
美
辞
麗
句
に
よ
っ
て
「
幻
出
」
さ
れ
る
風
景

―
―
明
治
三
十
年
代
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
を
視
座
と
し
て
―
―

湯

本

優

希

一
、
は
じ
め
に
―
―
美
辞
麗
句
と
叙
景
文

明
治
中
期
に
流
行
し
た
「
美
文
」
は
、「
紀
行
文
」
と
近
接
し
た
場
所
、

も
し
く
は
し
ば
し
ば
重
な
っ
た
場
所
に
あ
る
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

美
文
流
行
に
端
を
発
し
、
同
時
期
に
は
美
辞
麗
句
集
の
刊
行
も
相
次
い
だ
。

美
辞
麗
句
集
と
は
、
渡
邉
直
政
編
『
美
文
資
料
美
辞
麗
句
』
再
版
（
大
学
館
、
一

九
〇
一
年
）
の
序
で
「
世
の
青
年
文
士
が
作
文
の
資
料
に
充
て
ん
が
為
め
に

和
漢
数
百
の
文
章
中
よ
り
、
所
謂
美
辞
麗
句
を
抜
萃
し
て
編
纂
し
た
る
も
の

な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
文
章
の
書
き
方
を
解
説
し
た
作
法
書
類

と
は
異
な
る
、
い
わ
ば
書
き
手
の
た
め
の
例
句
・
例
文
集
の
こ
と
で
あ
る
。

前
掲
資
料
の
よ
う
に
、
美
辞
麗
句
集
の
中
に
は
そ
の
書
名
に
「
美
文
」
を
冠

し
、
美
文
を
書
く
た
め
の
資
料
集
で
あ
る
と
銘
打
た
れ
て
い
る
も
の
も
多
く

見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
美
辞
麗
句
集
に
は
、
梅
泉
先
生
『
美
文
資
料
紀
行
作
例
』（
小

川
尚
栄
堂
、
一
九
〇
一
年
）
や
野
沢
濶
編
『
千
景
万
色
記
事
紀
行
文
』（
岡
本
偉
業

館
、
一
九
〇
四
年
）
等
の
よ
う
に
「
紀
行
」
の
名
を
含
む
も
の
も
散
見
し
て

お
り
、
明
治
三
十
年
代
に
お
い
て
美
文
と
紀
行
文
が
「
美
辞
麗
句
」
を
含
む

文
章
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
近
接
し
て
い
た
こ
と
は
資
料
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
美
辞
麗
句
集
は
、
例
え
ば
「
梅
」「
楊
柳
」

な
ど
描
写
す
る
対
象
物
ご
と
に
目
次
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、〈
風
景
〉
を

描
写
す
る
た
め
の
美
辞
麗
句
が
多
数
を
占
め
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

自
身
も
紀
行
文
を
執
筆
し
て
い
た
小
島
烏
水
は
、
明
治
三
十
六
年
に
「
紀

行
文
に
就
き
て
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
著
わ
し
て
い
る
。

即
ち
文
字
で
自
然
を
写
生
す
る
の
は
、
画
で
写
生
し
て
、
川
が
直
立
し

て
砥
石
の
や
う
に
見
え
た
り
、
鼻
持
ち
の
な
ら
ぬ
偽
は
つ
た
感
情
を
寓

し
た
、
所
謂
美
文
や
、
西
詩
直
訳
無
断
嵌
入
の
所
謂
散
文
詩
や
、
漢
文

形
容
語
彙
纂
と
も
い
ひ
つ
べ
き
所
謂
紀
行
文
や
ら
に
比
べ
る
と
、
遙
か

に
無
難
に
出
来
る
と
お
も
ふ
の
で
あ（

１
）る。

烏
水
は
こ
の
よ
う
に
「
所
謂
美
文
」
や
「
所
謂
散
文
詩
」
や
「
所
謂
紀
行

文
」
を
痛
烈
に
批
判
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
烏
水
が
評
し
た
「
語
彙
纂
」

の
よ
う
な
紀
行
文
に
関
す
る
批
判
は
の
ち
の
同
様
の
紀
行
文
に
対
す
る
批
判

の
動
き
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、「
漢
文
形
容
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語
彙
纂
と
も
い
ひ
つ
べ
き
所
謂
紀
行
文
」
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
一
方

で
は
旅
の
様
子
を
記
し
た
紀
行
文
が
あ
り
、
も
う
一
方
で
「
漢
文
形
容
語
彙

纂
」、
す
な
わ
ち
、
美
辞
麗
句
集
と
同
種
と
も
い
え
る
漢
文
の
形
容
語
彙
が

連
ね
ら
れ
た
よ
う
な
紀
行
文
が
あ
る
と
い
う
意
識
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
装
飾
に
拘
泥
し
美
辞
麗
句
を
駆
使
し
た
文
章
が
い
わ
ゆ
る
紀

行
文
に
も
見
ら
れ
る
と
当
時
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

当
時
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
た
美
辞
麗
句
集
に
採
録
さ
れ
て
い
る
美
辞
麗
句

は
、「
美
文
」
や
「
紀
行
文
」
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
「
美
文
」
と
い
う
文
章
ジ
ャ
ン
ル
は
定
義
そ
の
も
の
が
曖
昧
さ
を

孕
ん
で
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
文
章
ジ
ャ
ン
ル
を
越
境

し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
美
辞
麗
句
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
三
十
年
代

に
お
け
る
「
美
文
」
や
「
紀
行
文
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
相
互
の
関
係
性

と
、
両
者
を
繋
ぐ
美
辞
麗
句
表
現
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
美
文
や
紀
行
文
に
共
通
す
る
〈
風
景

描
写
〉
に
お
け
る
美
辞
麗
句
に
つ
い
て
精
察
す
べ
く
、『
文
芸
倶
楽
部
』
の

叙
景
文
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
。『
文
芸
倶
楽
部
』
は
明
治
二
十
八
年
一

月
に
博
文
館
よ
り
創
刊
さ
れ
た
文
芸
雑
誌
で
あ
る
。
同
年
同
月
に
同
じ
く
博

文
館
か
ら
総
合
雑
誌
で
あ
る
『
太
陽
』
が
創
刊
さ
れ
て
い
る
。

総
合
雑
誌
『
太
陽
』
で
は
、
創
刊
の
時
点
で
「
地
理
」
と
い
う
欄
が
掲
げ

ら
れ
、
紀
行
文
や
名
所
案
内
が
掲
載
さ
れ
た
。
明
治
二
十
二
年
二
月
に
創
刊

さ
れ
た
『
風
俗
画
報
』（
東
陽
堂
）
で
は
、
明
治
三
十
年
五
月
に
刊
行
さ
れ

た
第
百
四
十
号
よ
り
「
地
理
門
」
と
い
う
項
目
が
新
設
さ
れ
、
紀
行
文
や
名

所
案
内
の
類
は
こ
の
欄
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
前
は
主
に

「
雑
録
」
に
収
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
淑
女
』
で
は
明
治

三
十
二
年
五
月
に
「
地
理
」
欄
が
、『
中
央
公
論
』
で
は
明
治
三
十
四
年
一

月
に
「
紀
行
」
欄
が
新
設
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
明
治
三
十
年
前
後
か
ら
雑
誌

に
お
い
て
、
地
理
・
紀
行
に
関
す
る
欄
が
次
々
と
新
設
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
風
潮
か
ら
は
、
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
風
土
や
そ
の
描
写
に
関
心
が

高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
際
し
、『
明
治
紀
行
文
学
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
）
に
収

載
さ
れ
た
紀
行
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
雑
誌
の
う
ち
、『
文
芸
倶
楽
部
』
は

創
刊
当
初
、『
太
陽
』
に
お
け
る
「
地
理
」
や
『
風
俗
画
報
』
に
新
設
さ
れ

た
「
地
理
門
」
等
に
類
似
す
る
欄
は
作
ら
れ
て
お
ら
ず
、
内
容
も
「
小
説
」

と
「
雑
録
」
が
主
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
文
芸
雑
誌
で
あ
っ
た
。
後
に
詳
述
す

る
が
、
そ
う
い
っ
た
性
格
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
は
し
か
し
、「
雑
録
」
に
紀

行
文
や
名
所
案
内
が
掲
載
さ
れ
、
の
ち
に
「
勝
地
」
な
ど
の
欄
が
新
設
さ
れ

る
に
至
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
三
十
一
年
七
月
に
は
臨
時
増
刊
号
と
し

て
「
旅
之
友
」
を
刊
行
し
て
い
る
等
、
常
に
地
理
や
紀
行
に
つ
い
て
の
変
遷

が
見
受
け
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
明
治
期
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
け
る
〈
風
景
描
写
〉
を
追

い
、
明
治
三
十
年
代
に
お
け
る
美
辞
麗
句
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

な
お
、
紀
行
文
と
名
所
案
内
は
厳
密
に
い
え
ば
構
成
等
に
お
い
て
異
な
る

も
の
で
あ
る
が
、『
文
芸
倶
楽
部
』
で
は
名
所
案
内
を
謳
う
欄
に
旅
程
が
書

か
れ
た
い
わ
ゆ
る
紀
行
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
り
、「
雑
録
」
や
「
雑
報
」

に
お
い
て
も
名
所
案
内
が
収
録
さ
れ
て
い
た
り
と
、
双
方
が
混
在
し
て
い
る

た
め
、
本
稿
で
は
紀
行
文
と
名
所
案
内
を
ど
ち
ら
も
叙
景
文
と
し
て
捉
え
、

網
羅
的
に
調
査
を
行
っ
た
。
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二
、『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
け
る
〈
風
景
描
写
〉
欄
の
概
観

ま
ず
、『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
け
る
美
辞
麗
句
を
含
む
文
章
の
掲
載
欄
の

変
遷
を
概
観
し
て
い
こ
う
。

『
文
芸
倶
楽
部
』
で
は
、
明
治
二
十
八
年
二
月
号
に
お
い
て
、「
梅
花
馥

郁
」
と
い
う
文
章
が
「
雑
報
」
に
掲
載
さ
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
題
の
通
り
、

「
蒲
田
梅
園
」
や
「
亀
井
戸
」
等
、
主
に
梅
の
名
所
を
紹
介
し
た
文
章
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
月
ヶ
瀬
を
「
香
世
界
」
と
評
し
た
り
、「
暗
香
一
本
の
梅
」

と
綴
っ
た
り
と
い
っ
た
、
当
時
、〈
梅
〉
に
関
す
る
美
辞
麗
句
と
し
て
広
が

り
を
見
せ
て
い
た
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
梅
に
関
す
る
名
所
の
紹

介
に
加
え
、
そ
の
周
辺
を
も
描
い
た
箇
所
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
桃
の
名
所
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

清
堀
村
の
ほ
と
り
桃
山
は
、
桃
の
名
所
な
る
が
、
今
よ
り
数
旬
を
へ
ば
、

千
朶
万
朶
の
紅
雲
靄
々
と
し
て
、
花
下
の
白
酒
、
舞
歌
の
少
女
、
又
目

に
す
る
も
近
き
に
あ
る
べ
し
。

こ
の
「
千
朶
万
朶
の
紅
雲
靄
々
と
し
て
」
は
、
例
え
ば
中
村
巷
『
美
文
之

資
料
』（
矢
島
誠
進
堂
、
一
八
九
八
年
）「
春
光
」
の
項
目
に
お
い
て
確
認
で

き
る
「
千
珠
万
朶
の
花
は
、
炎
々
と
し
て
燃
る
が
如
く
、
燦
爛
と
し
て
錦
繡

を
織
る
が
如
し
」「
紅
雲
靉
靆
た
り
、
芳
花
繽
紛
た
り
」
の
よ
う
に
、
春
の

花
を
表
す
も
の
と
し
て
比
較
的
用
い
ら
れ
や
す
い
美
辞
麗
句
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
創
刊
間
も
な
い
『
文
芸
倶
楽
部
』
で
は
美
辞
麗
句
表
現
が
散

見
す
る
叙
景
文
が
「
雑
報
」
や
「
雑
録
」
に
収
録
さ
れ
て
い
た
。
一
方
『
太

陽
』
は
と
い
う
と
、創
刊
号
で
あ
る
第
一
巻
第
一
号
（
明
治
二
十
八
年
一
月
）

で
は
、「
地
理
」
欄
に
「
京
都
の
新
案
内
記
」
と
京
都
の
名
勝
の
写
真
、「
利

根
水
源
探
検
紀
行
」
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
「
地
理
」
欄
は
名
所
案
内

と
紀
行
文
の
ど
ち
ら
の
性
質
も
併
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
い
て
も
明
治
二
十
八
年

七
月
号
に
お
い
て
、「
詞
莚
」
の
中
に
「
紀
行
」
と
い
う
分
類
が
登
場
し
た
。

し
か
し
こ
れ
は
目
次
の
み
の
表
記
で
、
本
編
の
「
詞
莚
」
で
は
「
紀
行
」
と

は
銘
打
た
れ
て
お
ら
ず
、「
紀
行
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
韻
文

に
よ
る
文
章
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
時
折

紀
行
文
や
名
所
案
内
が
「
詞
莚
」
に
収
載
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
際

は
韻
文
で
な
い
も
の
も
多
い
。
ま
た
、
明
治
二
十
九
年
九
月
号
の
目
次
に
も

「
詞
莚
」
に
「
紀
行
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も

同
じ
く
目
次
の
み
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
分
類
に
曖
昧
さ
が
う
か
が
え
る
。

明
治
二
十
八
年
八
月
号
「
雑
録
」
に
は
、
恋
川
子
に
よ
る
「
避
暑
必
携
武

相
名
所
（
写
真
版
解
）」
が
あ
る
。
こ
れ
は
題
名
に
も
「
写
真
版
解
」
と
あ

る
よ
う
に
、
こ
の
号
に
は
「
武
相
名
所
二
十
八
景
」
の
写
真
が
挿
入
さ
れ
て

お
り
、
写
真
が
付
さ
れ
た
名
所
案
内
の
記
事
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
明
治
二
十
九
年
十
一
月
の
臨
時
増
刊
号
に
お
い
て
は
「
雑
録
」
に

紀
行
文
が
並
び
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
作
品
名
が
目
次
に
掲
載
さ
れ
た
。
さ

ら
に
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
掲
載
さ
れ
る
紀
行
文
や
名
所
案
内
が
そ
れ
ぞ
れ
長

文
化
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。

明
治
三
十
一
年
七
月
に
は
先
述
の
通
り
「
旅
之
友
」
と
銘
打
た
れ
た
臨
時

増
刊
号
が
刊
行
さ
れ
た
。「
旅
の
栞
」
や
「
旅
の
趣
味
」
と
い
っ
た
項
目
で

旅
に
関
し
て
説
か
れ
、「
山
容
水
態
」
に
お
い
て
紀
行
文
が
掲
載
さ
れ
る
と

い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
文
芸
雑
誌
『
文
芸
倶
楽
部
』
で
は
、当
初
総
合
雑
誌
『
太
陽
』

と
の
差
別
化
を
は
か
る
た
め
か
、
地
理
や
紀
行
に
特
化
さ
れ
た
欄
が
設
け
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。し
か
し
、そ
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
で
あ
っ

て
も
、
紀
行
文
・
名
所
案
内
の
収
録
数
や
そ
れ
ら
の
一
編
あ
た
り
の
紙
幅
が

徐
々
に
増
加
し
て
い
っ
た
と
い
う
動
向
は
、
文
芸
雑
誌
の
読
者
層
に
お
い
て

も
見
知
ら
ぬ
土
地
を
知
る
こ
と
に
対
し
て
大
き
な
需
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
明
治
三
十
二
年
四
月
号
に
お
い
て
、
避
暑
地
案
内
の
投
書
を
募
集

す
る
呼
び
か
け
が
誌
面
に
載
る
こ
と
と
な
る
。

矢
弾
丸
よ
り
早
き
月
日
に
も
負
ぬ
勢
ひ
に
て
、今
よ
り
『
避
暑
地
案
内
』

の
欄
を
新
設
し
、
又
々
愛
顧
諸
君
の
御
投
稿
を
煩
は
し
度
、
左
の
各
項

に
就
て
何
卒
簡
明
な
る
御
報
道
希
望
仕
り
候
。
但
し
本
誌
の
五
月
六
月

七
月
八
月
九
月
の
五
ヶ
月
に
掲
載
仕
り
候
積
り
に
つ
き
、
其
思
召
し
に

て
後
れ
ざ
る
や
う
願
上
候
。

○
温
泉
場
○
海
水
浴
場
○
山
水
の
風
景
○
土
地
の
便
不
便
○
宿
泊
料

の
概
略
○
名
所
旧
跡
○
旅
費
（
何
処
よ
り
何
処
ま
で
と
い
ふ
概
算
）
○

飲
食
物
の
便
不
便
等

尤
も
有
名
な
る
所
に
て
も
、
あ
ま
り
世
に
知
ら
れ
ざ
る
特
色
と
思
し
召

す
も
の
は
御
斟
酌
な
く
仰
せ
下
さ
れ
度
候
。
尚
字
体
は
明
瞭
に
且
つ
封

書
の
脇
付
に
『
避
暑
地
案
内
』
の
五
文
字
お
書
添
の
程
願
上
奉
り
候
。

こ
の
「
避
暑
地
案
内
」
欄
は
同
年
五
月
号
よ
り
開
始
さ
れ
、
八
月
号
で
は

二
十
八
編
も
の
避
暑
地
案
内
が
並
ん
で
い
る
。

こ
の
八
月
号
に
は
「
本
誌
の
避
暑
地
案
内
は
本
号
限
り
に
て
撤
去
し
、
次

号
よ
り
は
更
に
『
勝
地
案
内
』
な
る
一
欄
を
設
く
今
や
汽
車
汽
船
の
便
大
い

に
開
け
、
従
つ
て
旅
行
者
の
頗
る
多
く
な
り
し
時
、
此
欄
の
新
設
亦
必
要
と

存
じ
候
」
と
し
て
「
避
暑
地
案
内
」
の
募
集
内
容
を
引
き
継
い
だ
投
書
募
集

が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
明
治
三
十
二
年
九
月
号
以
降
、『
文
芸
倶
楽
部
』

で
は
「
勝
地
案
内
」
欄
が
常
設
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
勝
地
案
内
」
は
の

ち
に
「
勝
地
」
へ
と
姿
を
変
え
る
。

ま
た
、
明
治
三
十
三
年
六
月
号
で
は
「
勝
地
案
内
」
欄
と
並
行
し
て
「
諸

国
名
水
」
欄
が
加
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
「
諸
国
風
俗
」「
名
家
墳
塋
」
等
さ

ま
ざ
ま
な
新
設
欄
が
お
こ
り
変
遷
し
て
い
く
様
子
か
ら
は
、
交
通
機
関
の
発

展
に
基
づ
き
、
全
国
各
地
の
地
勢
・
文
化
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
が
関
心
の

的
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
明
治
三
十
二
年
十
月
号
と
い
う
、

「
勝
地
案
内
」
が
誕
生
し
て
間
も
な
い
『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
い
て
、「『
美

文
』
を
募
る
」
と
い
う
掲
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

人
は
文
壇
寂
寞
を
称
す
れ
ど
も
、
我
本
誌
の
詞
華
愈
々
隆
を
極
め
盛
を

致
す
、
さ
れ
ば
爰
に
大
方
に
向
つ
て
美
文
を
募
り
、
大
に
斯
壇
の
鼓
吹

者
た
ら
ん
こ
と
を
期
す
、
唯
そ
れ
紙
面
に
限
あ
る
を
以
て
洗
練
鍛
冶
を

積
め
る
小
品
文
の
中
に
就
て
、
こ
れ
が
秀
を
抜
き
、
こ
れ
が
粋
を
選
り
、

以
て
完
璧
に
近
き
も
の
を
載
せ
ん
と
す
る
の
希
望
な
り
、
即
ち
投
書
用

紙
を
二
十
行
二
十
字
詰
と
し
、
紙
数
三
枚
以
下
を
限
る
、
這
般
其
第
一

着
と
し
て
題
を
、
秋
の
森
と
し
、
秋
高
星
稀
の
好
時
節
を
謳
歌
せ
ん
と

欲
す
。
乞
ふ
、
江
湖
の
秀
才
諸
君
、
其
錦
心
繡
腸
を
叩
け

こ
こ
で
は
、「
以
て
完
璧
に
近
き
も
の
を
載
せ
ん
」
と
し
て
い
る
と
あ
る
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が
、
こ
れ
以
降
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
に
該
当
の
作
品
は
確
認
で
き
な
い
。
こ

の
投
書
募
集
は
も
う
一
度
だ
け
明
治
三
十
二
年
十
一
月
号
に
題
を
「
雪
の

朝
」
と
変
え
ら
れ
た
も
の
が
掲
載
さ
れ
る
が
、
同
じ
く
該
当
の
作
品
は
確
認

で
き
な
か
っ
た
。
先
述
の
通
り
、
美
文
と
い
う
文
章
ジ
ャ
ン
ル
に
は
当
時
か

ら
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
見
識
の
間
に
齟
齬
が
見
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
『
文

芸
倶
楽
部
』
に
お
い
て
も
、「
美
文
」
に
関
す
る
認
識
が
読
者
と
編
集
の
間

で
食
い
違
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
読
者
が
考
え
投
稿
し
た
「
美
文
」
の
作

品
の
中
に
、
編
集
の
考
え
る
「
美
文
」
が
な
か
っ
た
た
め
に
「
以
て
完
璧
に

近
き
も
の
」
が
な
く
、
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

同
時
期
の
明
治
三
十
年
十
月
、『
早
稲
田
文
学
』
第
七
年
第
一
号
で
は
「
美

文
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
た
。
以
降
こ
の
「
美
文
」
欄
に
は
小
説
、
戯

曲
、
短
歌
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
た
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
誌
面
改
変
前

で
あ
る
明
治
三
十
年
九
月
の
第
四
十
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
予
告
に
は
「
美
文

欄
を
置
い
て
、
同
じ
く
名
家
が
新
作
の
脚
本
小
説
類
を
収
む
る
こ
と
は
依
然

た
り
、
但
し
論
説
欄
は
言
ふ
に
及
ば
ず
、
美
文
欄
に
も
一
篇
づ
ゝ
は
毎
に
一

二
回
読
切
の
佳
篇
を
載
せ
、
以
て
諸
君
の
趣
味
を
新
に
せ
ん
と
力
む
べ
し
、

材
料
の
精
選
と
豊
富
と
に
於
て
は
、
当
に
刮
目
す
べ
き
も
の
あ
ら
ん
」
と
述

べ
ら
れ
て
お
り
、「
美
文
」
の
定
義
は
見
ら
れ
な
い
。『
文
芸
倶
楽
部
』
で
は

「
美
文
」
と
い
う
べ
き
作
品
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
対
し
、

『
早
稲
田
文
学
』
で
は
明
確
に
定
義
さ
れ
た
「
美
文
」
と
い
う
よ
り
む
し

ろ
、
小
説
や
脚
本
な
ど
あ
ら
ゆ
る
作
品
を
包
括
し
た
呼
称
と
さ
れ
て
い
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
当
時
の
「
美
文
」
は
雑
誌
に
よ
っ
て
も
、
さ
ら
に
は
編
集
と

読
者
に
よ
っ
て
も
定
義
が
曖
昧
で
あ
り
、
共
通
認
識
が
で
き
て
い
た
と
は
言

い
難
い
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
「
美
文
」
の
実
体
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
こ
の
「
美
文
」
の
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
美
辞

麗
句
は
、『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
い
て
は
紀
行
文
や
名
所
案
内
と
い
っ
た
叙

景
文
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
、
数
値
化
さ
れ
る
風
景
と
美
辞
麗
句

さ
て
、
前
章
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
い
て
紀

行
文
や
名
所
案
内
は
主
に
「
雑
報
」「
雑
録
」
か
ら
始
ま
り
、
の
ち
に
「
勝

地
案
内
」
と
し
て
投
書
を
募
る
欄
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
誌
面
を
賑

わ
す
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。
世
情
に
呼
応
す
る
よ
う
に
開
始
さ
れ
た
こ
の

欄
は
し
か
し
、
明
治
三
十
八
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
第
十
一
巻
第
四
編
以
降

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
一
度
だ
け
明
治
四
十
年
六
月
の
創
業
二
十
周
年
記
念

増
刊
号
「
ふ
た
昔
」
に
お
い
て
「
勝
地
」
欄
は
復
活
し
た
が
、
や
は
り
そ
れ

以
降
「
勝
地
」
欄
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
第

十
一
巻
第
四
編
で
は
、「
勝
地
」
の
み
な
ら
ず
「
風
俗
」
と
い
う
欄
も
外
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
全
国
各
地
の
勝
地
や
風
俗
と
い
っ
た
地
理
的

な
紹
介
が
な
さ
れ
た
文
章
の
掲
載
に
対
し
編
集
方
針
が
変
更
さ
れ
た
た
め
、

「
勝
地
」
欄
や
「
風
俗
」
欄
が
誌
面
か
ら
姿
を
消
し
た
と
推
測
で
き
る
。

結
論
か
ら
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
約
十
年
間
の
紀
行
文
や
名
所
案
内
に

お
け
る
風
景
描
写
に
お
い
て
、
終
始
美
辞
麗
句
は
用
い
ら
れ
続
け
て
い
る
。

ま
ず
、
と
り
わ
け
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
美
辞
麗
句
表
現
を
紹
介
し
て

い
く
。赤

間
福
間
の
辺
に
い
た
ら
ば
、
一
帯
の
根
丘
す
べ
て
此
れ
矮
松
、
幹
は

老
ひ
枝
は
低
れ
て
靄
々
た
る
翠
色
滴
ら
む
と
し
、
風
致
掬
す
べ
し
。（
春
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山
鶴
峯
「
鎮
西
め
ぐ
り
」
明
治
三
十
二
年
七
月
号
）

翠
色
滴
ら
ん
と
せ
る
一
大
老
松
あ
り
、『
由
縁
の
松
』
と
云
ふ
、（
来
往

生
「
由
縁
の
松
」
明
治
三
十
四
年
四
月
号
）

其
間
二
十
丁
余
松
樹
森
々
枝
を
翳
し
て
翠
緑
滴
る
が
如
く
白
砂
清
く
敷

き
て
（
村
井
香
風
「
阿
漕
が
浦
」
明
治
三
十
四
年
七
月
号
）

忽
ち
老
松
の
翠
滴
ら
ん
ば
か
り
な
る
を
見
る
。（
木
村
小
舟
「
東
濃
の

仙
区
（
承
前
）」
明
治
三
十
七
年
六
月
号
）

「
翠
色
」
や
「
翠
緑
」
な
ど
が
使
用
さ
れ
て
い
る
「
翠
色
滴
る
」
は
、
こ

れ
ら
の
よ
う
に
主
と
し
て
松
の
美
辞
麗
句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
様
子
が

確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
例
示
し
た
美
辞
麗
句
の
中
に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ

の
美
辞
麗
句
は
、「
白
砂
（
沙
）」
と
結
び
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

こ
れ
に
関
し
て
は
「
白
砂
青
松
」
と
い
う
四
字
熟
語
が
あ
り
、
例
え
ば
、
四

字
熟
語
そ
の
も
の
で
表
現
し
て
い
る
も
の
や
、「
磯
馴
松
は
龍
の
蟠
つ
て
ゐ

る
か
と
も
思
は
れ
、
白
い
砂
が
日
に
晒
さ
れ
て
、
雪
の
や
う
で
あ
る
、（
中

略
）
松
は
青
く
、
砂
は
白
く
、（
乙
羽
庵
「
舞
子
の
浜
」
明
治
三
十
年
四
月

臨
時
増
刊
号
）」
の
よ
う
に
松
と
砂
の
様
子
を
そ
れ
ぞ
れ
描
い
て
い
る
も
の

も
あ
る
。

こ
の
表
現
は
、
明
治
二
十
七
年
に
刊
行
さ
れ
、
当
時
の
人
び
と
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
志
賀
重
昂
『
日
本
風
景
論
』
に
登
場
し
て
い
る
表
現
で
あ

る
。

茲
に
真
成
の
「
白
沙
」
を
成
し
、
青
松
其
間
に
点
綴
し
て
初
め
て
所
謂

「
白
沙
青
松
」
の
風
景
を
現
じ
来（

２
）る。

『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
い
て
も
明
治
二
十
九
年
十
月
号
「
雑
報
」
に
「
▲

志
賀
重
昂
氏

日
本
風
景
論
を
著
し
て
世
評
高
か
り
き
」
と
の
評
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
い
て
も
極
め
て
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い

る
表
現
で
あ
り
、
当
時
の
人
び
と
の
間
に
お
い
て
も
流
行
し
て
い
た
こ
と
は

明
瞭
で
あ
る
。

翻
っ
て
い
え
ば
、
全
国
各
地
の
勝
地
に
つ
い
て
の
紹
介
文
が
募
ら
れ
た
場

合
に
、
ど
の
よ
う
な
景
色
を
〈
名
所
〉
と
捉
え
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、

当
時
の
投
書
に
い
そ
し
む
読
者
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
定
型
化
さ
れ
た

表
現
に
よ
っ
て
描
く
こ
と
が
で
き
る
〈
風
景
〉、
美
辞
麗
句
を
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
〈
風
景
〉
こ
そ
が
〈
名
所
〉
だ
と
選
ば
れ
、
投
書
に
結
び
つ
い
て

い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

続
い
て
は
水
に
関
す
る
美
辞
麗
句
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
本
調
査
に

お
い
て
、〈
水
〉
に
つ
い
て
の
美
辞
麗
句
も
数
多
く
確
認
さ
れ
た
。

（
水
は
―
引
用
者
注
）
一
丈
に
も
及
べ
る
岩
石
の
上
を
難
な
く
飛
越
え

マ
マ

跳
越
え
て
、
雪
と
散
り
氷
と
乱
れ
、
或
は
水
晶
廉
を
か
け
た
る
ご
と
く
、

或
は
銀
波
を
湧
し
た
る
が
如
し
。（
田
山
花
袋
「
不
遇
山
水
（
口
絵
参

照
）」
明
治
二
十
九
年
十
一
月
臨
時
増
刊
号
）

遠
近
の
山
は
低
く
高
く
蜿
蜒
波
瀾
の
状
を
な
し
銀
蛇
の
如
き
大
井
川
此

間
に
流
れ
て
風
光
さ
な
が
ら
畵
の
如
し
（
不
識
庵
聴
秋
「
秋
の
旅
」
明

治
三
十
二
年
十
二
月
号
）
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迸
発
せ
る
水
流
は
、
宛
然
銀
蛇
の
邁
奔
す
る
に
似
て
、（
木
村
小
舟
「
東

濃
の
仙
区
（
承
前
）」
明
治
三
十
七
年
六
月
号
）

こ
の
よ
う
に
主
に
河
川
の
水
に
つ
い
て
、「
銀
波
」「
銀
蛇
」
と
表
現
し
て

い
る
。
さ
ら
に
水
の
表
現
に
関
し
て
も
う
ひ
と
つ
挙
げ
て
お
こ
う
。

舟
は
行
く
こ
と
速
な
れ
ど
も
海
面
静
な
る
こ
と
鏡
の
如
く
な
れ
ば
、（
島

崎
藤
村
「
松
島
だ
よ
り
」
明
治
二
十
九
年
十
一
月
臨
時
増
刊
号
）

近
く
は
清
麗
鏡
の
如
き
児
島
湾
を
抱
い
て
（
鳥
城
浪
士
「
吉
備
の
由
加

山
」
明
治
三
十
二
年
八
月
臨
時
増
刊
号
）

水
面
が
穏
や
か
な
様
子
を
、
鏡
と
す
る
表
現
も
長
く
用
い
ら
れ
続
け
て
い

る
。
ま
た
、
水
の
流
れ
る
様
子
と
し
て
「
端
山
の
月
の
豁
水
に
砕
け
て
黄
金
、

白
銀
の
玉
を
散
ら
せ
る
さ
ま
は
、（
大
阪
日
比
野
宗
次
「
箕
面
山
」）
明
治
三

十
二
年
五
月
号
」「
堂
を
下
り
右
へ
芝
生
を
行
く
一
丁
余
に
し
て
雫
の
滝
あ

り
、
玲
瓏
玉
の
如
し
、（
探
勝
旅
人
「
閑
居
山
」
明
治
三
十
二
年
五
月
号
）」

の
よ
う
に
そ
の
様
子
や
水
音
に
関
し
て
「
玉
」
に
例
え
て
い
る
も
の
が
数
多

く
見
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
山
の
様
子
で
は
、
次
の
よ
う
な
美
辞
麗
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。

両
岸
は
嵯
峨
た
る
巌
壁
よ
り
な
り
。（
中
略
）
両
岸
の
巍
峩
た
る
巌
、（
を

ぐ
ら
「
耶
馬
渓
下
」
明
治
二
十
八
年
十
月
号
）

峨
々
た
る
巒
岡
竈
の
如
く
峙
ち
欝
蒼
た
る
老
樹
四
隅
を
囲
み
（
手
塚
秀

輔
「
岩
井
の
四
十
七
滝
」
明
治
三
十
三
年
九
月
号
）

連
山
屛
風
の
如
く
聳
え
大
樹
繁
茂
し
奇
岩
怪
石
欝
勃
と
し
て
突
立
し
、

（
中
略
）
此
峨
々
た
る
翠
巒
岩
角
に
幾
多
の
瀑
布
懸
れ
り
、（
静
爛
逸

人
「
山
城
鷲
峰
山
」
明
治
三
十
四
年
四
月
号
）

こ
の
よ
う
な
「
嵯
峨
た
る
山
」「
峨
々
た
る
巌
」
な
ど
の
表
現
は
、〈
山
〉

に
関
す
る
美
辞
麗
句
表
現
と
し
て
と
り
わ
け
多
い
。

こ
れ
ら
〈
水
〉
と
〈
山
〉
に
関
す
る
美
辞
麗
句
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。『
文
芸
倶
楽
部
』
で
は
「
勝
地
案
内
」
に
加
え
て
「
諸
国

名
水
」
が
新
設
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
〈
山
水
〉
を
描
く
こ
と
が
主
題
と
な
っ

て
い
た
と
推
測
で
き
る
。こ
れ
ら
の
美
辞
麗
句
が
数
多
く
抽
出
さ
れ
た
の
は
、

先
述
の
通
り
、こ
う
い
っ
た
美
辞
麗
句
で
表
現
で
き
る
風
景
こ
そ
〈
名
山
水
〉

で
あ
る
と
の
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
、『
文
芸

倶
楽
部
』
に
お
け
る
名
所
案
内
で
は
、〈
山
〉
か
ら
〈
水
〉
が
流
れ
落
ち
る

風
景
で
あ
る
〈
滝
〉
が
題
材
に
さ
れ
る
こ
と
が
数
多
く
、
同
じ
号
に
お
い
て

複
数
の
各
地
の
滝
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
時
折
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
紀
行
文
や
名
所
案
内
に
お
け
る
美
辞
麗
句
表
現
は
、
類
似

し
た
表
現
が
ど
の
時
期
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。

マ
マ

岩
尾
の
瀑
布
は
、
一
に
観
音
の
滝
と
も
い
ふ
、
固
防
国
玖
珂
郡
神
代
村

に
在
り
、
天
神
山
の
半
腹
よ
り
落
ち
て
瀑
布
を
な
す
、
高
さ
二
丈
、
幅

二
間
余
、
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こ
こ
で
は
、
滝
の
大
き
さ
を
「
高
さ
二
丈
、
幅
二
間
余
」
と
数
値
を
用
い

て
表
現
し
て
お
り
、
正
確
な
数
値
で
あ
る
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
は
明
治
三

十
二
年
五
月
号
「
避
暑
地
案
内
」
の
白
菊
「
岩
尾
の
瀑
布
」
の
一
節
で
あ
る

が
、
こ
の
頃
よ
り
〈
風
景
〉
を
数
値
化
す
る
試
み
が
き
わ
め
て
多
く
見
ら
れ

る
傾
向
に
あ
る
。
同
時
期
の
明
治
三
十
二
年
は
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
第
五
巻

第
五
編
に
「
避
暑
地
案
内
」
の
投
書
を
募
集
す
る
掲
示
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。そ

れ
ま
で
の
数
値
化
さ
れ
た
土
地
と
い
え
ば
、

房
州
鋸
山
日
本
寺

鋸
山
の
中
腹
に
在
り
、
加
知
山
を
距
る
こ
と
一
里

二
十
町
、
山
麓
の
市
街
保
田
よ
り
登
る
こ
と
凡
そ
二
十
町
許
、
保
田
は

東
京
往
復
の
滊
船
常
に
碇
繫
す
る
所
な
り
、
寺
中
名
跡
多
し
。（
二
橋

生
「
青
山
白
水
（
口
絵
解
説
）」
明
治
二
十
九
年
九
月
号
）

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、道
程
に
つ
い
て
の
こ
と
が
主
で
あ
っ
た
。こ
う
い
っ

た
道
行
き
案
内
と
し
て
距
離
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
般
的
で
あ
っ

た
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
案
内
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
風
景
を
綴
る

上
で
は
、
ほ
と
ん
ど
美
辞
麗
句
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

た
だ
し
、
創
刊
当
初
の
明
治
二
十
八
年
八
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
恋
川
子
に

よ
る
「
避
暑
必
携
武
相
名
所
（
写
真
版
解
）」
で
は
、
以
下
の
表
現
が
見
ら

れ
た
。庭

内
調
の
滝
は
高
さ
十
五
丈
幅
五
尺
、
形
ち
数
條
の
絃
を
懸
け
た
る
が

如
く
水
声
亦
琴
音
と
相
似
た
り
、

創
刊
当
初
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
い
て
、
こ
の
「
避
暑
必
携
武
相
名
所

（
写
真
版
解
）」
以
外
に
は
こ
う
い
っ
た
数
値
化
さ
れ
た
表
現
が
見
ら
れ
な

い
た
め
、
写
真
が
付
さ
れ
た
こ
の
作
品
が
す
こ
し
ば
か
り
物
珍
し
い
存
在
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
先
ほ
ど
述
べ
た
通
り
、「
避
暑
地
案
内
」
か
ら
興
っ
た
「
勝
地

案
内
」
以
降
、
数
値
化
さ
れ
た
風
景
が
提
示
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

浜
は
白
沙
一
帯
二
里
の
間
一
直
線
を
畵
が
き
其
上
に
は
青
松
常
に
繁
茂

す
、（
中
略
）
岩
上
に
二
三
の
矮
松
の
吹
き
上
ぐ
る
海
風
に
蟠
龍
の
形

を
な
し
て
落
ち
ん
と
し
て
落
ち
ざ
る
如
く
、（
宮
地
四
万
「
桂
浜
」
明

治
三
十
三
年
一
月
号
）

◎
都
恋
し
き
片
枝
の
松

は
相
生
松
の
傍
に
あ
り
、
高
さ
三
間
東
西
十

五
間
、
南
北
十
間
の
広
さ
に
蟠
り
枝
葉
悉
く
東
方
に
向
ひ
、（
赤
穂
柏

井
柏
葉
「
播
州
四
勝
」
明
治
三
十
三
年
四
月
号
）

瀑
布
の
高
さ
十
一
丈
二
尺
、
幅
三
間
余
、
飛
沫
は
柳
絮
の
風
に
乱
る
ゝ

が
如
く
、
又
白
玉
を
散
ら
す
が
如
く
、（
中
岡
彦
次
郎
「
箕
面
の
滝
」

明
治
三
十
三
年
九
月
号
）

土
肥
の
大
杉

山
中
に
大
な
る
一
本
の
杉
あ
り
其
周
囲
は
五
丈
許
り
に

マ
マ

し
て
枝
葉
密
叢
し
て
一
見
す
れ
ば
松
の
如
く
（
相
摸
加
藤
富
太
郎
「
湯

河
原
温
泉
」
明
治
三
十
四
年
五
月
号
）
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そ
れ
ま
で
は
意
識
さ
れ
ず
に
道
程
を
案
内
す
べ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
数
値

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
「
勝
地
案
内
」
欄
の
新
設
の
頃
よ
り
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
勝
地
と
し
て
、
よ
り
正
確
な
風
景
を
伝
え

る
こ
と
が
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
た
め
に
具
体
的
な
数
字
を
引
き
合
い
に
出
す

よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
土
地
の
特
有
の
風

景
を
「
勝
地
案
内
」
欄
に
お
い
て
差
異
化
し
て
紹
介
す
る
た
め
に
、
数
値
を

用
い
て
風
景
を
描
写
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
の
は
自
然
な
流
れ
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
正
確
な
風
景
を
読
者
に
想
像
さ
せ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
は

じ
め
た
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、こ
う
い
っ
た
数
値
が
記
さ
れ
て
い
く
動
き
が
お
こ
り
な
が
ら
も
、

美
辞
麗
句
表
現
は
衰
退
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
数
値
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ

た
風
景
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
、
美
辞
麗
句
が
付
与
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
数
値
化
さ
れ
た
風
景
と
美
辞
麗
句
が
混
在
す
る
文
章
が
掲
載
さ

れ
続
け
る
中
、
明
治
三
十
六
年
四
月
に
は
、
こ
の
数
値
化
に
対
し
、
次
の
よ

う
な
主
張
が
述
べ
ら
れ
た
。

都
人
は
隅
田
の
桜
を
形
容
し
て
長
堤
十
里
、
白
雲
の
靉
靆
た
る
が
如
し

と
言
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
詩
文
の
上
で
の
大
い
に
お
ま
け
が
あ
る
け

れ
ど
、
当
地
の
は
掛
値
な
し
の
一
里
は
あ
る
と
言
ふ
こ
と
だ
。（
下
総

泉
対
梅
郎
「
三
咲
の
桜
」
明
治
三
十
六
年
四
月
号
）

こ
れ
ま
で
例
示
し
た
正
確
な
数
値
で
は
な
く
、「
詩
文
の
上
で
の
大
い
に

お
ま
け
」
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
に
、『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
い

て
も
「
崖
に
沿
ふ
て
、
段
々
登
つ
て
行
く
と
、
崖
の
尽
る
所
に
瀑
が
数
十
尺

の
高
さ
か
ら
落
ち
て
居
て
、（
松
田
宗
三
郎
「
岩
内
瑞
巌
寺
」
明
治
三
十
三

年
三
月
号
）」
な
ど
、「
数
十
丈
」「
数
十
尺
」
と
い
う
大
ま
か
な
数
値
が
見

ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ま
た
、『
風
俗
画
報
』
第
三
十
九
号
（
東
陽
堂
、
一
八
九
二
年
三
月
）
に

掲
載
さ
れ
た
、
わ
ま
「
む
か
し
の
梅
見
」
に
は
、
す
で
に
「
梅
屋
敷
」
の
様

子
と
し
て
、

薫
香
至
て
深
く
形
状
宛
も
龍
の
蟠
り
臥
か
如
く
園
中
四
方
数
十
丈
間
に

蔓
て

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
数
十
丈
間
」
と
は
正
確
な
数
値
で
は
な

く
、
そ
の
梅
園
の
風
景
の
壮
大
な
美
し
さ
を
強
調
す
る
た
め
の
仮
想
的
な

〈
広
さ
〉
の
表
現
で
あ
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
実
際
の
風
景
を

正
確
に
説
明
す
る
た
め
の
数
値
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
読
者
に
想
像
さ
せ
よ

う
と
し
た
風
景
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
く
た
め
の
数
値
化
が
す
で
に
存
在
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

前
掲
の
美
辞
麗
句
集
『
美
文
之
資
料
』
の
「
山
水
景
象
」
と
い
う
項
目
に

お
い
て
も
「
幾
個
の
峰
巒
は
矗
々
と
し
て
天
を
攅
し
、
険
峭
断
岫
数
千
尺
」

と
い
う
美
辞
麗
句
が
確
認
で
き
る
。
美
辞
麗
句
と
数
値
化
は
一
見
対
極
の
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
数
値
化
は
、
も
は
や
定
型
表
現
と
も
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
壮
大
な
情
景
を
表
現
す
る
た
め
の
定
型
化
さ
れ
た
美
辞

麗
句
表
現
が
す
で
に
あ
っ
た
中
で
、
実
際
の
風
景
の
寸
法
を
細
か
に
書
き
記

す
と
い
う
数
値
化
の
動
き
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
数
値
そ
の
も
の
の
揺
れ
を
越
え
て
、
数
値
化
さ
れ
た

風
景
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
転
機
を
迎
え
る
。
明
治
三
十
七
年
一
月
号
の
「
勝
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地
」
に
収
録
さ
れ
た
坪
谷
水
哉
「
耶
馬
渓＝

対＝

甲
州
御
岳
」
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

尤
も
山
の
高
さ
な
ど
は
段
々
精
密
の
測
量
が
出
来
た
為
に
、
久
し
い
間

加
賀
の
白
山
が
、
富
士
山
に
次
で
日
本
第
二
の
高
山
と
言
は
れ
て
居
た

の
が
、
今
は
実
測
の
結
果
、
高
さ
に
於
て
信
州
御
嶽
や
越
中
の
立
山
よ

り
も
、
却
て
低
い
と
い
ふ
こ
と
が
分
つ
た
が
、
渓
山
の
眺
望
と
な
る
と
、

と
て
も
斯
く
明
瞭
に
測
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
無
い
か
ら
、
矢

張
り
美
人
の
資
格
と
同
じ
く
、
肥
大
つ
た
楊
貴
妃
を
愛
す
る
玄
宗
皇
帝

も
あ
れ
ば
、細
腰
を
好
ん
で
多
く
の
官
女
を
餓
死
さ
せ
た
楚
王
も
あ
る
。

山
の
高
さ
や
川
の
長
さ
な
ど
の
数
値
だ
け
で
は
、
そ
の
「
渓
山
の
眺
望
」

を
「
測
定
」
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
数
値
そ
の
も
の
を
疑
問
視
す
る

声
が
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
実
は
数
値
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
明
治

三
十
三
年
の
時
点
で
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
た
。

夫
れ
斧
柯
峡
凡
そ
二
里
、
耶
馬
渓
の
三
分
一
に
過
ぎ
ず
、
然
れ
ど
も
山

岳
連
続
し
、
奇
巌
怪
石
妙
趣
異
状
を
呈
し
人
を
し
て
応
接
に
遑
有
ら
ざ

ら
し
む
、
是
れ
即
ち
耶
馬
渓
と
勝
を
争
ひ
て
決
し
て
劣
ら
ざ
る
所
以
な

マ
マ

り
、
耶
馬
渓
は
穏
秀
に
し
て
快
濶
、
斧
何
峡
は
奇
峭
に
し
て
幽
邃
、
彼

は
大
人
の
風
あ
り
、
此
は
高
士
の
態
あ
り
（
落
合
東
郭
「
斧
柯
峡
」
明

治
三
十
三
年
五
月
号
）

奇
し
く
も
ど
ち
ら
も
耶
馬
渓
に
対
し
、
数
値
と
し
て
は
劣
る
も
の
の
、
景

観
と
し
て
は
負
け
て
い
な
い
、
と
主
張
し
た
名
所
案
内
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
数
値
に
よ
っ
て
風
景
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
結
果
的

に
そ
の
数
値
の
大
小
の
み
に
依
っ
た
景
観
の
優
劣
が
つ
い
て
し
ま
う
た
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
勝
地
の
景
観
を
紹
介
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
数
値
化
は
疑
問
視

さ
れ
た
。
事
実
、
先
の
「
耶
馬
渓＝

対＝

甲
州
御
岳
」
が
掲
載
さ
れ
た
明
治

三
十
七
年
頃
に
な
る
と
、
投
書
す
る
人
び
と
の
中
に
も
同
様
の
意
識
が
あ
っ

た
の
か
、
極
端
に
数
値
化
さ
れ
た
風
景
は
大
幅
に
減
じ
て
い
る
。

『
文
芸
倶
楽
部
』
で
は
、「
勝
地
案
内
」
欄
の
創
設
に
よ
っ
て
地
理
的
な

側
面
が
よ
り
意
識
さ
れ
は
じ
め
、
数
値
を
用
い
て
実
際
の
風
景
を
紹
介
し
よ

う
と
い
う
動
き
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
確
な
広
さ
や
大

き
さ
を
想
像
さ
せ
る
べ
く
急
速
に
進
ん
で
い
っ
た
数
値
化
は
、
土
地
ご
と
の

風
景
を
名
勝
と
し
て
文
章
で
伝
え
よ
う
と
す
る
際
の
妨
げ
と
も
な
っ
て
い

き
、
徐
々
に
減
じ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
固
有
の
風
景
を
具

体
的
に
描
写
し
た
い
と
し
な
が
ら
も
、
数
値
化
に
対
し
て
懐
疑
的
に
な
っ
て

い
っ
た
と
い
う
動
き
は
、
美
辞
麗
句
が
、
異
な
る
土
地
の
風
景
で
あ
り
な
が

ら
定
型
の
表
現
に
よ
っ
て
描
く
こ
と
で
風
景
を
同
質
化
し
て
し
ま
い
、
差
別

化
さ
れ
た
具
体
的
な
風
景
を
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
用

い
ら
れ
続
け
て
い
た
こ
と
に
も
重
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

四
、
写
真
と
「
絵
と
き
」
の
相
補
的
関
係

も
う
一
方
で
、
風
景
写
真
と
叙
景
文
に
つ
い
て
考
え
た
い
。『
文
芸
倶
楽

部
』
で
は
明
治
二
十
八
年
四
月
号
か
ら
風
景
写
真
の
挿
入
が
見
ら
れ
る
。
し

ば
し
ば
口
絵
は
「
美
人
と
風
景
」
や
「
千
紫
万
紅
」
等
と
題
さ
れ
た
写
真
欄

が
誌
面
を
彩
っ
て
い
る
。
風
景
写
真
の
挿
入
は
ま
っ
た
く
珍
し
い
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
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そ
し
て
先
に
も
触
れ
た
が
、
明
治
二
十
八
年
八
月
号
で
は
「
武
相
名
所
二

十
八
景
」
と
い
う
写
真
が
付
さ
れ
、
そ
の
「
写
真
版
解
」
と
し
て
恋
川
子
に

よ
る
「
避
暑
必
携
武
相
名
所
」
と
い
う
案
内
記
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
写
真
の
解
説
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
前
章

に
お
い
て
も
取
り
上
げ
た
通
り
、
美
辞
麗
句
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。

こ
れ
と
同
様
に
、「
口
絵
説
明
」
や
「
絵
と
き
」
と
し
て
著
わ
さ
れ
た
文

章
に
は
美
辞
麗
句
が
散
見
す
る
。
明
治
二
十
九
年
九
月
号
の
二
橋
生
「
青
山

白
水
（
口
絵
解
説
）」
を
例
に
と
る
。
こ
の
名
所
案
内
が
「
雑
録
」
に
掲
載

さ
れ
た
第
二
巻
第
十
一
編
は
、
目
次
を
見
る
と
、
八
頁
に
わ
た
っ
た
「
千
紫

万
紅

写
真
銅
版
刷
」
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
風
景
の
写
真
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。「
青
山
白
水
」
の
冒
頭
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
真
を
写
し
、
そ
の
精
を
抜
で
ゝ
、
誰
が
目
に
も
、
こ
れ
は
何
処
の

景
な
り
、
何
国
の
山
水
な
り
な
ど
思
は
し
む
る
も
の
、
写
真
の
術
に
如

く
は
な
し
、
こ
ゝ
に
挙
げ
た
る
二
十
五
勝
、
北
は
奥
の
松
嶋
よ
り
、
南

は
周
防
に
至
る
ま
で
の
間
の
、
尤
も
優
れ
た
る
名
所
旧
跡
を
、
年
来
こ

の
技
を
練
磨
し
て
、今
は
他
に
及
ぶ
者
の
無
き
ま
で
に
上
達
し
給
へ
る
、

斯
道
の
黒
人
光
村
利
藻
君
の
撮
影
せ
ら
れ
た
れ
ば
、悪
か
ら
う
筈
無
く
、

絵
に
も
文
に
も
、
及
は
ぬ
恋
と
諦
め
て
、
学
者
筆
を
擱
き
、
畵
家
刷
毛

を
投
ぐ
る
中
を
、
唐
突
ヶ
間
敷
く
、
絵
解
の
詞
を
つ
け
て
見
れ
ば
、
あ

ら
ま
し
斯
ふ
で
も
あ
ら
ふ
か
。

当
時
の
紀
行
文
に
は
写
真
家
が
同
行
し
て
い
る
と
い
う
記
述
も
多
く
見
ら

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
写
真
に
は
適
わ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
写
真
の

み
を
挿
入
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
解
説
と
し
て
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
く
、
そ
こ
に
は
文
字
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
る
独
自
の
意
味
作
用

が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
「
青
山
白
水
」
か
ら

以
下
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。

舞
子
浜
の
青
松
白
沙

一
帯
の
白
沙
、
�
灔
鏡
の
如
き
清
波
を
嘗
め
、

而
も
漣
漪
静
に
し
て
、
舟
往
く
春
の
如
し
、
青
松
あ
り
、
新
苔
日
に
黒

み
て
、
老
幹
蟠
屈
、
竜
嘯
か
ん
と
す
、
此
地
昔
は
公
郷
の
過
ぐ
る
所
、

爾
来
松
風
村
雨
の
曲
、
世
に
伝
へ
ら
れ
て
、
土
佐
氏
の
粉
本
に
入
る
こ

と
久
し
。
今
も
尚
ほ
其
俤
を
変
ぜ
す
。

こ
こ
で
は
、
前
章
に
お
い
て
も
確
認
し
た
美
辞
麗
句
が
用
い
ら
れ
る
と
と

も
に
、
土
地
の
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
青
山
白
水
」
で
は
、
引
用

箇
所
の
「
舞
子
浜
の
青
松
白
沙
」
の
よ
う
に
景
色
ご
と
に
項
目
を
立
て
て
説

明
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
、
美
辞
麗
句
を
駆
使
し
た
風
景
描
写

と
、
地
誌
に
類
似
し
た
説
明
や
そ
の
地
ま
で
の
道
程
等
が
ど
ち
ら
も
記
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。こ
う
い
っ
た
文
章
は
『
文
芸
倶
楽
部
』
で
は
「
絵
と
き
」

等
と
呼
ば
れ
、
た
び
た
び
収
録
さ
れ
て
お
り
、
一
編
あ
た
り
の
紙
幅
も
紀
行

文
や
名
所
案
内
の
文
章
に
比
べ
て
も
引
け
を
取
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
こ
れ

ら
の
目
的
は
、
単
に
写
真
が
主
題
と
な
り
、
そ
れ
に
若
干
の
説
明
を
加
え
る

だ
け
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、「
絵
と
き
」
に
は
「
絵
と
き
」
の
役
割
が
与

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。
写
真
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
実

際
の
風
景
だ
け
で
は
な
く
、
美
辞
麗
句
に
よ
っ
て
そ
の
風
景
が
描
か
れ
る
こ

と
で
、
鑑
賞
の
際
に
よ
り
美
し
い
土
地
の
イ
メ
ー
ジ
が
構
築
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、「
口
絵
」
に
景
色
の
写
真
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
雑
報
」
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で
わ
ず
か
数
行
の
「
口
絵
説
明
」
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
短

い
文
章
が
す
べ
て
美
辞
麗
句
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
々
見
受
け
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
け
る
「
雑
報
」
に
、
季
節
に
よ
っ
て

見
頃
の
観
光
名
所
が
数
行
ず
つ
紹
介
さ
れ
る
際
に
も
、
美
辞
麗
句
の
み
の
紹

介
文
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、正
確
な
風
景
を
書
き
記
す
こ
と
よ
り
も
、

素
晴
ら
し
い
景
色
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
訴
え
か
け
、
読
者
の
頭
の
中
に
美

し
い
風
景
を
創
造
さ
せ
る
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
印
象
と
な
っ
て

い
る
文
章
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

明
治
三
十
二
年
二
月
号
の
時
報
に
は
、
明
治
三
十
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
大

橋
乙
羽
『
千
山
万
水
』
に
関
す
る
評
が
「
時
報
」
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

斯
は
同
氏
（
乙
羽
―
引
用
者
注
）
が
第
一
の
道
楽
な
る
旅
行
と
第
二
の

道
楽
な
る
写
真
と
を
一
か
ら
げ
に
せ
し
書
册
な
れ
ば
素
よ
り
悪
か
ら
う

筈
な
く
、
且
つ
氏
が
尤
も
長
ず
る
絵
畵
的
美
文
は
、
所
謂
千
山
万
水
を

紙
面
に
幻
出
せ
し
め
て
、
嵐
光
水
色
眸
中
に
落
る
思
ひ
あ
り
。

さ
ら
に
、続
く
明
治
三
十
二
年
三
月
号
の
「
時
報
」
に
こ
の
『
千
山
万
水
』

の
評
の
続
き
が
掲
載
さ
れ
た
。

氏
の
長
所
を
集
め
し
書
册
に
向
つ
て
批
評
ら
し
き
こ
と
言
は
ん
は
素
よ

り
野
暮
の
沙
汰
な
が
ら
、
強
て
一
言
を
費
せ
ば
、
其
文
の
面
白
く
絵
畵

的
に
詩
趣
あ
る
だ
け
夫
れ
だ
け
実
景
に
遠
ざ
か
り
て
、
言
は
ゝ
景
容
沢

山
に
流
る
ゝ
瑕
疵
あ
り
、
併
し
斯
は
氏
の
短
所
に
し
て
長
所
な
り
、
言

は
ず
も
が
な
。

こ
の
「
絵
畵
的
美
文
」
と
は
、「
現
出
」
で
は
な
く
「
幻
出
」
と
い
う
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
な
通
り
、
こ
こ
で
は
実
際
の
風
景
そ

の
も
の
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
風
景
を
創
り
出

さ
せ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
現
出
」
さ
せ
る
写
真
に
対
し
て

「
幻
出
」
さ
せ
る
〈
こ
と
ば
〉
の
役
割
が
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ど
ち
ら

を
も
含
む
書
で
あ
る
と
評
価
し
た
文
章
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、「
詩
趣
」
に
富
ん
だ
「
絵
畵
的
美
文
」
と
実
際
の
景
色
と
の
乖

離
は
、「
短
所
に
し
て
長
所
」
で
あ
る
と
し
て
概
ね
好
意
的
に
解
釈
さ
れ
て

い
る
。

翌
年
の
明
治
三
十
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
続
千
山
万
水
』
に
関
す
る
饗
庭

篁
村
の
評
で
あ
る
「
続
千
山
万
水
序
」（
明
治
三
十
三
年
一
月
号
）
に
は
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
確
認
で
き
る
。

し
か
る
に
乙
羽
氏
ま
た
一
大
幻
術
あ
り
、
其
一
望
一
景
古
へ
を
懐
ふ
に

足
り
今
を
賞
す
る
に
足
る
と
こ
ろ
に
到
れ
ば
、
一
個
の
怪
し
き
小
箱
を

取
出
し
、
不
思
議
の
手
付
を
な
す
と
等
し
く
、
天
下
の
名
山
大
川
は
忽

ち
に
吸
取
ら
れ
て
其
箱
の
中
に
在
り

先
に
紹
介
し
た
評
と
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
幻
出
」「
幻
術
」
と
い
う
こ

と
ば
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
饗
庭
篁
村
は
「
此
幻
術
の
上
に
ま
た
、
筆
端
よ

り
雲
霧
を
生
じ
、
妙
文
た
ち
ど
こ
ろ
に
花
を
点
く
、
見
る
者
読
む
者
駭
然
と

し
て
、
身
も
た
ゞ
其
箱
の
中
に
吸
入
ら
れ
た
る
が
如
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

風
景
の
写
真
が
付
さ
れ
た
大
橋
乙
羽
の
『
千
山
万
水
』『
続
千
山
万
水
』

に
対
す
る
評
価
と
し
て
、「
絵
畵
的
美
文
」
の
機
能
は
、
写
真
と
は
異
な
り
、

こ
の
よ
う
に
幻
を
映
し
出
す
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
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加
え
て
、
確
か
に
写
真
は
正
確
な
風
景
を
写
し
取
り
、
人
び
と
に
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
が
、当
時
の
写
真
は
ま
だ
不
明
瞭
で
も
あ
り
、

風
景
そ
の
も
の
を
実
感
さ
せ
る
情
報
と
し
て
、
現
在
ほ
ど
に
機
能
し
た
と
は

言
え
ま
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
美
辞
麗
句
は
視
覚
的
な
情
報

で
あ
る
写
真
に
お
さ
め
ら
れ
た
風
景
を
補
う
こ
と
も
担
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
単
に
実
際
の
風
景
を
見
る
と
い
う
行
為
だ
け
で
は

得
ら
れ
な
い
、
そ
の
場
全
体
の
情
景
や
雰
囲
気
を
描
き
出
し
、
そ
の
土
地
を

読
者
の
頭
の
中
に
再
構
築
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

文
字
だ
か
ら
こ
そ
行
う
こ
と
が
で
き
る
表
現
方
法
で
あ
り
、
文
字
だ
け
が
持

つ
機
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

『
文
芸
倶
楽
部
』
に
掲
載
さ
れ
る
「
絵
と
き
」
や
こ
う
し
た
評
価
に
共
通

し
て
い
る
の
は
、
数
値
化
さ
れ
た
説
明
や
写
真
に
よ
る
〈
風
景
描
写
〉
と
、

美
辞
麗
句
に
よ
る
〈
風
景
描
写
〉
の
ど
ち
ら
に
も
役
割
を
見
出
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

単
に
読
者
に
正
確
な
風
景
を
伝
え
た
い
と
い
う
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
た
場

合
に
は
、
写
真
の
挿
入
と
道
程
等
の
説
明
の
み
で
十
分
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
写
真
が
付
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
美
辞
麗
句
が
多

用
さ
れ
た
文
章
が
衰
え
ず
、
さ
ら
に
は
、
写
真
に
よ
っ
て
風
景
が
提
示
さ
れ

て
い
る
土
地
に
関
し
て
、
全
く
説
明
を
行
わ
ず
に
美
辞
麗
句
の
み
で
飾
り
立

て
て
い
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
こ
れ
は
、
写
真
の
導
入
が
お
こ
っ
て
も
な
お
、

〈
こ
と
ば
〉
に
よ
っ
て
の
み
表
現
で
き
る
〈
風
景
〉
が
求
め
ら
れ
た
結
果
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
一
連
の
動
向
は
、
風
景
描
写
と
い
う
点
に
お

け
る
〈
こ
と
ば
〉
の
役
割
が
再
認
識
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

五
、
お
わ
り
に
―
―
「
文
字
の
た
め
の
文
字
」
と
い
う
機
能

第
一
章
に
お
い
て
も
示
し
た
小
島
烏
水
は

漢
文
の
紀
行
文
は
要
す
る
に
「
文
字
の
た
め
の
文
字
」
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
地
は
則
ち
空
天
幻
地
、
そ
の
文
は
則
ち
仮
設
虚
搆
、（
中
略
）
し

か
も
漢
文
紀
行
の
中
に
、
最
も
誦
す
べ
き
好
文
章
が
多
い
か
の
如
く
お

も
は
れ
て
ゐ
た
の
は
、
そ
の
作
者
が
比
較
的
に
学
殖
が
あ
り
、
そ
の
文

字
が
最
も
豊
饒
で
あ
つ
た
ゝ
め
に
、
巧
に
之
を
斡
旋
さ
へ
す
れ
ば
、
人

は
単
に
文
字
の
上
の
魔
力
に
の
み
惹
き
つ
け
ら
れ
て
悦
ん
で
ゐ
た
の（

３
）で

と
の
批
判
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
烏
水
が
批
難
し
た
「
漢
文
紀
行
」
と
は

本
稿
第
一
章
に
も
例
示
し
た
烏
水
の
「
漢
文
形
容
語
彙
纂
と
も
い
ひ
つ
べ
き

所
謂
紀
行
文
」
と
い
う
主
張
に
も
あ
る
通
り
、
こ
の
論
の
中
に
お
い
て
は
単

な
る
漢
文
体
で
記
さ
れ
た
紀
行
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、「
文
字
の
上
の
魔

力
」
に
よ
っ
て
よ
い
と
さ
れ
て
き
た
、
つ
ま
り
、
内
容
で
は
な
く
表
現
の
面

に
重
き
を
置
い
た
文
章
自
体
へ
の
批
判
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
四
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
西
村
真
次
『
紀
行
文
作
法
』
通
俗
作
文
全
書

第
六
編
（
博
文
館
）
で
は
「
然
れ
ど
も
作
者
は
常
に
紀
行
文
が
美
文
即
ち
詩

的
散
文
（
或
は
散
文
詩
）
な
る
こ
と
を
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
記
述
が
あ
る

も
の
の
、「
美
の
分
子
」
が
あ
り
す
ぎ
る
「
想
化
（Idealize

）」
さ
れ
た
文

章
に
お
い
て
「
己
れ
が
叙
述
せ
る
土
地
の
状
況
を
他
人
に
理
解
せ
し
め
ざ
る

が
如
き
こ
と
あ
ら
ば
、
そ
は
紀
行
文
と
し
て
の
価
値
も
資
格
も
な
き
も
の
也

と
云
は
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
美
文
と
い
う
側
面
を
捉
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え
な
が
ら
も
土
地
を
正
確
に
描
く
と
い
う
側
面
に
価
値
を
置
い
て
い
る
。

さ
ら
に
、
田
山
花
袋
は
、
明
治
四
十
二
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

近
頃
、
紀
行
文
の
面
白
く
な
い
こ
と
を
言
は
れ
る
人
が
大
分
あ
る
。
何

う
も
千
篇
一
律
で
い
け
な
い
。
何
処
の
山
を
描
い
て
も
皆
な
同
じ
山
、

何
処
の
水
を
描
い
て
も
皆
同
じ
水
、
何
処
の
村
落
を
描
い
て
も
皆
な
同

じ
村
落
で
面
白
く
な
い
こ
ん
な
文
章
な
ら
書
か
ん
方
が
好
い
と
言
ふ
人

さ
へ
あ
り
ま（

４
）す。

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
定
型
句
と
な
り
美
辞
麗
句
集
に
採
録

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
美
辞
麗
句
を
用
い
た
風
景
描
写
を
「
千
篇
一
律
」
と
批

難
し
て
い
る
。
花
袋
は
こ
れ
に
続
き
、
そ
の
土
地
ご
と
の
地
勢
や
風
俗
な
ど

を
描
い
て
い
く
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る

土
地
を
描
い
て
い
る
は
ず
が
同
じ
風
景
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、

表
現
の
同
一
性
へ
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
の
ち
に
〈
特

有
の
土
地
〉
を
描
い
て
い
な
い
紀
行
文
を
難
じ
た
声
は
数
多
く
、
翻
っ
て
言

え
ば
、
そ
う
い
っ
た
観
点
に
の
み
回
収
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

美
辞
麗
句
を
用
い
て
「
幻
出
」
さ
せ
ら
れ
た
風
景
は
実
際
の
風
景
で
は
な
い

と
し
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
『
文
芸
倶
楽
部
』
に
お
け
る
叙
景
文
で
は
、
文
芸
雑
誌
と

い
う
媒
体
の
中
で
、
美
辞
麗
句
と
い
う
表
現
が
果
た
し
た
役
割
が
確
実
に
存

在
し
て
い
た
。
美
辞
麗
句
は
、〈
こ
と
ば
〉
に
よ
っ
て
の
み
描
け
る
風
景
を

読
者
に
創
造
さ
せ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
単
に
「
紀
行
文
」
と
し
て
実
際
の

風
景
を
描
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
側
面
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
〈
こ
と
ば
〉
の
可
能
性
と
「
文
字
の
上

の
魔
力
」
に
取
り
憑
か
れ
、「
文
字
の
た
め
の
文
字
」
と
い
う
姿
勢
を
共
有

し
て
い
た
人
び
と
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
著

わ
さ
れ
た
叙
景
文
が
、
単
に
現
実
の
風
景
を
再
現
す
る
の
で
は
な
く
、
言
語

的
な
風
景
を
構
築
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
合
い
や
意
義
を
、
時
代
ご

と
に
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
美
辞
麗
句
が
明
治
三
十
年
代
に
お
け
る
文
芸
雑
誌
上
で
頻
繁
に

用
い
ら
れ
、
そ
こ
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
当

時
の
美
辞
麗
句
が
担
っ
て
い
た
「
幻
出
」
と
い
う
機
能
を
再
評
価
す
べ
き
だ

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

（
１
）
小
島
烏
水
「
紀
行
文
に
就
き
て
」（『
文
庫
』
第
十
三
巻
第
六
号
定
期
増

刊
、
内
外
出
版
協
会
、
一
九
〇
三
年
八
月
）。

（
２
）
志
賀
重
昂
『
日
本
風
景
論
』
政
教
社
、
一
八
九
四
年
。

（
３
）
小
島
烏
水
「
紀
行
文
に
就
き
て
」（『
文
庫
』
第
十
四
巻
第
二
号
定
期
増

刊
、内
外
出
版
協
会
、一
九
〇
三
年
九
月
）。烏
水
の
こ
の
文
章
は
注
（
１
）

に
も
あ
る
通
り
『
文
庫
』
に
二
度
に
渡
り
掲
載
さ
れ
た
。
第
十
四
巻
第
十

二
号
に
は
「（
三
）
紀
行
文
と
写
生
」
が
著
さ
れ
て
い
る
が
、
副
題
と
し

て
「
附
漢
文
及
漢
文
直
訳
調
の
紀
行
文
を
難
ず
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
田
山
花
袋
『
小
説
作
法
』
博
文
館
、
一
九
〇
九
年
。

※
引
用
の
際
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
傍
点
・
ル
ビ
等
は
適
宜
省
略
し
た
。

※
本
稿
は
二
〇
一
五
年
度
立
教
大
学
学
術
推
進
特
別
重
点
資
金
（
立
教
Ｓ
Ｆ

Ｒ
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
ゆ
も
と
ゆ
き

大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
）
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