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数
年
の
間
、
私
は
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
か
ら
帝
展
と
い
う
も
の
を
観
な
い
で

過
し
て
来
た
。
今
年
久
し
ぶ
り
に
ほ
ん
の
通
り
す
ぎ
る
程
度
で
は
あ
っ
た
が

そ
れ
ぞ
れ
数
百
点
の
日
本
画
、
洋
画
を
見
物
し
、
素
人
ら
し
い
感
想
に
み
た

さ
れ
た
。

　
私
が
記
憶
し
て
い
た
頃
の
帝
展
で
は
、
日
本
画
と
い
う
と
大
作
ぞ
ろ
い
で
、

一
室
の
壁
半
分
を
一
枚
で
占
め
る
よ
う
な
大
き
い
画
が
多
か
っ
た
。
秀
作
も

駄
作
も
大
き
さ
で
先
ず
観
衆
を
瞠
目
せ
し
め
る
風
で
あ
っ
た
。
今
年
は
、
そ

れ
が
い
ず
れ
も
余
り
大
き
い
作
品
が
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
大
家
連
が
筆

頭
で
小
品
風
な
も
の
を
、
小
品
風
な
筆
致
で
描
い
て
、
そ
の
範
囲
で
の
貫
録

を
示
す
か
の
よ
う
に
新
進
の
画
家
た
ち
と
は
別
に
ま
と
め
て
一
室
に
飾
ら
れ
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て
あ
る
。

　
私
は
絵
と
し
て
心
を
打
た
れ
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、

そ
の
絵
の
大
小
に
よ
っ
て
云
わ
ず
語
ら
ず
の
う
ち
に
示
さ
れ
た
日
本
の
大
画

家
連
の
製
作
を
も
左
右
し
て
い
る
世
間
の
不
景
気
の
反
映
に
興
味
を
感
じ
た
。

　
画
商
と
の
微
妙
な
連
関
で
自
分
の
画
の
市
価
と
い
う
も
の
が
定
り
、
そ
の

相
場
が
上
る
こ
と
で
画
家
と
し
て
の
価
値
を
き
め
ら
れ
て
い
る
清
方
、
栖
鳳
、

麥
僊
そ
の
他
の
日
本
画
大
家
連
は
、
こ
の
頃
の
経
済
的
ゆ
き
づ
ま
り
で
彼
等

の
高
価
な
絵
を
買
う
人
が
減
っ
て
も
絵
の
価
を
下
げ
ら
れ
ず
、
従
っ
て
そ
の

標
準
で
は
け
る
可
能
の
あ
る
小
さ
い
作
品
に
う
つ
る
と
こ
ろ
、
社
会
関
係
が

な
か
な
か
活
々
と
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
思
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
大
体
か
ら
云
っ
て
、
今
日
の
生
活
感
情
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
日
本
画
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が
材
料
の
上
か
ら
も
非
常
な
困
難
に
面
し
て
い
る
こ
と
が
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ

ら
れ
た
。
大
家
連
が
依
然
と
し
て
芸
者
、
舞
妓
、
花
、
蛙
な
ど
に
と
じ
こ
も

っ
て
い
る
に
対
し
、
題
材
と
し
て
新
し
い
方
向
を
求
め
、
例
え
ば
発
電
所
・

橋
・
市
街
鳥
瞰
図
風
の
素
材
を
扱
っ
た
新
人
も
あ
る
が
、
結
局
そ
れ
等
の
題

材
は
風
景
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
に
止
っ
て
い
る
し
、
日
本
画
と
し
て
の

技
術
上
か
ら
も
、
そ
れ
等
の
現
実
性
を
再
現
す
る
だ
け
立
体
的
に
は
描
け
て

い
な
い
。

　
題
材
は
何
で
あ
ろ
う
と
、
今
年
の
帝
展
の
日
本
画
の
大
部
分
は
、
私
に
、

日
本
画
が
今
で
は
一
つ
の
工
芸
品
的
な
も
の
に
変
っ
て
い
る
こ
と
を
つ
よ
く

印
象
づ
け
た
。

　
画
家
た
ち
は
殆
ど
一
人
の
こ
ら
ず
、
紙
や
絹
の
上
に
実
に
き
れ
い
に
し
か
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も
出
来
る
だ
け
厚
く
絵
の
具
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
る
。
近
づ

い
て
画
面
を
見
る
と
、
ど
れ
も
蒔
絵
の
よ
う
に
塗
ら
れ
て
い
て
、
私
は
こ
う

い
う
の
を
も
尚
描﹅
く﹅
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
塗
上
げ
術
の

問
題
は
あ
る
と
し
て
も
描
法
の
問
題
は
こ
こ
に
は
消
散
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、

そ
の
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
日
本
画
家
た
ち
の
日
常
生
活
を
も
、
つ
き
動
か
し
て
い
る
社
会
的
な
不
安

を
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
現
実
の
自
身
達
の
生
活
か
ら
は
既
に
と
び
去
っ
て
い

る
日
本
画
の
美
の
伝
統
の
範
囲
内
で
解
決
し
よ
う
と
不
可
能
な
焦
慮
を
し
て

い
る
。
そ
の
解
決
の
な
い
矛
盾
と
焦
慮
と
を
平
面
的
で
濃
厚
な
色
彩
で
辛
く

も
塗
り
圧
え
よ
う
と
し
て
い
る
苦
し
さ
が
画
面
か
ら
私
の
感
情
に
迫
っ
て
来

た
の
で
あ
っ
た
。
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洋
画
の
部
で
も
、
私
は
精
神
を
つ
か
ま
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
立
ち
止
る
よ

う
な
絵
に
は
出
会
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　
こ
の
洋
画
の
部
で
は
、
去
年
「
老
婆
」
を
出
品
し
て
一
般
の
注
意
を
ひ
い

た
漫
画
家
の
池
部
鈞
氏
が
今
年
は
「
落
花
」
と
い
う
小
さ
い
絵
を
出
し
、
二

列
に
並
べ
た
と
こ
ろ
の
上
の
方
に
一
寸
か
け
ら
れ
て
い
る
。
「
落
花
」
は
私

に
或
る
感
銘
を
与
え
た
。
眼
も
鼻
も
な
い
よ
う
に
顔
を
真
白
け
に
塗
っ
た

「
唄
わ
し
て
よ
」
の
少
女
が
首
に
手
拭
を
む
す
び
裾
を
は
し
折
っ
て
花
見
の

人
が
去
っ
た
後
の
緋
モ
ー
セ
ン
の
床
几
の
上
へ
一
人
、
す
ね
を
並
べ
て
足
袋

を
つ
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
小
さ
い
諷
刺
的
な
絵

は
、
感
覚
的
な
効
果
を
も
っ
て
日
本
の
下
層
階
級
生
活
の
貧
困
と
猥
雑
さ
と

そ
の
日
暮
し
の
感
じ
と
を
、
傍
観
的
に
、
だ
が
強
く
表
現
し
て
い
た
の
で
あ

7



る
。

　
私
は
「
落
花
」
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
池
部
氏
が
こ
の
社
会
的
感
情
を
更

に
一
歩
す
す
め
て
そ
の
中
に
あ
る
発
展
的
な
モ
メ
ン
ト
を
も
表
現
し
な
い
の

は
、
帝
展
と
い
う
場
所
の
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
は
池
部
氏
自
身
の

世
の
中
の
観
か
た
の
限
度
が
こ
こ
に
止
っ
て
い
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
な
の
で

あ
ろ
う
か
と
興
味
を
動
か
さ
れ
た
。

　
全
く
違
っ
た
意
味
で
印
象
に
の
こ
っ
て
い
る
油
絵
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ

れ
は
「
ピ
ア
ノ
の
前
」
と
い
う
題
で
一
人
の
背
広
服
の
紳
士
と
並
ん
で
訪
問

服
の
洋
装
夫
人
が
腰
か
け
て
い
る
左
手
の
ソ
フ
ァ
ー
に
、
一
人
全
裸
体
の
女

が
横
に
な
っ
て
い
る
大
き
な
絵
で
あ
る
。
作
者
猪
熊
弦
一
郎
氏
は
ア
ト
リ
エ

へ
訪
ね
て
来
た
雑
誌
記
者
に
向
っ
て
そ
の
絵
は
「
三
人
の
異
っ
た
人
間
の
性
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格
を
描
き
分
け
よ
う
と
云
う
の
で
す
。
右
の
男
は
田
舎
の
素
封
家
の
主
人
、

真
中
は
ワ
イ
フ
、
左
は
職
業
婦
人
。
こ
の
三
人
の
気
分
が
の
っ
て
い
ま
す
か

ね
」
と
語
り
な
が
ら
そ
の
絵
と
並
ん
だ
自
身
の
写
真
を
撮
ら
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
私
に
こ
の
絵
は
必
然
性
が
疑
わ
れ
る
絵
と
し
て
眼
に
の

こ
っ
た
。

　
田
舎
素
封
家
の
漫
画
的
鈍
重
さ
、
若
い
軽
や
か
な
妻
の
無
内
容
な
怠
惰
さ
、

そ
し
て
職
業
婦
人
が
或
る
皮
肉
を
も
っ
て
裸
一
貫
で
あ
る
こ
と
を
作
者
は
諷

刺
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
分
る
け
れ
ど
も
、
例
え

ば
職
業
婦
人
が
そ
の
性
格
を
発
揮
す
る
の
は
職
場
で
の
仕
事
に
お
い
て
で
あ

る
と
思
う
。
モ
デ
ル
と
い
う
職
業
婦
人
は
現
実
の
職
場
で
も
裸
に
な
る
の
で

は
あ
る
が
、
私
は
そ
の
モ
デ
ル
で
さ
え
、
職
業
に
お
け
る
個
人
の
性
格
の
閃
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く
瞬
間
は
、
彼
女
が
将
に
全
身
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
時
に
あ
る
と
感
じ
る
。

猪
熊
氏
が
画
面
の
新
奇
な
く
み
合
わ
せ
に
自
分
か
ら
興
じ
て
い
る
よ
う
に
私

に
は
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
度
洋
画
を
出
品
し
て
い
る
婦
人
画
家
の
作
品
を
見
て
、
私

は
、
寧
ろ
予
期
し
な
か
っ
た
印
象
を
与
え
ら
れ
た
。

　
材
料
的
に
見
て
も
、
生
活
の
進
歩
性
か
ら
見
て
も
、
ず
っ
と
自
由
で
あ
る

べ
き
油
絵
を
描
い
て
い
る
婦
人
画
家
の
作
品
よ
り
、
却
っ
て
窮
屈
な
条
件
に

し
ば
ら
れ
て
い
る
日
本
画
の
婦
人
画
家
の
作
品
の
或
る
も
の
の
方
が
、
或
る

意
味
で
活
々
と
し
た
感
受
性
を
働
か
し
、
社
会
の
日
常
生
活
に
も
ふ
れ
、
心

を
く
ば
っ
て
そ
こ
か
ら
題
材
を
見
出
し
て
来
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
の
は
何

故
で
あ
ろ
う
。
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有
馬
さ
と
え
氏
そ
の
他
、
そ
れ
ぞ
れ
の
力
量
を
示
す
作
品
を
出
品
し
て
い

る
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
面
白
か
っ
た
の
は
版
画
の
長
谷
川
多
都
子
氏
の
作
ぐ

ら
い
で
あ
っ
た
。
日
本
画
で
は
理
解
が
皮
相
的
な
憾うら
み
は
あ
る
が
「
煙
草
売

る
店
」
青
柳
喜
美
子
、
「
夕
」
三
谷
十
糸
子
、
「
娘
た
ち
」
森
田
沙
夷
な
ど

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
愛
す
べ
き
生
活
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
と
ら
え
て
、
画
に
生
活

の
感
情
を
ふ
き
込
も
う
と
し
て
い
る
に
対
し
て
煩
悶
の
な
い
有
馬
氏
の
「
後

庭
」
は
じ
め
「
温
室
」
「
レ
モ
ン
と
花
」
「
静
物
」
等
、
殆
ど
す
べ
て
が
ア

ト
リ
エ
中
心
で
あ
り
、
自
足
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
内
に
は
ま
っ
て
い
る

の
が
、
鋭
い
比
較
で
私
に
呼
び
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
全
く
こ
の
一
見
逆
の
結
果
は
ど
う
し
て
起
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
素

人
の
考
え
と
し
て
私
は
、
洋
画
を
か
く
婦
人
た
ち
が
、
洋
画
の
本
質
と
自
分
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の
日
常
生
活
と
に
あ
る
筈
の
進
歩
性
と
い
う
も
の
に
無
条
件
で
た
よ
り
す
ぎ

て
い
る
為
に
、
い
つ
し
か
反
対
の
沈
滞
に
陥
り
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
。

　
日
本
の
社
会
で
は
確
に
洋
画
を
女
に
な
ら
わ
せ
る
親
は
進
歩
的
で
あ
り
、

洋
画
そ
の
も
の
が
、
謂
わ
ば
そ
れ
に
従
事
す
る
婦
人
の
前
進
的
な
気
質
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
時
に
、
大
体
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
経
済
的
条
件
は
、

婦
人
画
家
た
ち
に
安
穏
な
ア
ト
リ
エ
を
与
え
、
苦
痛
な
し
に
絵
具
を
買
わ
せ

る
よ
う
な
程
度
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
生
活
の
平
俗
な
安
易
さ
が
、

才
能
を
さ
び
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
有
馬
さ
と
え
氏
の
よ
う
に
辛
苦
を
し
て
修
業
し
て
い
た
婦
人
画

家
さ
え
、
大
家
に
な
る
と
同
時
に
、
そ
の
作
品
は
ど
こ
や
ら
覇
気
を
失
っ
て
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い
る
こ
と
が
、
私
に
何
か
心
を
痛
ま
し
め
る
惜
し
さ
を
感
じ
さ
せ
た
の
で
あ

っ
た
。

　
画
の
新
し
さ
・
主
題
・
手
法
・
色
彩
の
溌
溂
と
し
て
新
鮮
な
感
覚
と
い
う

も
の
は
、
然
し
、
末
梢
的
な
狙
い
で
、
た
だ
色
よ
り
も
線
で
の
デ
ッ
サ
ン
を

主
に
す
る
よ
う
な
試
み
だ
け
で
獲
得
し
う
る
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
、

い
ろ
い
ろ
の
点
で
、
帝
展
の
数
百
点
の
画
か
ら
は
、
か
く
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
、

と
い
う
芸
術
上
の
教
訓
の
具
体
的
な
例
を
見
て
か
え
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
四
年
十
二
月
〕
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