
加
藤
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
を
読
む

堀

部

功

夫

一

︿
万
延
元
年
の
春
四
月
で
︑
ち
ょ
う
ど
井
伊
大
老
暗
殺
の
直
後
﹀
に
︿
東
海

道
を
上
っ
た
﹀
こ
と
の
あ
る
︿
祖
母
﹀
の
思
い
出
か
ら
︒

﹁
な
い
な
い
︑
な
い
な
い
︑
何
が
な
い
︑
彦
根
の
殿
さ
ん
首
が
な
い
﹂︑
と

後
年
祖
母
は
こ
の
穏
や
か
な
ら
ぬ
唄
を
孫
に
う
た
っ
て
聞
か
せ
ま
し
た
︒

︵
�
＝
初
版
115
ペ
ー
ジ
︶

と
︒
こ
の
唄
に
近
い
の
が
︑
田
辺
尚
雄
﹃
音
楽
粋
史
①
﹄︵
日
本
出
版
協
同
株

式
会
社
・
昭
和
二
十
八
年
九
月
五
日
︶﹁
桜
田
騒
動
と
チ
ョ
ボ
ク
レ
節
﹂
に
見

つ
か
っ
た
︒

凡
そ
世
の
中
︑
な
い
物
尽
し
︑
多
い
中
に
も
︑
今
年
の
な
い
物
た
ん
と
な

い
︑
上
巳
の
大
雪
︑
め
つ
た
に
な
い

桜
田
騒
動
︑
途
方
も
な
い
︑
そ
こ

で
ど
う
や
ら
御
首
が
な
い
︒
そ
れ
に
少
し
も
追
手
が
な
い
︒
一
人
や
二
人

じ
や
仕
方
が
な
い
︒
お
首
は
ど
こ
へ
か
失
せ
て
な
い
︑
お
駕
籠
も
あ
つ
て

も
釣
手
が
な
い
︒
一
人
や
二
人
じ
や
仕
方
が
な
い
︒
御
番
所
ど
こ
で
も
留

め
手
が
な
い
︑
茶
屋
小
屋
芝
居
行
き
手
が
な
い
︑
唐
人
咄
し
丸
で
な
い
︑

道
中
飛
脚
絶
え
間
が
な
い
︑
伯
耆
の
噂
さ
も
嘘
で
な
い
︒
夫
れ
で
□
□
恙

が
な
い
︑
讃
岐
の
騒
ぎ
は
知
り
手
が
な
い
︑
其
外
此
節
呼
び
て
が
な
い
︑

常
陸
の
宝
蔵
に
宝
が
な
い
︑
一
体
親
父
が
人
で
な
い
︑
薩
摩
の
助
太
刀
分

ら
な
い
︑
諸
屋
敷
門
に
出
入
が
な
い
︑
夜
中
は
さ
つ
ぱ
り
通
り
が
な
い
︑

町
人
金
持
ち
気
が
気
で
な
い
︑
老
中
□
□
見
つ
と
も
な
い
︑
全
体
役
人
腰

が
な
い
︑
是
で
は
世
の
中
治
ま
ら
な
い
︑
そ
れ
で
も
先
々
戦
争
が
な
い
︑

ど
う
だ
か
私
は
請
合
は
な
い
︒

で
あ
る
︹
傍
線
引
用
者
︺
︒
異
文
が
あ
っ
た
の
か
︑
覚
え
違
い
が
混
入
す
る
の

か
︑
不
明
︒
た
だ
か
よ
う
な
唄
の
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
に
な
っ
た
︒
冒
頭

に
掲
げ
た
の
が
加
藤
一
雄
の
小
説
﹁
蘆
刈
﹂
の
一
節
で
あ
る
︒
明
治
上
方
風
物

加
藤
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
を
読
む

三
四
〇



誌
と
し
て
も
貴
重
な
作
品
で
あ
っ
た
︒

﹁
蘆
刈
﹂
は
︑
美
術
雑
誌
﹃
三
彩
﹄
の
昭
和
四
十
七
︹
一
九
七
二
︺
年
四
月

一
日
刊
二
八
六
号
か
ら
昭
和
五
十
︹
一
九
七
五
︺
年
二
月
一
日
刊
三
二
八
号
ま

で
︹
た
だ
し
二
九
〇
・
二
九
四
・
二
九
九
・
三
〇
〇
・
三
〇
五
・
三
一
〇
・
三

一
二
・
三
一
四
・
三
一
七
～
三
一
九
・
三
二
一
・
三
二
三
・
三
二
五
・
三
二
六

の
各
号
は
休
︺
に
二
十
八
回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
︒
初
出
で
あ
る
︒
そ
の
後

昭
和
五
十
一
︹
一
九
七
六
︺
年
二
月
二
十
八
日
︑
人
文
書
院
よ
り
単
行
本
化
さ

れ
た
︒
初
版
本
で
あ
る
︒

初
出
本
文
に
の
み
︑
中
島
千
波
・
小
田
切
よ
う
こ
・
佐
々
木
裕
久
・
舘
岡
豊

照
・
伊
藤
彬
・
香
野
ル
ミ
子
・
本
間
千
江
子
・
野
畑
直
子
・
中
島
嘉
之
・
岡
田

哲
弥
・
山
本
真
也
・
松
本
文
子
・
倉
島
重
友
・
谷
中
武
彦
・
金
井
美
佐
保
・
桝

田
隆
一
・
竹
内
真
理
・
小
泉
朝
美
・
堀
泰
明
・
角
井
満
夫
に
よ
る
挿
絵
が
添
え

ら
れ
た
︒
語
り
手
は
︑
主
人
公
の
一
生
を
絵
巻
物
に
例
え
る
か
ら
︑
画
文
共
鳴

を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

初
版
本
時
の
改
訂
は
多
い
︒
形
式
的
な
そ
れ
は
︑
段
落
変
更
・
読
点
付
加
・

漢
字
と
か
な
と
交
換
・
正
誤
・
短
歌
二
行
書
き
↓
三
行
書
き
・
漢
字
同
士
の
書

き
換
え
・
か
な
同
士
の
書
き
換
え
・︿
〇
﹀
不
使
用
︒

内
容
的
な
そ
れ
と
し
て
一
つ
︑
初
出
本
文
︑

祖
母
の
希
望
を
突
き
つ
め
て
行
き
ま
す
と
︑
凧
の
果
て
は
あ
り
け
り
海
の

音
で
︑
か
す
か
な
地
平
線
上
に
先
生
と
お
志
乃
ち
ゃ
ん
と
の
結
婚
の
影
が

浮
び
で
て
ま
い
り
ま
す
︒
困
惑
と
悲
痛
と
微
量
の
甘
美
の
交
っ
た
シ
ョ
ッ

ク
が
先
生
の
心
の
一
隅
を
刺
す
も
の
で
す
か
ら
︑
先
生
は
こ
れ
は
考
え
な

い
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
す
︒
︵
ⅹ
回
︶

を
︑
初
版
本
で
︑

祖
母
の
希
望
を
突
き
つ
め
て
行
き
ま
す
と
︑
か
す
か
な
地
平
線
上
に
お
志

乃
ち
ゃ
ん
を
背
お
う
て
行
く
先
生
の
姿
が
浮
び
上
っ
て
ま
い
り
ま
す
︒

﹁
人
の
一
生
は
重
荷
を
お
う
て
遠
き
道
を
行
く
が
ご
と
し
﹂
と
い
う
東
照

権
現
の
遺
訓
は
︑
額
に
な
っ
て
野
堂
町
小
学
校
の
控
室
に
も
か
か
っ
て
い

ま
し
た
が
︑
こ
の
遺
訓
が
果
し
て
先
生
の
運
命
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
︒

︵
89
ペ
ー
ジ
︶

と
変
え
る
の
を
挙
げ
て
お
こ
う
︒
初
出
の
︿
先
生
﹀
と
︿
お
志
乃
ち
ゃ
ん
﹀
と

は
許
婚
的
関
係
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
︑
志
乃
の
死
期
を
︑
初
出
︿
戦

争
中
﹀︵
Ⅴ
回
︶
よ
り
初
版
︿
終
戦
の
後
﹀
︵
42
ペ
ー
ジ
︶
へ
変
更
す
る
︒

︿
お
志
乃
ち
ゃ
ん
﹀
を
初
出
︿
先
生
よ
り
六
ツ
上
の
亥
歳
﹀
︵
Ⅱ
回
︶
か
ら
初

版
︿
先
生
よ
り
五
ツ
上
の
子
年
﹀
︵
15
ペ
ー
ジ
︶
へ
変
え
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ

よ
︿
先
生
﹀
は
明
治
三
十
八
年
乙
巳
の
生
れ
と
な
る
︒
主
人
公
の
生
年
は
作
者

加
藤
一
雄
の
そ
れ
と
一
致
す
る
︒︿
浅
利
さ
ん
﹀
を
︑︿
甲
辰
の
生
れ
﹀
で
︿
先

生
よ
り
十
幾
つ
の
年
長
者
﹀
と
す
る
︵
二
十
一
回
＝
初
版
177
ペ
ー
ジ
︶
の
は
︑

誤
り
︒
明
治
三
十
七
年
甲
辰
で
は
一
つ
し
か
年
長
に
な
ら
な
い
︒

小
説
の
︿
今
﹀
が
昭
和
四
十
七
年
で
あ
る
こ
と
は
︑
︿
一
昨
年
の
夏
︑
千
里

加
藤
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
を
読
む

三
四
一



山
の
万
博
﹀︵
Ⅺ
回
＝
初
版
91
ペ
ー
ジ
︶
で
決
定
で
き
る
︒

主
人
公

︱
京
屋
佐
吉
と
い
う
大
学
の
先
生

︱
の
年
立
て
を
作
製
し
て
み

よ
う
︒
初
出
の
回①
・
作
中
時
代
・︿
先
生
﹀
の
歳
・
描
か
れ
る
出
来
事
で
あ
る
︒

回

時
代

歳

記

事

Ⅱ

Ｍ
38

�

大
阪
上
寺
町
の
京
屋
に
生
れ
る
︒

父
が
夭
折
す
る
︒
母
不
明
︒
先
生
︑
祖
母
に
育
て
ら
れ
る
︒

祖
母
が
越
前
五
分
市
の
孤
児
・
志
乃
を
引
き
と
る
︒

志
乃
が
井
戸
端
で
こ
ろ
び
︑
頭
が
お
か
し
く
な
っ
て
し
ま
う
︒

Ⅴ

先
生
︑
町
内
の
娘
・
イ
ー
ヤ
ン
に
背
負
わ
れ
て
育
つ
︒

Ⅱ

Ｍ
45

�

大
阪
南
で
大
火
が
あ
っ
た
︒

Ｔ
�

	

志
乃
と
猪
飼
野
へ
行
く
︒

Ⅲ

京
屋
の
好
学
の
風
尚
は
そ
め
叔
母
に
伝
わ
る
︒

Ⅳ

Ｔ



10

そ
め
叔
母
の
結
婚
相
手
・
多
田
工
学
士
が
行
方
不
明
と
な
る
︒

Ⅶ

多
田
工
学
士
の
兄
・
敬
助
さ
ん
が
︑
京
屋
を
訪
ね
る
︒

Ⅷ

志
乃
と
野
堂
町
小
学
生
の
先
生
︑
多
田
敬
助
と
︑
馴
染
み
の
芸

子
・
千
賀
鶴
と
に
連
れ
ら
れ
博
物
場
へ
行
く
︒

Ⅸ

志
乃
と
先
生
︑
多
田
敬
助
か
ら
宗
教
と
感
覚
と
に
結
び
つ
く
教
育

を
受
け
る
︒

Ⅵ

Ｔ
�

14

そ
め
叔
母
が
嫁
入
り
︒
京
屋
は
祖
母
と
先
生
と
志
乃
と
だ
け
に
な

る
︒

Ⅺ

Ｔ
13

20

先
生
︑
金
沢
の
高
等
学
校
へ
進
学
︒
朽
木
惣
左
衛
門
や
古
泉
と
友

達
に
な
る
︒

Ⅹ

多
田
敬
助
が
︑
中
国
へ
赴
任
︒

Ⅻ

先
生
︑
福
井
県
今
立
郡
池
田
の
朽
木
家
を
訪
れ
︑
姉
の
広
野
さ
ん

と
会
う
︒

�

祖
母
危
篤
で
帰
郷
す
る
︒



Ｓ
10

30

祖
母
歿
︒
先
生
︑
京
都
へ
転
居
︒
美
術
工
芸
学
校
講
師
と
な
る
︒

�

丹
波
屋
と
い
う
菓
子
屋
の
太
一
少
年
を
教
え
る
︒

ⅩⅥ

助
手
が
金
毘
羅
お
幸
︒

ⅩⅦ

国
画
創
作
協
会
︒

ⅩⅧ

日
本
画
家
・
川
村
曼
舟
︑
入
江
波
光
と
交
誼
を
も
つ
︒

19

波
光
グ
ル
ー
プ
の
一
人
を
紙
屋
川
に
訪
ね
る
︒

20

有
職
故
実
の
講
師
・
佐
久
間
夏
樹
翁
と
同
僚
に
な
る
︒

21

フ
ラ
ン
ス
語
講
師
の
同
僚
・
浅
利
晋
一
郎
と
親
し
く
な
る
︒

22

志
乃
に
野
州
高
崎
在
の
銀
行
頭
取
と
の
縁
談
起
る
︒

23

金
毘
羅
お
幸
︑
丹
波
屋
太
一
た
ち
︑
続
々
と
招
集
さ
れ
︑
帰
ら
ず
︒

24

志
乃
︑
喀
血
︒

25

先
生
︑
食
料
飲
料
品
の
買
出
し
に
悪
戦
す
る
︒

26

Ｓ
20

40

先
生
︑
絵
画
専
門
学
校
の
生
徒
た
ち
を
連
れ
滋
賀
県
伊
香
郡
で
勤

労
作
業
︒
浅
利
さ
ん
が
急
死
︒

27

志
乃
︑
書
画
の
名
品
を
描
き
始
め
る
︒

28

先
生
と
志
乃
︑
吉
田
山
へ
登
り
︑
山
河
を
眺
め
る
︒
志
乃
は
余
命

幾
許
も
な
い
︒

Ⅰ

Ｓ
47

67

大
学
の
美
学
講
師
と
な
っ
た
先
生
︑
丹
後
半
島
へ
研
究
旅
行
に
出

る
︒

初
版
本
帯
に
記
さ
れ
た
文
章
︑

︹
表
︺
臈
た
け
た
薄
倖
の
女
主
人
公
を
中
心
に
︑
流
れ
ゆ
く
ま
ま
に
生
き

た
上
方
人
た
ち
の
心
意
気
を
︑
美
し
い
風
物
・
自
然
を
織
り
こ
ん
で
画
い

た
風
雅
な
物
語
︹
裏
︺
﹁
蘆
刈
﹂
は
美
術
史
家
の
著
者
が
大
阪
︑
金
沢
︑

京
都
な
ど
を
背
景
に
︑
明
治
末
か
ら
終
戦
ま
で
の
多
難
な
時
代
に
︑
空
し

さ
に
徹
し
て
生
き
た
上
方
人
の
生
き
様
を
︑
丹
念
に
写
し
出
し
た
文
明
批

評
風
の
小
説
で
す
︒
︹
改
行
︺
こ
こ
に
は
︑
昔
な
つ
か
し
い
上
方
の
芸
能
︑

加
藤
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
を
読
む

三
四
二



風
俗
︑
習
慣
が
心
に
く
い
ほ
ど
の
文
章
で
い
き
い
き
と
蘇
り
︑
読
者
を
人

生
夢
幻
の
境
に
誘
い
ま
す
︒

は
本
作
の
巧
み
な
簡
約
で
あ
る
︒
第
一
読
者
に
よ
る
感
想
で
あ
ろ
う
か
︒

同
時
代
評
・
先
行
研
究
と
し
て
︑

○
︹
無
署
名
︺﹁
蘆
刈
﹂︵
一
九
七
六
年
三
月
二
十
九
日
付
﹃
朝
日
新
聞
﹄︶︒

︿
自
他
を
と
も
に
終
始
道
化
仕
立
て
に
し
て
虚
実
定
か
な
ら
ぬ
自
伝
ふ
う
の

小
説
で
︑
底
に
人
生
無
慚
︵
む
ざ
ん
︶
の
思
い
を
テ
レ
隠
し
に
し
た
﹁
隠
士

諧
謔
︵
か
い
ぎ
ゃ
く
︶
の
書
﹂
と
で
も
い
っ
た
ら
よ
か
ろ
う
か
︒﹀︑

○
富
士
正
晴
﹁
お
い
し
い
小
説
﹂︵
昭
和
五
十
一
年
五
月
一
日
刊
﹃
文
藝
﹄︶︒

︿
加
藤
一
雄
は
学
識
古
今
東
西
に
わ
た
り
︑
市
井
の
生
活
の
に
お
い
︑
ぬ
く

み
に
実
に
通
じ
︑
澄
ま
し
か
え
っ
た
い
た
ず
ら
心
が
は
な
は
だ
豊
富
な
の
で
︑

や
は
り
う
ま
い
小
説
を
︑
楽
し
み
楽
し
み
書
い
た
な
あ
と
い
う
感
銘
を
受
け

た
﹀︑

○
杉
本
秀
太
郎
﹁
一
文
明
の
な
ご
り
の
色
﹂︵
昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十
四
日

付
﹃
週
刊
読
書
人
﹄︒
の
ち
﹁
加
藤
一
雄
﹃
蘆
刈
﹄
評
﹂
と
題
し
て
﹃
幻
城
﹄

︹
筑
摩
書
房
・
一
九
九
六
年
七
月
二
十
五
日
︺
所
収
︶︒
︿
こ
の
主
人
公
は
︑

眩
惑
的
な
︑
あ
る
い
は
功
を
あ
せ
る
教
養
と
い
う
も
の
を
教
養
と
は
考
え
な

い
︒
教
養
と
は
和
気
で
あ
り
︑
た
だ
も
う
﹁
お
っ
と
り
と
し
た
﹂
も
の
だ
と

彼
は
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
︒
そ
う
い
う
教
養
の
あ
り
よ
う
を
照
れ
く
さ
く
思

わ
ざ
る
を
得
ず
︑
科
︵
し
な
︶
を
つ
く
っ
て
で
な
く
て
は
自
己
の
教
養
を
他

に
示
し
得
な
い
よ
う
な
時
代
に
︑
ひ
と
り
の
明
日
な
き
教
養
人
に
よ
っ
て
書

か
れ
た
精
神
生
態
の
臨
床
報
告
と
し
て
よ
む
な
ら
︑﹃
蘆
刈
﹄
は
ま
た
格
別

の
お
も
し
ろ
み
を
覚
え
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
︒
痛
み
と
と
も
に
し
か
味
わ
い

得
な
い
よ
う
な
愉
悦
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
は
甚
だ
し
く
目
の
つ
ま
っ
た
︑
緻
密

な
小
説
と
し
て
心
に
残
る
だ
ろ
う
﹀︑

○
石
田
静
子
﹁
私
の
読
ん
だ
本
﹂︵
昭
和
五
十
二
年
六
月
一
日
刊
﹃
暮
し
の
手

帖
﹄︶︑

○
富
士
正
晴
﹁
恍
惚
﹂︵
加
藤
一
雄
﹃
亰
都
畫
壇
周
辺
﹄︹
用
美
社
・
一
九
八
四

年
十
月
二
十
一
日
︺︶︑

○
原
章
二
﹃
加
藤
一
雄
の
墓
﹄︵
筑
摩
書
房
・
一
九
八
七
年
八
月
三
十
日
︶︑

○
杉
本
秀
太
郎
﹁
西
国
記
﹂︵
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日
刊
﹃
ち
く
ま
﹄︶︑

○
山
本
善
行
﹁
加
藤
一
雄
周
辺
﹂
︵
二
〇
〇
〇
年
五
月
二
十
日
刊
﹃
s
u
m
u
s﹄︶︑

○
宇
田
正
﹁
立
つ
こ
と
や
す
き
花
の
蔭
﹂︵
平
成
十
四
年
三
月
十
九
日
刊
︑
六

月
十
九
日
刊
︑
平
成
十
五
年
三
月
十
九
日
刊
﹃
大
阪
春
秋
﹄︶︑

が
︑
管
見
に
入
っ
た
︒

山
本
善
行
は
以
後
も
﹃
関
西
赤
貧
古
本
道
﹄︵
新
潮
社
・
二
〇
〇
四
年
二
月

二
十
日
︶
や
岡
崎
武
志
と
の
共
著
﹃
新
・
文
學
入
門
﹄︵
工
作
舎
・
二
〇
〇
八

年
六
月
二
十
日
︶
な
ど
で
宣
伝
す
る
︒

加
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二

︿
近
代
日
本
文
芸
の
世
界
で
︑
大
阪
に
ゆ
か
り
を
も
つ
﹃
蘆
刈
﹄
と
い
う
題

名
の
小
説
が
︑
大
文
豪
谷
崎
潤
一
郎
の
か
の
有
名
な
作
品
の
ほ
か
に
も
う
一
つ

存
在
す
る
︒
大
阪
出
身
の
美
術
史
家
加
藤
一
雄
の
筆
の
す
さ
び
と
も
い
う
べ
き

一
篇
の
ロ
マ
ン
が
︑
そ
れ
で
あ
る
﹀
と
宇
田
正
は
書
い
た
︒

一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
は
石
田
静
子
が
記
す
よ
う
に
︑︿
物
語
と
い
う
よ
り
著
者
の

自
画
像
で
あ
る
﹀︒
原
章
二
が
︿
モ
デ
ル
な
し
の
全
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ

る
﹀︵
144
ペ
ー
ジ
︶
と
見
ぬ
く
ヒ
ロ
イ
ン
志
乃
で
さ
え
︑
部
分
的
に
は
モ
デ
ル

が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
一
雄
が
本
作
以
前
に
発
表
し
た
﹁
京
都
画
壇
周
辺

帖
�
﹂︵
昭
和
三
十
九
年
九
月
一
日
刊
﹃
日
本
美
術
工
藝
﹄︶
に
出
て
く
る
︿
農

人
町
の
灰
屋
十
兵
衛
﹀
の
︿
妹
の
い
と
さ
ん
﹀
で
あ
る
︒
上
段
に
︿
灰
十
の
お

い
と
﹀︑
下
段
に
︿
お
志
乃
ち
ゃ
ん
﹀
を
並
べ
る
︒

あ
る
春
の
曇
っ
た
午
後
︑
私
は
い

と
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
︹
略
︺
猪

飼
野
の
方
へ
げ
ん
げ
を
摘
み
に
行

っ
た
こ
と
が
あ
る
︒︹
略
︺
い
と

さ
ん
は
︑
さ
か
し
く
も
傍
の
畑
で

働
い
て
い
る
百
姓
に
帰
り
路
を
尋

先
生
は
お
志
乃
ち
ゃ
ん
に
連
れ
ら

れ
て
猪
飼
野
へ
げ
ん
げ
摘
み
に
ま

い
り
ま
し
た
︒︹
略
︺
先
生
ら
は

上
本
町
の
方
へ
帰
ろ
う
と
し
︑
近

く
の
畑
で
働
い
て
い
た
百
姓
の
お

っ
さ
ん
に
道
を
尋
ね
ま
し
た
︒
そ

ね
た
︒︹
略
︺
百
姓
は
鍬
を
か
ざ

し
て
こ
の
町
家
の
娘
に
路
を
教
え

て
い
た
︒
し
か
し
私
ら
は
ま
た
ま

た
溝
と
畦
と
の
網
目
の
中
に
踏
み

迷
い
︑
さ
す
が
に
暮
れ
な
ず
む
春

の
日
も
漸
く
ぼ
ん
や
り
と
し
た
夕

靄
を
た
れ
始
め
て
来
た
︒
そ
の
時
︑

突
然
私
は
ハ
ッ
と
気
が
つ
い
て
︑

い
と
さ
ん
の
顔
を
振
り
仰
ぎ
な
が

ら
云
っ
た
も
の
で
あ
る
︑﹁
今
の

お
っ
さ
ん
︑
あ
れ
︑
狸
と
違
う
や

ろ
か
？
﹂
︒
い
と
さ
ん
は
静
か
に

立
ち
止
ま
り
︑
そ
の
美
し
い
面
上

に
は
み
る
み
る
沈
思
と
憂
い
の
翳

が
覆
い
始
め
た
︒

の
頬
冠
り
を
し
た
お
っ
さ
ん
︑
ま

さ
に
絵
に
か
い
た
よ
う
な
ポ
ー
ズ

で
鍬
を
あ
げ
︑
産
湯
稲
荷
の
方
角

を
さ
し
て
く
れ
ま
し
た
︹
略
︺
行

け
ど
も
行
け
ど
も
畦
道
や
小
溝
は

蜘
蛛
手
に
乱
れ
︑
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
産
湯
の
杜
は
見
え
ま
せ
ぬ
︒

そ
の
う
ち
に
さ
す
が
に
永
い
春
の

日
も
よ
う
よ
う
傾
き
ま
し
て
︑

︹
略
︺
そ
の
時
電
光
の
よ
う
に
先

生
の
脳
裏
に
閃
い
た
考
え
が
あ
り

ま
す
︒
︹
略
︺﹁
ア
ノ
ー
︑
さ
っ
き

の
百
姓
の
お
っ
さ
ん
あ
れ
狸
の
化

け
た
ん
と
ち
が
う
や
ろ
う
か
︒﹂

す
る
と
︑
先
生
の
仰
ぎ
見
て
い
る

お
志
乃
ち
ゃ
ん
の
顔
︑
い
つ
も
平

穏
に
澄
ん
で
い
る
顔
が
︑︹
略
︺

忽
ち
サ
ー
ッ
と
曇
り
ま
し
た
︒

(
Ⅱ
)
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｢京
都
画
壇
周
辺
帖
﹂
に
拠
れ
ば
︑︿
こ
れ
か
ら
四
年
の
後
こ
の
灰
十
の
お
い

と
は
お
家
騒
動
の
渦
中
に
身
を
投
じ
︑
そ
れ
が
終
る
や
否
や
︑
あ
た
か
も
急
ぐ

用
事
が
あ
る
か
の
如
く
怱
々
と
し
て
こ
の
世
を
辞
し
て
行
っ
た
﹀
と
い
う
︒
こ

れ
が
も
し
明
治
三
十
五
年
頃
の
出
来
事
な
ら
イ
エ
ロ
ー
ペ
ー
パ
ー
﹃
大
阪
朝

報
﹄
が
あ
っ
て
︑﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
や
﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄
の
伝
え
ぬ
富
豪

の
お
家
騒
動
を
好
ん
で
取
上
げ
た
け
れ
ど
も
︑
大
正
初
期
大
阪
の
そ
れ
を
知
ら

な
い
︒
た
め
に
︑︿
灰
十
﹀
の
お
家
騒
動
に
つ
い
て
知
る
て
が
か
り
が
無
い
︒

さ
ら
に
﹁
京
都
画
壇
周
辺
帖
﹂
の
こ
の
箇
所
自
体
が
創
作
な
い
し
一
雄
﹁
蘆

刈
﹂
の
習
作
で
あ
っ
た
可
能
性
も
皆
無
と
言
え
ず
︑
探
索
は
八
幡
の
籔
知
ら
ず

へ
入
り
込
ん
で
し
ま
う
の
で
引
き
返
す
と
し
よ
う
︒

志
乃
の
存
在
が
あ
ら
ま
し
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
も
︑
本
作
が
︿
彼
の
半
生

の
生
活
に
関
わ
り
を
持
っ
た
人
々
を
克
明
に
浮
彫
り
し
︑
そ
れ
に
明
治
︑
大
正
︑

昭
和
初
期
に
か
け
て
の
大
阪
京
都
な
ど
の
風
物
習
慣
を
織
り
交
ぜ
た
一
大
曼
陀

羅
で
あ
る
﹀︵
石
田
静
子
︶
概
略
は
動
か
な
い
︒

宇
田
正
は
︑
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
の
︿
も
っ
ぱ
ら
そ
の
前
半
を
占
め
る
大
阪
時
代

の
記
述
の
中
か
ら
︹
略
︺
古
き
良
き
大
阪
の
町
々
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
た
た

ず
ま
い
を
活
写
し
た
部
分
を
探
﹀
っ
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
︒
い
わ
く
︑
作
中
の

︿
曼
陀
羅
院
﹀︵
Ⅱ
回
＝
初
版
13
ペ
ー
ジ
︶
は
︿
曼
荼
羅
院
﹀
が
正
し
く
︑
そ
の

︿
跡
地
が
お
そ
ら
く
い
ま
の
大
阪
市
立
生
魂
幼
稚
園
の
用
地
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
る
﹀
と
か
︑
作
中
の
︿
烏
ケ
辻
の
高
等
商
学
を
出
ま
し
て
︑
現
在
は
伯
備
紡

績
の
役
職
︹
初
版
︿
重
役
﹀︺
を
し
て
お
り
︑
兼
ね
て
︑
大
阪
財
界
に
は
名
高

い
ク
ラ
ブ
斉
交
会
の
幹
事
を
し
て
お
り
﹀︵
Ⅶ
回
＝
初
版
64
ペ
ー
ジ
︶
を
︑︿
現

実
的
に
言
い
か
え
る
と
︑
大
阪
商
人
ク
ラ
ス
の
最
高
学
府
た
る
市
立
高
等
商
業

学
校
︵
現
︑
大
阪
市
立
大
学
商
学
部
︶
を
卒
業
し
て
倉
敷
紡
績
︵
現
︑
ク
ラ
ボ

ウ
︶
に
入
っ
て
重
役
に
ま
で
な
り
ク
ラ
ブ
清
交
社
の
幹
事
を
勤
め
る
﹀
と
な
る

よ
し
︒
こ
れ
ら
は
宇
田
の
注
釈
に
従
う
︒

宇
田
の
言
及
し
な
か
っ
た
︑
明
治
大
阪
風
俗
誌
と
し
て
見
逃
せ
な
い
箇
所
が

未
だ
あ
る
︒
そ
れ
を
引
用
し
贅
注
を
附
し
て
お
く
︒

｢エ
ビ
ス
さ
ん
が
鯛
つ
っ
た
︑
鯛
つ
っ
た
﹂
と
い
う
見
世
物
を
イ
ー
ヤ

ン
は
い
つ
も
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
︒
大
き
な
エ
ビ
ス
さ
ま
の
面
を
つ
け
て
︑

ベ
レ
ー
を
か
ぶ
り
︑
鯛
の
か
か
っ
た
釣
竿
を
肩
に
か
け
︑
何
の
つ
も
り
な

の
で
す
か
︑
腰
の
ま
わ
り
に
︑
張
子
の
馬
を
ま
と
い
つ
け
て
︑
そ
の
﹁
鯛

つ
っ
た
︑
鯛
つ
っ
た
﹂
を
唄
い
乍
ら
ぐ
る
ぐ
る
と
廻
る
の
で
す
︒
見
物
料

は
五
厘
で
し
た
が
︑
イ
ー
ヤ
ン
は
毎
度
こ
の
出
費
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
と

こ
ろ
を
見
ま
す
と
︑
何
か
あ
れ
に
も
然
る
べ
き
値
う
ち
は
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
先
生
の
知
る
限
り
に
お
き
ま
し
て
は
︑
完
全

な
無
意
味

ナ
ン
セ
ン
ス

と
︑
こ
れ
ま
た
完
全
な
弛
緩

ス
ロ
ー
モ
ー

と
が
︑
人
を
深
い
眠
り
に
誘
う

だ
け
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
︒︵
Ⅴ
回
＝
初
版
43
ペ
ー
ジ
︶

私
見
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
︿
﹁
エ
ビ
ス
さ
ん
が
鯛
つ
っ
た
︑
鯛
つ
っ
た
﹂
と
い

う
見
世
物
﹀
は
天
王
寺
の
蛸
々
の
最
後
部
分
で
あ
る
︒
蛸
々
は
将
門
眼
鏡
の
見
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料
で
稼
ぐ
大
道
見
世
物
で
あ
っ
た
︒
前
田
勇
﹃
上
方
演
芸
辞
典
﹄︵
東
京
堂
出

版
・
昭
和
四
十
一
年
七
月
十
日
︶
の
﹁
蛸
々
踊
り
﹂
項
が
概
略
を
示
す
︒
元
形

は
将
門
眼
鏡
の
見
料
で
稼
ぐ
飴
売
り

︱
将
門
眼
鏡
は
オ
ラ
ン
ダ
渡
来
︑
多
面

カ
ッ
ト
の
レ
ン
ズ
を
羽
子
板
状
木
枠
に
は
め
込
ん
だ
も
の②
で
︑
レ
ン
ズ
を
透
し

て
見
る
と
一
の
対
象
が
多
数
に
増
え
て
見
え
る
︒
将
門
眼
鏡
は
落
語
に
採
り
入

れ
ら
れ
︑
春
風
亭
柳
朝
﹁
眼
鏡
屋
泥
棒
﹂
を
﹃
評
判
落
語
全
集
中
巻
﹄︵
大
日

本
雄
弁
会
講
談
社
・
昭
和
八
年
八
月
八
日
︶
で
読
め
る
︒
伝
来
は
今
井
湊
﹁
鞘

絵
と
将
門
眼
鏡
﹂︵
昭
和
四
十
三
年
五
月
二
十
五
日
刊
﹃
蘭
学
資
料
研
究
会
研

究
報
告
﹄︶
に
精
し
い
︒
商
売
姿
態
は
戸
田
晧
画
﹃
し
ん
版
車
づ
く
し
﹄︵
伊
勢

勝
・
明
治
十
七
年
九
月
︶
中
に
描
か
れ
た
︒
渡
部
乙
羽
﹁
江
戸
市
中
世
渡
り

種
﹂︵
明
治
二
十
五
年
九
月
十
日
刊
﹃
風
俗
画
報
﹄︶
に
掲
げ
る
︿
飴
う
り
腰
付

馬
﹀︑
う
き
よ
﹁
江
戸
市
中
世
渡
り
種
﹂︵
明
治
三
十
年
九
月
十
日
刊
﹃
風
俗
画

報
﹄︶
に
掲
げ
る
︿
八
角
目
鏡
﹀︑
菊
地
貴
一
郎
﹃
江
戸

府
内

絵
本
風
俗
往
来
﹄︵
東
陽

堂
支
店
・
明
治
三
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
︶
に
掲
げ
る
︿
唐
人
飴
ホ
ニ
ホ

ロ
﹀

︱
で
あ
ろ
う
︒

天
王
寺
の
蛸
々
を
調
べ
ま
と
め
た
単
行
書
と
し
て
︑
岸
本
彩
里
童
人
﹃
天
王

寺
の
蛸
〳
〵
眼
鏡
﹄︵
子
寿
里
庫
︑
昭
和
十
二
年
五
月
八
日
︶
が
あ
る
︒
同
書

に
拠
る
と
︑
明
治
初
年
︑
阪
田
清
吉
が
元
祖
︒
船
木
嘉
吉
︹
万
延
元
年
生
れ
︺

の
一
座
が
跡
を
引
き
継
い
だ
︒
彼
岸
時
︑
天
王
寺
の
東
門
付
近
で
︑﹁
と
う
さ

ん
︑
ぼ
ん
さ
ん
︑
眼
鏡
を
お
目
々
に
し
っ
か
り
つ
け
て
︑
ハ
イ
ヨ
ウ
蛸
じ
ゃ
い

な
蛸
じ
ゃ
い
な
﹂
ト
人
を
集
め
る
︒
三
銭
で
将
門
眼
鏡
を
貸
す
︒
張
り
ぼ
て
の

大
蛸
を
頭
か
ら
被
っ
た
二
人
の
座
員
︑
松
本
利
吉
・
西
川
亀
吉
が
身
振
り
お
か

し
く
踊
り
出
す
︒
下
座
は
船
木
か
ね
の
担
当
︒
次
は
︑
馬
の
首
と
尻
状
の
張
子

を
腰
に
結
び
つ
け
た
二
人
が
︑
駆
け
ま
わ
り
︑
刀
で
渡
り
合
う
︒
最
後
は
﹁
め

で
た
い
な
〳
〵
﹂︒
張
り
ぼ
て
の
恵
比
寿
頭
を
被
り
︑
鯛
を
片
手
に
廻
る
︒﹁
こ

れ
で
三
銭
の
泣
き
別
れ
﹂
ト
将
門
眼
鏡
を
回
収
す
る
︒
毎
回
二
百
円
前
後
の
収

益
が
あ
っ
た
︑
と
い
う
︒
こ
の
見
世
物
を
挿
絵
付
き
で
活
写
し
た
小
出
楢
重
の

随
筆
﹁
春
の
彼
岸
と
た
こ
め
が
ね
﹂
︵
昭
和
二
年
四
月
一
日
刊
﹃
大
阪
朝
日
新

聞
﹄︶
が
有
名
で
あ
る
︒
小
出
が
︑

私
は
︑
今
に
な
ほ
彼
岸
と
い
へ
ば
こ
の
蛸
め
が
ね
を
考
へ
る
︒
矢
張
り

相
変
ら
ず
彼
岸
と
な
れ
ば
天
王
寺
の
境
内
へ
現
は
れ
て
ゐ
る
も
の
か
ど
う

か
︑
そ
れ
と
も
あ
の
蛸
も
大
将
も
死
ん
で
了
つ
て
息
子
の
代
と
な
つ
て
ゐ

は
し
な
い
か
︑
或
は
息
子
は
あ
ん
な
馬
鹿
な
真
似
は
嫌
だ
と
い
つ
て
相
続

を
し
な
か
つ
た
ら
う
か
︑
或
は
現
代
の
子
供
は
そ
ん
な
も
の
を
相
手
に
し

な
い
の
で
自
滅
し
て
了
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
︒
何
に
し
て
も
忘
れ

ら
れ
な
い
見
世
物
で
あ
る
︒

と
結
ん
で
か
ら
も
な
お
十
余
年
後
ま
で
︑
こ
の
見
世
物
は
生
き
延
び
た
︒
龝
村

正
治
・
牧
村
史
陽
編
﹃
大
阪
弁
﹄
第
二
集
︵
清
文
堂
書
店
・
昭
和
二
十
六
年
八

月
一
日
︶
が
︑
表
紙
に
蛸
〳
〵
眼
鏡
を
描
き
︹
山
口
艸
平
絵
︺︑
十
五
ペ
ー
ジ

解
説
に
︿
皆
空
襲
で
焼
け
て
し
ま
つ
て
︑
そ
の
後
復
活
の
望
み
は
な
い
﹀
と
記

加
藤
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
を
読
む

三
四
六



し
た
︒
戦
後
は
存
在
し
な
い
︒
一
柳
安
次
郎
﹁
天
王
寺
の
思
出
﹂︵
昭
和
六
年

三
月
一
日
刊
﹃
上
方
﹄︶
が
蛸
〳
〵
眼
鏡
を
︿
理
智
に
聡
く
な
つ
た
今
の
子
供

に
は
︑
馬
鹿
々
々
し
か
ら
う
が
︑
還
暦
に
近
い
昔
の
子
供
に
は
︑
ど
う
し
て
も

あ
こ
が
れ
の
種
で
あ
る
﹀
と
回
想
す
る
︒
宮
本
又
次
も
︿
彼
岸
の
中
日
﹀
に
は

天
王
寺
へ
参
り
︑︿﹁
蛸
た
こ
眼
鏡
﹂
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
︒﹁
タ
コ
タ
ア
コ
﹂

と
変
な
身
振
り
の
お
ど
り
︑
こ
れ
を
六
角
形
の
硝
子
の
目
鏡
で
見
せ
て
も
ら
っ

た
︒
そ
の
あ
と
で
恵
比
寿
の
鯛
釣
り
︑
軍
人
の
戦
争
ご
と
を
し
て
見
せ
た
︒
張

り
ぼ
て
の
馬
︑
銀
紙
張
り
の
竹
刀
を
か
ざ
し
︑
腹
と
背
中
に
同
じ
張
り
ボ
テ
の

馬
の
首
と
尻
を
つ
け
て
駆
け
ま
わ
っ
た
︒
同
じ
扮
装
の
一
人
が
追
い
か
け
て
︑

戦
争
の
真
似
事
を
し
た
︒
こ
れ
を
六
角
形
の
硝
子
目
鏡
︑
万
華
鏡
で
見
る
︒
二

六
︑
一
二
で
︑
一
二
人
の
姿
が
走
り
ま
わ
る
よ
う
に
見
え
た
﹀
と
回
想
す
る

︵﹃
上
方
の
研
究
第
一
巻
﹄︹
清
文
堂
出
版
・
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
二
十
日
︺︶︒

本
作
に
戻
る
︒
お
そ
ら
く
お
金
を
出
し
た
イ
ー
ヤ
ン
が
将
門
眼
鏡
を
独
占
し
︑

先
生
は
そ
れ
を
貸
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
眼
鏡
無
し
で
見
る

︿
エ
ビ
ス
さ
ん
が
鯛
つ
っ
た
﹀
は
何
の
面
白
味
も
な
い
見
世
物
で
あ
る
︒
将
門

眼
鏡
に
よ
る
大
衆
的
興
奮
を
享
楽
出
来
な
か
っ
た
先
生
は
︑
代
り
に
眼
鏡
に
囚

わ
れ
ぬ
見
方
を
得
た
︒
先
生
は
︑﹁
京
都
の
自
然
と
芸
術

黒
谷
墓
地
︵
上
︶﹂

の
語
を
借
り
れ
ば
︿
阿
呆
な
騒
ぎ
か
ら
エ
ス
ケ
ー
プ
﹀
し
続
け
る
︒

三

創
作
の
ヒ
ン
ト
を
先
行
作
品
に
探
る
︒

石
田
静
子
が
︿
蘆
刈
と
い
う
題
名
に
惹
か
れ
て
つ
い
読
み
始
め
た
︒
同
名
の

謡
曲
も
あ
り
︑
何
か
ロ
マ
ン
的
な
も
の
も
連
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
果
し
て

そ
れ
は
ロ
マ
ン
の
香
り
紛
々
た
る
夢
の
よ
う
な
物
語
だ
っ
た
︒
︹
略
︺
蘆
の
浪

速
に
住
ん
だ
作
者
は
︑
自
分
を
し
お
れ
た
蘆
に
た
と
え
て
い
る
箇
所
も
あ
り
︑

ま
た
一
農
僕
が
﹁
蘆
刈
﹂
を
舞
う
場
面
も
あ
っ
て
題
名
の
由
来
も
床
し
く
︑
今

は
故
郷
を
遠
く
離
れ
て
住
む
私
に
は
︑
何
か
ら
何
ま
で
無
性
に
な
つ
か
し
い
一

書
だ
っ
た
﹀
と
書
き
︑
謡
曲
﹁
蘆
刈
﹂
を
想
定
す
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑

そ
う
簡
単
で
は
な
い
︒
本
文
に
︑
作
者
の
︿
自
分
を
し
お
れ
た
蘆
に
た
と
え
て

い
る
箇
所
﹀
は
無
く
︑
有
る
の
は
自
分
を
︿
し
を
れ
﹀
た
︿
真
菰
﹀
に
た
と
え

て
い
る
箇
所
︵
Ⅰ
回
＝
初
版


ペ
ー
ジ
︶
で
あ
り
︑︿
一
農
僕
が
﹁
蘆
刈
﹂
を

舞
う
場
面
﹀
も
無
く
︑
有
る
の
は
朽
木
家
の
下
男
が
︿﹁
蘆
の
葉
の
笛
を
ふ
き

⁝
⁝
﹂
と
い
う
一
句
が
あ
﹀
る
︿
何
か
能
ら
し
き
も
の
を
一
サ
シ
舞
﹀
う
場
面

︵
Ⅻ
回
＝
初
版
106
ペ
ー
ジ
︶
で
︑
こ
の
一
句
は
﹁
猩
々
﹂
が
出
所
で
あ
る
︒
謡

曲
﹁
蘆
刈
﹂
ヒ
ン
ト
説
を
斥
け
よ
う
︒

い
よ
い
よ
﹃
朝
日
新
聞
﹄
の
書
評
や
宇
田
正
が
前
振
り
し
た
︑
谷
崎
潤
一
郎

﹁
蘆
刈
﹂︵
昭
和
七
年
十
一
月
一
日
刊
お
よ
び
十
二
月
一
日
刊
﹃
改
造
﹄
↓
﹃
自

筆
本
蘆
刈
﹄︹
創
元
社
・
昭
和
八
年
四
月
︺
↓
﹃
春
琴
抄
﹄︹
創
元
社
・
昭
和
八

加
藤
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
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読
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年
十
二
月
十
日
︺︶
と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
︒

本
作
に
つ
い
て
最
も
優
れ
た
先
行
研
究
で
あ
る
原
章
二
が
両
作
の
繋
が
り
を

追
求
し
た
︒﹁
狐
と
近
代
﹂
章
で
原
は
ま
ず
︑
永
井
荷
風
と
谷
崎
潤
一
郎③
と
の

作
中
登
場
人
物
に
お
け
る
狐
の
し
る
し
を
確
認
す
る
︒
次
に
一
雄
の
全
著
作
か

ら
︑﹁
野
火④
﹂
の
狐
・﹁
無
名
の
南
画
家
﹂
の
︿
化
け
﹀
る
・﹁
池
大
雅
﹂
の
狐

を
概
観
す
る
︒
そ
の
う
え
で
原
は
︑
本
作
志
乃
が
︿
浄
楽
寺
の
狐
に
履
物
を
と

ら
れ
﹀
た
挿
話
︵
Ⅹ
回
＝
初
版
87
ペ
ー
ジ
︶
か
ら
彼
女
が
︿
狐
に
嫁
入
り
し

た
﹀
と
読
む
︒

一
雄
の
﹃
蘆
刈
﹄
が
潤
一
郎
の
﹃
蘆
刈
﹄
を
意
識
し
て
い
な
い
は
ず
は
な

い
︒
そ
れ
は
書
き
出
し
の
一
行

︱
﹁
先
生
の
名
は
京
屋
佐
吉
と
申
し
ま

し
て
︑
打
ち
つ
づ
く
乱
世
に
恐
れ
を
な
し
︑
京
阪
沿
線
の
片
隅
に
逼
迫
し

て
細
々
と
暮
し
て
お
り
ま
し
た
﹂
と
い
う
語
り
に
も
う
十
二
分
に
あ
き
ら

か
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
ぼ
く
は
︑
一
雄
が
ど
こ
ま
で
そ
れ
を
自
覚
し
て
い

た
か
は
知
ら
な
い
が
︑
と
も
か
く
事
実
に
お
い
て
︑
一
雄
の
﹃
蘆
刈
﹄
は

潤
一
郎
の
﹃
蘆
刈
﹄
に
対
す
る
強
力
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
り
批
判
に
な

っ
て
い
る
と
思
う
︒
潤
一
郎
の
﹃
蘆
刈
﹄
で
は
物
語
が
完
結
す
る
︒︹
略
︺

だ
が
一
雄
の
﹃
蘆
刈
﹄
は
成
就
と
い
う
こ
と
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
︒
そ
こ

で
の
話
は
︑
構
築
さ
れ
つ
つ
解
体
さ
れ
る
︒

と
説
く
︒
杉
本
秀
太
郎
﹁
西
国
記
﹂
が
︿
原
君
の
﹃
加
藤
一
雄
の
墓
﹄
は
︑
殊

に
﹁
狐
と
近
代
﹂
の
一
章
な
ど
︑
こ
れ
は
狐
が
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
怪
し

い
胸
さ
わ
ぎ
を
お
ぼ
え
る
く
ら
い
に
面
白
い
﹀
と
絶
賛
し
た
通
り
︑
鮮
や
か
な

論
で
あ
る
︒

蛇
足
な
が
ら
︑
志
乃
が
︿
お
も
む
ろ
に
先
生
の
方
を
振
返
り
︑
少
し
照
れ
た

狐
み
た
い
な
微
笑
を
浮
べ
﹀
る
︵
28
回
＝
238
ペ
ー
ジ
︶
場
面
も
あ
っ
た
︒

名
詮
自
称
も
強
調
し
た
い
︒
志
乃
は
も
ち
ろ
ん
信
太
狐
で
あ
る
︒

本
作
と
潤
一
郎
﹁
蘆
刈
﹂
と
を
重
ね
る
理
由
を
さ
ら
に
一
つ
加
え
る
な
ら
ば
︑

ヒ
ロ
イ
ン
が
︿
臈
た
け
た
﹀
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
谷
崎
﹁
蘆
刈
﹂
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
︿
む
か
し
の
物
の
本
に

﹁
蘭
た
け
た
﹂
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
﹀
の
を
借
り
て
語
ら
れ
る⑤
︒

一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
で
も
ヒ
ロ
イ
ン
が
︑

︹
そ
め
︺
叔
母
の
眼
か
ら
見
ま
す
と
お
志
乃
ち
ゃ
ん
も
︑
﹁
え
ろ
う
臈
た
け

た
﹂
そ
う
で
あ
り
ま
す
︒﹁
臈
た
け
た
﹂
と
は
こ
の
場
合
︑
空
し
く
老
い

て
空
し
く
美
し
い
︑
と
い
う
嗟
嘆
の
響
を
秘
め
て
お
り
ま
す
︒︵

回
＝

初
版
117
ペ
ー
ジ
︶

と
表
現
さ
れ
る
︒

潤
一
郎
も
一
雄
も
本
歌
取
り
を
駆
使
し
た
︒

潤
一
郎
﹁
蘆
刈
﹂
は
︑
塩
崎
文
雄
﹁
﹃
蘆
刈
﹄
余
影
﹂︵
一
九
九
二
年
十
二
月

十
日
刊
﹃
日
本
文
学
﹄
︶
に
拠
れ
ば
︿
物
語
が
記
述
さ
れ
て
い
る
時
点
︹
昭
和

七
年
︺・
蘆
間
か
ら
現
れ
た
男
が
物
語
を
物
語
る
時
点
︹
昭
和
四
年
︺・
物
語
の

内
的
時
間
︵
そ
れ
は
父
が
男
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
語
り
と
︑
男
の
語
り
と
の
二

加
藤
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
を
読
む
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重
構
造
に
な
っ
て
い
る
︶︹
明
治
期
︺
の
四
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
﹀
が
︑
最

奥
の
芹
橋
慎
之
助
の
語
る
部
分
に
集
中
し
て
︑﹃
大
和
物
語
﹄
百
四
十
八
段⑥
を

取
り
入
れ
て
い
る
︒

一
雄
も
早
く
か
ら
﹃
大
和
物
語
﹄
に
関
心
を
持
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

原
の
紹
介
し
た
一
雄
高
校
時
代
の
著
作
﹁
四
つ
の
話
﹂
最
初
﹁
野
火
﹂
を
振

り
返
る
︒
起
承
転
結
構
成
を
附
す
と
︑
梗
概
は
︑

︹
起
︺
敬
助
が
︿
今
別
れ
て
来
た
奥
様
﹀
の
襟
巻
を
思
い
出
し
︑
動
物
屋
で
狐

を
買
っ
て
帰
る
︒

︹
承
︺︿
細
君
﹀
か
ら
苦
情
が
出
て
︑
狐
は
丘
に
放
た
れ
る
︒

︹
転
︺
丘
に
野
火
の
た
つ
の
を
見
て
︑︿
細
君
﹀
が
︿
狐
は
焼
け
は
し
な
い
で
せ

う
か
？
﹀
と
心
配
す
る
︒

︹
結
︺︿
焼
け
ろ
〳
〵
狐
な
ん
か
焼
け
死
ん
で
了
へ
﹀
と
敬
助
は
︿
こ
こ
ろ
の
中

で
悦
し
げ
に
﹀
叫
ぶ
︒

と
い
う
短
編
小
説
で
あ
っ
た
︒

私
は
﹁
野
火
﹂
か
ら
︑
古
典
の
歌
徳
譚
を
連
想
す
る
︒
そ
れ
は
︑

︹
起
︺
結
婚
し
て
い
る
男
が
新
し
い
女
に
惹
か
れ
る
︒

︹
承
︺
男
が
元
の
女
の
許
へ
帰
り
︑
ま
た
出
か
け
る
︒

︹
転
︺
元
の
女
が
︿
風
吹
け
ば
お
き
つ
し
ら
な
み
た
つ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ

と
り
越
ゆ
ら
む
﹀
と
心
配
す
る
︒

︹
結
︺
男
の
心
は
元
の
女
に
戻
っ
て
治
ま
る
︒

と
の
話
で
あ
っ
た
︒﹃
古
今
集
﹄
雑
下
・
﹃
伊
勢
物
語
﹄
二
十
三
段
・﹃
大
和
物

語
﹄
百
四
十
九
段
等
に
見
え
る
︒﹁
野
火
﹂
は
こ
れ
ら
の
本
歌
取
り
で
あ
ろ
う
︒

四

で
は
︑﹃
大
和
物
語
﹄
百
四
十
八
段
と
︑
潤
一
郎
﹁
蘆
刈
﹂
慎
之
助
・
お
遊

の
話
と
︑
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
の
関
係
を
追
っ
て
み
よ
う
︒

(
�
)
愛
し
合
う
男
女
の

p
a
ir
が
い
た
︒

大
和
物
語

︿
津
の
国
の
難
波
の
わ
た
り
に
﹀︿
あ
ひ
し
り
て
と
し
ご
ろ
あ
り
け

る
﹀
夫
婦
が
い
た
︒

潤
一
郎

芹
橋
慎
之
助
は
小
曾
部
静
を
娶
り
つ
つ
︑
二
人
し
て
静
の
姉
・
お
遊

様
に
仕
え
る
︒
慎
之
助
と
お
遊
様
と
は
実
事
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
関
係

に
あ
る
︒

一
雄

先
生
は
幼
時
か
ら
︑
︿
祖
父
の
方
の
遠
縁
で
﹀︿
頭
が
お
か
し
く
な
﹀
っ

た
︑
年
上
の
お
姫
様
お
志
乃
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
育
つ
︒

(
	
)
男
は
︑
自
分
の
こ
と
よ
り
相
手
の
女
を
幸
せ
に
し
た
い
と
願
望
す
る
︒

大
和
物
語

男
が
︿
を
の
れ
は
と
て
も
か
く
て
も
経
な
む
︒
女
の
か
く
若
き
ほ

ど
に
か
く
て
あ
る
な
む
︑
い
と
い
と
お
し
き
︒
京
に
の
ぼ
り
て
宮
仕
へ
を
せ

よ
﹀
と
送
り
出
す
︒

神
田
秀
夫
﹃
古
典
一
周
﹄
上
︵
明
治
書
院
・
昭
和
三
十
六
年
五
月
五
日
︶
は

︿
若
い
妻
を
美
し
く
し
て
お
き
た
い
と
思
う
と
︑
国
経
の
大
納
言
の
よ
う
に
自

加
藤
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
を
読
む

三
四
九



分
を
疎
外
し
て
考
え
て
し
ま
っ
て
後
で
悔
む
型
に
属
﹀
す
る
男
と
要
約
し
た
︒

潤
一
郎

後
年
﹁
少
将
滋
幹
の
母
﹂
に
国
経
を
描
く
谷
崎
は
︑
同
型
に
属
す
芹

橋
慎
之
助
を
描
い
た
︒

慎
之
助
は
︿
巨
椋
の
池
の
御
殿
と
や
ら
へ
行
つ
て
き
ら
び
や
か
な
襖
や
屏
風

の
お
く
ふ
か
い
あ
た
り
に
住
ん
で
く
だ
さ
い
﹀
と
お
遊
に
説
得
す
る
︒

一
雄

志
乃
は
京
屋
で
︿
艶
麗
し
た
た
る
ば
か
り
の
お
姫
さ
ま
﹀
と
扱
わ
れ

︵
Ⅶ
回
＝
初
版
57
ペ
ー
ジ
︶︑
先
生
も
そ
の
よ
う
に
対
応
し
た
︒︿
野
州
高
崎
近

在
の
︑
炭
屋
で
は
な
い
︑
銀
行
の
頭
取
さ
ん
﹀
と
の
縁
談
を
取
り
次
ぐ
︒

自
力
で
は
女
の
栄
耀
栄
華
を
実
現
さ
せ
ら
れ
な
い
男
が
︑
女
の
出
発
を
祝
福

す
る
︒
こ
の
テ
ー
マ
は
一
雄
に
親
し
く
︑
皮
肉
な
口
調
な
が
ら
の
温
か
い
応
援

を
︑
高
校
時
代
の
戯
曲
﹁
ぶ
ら
ん
こ
﹂︹
幼
馴
染
の
敬
助
・
康
吉
・
み
づ
子
が

幼
時
や
っ
た
よ
う
に
︑
丘
上
で
ぶ
ら
ん
こ
遊
び
を
す
る
︒
み
づ
子
は
近
日
結
婚

し
て
仏
蘭
西
へ
行
く
ら
し
い
︺
や
︑﹁
沼
﹂︹
事
業
に
失
敗
し
競
馬
に
通
う
父
︑

大
学
の
化
学
研
究
で
失
明
し
た
次
兄
・
俊
一
︑︿
沼
に
沈
ん
で
行
く
様
﹀
な
家

で
︑
妹
・
正
子
は
東
京
へ
嫁
に
行
く
こ
と
を
望
む
︒
父
も
俊
一
も
皮
肉
な
反
応

し
か
示
さ
な
い
︒
正
子
の
大
好
き
だ
っ
た
亡
長
兄
は
︑
正
子
を
抱
き
上
げ
て
海

を
見
せ
た
と
い
う
︒
俊
一
も
正
子
を
高
く
抱
き
上
げ
る
︺
で
も
描
い
て
い
た
︒

(


)
女
は
︑
栄
耀
栄
華
な
生
活
に
入
る
︒

大
和
物
語

︿
こ
の
宮
仕
へ
す
る
と
こ
ろ
の
北
の
方
亡
せ
た
ま
う
て
︑︹
略
︺
こ

の
人
を
お
も
ふ
た
ま
ひ
け
り
︒
お
も
ひ
つ
き
て
妻
に
な
り
に
け
り
︒
思
ふ
こ
と

も
な
く
め
で
た
げ
に
て
ゐ
た
﹀
り
︒

潤
一
郎

お
遊
は
︑
︿
金
に
あ
か
し
た
く
ら
し
﹀
に
入
る
︒

一
雄

志
乃
は
︿
向
う
へ
行
っ
た
ら
下
に
も
置
か
ぬ
奥
方
さ
ま
で
︑
お
志
乃
ち

ゃ
ん
は
唯
チ
ー
ン
と
坐
っ
て
る
だ
け
で
え
え
の
︒
こ
う
い
う
て
は
何
ど
す
け
ど
︑

京
屋
に
い
る
よ
り
は
あ
の
人
も
ず
っ
と
幸
せ
﹀︵
22
回
＝
初
版
193
ペ
ー
ジ
︶
に

な
る

︱
は
ず
で
あ
っ
た
︑
し
か
し
︑
志
乃
は
︑
行
く
と
決
断
し
た
直
後
に
喀

血
︒
実
現
は
先
送
り
さ
れ
る
︒

(
�
)
男
は
微
禄
す
る
︒

大
和
物
語

︿
蘆
に
な
ひ
た
る
男
の
か
た
ひ
の
や
う
な
る
姿
﹀
︒

潤
一
郎

慎
之
助
た
ち
は
︿
ろ
う
ぢ
の
お
く
の
長
屋
に
す
む
よ
う
な
お
ち
ぶ
れ

か
た
を
し
て
を
り
ま
し
た
﹀
︒

一
雄

︿
京
阪
沿
線
の
片
隅
に
逼
迫
し
て
細
々
と
暮
し
て
お
り
ま
し
た
﹀︵
Ⅰ
回

＝
初
版


ペ
ー
ジ
︶
︒

(
�
)
男
は
女
を
垣
間
見
す
る
︒

大
和
物
語

︿
下
簾
の
は
ざ
ま
の
あ
き
た
る
よ
り
︑
こ
の
男
ま
も
れ
ば
︑
わ
が

妻
に
似
た
り
︑
あ
や
し
さ
に
心
を
と
ゞ
め
て
み
る
﹀
︒

潤
一
郎

慎
之
助
は
︿
生
垣
の
す
こ
し
ま
ば
ら
に
な
つ
て
ゐ
る
隙
間
か
ら
中
を

の
ぞ
い
て
︑
ど
う
い
ふ
わ
け
か
身
う
ご
き
も
せ
ず
に
︑
そ
の
ま
ゝ
そ
こ
を
は
な

れ
な
い
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
︑
わ
た
く
し
も
葉
と
葉
の
あ
ひ
だ
へ
顔
を
あ

て
ゝ
の
ぞ
い
て
み
ま
し
た
﹀
︒

加
藤
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
を
読
む

三
五
〇



一
雄

︹
該
当
な
し
︺︒

(

)
和
歌
︒

大
和
物
語

男
︑︿
君
な
く
て
あ
し
か
り
け
り
と
お
も
ふ
に
も
い
と
ゞ
難
波
の

浦
ぞ
す
み
う
き
﹀
と
詠
む
︒

潤
一
郎

︿
君
な
く
て
あ
し
か
り
け
り
と
思
ふ
に
も

い
と
ゝ
難
波
の
う
ら
は

す
み
う
き
﹀︒

一
雄

︿
新
古
今
集
は
経
信
卿
の
歌

︱
︹
改
行
︺
み
し
ま
江
の

入
江
の
真

菰
︹
改
行
︺
雨
ふ
れ
ば
︹
改
行
︺
い
と
ど
し
を
れ
て

苅
る
人
も
な
し
︹
改

行
︺
の
風
情
で
あ
り
ま
し
た
﹀︵
Ⅰ
回
＝
初
版


ペ
ー
ジ
︶︒

生
活
力
の
乏
し
い
蘆
刈
男
も
た
く
み
な
歌
を
詠
む
が
︑
先
生
も
百
花
繚
乱
の

文
体
を
駆
使
し
て
夢
幻
の
世
を
伝
え
る
︒

次
に
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
の
谷
崎
離
れ
を
窺
う
︒

第
一
︑
お
静
や
そ
の
子
に
当
る
人
物
が
登
場
し
な
い
︒

岡
崎
義
恵
は
お
静
の
︿
献
身
に
は
何
か
性
的
な
も
の
や
病
的
な
動
機
が
こ
も

つ
て
い
る
こ
と
を
感
知
す
る
︒︹
略
︺
少
し
人
倫
を
超
え
た
被
虐
性
の
潜
在
を

感
ぜ
し
め
る
﹀︒
慎
之
助
に
つ
い
て
も
同
様
︒︿
お
遊
さ
ま
は
我
儘
に
育
つ
た
と

い
う
だ
け
で
な
く
︑
多
少
嗜
虐
性
の
傾
向
が
あ
つ
た
ら
し
く
推
測
さ
れ
る
﹀
と
︑

潤
一
郎
﹁
蘆
刈
﹂
に
︿
変
態
性
の
存
在
を
指
摘
﹀
し
た
︒

先
生
は
︑
異
常
性
欲
ど
こ
ろ
か
性
的
関
心
さ
え
露
に
し
な
い
︒
先
生
は
独
身

を
通
す
︒

﹁
京
都
画
壇
周
辺
帖
﹂
に
登
場
す
る
︿
細
君
﹀︿
家
の
子
供
ら
﹀
を
本
作
は
捨

象
す
る
︒
一
雄
が
︿
浅
利
さ
ん
﹀
モ
デ
ル
の
︑
独
身
だ
っ
た
河
野
通
一
か
ら
影

響
を
受
け
た
一
面
で
あ
ろ
う
︒

第
二
︑
先
生
の
職
場
縁
の
人
物
が
登
場
す
る
︒

昭
和
十
年
代
︑
先
生
の
周
辺
の
夥
し
い
死
が
描
か
れ
る
︒︿
ま
あ
何
と
い
う

荒
涼
無
慚
の
世
間
な
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
﹀
︵
Ⅵ
回
︑
初
版
50
ペ
ー
ジ
で
は

︿
世
間
﹀
を
︿
近
代
日
本
﹀
と
改
訂
︶
の
語
が
響
く
︒

第
三
︑
お
遊
の
栄
華
は
無
く
︑
志
乃
の
空
し
い
生
涯
を
描
く
︒

︿
古
今
集
の
序
に
引
き
ま
す
る
歌

︱
︹
改
行
︺
難
波
津
に
さ
く
や
こ
の
花

︹
改
行
︺
冬
ご
も
り
︹
改
行
︺
今
を
春
辺
と
さ
く
や
こ
の
花
︹
改
行
︺
と
い
う

歌
は
︑︹
略
︺
お
志
乃
ち
ゃ
ん
と
い
う
一
個
の
大
阪
娘
の
﹁
今
を
春
辺
と
さ
く
﹂

姿
を
髣
髴
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
仕
方
ご
ざ
い
ま
せ
ん
︒︵
Ⅸ
回
＝
初

版
75
ペ
ー
ジ
︶﹀
︒
こ
の
歌
の
︿
花
﹀
は
梅
の
花
だ
が
︑
一
般
に
︿
花
﹀
は
平
安

朝
以
後
︑
換
喩
で
桜
と
習
っ
た
︒
晩
年
の
志
乃
は
︑
円
山
公
園
し
だ
れ
桜⑦
と
運

命
を
共
に
す
る
︒
志
乃
の
死
期
を
︑
初
出
の
︿
戦
争
中
﹀
か
ら
戦
後
へ
ず
ら
す

の
も
︑
こ
れ
に
伴
う
措
置
だ
ろ
う
︒

桃
ち
ゃ
ん
も
お
志
乃
ち
ゃ
ん
も
︑
哀
れ
︑
あ
く
る
昭
和
二
十
一
年
の
円
山

の
桜
は
も
う
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
︹
略
︺
思
え
ば
︑
明
治

維
新
に
こ
の
世
に
出
て
き
て
︑
そ
の
維
新
体
制
が
崩
壊
し
︑
思
い
も
か
け

ぬ
夷
狄
の
占
領
下
に
︑
こ
の
名
木
は
静
か
に
枯
死
し
て
行
く
運
命
で
あ
り

加
藤
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
を
読
む

三
五
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ま
し
た
︒︵
27
回
＝
初
版
230
～
231
ペ
ー
ジ
︶

と
い
う
次
第
︒

第
四
︑
深
遠
な
哲
理
を
愉
し
く
分
り
易
く
伝
え
る
︒

本
作
の
基
底
に
も
︑

︹
生
家
近
く
の
︺
曼
陀
羅
院
を
初
め
と
し
ま
す
墓
場
の
影
響
は
︑
も
っ
と

哲
学
的
で
あ
り
ま
し
て
︑
深
刻
に
永
続
的
に
先
生
の
魂
に
浸
透
致
し
ま
し

た
︒
こ
の
世
で
死
者
の
数
は
生
者
の
数
よ
り
も
多
い
︑
と
い
う
フ
ラ
ン
ス

の
哲
学
者
の
原
理
を
先
生
欣
然
と
し
て
受
入
れ
て
お
り
ま
す
の
は
︑
一
に

も
っ
て
こ
の
浸
透
の
な
す
業
な
の
で
あ
り
ま
す
︒︵
Ⅵ
回
＝
54
ペ
ー
ジ
︶

と
の
感
慨
が
あ
っ
た
︒︿
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
﹀
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト⑧
︑

出
典
は
﹃
実
証
政
治
学
体
系
﹄︑︿
L
’H
u
m
a
n
ite

s
e

c
o
m
p
o
s
e

d
e

p
lu
s
d
e

m
o
r
ts

q
u
e

d
e

v
iv
a
n
ts
.﹀︹
清
水
幾
太
郎
﹃
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
﹄

︵
岩
波
書
店
・
一
九
七
八
年
九
月
十
日
︶
194
ペ
ー
ジ
よ
り
孫
引
き
︺
で
あ
ろ
う
︒

清
水
は
︿
人
類
は
︑
生
者
よ
り
も
死
者
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
﹀
と
訳
す
︒
ち

な
み
に
︑
同
文
の
別
訳
ら
し
き
も
の
︑︿
人
類
が
生
者
以
上
に
死
者
に
作
ら
れ

て
ゐ
る
﹀︵
石
川
三
四
郎
︶︑︿
人
間
は
生
者
よ
り
も
よ
り
多
く
死
者
よ
り
成
る
﹀

︵
本
田
喜
代
治
︶
を
瞥
見
し
た
︒
箴
言
と
し
て
は
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
の
訳
が
最
も

巧
み
で
︑
聞
き
か
じ
り
の

C
h
e
s
te
r
to
n
︿
死
せ
る
者
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹀︵
山

之
内
一
郎
訳
︶
へ
と
思
念
は
発
展
す
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
お
志
乃
ち
ゃ
ん
の
求
婚
者
は
︿
野
州
高
崎
近
在
の
︑
炭
屋
で
は

な
い
︑
銀
行
の
頭
取
さ
ん
︵
22
回
＝
初
版
193
ペ
ー
ジ
︒
傍
線
引
用
者
︶﹀
だ
が
︑

︿
炭
屋
﹀
と
は
誰
な
り
や
︒
民
俗
学
者
な
ら
炭
焼
小
五
郎
で
な
い
か
と
言
い
︑

国
文
学
者
な
ら
塩
原
多
助
で
な
い
か
と
言
う

︱
で
あ
ろ
う
︒
な
い
な
い
︑
な

い
な
い
︑
何
が
な
い
︑﹁
蘆
刈
﹂
謎
解
き
切
り
が
な
い
︒

注①

初
出
回
数
表
示
が
︑
初
出
は
十
八
回
ま
で
︿

﹀
内
に
ロ
ー
マ
数
字
︑
十
九
回
か

ら
二
十
八
回
ま
で
は
︿

﹀
内
に
ア
ラ
ビ
ヤ
数
字
で
示
さ
れ
る
︒

②

私
は
︑
二
〇
〇
六
︹
平
成
十
八
︺
年
七
月
下
旬
・
京
都
高
島
屋
で
の
催
し
﹁
い

ま
・
む
か
し
お
も
ち
ゃ
大
博
覧
会

︱
入
江
正
彦
児
童
文
化
史
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

︱
﹂
で
︑︿
将
門
眼
鏡
﹀
を
ガ
ラ
ス
戸
越
し
な
が
ら
実
見
し
た
︒
い
ま
多
田
敏
捷

編
﹃
お
も
ち
ゃ
博
物
館
17
子
供
の
乗
り
物
・
光
学
玩
具
﹄
︵
京
都
書
院
・
一
九
九
二

年
六
月
十
日
︶
に
将
門
眼
鏡
種
々
お
よ
び
︿
19
面
カ
ッ
ト
の
タ
コ
タ
コ
め
が
ね
で
見

る
﹀
図
像
の
写
真
︵
亀
村
俊
二
撮
影
︶
が
載
り
︑
兵
庫
県
歴
史
博
物
館
編
﹃
図
説
い

ま
・
む
か
し
お
も
ち
ゃ
大
博
覧
会
﹄
︵
河
出
書
房
新
社
・
二
〇
〇
四
年
五
月
三
十
日
︶

に
も
︑︿
将
門
眼
鏡
﹀
お
よ
び
�
面
カ
ッ
ト
の
眼
鏡
で
見
る
図
像
が
載
っ
て
︑
誰
で

も
追
体
験
出
来
る
︒
ま
こ
と
に
無
邪
気
で
他
愛
な
い
玩
具
で
あ
る
︒

③

谷
崎
と
狐
は
周
知
の
と
お
り
︒
三
島
由
紀
夫
も
昭
和
十
八
年
一
月
二
十
四
日
付
・

東
文
彦
宛
書
簡
に
︿
狐
の
美
感
と
い
ふ
か
︑﹁
狐
﹂
を
と
り
ま
く
美
の
世
界
と
そ
の

文
学
に
私
は
か
ね
て
関
心
を
も
つ
て
ゐ
ま
す
の
で
︑
自
由
に
本
を
出
版
で
き
る
地
位

に
な
つ
た
ら
﹁
狐
﹂
と
い
ふ
名
の
古
今
の
典
籍
を
編
集
し
た
書
物
を
出
す
の
が
︑
目

下
の
夢
で
す
︒﹁
お
伽
草
子
﹂
﹁
俳
文
﹂
﹁
浄
瑠
璃
﹂﹁
近
世
歌
謡
﹂
﹁
谷
崎
の
吉
野
葛
﹂

そ
こ
に
招
か
れ
る
の
は
か
う
い
ふ
も
の
ゝ
断
片
で
あ
り
ま
せ
う
︒
狐
は
谷
崎
氏
の
い

は
れ
る
や
う
に
日
本
の
永
遠
女
性
の
一
人
で
す
ね
﹀
と
記
し
て
い
た
︒

加
藤
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
を
読
む

三
五
二



④

第
四
高
等
学
校
﹃
北
辰
会
雑
誌
﹄
の
一
雄
著
作
は
︑
原
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
︒

︿
一
雄
の
在
学
中
に
は
大
正
十
三
年
七
月
五
日
︹
十
五
日
が
正
し
い
︺
発
行
の
第
百

号
か
ら
︑
昭
和
二
年
三
月
三
日
の
第
百
八
号
ま
で
の
計
九
号
が
発
行
さ
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
実
際
に
一
雄
の
作
品
あ
る
い
は
編
集
後
記
の
類
い
が
見
出
さ
れ
る
の
は
︑
百

号
に
お
け
る
詩
二
篇
︑
し
ば
ら
く
と
ん
で
百
五
号
に
お
け
る
戯
曲
一
篇
︑
百
六
号
に

お
け
る
短
篇
小
説
と
﹁
編
輯
の
後
に
﹂︑
百
七
号
に
お
け
る
﹁
六
号
雑
記
﹂︑
そ
し
て

百
八
号
に
お
け
る
戯
曲
お
よ
び
﹁
六
号
雑
記
﹂︑
そ
れ
で
す
べ
て
で
あ
る
﹀
と
報
じ

る
︒
実
際
は
上
記
の
ほ
か
︑
百
二
号
に
短
歌
︑
百
三
号
に
詩
一
篇
︑
百
五
号
に
詩
二

篇
︑
百
七
号
に
詩
一
篇
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

⑤

こ
の
︿
蘭
た
け
た
﹀
と
い
う
語
に
つ
い
て
︑
岡
崎
義
恵
﹃
近
代
日
本
の
小
説
﹄

︵
宝
文
館
・
昭
和
三
十
四
年
六
月
二
十
日
︶
の
出
し
た
疑
問
︑︿
こ
の
語
を
谷
崎
は
三

回
も
反
復
し
て
い
る
が
︑﹁
蘭
た
け
た
﹂
と
は
実
に
不
思
議
な
語
で
あ
る
︒
一
体

﹁
上
﨟
﹂
と
か
﹁
ら
う
た
し
﹂
と
か
い
う
語
は
﹁
大
言
海
﹂
に
も
﹁
大
日
本
国
語
辞

典
﹂
に
も
出
て
居
り
︑﹁
ら
う
た
げ
﹂
と
い
う
語
も
あ
る
が
︑﹁
蘭
た
け
た
﹂
な
ど
と

い
う
語
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
︒
上
﨟
ら
し
く
見
え
る
と
い
う
意
味
で
﹁
﨟
長
く
﹂

と
い
う
語
が
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
や
う
で
あ
る
が
︑
私
は
ま
だ
た
し
か
な
出
典

を
明
ら
か
に
し
な
い
︒﹁
蘭
﹂
と
い
う
字
を
﹁
ら
う
﹂
と
よ
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は

変
な
こ
と
で
あ
る
︒
谷
崎
は
物
の
本
に
あ
る
と
い
う
か
ら
︑
江
戸
の
戯
作
者
で
も
使

つ
て
い
る
の
で
あ
ら
う
か
︒
あ
る
い
は
﹁
﨟
闌
け
た
﹂
の
﹁
闌
﹂
の
連
想
で
﹁
蘭
﹂

に
転
訛
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
︑
私
に
は
わ
か
ら
な
い
使
い
方
で
あ
る
︒
こ

の
﹁
蘭
た
け
た
﹂
と
い
う
標
語
が
︑
お
遊
さ
ま
及
び
こ
の
作
の
象
徴
の
よ
う
に
感
じ

ら
れ
︑﹁
蘭
﹂
と
い
う
漢
字
の
美
し
さ
も
そ
れ
を
助
け
て
い
る
ら
し
い
が
︑
日
本
語

と
し
て
い
か
が
わ
し
い
も
の
で
︑
こ
の
作
の
古
典
的
気
分
を
殺
ぐ
も
の
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
は
︑
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
︒﹀
を
谷
崎
研
究
者
が
ど
う
解
決
し
た
か
も
︑

寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
︒
現
在
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
は
︑﹁
ろ
う
た
け
る
﨟
闌
・

﨟
長
﹂
で
立
項
す
る
︒﹁
好
色
一
代
女
﹂︿
﨟
蘭
て
﹀
注
で
︑
佐
藤
鶴
吉
が
︿
今
日
︑

皇
族
画
報
な
ど
の
説
明
に
︑﹁
ら
う
た
け
き
御
姿
﹂
な
ど
い
ふ
の
は
︑
形
容
詞
の

﹁
ら
う
た
し
﹂
と
こ
の
﹁
ら
う
た
く
﹂
と
の
活
用
を
混
淆
し
た
誤
で
︑
言
語
学
上
い

は
ゆ
る
錯
雑
現
象
で
せ
う
﹀
と
書
い
て
い
た
︵
昭
和
三
年
八
月
十
五
日
刊
﹃
慧
星
﹄︶︒

私
は
ま
だ
皇
族
画
報
な
ど
の
説
明
に
辿
り
つ
か
な
い
け
れ
ど
も
︒
今
そ
の
点
は
措
く
︒

⑥

類
話
掲
載
の
古
典
が
多
い
︒
原
田
敦
子
﹁﹃
大
和
物
語
﹄
蘆
刈
章
段
の
形
成
﹂︵
古

代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
編
﹃
古
代
中
世
文
学
論
考
第
10
集
﹄︹
新
典
社
・
平
成
十

五
年
十
一
月
七
日
︺︶
に
学
べ
ば
︑
歌
は
﹃
拾
遺
抄
﹄
・
﹃
拾
遺
集
﹄・﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄︑

説
話
は
﹃
神
道
集
﹄
﹃
今
昔
物
語
﹄
巻
三
十
の
五
ほ
か
︑
源
泉
・
影
響
を
探
れ
ば
さ

ら
に
拡
が
る
︒
谷
崎
﹃
自
筆
本

蘆
刈
﹄
の
北
野
恒
富
口
絵
は
﹁
大
和
物
語
蘆
刈

図
﹂
で
あ
り
︑
﹃
大
和
物
語
﹄
で
話
を
進
め
る
︒

⑦

本
作
の
円
山
公
園
し
だ
れ
桜
に
関
す
る
記
述
は
︑
田
中
緑
紅
﹃
明
治
文
化
と
明
石

博
高
翁
﹄︵
明
石
博
高
翁
顕
彰
会
・
昭
和
十
七
年
六
月
二
十
日
︶
を
︑
下
敷
き
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
︒

⑧

｢京
都
画
壇
周
辺
帖
�
﹂
︵
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
一
日
刊
﹃
日
本
美
術
工
藝
﹄︶

に
︿
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
が
い
っ
た
の
だ
そ
う
だ
が
︑﹁
こ
の
世
に
は
︑
な
ん

と
死
者
の
数
が
多
い
こ
と
か
！
﹂
﹀
と
あ
る
︒

正
誤

旧
稿
﹁
加
藤
一
雄
﹁
無
名
の
南
画
家
﹂
を
読
む
﹂︵
二
〇
〇
八
年
十
二
月
二
十

五
日
刊
﹃
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊
﹄︶
に
︑
原
章
二
以
外
︿
ま
と
ま
っ

た
作
品
研
究
が
存
在
し
な
い
﹀
と
書
き
︑
多
田
道
太
郎
﹁
加
藤
一
雄
﹃
無
名
の

南
画
家
﹄﹂︵
一
九
八
八
年
一
月
四
日
・
日
本
小
説
を
よ
む
会
第
三
一
九
回
報
告

レ
ジ
ュ
メ
︒
↓
荒
井
と
よ
み
・
山
田
稔
編
刊
﹃
日
本
小
説
を
読
む
︵
下
︶﹄︹
一

九
九
六
年
八
月
一
日
︺
所
収
に
拠
る
︶・
千
葉
俊
二
﹁
無
名
の
南
画
家
﹂︵
初
出

︹
一
九
九
四
年
八
月
刊
﹃
テ
ク
ネ
﹄︺︑
未
見
︑
﹃
物
語
の
モ
ラ
ル
﹄︹
青
蛙
房
・
平

成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
︺
所
収
︶
を
見
落
と
し
た
︒
失
礼
を
お
詫
び
し
て

訂
正
す
る
︒

加
藤
一
雄
﹁
蘆
刈
﹂
を
読
む

三
五
三


