝
見
充
男
が
、
秦
の
旧
蔵
品
を
多
数
所
蔵
し
、
自
著
の
中
で
頻
繁
に
紹

介
し
て
い
る
の
も
、
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。

（
４６
）
白
洲
正
子
「
珍
品
堂
主
人

秦
秀
雄
」（
昭
和
五
六
年
）、『
白
洲
正
子
全
集
』
第
一
二
巻
、
新
潮
社
、
平
成
一
四
年
、
八
〇－

九
六
頁
。

（
４７
）
同
九
一
頁
。

（
４８
）
同
九
二
頁
。

（
４９
）「
お
茶
室
の
怪
談
『
佐
野
乾
山
』
と
い
う
不
思
議
な
セ
ト
モ
ノ
」『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
昭
和
三
七
年
二
月
二
五
日
号
、
一
四－

一
九
頁
（
特
に
一

八－

一
九
頁
）。「「
佐
野
乾
山
」
発
見
の
波
紋
」『
芸
術
新
潮
』
昭
和
三
七
年
三
月
号
、
九
九－

一
〇
二
頁
（
特
に
一
〇
一
頁
）。

（
５０
）「「
佐
野
乾
山
」
を
�
黒
�
に
す
る
謀
略
」
前
掲
文
、
一
一
九
頁
。

（
５１
）
贋
作
初
期
伊
万
里
事
件
に
つ
い
て
は
主
に
以
下
を
参
照
。「
ニ
セ
初
期
伊
万
里

精
巧
、
完
全
な
姿
で

九
州
か
ら
大
量
に
流
れ
る
」『
毎
日
新

聞
』
昭
和
三
七
年
一
一
月
二
〇
日
、
一
〇
面
。
原
田
政
夫
「
古
伊
万
里
贋
作
事
件
――
当
事
者
の
語
る
真
相
記
」『
芸
術
新
潮
』
昭
和
三
七
年
一

二
月
号
、
一
五
〇－

一
五
三
頁
。「
こ
う
い
う
騙
さ
れ
方
」『
芸
術
生
活
』
昭
和
三
八
年
二
月
号
、
五
八－

六
二
頁
。
白
崎
秀
雄
『
真
贋
――
美
と

欲
望
の
一
一
章
』
講
談
社
、
昭
和
四
〇
年
、
二
二
七－

二
四
一
頁
。「
再
燃
す
る
古
伊
万
里
の
謎
」『
芸
術
新
潮
』
昭
和
四
六
年
一
二
月
号
、
一
〇

六－

一
一
二
頁
。

骨董とその影－４５７－



（
５２
）「
こ
う
い
う
騙
さ
れ
方
」
前
掲
文
、
六
〇
頁
。

（
５３
）
白
洲
前
掲
文
、
九
四
頁
。

（
５４
）
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
白
崎
秀
雄
「
北
大
路
魯
山
人
の
贋
作
」『
芸
術
新
潮
』
昭
和
三
九
年
七
月
号
、
一
一
〇－

一
一
八
頁
。
同
、

前
掲
書
、
一
八
六－

二
〇
三
頁
。
山
田
和
『
知
ら
れ
ざ
る
魯
山
人
』
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
七
年
、
二
八－

五
四
頁
。

（
５５
）
同
三
一
頁
。

（
５６
）
白
洲
正
子
『
器
つ
れ
づ
れ
』
世
界
文
化
社
、
平
成
一
一
年
、
一
〇
二－

一
〇
三
頁
。

（
５７
）
こ
の
文
章
は
以
下
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。『
白
洲
正
子
全
集
』
第
九
巻
、
新
潮
社
、
平
成
一
四
年
、
一
五
八－

一
六
七
頁
。

（
５８
）
同
一
五
九
頁
。

（
５９
）
こ
れ
は
同
文
が
『
芸
術
新
潮
』
一
九
九
一
年
一
一
月
号
（
特
集
「
贋
作
戦
後
美
術
史
」）
五
八－

六
〇
頁
に
再
掲
さ
れ
た
際
に
付
さ
れ
た
表
題
で

あ
る
。

（
６０
）
同
一
六
七
頁
。

（
６１
）
こ
れ
は
秦
に
つ
い
て
青
山
二
郎
が
論
じ
た
テ
ク
ス
ト
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
青
山
二
郎
「
悪
癖
」（
昭
和
二
九
年
）、『
青
山
二
郎
全
文
集

上
』

前
掲
書
、
三
四
九－

三
六
〇
頁
。

（
６２
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「「
お
も
し
ろ
い
も
の
」
の
誘
惑
」
前
掲
拙
論
、
四
九
六－

四
九
七
頁
を
参
照
。

（
６３
）
青
柳
瑞
穂
「
陶
製
オ
コ
ゼ
の
在
り
方
」
前
掲
文
、
三
八－

三
九
頁
。

（
６４
）
青
柳
い
づ
み
こ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
パ
イ
プ
は
瑞
穂
の
書
き
も
の
机
の
横
に
置
か
れ
た
、
サ
イ
ド
テ
ー
ブ
ル
代
わ
り
の
丸
い
盆
（
李
朝
の
膳
？
）
の

上
に
、
壊
れ
た
万
年
筆
や
古
い
印
、
寛
永
通
宝
、
蝉
の
形
を
し
た
文
鎮
な
ど
と
も
に
雑
然
と
場
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
風
情
は
「
古
道
具
屋
の
店

先
が
そ
の
ま
ま
移
動
し
て
き
た
よ
う
だ
っ
た
」
と
い
う
（
青
柳
い
づ
み
こ
前
掲
書
、
三
七
五
頁
）。

（
６５
）
青
柳
瑞
穂
「
陶
製
オ
コ
ゼ
の
在
り
方
」
前
掲
文
、
三
一
頁
。

（
６６
）
同
三
五－

三
六
頁
。

（
６７
）
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
Ｉ
・
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
『
幻
視
絵
画
の
詩
学
――
ス
ペ
イ
ン
黄
金
時
代
の
絵
画
表
象
と
幻
視
体
験
』
松
井
美
智
子
訳
、
三
元
社
、
平

成
二
一
年
、
一
一
八－

一
二
五
頁
。

（
６８
）
佐
々
木
健
一
『
日
本
的
感
性
――
触
覚
と
ず
ら
し
の
構
造
』
中
公
新
書
、
平
成
二
二
年
、
二
五
九－

二
六
〇
頁
。

（
６９
）
同
四
七－

四
九
頁
。

（
７０
）
青
柳
瑞
穂
「
に
せ
も
の
・
ほ
ん
も
の
」『
群
像
』
昭
和
三
四
年
一
一
月
号
、
二
一
八－

二
二
二
頁
（
引
用
は
二
二
一
頁
よ
り
）。

－４５８－



（
７１
）
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
、
二
四
七－

二
五
四
頁
。

（
７２
）
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
差
異
と
反
復
』
財
津
理
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
平
成
四
年
、
三
一
五
、
三
一
八－

三
二
〇
頁
。

骨董とその影－４５９－




