
岡
山
疎
開
時
代
の
永
井
荷
風

―
―
菅
原
明
朗
『
荷
風
罹
災
日
乗
註
考
』
を
読
む
―
―

嶋

田

直

哉

一

は
じ
め
に
―
―
永
井
荷
風
と
菅
原
明
朗

永
井
荷
風
と
菅
原
明
朗
の
関
係
は
一
般
的
に
は
歌
劇
『
葛
飾
情
話
』（
一

九
三
八
・
五
・
一
七
初
日

東
京

浅
草
オ
ペ
ラ
館
）
の
創
作
が
始
ま
り
と

い
わ
れ
て
い（
１
）る。
荷
風
が
台
本
・
作
詞
を
、
菅
原
明
朗
が
作
曲
・
指
揮
を
担

当
し
た
。
既
に
前
年
に
は
日
中
戦
争
が
勃
発
し
、
そ
の
最
中
で
の
公
演
で
は

あ
っ
た
が
、
一
九
三
八
年
五
月
七
日
か
ら
二
六
日
ま
で
の
一
〇
日
間
の
興
業

は
全
公
演
ほ
ぼ
満
員
の
盛
況
ぶ
り
が
伝
え
ら
れ
て
い（
２
）る。
菅
原
明
朗
は
そ
の

後
こ
の
公
演
に
出
演
し
た
ア
ル
ト
歌
手
永
井
智
子
と
家
庭
を
持
つ
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
そ
の
後
も
こ
の
二
人
と
荷
風
の
交
流
は
続
い
て
い
く
。

そ
も
そ
も
『
断
腸
亭
日
乗
』（
以
下
『
日
乗
』
と
略
記
）
に
最
初
に
菅
原

明
朗
の
記
述
が
出
て
く
る
の
は
『
葛
飾
情
話
』
上
演
の
約
半
年
前
の
一
九
三

七
年
一
二
月
一
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。「
銀
座
食
堂
に
�
し
不
二
地
下
室
に

至
る
。
安
東
小
田
大
庭
菅
原
音
楽
家

空
庵
の
諸
子
相
会
す
。」
と
あ
る
。
既
に
こ

の
時
期
か
ら
二
人
の
間
で
は
『
葛
飾
情
話
』
上
演
に
向
け
て
そ
れ
な
り
の
準

備
は
な
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
の
だ
が
、
菅
原
明
朗
の
証
言
に
拠
れ
ば

二
人
は
一
九
三
二
、
三
年
頃
か
ら
顔
見
知
り
で
あ
っ
た
ら
し（
３
）い。

と
も
あ
れ
菅
原
明
朗
と
永
井
智
子
夫
婦
、
永
井
荷
風
の
三
人
は
『
葛
飾
情

話
』
の
創
作
、
上
演
を
機
に
交
流
を
続
け
て
い
く
の
だ
が
、
よ
り
決
定
的
に

強
い
つ
な
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
が
一
九
四
五
年
三
月
一
〇
日
の
東
京

大
空
襲
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
偏
奇
館
を
焼
失
し
た
荷
風
は
従
兄
弟
の
杵
屋

五
叟
宅
（
代
々
木
）
に
一
時
的
に
身
を
寄
せ
る
が
、
四
月
一
五
日
に
は
菅
原

明
朗
と
永
井
智
子
が
住
む
国
際
文
化
ア
パ
ー
ト
（
東
中
野
）
に
移
っ
て
い

る
。
こ
の
日
か
ら
終
戦
を
ま
た
い
で
八
月
二
七
日
ま
で
の
約
四
ヶ
月
近
く
、

こ
の
三
人
は
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
人
が
生
活
し
て
い
た
東
中

野
の
ア
パ
ー
ト
も
五
月
二
五
日
の
空
襲
で
焼
失
し
、
菅
原
明
朗
の
故
郷
で
あ

る
明
石
へ
と
疎
開
。
さ
ら
に
は
菅
原
明
朗
の
人
間
関
係
を
頼
り
に
岡
山
へ
と

三
人
は
と
も
に
場
所
を
転
々
と
し
て
い（
４
）く。

こ
の
疎
開
生
活
を
荷
風
を
中
心
に
考
え
て
み
た
場
合
、
菅
原
明
朗
と
永
井

智
子
は
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
。
荷
風
の
身
の
回
り
の
世

話
か
ら
交
通
手
段
ま
で
全
て
菅
原
明
朗
と
永
井
智
子
が
手
配
す
る
な
ど
、
こ

の
二
人
の
働
き
が
な
け
れ
ば
荷
風
の
疎
開
生
活
は
成
立
し
な
か
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
。
ま
た
こ
の
時
期
の
荷
風
の
こ
と
を
直
接
に
知
る
人
物
は
菅
原
明
朗
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と
永
井
智
子
の
二
人
し
か
お
ら
ず
、
後
述
す
る
菅
原
明
朗
の
記
録
は
そ
の
意

味
で
大
変
貴
重
な
存
在
と
い
え
る
。

本
論
で
試
み
た
い
の
は
こ
の
菅
原
明
朗
の
記
録
―
―
菅
原
明
朗
『
荷
風
罹

災
日
乗
註
考
』（
以
下
『
註
考
』
と
略
記
）
の
記
述
に
つ
い
て
の
検
証
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
こ
の
記
録
自
体
は
菅
原
明
朗
の
手
に
よ
っ
て
荷
風
没
後
二
年

を
経
た
一
九
六
一
年
三
月
に
書
き
上
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、
一
般
の
目
に
触

れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
そ
れ
か
ら
三
九
年
を
経
た
二
〇
〇
〇
年
九
月
の
こ
と

で
あ
る
。
菅
原
明
朗
と
永
井
智
子
の
娘
石
井
哀
草
果
が
私
家
版
五
〇
部
と
し

て
刊
行
し
た
こ
と
を
契
機
と
す
る
。
し
か
し
あ
ま
り
の
少
部
数
の
刊
行
ゆ
え

流
通
も
限
ら
れ
、
所
収
し
て
い
る
図
書
館
・
文
学
館
も
数
少
な
い
状
況
に
あ

る
の
が
現
実
で
あ（
５
）る。
本
論
で
は
こ
の
資
料
の
紹
介
も
兼
ね
な
が
ら
菅
原
明

朗
が
ど
の
よ
う
な
荷
風
像
を
創
造
し
た
の
か
、
荷
風
を
語
る
際
に
ど
の
よ
う

な
方
法
を
用
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二

荷
風
の
評
伝
―
―
秋
庭
太
郎
『
考
証
永
井
荷
風
』
と

菅
原
明
朗
『
荷
風
罹
災
日
乗
註
考
』

荷
風
の
評
伝
と
し
て
基
本
的
な
資
料
と
も
い
え
る
秋
庭
太
郎
『
考
証
永
井

荷
風
』（
岩
波
書
店

一
九
六
六
・
九
、
以
下
『
考
証
』
と
略
記
）
は
個
々

の
出
来
事
を
描
く
に
際
し
て
可
能
な
限
り
当
事
者
と
面
会
し
て
彼
ら
の
証
言

を
紹
介
し
、
時
に
は
独
自
の
調
査
を
加
え
て
『
日
乗
』
と
照
合
し
な
が
ら
荷

風
の
生
涯
に
迫
っ
た
評
伝
で
あ（
６
）る。そ
の
構
成
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
第
一
章

荷
風
出
生
ま
で
」
は
荷
風
出
生
以
前
か
ら
起
筆
さ
れ
、
家
系
を

丹
念
に
辿
り
、
荷
風
の
父
親
で
あ
る
永
井
久
一
郎
の
書
簡
と
そ
の
写
真
ま
で

も
収
録
し
て
い
る
。「
第
二
章

明
治
時
代
」「
第
三
章

大
正
時
代
」「
第

四
章

昭
和
二
年
か
ら
二
十
年
ま
で
」「
第
五
章

昭
和
二
十
一
年
か
ら
死

ま
で
」
の
全
五
章
。そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
章
を
細
分
化
す
る
節
が
「
そ
の
一
」

か
ら
「
そ
の
九
十
四
」
ま
で
存
在
す
る
。
記
述
の
濃
淡
は
当
然
な
が
ら
存
在

し
、
例
え
ば
本
論
の
対
象
と
な
る
「
昭
和
二
十
年
」
に
つ
い
て
は
「
そ
の
七

十
六
」
か
ら
「
そ
の
八
十
一
」
ま
で
の
六
節
分
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

前
年
「
昭
和
十
九
年
」
が
「
そ
の
七
十
四
」「
そ
の
七
十
五
」
の
二
節
分
で

あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
昭
和
二
十
年
」
に
つ
い
て
六
節
分
の
記
述
は
こ

の
評
伝
に
お
い
て
は
か
な
り
重
要
視
さ
れ
た
年
代
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ

ろ
う
。
ま
た
写
真
も
豊
富
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
先
述
し
た
荷
風
の
父
永
井

久
一
郎
の
書
簡
か
ら
雑
司
ヶ
谷
墓
地
に
あ
る
荷
風
の
墓
ま
で
全
一
一
八
点
。

本
文
を
読
み
な
が
ら
写
真
を
眺
め
る
こ
と
で
立
体
的
に
永
井
荷
風
の
生
涯
が

理
解
で
き
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
荷
風
に
関
連
す
る
資
料
を
大
量
に
引

用
し
、
関
係
者
や
遺
族
に
直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
試
み
、「
事
実
」
を
一
つ

一
つ
確
定
し
な
が
ら
叙
述
し
て
い
く
方
法
を
駆
使
し
た
こ
の
評
伝
は
気
の
遠

く
な
る
ほ
ど
の
手
間
と
時
間
が
費
や
さ
れ
て
い（
７
）る。

こ
の
よ
う
な
秋
庭
の
方
法
で
注
目
し
た
い
の
が
『
考
証
』
に
お
け
る
『
註

考
』
の
引
用
方
法
で
あ
る
。『
考
証
』
に
『
註
考
』
が
初
め
て
登
場
す
る
の

は
「
そ
の
七
十
六
」（
五
九
一
頁
）
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
三
月
一
五
日
、

菅
原
明
朗
と
永
井
智
子
が
、
荷
風
が
身
を
寄
せ
る
杵
屋
五
叟
宅
（
代
々
木
）

を
訪
問
し
た
と
き
の
様
子
を
説
明
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
秋
庭
が

引
用
す
る
菅
原
明
朗
の
資
料
か
ら
は
荷
風
が
菅
原
明
朗
た
ち
が
住
む
東
中
野

の
ア
パ
ー
ト
に
移
り
住
む
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
な
話
し
合
い
が
も
た
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
注
目
し
た
い
の
は
秋
庭
が
単
に
「
菅
原
明
朗
『
荷
風
罹
災

日
乗
註
考
』」
と
い
う
よ
う
に
資
料
名
を
記
す
の
で
は
な
く
、「
菅
原
明
朗
述�

稿�

本�

『
荷
風
罹
災
日
乗
註
考
』」
と
い
う
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ
「
述
稿
本
」
と
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書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
秋
庭
は
以
後
こ
の
資
料
を
『
註
考
』
と

略
称
す
る
よ
う
に
な
る
が
、「
述
稿
本
」
と
い
う
一
風
変
わ
っ
た
記
載
法
に

つ
い
て
の
注
釈
、
あ
る
い
は
『
註
考
』
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
解

説
に
つ
い
て
は
一
切
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
『
考
証
』
の
「
そ
の
七

十
六
」
以
降
、荷
風
が
明
石
〜
岡
山
を
経
て
熱
海
に
落
ち
着
く
「
そ
の
八
十
」

ま
で
『
註
考
』
は
か
な
り
の
頻
度
で
引
用
さ
れ
、『
考
証
』
に
お
い
て
荷
風

の
岡
山
疎
開
時
代
を
記
す
た
め
の
重
要
な
資
料
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き

る
。ま

た
『
考
証
』
に
は
先
述
し
た
よ
う
に
数
多
く
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
中
で
写
真
９３
〜
１００
ま
で
の
八
枚
に
つ
い
て
秋
庭
は
出
典
を
記
し
て

は
い
な
い
が
、
確
認
す
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
こ
れ
は
『
註
考
』
か
ら
の

転
載
で
あ
る
。
秋
庭
の
こ
の
本
で
は
本
文
で
触
れ
ら
れ
た
人
物
や
そ
の
人
物

か
ら
の
書
簡
、
ま
た
荷
風
の
原
稿
、
短
冊
の
写
真
が
多
く
、
本
文
と
照
合
す

る
こ
と
で
そ
の
人
物
を
視
覚
的
に
理
解
で
き
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
先
述
し
た
荷
風
の
疎
開
を
記
す
「
そ
の
七
十
六
」
か
ら
「
そ
の
八
十
」
に

対
応
す
る
写
真
９３
〜
１００
の
八
枚
は
風
景
や
建
物
、
室
内
を
撮
影
し
た
も
の
で

こ
れ
ま
で
の
被
写
体
の
傾
向
と
は
か
な
り
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
人

物
か
ら
直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
、
一
次
資
料
を
引
用
し
て
「
事
実
」
そ
の

も
の
に
密
着
し
て
い
た
秋
庭
の
叙
述
方
法
が
、
荷
風
の
岡
山
疎
開
に
つ
い
て

叙
述
し
た
箇
所
だ
け
は
『
註
考
』
に
重
き
を
置
き
、
写
真
も
ま
た
風
景
描
写

な
ど
傾
向
の
違
う
も
の
を
転
載
す
る
な
ど
『
考
証
』
に
お
い
て
秋
庭
が
貫
い

て
き
た
方
法
論
と
は
異
な
り
、
あ
ま
り
に
も
異
質
な
手
法
が
突
然
挿
入
さ
れ

て
い
る
感
が
否
め
な
い
の
だ
。

こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
こ
と
は
『
註
考
』
に
目
を
通

す
こ
と
で
理
解
で
き
る
。
菅
原
明
朗
は
そ
の
「
序
」
で
以
下
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。
少
々
長
く
な
る
が
資
料
の
性
格
が
わ
か
る
の
で
紹
介
の
た
め
に
全

文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

序

荷
風
を
世
を
す
ね
た
畸
人
、
さ
も
な
く
ば
隠
者
の
様
に
思
っ
て
居
る

人
が
多
い
が
、
か
く
思
わ
れ
る
生
活
態
度
は
文
学
道
精
進
の
信
念
か
ら

帰
着
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
作
品
を
通
じ
て
は
常
に
社
会
と
直
結
し
て

い
た
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
戦
争
中
の
数
年
、
彼
は
世
と
遮
断
さ
れ
て

し
ま
っ
た
存
在
と
な
っ
た
。
こ
の
間
の
荷
風
に
就
い
て
あ
な
た
が
何
か

を
書
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
き
た
。

戦
後
、
知
人
・
友
人
の
多
く
か
ら
、
私
は
た
び
〳
〵
こ
の
言
葉
を
聞

か
さ
れ
た
。
し
か
し
荷
風
存
命
中
に
私
は
こ
れ
を
発
表
す
る
気
に
は
な

れ
な
か
っ
た
。
五
叟
死
に
木
戸
の
死
を
知
っ
て
、
こ
の
責
任
を
自
ら
も

感
じ
る
様
に
な
り
、
さ
ら
に
岡
山
流
浪
中
の
彼
を
識
る
者
が
私
と
智
子

の
二
人
き
り
で
あ
る
事
を
思
え
ば
、
こ
の
念
は
一
層
強
ま
っ
て
来
た
。

荷
風
死
去
す
る
に
及
び
、
こ
の
師
友
に
贈
る
捧
げ
の
花
は
是
で
有
る
と

信
じ
る
様
に
な
っ
た
。
昨
年
七
月
、
流
浪
の
時
と
同
じ
季
節
に
、
私
は

智
子
と
二
人
で
十
五
年
前
の
土
地
を
全
部
廻
り
、
出
来
得
る
限
り
の
記

録
を
集
め
採
っ
て
来
た
。
然
し
荷
風
に
対
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
静

ま
る
ま
で
は
、
こ
れ
を
書
物
と
し
て
世
に
出
す
気
に
な
れ
な
か
っ
た
。

戦
後
彼
を
対
象
と
す
る
記
事
や
研
究
ご
と
き
も
の
は
多
量
に
現
れ
た

マ

マ

が
、
質
疑
や
史
料
問
合
せ
の
手
紙
や
面
談
に
私
が
接
し
た
の
は
秋
庭
太

郎
只
一
人
き
り
で
あ
っ
た
。

今
よ
う
や
く
是
を
世
に
公
表
す
る
時
が
来
た
様
な
気
が
す
る
。

註
は
記
憶
の
正
確
と
思
う
も
の
も
、
成
し
得
る
限
り
他
の
人
の
言
と
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の
合
致
を
た
し
か
め
、
記
録
後
全
部
を
智
子
の
記
憶
と
照
合
し
た
。
考

マ
マ

は
註
に
必
要
な
限
度
に
止
め
、
期
間
は
偏
奇
館
焦
失
か
ら
岡
山
駅
で
別

れ
る
ま
で
と
し
、
こ
の
間
を
註
す
る
に
必
要
な
前
後
を
加
え
た
。
私
が

彼
と
共
に
暮
し
た
範
囲
の
み
に
限
定
し
た
か
っ
た
為
で
あ
る
。

挿
入
の
写
真
は
全
部
昨
丗
五
年
（
昭
和
）
の
撮
影
で
、
季
節
は
本
文

と
合
致
す
る
様
に
し
た
。

文
中
敬
語
は
省
略
し
た
、

「

」
内
は
荷
風
日
誌
の
本
文
で
あ
る
。

『
罹
災
日
乗
（
断
腸
亭
日
乗
）』
は
当
人
の
存
命
中
に
発
表
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
故
、
原
本
と
は
取
捨
選
択
の
変
更
を
加
え
た
も
の
で
あ
る

の
は
当
然
で
あ
る
。
私
は
昭
和
三
十
四
年
東
都
書
房
よ
り
出
版
の
本

（『
永
井
荷
風
日
記
』
第
七
巻
）
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
。

昭
和
丗
六
年
三
月

菅
原
明
朗

（
三
〜
四
頁
『
註
考
』の
ペ
ー
ジ
数
は
私
家
版
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。）

傍
線
部
「
質
疑
や
史
料
の
問
い
合
わ
せ
の
手
紙
や
面
談
に
私
が
接
し
た
の

は
秋
庭
太
郎
只
ひ
と
り
き
り
で
あ
っ
た
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
史
料
」

は
菅
原
明
朗
に
よ
っ
て
手
書
き
で
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
た
状
態
の
ま
ま
秋
庭
に

渡
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
「
述
稿
本
」
と
い
っ
た
記

述
に
な
っ
て
い
る
理
由
と
推
察
で
き
る
。
ま
た
こ
の
「
史
料
」
は
二
〇
〇
〇

年
に
私
家
版
と
し
て
公
刊
さ
れ
る
ま
で
秋
庭
の
評
伝
に
拠
っ
て
し
か
そ
の
存

在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
も
、
記
述
の
あ
る
よ
う
に
「
秋
庭
太
郎

只
一
人
き
り
」
に
見
せ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
事
態

で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
こ
の
菅
原
明
朗
の
叙
述
が
一
九
四
五
年
八
月
の

岡
山
疎
開
時
、
あ
る
い
は
そ
の
直
後
に
記
述
さ
れ
た
同
時
代
的
な
「
史
料
」

で
は
な
く
、
荷
風
没
後
（
一
九
五
九
年
四
月
）
か
ら
一
年
を
経
て
か
ら
記
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
傍
線
部
に
も
あ
る
よ
う
に
終
戦
後
一
五
年

を
経
て
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
採
録
さ
れ
た
写

真
も
同
様
で
、
当
時
の
様
子
を
撮
影
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
五
年
後
の
様

子
が
撮
影
さ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

こ
こ
に
は
『
註
考
』
の
成
立
に
絡
む
や
や
特
殊
な
事
情
が
横
た
わ
っ
て
い

る
。
傍
線
部
「
岡
山
流
浪
中
の
彼
を
識
る
者
が
私
と
智
子
の
二
人
き
り
」
で

あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
こ
の
間
の
荷
風
に
就
い
て
あ
な
た
が
何
か
を
書
い
て

お
く
必
要
が
あ
る
」
と
周
囲
か
ら
言
わ
れ
、
菅
原
明
朗
が
半
ば
使
命
感
を
背

負
い
な
が
ら
こ
の
記
録
／
記
憶
を
書
き
付
け
た
こ
と
。
ま
た
そ
の
使
命
感
を

裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
「
昨
年
（
引
用
者
注
―
―
一
九
六
〇
年
）
七
月
、
流

浪
の
時
と
同
じ
季
節
に
、
私
は
智
子
と
二
人
で
十
五
年
前
の
土
地
を
全
部
廻

り
、
出
来
得
る
限
り
の
記
録
を
集
め
採
っ
て
来
た
。」
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

こ
の
記
録
／
記
憶
の
正
確
さ
を
期
す
た
め
に
菅
原
明
朗
は
「
註
は
記
憶
の
正

確
と
思
う
も
の
も
、
成
し
得
る
限
り
他
の
人
の
言
と
の
合
致
を
た
し
か
め
、

記
録
後
全
部
を
智
子
の
記
憶
と
照
合
し
」
て
、
最
後
に
荷
風
と
共
に
生
活
を

し
た
二
人
に
よ
る
共
同
確
認
作
業
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
一
つ
の
記
録
／
記

憶
を
執
筆
す
る
の
に
は
あ
ま
り
に
も
手
間
の
か
か
る
過
程
で
あ
る
。

『
考
証
』
の
記
述
を
読
む
限
り
そ
の
よ
う
な
説
明
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な

い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
全
く
わ
か
ら
ず
、『
註
考
』
の
引
用
は
単
な

る
同
時
代
的
な
証
言
と
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
記
述
の
時
間

軸
を
考
え
て
み
た
と
き
、
そ
こ
に
は
直
線
的
な
動
線
で
は
な
く
、
実
際
に
は

一
五
年
前
の
記
憶
を
辿
り
な
が
ら
記
録
／
記
憶
さ
れ
た
と
い
う
屈
折
し
た
過
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程
に
拠
り
な
が
ら
『
考
証
』
の
こ
の
箇
所
―
―
荷
風
の
岡
山
疎
開
時
代
は
記

さ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
秋
庭
太
郎
が
資
料
の
引

用
に
無
自
覚
で
あ
り
、『
考
証
』
が
時
間
軸
を
無
視
し
た
証
言
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
た
い
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の

よ
う
な
問
題
は
何
も
秋
庭
の
荷
風
評
伝
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
般
的
な
伝
記

記
述
に
は
必
ず
起
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る

べ
き
は
屈
折
し
た
過
程
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
『
註
考
』
の
方
法
論
で
あ
っ

て
、
菅
原
明
朗
の
使
命
感
に
よ
っ
て
裏
付
け
さ
れ
た
荷
風
の
語
り
方
に
ど
の

よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
『
註
考
』
は
ど
の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て
荷
風
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。

三

永
井
荷
風
の
語
ら
れ
方

―
―
菅
原
明
朗
『
荷
風
罹
災
日
乗
註
考
』
の
方
法

菅
原
明
朗
『
荷
風
罹
災
日
乗
註
考
』
は
そ
の
題
名
の
通
り
荷
風
の
「
日

乗
」
に
〈
註
考
〉
を
加
え
て
い
く
も
の
で
あ（
８
）る。
二
〇
〇
〇
年
に
公
刊
さ
れ

た
私
家
版
の
体
裁
は
下
段
三
分
の
一
に
荷
風
の
日
記
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
日

付
に
対
応
す
る
よ
う
に
上
段
三
分
の
二
に
菅
原
明
朗
の
〈
註
考
〉
が
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
〈
註
考
〉
に
は
菅
原
明
朗
撮
影
の
写
真
（
菅
原
明
朗
自
身
に

よ
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
、
具
体
的
に
荷
風
が
目
に
し
た

で
あ
ろ
う
風
景
を
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
菅

原
明
朗
が
対
象
と
し
た
期
間
は
荷
風
が
偏
奇
館
を
焼
け
出
さ
れ
た
一
九
四
五

年
三
月
九
日
か
ら
荷
風
が
東
京
に
戻
る
同
年
八
月
三
一
日
ま
で
の
約
半
年

間
。
こ
れ
ら
の
〈
註
考
〉
に
加
え
て
先
述
し
た
「
序
」（
三
〜
四
頁
）
と
当

時
の
こ
と
を
補
足
し
た
「
追
補
」（
一
一
七
〜
一
二
〇
頁
）、
さ
ら
に
菅
原
明

朗
と
荷
風
の
そ
の
後
を
記
し
た
「
後
記
」（
一
二
一
〜
一
二
六
頁
）、
娘
で
あ

る
石
井
哀
草
果
が
私
家
版
刊
行
の
い
き
さ
つ
を
記
し
た
「
あ
と
が
き
」（
一

二
七
〜
一
二
八
頁
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
体
裁
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
〈
註
考
〉
の
方
法
の
一
つ

と
し
て
指
摘
で
き
る
の
が
『
日
乗
』
に
お
け
る
記
述
の
訂
正
で
あ
る
。
先
の

「
序
」
の
引
用
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
荷
風
の
記
述
に
菅
原
明
朗
と
永

井
智
子
の
二
人
の
記
憶
を
付
き
合
わ
せ
、
荷
風
の
勘
違
い
や
荷
風
の
記
述
の

裏
に
あ
っ
た
事
情
を
詳
細
に
記
し
て
い
く
。
例
え
ば
『
日
乗
』
六
月
一
日
に

は
菅
原
明
朗
が
荷
風
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
明
石
に
行
く
こ
と
を
勧
め
、

荷
風
も
そ
れ
に
同
意
す
る
件
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
続
け
て
「
早
朝
氏

（
引
用
者
注
―
―
菅
原
明
朗
）
と
共
に
渋
谷
駅
停
車
場
に
至
り
罹
災
者
乗
車

券
な
る
も
の
を
得
む
と
し
た
れ
ど
成
ら
ず
」
と
あ
る
。
し
か
し
『
註
考
』
で

は
「
此
日
の
日
誌
は
前
後
に
矛
盾
が
あ
る
。」（
四
八
頁
）
と
指
摘
し
、
時
系

列
に
明
石
へ
行
く
事
情
を
記
述
し
な
が
ら
、
正
確
に
は
『
日
乗
』
の
先
の
一

文
は
前
日
の
「
五
月
丗
一
日
の
項
に
記
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」（
四
八

頁
）
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
。
菅
原
明
朗
自
身
の
記
憶
を
辿
り
な
が
ら
『
日

乗
』
の
記
述
を
逐
一
訂
正
し
て
い
く
こ
と
。
こ
れ
が
〈
註
考
〉
の
方
法
の
一

つ
目
で
あ
る
。

二
つ
目
は
荷
風
が
全
く
知
り
え
な
か
っ
た
事
柄
を
補
足
し
て
い
く
方
法
で

あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
当
然
『
日
乗
』
に
も
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
）。
例
え
ば

『
註
考
』
の
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

日
誌
（
引
用
者
注
―
―
『
日
乗
』）
を
通
読
す
る
と
荷
風
の
未
発
表
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の
原
稿
、
其
他
の
マ
ヌ
ス
ク
リ
プ
ト
の
安
全
を
五
叟
と
木
戸
に
托
し
た

様
に
な
っ
て
い
る
が
、是
れ
は
荷
風
が
そ
う
信
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

実
際
は
杵
屋
彌
十
郎
の
別
荘
へ
移
し
た
の
で
あ
る
。
彌
十
郎
の
別
荘
は

御
殿
場
の
町
を
遠
く
離
れ
た
一
軒
家
で
あ
っ
て
、
安
全
の
点
で
ま
た
と

な
い
理
想
の
場
処
で
あ
り
、
主
人
は
荷
風
と
交
遊
の
あ
っ
た
人
で
亦
五

叟
と
も
親
し
く
、
安
心
し
て
信
頼
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
九

マ
マ

月
初
二
、
に
「
災
前
預
け
置
き
た
る
書
巻
及
旧
著
の
恙
き
を
見
る
。」

と
あ
る
の
は
、
終
戦
後
御
殿
場
よ
り
既
に
持
ち
帰
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
荷
風
は
こ
の
真
相
を
知
ら
ず
に
終
わ
っ
た
。（
四
三
〜
四
四
頁
）

荷
風
の
草
稿
は
そ
の
他
に
も
岡
山
疎
開
中
に
谷
崎
潤
一
郎
が
『
問
は
ず
語

り
』『
踊
子
』『
来
訪
者
』
の
草
稿
を
預
か
っ
て
い
る（
９
）が、
そ
れ
以
外
の
草
稿

が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
は
確
か
に
『
日
乗
』
を
読
む
限
り
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
菅
原
明
朗
が
こ
こ
で
記
し
て
い
る
の
は
荷
風
の

草
稿
と
い
う
重
要
な
資
料
が
戦
時
下
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
保
管
さ
れ
た
の

か
と
い
う
、『
日
乗
』
の
空
白
と
も
い
え
る
部
分
で
、
か
つ
こ
の
よ
う
な
重

要
な
内
容
に
つ
い
て
荷
風
自
身
も
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
「
真
相
」
を
伝
え
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
は
『
註
考
』
以
外
に
記
さ
れ
て
い
る
資
料
は
な
く
、

こ
の
こ
と
か
ら
も
こ
の
資
料
の
重
要
性
が
う
か
が
い
知
れ
る
だ
ろ
う
。

三
つ
目
は
荷
風
が
実
際
に
体
験
し
な
が
ら
も
『
日
乗
』
に
記
さ
な
か
っ
た

事
柄
を
記
録
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
「
追
補
」
に
記
さ
れ
た
以

下
の
よ
う
な
場
面
だ
。

三
門
町
へ
移
っ
た
或
日
、
三
、
四
人
の
文
学
青
年
が
荷
風
を
圍
ん
で

談
合
の
会
を
や
り
た
い
と
訪
ね
て
来
た
。
そ
の
時
彼
は
智
子
と
共
に
井

戸
端
で
洗
濯
を
し
て
い
た
が
、
足
下
か
ら
鳥
が
立
つ
様
に
奥
へ
逃
去
っ

て
し
ま
っ
た
。
智
子
が
今
は
食
料
の
道
を
構
じ
る
こ
と
が
生
死
の
重
大

事
だ
か
ら
、
彼
等
が
農
家
の
青
年
達
だ
っ
た
ら
不
愉
快
を
し
の
ん
で
も

出
席
す
る
様
、
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
体
よ
く
辞
わ
る
様
に
し
た
ら
と

マ
マ

云
っ
た
ら
、
今
度
来
た
ら
そ
う
す
る
か
ら
適
当
に
取
謀
っ
て
く
れ
と
の

答
だ
っ
た
。
青
年
達
は
再
度
び
現
れ
な
か
っ
た
。（
一
一
九
頁
）

荷
風
が
三
門
町
の
武
南
功
宅
に
住
ん
で
い
た
の
は
一
九
四
五
年
七
月
三
日

〜
八
月
二
六
日
の
こ
と
で
、
岡
山
疎
開
中
最
も
安
定
し
た
生
活
を
送
っ
て
い

た
期
間
に
相
当
す
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
『
日
乗
』
に
は
こ
の
文
学
青
年

た
ち
の
訪
問
に
つ
い
て
は
一
切
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
先
の
引
用
か
ら
考
え

て
み
る
に
荷
風
に
と
っ
て
は
か
な
り
印
象
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
推
察
出

来
る
の
で
、
荷
風
が
故
意
に
記
述
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。『
註
考
』

は
こ
の
様
に
荷
風
が
体
験
し
な
が
ら
も
記
述
し
な
か
っ
た
事
柄
を
わ
れ
わ
れ

に
知
ら
せ
て
く
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
引
用
は
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
を
教

え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
荷
風
が
岡
山
に
疎
開
し
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
な
り
に

知
れ
渡
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
当
時
岡
山
で
発
行
さ
れ
て
い
た
中

心
的
な
新
聞
「
合
同
新
聞
」
に
は
荷
風
が
岡
山
に
疎
開
し
て
い
た
期
間
（
一

九
四
五
年
六
月
一
二
日
〜
八
月
三
〇
日
）
に
荷
風
の
消
息
を
具
体
的
に
伝
え

る
記
事
は
存
在
し
な
い
の
だ（

１０
）が、
だ
と
す
れ
ば
別
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
こ

の
よ
う
な
情
報
が
「
文
学
青
年
」
た
ち
に
伝
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
も

あ
れ
荷
風
の
岡
山
疎
開
中
に
荷
風
を
「
圍
ん
で
談
合
の
会
」
を
開
こ
う
と
す

る
文
学
サ
ー
ク
ル
形
成
の
可
能
性
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き

た（
１１
）い。

こ
の
よ
う
な
三
つ
の
方
法
を
通
じ
て
『
註
考
』
が
打
ち
出
す
荷
風
の
中
心
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的
な
イ
メ
ー
ジ
は
以
下
の
二
つ
の
引
用
箇
所
に
要
約
で
き
る
。

私
と
行
を
共
に
し
た
東
中
野
罹
災
後
岡
山
を
離
れ
る
ま
で
の
全
期
間

を
通
じ
て
、
彼
の
文
学
に
あ
れ
ほ
ど
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
女
性

に
対
す
る
興
味
を
荷
風
は
全
く
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。（
中
略
）

日
ご
と
の
我
々
の
話
題
は
風
光
の
美
し
さ
と
地
方
色
の
め
ず
ら
し

さ
、
そ
れ
に
時
た
ま
の
藝
術
談
と
思
出
話
の
み
で
あ
っ
た
。（
六
六
〜

六
七
頁
）

流
浪
の
間
女
性
に
も
人
に
も
興
味
を
失
っ
た
こ
と
は
前
に
誌
し
た
。

岡
山
ホ
テ
ル
に
居
た
時
、
現
れ
た
宿
の
娘
は
荷
風
の
最
も
喜
び
そ
う
な

女
性
だ
っ
た
。晴
耕
園
主
は
彼
が
当
然
好
意
を
深
く
す
る
人
柄
だ
っ
た
。

然
し
何
一
つ
心
を
傾
け
な
か
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
何
人
に
対
し
て
も
好

悪
の
感
情
を
示
さ
な
か
っ
た
。
私
は
荷
風
の
こ
ん
な
態
度
を
流
浪
中
以

外
に
見
た
こ
と
が
な
い
。

人
に
興
味
を
失
っ
た
荷
風
が
自
然
に
寄
せ
た
愛
情
と
そ
れ
か
ら
受
け

た
感
銘
は
つ
き
せ
ぬ
も
の
が
有
っ
た
。
此
間
の
彼
は
風
景
画
家
だ
っ
た

の
で
あ
る
。（
一
一
九
〜
一
二
〇
頁
）

『
註
考
』
が
繰
り
返
し
述
べ
る
の
は
岡
山
疎
開
中
、
①
荷
風
が
女
性
に
対

し
て
興
味
を
失
っ
た
こ
と
、
②
風
景
を
愛
し
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
菅
原
明
朗
が
荷
風
文
学
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
が
端
的
に

表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
②
で
、『
註
考
』
は
こ

の
点
に
つ
い
て
過
剰
と
も
い
え
る
方
法
で
荷
風
を
「
風
景
画
家
」
に
仕
立
て

上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。『
註
考
』
の
最
大
の
特
色
で
も
あ
る
そ
の
方
法
に

つ
い
て
次
節
で
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

四

過
剰
な
〈
風
景
〉
―
―
菅
原
明
朗
『
荷
風
罹
災
日
乗
』
の
逸
脱

先
述
し
た
よ
う
に
『
註
考
』
に
は
数
多
く
の
写
真
が
採
録
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
の
中
で
最
も
多
い
の
は
荷
風
が
疎
開
し
た
時
に
目
に
し
た
で
あ

ろ
う
風
景
を
被
写
対
象
と
し
た
写
真
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
菅
原
明
朗
の

「
彼
は
風
景
画
家
だ
っ
た
」
と
い
う
主
張
に
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
菅
原
明
朗
の
主
張
通
り
『
日
乗
』
の
記
述
を
確
認
す
れ
ば
岡
山
疎
開

中
に
荷
風
が
実
際
に
風
景
を
愛
で
て
い
る
箇
所
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易

だ
。
例
え
ば
一
九
四
五
年
七
月
一
三
日
に
は
菅
原
明
朗
夫
婦
と
と
も
に
荷
風

は
岡
山
市
郊
外
の
福
田
村
に
あ
る
果
樹
園
を
訪
問
し
て
い
る
。
荷
風
は
そ
の

農
園
か
ら
眺
め
た
瀬
戸
内
海
の
景
色
に
つ
い
て
「
画
趣
を
帯
び
ざ
る
は
な

し
」「
田
園
の
好
画
図
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
し
て
お
り
、
絵
画
を
鑑
賞
す

る
よ
う
に
〈
風
景
〉
を
眺
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か（

１２
）る。
ま
た
荷
風
は
実
際
に

一
九
四
五
年
七
月
九
日
に
岡
山
市
街
の
様
子
を
当
時
住
ん
で
い
た
岡
山
市
三

門
町
の
高
台
に
あ
る
「
三
門
神
社
」（
正
式
に
は
國
神
社
）
か
ら
風
景
を
眺

め
、
同
年
七
月
一
九
日
に
は
「
岡
山
三
門
町
後
丘
眺
望
」
と
題
す
る
ス
ケ
ッ

チ
を
残
し
て
い
る
（
図
Ａ
）。
手
前
に
鬱
蒼
と
茂
る
森
と
開
け
た
水
田
、
奥

に
は
な
だ
ら
か
な
山
並
み
と
と
も
に
煙
突
が
印
象
的
な
児
島
湾
の
様
子
、
中

央
に
手
前
と
奥
を
結
ぶ
川
が
描
か
れ
る
こ
と
で
遠
近
法
を
形
成
し
て
い
る
ス

ケ
ッ
チ
で
あ
る
。

こ
の
荷
風
の
ス
ケ
ッ
チ
と
比
較
し
た
い
の
が
『
註
考
』
六
月
二
八
日
の
項

に
挿
入
さ
れ
た
写
真
（
図
Ｂ
八
三
頁
）
で
あ
る
。
同
日
の
『
日
乗
』
に
は
岡

山
大
空
襲
の
様
子
が
描
か
れ
、
荷
風
が
命
か
ら
が
ら
河
原
に
逃
げ
た
様
子
が
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描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て
『
註
考
』
は
図
Ｂ
の
写
真
を
提
示

し
な
が
ら
「
後
に
荷
風
が
私
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
写
真
右
手
前
あ
た

り
が
そ
の
場
処
で
あ
る
」（
八
三
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
な
お
菅
原
明
朗
は

記
し
て
い
な
い
が
、
写
真
の
中
央
に
流
れ
て
い
る
川
は
岡
山
市
内
を
流
れ
る

旭
川
と
推
定
で
き
る
。

こ
の
図
Ｂ
の
写
真
が
不
思
議
な
の
は
先
述
し
た
よ
う
に
『
日
乗
』
に
は
岡

山
大
空
襲
で
逃
げ
惑
う
様
子
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
註
考
』
に
は
岡
山
大
空
襲
の
こ
と
は
一
言
も
触
れ
ら
れ
ず
、
こ
の
写
真
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
逆
に
の
ど
か
な
印
象
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
ま
た
『
註
考
』
本
文
に
は
「
後
に
荷
風
が
私
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る

と
」（
八
三
頁
）
と
あ
る
が
、
荷
風
没
後
の
一
九
六
〇
年
六
月
に
撮
影
さ
れ

た
と
推
定
さ
れ
る
こ
の
写
真
を
見
な
が
ら
実
際
に
荷
風
が
菅
原
明
朗
に
語
り

か
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
『
註
考
』
本
文
で
こ
の
よ
う
な
時

系
列
を
飛
躍
し
て
し
ま
っ
た
矛
盾
含
み
の
荷
風
の
証
言
が
記
述
さ
れ
る
こ
と

で
、
実
際
に
は
没
後
に
撮
影
さ
れ
た
図
Ｂ
の
写
真
の
中
に
荷
風
自
身
が
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ま
た
先
の
図
Ａ
と
図
Ｂ
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
切
り
取
ら
れ
て
い
る
構

図
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
手
前
に
鬱
蒼
と
茂
る
森
、
奥

に
は
な
だ
ら
か
な
山
並
み
と
と
も
に
煙
突
が
煙
を
吹
き
、
中
央
に
は
手
前
と

奥
を
結
ぶ
よ
う
に
川
が
流
れ
て
い
る
。
し
か
し
注
目
し
た
い
の
は
そ
れ
ぞ
れ

が
時
代
も
観
察
し
た
地
点
も
全
く
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ

う
に
図
Ａ
は
一
九
四
五
年
七
月
に
荷
風
が
三
門
町
の
高
台
か
ら
の
眺
望
を
ス

ケ
ッ
チ
し
た
も
の
で
あ
り
、
図
Ｂ
は
一
九
六
〇
年
七
月
に
菅
原
明
朗
が
岡
山

市
内
を
流
れ
る
旭
川
の
河
原
か
ら
の
眺
望
を
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
五

年
の
時
間
を
隔
て
た
全
く
異
な
る
二
つ
の
地
点
か
ら
の
〈
風
景
〉
の
切
り
取

▲図Ａ「岡山三門町後丘眺望」
（永井荷風『日乗』１９４５・７・１９）

▲図Ｂ 菅原明朗『註考』８３頁
（キャプションは原文ママ 以下同）

― 135 ―



り
方
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
二
つ
の
図
Ａ
・
Ｂ
を
時
系
列
か
ら

考
え
て
み
る
に
、
荷
風
が
一
九
四
五
年
七
月
一
九
日
に
残
し
た
ス
ケ
ッ
チ
の

構
図
（
図
Ａ
）
を
一
五
年
後
に
菅
原
明
朗
が
模
倣
し
な
が
ら
撮
影
し
た
（
図

Ｂ
）
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
荷
風
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
を
模
倣
／
反
復
す
る

よ
う
に
写
真
の
撮
影
が
行
わ
れ
、
そ
こ
に
先
述
し
た
荷
風
の
時
系
列
を
飛
躍

し
た
証
言
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
写
真
は
『
日
乗
』
の
時
間
を
今
一

度
再
生
す
る
よ
う
な
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。『
註
考
』
が
本

来
『
日
乗
』
の
〈
註
考
〉
で
あ
り
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
そ
こ
に
過
剰
さ
を

生
み
出
し
て
し
ま
う
の
は
こ
の
よ
う
な
模
倣
／
反
復
の
た
め
で
あ
る
。

こ
の
『
註
考
』
の
過
剰
さ
と
い
う
点
を
さ
ら
に
注
目
し
て
み
る
の
な
ら
以

下
の
三
枚
の
写
真
（
図
Ｃ
・
図
Ｄ
・
図
Ｅ

一
一
二
頁
）
と
『
日
乗
』
の
記

述
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
よ
く
理
解
で
き
る
。
荷
風
は
一
九
四
五
年
八
月

二
七
〜
三
〇
日
に
か
け
て
知
己
の
村
田
武
雄
一
家
が
住
む
総
社
の
以
呂
波
旅

館
に
身
を
寄
せ
て
上
京
の
準
備
を
し
て
い
る
。『
日
乗
』
の
八
月
二
七
日
に

は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

八
月
廿
七
日

（
略
）
総
社
町
は
岡
山
よ
り
汽
車
四
十
分
ば
か
り
の
西

方
、
田
園
の
景
色
し
づ
か
な
る
処
に
在
り
、
人
口
二
三
千
人
と
云
ふ
、

鉄
路
岡
山
よ
り
三
門
、
大
安
寺
、
一
宮
、
吉
備
津
、
高
松
、
足
守
、
服

部
の
諸
駅
を
過
ぐ
、
一
宮
お
よ
び
吉
備
津
に
は
老
松
深
き
処
に
名
高
き

神
社
あ
り
、
又
高
松
の
丘
陵
に
は
む
か
し
豊
臣
秀
吉
の
為
に
水
攻
め
に

せ
ら
れ
し
古
城
の
廃
址
わ
づ
か
に
存
す
と
云
、
沿
道
の
眺
望
、
右
手
は

山
、
左
手
は
曠
然
た
る
水
田
に
て
三
門
町
郊
外
に
て
見
る
処
に
似
た
れ

ど
山
の
姿
行
く
に
従
ひ
次
第
に
や
さ
し
く
な
り
て
、
時
に
は
京
都
東
山

の
姿
よ
り
も
更
に
佳
し
と
思
は
る
ゝ
処
も
あ
り
、
足
守
と
服
部
と
い
ふ

駅
の
間
に
小
川
二
流
あ
り
、
日
で
り
に
て
水
涸
れ
白
き
砂
に
野
草
の
花

の
点
々
と
さ
け
る
を
見
る
、
総
社
町
に
も
松
林
の
間
に
古
祠
あ
り
、
境

内
ひ
ろ
く
回
廊
長
し
、
水
清
き
池
は
菱
の
葉
に
蔽
は
れ
た
り
、
停
車
場

▲図Ｃ 菅原明朗『註考』１１２頁

▲図Ｄ 菅原明朗『註考』１１２頁

▲図Ｅ 菅原明朗『註考』１１２頁
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前
の
道
よ
り
こ
の
神
社
の
境
内
を
ぬ
け
て
歩
む
が
宿
屋
以
呂
波
に
至
る

捷
路
な
る
由
、
既
に
聞
き
知
り
居
た
れ
ば
、
其
の
あ
た
り
に
遊
べ
る
子

ど
も
に
聞
き
た
ゞ
し
て
行
く
に
迷
は
ず
し
て
宿
屋
の
前
に
至
る
を
得
た

り
、（
略
）

岡
山
か
ら
総
社
ま
で
の
移
動
を
通
過
し
た
駅
名
を
全
て
記
す
こ
と
で
描
写

し
て
い
る（

１３
）が、
傍
線
部
に
も
あ
る
よ
う
に
、
荷
風
は
伝
え
聞
い
た
途
中
の
名

所
旧
跡
を
記
す
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
こ
の
記
述
を
読
む
限
り
岡

山
か
ら
総
社
ま
で
途
中
下
車
し
た
様
子
は
な
く
、
総
社
で
下
車
し
た
あ
と

「
松
林
の
間
」
に
あ
る
「
古
祠
」
を
抜
け
て
以
呂
波
旅
館
に
向
か
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

『
註
考
』
は
八
月
二
七
日
の
項
に
図
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
三
枚
の
写
真
を
掲
載
し

て
い
る
。『
註
考
』
本
文
で
「
車
窓
よ
り
見
え
る
一
ノ
宮
神
社
と
そ
の
町
並
。」

と
記
述
し
、
写
真
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
『
日
乗
』
の
表
現
を
参
考
に
記
載
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
確
か
に
図
Ｅ
は
先
の
『
日
乗
』
の
引
用
に
も
あ
る
よ

う
に
実
際
に
荷
風
が
眺
め
た
景
色
で
あ
る
が
、
し
か
し
図
Ｃ
・
Ｄ
は
『
日
乗
』

に
は
名
所
旧
跡
と
し
て
記
載
は
あ
る
も
の
の
そ
れ
は
荷
風
の
伝
聞
で
あ
り
、

実
際
に
は
荷
風
自
身
が
訪
ね
て
お
ら
ず
、
目
に
し
て
い
な
い
風
景
な
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
『
註
考
』
は
荷
風
の
記
述
に
寄
り
添
い
な
が
ら
も
、
荷
風
が
目

に
し
て
い
な
い
風
景
ま
で
も
写
真
で
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
荷
風
以
上
に
〈
風

景
〉
を
眺
め
、〈
註
考
〉
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
菅
原
明
朗
と
永
井
智
子
は

自
分
た
ち
の
記
憶
と
そ
れ
に
照
合
す
る
風
景
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
あ
ま

り
、
い
さ
さ
か
過
剰
に
〈
風
景
〉
を
語
っ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
の
だ
。
こ

こ
に
は
菅
原
明
朗
が
荷
風
の
こ
と
を
「
風
景
画
家
だ
っ
た
」
と
す
る
主
張
が

逸
脱
と
も
い
え
る
行
為
に
よ
っ
て
過
剰
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
だ
ろ
う
。『
註
考
』
と
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
逸
脱
と
過
剰
さ
に
よ
っ
て

岡
山
疎
開
中
の
荷
風
と
〈
風
景
〉
の
関
係
を
大
い
に
強
調
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

結

〈
風
景
〉
を
語
る
た
め
に
―
―
永
井
荷
風
『
問
は
ず
語
り
』
へ

岡
山
疎
開
時
代
、
荷
風
は
「
風
景
画
家
」
だ
っ
た
、
と
い
う
の
が
『
註
考
』

の
荷
風
に
対
す
る
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
検
証
し
た
よ
う

に
確
か
に
『
日
乗
』
に
お
い
て
荷
風
は
農
園
か
ら
瀬
戸
内
海
を
絵
画
の
よ
う

に
眺
め
て
い
る
し
（
一
九
四
五
年
七
月
一
三
日
）、
ま
た
実
際
に
三
門
町
に

あ
る
神
社
の
高
台
か
ら
岡
山
市
街
〜
児
島
湾
の
ス
ケ
ッ
チ
を
残
し
て
い
る

（
図
Ａ

同
年
七
月
一
九
日
）。
し
か
し
『
註
考
』
は
こ
の
よ
う
な
『
日
乗
』

か
ら
読
み
取
れ
る
事
実
以
上
に
い
さ
さ
か
強
引
な
身
振
り
で
荷
風
を
「
風
景

画
家
」
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。『
註
考
』
は
荷
風
が
ス
ケ
ッ
チ

で
採
用
し
た
構
図
を
そ
の
ま
ま
模
倣
し
、
時
系
列
的
に
は
矛
盾
し
て
し
ま
う

荷
風
の
証
言
を
強
引
に
引
用
し
た
写
真
（
図
Ｂ
）
や
、
荷
風
が
目
に
し
て
い

な
い
風
景
写
真
（
図
Ｃ
・
Ｄ
）
を
挿
入
し
て
、
い
か
に
も
荷
風
が
そ
の
土
地

の
風
景
を
愛
で
て
い
た
か
の
よ
う
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
。い
わ
ば
『
日
乗
』

の
記
述
以
上
に
荷
風
の
行
為
を
模
倣
し
、
反
復
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
方
法
は
す
で
に
先
に
引
用
し
た
「
序
」
に
あ
る
よ
う
に
「
註
は
記

憶
の
正
確
と
思
う
も
の
も
、
成
し
得
る
限
り
他
の
人
の
言
と
の
合
致
を
た
し

か
め
、
記
録
後
全
部
を
智
子
の
記
憶
と
照
合
し
た
。」
と
い
う
〈
註
考
〉
の

基
本
的
方
針
を
完
全
に
逸
脱
し
、
過
剰
な
ま
で
に
荷
風
が
見
た
／
見
て
い
な

い
〈
風
景
〉
を
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。『
註
考
』
に
こ
の
よ
う
な
逸
脱
と

過
剰
さ
が
生
じ
て
し
ま
う
そ
の
理
由
は
「
序
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
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「
岡
山
流
浪
中
の
彼
を
識
る
者
が
私
と
智
子
の
二
人
き
り
」（
三
頁
）
で

あ
っ
た
と
い
う
事
実
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
こ
の
間
の
荷
風
に
就
い
て
あ
な
た
が

何
か
を
書
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
」（
三
頁
）
と
周
囲
か
ら
度
々
い
わ
れ
て

き
た
と
い
う
使
命
感
が
大
き
く
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
注
目
し
た
い
の
は
こ
の
よ
う
な
記
憶
の
中
の
〈
風

景
〉
の
創
出
が
菅
原
明
朗
の
み
な
ら
ず
荷
風
自
身
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
だ
。
荷
風
は
岡
山
で
の
疎
開
を
終
え
、
一
九
四
五
年
九
月
以
降
は
従

兄
弟
の
杵
屋
五
叟
一
家
が
住
む
熱
海
市
和
田
浜
の
木
戸
正
宅
で
生
活
を
送
る

こ
と
に
な
る
が
、こ
こ
で
疎
開
前
よ
り
執
筆
し
て
い
た
原
題
『
ひ
と
り
ご
と
』

の
改
稿
に
取
り
か
か
る
（
同
年
一
一
月
一
一
日
）。
後
日
『
問
は
ず
が
た
り
』

（「
展
望
」
一
九
四
六
・
七
）
と
し
て
発
表
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
主
人
公

の
太
田
（
僕
）
は
画
家
と
い
う
設
定
で
、
後
半
「
下
の
巻
」〈
八
〉
〜
〈
十

一
〉
は
岡
山
の
総
社
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
熱
海
で
加
筆
し
た

と
思
わ
れ
る
こ
の
場
面
は
偶
然
に
も
主
人
公
が
画
家
と
い
う
設
定
で
あ
り
、

一
九
四
五
年
一
〇
月
を
起
点
と
し
て
戦
時
中
の
一
九
四
四
年
一
一
月
末
か
ら

翌
四
五
年
一
〇
月
ま
で
の
一
年
間
を
主
人
公
で
あ
る
太
田
（
僕
）
が
回
想
し

た
一
人
称
回
想
体
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
菅
原
明
朗
が
岡
山
疎
開

中
の
荷
風
を
「
風
景
画
家
」
と
称
し
た
よ
う
に
、
荷
風
は
戦
後
、
図
ら
ず
も

画
家
を
主
人
公
に
し
て
岡
山
疎
開
時
代
を
回
想
し
て
い
く
形
式
の
作
品
を
執

筆＝

加
筆
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。
次
に
明
ら
か
に
す
る
べ
き
は
こ
の

よ
う
な
一
人
称
回
想
体
小
説
の
執
筆＝

加
筆
過
程
で
岡
山
の
〈
風
景
〉
が
ど

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

『
註
考
』
の
中
で
荷
風
は
常
に
「
風
景
画
家
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
剰
と

逸
脱
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
菅
原
明
朗
の
記
憶
で
あ
る
。
評
伝
研
究
で
も
あ

ま
り
記
述
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
岡
山
疎
開
時
代
だ
が
、
そ
の
中
で
も
重
要
な

資
料
と
し
て
扱
わ
れ
、
引
用
さ
れ
る
『
註
考
』
に
こ
の
よ
う
な
力
学
が
働
い

て
い
た
こ
と
は
確
認
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
東
京
、
岡
山
で
の
二
度

に
わ
た
る
大
空
襲
を
生
き
延
び
た
荷
風
は
戦
後
、
今
度
は
自
身
の
疎
開
体
験

を
も
と
に
岡
山
の
〈
風
景
〉
を
織
り
込
ん
だ
作
品
『
ひ
と
り
ご
と
』
―
―

『
問
は
ず
が
た
り
』
の
改
稿
に
乗
り
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
歌
劇
『
葛
飾
情
話
』
の
創
作
過
程
に
つ
い
て
は
永
井
荷
風
「
歌
劇
・

葛
飾
情
話
の
上
演
に
つ
い
て
」（「
読
売
新
聞
」
一
九
三
八
・
五
・
二
〇
、

二
一
）
に
詳
し
い
。

（
２
）
菅
原
明
朗
と
戦
時
下
の
音
楽
界
に
つ
い
て
は
秋
山
邦
晴
（
林
淑
姫

編
）『
昭
和
の
作
曲
家
た
ち

太
平
洋
戦
争
と
音
楽
』（
み
す
ず
書
房

二
〇
〇
三
・
四
）
に
詳
し
い
。多
く
の
音
楽
家
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ

て
多
角
的
に
戦
時
下
の
音
楽
界
が
検
証
さ
れ
る
本
書
に
は
菅
原
明
朗
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
収
録
さ
れ
、
彼
の
言
葉
に
よ
っ
て
戦
時
下
の
音
楽
界

と
『
葛
飾
情
話
』
と
の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
６

菅
原
明
朗
・

オ
ペ
ラ
〈
葛
飾
情
話
〉」（
四
三
三
〜
四
七
八
頁
）
は
『
葛
飾
情
話
』
の

成
立
と
興
業
を
知
る
上
で
の
貴
重
な
証
言
で
あ
る
。

（
３
）
秋
山
邦
晴
（
前
書
）
所
収
の
菅
原
明
朗
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
は

「
ぼ
く
（
引
用
者
注
―
―
菅
原
明
朗
）
と
永
井
荷
風
と
の
つ
き
あ
い

は
、
銀
座
に
あ
っ
た
喫
茶
店
「
キ
ュ
ッ
ペ
ル
」、
そ
こ
で
知
り
合
っ
た

の
で
す
。
昭
和
七
、
八
年
ご
ろ
で
す
。」（
四
三
六
頁
）
と
記
さ
れ
て
い

る
。

（
４
）
荷
風
の
疎
開
、
特
に
岡
山
に
お
け
る
生
活
に
つ
い
て
は
拙
論
「
疎
開

者
と
し
て
の
永
井
荷
風
―
―
岡
山
時
代
を
考
え
る
」（
志
學
館
大
学
人
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間
関
係
学
部
「
研
究
紀
要
」
第
三
四
巻
第
一
号

二
〇
一
三
・
一
）
を

参
照
。

（
５
）
調
査
し
た
限
り
所
蔵
し
て
い
る
の
は
国
立
国
会
図
書
館
、
市
川
市
中

央
図
書
館
（
複
製
本
）、
日
本
近
代
文
学
館
、
神
奈
川
近
代
文
学
館
の

四
館
で
あ
る
。

（
６
）
秋
庭
太
郎
に
は
『
考
証
永
井
荷
風
』（
前
出
）
の
後
に
発
表
さ
れ
た

『
永
井
荷
風
伝
』（
春
陽
堂

一
九
七
六
・
一
）、『
荷
風
外
伝
』（
同

一
九
七
九
・
七
）、『
新
考
永
井
荷
風
』（
同

一
九
八
三
・
三
）
の
い

わ
ゆ
る
荷
風
伝
三
部
作
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
主
に
『
考
証
』
で
漏
れ
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
中
村
良
衛
「
解
説
」（
秋
庭
太
郎
『
考
証
永
井
荷
風
（
下
）』
所
収

岩
波
現
代
文
庫

二
〇
一
〇
・
五
）
は
こ
の
評
伝
に
お
け
る
秋
庭
の
方

法
に
つ
い
て
「
事
実
一
つ
一
つ
を
積
み
上
げ
、
そ
れ
ら
を
し
て
語
ら
せ

る
と
い
う
方
法
が
貫
か
れ
て
い
る
の
だ
。」（
三
七
八
頁
）
と
指
摘
し
て

い
る
。

（
８
）
永
井
荷
風
は
『
日
乗
』
一
九
四
五
年
の
一
年
間
分
の
日
記
を
「
罹
災

日
録
」（「
新
生
」
一
九
四
五
・
三
〜
六
）
と
し
て
連
載
発
表
し
た
あ
と
、

『
罹
災
日
録
』（
扶
桑
書
房

一
九
四
七
・
一
）
に
ま
と
め
単
行
本
化

し
て
い
る
。
菅
原
明
朗
が
題
名
で
記
し
た
〈
罹
災
日
乗
〉
と
い
う
書
物

は
存
在
し
な
い
が
、
こ
れ
は
『
罹
災
日
録
』
と
『
断
腸
亭
日
乗
』
を

（
故
意
に
？
）
混
同
し
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
お
菅
原
明
朗
は

『
註
考
』
執
筆
に
あ
た
り
『
永
井
荷
風
日
記
』
第
七
巻
（
東
都
書
房

一
九
五
九
・
五
）
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
本
論
で
は
こ
れ
ま
で
の
研

究
史
を
鑑
み
『
荷
風
全
集
』
第
二
五
巻
（
岩
波
書
店

一
九
九
四
・
三
）

所
収
の
『
断
腸
亭
日
乗
』
を
参
考
に
し
た
。

（
９
）
谷
崎
潤
一
郎
「
疎
開
日
記
」（「
婦
人
公
論
」
一
九
四
九
・
九
）
の

「
八
月
十
三
日
」
の
項
で
は
「
荷
風
氏
小
説
原
稿
ひ
と
り
ご
と
一
巻
踊

子
上
下
二
巻
来
訪
者
上
下
二
巻
を
出
し
て
予
に
托
す
。」
と
あ
る
。
な

お
谷
崎
が
こ
こ
で
託
さ
れ
た
『
ひ
と
り
ご
と
』
は
後
に
加
筆
さ
れ
『
問

は
ず
語
り
』
と
改
題
さ
れ
る
。

（
１０
）
荷
風
は
菅
原
明
朗
と
共
に
岡
山
疎
開
中
に
新
聞
社
を
訪
問
し
て
い

る
。『
註
考
』
に
は
六
月
二
八
日
の
項
に
「
荷
風
は
此
の
編
集
長
と
気

が
あ
っ
た
の
か
数
回
新
聞
社
を
訪
ね
、
一
回
は
私
も
同
行
し
た
。」（
八

二
頁
）
と
あ
る
が
こ
の
よ
う
な
事
柄
も
『
日
乗
』
に
は
記
載
が
な
い
。

な
お
『
註
考
』
で
は
荷
風
が
訪
ね
た
新
聞
社
を
「
岡
山
新
聞
」
と
し
て

い
る
が
、
当
時
そ
の
よ
う
な
名
前
の
新
聞
は
存
在
し
な
い
。
当
時
岡
山

で
最
も
読
ま
れ
て
新
聞
は
「
合
同
新
聞
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
三
六

年
に
「
山
陽
新
報
」
と
「
中
国
民
報
」
が
合
併
し
た
で
き
た
新
聞
で
あ

る
。

（
１１
）
〈
註
考
〉
の
も
う
一
つ
の
方
法
と
し
て
『
日
乗
』
に
は
記
さ
れ
て
い

な
が
ら
敢
え
て
詳
細
を
記
述
し
な
い
こ
と
が
指
摘
出
来
る
。
例
え
ば

『
日
乗
』
の
七
月
二
九
日
に
は
「
同
行
の
Ｓ
君
夫
婦
（
引
用
者
注
―
―

菅
原
明
朗
と
永
井
智
子
）
連
日
口
論
を
な
し
喧
蹬
堪
え
が
た
し
」
と
以

下
口
論
に
つ
い
て
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
が
端
的
に
記
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
『
註
考
』
に
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
内
容
も
含
め
詳

細
に
つ
い
て
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
１２
）
荷
風
が
疎
開
中
に
〈
風
景
〉
を
眺
め
た
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
拙
論

（
４
）
参
照
。

（
１３
）
岡
山
疎
開
時
に
お
け
る
荷
風
の
地
図
認
識
の
方
法
は
主
に
鉄
道
網
を

中
心
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
論
（
４
）
参
照
。
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付
記本

論
引
用
文
中
の
傍
線
、
傍
点
は
全
て
引
用
者
に
よ
る
。
引
用
に
あ
た
り

旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
直
し
た
。

ま
た
本
論
は
二
〇
一
一
年
度
日
本
近
代
文
学
会
春
季
大
会
（
二
〇
一
一
年

五
月
二
九
日

日
本
大
学
文
理
学
部
）
に
お
い
て
発
表
し
た
「
永
井
荷
風
と

「
疎
開
」
―
―
岡
山
時
代
を
中
心
に
」
の
一
部
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ

る
。
会
場
内
外
で
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
こ
の
場
を
借
り
て

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
本
論
の
作
成
に
あ
た
り
二
〇
一
三
年
度
志
學
館
大
学
特
別
研
究
費
の

助
成
を
受
け
た
。

（
し
ま
だ
な
お
や
・
志
學
館
大
学
准
教
授
）
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