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│
│

山

本

歩

一
、
問
題
点
の
整
理

田
山
花
袋
の
『
白
紙
』
は
明
治
四
十
二
年
一
月
の
「
早
稲
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
た
ご
く
短
い
小
説
で
あ
る
。
花
袋
に
と
っ
て
明
治
四

十
二
年
は
『
蒲
団
』
で
自
然
主
義
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、『
生
』
で
さ
ら
な
る
脚
光
を
浴
び
、
そ
し
て
ま
た
『
妻
』『
田
舎
教

師
』
の
刊
行
を
控
え
た
意
欲
に
富
ん
だ
時
期
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
自
然
主
義
文
学
そ
の
も
の
の
ピ
ー
ク
で
も
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
発
表
さ
れ
た
『
白
紙
』
は
と
言
え
ば
、
一
見
し
て
自
然
主
義
的
要
素
は
薄
く
、「
色
情
狂
に
な

っ
た
あ
る
文
学
者
の
日
記
の
中
か
ら
出
た
反
古
の
数
々
」
と
前
置
き
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
ひ
た
す
ら
に
、
書
か
れ
た
「
文
学
者
」
の
内
面

を
提
示
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
見
し
て
自
然
主
義
的
な
要
素
は
薄
い
。

今
、
我
々
は
こ
の
作
品
を
論
じ
て
い
く
上
で
、
幾
つ
か
の
問
題
点
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
後
々
言
及
す
る
便
利
を
鑑
み
、
こ
の
自
然
主

義
的
側
面
の
薄
さ
か
ら
生
じ
る
成
立
へ
の
疑
問
、『
白
紙
』
は
何
を
背
景
に
書
か
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
、
問
題
Ａ
と
呼
び
た
い
。
以

下
、
本
論
で
述
べ
得
る
問
題
に
対
し
て
、
同
様
に
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
し
て
い
き
た
い
。

さ
て
、
同
時
代
評
で
は
、「
時
事
新
報

文
芸
週
報
」
が
「
二
葉
亭
の
訳
し
た
『
血
笑
記
』
を
思
出
さ
せ
る
よ
う
な
作
」⑴
、「
帝
国
文
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学
」
が
、何

だ
か
ア
ン
ド
レ
エ
エ
フ
の
短
編
に
で
も
あ
り
そ
う
な
気
が
す
る
。
終
の
方
に
、「
無
数
な
大
き
な
腹
が
其
処
に
も
此
処
に
も
眼

に
附
く
」
と
あ
る
の
を
読
ん
で
、
た
し
か
血
笑
記
の
中
に
暗
闇
の
裡
に
無
数
の
死
人
の
足
が
白
く
見
え
る
と
か
い
う
よ
う
な
事
の
書

い
て
あ
っ
た
の
を
想
出
し
た
が
、
こ
れ
は
ア
ン
ド
レ
エ
エ
フ
の
方
が
感
じ
が
好
い
。⑵

と
し
て
、
象
徴
主
義
文
学
と
し
て
注
目
さ
れ
た
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
『
血
笑
記
』（
原
題
『Красный

смех

』
一
九
〇
四
年
。
日
本
で
は

明
治
四
十
一
年
八
月
に
二
葉
亭
四
迷
訳
で
刊
行
）
と
関
連
付
け
ら
れ
た
。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、『
血
笑
記
』
終
盤
に
登
場

す
る
幻
覚
で
、
大
地
か
ら
無
数
に
湧
く
死
骸
の
足
の
裏
が
「
微
白
」⑶
い
と
い
う
シ
ー
ン
で
、
幻
覚
と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
さ
ほ
ど
『
白

紙
』
と
の
関
連
性
は
な
い
。
む
し
ろ
『
血
笑
記
』
と
の
比
較
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、「
白
紙
」
と
い
う
も
の
に
関
す
る
記
述
だ
。

「
沢
山
お
書
き
な
さ
い
。
ペ
ン
も
乾
い
た
の
じ
ゃ
な
い
、
│
│
生
々
し
い
人
間
の
血
潮
を
含
ん
で
い
る
。
原
稿
も
白
紙
の
よ
う
に
見

え
よ
う
が
、
其
方
が
寧
ろ
好
い
。
何
も
書
い
て
な
い
だ
け
に
無
気
味
で
、
聡
明
な
人
達
が
種
々
な
事
を
書
立
て
る
よ
り
も
、
戦
争
や

理
性
に
付
い
て
多
く
を
語
る
。
お
書
き
な
さ
い
、
お
書
き
な
さ
い
、
沢
山
お
書
き
な
さ
い
。」⑷

『
血
笑
記
』
で
は
「
白
紙
」
は
む
し
ろ
「
戦
争
や
理
性
に
付
い
て
多
く
を
語
る
」
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
戦
争
の
た
め
に
精

神
に
異
常
を
来
し
た
兄
（
正
確
に
は
そ
の
幻
影
）
の
手
に
よ
る
「
白
紙
」
で
あ
る
か
ら
だ
が
、
狂
人
の
作
り
出
す
白
紙
が
、「
種
々
な
事

を
書
立
て
る
よ
り
も
」
か
え
っ
て
「
多
く
を
語
る
」
と
す
る
考
え
は
花
袋
の
『
白
紙
』
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。『
白
紙
』
に

お
い
て
「
白
紙
」
は
「
恐
ろ
し
い
」「
何
ん
な
こ
と
で
も
書
い
て
あ
る
方
が
ま
だ
し
も
好
い
」
と
さ
れ
る
。「
白
紙
」
が
「
空
虚
」
を
連
想

さ
せ
る
か
ら
だ
が
、
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
「
書
い
て
あ
る
」
こ
と
の
限
定
性
よ
り
も
、「
白
紙
」
の
「
無
限
無
窮
」
性
が
恐
ろ
し
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
肉
の
問
題
」
に
つ
い
て
「
無
限
」
に
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
語
る
か
ら
こ
そ
、「
恐
ろ
し
い
」
の
で
あ
る
。『
血
笑
記
』
で

は
「
戦
争
や
理
性
」
の
問
題
が
、「
語
」
り
、
解
き
明
か
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
「
白
紙
」
を
肯
定
的
に
捉
え
る
の
だ
が
、『
白

紙
』
は
「
肉
の
問
題
」
が
「
語
」
る
べ
き
で
な
い
も
の
、
常
人
が
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
「
狂
」
気
で
あ
る
た
め
に
「
白
紙
」
は
「
恐
ろ

田
山
花
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白
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し
」
さ
の
対
象
と
な
る
。
こ
う
し
た
白
紙
の
「
無
限
」
性
に
お
い
て
両
者
に
共
通
点
が
見
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
評
者
の
感
じ
た

類
似
も
間
違
い
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
『
白
紙
』
に
は
象
徴
主
義
文
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
狂
気
」
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
何
う
し
て
も
健
全
者
の
書

い
た
発
狂
日
記
で
あ
る
、
之
れ
位
で
は
ま
だ
発
狂
さ
れ
ま
い
」
と
い
う
厳
し
い
同
時
代
評
⑸
も
見
受
け
ら
れ
る
。
で
は
こ
れ
を
単
に
象
徴

主
義
の
稚
拙
な
模
倣
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。『
白
紙
』
に
見
ら
れ
る
「
狂
気
」
は
ど
の
よ
う
な
狙
い
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
疑
問
を
問
題
点
Ｂ
と
し
た
い
。

同
時
代
評
に
み
た
び
注
目
す
る
と
、
先
述
「
帝
国
文
学
」
で
は
「
小
説
と
い
う
よ
り
は
小
品
と
し
て
読
者
に
多
少
の
興
味
を
与
え
る
」

と
も
評
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
無
論
花
袋
は
こ
れ
を
「
小
説
」
と
し
て
書
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
雑
誌
上
で
小
説
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

た
以
上
に
、
こ
う
評
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
花
袋
の
小
説
集
で
あ
る
『
花
袋
集
第
二
』
に
収
録
さ
れ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
。
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
花
袋
の
直
近
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
然
主
義
の
書
き
振
り
か
ら
は
些
か
外
れ
た
こ
の
『
白
紙
』
が
、
花
袋
に
お
い
て
ど
う

「
小
説
」
た
り
得
た
の
か
、
そ
れ
を
考
察
し
て
お
く
こ
と
は
、
彼
の
小
説
観
を
我
々
が
知
る
意
味
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
説
観
を

本
論
で
は
問
題
点
Ｃ
と
す
る
。

今
ひ
と
つ
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
書
誌
情
報
で
あ
る
。『
白
紙
』
は
四
十
二
年
三
月
の
『
花
袋
集
第
二
』
に
収
録
さ
れ

る
に
あ
た
っ
て
、
末
尾
の
次
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
其
日
新
聞
は
某
氏
の
発
狂
を
報
じ
た
。
某
氏
は
、
お
茶
の
水
水
道
橋
間
の
電
車
の
中
で
、
腰
を
掛
け
て
居
た
美
し
い
妙
齢
の
処
女

の
前
に
、
づ
か
づ
か
と
進
ん
で
、
突
然
其
手
を
握
り
占
め
た
。
続
い
て
抱
附
こ
う
と
す
る
処
を
人
々
か
ら
抱
と
め
ら
れ
た
…
…
）

「
帝
国
文
学
」
で
「
最
後
に
あ
る
括
弧
中
の
説
明
は
無
い
方
が
宜
か
ろ
う
と
思
う
」
と
評
さ
れ
た
こ
と
に
首
肯
す
る
よ
う
な
形
で
の
改
稿

で
あ
る
。

ま
た
『
花
袋
集
第
二
』
か
ら
平
成
七
年
三
月
の
『
定
本
花
袋
全
集

第
二
十
三
巻
』
に
収
録
さ
れ
る
際
、「
…
…
」
と
い
う
約
物
が
削

田
山
花
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『
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の
「
小
説
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減
さ
れ
た
よ
う
だ
。
初
出
、
並
び
に
『
花
袋
集
第
二
』
に
お
け
る
『
白
紙
』
で
は
文
章
中
に
三
点
リ
ー
ダ
「
…
」
が
登
場
す
る
際
、
基
本

的
に
は
四
つ
打
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
『
花
袋
集
第
二
』
の
そ
の
他
の
作
品
に
お
い
て
「
…
」
が
ほ
と
ん
ど
の
場
合
二
つ
分
し

か
打
た
れ
て
い
な
い
こ
と
を
見
る
と
、
明
ら
か
に
意
図
的
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
最
も
顕
著
な
部
分
と
し
て
、

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
駄
目
だ
、
駄
目
だ
、
駄
目
だ
。
己
は

敗
北
し
た
。

こ
の
四
十
八
の
「
…
」
は
『
定
本
』
で
は
省
略
さ
れ
、

…
…
駄
目
だ
、
駄
目
だ
、
駄
目
だ
。
己
は
敗
北
し
た
。

と
な
っ
て
い
る
。

本
論
で
は
、
や
は
り
花
袋
生
前
に
出
さ
れ
た
初
出
版
お
よ
び
『
花
袋
集
』
版
の
表
現
を
重
視
し
た
い
。
と
な
れ
ば
問
題
と
な
る
の
は

「
…
」
の
み
な
ら
ず
、
氾
濫
と
も
言
え
る
ほ
ど
に
作
中
に
登
場
す
る
「
│
│
」「
？
」「
！
」
と
い
っ
た
約
物
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
が

『
白
紙
』
の
特
徴
と
言
っ
て
よ
い
。

二
、
自
然
主
義
へ
の
揶
揄

花
袋
が
明
治
四
十
一
年
七
月
に
書
い
た
作
品
に
『
不
安
』
が
あ
る
。
こ
の
四
十
一
年
頃
、
花
袋
は
身
体
的
に
は
脚
気
、
精
神
的
に
は
鬱

に
近
い
状
態
に
あ
っ
た
。
正
確
に
は
同
年
五
月
の
『
一
家
の
主
人
』
に
も
漠
然
と
し
た
不
安
が
登
場
し
、『
不
安
』『
白
紙
』
を
経
て
『
拳

銃
』（
四
十
二
年
四
月
）『
罠
』（
四
十
二
年
十
月
）
ま
で
、
不
安
・
煩
悶
を
主
題
と
し
て
扱
っ
て
い
く
。

『
不
安
』
で
主
要
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
は
、
何
ら
罪
悪
を
犯
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
社
会
か
ら
罪
人
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
不
安
で
あ
る
。「
四
」
で
は
「
曽
て
関
係
し
た
女
」
の
「
死
骸
」
が
荷
物
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

田
山
花
袋
『
白
紙
』
の
「
小
説
作
法
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妄
想
に
と
ら
わ
れ
、
そ
れ
が
自
身
を
「
社
会
的
自
殺
」
に
追
い
込
む
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
に
至
る
。「
人
殺
」
↓
「
色
情
狂
」
↓

「
死
骸
」
の
所
持
、
と
い
う
風
に
展
開
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
内
「
色
情
狂
」、
す
な
わ
ち
「
三
」
の
部
分
、

女
の
白
い
腕
が
何
だ
。
女
の
臭
い
髪
が
何
だ
。
女
の
柔
か
い
肌
が
何
だ
。
世
の
中
に
は
色
盲
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
同
時
に
、
色
情

狂
と
謂
う
こ
と
が
あ
る
。
貴
様
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
奴
は
千
人
に
一
人
、
萬
人
に
一
人
も
無
い
。
皆
な
平
々
凡
々
に
暮
ら
し
て

居
る
。

こ
う
し
た
箇
所
を
膨
ら
ま
せ
た
も
の
が
『
白
紙
』
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。『
不
安
』
の
、

群
集
が
自
分
を
取
囲
む
。
罵
る
声
が
騒
々
し
く
四
辺
に
聞
え
る
、
丈
の
高
い
大
男
が
拳
骨
を
振
上
げ
て
自
分
を
撲
る
。『
こ
ん
な
奴

は
撲
り
殺
し
て
了
え
！
』『
風
上
に
置
け
な
い
馬
鹿
者
だ
！
』『
色
狂
』
な
ど
と
さ
ま
ざ
ま
な
罵
倒
が
耳
に
入
る
。

と
罵
ら
れ
る
妄
想
は
、『
白
紙
』
の
削
除
さ
れ
た
末
尾
に
も
符
号
す
る
。『
不
安
』
で
は
「
色
情
狂
」
扱
い
さ
れ
る
こ
と
と
、
殺
人
容
疑
を

「
不
安
」
の
核
と
し
て
い
る
が
、『
白
紙
』
で
は
犯
罪
の
原
因
に
「
肉
の
問
題
」
が
置
か
れ
て
い
る
。

な
ぜ
「
肉
」
が
問
題
視
さ
れ
た
の
か
。
花
袋
自
身
の
「
肉
」
へ
の
問
題
意
識
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
四
十
一
年
か
ら
四
十
二
年
に
か
け
て

書
か
れ
た
作
品
、
殊
に
『
不
安
』
と
『
白
紙
』
の
背
景
に
は
、
自
然
主
義
作
家
が
ま
さ
に
「
色
情
狂
」
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
時
事
が
関
わ

り
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
が
、
問
題
点
Ａ
を
解
く
手
が
か
り
で
あ
る
。

明
治
四
十
一
年
二
月
、
生
田
葵
山
が
「
都
会
」
を
掲
載
し
た
「
文
芸
倶
楽
部
」
が
「
風
俗
壊
乱
」
と
し
て
発
禁
に
処
さ
れ
た
。
主
人
公

の
上
官
が
、
主
人
公
の
妻
に
言
い
寄
る
と
い
う
内
容
が
「
姦
通
」
で
あ
り
「
卑
猥
」
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
葵
山
と
、「
文
芸
倶

楽
部
」
編
集
者
兼
発
行
人
で
あ
る
石
橋
思
案
の
起
訴
が
話
題
を
呼
ん
で
い
る
。
第
一
審
は
同
年
二
月
二
十
七
日
、
東
京
地
方
裁
判
所
で
行

わ
れ
て
い
る
。
葵
山
は
、
作
中
人
物
は
情
事
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
三
月
五
日
の
判
決
で
葵
山
二
〇
円
、
思
案
四
〇
円

（
編
集
者
で
あ
り
発
行
人
で
あ
っ
た
た
め
、
二
件
の
違
反
を
犯
し
た
扱
い
）
の
罰
金
を
科
せ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
控
訴
に
よ
る
第
二
審

（
六
月
二
十
七
日
）
で
は
弁
護
人
（
渡
辺
雨
山
、
宮
島
五
丈
原
、
平
出
露
花
）
が
美
学
者
文
学
者
（
大
塚
保
次
、
島
村
抱
月
、
夏
目
漱
石

田
山
花
袋
『
白
紙
』
の
「
小
説
作
法
」

四
五



を
要
請
）
に
よ
る
鑑
定
の
必
要
を
弁
じ
た
が
退
け
ら
れ
、
七
月
四
日
棄
却
と
な
っ
た
。⑹

花
袋
が
編
集
長
を
努
め
る
「
文
章
世
界
」
で
は
同
年
三
月
、
特
集
と
し
て
「
肉
欲
描
写
に
つ
い
て
」
を
扱
っ
た
。
執
筆
者
は
徳
富
蘇
峰

（「
明
か
に
外
道
で
あ
る
」）、
山
路
愛
山
（「
小
説
は
道
徳
書
で
は
な
い
か
ら
」）、
三
宅
雪
嶺
（「
露
骨
が
漸
時
婉
曲
に
な
る
」）
で
あ
る
。

蘇
峰
は
自
然
主
義
そ
の
も
の
を
否
定
し
、
愛
山
は
肉
欲
も
人
間
の
一
面
で
あ
る
か
ら
司
法
が
大
袈
裟
に
騒
ぐ
必
要
の
な
い
こ
と
を
述
べ
、

雪
嶺
は
検
閲
は
行
う
べ
き
だ
が
肉
欲
描
写
は
そ
れ
に
合
わ
せ
婉
曲
的
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
予
想
し
た
。
共
通
す
る
の
は
誰
も
検
閲
を

批
判
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
文
芸
倶
楽
部
」
発
禁
直
後
に
出
版
社
側
が
批
判
記
事
を
容
認
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
が

（
教
育
雑
誌
の
側
面
を
持
つ
「
文
章
世
界
」
で
は
な
お
さ
ら
）、
こ
う
し
た
態
度
は
当
時
の
作
家
に
一
般
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
三
月
に
は
続
い
て
森
田
草
平
と
平
塚
明
子
（
後
の
ら
い
て
う
）
の
心
中
事
件
が
「
自
然
主
義
の
高
潮
」（
朝
日
新
聞
）
と
い

う
見
出
し
で
報
道
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
自
然
主
義
が
「
性
欲
満
足
主
義
」
と
同
義
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
自
然
主
義
作
家
が
性

愛
、
こ
と
に
イ
ン
モ
ラ
ル
な
肉
欲
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
前
後
し
て
池
田
亀
太
郎
の
女
風
呂
の
覗
き
、
並
び
に
婦
女
暴
行

殺
人
事
件
、
世
に
言
う
「
出
歯
亀
事
件
」
が
発
生
。
先
述
の
論
調
に
乗
る
形
で
池
田
の
犯
行
と
自
然
主
義
が
結
び
付
け
ら
れ
る
。
か
く
し

て
自
然
主
義
は
「
出
歯
亀
主
義
」
と
揶
揄
さ
れ
、
性
欲
の
絡
む
事
件
の
原
因
が
自
然
主
義
流
行
に
求
め
ら
れ
て
い
く
。

「
朝
日
新
聞
」
が
殊
更
自
然
主
義
を
ゴ
シ
ッ
プ
と
結
び
付
け
異
常
な
も
の
と
し
て
扱
っ
た
の
は
、
あ
る
い
は
こ
の
時
期
、
花
袋
の
『
生
』

を
掲
載
し
、「
自
然
主
義
雑
評
」
な
ど
で
自
然
主
義
を
評
価
し
て
い
た
「
読
売
新
聞
」
に
対
抗
す
る
意
味
合
い
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
新
聞
記
事
が
民
衆
に
自
然
主
義＝
「
色
情
狂
」
と
い
う
図
式
を
植
え
付
け
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。

『
不
安
』
及
び
『
白
紙
』
は
こ
う
し
た
自
然
主
義
（
作
家
）＝

性
欲
満
足
主
義＝

風
俗
壊
乱
と
い
う
風
潮
を
受
け
た
も
の
と
言
え
、
殊
に

『
白
紙
』
は
よ
り
「
肉
の
問
題
」
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
、
自
然
主
義
を
取
り
巻
く
言
説
と
具
体
的
に
向
き
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
『
白
紙
』
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。「
反
古
」
の
書
き
手
で
あ
る
文
学
者
は
「
肉
の
問
題
」
を
「
総
て
の
悲
劇
」
の
原
因
だ
と
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す
る
。
過
剰
な
ま
で
に
性
欲
を
問
題
視
し
、「
新
聞
」
に
出
た
「
不
倫
の
行
為
」
を
取
り
上
げ
た
上
で
「
蒲
団
と
血
」
と
い
う
言
葉
を
持

ち
出
す
。
こ
の
「
蒲
団
」
は
花
袋
の
代
表
作
『
蒲
団
』
を
連
想
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
意
図
的
で
、
自
然
主
義
的
な
、
と
言
う
よ
り

も
肉
欲
の
香
り
付
け
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
削
除
さ
れ
た
末
尾
に
「
電
車
」「
処
女
」
が

用
い
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
自
身
の
短
編
『
少
女
病
』
を
連
想
さ
せ
る
目
的
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
総
て
」
を
肉
欲
の
帰
結
と
見
な
す
、
肉

欲
第
一
主
義
と
も
言
う
べ
き
文
学
者
は
、
明
ら
か
に
過
剰
に
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
文
学
者
は
ど
う
や
ら
「
恋
人
」
を
亡
く
し
て
い
る
が
、
愛
欲
と
死
が
自
然
主
義
に
つ
い
て
回
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

森
田
・
平
塚
の
心
中
事
件
の
記
事
を
見
て
も
わ
か
る
。「
短
刀
」
で
妊
婦
を
襲
う
妄
想
も
、
出
歯
亀
事
件
を
思
わ
せ
る
。「
総
て
の
殺
傷
」

が
「
肉
の
問
題
」
か
ら
起
こ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
愛
欲
↓
死
・
殺
傷
、
と
い
う
構
図
が
文
学
者
の
頭
の
中
に
あ
る
。
だ
が
こ

の
構
図
は
、
ま
さ
し
く
当
時
自
然
主
義
を
取
り
巻
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
愛
欲
↓
死
が
す
ぐ
さ
ま
自
然
主
義
に
結
び

付
け
ら
れ
た
こ
と
に
似
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、『
白
紙
』
本
来
の
眼
目
が
「
肉
の
問
題
」
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
自
然
主
義＝

性
欲
満
足
主
義
な
ど
と
い
う
攻
撃

は
極
め
て
低
レ
ベ
ル
な
も
の
で
あ
っ
て
、
花
袋
は
積
極
的
に
反
論
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
マ
ス
コ
ミ
の
自
然
主
義
観
に
潜
む
、
よ
り
根

本
的
な
問
題
に
花
袋
は
気
づ
い
て
い
た
。
そ
れ
は
大
衆
が
、
少
な
く
と
も
大
衆
を
扇
動
す
る
一
部
の
マ
ス
コ
ミ
が
、
文
学
作
品
を
、
そ
の

題
材
や
描
写
の
不
道
徳
性
に
よ
っ
て
非
難
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
不
道
徳
的
な
描
写
や
取
材
を
す
る
〈
意
義
〉
を
評

価
す
る
土
台
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
花
袋
が
憂
え
た
の
は
そ
こ
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

三
、「
狂
」
の
意
味
合
い

本
来
、
花
袋
は
当
然
、
自
然
主
義
作
家
が
「
色
情
狂
」
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
し
、
自
然
主
義
は
「
肉
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の
問
題
」
ば
か
り
を
扱
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
し
め
な
け
れ
ば
「
不
安
」
は
解
消
さ
れ
な
い
は
ず
だ
。
に
も
関
わ
ら
ず
な
ぜ
『
白

紙
』
は
冒
頭
に
「
肉
の
問
題
」
を
掲
げ
、
主
人
公
を
「
色
情
狂
に
な
っ
た
」
と
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

検
閲
に
対
す
る
挑
戦
、
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
花
袋
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
（
他
の
作
家
の
大
多
数
に
同

じ
く
）
検
閲
に
対
し
て
は
穏
健
派
で
あ
っ
た
。
花
袋
が
向
き
合
っ
た
の
も
司
法
で
は
な
く
、
そ
の
判
決
を
受
け
て
短
絡
的
に
自
然
主
義
を

揶
揄
す
る
、
マ
ス
コ
ミ
な
い
し
世
間
の
方
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
〈
反
論
〉
や
〈
反
発
〉
で
は
な
い
。

そ
れ
は
一
面
、
自
ら
に
及
び
か
ね
な
い
悪
評
を
も
種
に
し
て
し
ま
う
作
家
的
態
度
の
表
れ
で
あ
り
、
そ
し
て
花
袋
の
目
的
は
、
逆
説
的

な
物
言
い
に
な
る
が
、
作
家
が
「
色
情
狂
」
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
作
中
の
文
学
者
と
花
袋
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
む
し
ろ
『
白
紙
』
に
お
け
る
よ
う
な
問
題
提
起
を
、
客
観
化
し
批
判
す

る
視
座
を
も
獲
得
し
て
い
る
。
明
治
四
十
二
年
七
月
の
『
小
説
作
法
』
に
よ
れ
ば
、

女
は
嘘
を
つ
く
と
男
は
よ
く
言
う
。
又
、
女
は
だ
ま
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
言
う
。
け
れ
ど
、
考
え
て
見
る
と
、
嘘
を
つ

く
の
で
も
な
け
れ
ば
、
だ
ま
さ
れ
て
居
る
の
で
も
な
く
っ
て
、
女
が
矢
張
解
ら
な
い
か
ら
だ
と
思
う
。⑺

男
が
女
に
対
し
て
抱
く
疑
惑
の
念
は
、
異
性
の
内
面
を
本
質
的
に
は
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
決
し
て
女
が
「
嘘
を
付
」
い
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。『
小
説
作
法
』
の
記
述
が
、
教
育
者
と
し
て
達
観
を
装
っ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、「
女
は
嘘
を
つ
く
と
男
は
よ
く
言
う
」

こ
と
に
対
し
て
異
を
唱
え
る
視
座
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
少
な
く
と
も
女
性
へ
の
疑
惑
に
つ
い
て
は
、
花
袋
が
『
白
紙
』

の
文
学
者
と
は
異
な
る
見
解
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
作
中
、
文
学
者
は
「
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ヒ
」（
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
）
を
持
ち
出
し
称
揚
す
る
が
、
花
袋
は
こ
の
頃
、
ス
ト
リ
ン

ド
ベ
リ
に
つ
い
て
「
女
性
を
わ
ざ
と
引
下
げ
て
卑
し
く
し
て
い
る
」⑻
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
は
「
わ
ざ
と
」
女

性
を
蔑
ん
で
書
い
て
い
る
と
見
て
お
り
、
や
は
り
こ
の
文
学
者
と
作
者
花
袋
の
間
に
は
距
離
が
存
在
す
る
。
文
学
者
は
か
な
り
極
端
な
考

え
を
持
っ
た
人
物
な
の
で
あ
っ
て
、
畢
竟
こ
の
小
説
は
「
肉
の
問
題
」
に
つ
い
て
の
思
弁
を
眼
目
と
し
て
い
な
い
。
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こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
る
と
、
花
袋
は
自
然
主
義
を
過
剰
に
性
欲
・
肉
欲
と
結
び
付
け
、
風
俗
壊
乱
の
原
因
と
見
る
世
相
を
受
け
る
形

で
、
あ
え
て
「
肉
の
問
題
」
へ
の
言
及
を
行
っ
た
。
し
か
し
『
白
紙
』
が
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
「
肉
の
問
題
」
そ
の
も
の
で

は
な
い
。

で
は
『
白
紙
』
の
本
質
と
は
何
か
。
そ
れ
は
正
し
く
問
題
点
Ｂ
に
関
わ
る
。「
色
情
狂
」
と
さ
れ
る
人
物
が
、
お
よ
そ
外
部
の
目
に
触

れ
え
な
い
「
日
記
」
の
「
反
古
」
で
「
肉
の
問
題
」
を
語
り
、
そ
れ
が
狂
気
へ
と
進
行
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
の
形
式
そ
の
も
の
を
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
問
題
点
Ｂ
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。『
白
紙
』
の
後
半
部
は
、
女
性
に
つ
い
て
考
え
る
あ
ま
り
に
、
ダ
ッ
シ
ュ
や
白

紙
に
ま
で
神
経
を
苛
立
た
せ
る
記
述
が
示
さ
れ
、
や
が
て
「
？
」
と
ダ
ッ
シ
ュ
と
い
う
約
物
で
締
め
ら
れ
る
、「
狂
」
の
進
行
が
描
か
れ

て
い
る
。
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
は
「
色
情
」
で
は
な
く
「
狂
」
の
部
分
な
の
だ
。

こ
の
「
狂
」
が
象
徴
主
義
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
花
袋
は
自
然
主
義
に
親
し
む
一
方
で
、
象
徴
主
義
に
も
興
味
を
寄
せ
て

い
た
。
明
治
三
十
五
年
九
月
の
「
西
花
余
香
」（「
太
平
洋
」
に
連
載
）
で
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
派
の
運
動
は
、
主
観
も
主
観
、
極
端
の
主
観
説
で
、
所
謂
写
真
主
義
客
観
主
義
か
ら
は
太
く
そ
の
趣
を
異
に
し
て
居
る
。（
自

然
主
義
は
多
少
の
影
響
を
与
て
居
る
け
れ
ど
）
こ
の
派
の
言
う
所
に
よ
る
と
、
常
識
と
か
普
通
と
か
は
更
に
芸
術
の
至
重
の
要
約
と

は
為
ら
ぬ
の
で
、
詩
人
は
何
で
も
過
敏
な
る
神
経
、
聡
明
な
る
耳
、
事
物
以
上
に
あ
る
者
を
見
る
眼
、
神
秘
の
あ
る
者
を
観
破
す
る

力
な
ど
を
持
っ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
略
）

従
っ
て
、
こ
の
派
の
作
者
に
は
狂
気
と
い
う
こ
と
が
い
つ
も
伴
う
。（
略
）
則
ち
、
か
れ
等
は
冥
捜
煩
悶
の
結
果
、
そ
の
主
観
の
情

を
逞
う
し
、
そ
の
神
経
を
い
よ
い
よ
過
敏
な
ら
し
め
、
狂
に
至
ら
ず
ん
ば
止
ま
ざ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
狂
的
作
品
、
こ
れ

が
最
高
の
芸
術
で
あ
る
、
と
、
か
れ
等
は
信
じ
て
居
る
の
で
あ
る
。⑼

こ
の
象
徴
主
義
作
家
へ
の
理
解
は
重
要
で
あ
る
。
花
袋
は
ネ
ル
バ
ー
ル
（
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
）、
ラ
ホ
ル
グ
（
ラ
フ
ォ
ル
グ
）、
ベ
ル
レ
ー
ヌ
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（
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
）、
マ
ラ
ル
メ
等
を
詩
作
に
伴
う
「
冥
捜
煩
悶
」
の
末
に
狂
っ
た
と
し
て
い
る
が
、『
白
紙
』
の
人
物
は
正
し
く
こ
う
し

た
「
文
学
者
」
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
花
袋
が
『
白
紙
』
で
試
み
た
の
は
象
徴
主
義
小
説
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
極
端
の
主
観
」
の
た
め
に
狂
気
に
陥
っ
て
い
く

作
家
を
、「
極
端
の
主
観
」
の
形
で
描
く
こ
と
だ
っ
た
。
留
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
う
し
た
作
家
の
狂
気
は
「
過
敏
な
る
神
経
、

聡
明
な
る
耳
、
事
物
以
上
に
あ
る
者
を
見
る
眼
、
神
秘
の
あ
る
者
を
観
破
す
る
力
」
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
花
袋
は
捉
え

て
い
る
こ
と
だ
。
狂
気
の
上
に
創
作
が
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
創
作
の
結
果
狂
気
が
生
じ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
神
経
」

「
耳
」「
眼
」
を
振
る
う
「
主
観
」
的
創
作
が
狂
気
の
脈
絡
に
他
な
ら
な
い
。

「
狂
」
に
は
「
冥
捜
煩
悶
」
と
い
う
脈
絡
が
あ
る
。
文
学
者
の
内
面
の
「
狂
」
と
、
他
者
が
外
部
か
ら
判
定
す
る
「
色
情
狂
」
と
し
て

の
狂
気
は
別
物
な
の
で
あ
る
。
他
者
は
狂
気
を
、
ど
こ
ま
で
も
外
面
的
な
行
動
で
し
か
判
断
し
得
な
い
。
行
為
の
異
常
性
か
ら
、
そ
れ
に

見
合
う
狂
気
を
持
っ
た
内
面
を
想
像
し
、
嘲
弄
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
程
度
の
問
題
こ
そ
あ
れ
、
こ
の
構
造
は
、
新
聞
が
自
然
主
義
者
の

内
面
を
、
作
品
を
読
み
書
く
行
為
か
ら
連
想
し
た
こ
と
、
そ
し
て
無
関
係
な
事
件
の
加
害
者
に
も
そ
の
想
像
さ
れ
た
内
面
を
当
て
は
め
た

こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。『
白
紙
』
の
「
狂
」
は
そ
う
で
は
な
く
、
内
面
に
お
け
る
脈
絡
・
進
行
が
強
調
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

外
部
か
ら
認
定
さ
れ
る
狂
気
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
世
間
的
に
は
単
に
「
色
情
狂
」
と
片
づ
け
ら
れ
た
男
の
内
部
に
確
か
に

存
在
し
た
思
考
の
脈
絡
を
追
う
こ
と
。
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、〈
正
常
と
は
何
か
〉
を
問
う
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
。
同
時
代
言
説
は

自
然
主
義
を
異
質
な
も
の
と
し
て
扱
っ
た
。
自
然
主
義
に
関
わ
る
者
は
風
紀
を
乱
す
異
常
者
だ
と
断
定
さ
れ
た
。
新
聞
は
正
常
な
世
間
を

代
表
し
て
、
そ
の
異
常
者
た
ち
を
糾
弾
し
た
。
し
か
し
葵
山
は
決
し
て
肉
欲
描
写
を
目
的
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
さ
ら
に
言
え

ば
森
田
も
平
塚
も
、
池
田
亀
太
郎
で
さ
え
も
、
単
一
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
動
機
の
脈
絡
性
を
所
持
し
て
い
た

は
ず
だ
。
外
面
的
に
は
理
解
で
き
ぬ
異
常
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
部
に
は
必
ず
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
脈
絡
が
存
在
す
る
の
だ
。『
白
紙
』

で
、
花
袋
は
ま
さ
し
く
そ
の
〈
正
常
〉
を
問
い
詰
め
よ
う
と
し
た
の
だ
。
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「
肉
の
問
題
」
の
思
弁
は
そ
の
た
め
の
材
料
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
文
学
者
の
文
章
中
に
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
花
袋
の
思
想
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

笑
っ
て
居
る
、
卑
ん
で
居
る
、
不
徳
な
男
だ
と
言
っ
て
居
る
。
そ
の
笑
っ
て
居
る
奴
、
卑
ん
で
居
る
奴
、
不
徳
な
男
だ
と
言
っ
た

奴
、
其
奴
が
矢
張
所
謂
不
倫
の
行
為
を
し
た
男
と
同
じ
人
間
だ
か
ら
面
白
い
。
同
じ
血
が
流
れ
て
居
る
の
だ
か
ら
面
白
い
。

誰
に
も
等
し
く
存
在
す
る
脈
絡
を
描
き
、「
色
情
狂
」
と
卑
し
む
「
平
気
」
の
人
々
に
は
見
出
し
得
な
い
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ

そ
、『
白
紙
』
の
目
的
な
の
だ
。
批
判
や
反
発
、
挑
戦
で
こ
そ
な
い
も
の
の
、
そ
れ
は
文
学
を
表
面
的
な
描
写
で
し
か
問
題
に
せ
ず
、
作

家
が
そ
れ
を
書
く
意
義＝
真
実
追
究
を
解
し
得
な
い
人
々
へ
の
静
か
な
態
度
表
明
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
目
的
か
ら
、
改
稿
理
由
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
白
紙
』
は
元
、
作
家
が
「
色
情
狂
に
な
っ
た
」
と
い
う
、「
反
古
」

の
外
部
か
ら
の
記
述
に
始
ま
り
、「
新
聞
」
が
「
発
狂
」
を
報
じ
た
こ
と
を
述
べ
る
と
い
う
、
や
は
り
外
部
か
ら
の
記
述
に
終
わ
る
も
の

だ
っ
た
。
な
ぜ
同
時
代
評
が
末
尾
部
分
を
不
要
と
言
い
、
な
ぜ
花
袋
が
そ
れ
に
従
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
恐
ら
く
「
発
狂
」
が
し
ょ

せ
ん
は
外
部
の
見
解
、
新
聞
の
一
方
的
な
報
道
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
問
題
の
核
は
そ
の
世
間
的
な
事
実
に
は
な
い
。
で
あ

る
か
ら
外
部
の
見
解
は
冒
頭
の
「
色
情
狂
」
で
充
分
だ
と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

四
、『
白
紙
』
の
「
小
説
作
法
」

Ａ
・
Ｂ
の
二
点
を
理
解
し
た
上
で
、
我
々
は
Ｃ
の
問
題
点
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
『
白
紙
』
の
「
小
説
」
性
と
は
何

か
、
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
明
治
三
十
年
代
後
半
か
ら
四
十
年
代
は
、
花
袋
が
「
小
説
」
の
あ
り
よ
う
、
書
き
方
に
つ
い
て
最
も
考
え
、
最
も
述
べ
た
期

間
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
三
十
九
年
三
月
に
「
文
章
世
界
」
を
主
筆
と
し
て
創
刊
し
た
花
袋
は
、
誌
上
で
「
文
章
講
壇
」「
文
章
講
話
」
な

田
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ど
の
欄
を
受
け
持
ち
、
青
年
た
ち
に
小
説
の
作
法
を
説
い
た
。
そ
う
し
た
指
南
は
博
文
館
「
通
俗
作
文
全
書
」
の
最
終
巻
、
先
に
引
用
し

た
『
小
説
作
法
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
ま
た
投
書
欄
で
は
主
に
懸
賞
小
説
部
門
を
担
当
し
、
青
年
投
書
家
た
ち
の
小
説
に
評
価
を
下
す
立

場
に
あ
っ
た
。『
白
紙
』
は
そ
の
時
期
の
た
だ
中
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、
小
説
作
法
の
指
南
文
の
中
に
見
え
る
花
袋
の
小
説
観
か
ら

見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
問
題
と
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
言
及
し
て
き
た
「
日
記
」
の
「
反
古
」
と
い
う
形
式
に
つ
い
て
で
あ
る
。
少
な
く

と
も
こ
の
時
期
、
花
袋
は
日
記
と
い
う
も
の
に
対
し
、
決
し
て
書
き
手
の
真
実
が
書
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
た

よ
う
だ
。

『
日
記
』
に
顕
わ
れ
た
其
人
の
人
物
は
、
大
抵
正
面
的
で
、
側
面
的
で
な
い
。
即
い
て
居
て
離
れ
て
居
な
い
。
空
中
に
浮
き
出
し
て

居
な
い
。
だ
か
ら
、
作
者
が
『
日
記
』
を
材
料
に
し
て
其
人
物
を
描
こ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
全
然
其
の
『
日
記
』
を
信
用
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
そ
の
感
想
と
情
緒
と
は
殊
に
信
用
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。⑽

ま
た
、
小
説
と
懺
悔
録
を
比
較
す
る
際
に
、「
懺
悔
は
日
記
と
同
じ
く
、
ま
だ
虚
偽
を
容
れ
る
余
地
が
あ
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
続

け
る
。懺

悔
を
す
る
人
は
、
過
去
の
懺
悔
を
す
る
に
当
っ
て
も
現
在
の
自
己
の
利
益
と
い
う
も
の
を
打
算
し
て
考
え
て
い
る
。
生
存
上
不
便

な
懺
悔
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
懺
悔
録
に
本
当
の
事
実
が
顕
わ
れ
て
い
る
と
思
う
の
は
大
間
違
で
あ
る
。
懺
悔
録
は
性
質

と
し
て
、
あ
る
処
ま
で
言
っ
て
、
そ
の
あ
と
は
美
し
い
理
想
の
筆
で
包
ん
で
置
く
。
つ
ま
り
実
行
上
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

直
接
の
利
害
を
直
接
に
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ご
ま
ご
す
れ
ば
自
己
の
生
存
が
出
来
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。⑾

こ
こ
で
花
袋
の
主
張
の
妥
当
性
を
述
べ
た
い
の
で
は
な
い
。
問
題
は
花
袋
が
「
日
記
」
や
「
懺
悔
録
」
と
「
小
説
」
を
「
事
実
」
の
多
寡

に
お
い
て
区
別
し
、「
小
説
」
を
よ
り
「
虚
偽
」
の
な
い
も
の
と
し
て
上
位
に
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
小
説
に
意

義
を
持
た
せ
る
言
説
な
の
で
あ
る
。
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『
白
紙
』
の
文
学
者
の
「
日
記
」
も
、
や
は
り
「
正
面
的
」
で
「
美
し
い
理
想
の
筆
で
包
ん
で
」
お
か
れ
た
も
の
、
対
外
的
な
虚
飾
に

満
ち
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
中
で
、「
反
古
」
と
さ
れ
た
文
章
だ
け
は
、
彼
の
内
面
の
深
い
と
こ
ろ
を
語
っ
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
日
記
」
と
い
う
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
で
あ
り
な
が
ら
自
己
（
時
に
は
他
者
）
と
い
う
読
み
手
を
想
定
し
た
文
章
か

ら
弾
か
れ
た
「
反
古
」。
そ
れ
は
も
は
や
誰
の
目
に
も
触
れ
得
な
い
、
書
き
手
に
す
ら
読
み
返
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
隠
さ
れ
た
真
実＝

「
狂
」
の
部
分
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
花
袋
に
と
っ
て
「
反
古
」
は
日
記
と
い
う
営
み
の
中
で
唯
一
「
小
説
」
に
な
し

得
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
狂
」
の
脈
絡
は
先
述
の
通
り
、
世
間
の
目
が
外
面
的
に
は
見
出
し
得
な
い
〈
正
常
〉
さ
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。『
小
説
作
法
』
は

「
裏
面
に
複
雑
な
心
理
を
包
ん
だ
『
現
象
の
あ
ら
わ
れ
』
そ
れ
を
精
細
に
綿
密
に
描
く
の
が
小
説
の
領
分
」⑿
と
す
る
。『
白
紙
』
は
『
現

象
の
あ
ら
わ
れ
』
ま
で
を
書
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、「
複
雑
な
心
理
」
の
脈
絡
を
描
く
べ
く
、「
反
古
」
と
い
う
演
出
を
採
用
し
た

の
で
あ
る
。
隠
さ
れ
た
脈
絡
の
発
見
と
い
う
形
は
花
袋
が
小
説
に
求
め
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
あ
る
事
実
性
の
重
さ
こ
そ
が
、
ま
ず

『
白
紙
』
を
、
花
袋
に
と
っ
て
、「
小
品
」
な
ら
ぬ
「
小
説
」
と
認
め
さ
せ
て
い
た
の
だ
。

ま
た
、『
小
説
作
法
』
は
、
タ
イ
ト
ル
に
も
関
わ
ら
ず
「
作
法
」
の
否
定
に
始
ま
っ
て
い
る
。

小
説
に
作
法
な
ど
と
謂
う
こ
と
は
無
い
。
苟
く
も
作
法
ら
し
い
も
の
が
頭
脳
に
出
来
て
来
れ
ば
、
も
う
其
小
説
は
型
に
入
っ
て
居

る
。
新
し
い
生
気
を
其
中
か
ら
得
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
て
居
る
。⒀

こ
れ
は
花
袋
が
『
小
説
作
法
』
全
編
を
通
し
て
、
小
説
が
「
型
」
に
入
る
こ
と
を
批
判
し
、
そ
の
破
壊
を
奨
励
し
た
た
め
に
他
な
ら
な

い
。
小
説
を
定
型
化
し
て
し
ま
う
恐
れ
の
あ
る
メ
ソ
ッ
ド
を
、
ま
ず
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
小
説
作
法
』
は
初
学
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、「
型
」
に
は
ま
る
こ
と
へ
の
恐
怖
は
、
作
家
と
し
て
の
花
袋
に
と
っ
て
も
自

明
の
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
で
は
そ
の
「
型
」
を
回
避
し
、
絶
え
ず
自
分
の
文
章
を
更
新
し
て
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の

か
。『
小
説
作
法
』
で
は
「
修
練
」「
教
養
」
を
挙
げ
て
い
る
。
同
じ
く
「
文
章
世
界
」
に
掲
載
し
た
文
章
教
育
を
ま
と
め
た
「
文
章
新
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語
」（
明
治
四
十
四
年
十
二
月
の
『
花
袋
文
語
』
に
収
録
）
で
は
、「
文
字
の
面
か
ら
読
者
は
新
し
い
と
か
旧
い
と
か
い
う
感
じ
を
起
す
も

の
」
と
す
る
。

新
し
い
文
章
を
作
ろ
う
と
す
る
に
は
、
観
方
感
じ
方
を
新
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
文
字
の
選
択
に

就
い
て
も
大
に
心
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

文
字
は
遣
い
方
如
何
に
由
っ
て
、
新
し
く
も
な
れ
ば
旧
く
も
な
る
。
文
字
は
作
者
の
心
持
に
し
っ
く
り
合
っ
た
字
を
用
い
た
時
に
於

て
、
始
め
て
光
彩
を
放
っ
て
来
る
。⒁

こ
こ
で
言
う
「
文
字
の
遣
い
方
」
は
漢
字
・
平
仮
名
の
取
捨
選
択
や
、
語
彙
の
選
択
・
配
列
な
ど
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
認
識

を
承
知
し
た
上
で
読
め
ば
、『
白
紙
』
は
確
か
に
「
型
」
を
破
り
、「
新
し
」
さ
を
試
み
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

前
述
の
よ
う
に
、「
狂
」
の
進
行
が
本
格
的
に
表
現
さ
れ
て
い
く
の
は
後
半
部
で
あ
る
。「
直
線
と
曲
線
」
が
「
逢
う
期
が
無
い
」
こ
と

は
「
思
う
ま
ま
に
逢
わ
れ
な
い
」
と
い
う
、
男
女
関
係
を
思
わ
せ
る
表
現
に
繋
が
っ
て
い
く
。「
空
虚
」
が
「
白
紙
」
と
結
び
つ
け
ら
れ

る
。
こ
の
後
半
部
は
連
想
を
用
い
て
進
め
ら
れ
る
。

「
白
紙
」
の
中
に
「
色
」
が
見
え
る
、
明
滅
す
る
そ
の
「
色
」
が
女
の
「
唇
」「
腕
」
に
収
束
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
き
て
、
そ
ん
な
こ
と

を
考
え
て
い
る
自
分
を
「
浅
間
し
い
」
と
思
う
が
、
直
後
に
「
何
が
浅
間
し
い
っ
て
、
懐
妊
し
た
女
」
と
、
女
の
「
浅
間
し
」
さ
に
矛
先

が
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
妊
婦
の
「
色
気
」
が
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
女
性
の
抗
い
得
な
い
魅
力
を
損
な
お
う
と
す
る
の
だ
が
、

そ
の
意
識
は
「
空
虚
」
打
破
の
願
望
へ
と
流
れ
、
短
刀
で
腹
を
抉
る
妄
想
を
生
む
の
で
あ
る
。「
灰
色
の
空
気
が
蔽
か
ぶ
さ
っ
た
」
心
と

対
照
的
に
「
眼
に
映
る
」
色
彩
表
現
は
「
暗
い
重
苦
し
い
空
」
か
ら
「
西
の
地
平
線
を
線
で
も
引
い
た
よ
う
に
割
っ
て
居
る
晴
れ
た
細
い

碧
の
空
」
と
い
う
矛
盾
し
た
形
容
へ
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
連
ね
ら
れ
る
。「
西
の
空
」
は
西
方
浄
土
、
す
な
わ
ち
「
死
」
を
思
わ

せ
る
。
そ
の
眼
は
や
が
て
「
田
舎
娘
」
と
い
う
女
性
に
付
属
す
る
「
手
拭
」
と
「
大
根
」
の
「
白
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
向
け
ら
れ
る
。

非
連
続
的
な
要
素
を
飛
躍
的
な
連
想
で
結
び
つ
け
る
形
で
「
狂
」
は
表
現
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
過
剰
な
ま
で
の
約
物
が
「
狂
」
を
視
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覚
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。

「
人
間
が
狂
す
る
」
の
は
「
ダ
ッ
シ
ュ
と
白
紙
」
の
せ
い
だ
と
さ
れ
る
。

白
紙
が
気
に
懸
か
っ
て
な
ら
な
い
。
ダ
ッ
シ
ュ
が
神
経
を
イ
ラ
イ
ラ
さ
せ
る
。
ダ
ッ
シ
ュ
の
末
が
細
く
な
っ
て
空
間
に
消
え
て
居

る
。
恐
ろ
し
い
、
恐
ろ
し
い
、
恐
ろ
し
い
。
自
分
の
体
が
其
無
限
無
窮
の
白
紙
の
中
に
落
ち
て
行
く
。

「
白
紙
」
は
空
虚
を
「
無
限
無
窮
」
に
語
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
ダ
ッ
シ
ュ
」
は
「
末
が
細
く
な
っ
て
空
間
に
消
え
」
る
も
の
で
あ
り
、

す
な
わ
ち
「
白
紙
」＝
「
空
虚
」
を
生
み
出
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ま
っ
た
く
の
「
白
紙
」
が
問
題
な
の
で
は
な

く
、「
ダ
ッ
シ
ュ
」
の
後
に
生
ま
れ
る
「
白
紙
」
が
「
恐
ろ
し
い
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
文
字
、
ダ
ッ
シ
ュ
、
そ
し
て
「
白
紙
」

と
い
う
配
列
が
恐
ろ
し
い
。「
何
故
？
」
と
い
う
問
い
か
け
、
疑
問
に
対
す
る
返
答
が
「
無
限
無
窮
」
に
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
意
味
の
な

い
空
虚
と
化
す
、
と
い
う
の
が
「
白
紙
」
の
「
恐
ろ
し
」
さ
の
本
質
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
防
ぐ
に
は
延
々
と
筆
を
動
か
す
し
か
な

く
、
そ
の
た
め
「
反
古
」
は
生
ま
れ
続
け
る
と
い
う
無
限
の
恐
怖
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。

「
？

？

？

？

？
│
│
」
は
「
何
故
？
」
と
い
う
問
い
か
け
を
示
す
約
物
「
？
」
の
後
に
、「
末
が
細
く
な
っ
て
空
間
に
消
え

る
」
約
物
で
あ
る
「
│
│
」
を
置
き
、
そ
れ
が
「
空
虚
」
で
あ
る
「
白
紙
」
を
生
み
出
す
。
空
虚
に
消
え
る
問
い
、
そ
し
て
文
学
者
の
精

神
異
常
を
視
覚
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
「
│
│
」
の
後
の
白
紙
に
よ
っ
て
締
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も

ま
た
、
初
出
改
稿
の
理
由
か
も
知
れ
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
作
品
に
は
「
！
」
や
「
…
」
も
頻
出
す
る
。
一
章
で
述
べ
た
通
り
「
…
」
に
関
し
て
は
特
に
大
量
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、

執
筆
の
際
の
文
学
者
の
煩
悶
と
「
狂
」
気
が
こ
れ
も
視
覚
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
前
述
の
色
彩
表
現
、「
恐
ろ
し
い
」「
駄
目
だ
」

「
恋
」「
肉
」
な
ど
の
言
葉
の
連
呼
、「
曇
り
の
無
い
研
き
澄
ま
し
た
鋭
利
な
短
刀
」
と
「
灰
色
の
空
気
が
蔽
か
ぶ
さ
っ
た
」
の
明
暗
の
対

比
。
こ
う
し
た
映
像
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
記
述
が
『
白
紙
』
に
は
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
表
現
の
周
囲
に
は
常
に
「
│
│
」

「
…
…
」「
！
」
と
い
う
約
物
が
存
在
し
て
い
る
。
約
物
を
用
い
、
小
説
に
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
徹
底
的
に
付
与
し
よ
う
と
し
た
の
が
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『
白
紙
』
と
い
う
作
品
で
は
な
か
っ
た
か
。

花
袋
が
約
物
に
つ
い
て
何
を
考
え
て
い
た
の
か
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
明
治
四
十
二
年
五
月
「
文
章
世
界
」
中
で
花
袋
が
書
い
た

「
文
章
講
話
」
欄
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
前
か
ら
「
一
度
は
出
来
る
だ
け
詳
し
く
、
分
り
易
く
答
え
て
見
た
い
」⒂
と
思
っ
て
い
て
未
だ
為

さ
な
か
っ
た
様
々
な
約
物
の
使
い
方
を
、
二
葉
亭
訳
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
『
片
恋
』
を
モ
デ
ル
と
し
、
解
説
し
て
い
る
。
花
袋
が
こ
こ
で
紹

介
し
た
の
は
、「
│
│
」
に
し
て
も
「
…
…
」
に
し
て
も
ご
く
基
本
的
な
も
の
で
、
今
日
目
新
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
け
れ
ど
も
「
感
嘆

符
な
り
疑
問
符
な
り
は
、
唯
だ
そ
の
場
の
言
葉
の
意
味
を
、
耳
に
聞
か
せ
る
と
同
時
に
、
目
に
も
見
せ
」⒂
る
と
い
う
こ
と
か
ら
は
そ
の

視
覚
的
効
果
を
充
分
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
白
紙
』
の
約
物
は
「
狂
」
の
視
覚
的
表
現
の
た
め
の
、「
新
し
い
」「
文
字
の

遣
い
方
」
で
あ
っ
た
の
だ
。

『
小
説
作
法
』
が
冒
頭
か
ら
奨
励
し
た
「
型
」
の
破
壊
。
そ
の
破
壊
の
た
め
の
赴
き
で
あ
る
こ
と
も
、
ど
の
よ
う
な
「
作
法
」
に
も
ま

し
て
、『
白
紙
』
に
お
け
る
「
小
説
」
意
識
を
強
め
て
い
る
と
言
え
る
。

問
題
点
Ｃ
を
「
日
記
」
と
「
反
古
」
の
関
係
、
そ
し
て
「
型
」
の
破
壊
の
た
め
の
修
辞
技
法
か
ら
考
察
し
て
い
っ
た
。
も
っ
と
も
同
時

代
評
に
立
ち
戻
れ
ば
こ
う
し
た
「
小
説
」
と
し
て
の
矜
持
は
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
花
袋
の
そ
の
後
の
文
学
に
再
び
『
白
紙
』
ほ
ど

「
型
」
破
り
な
も
の
は
登
場
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
花
袋
は
そ
の
後
も
創
作
と
並
行
し
て
「
小
説
」
の
あ
り
よ
う
を
論
じ
続
け
る
。

『
白
紙
』
は
そ
の
活
発
な
運
動
の
一
端
を
示
す
作
と
し
て
、
今
日
興
味
深
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
蛇
足
な
が
ら
、『
白
紙
』
発
表
の
一
年
後
、
明
治
四
十
三
年
二
月
の
「
文
章
世
界
」
懸
賞
小
説
欄
で
、『
白
紙
』
に
酷
似
し
た
小

説
「
瞬
間
」
が
「
秀
逸
」
賞
を
受
け
て
い
る
。
作
者
で
あ
る
山
内
秋
生
に
対
し
花
袋
は
「
模
倣
し
た
よ
う
な
処
は
い
や
だ
が
、
何
処
か
光

っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
」⒃
と
選
評
を
与
え
た
。「
死
ん
だ
友
の
日
記
」
と
い
う
形
で
生
殖
と
誕
生
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
そ
の
模
倣
作
は
、

『
白
紙
』
が
決
し
て
目
立
た
ぬ
作
に
は
終
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
僅
か
ば
か
り
示
し
て
い
る
。
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