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１

団
扇
を
翳
す

三
四
郎
が
、
そ
の
名
を
知
ら
ず
に
、
美
�
子
を
目
撃
す
る
の
は
、
新
学
期
が
始
ま
る
前
、
八
月

下
旬
か
、
九
月
初
め
、
理
科
大
学
の
研
究
室
に
野
々
宮
を
訪
ね
た
と
き
で
あ
る
。
池
の
畔
か
ら
理

科
大
学
の
校
舎
を
眺
め
て
い
る
と
き
で
あ
っ
た

(

�)

。

不
図
目
を
上
げ
る
と
、
左
手
の
岡
の
上
に
女
が
二
人
立
つ
て
ゐ
る
。
女
の
す
ぐ
下
が
池
で
、

向
ふ
側
が
高
い
崖
の
木
立
で
、
其
後
が
派
手
な
赤
煉
瓦
の
ゴ
シ
ツ
ク
風
の
建
築
で
あ
る
。
さ

う
し
て
落
ち
か
ゝ
つ
た
日
が
、
凡
て
の
向
ふ
か
ら
横
に
光
を
透
し
て
く
る
。
女
は
此
夕
日
に

向
い
て
立
つ
て
ゐ
た
。
三
四
郎
の
し
や
が
ん
で
ゐ
る
低
い
陰
か
ら
見
る
と
岡
の
上
は
大
変
明

る
い
。
女
の
一
人
は
ま
ぼ
し
い
と
見
え
て
、
団
扇
を
額
の
と
こ
ろ
に
翳
し
て
ゐ
る
。
顔
は
よ

く
分
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
着
物
の
色
、
帯
の
色
は
鮮
か
に
分
つ
た
。
白
い
足
袋
の
色
も
眼
に

つ
い
た
。
鼻
緒
の
色
は
と
に
か
く
草
履
を
穿
い
て
ゐ
る
事
も
分
つ
た
。
も
う
一
人
は
真
白
で

あ
る
。
是
は
団
扇
も
何
も
持
つ
て
居
な
い
。
た
だ
額
に
少
し
皺
を
寄
せ
て
、
対
岸
か
ら
生
い

被
さ
り
さ
う
に
、
高
く
池
の
面
に
枝
を
伸
し
た
古
木
の
奥
を
眺
め
て
ゐ
た
。
団
扇
を
持
つ
た

女
は
少
し
前
へ
出
て
ゐ
る
。
白
い
方
は
一
足
土
堤
の
縁
か
ら
退
つ
て
ゐ
る
。
三
四
郎
が
見
る

と
、
二
人
の
姿
が
筋
違
い
に
見
え
る
。

小
川
一
真
が
撮
影
し
た
こ
の
池
の
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る

[

図
�]

(

�)

。『

三
四
郎』

の
時
代
背
景

か
ら
は
少
し
前
の
た
た
ず
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
池
の
ほ
と
り
は
森
の
そ
ば
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
写
真
で
あ
る
。
女
性
を
見
る
前
に
三
四
郎
が

｢

凝じ
つ

と
し
て
池
の
面
を
見
詰
め
て
ゐ

る
と
、
大
き
な
木
が
、
幾
本
と
な
く
水
の
底
に
映
つ
て
、
其
又
底
に
青
い
空
が
見
え
る｣

と
い
う

描
写
や
、
白
衣
の
女
性
が

｢

高
く
池
の
面
に
枝
を
伸
し
た
古
木
の
奥
を
眺
め
て
ゐ
た｣

と
い
う
水

面
の
映
像
が
、
事
実
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
写
真
は
物
語
っ
て
い
る
。

美
�
子
の
も
つ
団
扇
は
、
こ
の
時
、
光
り
の
ま
ぶ
し
さ
を
遮
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
美

�
子
が
東
京
帝
国
大
学
の
中
の
池
の
ほ
と
り
で
、
団
扇
を
か
ざ
し
て
い
る
の
は
夏
で
あ
る
が
、
画

家
原
口
が
、
そ
の
ポ
ー
ズ
の
肖
像
を
完
成
さ
せ
る
の
は
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
で
あ
る
。

夏
の
団
扇
は
時
節
か
ら
見
て
、
女
性
の
持
ち
物
と
し
て
自
然
な
も
の
で
あ
る
。
浮
世
絵
以
降
の

伝
統
絵
画
で
は
、
納
涼
や
蛍
狩
り
の
場
面
で
団
扇
を
持
つ
女
性
が
多
く
描
か
れ
て
い
る

(

�)

。
一
例
を

挙
げ
る
と
、『

風
俗
画
報』

第
一
九
四
号

(

明
治
三
二
年
八
月
一
〇
日)

の
表
紙
は
、
山
本
松
谷

が
描
い
た
《
美
人
の
夕
涼
み
》
と
い
う
絵
で
あ
る

[

図
�]

。
青
い
瓢
箪
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、

夏
の
終
わ
り
か
ら
初
秋
を
示
し
て
い
る
。
秋
の
団
扇
が
描
か
れ
る
事
例
も
あ
る
。
井
上
十
吉
と

い
う
人
物
が
英
語
に
よ
っ
て
、
明
治
東
京
の
人
々
の
暮
ら
し
を
豊
富
な
イ
ラ
ス
ト
入
り
で
紹
介
し

た
『

H
O

M
E

L
IF

E
IN

T
O

K
Y

O
』
(

明
治
四
三
年
一
〇
月
、
東
京
印
刷
株
式
会
社)

と
い
う
書

物
が
あ
る
。
そ
の
口
絵
に
《T

H
E

S
E

V
E

N
H

E
R

B
S

O
F

A
U

T
U

M
N

.

》
と
題
さ
れ
た
色
刷
り
木

版
の
口
絵
が
つ
い
て
い
る

[

図
�]

。
和
装
の
女
性
が
た
た
ず
み
、
周
囲
に
秋
の
七
草
が
描
か
れ

て
い
る
。
女
性
は
左
手
に
団
扇
を
持
ち
、
口
元
を
隠
す
よ
う
に
し
て
い
る
。
本
文
を
参
照
す
る
と
、

人
々
は
一
三
夜
の
月
の
時
に
秋
の
七
草
を
見
に
出
か
け
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
英
文
で
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
の
秋
の
団
扇
は
、
形
状
か
ら
一
三
夜
の
月
の
暗
示
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ

(一 )

木

股

知

史

『

三
四
郎』

団
扇
を
翳
す
美
�
子
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ろ
う
。
秋
の
団
扇
に
別
の
重
要
な
意
味
が
あ
る
こ
と
は
、
あ
と
で
触
れ
る
こ
と
と
し
よ
う
。
日
露

戦
争
に
出
征
し
た
兵
士
の
慰
問
に
よ
く
使
わ
れ
た
美
人
絵
葉
書
に
も
、
団
扇
を
持
つ
女
性
が
多
く

登
場
す
る

[

図
�]

。
涼
を
と
る
道
具
と
い
う
以
上
の
実
用
を
離
れ
た
象
徴
性
を
団
扇
は
含
意
し

て
い
る
。

『

三
四
郎』

で
は
、
美
�
子
の
心
中
思
惟
が
語
り
手
に
よ
っ
て
、
直
接
読
者
に
示
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
。
そ
の
た
め
、
画
家
原
口
の
描
く
美
�
子
が
、
団
扇
を
翳
す
ポ
ー
ズ
で
描
か
れ
る
と
き
、

象
徴
的
な
意
味
が
生
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
い
っ
た
い
そ
の
ポ
ー
ズ
に
は
ど
ん
な
意
味
が
こ
め
ら

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
団
扇
を
か
ざ
す
ポ
ー
ズ
の
持
つ
意
味
の
幅
を
様
々
な
イ
メ
ー

ジ
の
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
測
定
し
て
み
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。

２

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
団
扇

第
七
章
で
、
三
四
郎
は
、
広
田
先
生
の
家
で
画
家
原
口
に
出
会
う
。
そ
の
時
に
原
口
は
広
田
先

生
に
、｢

こ
ん
だ
一
つ
本
当
の
肖
像
画
を
描
い
て
展
覧
会
に
で
も
出
さ
う
か
と
思
つ
て｣

と
打
ち

明
け
、｢

誰
の｣

と
問
い
返
さ
れ
た
と
き
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
引
用

し
て
お
こ
う
。

｢

里
見
の
妹
の
。
ど
う
も
普
通
の
日
本
の
女
の
顔
は
歌
麿
式
や
何
か
ば
か
り
で
、
西
洋
の
画

布
に
は
移
が
悪
く
つ
て
不
可
な
い
が
、
あ
の
女
や
野
々
宮
さ
ん
は
可
い
。
両
方
共
に
画
に
な

る
。
あ
の
女
が
団
扇
を
翳
し
て
、
木
立
を
後
に
、
明
る
い
方
を
向
い
て
ゐ
る
所
を
等
身
に
写

し
て
見
様
か
し
ら
と
思
つ
て
る
。
西
洋
の
扇
は
厭
味
で
不
可
な
い
が
、
日
本
の
団
扇
は
新
し

く
つ
て
面
白
い
だ
ら
う
。
兎
に
角
早
く
し
な
い
と
駄
目
だ
。
今
に
嫁
に
で
も
行
か
れ
や
う
も

の
な
ら
、
さ
う
此
方
の
自
由
に
行
か
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら｣

三
四
郎
は
多
大
な
興
味
を
も
っ
て
原
口
の
話
を
聞
い
て
い
た
。
こ
と
に
美
�
子
が
団
扇
を
翳
し

て
い
る
構
図
は
非
常
な
感
動
を
三
四
郎
に
与
え
た
。
不
思
議
の
因
縁
が
二
人
の
間
に
存
在
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
す
る
と
広
田
先
生
が
、｢

そ
ん
な
図
は
さ
う
面
白
い

事
も
な
い
ぢ
や
な
い
か｣

と
無
遠
慮
な
事
を
言
い
だ
し
た
。｢

で
も
当
人
の
希
望
な
ん
だ
も
の
。

団
扇
を
翳
し
て
ゐ
る
所
は
、
ど
う
で
せ
う
と
云
ふ
か
ら
、
頗
る
妙
で
せ
う
と
云
つ
て
承
知
し
た
の

さ
。
何
、
わ
る
い
図
ど
り
で
は
な
い
よ
。
描
き
様
に
も
因
る
が｣

と
応
じ
る
。

こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
原
口
は
、
歌
麿
式
の
鯨
の
目
の
よ
う
な
女
と

は
異
な
る
特
色
を
よ
し
子
や
美
�
子
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
。
団
扇
を
も
つ
ポ
ー
ズ
は
、
美
�
子

か
ら
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
画
家
原
口
は
西
洋
の
扇
よ
り
も
団
扇
を
か
ざ
す
ポ
ー
ズ
に

新
味
を
感
じ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
ポ
ー
ズ
に
広
田
先
生
は
お
も
し
ろ
み
を
感
じ
て
い
な
い
こ
と
。

三
四
郎
は
、
そ
の
ポ
ー
ズ
に

｢

感
動｣

を
お
ぼ
え
、｢

不
思
議
の
因
縁｣

が
美
�
子
と
の
間
に
あ

る
と
感
じ
た
こ
と
。

最
後
の
三
四
郎
の
理
解
は
、
他
の
登
場
人
物
た
ち
が
三
四
郎
が
初
め
て
美
�
子
を
目
撃
し
た
際

の
ポ
ー
ズ
で
あ
る
こ
と
を
知
る
よ
し
も
な
く
、
三
四
郎
だ
け
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
承
知
で
美
�

子
が
そ
の
ポ
ー
ズ
を
所
望
し
た
こ
と
に
一
種
の
黙
契
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
画
家
原
口
が
団
扇
に
新
し
さ
を
見
出
し
た
根
拠
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
団
扇

は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
示
す
重
要
な
商
品
で
あ
り
、
小
道
具
と
な
っ
て
い
た
。

増
田
裕
美
子
は
、
三
四
郎
が
初
め
て
見
た
際
の
美
�
子
の
ポ
ー
ズ
に
つ
い
て
、
印
象
派
、
及
び

木股 知史：『三四郎』( 三 )

図４



ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
モ
ネ
の
《
散
歩
・
パ
ラ
ソ
ル
の
女
》(

一
八
七
五
年)

、

《
パ
ラ
ソ
ル
の
女
・
右
向
き
》(

一
八
八
六
年)

、《
パ
ラ
ソ
ル
の
女
・
左
向
き
》(

同
前)

に
共
通

し
て
い
る

｢

下
か
ら
見
上
げ
る
画
家
の
視
点
は
、
池
の
上
の
丘
を
見
上
げ
る
三
四
郎
の
視
点
に
通

じ
る｣

と
、
増
田
は
述
べ
て
い
る

(

�)

。
増
田
は
、
美
�
子
の
姿
勢
に
一
番
近
い
の
は
、《
パ
ラ
ソ
ル

の
女
・
右
向
き
》
で
あ
り
、
パ
ラ
ソ
ル
の
影
に
よ
っ
て
、
明
暗
を
描
き
分
け
て
い
る
と
こ
ろ
と
、

最
終
章
十
三
章
の
美
�
子
の
夫
に
よ
る
絵
画
評
の

｢

陰
と
日
向
の
段
落｣

が
は
っ
き
り
つ
け
ら
れ

て
い
て

｢

顔
丈
で
も
非
常
に
面
白
い
変
化
が
あ
る｣

と
い
う
部
分
に
符
合
し
て
い
る
と
指
摘
し
て

い
る

(

�)

。
団
扇
に
つ
い
て
は
、
増
田
は
、
モ
ネ
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》(

一
八
七
六
年)

、
や
マ
ネ
《
婦

人
と
扇

ニ
ナ
・
ド
・
カ
リ
ア
ス
》
の
壁
に
貼
ら
れ
た
団
扇
の
モ
チ
ー
フ
に
言
及
し
て
い
る
。

ま
た
、
団
扇
を
も
っ
た
女
性
像
を
描
い
た
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
《
ば
ら
色
と
銀
色

磁
器
の
国
の

姫
君
》(

一
八
六
四
年)

、《
白
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
第
二
番

小
さ
な
ホ
ワ
イ
ト
ガ
ー
ル
》(

一
八

六
四
年)

に
も
触
れ
、
増
田
は
、
漱
石
が
著
作
や
パ
リ
、
ロ
ン
ド
ン
の
見
聞
で
、｢

印
象
派
の
画

家
た
ち
が
日
本
の
浮
世
絵
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と｣

を
よ
く
理
解
し
て
い
た
と
指

摘
し
て
い
る

(

�)

。
増
田
は
、
画
家
原
口
が

｢

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
絵
画
が
持
つ
魅
力｣

を
よ
く
認
識
し

て
い
る
画
家
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
、
増
田
は
、｢
西
洋
絵
画
を
お
手
本
と
す

る
日
本
の
洋
画
家｣

が
模
範
と
し
た

｢

そ
の
西
洋
絵
画
は
浮
世
絵
な
ど
の
日
本
の
美
術
作
品
や
装

飾
品
か
ら
多
大
な
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
た｣

と
い
う

｢

皮
肉
な
状
況｣

を
読
み
と
っ
て
い
る

(

�)

。
広
田

先
生
の

｢

そ
う
お
も
し
ろ
い
こ
と
も
な
い
じ
ゃ
な
い
か｣

と
い
う
発
言
は
、｢

皮
肉｣
の
理
解
を

含
意
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
。

だ
が
、
西
欧
の
日
本
受
容
を
近
代
日
本
が
再
受
容
す
る
と
い
う
ね
じ
れ
を
、｢

皮
肉｣

な
視
線

を
向
け
る
べ
き
無
知
の
現
れ
と
の
み
見
な
す
こ
と
は
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
。
意
図
的
に
ジ
ャ

ポ
ニ
ス
ム
を
模
倣
す
る
と
い
う
表
現
も
ま
た
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。｢

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
里
帰
り｣

と
い
う
現
象
に
注
意
を
向
け
た
の
が
高
階
秀
爾
で
あ
る

(

�)

。
高
階
は
、｢

里
帰
り｣

に
つ
い
て
、｢

日

本
特
有
の
表
現
法
が
い
っ
た
ん
西
欧
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
西
欧
美
術
の

｢

影
響｣

と
し

て
再
び
日
本
に
戻
っ
て
く
る
現
象
を
意
味
す
る｣

と
し
て
い
る
。
ま
た
高
階
は
、｢

西
欧
の
範
例

に
学
ん
だ
日
本
の
洋
画
家
の
作
品
に
日
本
的
表
現
が
み
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
西
欧
経
由
の

｢

里

帰
り｣

で
あ
る
の
か
、
西
欧
と
は
無
関
係
の

｢

伝
統
的
家
風｣

で
あ
る
の
か
、
し
ば
し
ば
見
き
わ

め
に
く
い
こ
と
が
あ
る｣

と
も
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。
原
口
、
美
�
子
の
団
扇
の
選
択
は

｢

ジ
ャ
ポ
ニ

ス
ム
の
里
帰
り｣

を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ

ポ
ニ
ス
ム
を
近
代
日
本
に
再
帰
さ
せ
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
西
洋
の
模
倣
と
い
う
近
代
化
の
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
に
ね
じ
れ
を
生
む
。
す
な
わ
ち
、
西
洋
に
近
代
日
本
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る

の
で
は
な
く
、
西
欧
が
受
容
し
た
日
本
の
像
に
近
代
日
本
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
触
れ
る
前
に
、
ま
ず
、
西
欧
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
お
け
る

団
扇
の
受
容
の
過
程
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ラ
イ
オ
ネ
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
ン
の

『

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

日
本
と
西
洋
の
文
化
的
交
錯』

に
は
、
団

扇
の
西
洋
へ
の
移
入
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る

(

	)

。
早
い
時
期
に
絵
画
に
団
扇
を
取
り
入
れ
た
の
は

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
で
あ
る
。
ピ
ー
コ
ッ
ク
ル
ー
ム
に
飾
ら
れ
た
《
ば
ら
色
と
銀
色

磁
器
の
国
の
姫

君
》(

一
八
六
三
〜
一
八
六
四
年)

は
、
着
物
を
着
た
女
性
が
花
の
模
様
の
団
扇
を
手
に
持
っ
て

お
り
、
壁
に
団
扇
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
ラ
ン
ボ
ー
ン
は
、
部
屋
の
装
飾
と
し
て
絵
画
を
と
ら
え
よ

う
と
す
る
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
に
高
級
美
術
と
応
用
美
術
の
融
合
の
志
向
を
見
出
し
て
い
る

(


)

。
日
本
趣

味
を
示
す
グ
ッ
ズ
の
普
及
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ボ
ー
ン
は
、｢

一
八
八
〇
年
代
に
は
、
提
灯
や
団

扇
や
面
の
大
衆
的
愛
好
者
に
よ
っ
て
、
鋭
敏
な
芸
術
的
認
識
が
洪
水
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た｣

と
い
う

(

�)

。

ラ
ン
ボ
ー
ン
は
、
芸
術
的
絵
画
の
中
だ
け
で
な
く
、
一
般
社
会
を
巻
き
込
ん
で
、
団
扇
ブ
ー
ム

が
あ
っ
た
こ
と
に
も
目
を
向
け
て
い
る
。
雑
誌

『

パ
ン
チ』

(

一
般
向
け
の
画
像
が
多
く
入
っ
た

雑
誌)

の
一
八
六
九
年
二
月
号
に
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
・
モ
ー
リ
エ
の
一
コ
マ
マ
ン
ガ
《
泣
か

ず
に
読
書
》
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ァ
ー
の
上
で
、
泣
き
止
ん
だ
ば
か
り
に
見
え
る
二
人
の

幼
い
子
供
が
本
を
読
ん
で
い
る
。
彼
ら
の
背
後
の
壁
に
は
、
放
射
状
に
五
つ
の
団
扇
が
留
め
ら
れ

て
飾
ら
れ
て
い
る
。
ラ
ン
ボ
ー
ン
は
、｢

団
扇
を
留
め
た
り
、
持
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
社
会
の

あ
ら
ゆ
る
層
の
流
行
を
追
う
事
に
熱
心
な
人
々
に
広
く
人
気
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た｣

と
述
べ
、

｢
一
九
世
紀
の
最
後
の
四
半
世
紀
を
通
じ
て
、
安
価
で
取
る
に
足
ら
な
い
、
う
わ
つ
い
た
、
ど
こ

で
も
手
に
入
る
団
扇
は
、
高
級
か
ら
低
級
の
双
方
の
ア
ー
ト
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
し
る
し

と
な
っ
た｣
と
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
安
価
な
し
る
し
と
し
て
、
団
扇
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
ま
っ
た
が
、
東
田
雅
博

は
、｢

七
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
博
の
時
に
出
展
さ
れ
た
茶
店
で
販
売
さ
れ
た
団
扇
は
、
一
週
間
で
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数
千
本
が
ま
さ
に
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
そ
う
で
あ
る
。｣

と
述
べ
て
い
る

(

�)

。
こ
う
し
た
状
況
は
、

日
本
で
は
、
団
扇
の
輸
出
数
の
増
加
と
い
う
現
象
を
も
た
ら
し
て
い
る

(

�)

。

３
《
湖
畔
》
と
《
森
の
女
》

画
家
原
口
が
黒
田
清
輝
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
新
関
公

子
が
、｢

原
口
さ
ん
は
仏
蘭
西
式
の
髭ひ
げ

を
生
や
し
て
、
頭
を
五
分
刈
に
し
た
、
脂
肪
の
多
い
男
で

あ
る｣

と
い
う
記
述
は
、｢

黒
田
を
彷
彿
と
さ
せ
る｣

と
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。
確
か
に
黒
田
に
は
、

襟
飾
り
を
付
け
た
写
真
が
あ
り
、
会
合
で
の

｢

折
襟
に
、
幅
の
広
い
黒
襦
子
を
結
ん
だ
先
が
ぱ
つ

と
開
い
て
胸
一
杯
に
な
つ
て
ゐ
る
。
与
次
郎
が
、
仏
蘭
西
の
画
工

ア
ー
チ
ス
ト
は
、
み
ん
な
あ
ゝ
云
ふ
襟
飾
を

着
け
る
も
の
だ
と
教
へ
て
呉
れ
た｣

と
い
う
と
こ
ろ
も
、
黒
田
を
想
起
さ
せ
る

(

�)

。

新
関
は
、｢

野
々
宮
さ
ん
は
三
十
歳
の
設
定｣
で
、｢
原
口
は
三
十
二
、
三
歳｣

と
い
う
こ
と
に

な
り
、
当
時
四
十
二
歳
の
黒
田
の
実
年
齢
よ
り
下
で
あ
る
が
、｢

体
型
、
髭
の
か
た
ち
、
頭
髪
、

裕
福
な
身
な
り
は
黒
田
に
一
致
す
る｣

と
述
べ
て
い
る

(

�)

。

ま
た
画
法
に
つ
い
て
も
、｢

一
面
に
粉
が
吹
い
て
、
光
沢
つ

や

の
な
い
日
光
に
あ
た
っ
た
様
に
思
は

れ
る
。
影
の
所
で
も
黒
く
は
な
い
。
寧
ろ
薄
い
紫
が
射
し
て
ゐ
る｣
と
い
う
描
写
は
、｢

黒
田
の

外
光
派
と
言
わ
れ
る
、
や
や
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
要
素
も
残
る
折
衷
的
印
象
主
義
の
特
徴｣

だ
と
指

摘
し
て
い
る

(

�)

。
絵
画
の
表
現
に
お
い
て

｢

心
持
ち｣

を
重
視
し
た
と
こ
ろ
、
離
婚
を
し
て
妻
に
拒

否
さ
れ
た
男
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
最
初
の
妻
と
の
離
婚
が
難
航
し
た
可
能
性
が
あ
る
黒
田
の
経
歴

に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。

新
関
は
、
原
口
の
《
森
の
女
》
の
構
図
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
の
《
帽
子
を
持
つ
婦
人
》

(

明
治
三
八
年
、
第
一
〇
回
白
馬
会
出
品)

と
、
黒
田
の
《
湖
畔
》(

明
治
三
〇
年
第
二
回
白
馬
会

出
品
、
明
治
三
八
年
第
一
〇
回
白
馬
会
出
品
、
一
九
〇
〇
年
パ
リ
万
博
出
品)

[

図
	]

の

｢

合

成｣

だ
と
指
摘
し
て
い
る

(


)

。

両
者
の
交
友
関
係
に
つ
い
て
も
、
新
関
は
面
識
が
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
ロ

ン
ド
ン
に
向
か
う
前
、
漱
石
は
、
一
九
〇
〇
年
一
〇
月
二
一
日
か
ら
二
七
日
ま
で
パ
リ
に
滞
在
し

て
、
折
か
ら
開
催
中
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
美
術
展
を
鑑
賞
し
、
東
京
美
術
学
校
校
長
正
木
直
彦

や
浅
井
忠
と
面
会
し
て
い
る
。
黒
田
も
万
博
の
た
め
七
月
よ
り
パ
リ
に
滞
在
し
て
お
り
、｢

会
っ

木股 知史：『三四郎』( 五 )
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て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
か｣

と
、
新
関
は
推
測
し
て
い
る

(

�)

。
ま
た
、
明
治
三
七
、

八
年
頃
の｢

断
片
二
五｣

に
黒
田
の
言
葉
と
し
て
、
支
那
公
使
館
で
公
使
の
令
嬢
が｢

僕
ニlo

v
e

シ
テ
居
タ
ラ
シ
イ｣

が
、
言
葉
が
通
じ
な
か
っ
た
の
で
、｢

秘
密
ヲ
守
ル
信
用
ノ
出
来
ル
通
弁
ガ

居
ル
ナ
ラ
周
旋
シ
テ
ク
レ｣

と
い
う
書
い
た
も
の
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
黒
田
か
ら
じ
か
に
聞
い

た
こ
と
か
、
伝
聞
を
記
し
た
の
か
が
明
確
で
は
な
い
が
、
新
関
は

｢

二
人
は
相
当
に
遠
慮
の
な
い

冗
談
を
交
わ
す
仲
で
、
黒
田
の
建
前
独
身
の
事
情
に
も
通
じ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う｣

と

い
う
推
測
を
示
し
て
い
る

(
�)
。

黒
田
清
輝
の
《
湖
畔
》
が
原
口
の
《
森
の
女
》
の

｢

と
り
わ
け
重
要
な
参
考
作
品｣

だ
と
、
古

田
亮
も
言
及
し
て
い
る

(

�)

。
一
九
〇
〇
年
パ
リ
万
博
に
出
品
さ
れ
、
ま
た
明
治
三
八
年(

一
九
〇
五)

年
の
第
一
〇
回
白
馬
会
展
に
も
出
品
さ
れ
た
《
湖
畔
》
を
漱
石
は
知
っ
て
い
た
と
古
田
は
推
定
し
、

｢

団
扇
を
手
に
す
る
浴
衣
姿
の
女
性
像
は
、
そ
の
ま
ま
《
森
の
女
》
に
つ
な
が
っ
て
い
る｣

と
指

摘
し
て
い
る

(

�)

。

《
湖
畔
》
の
女
性
は
座
像
で
あ
る
が
、
原
口
の
モ
デ
ル
が
黒
田
清
輝
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
、
原
口
の
描
法
が
白
馬
会
系
の
外
光
派
の
も
の
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
、
モ
デ
ル
が
団
扇
を
持
っ

て
い
る
こ
と
と
い
う
共
通
点
が
《
湖
畔
》
が
《
森
の
女
》
の
着
想
源
と
さ
れ
る
根
拠
と
な
っ
て
い

る
。こ

こ
で
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
観
点
か
ら
、
《
湖
畔
》
と
《
森
の
女
》
の
類
縁
関
係
に
つ
い
て
考

え
た
い
。

ま
ず
、
小
さ
な
こ
と
で
あ
る
が
、
目
の
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
。
原
口
は
、
ア
ト
リ
エ
を
訪
問

し
た
三
四
郎
に
対
し
て
、｢

画
工
ゑ
か
き

は
ね
、
心
を
描
く
ん
ぢ
や
な
い
。
心
が
外
へ
見
世
を
出
し
て
ゐ

る
所
を｣

描
く
の
だ
と
言
っ
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。｢

そ
こ
で
此
里
見
さ
ん
の
眼
も
ね
。
里
見

さ
ん
の
心
を
写
す
積
で
描
い
て
ゐ
る
ん
ぢ
や
な
い
。
た
ゞ
眼
と
し
て
描
い
て
ゐ
る
。
此
眼
が
気
に

入
つ
た
か
ら
描
い
て
ゐ
る
。
此
眼
の
恰
好
だ
の
、
二
重
瞼
の
影
だ
の
、
眸

ひ
と
み
の
深
さ
だ
の
、
何
で
も

僕
に
見
え
る
所
丈
を
残
り
な
く
描
い
て
行
く
。
す
る
と
偶
然
の
結
果
と
し
て
、
一
種
の
表
情
が
出

て
く
る｣

。
そ
の
あ
と
、
日
本
女
性
の
目
の
こ
と
が
話
題
に
な
り
、
原
口
は
、
熱
弁
を
ふ
る
う
。

｢

そ
れ
で
、
僕
が
何
故
里
見
さ
ん
の
眼
を
選
ん
だ
か
と
云
ふ
と
ね
。
ま
あ
話
す
か
ら
聞
き
給

へ
。
西
洋
画
の
女
の
顔
を
見
る
と
、
誰
の
描
い
た
美
人
で
も
、
屹
度
大
き
な
眼
を
し
て
ゐ
る
。

可
笑
し
い
く
ら
い
大
き
な
眼
ば
か
り
だ
。
所
が
日
本
で
は
観
音
様
を
始
め
と
し
て
、
お
多
福
、

能
の
面
、
も
っ
と
も
著
し
い
の
は
浮
世
絵
に
あ
ら
は
れ
た
美
人
、
悉
く
細
い
。
み
ん
な
象
に

似
て
ゐ
る
。
何
故
東
西
で
美
の
標
準
が
こ
れ
程
違
ふ
か
と
思
ふ
と
、
一
寸
不
思
議
だ
ら
う
。

所
が
実
は
何
で
も
な
い
。
西
洋
に
は
眼
の
大
き
い
奴
ば
か
り
ゐ
る
か
ら
、
大
き
い
眼
の
う
ち

で
、
美
的
淘
汰
が
行
は
れ
る
。
日
本
は
鯨
の
系
統
ば
か
り
だ
か
ら

ピ
エ
ル
ロ
チ
ー
と
い

ふ
男
は
、
日
本
人
の
眼
は
、
あ
れ
で
何
う
し
て
開
け
る
だ
ろ
う
な
ん
て
冷
や
か
し
て
ゐ
る
。

そ
ら
、
さ
う
云
ふ
国
柄
だ
か
ら
、
何
う
し
た
つ
て
材
料
の
寡
な
い
大
き
な
眼
に
対
す
る

審
美
眼
が
発
達
し
や
う
が
な
い
。
そ
こ
で
選
択
の
自
由
の
利
く
細
い
眼
の
う
ち
で
、
理
想
が

で
き
て
し
ま
つ
た
の
が
、
歌
麿
に
な
つ
た
り
、
祐
信
に
な
つ
た
り
し
て
珍
重
が
ら
れ
て
ゐ
る
。

然
し
い
く
ら
日
本
的
で
も
、
西
洋
画
に
は
、
あ
ゝ
細
い
の
は
盲
目
を
描
い
た
様
で
見
共
な
く

つ
て
不
可
な
い
。
と
云
つ
て
、
ラ
フ
ア
エ
ル
の
聖
母

マ
ド
ン
ナ

の
よ
う
な
の
は
、
天
で
あ
り
や
し
な
い

し
、
有
つ
た
所
が
日
本
人
と
は
云
は
れ
な
い
か
ら
、
其
処
で
里
見
さ
ん
を
煩
は
す
事
に
な
つ

た
の
さ
。｣

｢

象｣

や

｢

鯨｣

の
よ
う
に
細
い
眼
の
表
現
が
日
本
の
伝
統
で
は
理
想
化
さ
れ
て
い
る
が
、
西

洋
絵
画
の
女
性
は

｢

大
き
い
眼｣

の
も
の
が
多
い
。
西
洋
風
の
絵
画
を
目
指
す
原
口
は
、
眼
の
大

き
な
美
�
子
を
モ
デ
ル
に
選
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
読
め
る
。
だ
が
、
美
�
子
は
西
洋
絵
画
の
女
性

像
の
よ
う
に
眼
が
大
き
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

広
田
先
生
の
引
っ
越
し
の
手
伝
い
の
時
、
美
�
子
を
見
た
三
四
郎
は
、
大
学
で
教
わ
っ
た
風
俗

画
家
グ
ル
ー
ズ
の
こ
と
を
思
い
出
す
。｢

二
、
三
日
前
三
四
郎
は
美
学
の
教
師
か
ら
グ
ル
ー
ズ
の

絵
を
見
せ
て
も
ら
つ
た
。
そ
の
時
美
学
の
教
師
が
、
こ
の
人
の
か
い
た
女
の
肖
像
は
こ
と
ご
と
く

�
ラ
プ
チ
ユ
ア
ス
な
表
情
に
富
ん
で
ゐ
る
と｣

説
明
し
た
。
三
四
郎
は

｢

池
の
女｣

に
再
会
し
た

と
き
の
目
つ
き
に

｢

�
ラ
プ
チ
ユ
ア
ス｣

と
い
う
ほ
か
な
い

｢

艶
な
る
あ
る
も
の｣

を
見
出
す
。

美
�
子
の
ま
な
ざ
し
は

｢

見
ら
れ
る
も
の
の
方
が
是
非
媚
た
く
な
る
程
に
残
酷
な
眼
付
で
あ
る｣

が
、
し
か
し
、｢

此
女
に
グ
ル
ー
ズ
の
絵
と
似
た
所
は
一
つ
も
な
い
。
眼
は
グ
ル
ー
ズ
の
よ
り
半

分
も
小
さ
い｣
の
で
あ
る
。

美
�
子
の
目
は
、
グ
ル
ー
ズ
の
絵
の
モ
デ
ル
の
よ
う
に
大
き
く
は
な
い
が
、
伝
統
的
な

｢

象｣

や

｢

鯨｣

の
よ
う
に
細
い
目
で
も
な
い
と
い
う
理
解
が
妥
当
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
《
湖
畔
》
の
モ
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デ
ル
の
女
性
の
目
の
表
情
が
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。《
湖
畔
》
の
女
性
は
、
丸
く
大

き
な
眼
で
は
な
い
が
、
切
れ
長
で
瞳
が
は
っ
き
り
し
た
表
情
で
あ
る
。
モ
デ
ル
は
、
黒
田
夫
人
と

な
っ
た
金
子
た
ね

(

黒
田
照
子)

で
あ
る

(

�)

。
黒
田
照
子

(

金
子
た
ね)

の
肖
像
写
真
と
比
較
す
る

と
、
鼻
筋
が
通
り
、
凜
と
し
た
切
れ
長
の
目
は
、
モ
デ
ル
そ
の
人
か
ら
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
疑
え
な
い
。
た
だ
、
植
野
健
造
が

｢

平
明
な
主
題
と
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
な
が
ら
、
卑
俗
で
は
な

い
あ
る
種
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
婦
人
の
す
っ
と
鼻
だ
ち
の
通
っ

た
顔
立
ち
は
古
典
的
表
現
た
り
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か｣

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
見
、

夕
涼
み
と
い
う
、
近
世
以
来
の
浮
世
絵
的
画
題
を
選
び
な
が
ら
も
、
高
雅
で
均
整
の
と
れ
た
気
品

が
理
想
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
女
性
の
顔
は
モ
デ
ル
を
写
し
な
が
ら
も
、
理
想
化
が
は
か
ら
れ

て
い
る
。
瞳
が
明
確
に
描
か
れ
、
か
つ
、
引
目
の
形
を
基
本
と
し
た
目
の
表
現
は
、
浮
世
絵
の
伝

統
に
は
な
く
、
か
つ
、
西
洋
絵
画
の
模
倣
で
は
な
い
近
代
日
本
の
美
人
の
新
し
い
標
準
を
示
唆
し

て
い
る
。

も
う
一
つ
の
観
点
は
、《
湖
畔
》
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
に
ふ
れ
た

よ
う
に
、
原
口
が
扇
よ
り
団
扇
が
映
え
る
と
し
て
い
る
発
想
の
源
に
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
あ
る
。

美
�
子
と
三
四
郎
に
と
っ
て
は
、
団
扇
を
か
ざ
す
ポ
ー
ズ
は
、
最
初
の
出
会
い
の
記
憶
の
共
有
と

い
う
意
味
が
あ
る
が
、
原
口
に
と
っ
て
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
近
代
日
本
に
再
帰
さ
せ
る
と
い
う

た
く
ら
み
を
表
し
て
い
る
。

黒
田
清
輝
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
関
係
に
つ
い
て
、
崔
裕
景
は
興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

崔
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
影
響
が
現
れ
て
い
る
作
品
と
し
て
、《
夏
図

(

野
遊
び)

》(
一
八
九
三
年)

、

《
納
涼
婦
人
図
》(

一
八
九
三
年)

を
あ
げ
て
い
る

(

�)

。
黒
田
の
団
扇
へ
の
関
心
は
、
一
八
九
〇
年

一
〇
月
一
六
日
付
の
母
宛
の
書
簡
で
、
グ
レ
ー
在
住
時
の
下
宿
の
娘
マ
リ
ア
・
ビ
ヨ
ー
を
モ
デ
ル

に
し
て

｢

夏
の
着
物
で
団
扇
を
持
っ
て
庭
に
立
つ
姿｣

を
描
い
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
に

さ
か
の
ぼ
る
と
、
崔
は
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。《
夏
図

(

野
遊
び)

》
は
、
一
八
九
二
年
の
サ
ロ
ン
出
品

を
目
指
し
た
が
、
完
成
に
至
ら
ず
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
で
縮
小
さ
れ
た
《
納
涼
婦
人
図
》
が
一
八
九

三
年
の
独
立
芸
術
家
協
会

(

ソ
シ
エ
テ
・
デ
・
ザ
ル
テ
ィ
ス
ト
・
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン)

の
サ
ロ
ン

に
出
品
さ
れ
る
。
こ
の
《
納
涼
婦
人
図
》
に
は

｢

団
扇
を
手
に
し
て
背
中
を
向
け
て
座
っ
て
い
る

女
性
が
描
か
れ
て
い
る｣

が
、｢

こ
の
後
ろ
向
き
の
女
性
を
180
度
回
転
さ
せ
る
と
、
湖
を
背
に
し

て
座
っ
て
い
る
《
湖
畔
》
の
照
子
夫
人
と
重
な
り
、
こ
の
二
人
の
女
性
が
同
じ
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て

い
る
の
が
わ
か
る｣

と
、
崔
は
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。
た
だ
し
、
下
絵
に
は
、
団
扇
を
身
体
の
外
に
さ

し
だ
し
た
も
の
と
、
身
体
に
団
扇
を
向
け
た
も
の
と
が
あ
る
。｢

団
扇
を
持
つ
婦
人
図｣

は｢

ジ
ャ

ポ
ニ
ズマ

マ

ム
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
り
、
マ
ネ
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
ら
の
作
品
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す

る｣

と
崔
は
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。

ま
た
、
崔
が
あ
げ
て
い
る
下
絵
と
み
ら
れ
る
図

(

	写
生
帳
25
号
6

)

は
、
立
っ
た
女
性
が
団

扇
を
顔
の
あ
た
り
に
か
ざ
し
て
い
る
ポ
ー
ズ
の
も
の
で
あ
る

[

図
�]

。
下
絵
の
女
性
は
洋
装
で

は
あ
る
が
、
美
�
子
の
団
扇
を
か
ざ
す
ポ
ー
ズ
と
一
致
し
て
い
る

(

�)

。
漱
石
が
こ
の
下
絵
を
知
っ
て

い
た
可
能
性
は
低
い
が
、
団
扇
を
持
つ
女
性
像
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
関
連
に
つ
い
て
認
識
し
て
い

た
こ
と
は
、『

三
四
郎』

の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
黒
田
清
輝
《
湖
畔
》
に
隠
さ
れ
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
漱
石
に
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
漱
石
は
パ
リ
で
《
湖
畔
》
を
見
て
い

る
。
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
は
、
日
本
は
四
回
目
の
参
加
と
な
っ
た
が
、
ト
ロ
カ
デ

ロ
広
場
に
法
隆
寺
の
金
堂
を
模
し
た
日
本
館
を
建
設
し
、
奈
良
朝
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
の
日
本

美
術
の
名
品
を
出
品
し
た
。
日
本
館
の
展
示
に
つ
い
て
、
千
足
伸
行
は
、｢

そ
こ
に
展
示
さ
れ
た

古
美
術
約
一
八
〇
点
は
お
お
む
ね
好
評
を
博
し
、
日
本
美
術
が
ウ
キ
ヨ
エ
、
カ
ケ
モ
ノ
、
ネ
ツ
ケ
、

木股 知史：『三四郎』( 七 )

図�



イ
ン
ロ
ー

(

印
籠)

だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
展
示
物
の
中
に
は
奈
良
、
平
安
時

代
の
《
聖
徳
太
子
御
影
》、《
源
氏
物
語
絵
巻
│
末
摘
花
》
か
ら
雪
舟
、
雪
村
の
水
墨
画
を
経
て
江

戸
時
代
の
光
琳
、
光
悦
に
い
た
る
国
宝
級
の
名
品
も
含
ま
れ
て
い
た｣

と
述
べ
て
い
る

(

�)

。
も
う
一

方
で
、
日
本
は
グ
ラ
ン
・
パ
レ
に
近
代
美
術
作
品
を
展
示
し
た
。
日
本
画
、
彫
刻
、
洋
画
が
多
数

展
示
さ
れ
、《
湖
畔
》
は
そ
の
中
の
一
作
品
で
あ
っ
た
。
グ
ラ
ン
・
パ
レ
の
二
階
に
は
フ
ラ
ン
ス

絵
画
が
展
示
さ
れ
、
比
較
さ
れ
た
日
本
の
近
代
洋
画
は
、
模
倣
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

漱
石
は
、
こ
の
グ
ラ
ン
・
パ
レ
の
展
示
を
見
た
と
思
わ
れ
、
明
治
三
三
年
一
〇
月
二
五
日
の
日

記
に
、｢

渡
辺
氏
ヲ
訪
フ
夫
ヨ
リ
博
覧
会
ニ
行
ク
美
術
館
ヲ
覧
ル
宏
大
ニ
テ
覧
尽
セ
レ
ズ
日
本
ノ

ハ
尤
モ
マ
ヅ
シ｣

と
記
し
て
い
る

(
�)
。
こ
れ
は
、
多
く
の
観
客
が
抱
い
た
で
あ
ろ
う
感
想
で
あ
り
、

漱
石
だ
け
が
日
本
の
近
代
美
術
を
け
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

以
下
に
記
す
こ
と
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
原
口
の
モ
デ
ル
に
黒
田
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
、

漱
石
が
《
湖
畔
》
に
つ
い
て
記
憶
に
と
ど
め
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

パ
リ
の
グ
ラ
ン
・
パ
レ
の
西
洋
近
代
美
術
の
作
品
群
の
中
で
は
、
目
立
た
な
か
っ
た
が
、《
湖
畔
》

に
隠
さ
れ
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
再
帰
的
取
り
込
み
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
帰
国
し
て
小
説
家
と
な
っ

て

『

三
四
郎』

を
構
想
し
て
い
た
漱
石
に
作
中
の
《
森
の
女
》
と
い
う
絵
画
の
構
想
に
つ
い
て
の

暗
示
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

黒
田
と
漱
石
に
は
、
西
洋
に
対
す
る
近
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
心
情
に
お
い
て
共
通
す

る
も
の
が
あ
っ
た
。
日
露
戦
争
時
に
漱
石
は
、
談
話
記
事

｢

批
評
家
の
立
場｣
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る

(

�)

。
僕
は
軍
人
が
え
ら
い
と
思
ふ
、
西
洋
の
利
器
を
西
洋
か
ら
貰
つ
て
来
て
、
目
的
は
露
国
と

喧
嘩
で
も
し
や
う
と
い
ふ
の
だ
、
日
本
の
特
色
を
拡
張
す
る
為
め
、
日
本
の
特
色
を
発
揮
す

る
為
め
に
こ
の
利
器
を
買
つ
た
の
だ
、
文
学
者
が
西
洋
の
文
学
を
用
う
る
の
は
自
己
の
特
色

を
発
揮
す
る
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
、
そ
れ
が
一
見
奴
隷
の
観
が
あ
る
の
は
不
愉
快
だ
。

人
は
圧
迫
せ
ら
れ
た
時
自
己
の
無
能
を
思
ふ
も
の
で
、
明
治
維
新
の
当
時
無
闇
と
横
文
字

が
跳
梁
し
た
の
で
、
一
般
に
横
文
は
よ
い
も
の
難
有
も
の
な
つ
た
が
、
必
ら
ず
し
も
西
洋
ば

か
り
え
ら
い
の
で
な
い
、
日
本
に
は
日
本
固
有
の
特
色
が
あ
る
、
其
特
色
を
発
揮
す
る
こ
と

が
何
よ
り
え
ら
い
の
だ
、
同
時
に
自
己
の
特
色
を
発
揮
す
る
の
が
え
ら
い
の
だ
。

黒
田
清
輝
は
、
近
代
日
本
の
洋
画
の
未
来
に
つ
い
て
、
日
本
画
と
油
絵
は
違
っ
て
い
る
が
、

｢

日
本
で
出
来
る
と
云
ふ
即
ち
日
本
人
の
頭
脳
か
ら
出
る
と
云
ふ
事
柄
に
就
て
、
油
絵
も
遂
に
日

本
化
さ
せ
ら
れ
て
一
種
又
違
つ
た
日
本
風
と
云
ふ
も
の
に
な
る
こ
と
は
極
ま
つ
て
居
る｣

と
述
べ

て
い
る

(

�)

。
漱
石
が
黒
田
に
感
応
し
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
西
洋
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
日
本
独

自
の
も
の
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

《
湖
畔
》
に
現
れ
た
も
う
一
つ
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
要
素
は
、
水
平
線
の
位
置
の
高
さ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
高
階
秀
爾
が
、｢

西
欧
の
伝
統
的
表
現｣

で
は

｢

地
平
線
は
原

則
と
し
て
画
面
の
中
央
部｣

に
あ
り
、
日
本
で
は
、｢

た
と
え
ば
洛
中
洛
外
図
な
ど
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
伝
統
的
に
遠
上
近
下
の
空
間
構
成
を
好
み
、
人
物
が
側
面
視
点
で
描
か
れ
る
と
き
も
、

背
景
は
画
面
上
部
ま
で
地
面
で
覆
わ
れ
る
と
い
う
や
り
方
を
用
い
た｣

と
述
べ
て
い
る

(

�)

。
こ
う
し

た
地
平
線
を
高
く
し
た
構
図
は
、
人
物
を
背
景
と
と
も
に
描
く
浮
世
絵
に
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
栄
松
斎
長
喜
の
《
日
の
出
美
人
》
は
、
日
の
出
を
む
か
え
た
品
川
の
海
を
背
景
に
女

性
を
描
く
が
、
地
平
線
は
女
性
の
頭
上
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
高
階
秀
爾
は
、｢

森
の
中
の
女｣

と
い
う
画
題
に
つ
い
て
も
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
里
帰

り
的
要
素
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
の
《
麦
藁
帽
子
を
持
つ
婦
人
》
と
青

木
繁
《
秋
声
》、
黒
田
清
輝
《
白
き
着
物
を
着
せ
る
西
洋
婦
人
》
を
比
較
し
て
、
コ
ラ
ン
の

｢

空

を
拒
否
し
て
背
景
を
閉
ざ
し
て
い
る｣

構
図
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
景
が
う
か
が
え
る
と
、
高
階
は

指
摘
し
、
黒
田
の
作
品
は
、
コ
ラ
ン
よ
り
先
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
青
木
の
《
秋
声
》
を
含
め
て

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
里
帰
り
と
考
え
た
い
と
述
べ
て
い
る

(

�)

。

原
口
が
描
く
美
�
子
像
の
題
は
《
森
の
女
》
で
あ
り
、
小
説
の
末
尾
で
三
四
郎
は
、｢

森
の
女

と
い
う
題
が
悪
い｣

と
言
う
が
、｢

ぢ
や
、
何
と
す
れ
ば
好
い
ん
だ｣

と
与
次
郎
に
問
わ
れ
て
、

口
の
中
で

｢

迷

羊

ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ
、
迷

羊

ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ｣

と
つ
ぶ
や
く
の
み
で
な
ん
と
も
答
え
な
か
っ
た
。
物
語
の
進
展

を
踏
ま
え
て
妥
当
な
推
測
を
す
れ
ば
、《
森
の
女
》
は
、
自
然
に
含
ま
れ
て
い
る
女
性
と
い
う
こ

と
を
含
意
し
て
お
り
、｢

黒
い
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
、
金
縁
の
眼
鏡
を
掛
け
て
、
遠
く
か
ら
見
て
も

色
光
沢
の
い
い｣

如
才
な
い
男
と
結
婚
し
た
美
�
子
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
、
三
四
郎
は
受
け

止
め
た
こ
と
に
な
る
。

｢

森
の
中
の
女｣
と
い
う
画
題
は
、
む
し
ろ
西
欧
の
神
話
伝
承
的
な
背
景
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
は
な
い
か
。
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
に
は
、
森
の
中
の
女
性
を
描
い
た
作
品
が
多
数
あ
る

(

	)

。
樹
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木
の
茂
る
庭
園
に
立
っ
て
読
書
す
る
女
性
を
描
い
た
《
く
つ
ろ
ぎ
》(

一
八
九
六
年)

が
あ
り
、

《
詩
》(

一
八
九
九
年)

、《
楽
》(

一
八
九
九
年)

で
は
、
ミ
ュ
ー
ズ
の
よ
う
な
女
性
を
森
の
中
に

描
き
出
し
て
い
る
。
西
欧
絵
画
に
お
け
る
森
の
表
現
が
、
神
話
伝
承
か
ら
発
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
巖
谷
國
士
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

(

�)

。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
に
早
く
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
い
た
森
の
表
現
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
追

わ
れ
た

｢

楽
園｣

の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
っ
そ
う
古
い
多
神
教

の
自
然
信
仰
の
行
わ
れ
た
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
や
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
、
ま
た
ケ
ル
ト
・

ゲ
ル
マ
ン
な
ど
の
神
話
・
伝
説
に
取
材
し
た
美
術
も
、
き
わ
め
て
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
に
は
森
の
神
々
や
半
神
た
ち
、
妖
精
た
ち
な
ど
が
住
ん
で
跳
梁
し
、
魅
惑
と
恐
怖
と

を
同
時
に
よ
び
お
こ
す

｢

聖
な
る
世
界｣
を
現
出
し
て
い
ま
し
た
。

《
森
の
女
》
と
い
う
題
は
、｢

聖
な
る
世
界｣

と
し
て
の
森
を
遠
い
響
き
と
し
て
内
包
し
な
が

ら
、
コ
ラ
ン
の
庭
園
や
、
印
象
派
の
画
家
た
ち
の
水
辺
の
風
景
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
絵
の
中
の

女
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
再
帰
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
、
近
代
日
本
を
想
起
さ
せ
つ
つ
も
、

｢

聖
な
る
世
界｣

と
し
て
の
自
然
に
抱
擁
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
世
界
の
美
�
子

は
、
兄
と
同
期
の
法
学
士
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
、
完
全
に
世
俗
化
し
、
絵
に
残
さ
れ
た
像
と
大
き

な
落
差
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

４

東
方
の
伝
承

こ
れ
ま
で
、
団
扇
を
か
ざ
す
女
の
イ
メ
ー
ジ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
西
欧
美
術
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

の
交
錯
と
い
う
視
点
か
ら
追
跡
し
て
き
た
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
団
扇
を
か
ざ
す
女
性
の
像
を
東
方
の
伝
統
の
中
に
探
る
こ
と
が
で
き
る
か
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

上
村
松
園
の
《
待
月
》(

一
九
二
六
年)

に
つ
い
て
た
い
へ
ん
興
味
深
い
指
摘
を
、
今
橋
理
子

が
行
っ
て
い
る

(

�)

。《
待
月
》
は
、
第
七
回
帝
展
に
出
品
さ
れ
た
が
、
評
判
は
よ
く
な
か
っ
た
。

《
待
月
》
は
、
柱
越
し
に
町
屋
の
二
階
に
た
た
ず
み
、
右
手
に
団
扇
を
下
に
向
け
て
持
っ
て
い
る

若
い
女
性
を
背
後
か
ら
描
い
て
い
る
。
今
橋
は
、
帯
の
波
兎
文
様
が
伝
統
か
ら
ず
れ
た
も
の
で
、

埋
め
込
ま
れ
た
擬
古
典
的
暗
示
を
掘
り
出
す
。
今
橋
が
《
待
月
》
を
ど
の
よ
う
に
解
読
し
た
か
に

つ
い
て
、
少
し
長
く
な
る
が
、
引
用
し
て
お
き
た
い

(

�)

。

画
中
の
女
性
が
身
に
着
け
た
帯
に
は
、
顧
兎
を
あ
し
ら
っ
た
波
兎
文
様
と
い
う
、
擬
古
典

模
様
が
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
図
像
が
示
す
意
味
は

｢

月｣

と
く
に

｢

満
月｣

で
あ
り
、
後

ろ
向
き
に
描
か
れ
た
女
性
の
姿
態

(

ポ
ー
ズ)

に
対
し
て
鑑
賞
者
が
ほ
の
か
に
期
待
す
る
心

持
ち

す
な
わ
ち
彼
女
が

｢

振
り
返
る｣

な
ら
ば
、
花
に
も
優
る
面
影
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
が
、｢

振
り
返
る
兎｣

の
文
様
で
ま
ず
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
画
中
に
は
月
の
姿
は
な
い
。

従
っ
て
帯
の
波
兎
文
様
は
、
不
在
の
月
の
暗
示
と
し
て
、
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
女
性
が

｢

満
月｣

を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
時
節
は
す
で
に
夏
の
終
わ

り
で
あ
る
。
よ
く
見
れ
ば
、
女
性
は
団
扇
を
手
に
し
て
い
る
が
、
扇
い
で
は
い
な
い
。
も
は

や
そ
れ
が
要
ら
ぬ
よ
う
な
、
秋
風
す
ら
も
次
第
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

今
橋
は
、
引
用
の
あ
と
の
部
分
で
、
こ
こ
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
が
、｢

秋
の
扇
↓
班�

�
↓
男

を
待
ち
続
け
る
女｣

と
い
う

｢

古
代
中
国
以
来
の

｢

悲
恋｣

の
伝
統
文
脈｣

で
あ
る
と
指
摘
し
、

女
性
が
待
っ
て
い
る
の
は
、｢

月
の
出｣

で
は
な
く
、｢

来
る
は
ず
の
な
い

｢

恋
人｣｣

を
待
っ
て

い
る
と
い
う
理
解
を
示
す

(

�)

。

班�

�
は
、
中
国
、
前
漢
の
女
官
で�

�
は
官
名
を
示
し
て
い
る
。
成
帝
の
寵
を
失
い
、『

文

選』

に
収
録
さ
れ
て
い
る

｢

怨
歌
行｣

と
い
う
詩

(『

文
選』

収
録)

を
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
故
事
は
、
能

『

班
女』

の
典
拠
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。｢

怨
歌
行｣

は
次
の
よ

う
な
作
品
で
あ
る

(

�)

。

新
裂
二

斉�

素
一

新あ
ら
たに
斉せ
い

の�

素
ぐ
わ
ん
そ

を
裂さ

け
ば

皎
潔
如
二

霜
雪
一

皎
潔
か
う
け
つ

に
し
て

霜
雪
さ
う
せ
つ

の
如ご
と

し

裁
為
二

合
歓
扇
一

裁た

ち
て
合
歓

が
ふ
く
わ
ん
の
扇
う
ち
は
と
為な

せ
ば

團
團
似
二

明
月
一

團
團
だ
ん
だ
ん

と
し
て
明
月
め
い
げ
つ

に
似に

た
り

出
二

入
君
懐
袖
一

君き
み

の
懐
袖

く
わ
い
し
う
に
出
入

し
ゆ
つ
に
ふ
し
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動
揺
微
風
発

動
揺
ど
う
え
う

し
て
微
風
び
ふ
う

を
ば
発お
こ

す

常
恐
秋
節
至

常つ
ね

に
恐お
そ

る

秋
節
し
う
せ
つ

の
至い
た

り

涼
風
奪
二

炎
熱
一

涼
風
り
や
う
ふ
うの
炎
熱
え
ん
ね
つ

を
奪う
ば

は
ん
こ
と
を

棄
二

捐
篋
笥
中
一

篋
笥
け
ふ
し

の
中な
か

に
棄
捐
き
え
ん

せ
ら
る
れ
ば

恩
情
中
道
絶

恩
情

お
ん
じ
や
うも
中
道

ち
ゆ
う
だ
う
に
絶た

え
な
ん

名
月
の
よ
う
な
形
の
団
扇
が
秋
に
は
不
要
の
も
の
と
な
っ
て
筺
の
中
に
し
ま
わ
れ
て
し
ま
う
よ

う
に
、
恩
寵
も
絶
え
て
し
ま
う
と
い
う
嘆
き
を
表
現
し
て
い
る
。
帝
の
寵
愛
を
示
す｢

合
歓
の
扇｣

は

｢

明
月｣

に
似
た
円
形
の
団
扇
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

班�

�
の
故
事
を
踏
ま
え
て
王
昌
齢
は
、｢

西
宮
春
怨｣

、｢

西
宮
秋
怨｣

と
い
う
二
編
の
閨
怨

詩
を
作
っ
て
い
る
。
団
扇
が
登
場
す
る

｢

西
宮
秋
怨｣

は
次
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る

(

�)

。

芙
蓉
不
及
美
人
粧

芙
蓉

ふ
よ
う

も
及お
よ

ば
ず

美
人
び
じ
ん

の
粧
よ
そ
お
い

水
殿
風
來
珠
翠
香

水
殿

す
い
で
ん

風
来
か
ぜ
き
た

っ
て

珠
翠
し
ゆ
す
い

香
か
ん
ば

し

却
恨
含
情
掩
秋
扇

却か
え

っ
て
恨う
ら

む

情
じ
よ
う
を
含ふ
く

ん
で
秋
扇

し
ゆ
う
せ
ん
を
掩お
お

い

空
懸
明
月
待
君
王

空む
な

し
く
明
月
め
い
げ
つ

を
懸か

け
て
君
王
く
ん
の
う

を
待ま

ち
し
を

今
橋
は

｢

江
戸
時
代
以
降

『

唐
詩
選』

な
ど
の
漢
詩
本
の
出
版
普
及
に
よ
り
、
日
本
に
お
い
て

も

｢

班�

�｣

の
世
界
は
、
き
わ
め
て
よ
く
知
ら
れ
る
古
典
知
と
な
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る｣

と
述
べ
て
い
る

(

�)

。

月
と
団
扇
の
関
係
に
つ
い
て
、
今
橋
は
、
月
が

｢

班�

�
の
閨
怨
世
界
を
映
し
出
す
、
最
も
大

事
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る｣

と
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。
ま
た
、
黄
建
香
は
、
閨
怨
詩
に
お
け
る

｢

合
歓
扇
が
明
月
の
ご
と
く
丸
い
こ
と
は
月
と
団
扇
の
両
者
の
形
の
相
似
か
ら
指
摘
で
き
る｣

と

述
べ
て
い
る

(

�)

。
閨
怨
詩
に
お
け
る

｢

秋
扇｣

は
丸
い
団
扇
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、『

三
四
郎』

の
《
森
の
女
》
の

｢

団
扇
を
か
ざ
し
て
立
っ
た
姿｣

に
最
も
似
て
い
る
の

は
、
閨
怨
詩
を
画
像
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
閨
怨
詩
の
画
像
化
に
つ
い
て
、
今
橋
は
、『

唐
詩
選

画
本』
(

一
七
九
〇
年)

に
あ
る
鈴
木
芙
蓉
の
画

[

図
�]

が

｢

班�

�
図
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン｣

で
あ
り
、｢

扇
子
や
団
扇
を
持
つ
女
性
が
一
人
淋
し
く
庭
園
や
回
廊
の
一
隅
に
佇
む

と
い
う
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美
人
画
の
主
題
は
、
中
国
盛
唐
期
の
詩
人
・
王
昌
齢

(

六
九
九
〜
七
五
五
？)

の
閨
怨
詩
の
代
表

作
と
し
て
知
ら
れ
る

｢

西
宮
春
怨｣

お
よ
び

｢

西
宮
秋
怨｣

と
題
す
る
詩
に
基
づ
く
。
こ
の
主
題

は
、
絵
画
上
で
も
伝
統
的
な
画
題
と
し
て
、
日
本
で
も
江
戸
時
代
以
来
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ

て
き
た
。｣
と
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。

こ
の
鈴
木
芙
蓉
の
画
は
、
団
扇
を
か
ざ
す
美
�
子
の
ポ
ー
ズ
に
相
似
し
て
い
る

(

�)

。『

西
宮
秋
怨』

の
閨
怨
モ
チ
ー
フ
は
、
美
�
子
の
ポ
ー
ズ
の
暗
示
的
意
味
を
説
明
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ

る
。
端
的
に
言
う
と
、
帝
の
寵
愛
を
失
う
班�

�
は
、
夫
の
愛
を
失
う
未
来
の
美
�
子
を
暗
示
し

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ま
た
、
過
去
に
画
像
を
投
射
す
れ
ば
、
終
わ
っ
た
披
露
宴

の
招
待
状
を
取
り
出
し
て
破
り
捨
て
る
野
々
宮
の
愛
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う

理
解
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う

(

�)

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
班�

�
の
故
事
と
閨
怨
詩
に
基
づ
く
団

扇
を
か
ざ
す
女
性
の
像
は
、
愛
の
喪
失
と
い
う
意
味
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

絵
の
モ
デ
ル
を
し
て
い
る
美
�
子
を
描
い
た
新
聞
掲
載
時
の
挿
絵
は
、
名
取
春
仙
が
担
当
し
て

い
た
が
、
美
�
子
に
団
扇
を
持
た
さ
ず
に
団
扇
と
美
�
子
を
別
々
に
描
い
て
い
る

(

�)[

図
�]

。
こ

れ
は
、
団
扇
を
か
ざ
す
と
顔
の
表
情
が
隠
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
措
置

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
団
扇
の
重
要
性
の
強
調
の
意
味
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
注
目
し
た
い
の
は
団

扇
の
柄
で
あ
る
。
満
月
と
ス
ス
キ
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
春
仙
は
、
秋
団
扇
を
描
い
た

の
で
あ
り
、
男
を
待
つ
女
と
い
う
暗
示
を
意
図
的
に
埋
め
込
ん
で
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
要
素
は
、
黒
田
清
輝
の
《
湖
畔
》
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
女
性
が
持

つ
団
扇
の
柄
は
、
略
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
枝
と
花
と
葉
の
形
状
か
ら
、
萩
の
花
で
あ
る
よ
う
に
推

測
で
き
る

(

	)

。
納
涼
の
伝
統
的
構
図
を
踏
襲
し
て
、
季
節
は
夏
で
あ
る
が
、
涼
を
先
取
り
す
る
か
の

よ
う
に
団
扇
の
図
柄
は
萩
を
描
い
て
い
る
。
尤
も
、
萩
は
夏
季
か
ら
咲
き
始
め
る
。
萩
は
月
を
想

起
さ
せ
、
ま
る
い
団
扇
を
月
と
見
立
て
れ
ば
、
萩
越
し
に
眺
め
た
月
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
な
り
、

そ
こ
に
月
待
ち
の
含
意
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。《
湖
畔
》
の
モ
デ
ル
で
あ
る
照
子

(

金
子
た

ね)

は
、
黒
田
清
輝
の
養
父
、
清
綱
の
意
向
も
あ
り
、
そ
の
存
命
中
は
入
籍
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た

(


)

。
今
橋
が
指
摘
す
る
、
月
を
待
つ
こ
と
が
男
を
待
つ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
応
用
す
れ
ば
、

�湖
畔
�
の
女
性
も
や
は
り
待
つ
女
な
の
で
あ
る

(

)

。

５

イ
メ
ー
ジ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
多
義
性

団
扇
を
か
ざ
す
ポ
ー
ズ
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
近
代
日
本
に
再
帰
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日

本
の
西
洋
化
が
一
方
的
な
西
洋
の
模
倣
で
は
な
く
、
一
種
の
再
創
造
の
過
程
を
含
む
こ
と
を
暗
示

す
る
。
ま
た
、
班�

�
の
故
事
と
閨
怨
詩
と
い
う
東
方
の
伝
承
を
踏
ま
え
れ
ば
、
美
�
子
の
不
幸

と
い
う
現
状
と
未
来
が
イ
メ
ー
ジ
に
内
包
さ
れ
た
物
語
と
し
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

美
�
子
を
お
お
う
不
幸
の
影
と
い
う
読
解
は
、
同
時
代
の
物
語
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
影
響
と
い

う
視
点
か
ら
も
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。『

三
四
郎』

の
そ
の
後
を
、
三
四
郎
の
一
人
称

の
日
記
と
い
う
形
で
描
い
た
、
山
本
春
雄
の

『

漱
石
の
三
四
郎
日
記』

と
い
う
小
説
が
、
大
正
九

年
七
月
に
現
代
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
大
学
卒
業
後
三
年
た
っ
た
世
界
を
描
き
、
三
四
郎
は

就
職
活
動
に
精
を
出
し
て
い
る
。
三
四
郎
が
下
宿
に
帰
る
と
、
野
々
宮
よ
し
子
が
来
て
い
て
、
美

�
子
に
つ
い
て
、｢

妾
、
美
�
子
さ
ん
の
や
う
な
悧
好
者
で
な
い
か
ら
。
金
に
目
が
眩
ん
で
結
婚

す
る
に
は
な
れ
な
い
し
、
あ
ん
な
薄
情
な
事
は
能
き
な
い
、
わ｣

と
語
る
。
三
四
郎
が
眠
っ
て
い

る
と
き
に
、
野
々
宮
が
訪
ね
て
き
た
と
い
う
の
で
、
後
で
野
々
宮
に
用
件
を
聞
き
に
行
く
と
、
野
々

宮
は
、｢

里
見
の
美
�
子
さ
ん
が
お
嫁
に
行
つ
て
も
、
何
う
も
思
は
し
く
な
い
、
小
川
さ
ん
に
は

す
ま
な
い
事
を
し
た
。
何
分
宜
し
く
御
伝
言
を
頼
む｣

と
い
う
美
�
子
の
言
葉
を
伝
え
た
。
さ
ら

木股 知史：『三四郎』(一一)

図８



に
は
、
三
四
郎
の
夢
に
美
�
子
が
現
れ
て
、｢

妾
の
量
見
は
実
際
間
違
つ
て
ゐ
ま
し
た｣

と
謝
罪

す
る
。｢

間
貫
一
が
お
宮
を
夢
み
る
よ
う
な
暑
い
日
で
あ
る｣

と
い
う
一
行
が
挟
ま
れ
て
い
る
よ

う
に
、
尾
崎
紅
葉

『

金
色
夜
叉』

が
念
頭
に
置
か
れ
、
美
�
子
は
宮
に
類
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
つ
い
に
街
で
、
三
四
郎
は
美
�
子
に
出
会
う
が
、
美
�
子
は

｢

或
る
人
の
勧
め
と
恭
助

さ
ん
の
勧
告
に
依
つ
て
或
る
成
金
の
所
へ
嫁
入
り
し
た
け
れ
ど
も
好
事
魔
多
く
て
、
遂
に
破
鏡
の

歎
き
を
み
、
今
は
家
に
帰
つ
て
ゐ
る｣

と
言
う
。
里
見
家
は
真
砂
町
か
ら
市
川
町
へ
転
居
し
て
い

て
、
恭
助
の
不
振
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

『

三
四
郎』

で
は
美
�
子
の
結
婚
相
手
は
、
兄
と
同
窓
の
法
学
士
で
あ
る
こ
と
は
書
い
て
あ
る

が
、｢

成
金｣

と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、｢

黒
い
帽
子
を
被
つ
て
、
金
縁
の
眼
鏡
を
掛
け
て
、

遠
く
か
ら
見
て
も
色
光
沢
の
好
い
男｣

｢
脊
の
す
ら
り
と
高
い
細
面
の
立
派
な
人｣

と
表
現
さ
れ

て
い
る
美
�
子
の
夫
と
な
る
人
は
、
如
才
な
く
実
業
界
で
立
ち
居
振
る
舞
い
が
で
き
る
人
物
で
あ

る
と
い
う
暗
示
を
ふ
く
ん
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
美
�
子
の
ポ
ー
ズ
や
絵
画
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
多
義
的
な
読
み
と
り
の
可
能
性
を

た
ど
っ
て
き
た
。
そ
の
動
機
は
、『

三
四
郎』

で
は
、
美
�
子
の
心
中
思
惟
が
語
り
手
に
よ
っ
て

提
示
さ
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。『

三
四
郎』

と
は
対
照
的
に

『
虞
美
人
草』

に
は
ヒ
ロ
イ
ン
藤
尾

の
心
中
思
惟
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
個
性
が
た
が
い
に
異
な
る
藤
尾
と
糸
子
が
対
峙
し
た
場
面
で

あ
る

(

�)

。｢

今
に
兄
が
御
嫁
で
も
貰
つ
た
ら
、
出
て
あ
る
き
ま
す
わ｣

と
糸
子
が
云
ふ
。
家
庭
的
の
婦

女
は
家
庭
的
の
答
へ
を
す
る
。
男
の
用
を
足
す
為
め
に
生
れ
た
と
覚
悟
を
し
て
ゐ
る
女
ほ
ど

憐
れ
な
も
の
は
な
い
。
藤
尾
は
内
心
に
ふ
ん
と
思
つ
た
。

〈
藤
尾
は
…
…
思
つ
た
〉
と
い
う
構
文
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
内
面
を
読
者
に
直
接
に
提
示
し
て
い

る
。
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
小
説
を
読
み
込
ん
で
い
る
漱
石
は
、
こ
う
し
た
手
法
を
熟
知
し
て
い
た

だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
漱
石
が
評
価
し
て
い
る
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の

『

高
慢
と
偏
見』

に
は
、
藤
尾
と
同
じ
よ
う
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
心
中
思
惟
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
漱
石
は
、
な
ぜ

『

三
四
郎』

で
、
美
�
子
の
心
中
思
惟
を
描
く
と
い
う
選
択
を
放
棄
し
た
の
だ
ろ
う
か
。｢

女
の
謎｣

を
描
く
た
め
の
表
現
技
法
的
な
選
択
だ
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
選
択
こ
そ
が
一

つ
の
謎
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

(

�)

。

本
稿
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
相
互
関
連
性
を
異
な
る
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
掘
り
お
こ
す
試
み

で
あ
る
が
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
心
中
思
惟
を
封
じ
る
語
り
の
選
択
が
、
イ
メ
ー
ジ
の
多
義
性
を
喚
起
す

る
こ
と
の
原
因
だ
と
考
え
て
い
る

(

�)

。

さ
て
、
団
扇
を
翳
す
女
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
読
み
と
れ
た
含
意
は
、〈
作
者
の
意
図
〉
に
還
元
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
い
。
漱
石
は
、
明
治
四
〇
年
の
一
月
九
日
に
高

浜
虚
子
等
と

『

班
女』

を
謡
っ
て
お
り
、
ま
た
漢
籍
に
な
じ
ん
で
い
る
ゆ
え
、
班�

�
の
故
事
を

知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
体
験
や
知
識
か
ら
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
団
扇
の
関
係
に
つ
い
て
も
理
解

し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
イ
メ
ー
ジ
の
相
互
関
連
性
か
ら
導
か
れ
た
文
化
的
コ
ン
テ

ク
ス
ト
の
発
掘
は
、
読
者
の
側
に
立
っ
た
長
い
ス
パ
ン
を
も
っ
て
お
り
、〈
作
者
の
意
図
〉
は
、

そ
こ
に
収
斂
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

黒
田
清
輝
が
フ
ラ
ン
ス
女
性
に
団
扇
を
持
た
せ
て
も
、
そ
れ
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
模
倣
で
あ

る
が
、
日
本
女
性
に
団
扇
を
持
た
せ
る
と
、
一
見
、
近
世
以
来
の
伝
統
に
沿
う
よ
う
で
い
て
、
ジ
ャ

ポ
ニ
ス
ム
を
再
帰
さ
せ
る
と
い
う
意
志
が
生
ま
れ
る
。
団
扇
を
翳
す
ポ
ー
ズ
を
選
択
し
た
美
�
子

に
は
、
あ
る
意
志
の
暗
示
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
班�

�
の
故
事
に
基
づ
く
愛

の
喪
失
の
暗
示
は
、
意
志
を
持
つ
女
へ
の
加
罰
の
欲
求
を
示
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
意
志
と
、

加
罰
の
欲
求
の
交
点
に
美
�
子
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

(

�)
『

三
四
郎』

(

明
治
四
二
年
五
月
、
春
陽
堂
、
初
版)

。
以
下
の

『

三
四
郎』

の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。

漢
字
は
原
則
新
字
と
し
、
ふ
り
が
な
は
適
宜
省
略
し
た
。

(

�)

小
川
一
真

『

東
京
帝
国
大
学』

(

一
九
〇
〇
年
四
月
、
小
川
写
真
製
版
所)

六
図
。
池
の
名
称
は
心

字
池
で
、
方
角
が
合
っ
て
い
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
右
手
に
見
え
る
の
が
中
島
で
、
中
央
向
こ
う
側
に
二

人
の
女
性
が
見
え
た
こ
と
に
な
る
。
詳
し
い
位
置
の
考
証
に
つ
い
て
は
、
石
原
千
秋

『

漱
石
と
日
本
の

近
代

(

上)』
(

二
〇
一
七
年
五
月
、
新
潮
社)

一
八
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

	)

図
録

『
日
本
の
う
ち
わ』

(

平
成
一
三
年
八
月
、
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
編
、
岐
阜
新
聞
社)

に
は
、

近
世
期
の
風
俗
画
や
浮
世
絵
で
は
、
納
涼
風
景
に
団
扇
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
女
性
が
手
に
し
て

い
る
こ
と
が
多
い
が
、｢

お
し
ゃ
れ
小
物
と
し
て
の
団
扇
の
位
置
づ
け｣

を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
指

摘
が
あ
る

(

四
二
頁)
。
ま
た
、
岩
波
文
庫
版

『

嬉
遊
笑
覧

』

(

二
〇
〇
四
年
二
月)

に
、｢

貞
享
よ
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り
元
禄
の
は
じ
め
、
女
は
内
に
居
る
も
、
外
に
出
た
る
も
み
な
扇
子
は
用
ひ
ず
、
団
扇
を
持
た
り｣

と

い
う
記
述
が
あ
る

(

六
二
頁)

。

(

�)
増
田
裕
美
子

『

漱
石
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
│
古
典
か
ら
読
む』

(

二
〇
一
七
年
六
月
、
新
曜
社)

｢

第
四

章

『
三
四
郎』

の
美
�
子
を
め
ぐ
っ
て｣

八
六
〜
一
〇
七
頁
。

(

�)

同
前
、
九
九
頁
。

(

�)

同
前
、
一
〇
一
頁
。
ま
た
、
宮
崎
克
己

｢

教
え
て
！

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム｣

(

二
〇
一
四
年
七
月
、『

芸

術
新
潮』

｢

特
集
も
っ
と
素
敵
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム｣)

で
は
、
団
扇
を
壁
に
飾
る
の
は
、｢

明
治
の
始
め

頃
、
横
浜
に
あ
っ
た
西
洋
人
向
け
の
遊
郭

｢

岩
亀
楼｣

で
は
襖
や
天
井
一
面
の
扇
面
貼
交
を
売
り
物
に

し
て
い
て
、
そ
の
情
景
を
描
い
た
錦
絵
や
団
扇
絵

[

下
右]

が
、
お
土
産
と
し
て
大
量
に
つ
く
ら
れ｣

、

扇
子
で
は
骨
か
ら
�
が
す
の
が
た
い
へ
ん
で
、｢

団
扇
で
代
用
し
た｣

の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い

る

(

二
九
頁)

。

(

�)

同
前
、
一
〇
六
頁
。

(

�)

高
階
秀
爾

｢

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
里
帰
り｣

(『
日
本
絵
画
の
近
代

江
戸
か
ら
昭
和
ま
で』

一
九
九
六

年
八
月
、
青
土
社
。
初
出
は

『

日
本
美
術
全
集
22

洋
画
と
日
本
画』

一
九
九
二
年
、
講
談
社)

二
一

九
頁
〜
二
二
〇
頁
。

(

	)

同
前
、
二
二
〇
頁
。

(


)
L

am
b

o
u

rn
e
,

L
io

n
e

l,
Ja

p
on

ism
e

C
u

ltu
ra

l
C

rossin
gs

b
etw

een
Ja

p
a

n
a

n
d

th
e

W
est.

2
0

0
5
,

P
h

id
o

n
P

re
ss

L
im

ite
d
,

p
8

8
.

p
p

1
0

8

�11
1
.

折
り
た
た
め
る
い
わ
ゆ
る
摺
状
扇
と
、
団
扇
は
英
語
で

は

fan

フ
ラ
ン
ス
語
で
は

F
an

,
�
���

���	

で
あ
り
、
区
別
を
つ
け
に
く
い
。
い
わ
ゆ
る
摺
状
扇
は
、

A
le

x
an

d
e

r,
H

e
le

n
e
,

F
an

s,
A

S
h

ire
b

o
o

k
,

2
0

0
2
,

p
1

1
.

に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
早
く
か
ら

作
ら
れ
て
お
り
、
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
は
膨
大
な
扇
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
残
し
た
と

い
う
。
扇
と
団
扇
が
区
別
さ
れ
ず
、
オ
ペ
ラ
な
ど
で
自
在
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
馬
渕
明
子

『

舞

台
の
上
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

演
じ
ら
れ
た
幻
想
の
〈
日
本
女
性
〉』(

二
〇
一
七
年
九
月
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版)

に
掲
載
さ
れ
た
豊
富
な
図
版
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
粂
和
沙

『

美
と
大
衆

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
イ

ギ
リ
ス
の
女
性
た
ち』

(

二
〇
一
六
年
九
月
、
ブ
リ
ュ
ッ
ケ)

は
、｢

当
時
、
団
扇
に

h
an

d
scre

e
n

と

い
う
独
自
の
呼
称
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
西
洋
に
も
と
も
と
存
在
し
た
扇

(
fan)

に
比
べ
て
、
平
面

的
か
つ
絵
画
の
よ
う
な
形
態
を
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
だ
ろ
う｣

と
指
摘
し
て
い
る

(

九
八
頁)
。

(

�)
ib

id
.

p
9

1
.

(

)
ib

id
.

p
1

0
9
.

(

�)
ib

id
.

p
1

1
0
.

(

�)

東
田
雅
博

『

図
像
の
な
か
の
中
国
と
日
本』

(

二
〇
一
七
年
七
月
、
山
川
出
版
社)

一
一
一
頁
。

(

�)

図
録

『

日
本
の
う
ち
わ』

(

平
成
一
三
年
八
月
、
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
編
、
岐
阜
新
聞
社)

に
よ
る

と
、
明
治
一
一
年
七
月
二
七
日
付

『

朝
野
新
聞』

で
は
、｢

厩
橋
の
団
扇
は
幕
府
以
来
年
々
上
景
気
に

て
殊
に
近
年
外
国
人
が
二
万
、
三
万
の
注
文
に
て
、
前
々
よ
り
勢
い
よ
し
と
い
う｣

と
あ
り
、
明
治
一

四
年
四
月
四
日
付

『

東
京
日
日
新
聞』

で
は
、｢

堀
江
町
の
団
扇
問
屋
へ
支
那
そ
の
外
欧
米
よ
り
日
本

名
所
並
び
に
貴
顕
紳
士
の
錦
絵
を
貼
り
た
る
団
扇
の
注
文
お
び
た
だ
し
き
は
、
開
港
已
来
な
き
ほ
ど
な

り｣

と
報
じ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
傾
向
は
続
き
、『

読
売
新
聞』

明
治
二
二
年
一
二
月
七
日
、
二
面

に
は
、｢

〇
東
京
興
産
会
社

題
号
の
如
き
会
社
を
日
本
橋
区
堀
江
町
に
設
け
団
扇
其
他
の
雑
貨
製
造

品
を
海
外
へ
輸
出
扇
と
て
同
町
一
丁
目
の
団
扇
問
屋
石
福
巳
之
助
ほ
か
六
名
が
発
起
と
な
り
て
先
頃
其

筋
へ
願
ひ
出
し
が
去
る
廿
二
日
許
可
の
指
令
あ
り
し
と
い
ふ｣

と
い
う
記
事
が
見
え
、
大
量
の
団
扇
の

輸
出
に
備
え
た
会
社
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
一
七
年
一
一
月
七
日
、
三
面
に
は

｢

団
扇
の

統
計｣

と
い
う
記
事
が
あ
り
、｢

昨
年
中
堀
江
町
団
扇
河
岸
問
屋
中
に
て
製
造
せ
し
団
扇
の
総
数
は
二

百
七
十
六
万
九
千
六
百
八
十
四
本
に
て

(

平
均
百
本
に
付
き
一
円
二
十
銭)

此
の
代
価
は
三
万
三
千
二

百
三
十
六
円
二
十
銭
八
厘
に
て
八
九
分
は
海
外
輸
出
な
り
と
い
ふ｣

と
い
う
数
字
が
示
さ
れ
て
い
る
。

粂
和
沙

『

美
と
大
衆

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
た
ち』

(

前
出)

に
よ
れ
ば
、｢

一
八
七
八

年
に
横
浜
に
設
立
さ
れ
た
Ｊ
・
マ
リ
ア
ン
ズ
商
会
の
一
八
九
三
年
頃
の
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
た
カ
タ

ロ
グ
に
は

｢

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
日
本
製
品
の
輸
入
会
社｣

を
謳
っ
て
お
り
、｢

屏
風
や
扇
・
団
扇
な

ど
は
最
大
で
六
〇
〇
〇
ダ
ー
ス
の
在
庫
が
あ
る｣

と
さ
れ
て
い
る
と
い
う

(

一
五
八
、
一
五
九
頁)

。

こ
う
し
た
外
資
系
会
社
が
日
本
の
団
扇
製
造
会
社
に
か
か
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
日
本
側
の
資
料

は
見
出
せ
て
い
な
い
。

(

�)

新
関
公
子

『｢

漱
石
の
美
術
愛｣

推
理
ノ
ー
ト』

(

一
九
九
八
年
六
月
、
平
凡
社)

一
三
三
頁
。

(

�)

隈
元
謙
次
郎

『

黒
田
清
輝』

(

昭
和
四
一
年
六
月
、
日
本
経
済
新
聞
社)

所
収

｢

黒
田
清
輝｣

に
、

襟
飾
り
を
し
た
肖
像
写
真

(

�
、
�
、
�
、
�
等)

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

新
関
公
子

『｢

漱
石
の
美
術
愛｣

推
理
ノ
ー
ト』

(

前
出)

一
三
三
頁
。

(

�)

同
前
、
一
三
三
〜
一
三
四
頁
。

(

�)

同
前
、
一
三
五
頁
。

(

�)

同
前
、｢

白
馬
会
と
漱
石
文
学
の
ヒ
ロ
イ
ン｣

の
章
で
は
、
コ
ラ
ン
《
帽
子
を
持
つ
婦
人
》
と
《
湖

畔
》
の

｢

二
作
を
基
本
に
、
青
木
繁
の
《
海
の
幸
》
の
大
き
な
眼
の
女
や
藤
島
武
二
の
《
朝
》
の
女
の

物
憂
い
美
貌
を
加
え
れ
ば
、『

三
四
郎』

の
終
局
を
彩
る
《
森
の
女
》
は
出
来
上
が
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か｣

と
指
摘
し
て
い
る

(

三
一
頁)

。
池
の
畔
に
立
つ
美
�
子
の
構
図
は
、
不
忍
池
の
ほ
と
り
で

立
っ
て
本
を
読
む
少
女
と
、
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
団
扇
を
も
つ
少
女
が
語
り
合
う
様
子
を
描
い
た
藤
島
武

二
《
池
畔
納
涼
》
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
も
指
摘
し
て
い
る

(

二
九
頁)

。

(

�)

同
前
、
一
三
七
頁
。

(
�)

同
前
、
一
三
八
頁
。｢

断
片
二
五｣

は
、『

漱
石
全
集

第
十
九
巻』

(

一
九
九
五
年
一
月
、
岩
波
書

店)

所
収
、
一
六
六
頁
。

(

�)
古
田
亮

『

特
講
漱
石
の
美
術
世
界』

(

二
〇
一
四
年
六
月
、
岩
波
書
店)

一
〇
三
頁
。

(

�)

同
前
、
一
〇
三
、
一
〇
四
頁
。
た
だ
、
小
説
中
で
は
、
モ
デ
ル
と
し
て
美
�
子
は
単
衣
を
着
て
い
る

が
、《
森
の
女
》
の
衣
装
が
浴
衣
に
通
じ
る
単
衣
と
は
限
ら
な
い
。
古
田
亮
は
、｢

絵
で
読
み
解
く
漱
石

の
理
想
の
女
性
像
と
芸
術
観｣

(

二
〇
一
三
年
六
月
、『

芸
術
新
潮

特
集

｢

夏
目
漱
石
の
眼｣』

で
も
、

黒
田
清
輝
の
《
湖
畔
》
は
、
一
九
〇
〇

(

明
治
三
三
年
の
パ
リ)

万
博
に
出
品
さ
れ
て
お
り
、
留
学
途

木股 知史：『三四郎』(一三)



上
、
パ
リ
に
立
ち
寄
っ
た
漱
石
が
見
た
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。『

三
四
郎』

に
登
場
す
る
画

家
原
口
の
モ
デ
ル
は
、
黒
田
の
可
能
性
が
あ
り
、｢

原
口
が
描
く
美
�
子
の
肖
像
画
は
こ
の
絵
か
ら
イ

メ
ー
ジ
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。｣

と
も
指
摘
し
て
い
る
。

(

�)
山
梨
絵
美
子

｢

黒
田
清
輝
《
湖
畔
》
の
モ
デ
ル
を
め
ぐ
っ
て｣

(

東
京
文
化
財
研
究
所
企
画
情
報
部

監
修

『
黒
田
清
輝
《
湖
畔
》
美
術
研
究
作
品
資
料
第
五
冊』

、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
中
央
公
論
美
術
出

版)

に
は
、
明
治
三
三
年
頃
の
黒
田
照
子(

金
子
た
ね)

の
写
真
が
三
葉
掲
載
さ
れ
て
い
る(

三
一
頁)

。

田
中
淳

｢

黒
田
清
輝
《
湖
畔
》
を
語
る
た
め
に｣

(

東
京
文
化
財
研
究
所
企
画
情
報
部
監
修

『

黒
田
清

輝
《
湖
畔
》
美
術
研
究
作
品
資
料
第
５
冊』

、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
中
央
公
論
美
術
出
版)

に
よ
れ
ば
、

明
治
三
〇
年
一
〇
月
開
催
の
第
二
回
白
馬
会
展
出
品
時
に
は
《
避
暑
》
と
い
う
題
で
あ
っ
た
が
、
一

九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
は
、《A

u
B

o
rd

d
u

lac

》(｢

湖
の
辺
に
て｣)

と
い
う
題
に
変
わ
り
、

黒
田
清
輝
没
後
の
一
九
二
四
年
一
一
月
の
黒
田
清
輝
先
生
遺
作
展
覧
会
の
目
録
で
は

｢

四
参
壱

湖
辺

伯
爵
樺
山
愛
輔
殿｣

と
い
う
記
述
が
あ
る
と
い
う
。
一
九
二
三
年
六
月
よ
り
朝
日
新
聞
社
主
催
で
明

治
大
正
名
作
展
に
出
品
さ
れ
た
と
き
は
、｢
湖
畔
美
人

東
京

樺
山
愛
輔
伯
蔵｣
(

一
九
二
八
年
、

『

明
治
大
正
名
作
大
観』

、
巧
芸
社)

と
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う

(

四
〜
七
頁)

。《
湖
畔
》
を
美
人
画

と
見
る
評
価
も
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

(

�)

植
野
健
造

｢

黒
田
清
輝
《
湖
畔
》
の
波
紋｣

(

東
京
文
化
財
研
究
所
企
画
情
報
部
監
修

『

黒
田
清
輝

《
湖
畔
》
美
術
研
究
作
品
資
料
第
５
冊』

、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
中
央
公
論
美
術
出
版)

五
二
頁
。

(

�)

崔
裕
景

｢

黒
田
清
輝
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
│
団
扇
と
日
傘
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
め
ぐ
っ
て｣

(

一
九
九
七

年
三
月
、
大
阪
府
立
大
学

『

人
間
文
化
研
究
集
録』

６
号)

五
二
頁
。

(

�)

同
前
、
五
二
頁
。
黒
田
書
簡
の
原
文
は

『

黒
田
清
輝
日
記

第
一
巻』

(
昭
和
四
一
年
七
月
、
中
央

公
論
社
美
術
出
版)

で
は

｢

も
う
こ
の
ご
ろ
ハ
さ
む
く
な
り
す
ぎ
ま
し
た
か
ら
と
て
も
そ
の
ゑ
を
か
く

こ
と
ハ
で
き
ま
せ
ん

な
ぜ
な
ら
そ
ハ
ゑ
の
て
ほ
ん
ニ
な
つ
て
く
れ
る
や
つ
が
な
つ
の
き
も
の
で
う
ち

わ
を
も
つ
て
に
ハ
ニ
た
つ
て
を
る
と
こ
ろ
で
す
か
ら
こ
う
い
ま
の
よ
う
ニ
さ
む
く
な
つ
て
ハ
な
つ
の
き

も
の
で
そ
と
ニ
た
つ
て
を
る
わ
け
ニ
ハ
い
き
ま
せ
ん
よ｣

と
な
っ
て
い
る

(

一
八
四
頁)
。

(

�)

同
前
、
五
二
頁
。

(

�)

同
前
、
五
二
頁
。

(

	)

同
前
、
五
三
頁
。
図
録

『

近
代
日
本
洋
画
の
巨
匠
黒
田
清
輝
展』

(

二
〇
〇
三
年
七
月
、
和
歌
山
県

立
近
代
美
術
館)

に
は
、《
写
生
帖
25
号

(
G

re
z

、
夏
図
構
図)

》
に
は
、
背
を
向
け
て
座
り
、
団
扇

を
持
っ
て
い
る
女
性
の
下
図
が
二
種
描
か
れ
て
い
る
が
、
一
つ
は
完
成
作
と
同
じ
く
団
扇
を
身
体
か
ら

離
す
よ
う
に
持
っ
て
お
り
、
も
う
一
つ
は
団
扇
を
身
体
に
向
け
て
持
っ
て
い
る
。

(


)

千
足
伸
行

｢

一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
博
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム｣

(

二
〇
一
一
年
四
月
、『

交
響
す
る
美
術

ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
ピ
カ
ソ
へ』

小
学
館)

二
一
六
頁
。

(

�)
『

漱
石
全
集

第
十
九
巻』

(

一
九
九
五
年
一
一
月
、
岩
波
書
店)

二
六
頁
。
松
嶋
雅
人

｢

黒
田
清
輝

�湖
畔

が
秘
め
る
ド
ラ
マ

江
戸
・
パ
リ
・
箱
根
を
め
ぐ
る
団
扇｣

(

二
〇
一
六
年
四
月『

芸
術
新
潮』)

は
、｢

�湖
畔

の
団
扇
は
、
黒
田
が
単
に
日
本
の
伝
統
的
な
風
俗
を
取
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
で
な
く
、

渡
欧
中
に
試
み
た
、
フ
ラ
ン
ス
絵
画
の
規
矩

水
辺
で
憩
う
女
性
像
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

に

則
っ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
っ
た｣

と
し
た
上
で
、｢

伝
統
的
な
日
本
絵
画
の
内
容
を
油
絵
で
描
い
た
も

の
と
短
絡
し
て
、
�湖
畔

が
捉
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い｣

と
指
摘
し
て
い
る

(

一
一

四
頁)

。

(

�)
『

漱
石
全
集

第
二
十
五
巻』

(

一
九
九
六
年
五
月
、
岩
波
書
店
、
初
出
は
、
明
治
三
八
年
五
月
、

『

新
潮』)

一
〇
五
頁
。

(

�)
｢

絵
画
の
将
来｣

(

明
治
三
五
年
、
石
川
松
溪
編

『

名
家
訪
問
録』

第
一
集
に
初
出
、
昭
和
五
八
年
六

月
、『

絵
画
の
将
来』

中
央
公
論
美
術
出
版
社)

三
四
頁
。

(

�)

高
階
秀
爾

｢

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
里
帰
り｣

(

前
出)

二
二
二
頁
。

(

�)

同
前
、
二
二
二
頁
。

(

�)
『

ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
展』

図
録

(

一
九
九
九
年
、
福
岡
市
美
術
館)

図
版
71
、
72
、
一
一
〇
頁
、

一
一
一
頁
。

(

�)

巖
谷
國
士
、
監
修
・
著

『

森
と
芸
術』

(

二
〇
一
一
年
四
月
、
平
凡
社)

四
〇
頁
。

(

�)

今
橋
理
子

『

兎
と
か
た
ち
の
日
本
文
化』

(

二
〇
一
三
年
九
月
、
東
京
大
学
出
版
会)

｢

逸
品
へ
の
誘

い
Ⅲ

上
村
松
園
筆

｢

待
月｣｣

一
五
七
〜
一
七
三
頁
。

(

�)

同
前
、
一
七
〇
〜
一
七
一
頁
。

(

�)

同
前
、
一
七
一
頁
。

(

�)

引
用
は
、
花
房
英
樹『

全
釈
漢
文
大
系

第
二
十
九
巻

文
選(

詩
騒
編)

四』

に
よ
っ
た(

七
四
〜

七
五
頁)

。
漢
字
は
新
字
に
変
更
し
た
。

(

�)

引
用
は
、
前
野
直
彬『

唐
詩
選(

下)』
(

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
、
岩
波
文
庫)

に
よ
っ
た(

六
〇
頁)

。

(

�)

今
橋
理
子

『

兎
と
か
た
ち
の
日
本
文
化』

(

前
出)

一
六
六
〜
一
六
七
頁
。

(

�)

同
前
、
一
六
八
頁
。

(

�)

黄
建
香

｢

白
楽
天

『

白
羽
扇』

等
の
受
容
に
よ
る

『

源
氏
物
語』

の

｢

扇｣

の
意
味
の
ず
れ｣

(

二

〇
〇
四
年
三
月
、『

国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録』

二
七
号
、
国
文
学
研
究
資
料
館)

六
二
頁
。

(

�)

今
橋
理
子

『

兎
と
か
た
ち
の
日
本
文
化』

(

前
出)

一
六
二
頁
。

(

�)

今
橋
理
子
の
上
村
松
園
《
待
月
》
解
読
を
、
漱
石

『

三
四
郎』

の
美
�
子
の
ポ
ー
ズ
の
解
釈
に
応
用

で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
事
通
信
社
配
信
の
コ
ラ
ム

『

漱
石
の
画
文
共
鳴
５

｢

三
四
郎｣

の
森
の

女』
(

二
〇
一
六
年
七
月
三
〇
日

『

神
戸
新
聞』

夕
刊
、
二
面
掲
載)

で
指
摘
し
た
。
本
稿
は
、
そ
の

具
体
的
展
開
で
あ
る
。

(
�)
石
原
千
秋

『

漱
石
と
日
本
の
近
代

(

上)』
(

二
〇
一
七
年
五
月
、
新
潮
社)

は
、｢

美
�
子
と
野
々

宮
の
恋
愛
説
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
重
松
泰
雄

｢｢

三
四
郎｣

評
釈｣

(『

漱
石

そ
の
歴
程』

お
う
ふ

う
、
一
九
九
四
・
三)

だ
っ
た｣

と
し
、
団
扇
を
か
ざ
す
美
�
子
は
、｢

野
々
宮
に
肖
像
画
の
ポ
ー
ズ

を
取
っ
て
見
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う｣

と
述
べ
て
い
る

(

一
八
一
頁
、
一
八
三
頁)

。

(

�)
『

三
四
郎』

(
第
九
十
七
回)

｢

十
の
四｣

、『

東
京
朝
日
新
聞』

明
治
四
一
年
一
二
月
九
日
、
名
取
春

仙
画
。『

漱
石
新
聞
小
説
復
刻
全
集

第
三
巻

三
四
郎』

(

平
成
一
一
年
九
月
、
ゆ
ま
に
書
房)

二
〇

甲南大學紀要 文学編 第168号 日本語日本文学科 (一四)



〇
頁
。

(
�)

平
成
二
六
年
に
京
都
文
化
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た

｢

没
後
九
〇
年
近
代
日
本
洋
画
の
巨
匠

黒
田

清
輝
展｣

で
は
、《
湖
畔
》
の
団
扇
の
レ
プ
リ
カ
が
販
売
さ
れ
た
。『

京
の
団
扇』

(

昭
和
五
三
年
六
月
、

京
都
書
院)

に
、
枝
の
伸
び
る
方
向
は
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
よ
く
似
た
萩
の
図
柄
の
団
扇

(

鈴
木
南

嶺
筆
、
萩
図)

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

(

四
六
頁)

。

(

�)

山
梨
絵
美
子

｢

黒
田
清
輝
《
湖
畔
》
の
モ
デ
ル
を
め
ぐ
っ
て｣

(

東
京
文
化
財
研
究
所
企
画
情
報
部

監
修

『

黒
田
清
輝
《
湖
畔
》
美
術
研
究
作
品
資
料
第
５
冊』

、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
中
央
公
論
美
術
出

版)

に
よ
る
と
、
金
子
た
ね
は
一
八
七
三

(

明
治
六)

年
六
月
八
日
に

｢

桐
生
の
士
族
で
、
銘
仙
や
絹

織
物
の
製
造
販
売
も
行
っ
て
い
た
金
子
傳
兵
衞
の
三
女
と
し
て｣

生
ま
れ
た
と
い
う

(

三
〇
頁)

。｢

黒

田
と
出
会
っ
た
た
ね
は
、
平
河
町
の
黒
田
邸
に
入
る
が
、
正
式
な
結
婚
は
養
父
清
綱
の
認
め
る
と
こ
ろ

と
な
ら
ず
、
一
九
二
二

(

大
正
一
一)
年
ま
で
法
的
な
婚
姻
関
係
が
成
立
し
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た｣

と

い
い
、
そ
の
理
由
は

｢

黒
田
家
が
子
爵
で
あ
る
の
に
対
し
、
た
ね
は
爵
位
の
あ
る
家
の
出
身
で
は
な
い

こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る｣

と
い
う

(
三
一
頁)

。
陰
里
鉄
郎

｢

黒
田
清
輝
が
描
い
た
パ
リ
の
恋

人
、
日
本
の
愛
人｣

(

一
九
八
五
年
九
月
、『
芸
術
新
潮』

｢

特
集
画
家
と
モ
デ
ル｣

、
新
潮
社)

で
は
、

｢

没
落
士
族
の
娘
で
花
柳
界
に
い
た
と
い
う
。｣

と
あ
る

(

七
頁)

。

(

�)

崔
裕
景

｢

理
想
画
と
し
て
の

�湖
畔
�

隠
さ
れ
た
萩
の
意
味｣

(

一
九
九
八
年
三
月
、『

人
間
文
化

学
研
究
集
録』

七
号)

で
は
、｢

黒
田
が
《
湖
畔
》
に
お
い
て
萩
を
描
い
た
理
由
の
一
端
に
和
歌
の
趣

向
と
深
く
む
す
び
つ
い
た
も
の
を
見
出
せ
る｣

と
し
、
養
父
清
綱
の
｢

さ
を
し
か
の
朝
立
つ
野
辺
に
打

ち
な
び
き

ひ
と
む
ら
さ
け
り
秋
萩
の
は
な｣

等
の
和
歌
と
の
関
連
か
ら
、｢

�湖
畔
�
や
《
秋
草
》
に

お
い
て
萩
の
花
が
描
か
れ
る
の
は
、
恋
人
を
待
つ
情
緒
を
表
現
し
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
指
摘
し
て
い
る

(

五
六
頁)

。

(

�)

山
本
春
雄

『

漱
石
の
三
四
郎
日
記』

(

大
正
九
年
七
月
、
現
代
社)

五
六
頁
。
以
下
、
引
用
の
頁
数

を
順
に
記
し
て
お
く
。
一
四
二
頁
。
二
二
七
頁
。
一
五
一
頁
。
二
九
八
頁
。

(

�)
『

虞
美
人
草』

(

一
九
〇
七
年
六
月
二
三
日
〜
一
〇
月
二
九
日
、『

東
京
・
大
阪
朝
日
新
聞』
、
一
九
〇

八
年
一
月
、
春
陽
堂)

。
引
用
は
、『

漱
石
全
集

第
四
巻』

(

一
九
九
四
年
三
月
、
岩
波
書
店)
に
よ
っ

た

(

一
〇
一
頁)

。

(

	)

石
原
千
秋

『

漱
石
と
日
本
の
近
代

(

上)』
(

前
出)

は
、
漱
石
が

｢
｢

女
の
謎｣

を
書
き
続
け
た
作

家
で
あ
る｣

と
い
う

(

四
一
頁)

。『

三
四
郎』

の
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
内
面
を
封
じ
る
と
い
う
語
り
は
、
そ

の
た
め
の
技
法
的
選
択
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
時
に
、
西
洋
小
説
に
先
駆
け
て
、
多
義
的
流

動
性
を
小
説
に
導
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

(


)

ヒ
ロ
イ
ン
の
心
中
思
惟
が
隠
さ
れ
て
い
る
た
め
、
小
説
の
小
道
具
的
設
定
の
象
徴
性
の
解
読
を
試
み

る
論
が
出
て
く
る
。
拙
稿
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
高
槻
侑
吾｢

夏
目
漱
石｢

三
四
郎｣

試
論

《
ヴ
ェ

ラ
ス
ケ
ス
の
模
写
》
が
暗
示
す
る
美
�
子
の
〈
運
命
〉｣(

二
〇
一
六
年
一
〇
月
、『

九
大
日
文』

28
号
、

九
州
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会)

は
、《
森
の
女
》
が
展
示
さ
れ
る
場
所
に
置
か
れ
て
い
た
《
ヴ
ェ
ラ

ス
ケ
ス
の
模
写
》
を
考
証
に
よ
っ
て
、《
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
王
女
の
肖
像
画
》
で
あ
る
と
推
定
し
、｢

美
�

子
が
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
の
よ
う
に
主
体
性
を
剥
奪
さ
れ
、〈
策
略
的
な
結
婚
〉
を
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

野
々
宮
と
は
別
の
相
手
と
の
結
婚
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る｣

と
述
べ
て
い
る

(

三
〇
頁)

。
海
老
井
英
次

｢｢

三
四
郎｣

論
│
美
�
子
・
そ
の
絵
画
的
造
形
に
つ
い
て｣

(

二
〇
〇
一
年

三
月
、『

開
化
・
恋
愛
・
東
京
│
漱
石
・
龍
之
介』

お
う
ふ
う
、
所
収
。
初
出
は
、
平
成
二
年
一
月
、

『

敍
説』

Ⅰ)

は
、｢

こ
の
作
品
に
お
い
て
造
形
さ
れ
て
い
る
美
�
子
と
い
う
女
性
像
は
、
極
め
て
絵
画

的
な
イ
メ
ー
ジ
で
構
築
さ
れ
て
お
り
、
三
四
郎
を
始
め
作
中
の
男
性
達
に
は
勿
論
、
読
者
に
も
美
�
子

の
内
面
生
活
は
〈
謎
〉
の
ま
ま
な
の
で
あ
る｣

と
述
べ
、｢

三
四
郎
の
方
は
、〈
白
紙
状
態
〉
型
の
〈
無

性
格
〉
で
あ
り
、
美
�
子
の
方
は
フ
ェ
リ
シ
タ
ス
型
の
そ
れ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
前
者

は
澄
明
な
〈
鏡
〉
の
よ
う
に
人
々
の
前
に
立
ち
、
す
べ
て
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
も
の
の
、
半

面
鏡
の
よ
う
に
焦
点
を
欠
く
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
体
験
が
経
験
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
反
射

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る｣

と
指
摘
し
て
い
る

(

三
四
頁
、
三
六
頁)

。｢

〈
無
性
格
〉｣

の
照
応

と
し
て
、
三
四
郎
と
美
�
子
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
美
�
子
の
心
中
思
惟
が
封
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
、
語
り
に
お
け
る
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

[

図
版
出
典
一
覧]

図
�

小
川
一
真

『

東
京
帝
国
大
学』

(

一
九
〇
〇
年
四
月
、
小
川
写
真
製
版
所)

｢

大
学
中
庭
泉
水
ノ

景｣

図


『

風
俗
画
報』

第
一
九
四
号

(

明
治
三
二
年
八
月
一
〇
日)

表
紙
画
、
山
本
松
谷
《
美
人
の
夕

涼
み
》

図
３

井
上
十
吉

『
H

O
M

E
L

IF
E

IN
T

O
K

Y
O
』
(

明
治
四
三
年
一
〇
月
、
東
京
印
刷
株
式
会
社)

口
絵

�

T
H

E
S

E
V

E
N

H
E

R
B

S
O

F
A

U
T

U
M

N
.

�
画
家
未
詳
。

図
�

美
人
絵
は
が
き
《
当
世
風
俗
百
姿
》
、
推
定
明
治
期

図
５

黒
田
清
輝
《
湖
畔
�

東
京
文
化
財
研
究
所
提
供

図
６

黒
田
清
輝
素
描
《
写
生
帳
25
号
�
》
東
京
文
化
財
研
究
所
提
供

図
７

『

唐
詩
選
画
本

七
言
絶
句

二』

鈴
木
芙
容
画
、
寛
政
二
年
正
月(

資
料
番
号E

b
i0

5
7

3
.2

�2)

立
命
館
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
提
供

図
８

『

三
四
郎』

(

第
九
十
七
回)

｢

十
の
四｣

、『

東
京
朝
日
新
聞』

明
治
四
一
年
一
二
月
九
日
、
名

取
春
仙
画
。『

漱
石
新
聞
小
説
復
刻
全
集

第
三
巻

三
四
郎』

(

平
成
一
一
年
九
月
、
ゆ
ま
に
書

房)

二
〇
〇
頁
。

木股 知史：『三四郎』(一五)


