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予
も
亦
明
晩
立
た
う
と
思
ふ
。
今
は
名
古
屋
に
往
く
人
を
見
送
る
爲
め
に
新
橋
に
來
て
ゐ
る
の
だ
。
待

合
室
は
發
車
を
待
つ
人
の
不
安
な
情
調
と
煙
草
の
烟
と
に
滿
た
さ
れ
て
居
る
。

　
商
標
公
報
と
い
ふ
雜
誌
の
綴
を
取
り
上
げ
て
見
る
。
此ここ
に
予
は
一
種
の
實
用
的
な
平
民
藝
術
を
味
ふ
事

が
出
來
て
大
に
面
白
か
つ
た
。
殺
鼠
劑
の
商
標
に
猫
が 

手  

帕 

ハ
ン
カ
チ

で
涙
を
拭
つ
て
居
る
圖
は
見
覺
え
の
あ
る

も
の
で
あ
る
が
、PA

R
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公
園
な
ど
と
云
ふ
石
鹸
は
餘
程
名
に
困
つ
た
物
と
見
え
る
。
そ
れ
で
も
二
つ
の

概
念
を
心
理
學
的
に
乃
至
藝
術
的
に
聯
絡
さ
せ
て
ゆ
く
と
、
俳
句
な
ど
と
は
違
つ
た
ま
た
一
種
の
興
味
あ

る
の
を
知
る
に
至
る
。
其
他
化
粧
品
に
菖
蒲
と
翡
翠
ひ
す
ゐ
と
の
組
合
せ
が
あ
る
。
怪
し
い
洋
人
の
移
寫
し
た
や

う
な
字
で
「
サ
ム
ラ
イ
印
」
と
か
い
ふ
騎
馬
武
者
の
木
綿
織
物
の
商
標
は
、
予
を
し
て
漫
ろ
に
横
濱
の
サ

ム
ラ
イ
商
會
の
店
頭
の
裝
飾
を
想
起
せ
し
め
た
。
是
れ
亦
確
か
に
西
洋
人
に
映
つ
た
日
本
趣
味
の
反
射
で

あ
ら
う
。
「
櫻
山
」
と
云
ふ
清
酒
が
あ
る
。
「
吉
野
」
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
か
う
云
ふ
の
は
よ
く
今
迄
他

の
人
が
附
け
ず
に
置
い
た
も
の
だ
と
感
心
す
る
。
道
中
姿
の 

華  

魁 

お
い
ら
ん

の
胸
か
ら
腰
に
か
け
て
「
正
宗
」
と

や
つ
た
の
は
露
骨
で
あ
る
が
奇
拔
で
あ
る
。B

acchus V
enus 

と
雙
方
を
神
性
に
す
る
西
洋
の
思
想
に
對

照
し
て
考
へ
る
と
更
に
一
段
と
面
白
い
。
鶫
麹
漬
と
い
ふ
の
は
何
と
讀
む
の
か
し
ら
む
。
電
車
の
全
形
を

圖
案
に
仕
組
む
な
ど
は
素
人
は
大
膽
な
も
の
だ
。
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天
明
頃
の
「
江
戸
町
中
喰
物
重
寶
記
」
と
い
ふ
本
を
見
た
事
が
あ
る
。
そ
の
中
の 

屋  

號 

や
じ
る
し

や
紋
所
や
簡

單
な
縁ふち
を
附
け
た
廣
告
を
思
ひ
出
す
。
當
時
有
名
だ
つ
た
と
い
ふ
お
ま
ん
鮨
な
ど
の
廣
告
を
見
る
と
一
種

懷
し
い
妙
な
心
持
に
な
る
。
神
社
佛
閣
に
張
る
千
社
札
を
三
卷
の
帖
に
集
め
た
好
事
家
の
苦
心
に
驚
か
さ

れ
た
事
が
あ
つ
た
が
「
日
本
廣
告
畫
史
」
な
ど
を
完
成
す
る
や
う
な
の
ん
氣
な
時
代
は
い
つ
來
る
事
や
ら
。

さ
う
云
へ
ば
立
派
な
浮
世
繪
史
さ
へ
ま
だ
碌
々
に
出
來
て
居
な
い
で
は
無
い
か
。
（
三
月
二
十
九
日
神
戸

に
て
。
）

　
昨
夜
神
戸
に
入
る
前
に
日
中
京
都
で
暮
し
た
。
け
れ
ど
も
今
何
も
目
に
殘
つ
て
居
る
も
の
と
て
は
無
い
。

あ
れ
ば
唯
河
原
の
布
晒
し
位
の
も
の
だ
。 

庚  

申 

か
う
し
ん

橋
と
か
い
ふ
橋
の
下
に
大
小
紅
紫
い
ろ
い
ろ
の
友
禪
の

半
襟
を
綱
に
弔
る
し
て
居
た
の
が
、
如
何
に
も
春
ら
し
く
京
都
ら
し
く
好
い
氣
持
で
あ
つ
た
。
も
一
つ
は

黒
田
清
輝
さ
ん
流
の
コ
バ
ル
ト
色
の
著
物
の
男
が
四
斗
樽
へ
一
ぱ
い
色
々
の
切きれ
を
入
れ
て
、
そ
れ
を
こ
ち

こ
ち
と
棒
で
か
き
𢌞
し
て
居
た
の
を
見
た
。
背
景
に
緑
を
斑ふ
入い
れ
に
し
て
灰
色
の
河
原
の
石
の
上
に
、
あ

ち
ら
こ
ち
ら
に
干
さ
れ
た
る
斑
ら
に
鮮
か
な
色
の
布
。
こ
ん
な
景
色
は
澤
山
見
ら
れ
た
。
然
し
京
都
で
は
、

た
と
へ
ば
一
人
の
人
が
河
原
に
仕
事
を
し
て
ゐ
て
、
五
六
の
人
が 

惘  

然 

ば
う
ぜ
ん

と
そ
れ
を
眺
め
入
つ
て
居
る
所

も
、
油
繪
の
や
う
に
は
見
え
な
い
で
、
却
つ
て
古
い
縁
起
も
の
の
繪
卷
物
の
一
部
を
仕
切
つ
た
や
う
に
見
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え
る
の
で
あ
る
。
京
極
の
方
か
ら
迷
ひ
込
ん
で
何
と
か
い
ふ
長
い
市
場
の
通
り
を
歩
い
た
が
、
そ
の
兩
側

の
家
の
、
た
と
へ
ば
蒲
鉾
屋
の
淡
紅
淡
緑
、
縞
入
り
の
蒲
鉾
、
魚
屋
の
手て
繰ぐ
り
も
の
の
小
鯛
、
黒
鯛
、
鰺
、

 

魴  
鮄 

は
う
ぼ
う

の
類
は
い
か
に
も
綺
麗
に
並
ん
で
居
る
が
、
然
し
決
し
て
カ
ン
　ヷ
ス
と
テ
レ
ビ
ン
で
取
扱
ふ
事
の

出
來
る
も
の
で
は
無
い
。
や
は
り
祐
信
、
春
信
等
の
趣
味
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
三
條
四
條
邊
の
町
で
よ
く
見
ら
れ
る
骨
董
店
の
英
山
、
歌
麿
の
類
は
、
今
の
東
京
で
見
る
よ
り
、

こ
ち
ら
で
見
た
方
が
い
か
に
も
當
然
で
、
居
る
可
き
所
に
居
る
や
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
燈
が
點
い
て
か
ら
三
條
か
ら
四
條
へ
出
る
河
沿
の
通
り
を
歩
い
て
見
た
。
「
未
墾
地
」
の
ネ
シ
ユ
ダ
ノ

フ
が
ロ
コ
コ
趣
味
の
老
夫
婦
が
家
に
入
る
時
の
心
よ
り
更
に
不
思
議
な
情
調
に
捉
へ
ら
れ
た
。
も
う
柳
の

間
か
ら
水
に
映
る
燈
が
見
ら
れ
た
。

　
い
ろ
い
ろ
の
人
を
訪
ね
た
が
誰
に
も
會
ふ
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
。
其
晩
神
戸
に
入
つ
た
。
（
三
月
二

十
九
日
神
戸
に
て
。
）

　
こ
つ
ち
へ
來
る
前
に
Ｈ
Ｙ
と
君
の
居
る
桶
屋
さ
ん
の
家
を
訪
ね
た
が
生
憎
お
留
守
で
殘
念
で
あ
つ
た
。

そ
の
前
に
も
ひ
と
り
の
人
と
三
人
で
中
澤
弘
光
氏
の
工
房
を
尋
ね
て
、
そ
れ
か
ら
君
の
處
へ
行
つ
た
の
で

あ
る
。
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京
都
見
物
の
前
に
中
澤
さ
ん
の
所
で
「
京
都
の
豫
感
」
を
、
實
は
味
は
う
と
思
つ
た
の
だ
が
、
生
憎
京

都
の
ス
ケ
ツ
チ
は
み
ん
な
板
彫
の
方
に
𢌞
つ
て
居
た
の
で
見
る
事
が
出
來
な
か
つ
た
。
僕
等
は
決
し
て
自

然
の
景
情
を
絶
對
的
な
自
分
の
眼
と
い
ふ
も
の
で
見
る
事
が
出
來
な
い
の
だ
。
餘
程
其
時
代
を
支
配
し
て

ゐ
る
大
家
に
便
つ
て
居
る
の
だ
。
た
と
へ
ば
春
さ
き
灰
緑
に
芽
ぐ
ん
で
來
る
佃
つ
く
だ島
の
河
沿
の
河
原
の
草
な

ど
を
見
る
時
分
に
は
、
ど
う
し
て
も
黒
田
さ
ん
の  

樣    

風  

マ
ニ
エ
エ
ル

を
想
ひ
出
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
東
京
の

自
然
界
で
黒
田
さ
ん
と
廣
重
と
の  

配    

調  

ア
ラ
ン
ジ
マ
ン
を
味
ふ
の
を
、
京
都
で
祐
信
と
中
澤
に
し
よ
う
と
思
つ
た
の

だ
が
、
中
澤
さ
ん
情
調
を
吹
き
か
け
ら
れ
る
こ
と
の
出
來
な
か
つ
た
の
は
遺
憾
で
あ
つ
た
。

　
其
代
り
氏
の
温
泉
ス
ケ
ツ
チ
の
類
集
セ
リ
イ
は
見
る
事
が
出
來
た
。
温
泉
と
い
ふ
も
の
は
官
能
的
に
も
固もと
よ
り

愉
快
な
も
の
だ
が
、
更
に
繪
畫
の
標
準
に
換
算
し
て
も
亦
面
白
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
白
い
裸
體

と
紫
色
に
澄
ん
だ
泉
の
表
面
と
を
主
調
と
し
た
色
彩
畫
派
的

コ
ロ
リ
ス
チ
ツ
ク
の
色
彩
諧
調
は
思
ひ
出
し
た
丈
で
も
食
欲
を

そ
そ
る
。

　
氏
は
油
で
浴
泉
圖
を
か
く
の
だ
と
云
つ
て
居
ら
れ
た
。
丹
前
風
呂
と
か
羅
馬
の
浴
場
と
か
云
ふ
も
の
は
、

蓋
し
爛
熟
せ
る
文
明
の
窮
極
で
あ
る
。
然
し
凡
て
の
平
俗
を
嫌
つ
て
珍
奇
を
求
め
る D

egas 

の
非
情
な
る

觀
察
眼
が
今
の
此
國
に
も
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
畫
題
は
む
し
ろ
町
の
生
活
に
於
て
取
ら
れ
た
方

が
面
白
か
ら
う
と
思
は
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
纖
弱
か
よ
わ
い 

肩 

胛 

骨 

あ
ふ
ぎ
ぼ
ね

は
彫
刻
に
も  

效    

果  

エ
ツ
フ
エ
エ
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の
あ
る
者
で
あ
る
。
更
に
温
く
曇
つ
た
水
蒸
氣
の
中
に
「
白
の
調
和
」
は
一
層
善
く
、
色
彩
畫
家

コ
ロ
リ
ス
ト

の
カ
ン

　ヷ
ス
に
向
く
と
思
ふ
。
清
長
の
珍
ら
し
い
浴
泉
圖
は
二
枚
あ
つ
て
、
そ
の
一
枚
が
ド
ガ
ア
の
手
に
入
つ
て

ゐ
る
と
云
ふ
事
は
上
田
柳
村
先
生
の
「
渦
卷
」
で
承
知
し
て
め
づ
ら
し
い
事
と
思
つ
た
。
（
三
月
二
十
九

日
神
戸
に
て
。
）

　
二
十
九
日
、
三
十
日
、
雨
。
三
十
日
の
午
過
ぎ
に
始
め
て
空
が
霽
れ
て
來
た
か
ら
人
と
神
戸
市
中
を
見

物
し
た
が
一
向
つ
ま
ら
な
か
つ
た
。
横
濱
に
は
ま
だ
所
々
予
の
所
謂
「
異
人
館
情
調
」
が
殘
つ
て
居
る
け

れ
ど
も
、
神
戸
に
は
そ
れ
す
ら
一
向
に
無
い
。
市
中
所
見
の
物
象
は
鉛
直
に
非
ざ
れ
ば
水
平
、
水
平
に
非

ざ
れ
ば
四
十
五
度
六
十
度
角
で
人
の
目
の
前
に
迫
つ
て
居
る
。
近
く
見
え
る
西
洋
館
か
ら
遠
く
の
船
舶
の

檣
、
港
の
起
重
機
、
棧
橋
上
の
鐵
道
荷
車
、
各
種
の
煙
突
、
正
午
報
知
臺
等
が
皆
そ
れ
で
あ
る
。
色
彩
の

方
で
は
煉
瓦
、
屋
根
の
瓦
、
ペ
ン
キ
塗
の
羽
目
板
、
偶
〻
は
ポ
プ
ラ
ス
の
繁
り
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
ら
の
凡

て
に
亙
つ
て
ゐ
る
金
屬
的
灰
色
の
空
氣
の
調
子
で
あ
る
。
街
上
の
美
人
と
稱
す
可
き   

人      

相   

フ
イ
ジ
オ
ノ
ミ
イ

に
も
出

く
は
さ
な
い
。
立
派
な
店
を
張
つ
て
ゐ
る
家
の
主
人
や
番
頭
の
顏
も
ま
だ
都
會
化
せ
ら
れ
て
居
な
い
で
、

獰あら
い
植
民
地
的
の
相
貌
を
呈
し
て
居
る
。
看
板
の
東
京
風
と
か
江
戸
自
慢
と
か
い
ふ
形
容
詞
が
い
か
に
も

田
舍
臭
く
て
不
愉
快
で
あ
る
。
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東
京
こ
と
ば
、
大
阪
、
京
都
、
伊
勢
、
中
國
邊
の
方
言
の
雜
ぜ
合
せ
に
ド
ス
、
オ
マ
ス
、
ナ
ア
な
ど
と

い
ふ
語
尾
を
附
け
る
と
略ほぼ
神
戸
の
言
葉
に
近
く
な
る
。

　
奇
事
奇
談

キ
ユ
リ
オ
ジ
テ
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
も
あ
ま
り
出
遇
は
な
か
つ
た
。
た
だ
昨
日
神
戸
兵
庫
間
の
電
車
の
試

運
轉
が
あ
つ
て
榮
町
は
人
立
が
し
て
そ
れ
を
眺
め
入
つ
た
。
神
戸
な
ど
は
高
い
異
人
館
が
あ
つ
て
い
か
に

も
ハ
イ
カ
ラ
ら
し
い
が
、
か
う
い
ふ
光
景
を
見
る
と
、
明
治
初
年
の
清
親
、
國
輝
な
ど
の
名
所
繪
を
見
る

や
う
で
馬
鹿
馬
鹿
し
く
て
な
ら
ぬ
。

　
昨
夕
ゆ
う
べ
も
近
所
の
湯
に
い
つ
た
ら
電
車
の
噂
で
持
ち
切
り
で
あ
つ
た
。
汽
車
に
は
踏
切
番
と
い
ふ
も
の
が

あ
る
が
電
車
に
は
そ
れ
が
無
い
か
ら
、
子
供
等
に
は
危
險
だ
と
一
人
の
男
が
い
ふ
と
、
番
臺
の
女
房
が

「
ほ
ん
に
さ
う
ど
す
な
」
と
相
槌
を
打
つ
て
ゐ
た
。
（
三
月
三
十
一
日
朝
、
神
戸
に
て
。
）

　
昨
日
は
大
阪
へ
來
て
一
日
暮
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
毎
日
雨
で
芥
舟
學
畫
篇
だ
の
沈
氏
畫
塵
だ
の
を
讀
ま

せ
ら
れ
て
大
分
支
那
情
調
に
な
つ
て
居
た
所
を
、
昨
日
一
日
で
全
く
洗
ひ
落
し
て
仕
舞
つ
た
。
そ
の
日
の

午
前
中
は
そ
こ
の
あ
ら
ゆ
る
賑
か
な
通
り
、
河
岸
、
橋
梁
等
の
光
景
を
見
て
歩
い
た
。
予
は
都
會
の
形
態

的
標
準
は
橋
梁
に
存
す
る
と
思
ふ
。
京
町
か
ら
平
野
橋
、
そ
れ
か
ら
今
迄
の
道
に
直
角
に
歩
い
て
思
案
橋
、

博
物
館
、
農
人
町
、
住
吉
町
の
通
り
か
ら
道
頓
堀
に
出
て
、
そ
れ
か
ら
中
の
島
ま
で
引
返
し
た
。
大
阪
の
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河
岸
の
印
象
は
東
京
と
は
大
分
違
ふ
や
う
だ
。
ち
よ
つ
と
話
し
た
丈
で
は
こ
の
細
こ
ま
かい
官
能
的
印
象
の
相
違

は
傳
へ
ら
れ
な
い
。

　
大
阪
の
河
岸
は
夏
は
黄
ろ
い
羽
目
板
と
簾
す
だ
れと
で
持
ち
切
つ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
た
と
へ

ば
尼
ヶ
崎
橋
か
ら
上
下
を
見
通
し
た
所
の
や
う
に
白
壁
の
土
藏
も
少
く
は
無
い
。
東
京
の
や
う
に
煉
瓦
は

多
く
な
い
。
白
壁
に
は
小
さ
い
窓
が
二
つ
乃
至
四
つ
五
つ
附
い
て
居
て
、
そ
れ
が
多
少
暗
示
的
な
何
物
か

を
持
つ
て
ゐ
る
。
白
壁
に
は
よ
く
酒
の
銘
が
塗
り
上
げ
ら
れ
て
あ
る
。
屡よく
見
る
の
は
福
翁
、
白
鶴
、
金
霞
、

○
○
正
宗
、
そ
れ
に
波
に
日
の
出
の
朝
日
ビ
ー
ル
。

　
尼
ヶ
崎
橋
に
立
つ
て
不ふ
圖と
東
京
の
今
川
橋
に
居
る
や
う
な
氣
に
な
つ
た
。
あ
の
橋
の
手
前
の
河
岸
縁
の

家
に
ま
さ
き
か
何
か
む
く
む
く
と
繁
つ
た
常
緑
の
樹
が
あ
つ
て
、
そ
れ
に
夏
か
ら
の
風
鈴
が
雨
に
濡
れ
た

ま
ま
に
弔つる
さ
れ
て
居
た
事
を
記
憶
し
て
ゐ
る
。
こ
こ
は
兩
側
の
家
、
今
の
倉
庫
を
除
け
ば
河
に
面
し
た
兩

側
に
は
主
に
玻
璃
障
子
を
立
て
た
家
が
並
ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
に
小
さ
い
欄
干
の
附
い
た
出
窓
が
張
り
出
て
、

松
や
萬お
年も
青と
や
檜
な
ど
の
盆
栽
が
置
か
れ
て
あ
る
。
赤
い
更
紗
の
風
呂
敷
（
こ
れ
は
今
は
東
京
で
は
め
つ

た
に
見
ら
れ
な
い
、
風
呂
敷
と
し
て
染
め
て
重
に
赤
地
へ
黒
と
白
と
の
模
樣
が
あ
る
も
の
）
そ
れ
か
ら
襁お

褓むつ
と
い
ふ
も
の
が
軒
下
に
干
さ
れ
て
あ
る
…
…
と
い
ふ
や
う
な
錯
雜
し
た
景
色
の
後
ろ
に
　
　
大
阪
風
の

 

棟  

數 

む
ね
か
ず

の
多
い
ご
た
ご
た
し
た
屋
根
の
群
の
上
に
遙
に
聳
や
ぎ
立
つ 
物  

干 
も
の
ほ
し

が
見
え
る
。
物
干
に
は
幾
聯
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と
な
き
手
拭
が
ひ
ら
し
や
ら
と
風
に
搖
れ
て
ゐ
る
。
今
川
橋
で
も
同
じ
樣
な
も
の
が
見
ら
れ
た
。
而
も
三

代
目
か
の
廣
重
の
繪
に
も
取
ら
れ
て
あ
る
所
を
見
る
と
、
昔
の
鳴
海
な
る
み
の
宿
の
鳴
海
な
る
み
絞
り
を
懸
け
弔
す
店
と

同
じ
く
、
少
し
繪
心
の
あ
る
人
の
心
を
惹
く
も
の
と
見
え
る
。

　
堀
は
東
京
よ
り
水
が
綺
麗
だ
。
材
木
の
舟
筏
い
か
だ、
肥
料
桶
の
舟
な
ど
が
悠
々
と
し
て
櫂
で
橋
下
を
漕
ぎ
拔

け
て
ゆ
く
。
橋
の
上
で
ス
ケ
ツ
チ
な
ど
は
到
底
出
來
な
い
。
大
阪
の
橋
は
皆
西
洋
工
學
以
前
の
代
物
と
見

え
て
、
鐵
の
欄
干
の
橋
で
さ
へ
、
一
の
車
、
一
の
馬
力
が
來
る
毎
に
氣
味
の
惡
い
程
ぐ
ら
ぐ
ら
と
搖
れ
る

の
で
あ
る
。

　
京
屋
町
か
ら
平
野
橋
に
行
く
例
の
狹
い
賑
か
な
通
り
の
、
或
古
本
屋
の
表
に
浮
世
繪
の
廣
告
が
出
て
居

た
か
ら
は
ひ
つ
て
冷
か
し
て
見
た
。
多
分
飜
刻
物
で
あ
る
が
、
中
の
一
枚
の
春
信
（
の
で
あ
つ
た
か
）
の

行
水
を
使
つ
て
居
る
女
の  

肉    

附  

モ
ル
ピ
ベ
ツ
ス
は
素
敵
で
あ
つ
た
。
後
に
衝
立
を
立
て
て
そ
れ
に
着
物
が
懸
け
て
あ

る
。
そ
の
前
で
例
の
春
信
型
の
線
の
細
い
輪
郭
の
、
例
の   

顏      

容   

フ
イ
ジ
オ
ノ
ミ
イ

の
女
が
盥
た
ら
ひで
湯
を
使
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
線
は
寫
實
的
で
あ
つ
た
か
ら
不
快
で
は
な
か
つ
た
が
、
ロ
ダ
ン
や
マ
ネ
の
素
描
の
知
的

な
冷
た
さ
に
代
へ
て
、
柔
か
く
、
唯
單
に
肉
體
の
輪
郭
を
仕
切
る
と
い
ふ
必
要
以
外
の 

艶  

冶 

あ
だ
ぽ
さ

を
見
せ
よ

う
と
い
う
作
意
の
爲
め
に
、
全
體
が
や
や
浮
世
繪
的
官
能
的
に
な
つ
た
の
は
や
む
を
得
な
い
。

　
外
に
歌
麿
や
湖
龍
齋
の
板
畫
が
あ
つ
た
が
つ
ま
ら
な
か
つ
た
。
皆
み
ん
な十
年
許
り
前
の
獨
逸
行
の
飜
刻
物
で
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あ
る
や
う
だ
つ
た
。
あ
あ
い
ふ
繪
は
そ
れ
で
澤
山
だ
の
に
、
そ
れ
で
も
な
ほ
原
物
を
求
め
た
が
る
の
は
、

 
希  
有 
ラ
ア
ル
テ

を
崇
ぶ
と
い
ふ
外
に
何
か
わ
け
の
有
る
事
だ
ら
う
。
　
　
江
戸
の
浮
世
繪
は
現
に
大
阪
に
於
て
は

東
京
に
於
け
る
よ
り
も
似
つ
か
は
し
い
。
そ
れ
か
ら
又
大
阪
を
漫
歩
す
る
の
は
京
都
を
歩
く
よ
り
愉
快
だ
。

京
都
は
常
に
多
く
の
漫
遊
者
を
扱
ひ
慣
れ
て
居
る
か
ら
、
旅
人
と
し
て
向
ふ
に
氣
が
付
か
せ
ず
に
、
そ
の

  

横    

顏  

プ
ロ
フ
イ
イ
ル
を
覗
き
込
む
と
い
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
。
そ
し
て
畫
家
の
目
を
牽
く
光
景
に
舞
子
と
異
人
と
い

ふ
や
う
な
粗
い
對
照
も
少
く
は
無
い
。
夫
れ
に
反
し
て
大
阪
は
い
か
に
も
古
風
の
老
舖
の
如
く
、
古
い
ま

ま
で
固
ま
つ
て
ゐ
る
。

　
道
は
氣
に
か
か
る
ほ
ど
狹
く
、
そ
れ
に
應
じ
て
屋
根
も
低
い
。
蒲
鉾
屋
は
例
に
よ
つ
て
紅
緑
の
色
蒲
鉾

を
並
べ
、
壽
司
屋
の
鮨
の
配
列
、
鳥
屋
の
招
牌
の  

澪    

標  

み
を
つ
く
し

、
し
る
こ
屋
の
行
燈
、
饂
飩
屋
の
提
灯
ま
で

も
み
な
草
雙
紙
の
表
紙
の
や
う
な
一
樣
の
趣
味
か
ら
出
來
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
南
區
の
あ
る
通
り
に
は
紅
で
塗
つ
た
質
屋
の
格
子
戸
の
外
に
「
心
學
講
話
、
藤
澤
老
先
生
經
書
御
講
義
」

な
ど
と
い
ふ
札
さ
へ
見
ら
れ
た
。
昨
日
は
曇
天
が
燻
い
ぶ
し銀
の
色
調
で
あ
つ
た
。
神
戸
か
ら
大
阪
ま
で
の
平
原

の
間
に
、
枯
草
と
青
草
と
の
心
臟
を
冷
す
や
う
に
氣
持
の
い
い
色
の
調
和
を
見
た
。
（
四
月
二
日
、
大
阪

圖
書
館
に
て
。
）
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昨
日
大
阪
へ
來
た
ら
ち
や
う
ど
醫
學
會
大
會
と
い
ふ
の
が
あ
つ
た
か
ら
、
こ
つ
そ
り
忍
び
込
ん
で
此
嚴

肅
な
光
景
を
眺
め
た
。
大
澤
老
博
士
が
、
短
い
白
髮
の
黒
の
フ
ロ
ツ
ク
コ
オ
ト
と
云
ふ
扮
裝
で
、
三
千
の

聽
衆
の
前
に
現
今
の
生
理
學
の
進
歩
を
講
演
せ
ら
れ
て
居
る
所
で
あ
つ
た
。

　
そ
れ
か
ら
そ
こ
を
出
て
復
大
阪
の
市
街
を
歩
い
た
。
大
阪
通つう
の
君
が
一
緒
に
居
た
ら
、
更
に
、
視
感
以

上
の
大
阪
に
侵
入
す
る
こ
と
が
出
來
て
愉
快
で
あ
つ
た
ら
う
。

　
大
阪
に
は
う
ち
見
る
所
一
種
類
の
階
級
し
か
な
い
。
と
云
ふ
と
餘
り
誇
張
に
流
れ
る
が
、
兎
に
角
こ
こ

が
町
人
の
町
で
あ
る
と
は
普
通
の
意
味
で
云
ふ
事
が
出
來
る
。
だ
か
ら
し
て
此
町
の
店
頭
に
浮
世
繪
が
似

付
か
は
し
く
、
義
太
夫
が
今
も
尚
此
市
の
情
緒
生
活
に intim

e 

に
な
る
の
だ
と
思
ふ
。
電
車
な
ど
に
乘

つ
て
も
乘
合
は
角
帶
の
商
人
で
無
け
れ
ば
、
背
廣
の
會
社
員
で
あ
る
。
人
の
話
に
、
官
吏
な
ど
も
大
阪
へ

來
る
と
往
々
商
賣
人
に
化かは
つ
て
し
ま
ふ
と
云
ふ
事
で
あ
る
。

　
京
都
を
歩
い
て
居
る
と
無
用
の
も
の
が
多
く
、
だ
だ
廣ぴろ
く
て
直ぢ
き
に
可い
厭や
に
な
る
が
、
大
阪
に
至
つ
て

は
街
區
の
ど
の
一
角
を
仕
切
り
取
つ
て
も
活
溌
な 
生  
活 
ラ
・
ヰ
イ

の
斷
片
を
掴
む
事
が
出
來
る
や
う
に
感
ぜ
ら
れ

る
。
京
都
は
　
　
恰
も
そ
こ
の
藝
子
げ
い
こ
舞
子
ま
ひ
こ
の
や
う
に
　
　
偏
へ
に
他
郷
人
の
爲
め
に
市まち
の
計けい
を
爲
し
て
ゐ

る
や
う
に
見
え
る
が
、
大
阪
は
、
ま
た
其
一
見
不
愛
想
な
商
人
の
如
く
、
他ひと
に
は
構
は
な
い
で
ひ
た
す
ら

自
家
の
爲
に
働
い
て
居
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
千
日
前
で
も
道
頓
堀
で
も
、
束
京
の
淺
草
、
京
都
の
京
極
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其
他
な
ど
に
見
ら
れ
な
い
一
種
の
面
白
味
が
あ
る
。
生
活
が
手
輕
で
實
用
的
な
の
だ
。
た
と
へ
ば
そ
の
街

區
の
數
多
き
飮
食
店
の
如
き
も
大
阪
見
物
の
他
郷
人
よ
り
も
同
じ
町
の
人
の
氣
散
じ
に
便
利
に
出
來
て
居

る
や
う
に
見
え
る
。
且
東
京
と
は
違
つ
て
遊
樂
の
街
區
が
略
一
箇
所
に
集
中
し
て
ゐ
る
か
ら
し
て
、
こ
の

市
の
鳥
瞰
は
東
京
の
や
う
に
散
漫
で
な
く
つ
て
、
一
つ
の 

有 

機 

體 

オ
ル
ガ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
大
阪
市
の
形
態
及
び
生
理

を
味
は
し
め
る
。

　
燈
が
點
い
て
か
ら
千
日
前
の
雜
沓
を
、
旅
人
の
　
　
他
郷
人
の
心
持
で
な
く
こ
の
市まち
の
一
市
民
と
し
て

の
親
し
み
を
以
て
歩
く
事
が
出
來
た
。
そ
し
て
こ
こ
の
雜
沓
と
、
こ
の 

褻  

雜 

せ
つ
ざ
つ

な
る
興
行
物
が
ど
ん
な
必ネ

   

要 

セ
シ
テ
を
持
つ
て
居
る
か
と
云
ふ
事
を
知
る
事
が
出
來
た
。

　
汚
い
戲
場
と
視
官
を
刺
す
や
う
な
色
斑
ら
な
看
板
繪
　
　
大
阪
に
は
ま
だ
淺
草
の
や
う
に
安
い
ペ
ン
キ

繪
は
入はひ
つ
て
居
な
い
　
　
三
味
線
、
太
鼓
及
び
ク
ラ
リ
オ
ネ
ツ
ト
、
か
く
て
春
日
座
の
「
兵
營
の
夢
」
、

第
一
大
阪
館
の
「
河
内
次
郎
」
、
榮
座
の
「
住
吉
踊
、
稻
荷
山
」
、
日
本
館
の
活
動
寫
眞
、
常
盤
座
の

「
忠
臣
藏
宣
傳
」
、
女
義
太
夫
竹
本
春
廣
、
其
他
釣
魚
、
落
語
の
類
が
人
間
の
需
要
の
反
射
と
し
て
更
に

行
人
を
誘
惑
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
短
い
時
間
で
成
る
可
く
廣
く
大
阪
を
見
よ
う
と
云
ふ
欲
望
か
ら
、
一
刻
も
休
ま
ず
歩
き
、
出
來
る
だ
け

興
行
物
と
云
ふ
や
う
な
も
の
を
覗
い
て
み
た
。
播
重
と
い
ふ
寄
席
も
、
嘗
つ
て
君
に
話
を
聞
い
た
事
も
あ
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つ
た
か
ら
一
時
間
許
り
入
つ
て
見
た
。
表
の
看
板
に
は
「
全
國
女
太
夫
、
修
業
發
表
機
關
」
と
い
ふ
今
樣

の
云
ひ
ま
は
し
の
大
文
字
が
書
き
付
け
ら
れ
て
あ
つ
た
。
ま
だ
顏
の
輪
郭
も
固
ら
な
い
、
世
の
中
の
事
も

碌
に
知
ら
な
い
十
四
五
か
ら
十
七
八
の
女
が
、
複
雜
な
淨
瑠
璃
の
文
句
、
ま
た
そ
の
内
の
藝
術
化
せ
ら
れ

た
情
緒
情
熱
に
關
し
て
深
い
理
會
の
あ
る
の
で
も
な
く
、
　
　
差
し
迫
つ
た
何
等
か
の
藝
と
は
全
く
別
の

必
要
か
ら
し
て
　
　
そ
れ
で
も
愁
嘆
場
の
文
句
な
ん
ぞ
は
多
少
の
自
覺
し
た
表
情
と
、
及
び
發
聲
の
困
難

か
ら
の  

苦    

面  

グ
リ
マ
ツ
ス

と
で
、
同
じ
く
調
子
の
合
は
ぬ
絃
に
伴
は
れ
て
齒
を
剥
き
目
を
つ
ぶ
る
の
を
見
る
の
は

眞
に
可
憐
で
あ
る
。
而
し
て
同
時
に
こ
の
生
理
的
誇
張
が
聽
衆
の
特
殊
の  

興    

味  

ア
ン
テ
レ
エ

を
惹
起
す
る
と
云
ふ

事
を
知
る
と
世
の
中
の 

機  
關 

か
ら
く
り

に
對
し
て
頗
る
樂
天
的
な
觀
相
を
抱
か
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
然
し 

首   

の   

習   

作  

エ
テ
ユ
ド
・
デ
・
テ
エ
ト

の
モ
デ
ル
と
し
て
見
る
場
合
に
は
又
別
種
の
面
白
味
が
あ
る
。
ロ
ダ
ン
の
「
泣ラ

     

く     

女  

・
プ
レ
エ
レ
エ
ズ

」
の
や
う
な
表
情
は
罕まれ
な
ら
ず
遭
遇
す
る
所
で
あ
る
。
若
し
夫
れ
皮
肉
な
る
ド
ガ
ア
の
畫
題

を
搜
し
出
す
と
云
ふ
事
は
既
に
予
の
領
分
外
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
つ
と
深
い   

透      

徹   

ペ
ネ
ト
ラ
シ
オ
ン

を
要
す
る
。
予

は
君
の
短
篇
ノ
ヱ
ル
の
類
集
セ
リ
イ
に
待
た
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
此
間
に
予
は
突
然
濁
つ
た
太
い
聲
に
驚
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
竹
ち
や
ん
、
竹
ち
や
ん
、
待
つ
て
ま

し
た
あ
り
　
　
」
と
い
ふ
言
葉
が
其
瞬
間
に
理
會
せ
ら
れ
た
。
人
は
み
な
忽
ち
其
方
へ
視
線
を
轉
じ
た
。

蓋
し
豫
定
喝
采
者
の
類
で
あ
つ
た
ら
う
。
餘
り
に
年
の
寄
つ
た
銅
色
の
顏
の
老
爺
が
火
鉢
の
縁
を
指
先
で
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撫
で
な
が
ら
何
も
知
ら
ぬ
や
う
に
俯
う
つ
むい
て
ゐ
た
。
其
對
照
が
既
に
滑
稽
以
上
で
あ
つ
た
か
ら
し
て
、
轉
じ

ら
れ
た
視
線
は
豫
期
に
反
し
た
弛
緩
の
感
じ
を
以
て
再
び
舊
に
戻
る
や
う
に
見
え
た
。

　
予
は
藝
術
を
△Illusion

＋
△C

onnaissance 

と
い
ふ
も
の
の 

極  

限 

リ
ミ
ツ
ト

と
し
て
觀
相
し
よ
う
と
常
々
思
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
舊もと
の
美
學
は
唯
藝
術
の
假
感
の
極
限
の
場
合
を
の
み
論
じ
て
居
る
や
う
に
見
え
る
。

肉
聲
が
織
る 
曲  
節 
メ
ロ
デ
イ

、
曲
節
の
底
を
漂
ふ
肉
聲
　
　
た
と
へ
ば
斯
く
の
如
き
二
つ
の
軸
の
間
を
動
搖
す
る

所
に
藝
術
鑑
賞
の
心
理
作
用
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
此
く
の
如
き
は
完
成
せ
る
　
　
人
を
幻
影

の
境
に
引
い
て
ゆ
く
藝
術
を
有
せ
ざ
る
時
代
の
人
の
思
想
で
は
な
い
か
と
反
問
せ
ら
れ
た
な
ら
予
も
亦
返

答
に
窮
す
る
で
あ
ら
う
。
藝
術
感
及
び
實
感
の
交
錯
は
芝
翫
の
八
重
垣
姫
、
茜
屋
の
お
園
の
演
伎
の
際
、

屡
〻
東
京
座
や
歌
舞
伎
座
の
大
入
場
の
喧
噪
と
し
て
現
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
今
の
場
合
に
於
て
も
若
し
多
少
美
し
い
女
の
太
夫
が
、
義
太
夫
聲
に
雜まじ
る
實じつ
の
女
の
鼻
が
か
る
音
聲
で

「
こ
れ
ま
で
居
た
の
が
お
身
の
あ
だ
…
…
」
と
云
ひ
な
が
ら
輕
く
右
手
の
扇
子
で
左
の
掌
を
打
ち
、
膝
の

上
に
身
を
立
た
せ
る
や
う
に
し
て
目
を
不
定
に
つ
ぶ
り
な
が
ら
、
何
か
を
囘
想
す
る
や
う
な    

表        

情

エ
キ
ス
プ
レ
シ
ヨ

    ン
で
滑
な
タ
ン
ポ
オ
で
唄
ふ
と
云
ふ
や
う
な
事
が
あ
れ
ば
、
多
く
の
見
物
人
は
必
ず
其
感
動
を
拍
手
か
意

味
の
な
い
呼
び
聲
に
現
は
す
の
で
あ
つ
た
。
何
と
な
れ
ば
此ここ
は
全
く
愼
つ
つ
し
みと
い
ふ
事
か
ら
放
た
れ
て
居
た
場

所
で
あ
つ
た
か
ら
。
若
し
一
個
の
藝
術
的
洞
察
者
が
あ
る
な
ら
ば
ロ
ダ
ン
の
依
つ
て
名
聲
を
博
し
た
所
の
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も
の
を
又
日
本
の
材
料
か
ら
作
り
出
す
事
が
出
來
る
の
は
勿
論
で
あ
る
。

　
道
頓
堀
へ
出
た
ら
辨
天
座
の
前
が
大
變
賑
か
だ
つ
た
か
ら
又
は
ひ
つ
て
見
た
く
な
つ
た
。
中
々
幕
が
開あ

か
な
か
つ
た
。
開あ
い
た
ら
大
阪
の
觀
客
に
媚
び
る
東
京
芝
居
の
仕
出
し
で
一
向
つ
ま
ら
な
か
つ
た
か
ら
直

ぐ
そ
こ
か
ら
出
た
。

「
ま
あ
ま
あ
高
麗
屋
が
一
で
せ
う
な
。
」

「
左
團
次
も
よ
う
が
つ
せ
。
」

「
ど
つ
ち
と
も
云
へ
ま
へ
ん
な
。
」

と
云
ふ
や
う
な
會
話
を
聞
き
な
が
ら
　
　
。
こ
こ
の
出
方
は
紋
付
の
縞
の
着
物
を
着
た
女
だ
つ
た
。
こ
れ

ら
の
女
に
使
用
せ
ら
る
る
大
阪
言
葉
は  

揮  

發  

的  
フ
イ
ユ
ジ
テ
イ
フ

で
、
そ
の
語
勢
は
油
の
流
れ
る
や
う
だ
つ
た
。

　
昨
日
午
後
道
頓
堀
の
通
り
を
何
か
化
粧
品
の
廣
告
の
囃
が
通
つ
た
。
そ
れ
が
柳
か
何
か
の
佐
和
利
の
節

を
鐘
や
太
鼓
で
ち
ん
か
ら
こ
ろ
り
と
や
つ
て
行
く
所
は
、
流
石
は
大
阪
と
大
に
感
心
し
た
。
萌
葱
も
え
ぎ
の
短
い

前
垂
の
女
中
が
後
ろ
を
振
り
返
つ
て
そ
れ
を
見
入
り
、 

銕 

丹 

染 
べ
に
が
ら
ぞ
め
の
風
呂
敷
の
番
頭
は
ん
も
足
を
停
め
、

茶
屋
の
前
で
二
三
人
の
女
中
が
手
を
組
み
合
は
せ
て
眺
め
る
所
は
、
宛
然
と
し
て
浪
華
風
俗
畫
卷
の
題
目

で
あ
つ
た
。

　 

肩  

衣 

か
た
ぎ
ぬ

を
賣
る
店
を
市
中
で
屡よく
見
出
し
た
が
、
そ
の
際
予
は
未
だ
嘗
つ
て
知
ら
な
か
つ
た
と
こ
ろ
の
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「
市
中
漫
歩
者
の
情
調
」
に
襲
は
れ
た
。
唯
そ
れ
丈
で
も
大
阪
は
好すき
で
あ
る
。
況
ん
や
汽
車
に
乘
り
合
は

せ
る
人
、
煙
草
の
火
を
借
せ
る
人
が
、
み
ん
な 

藝  

事 

げ
い
ご
と

の
話
の
分
ら
な
い
の
が
な
い
に
於
て
を
や
。
（
四

月
二
日
、
大
阪
圖
書
館
に
て
。
）

　
今
日
の
午
過
ぎ
大
阪
の
圖
書
館
へ
入
つ
て
見
た
。
借
り
よ
う
と
思
つ
た
本
は
皆
、
ち
や
う
ど
特
別
の
陳

列
の
爲
め
に
出
て
ゐ
る
の
で
見
ら
れ
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
つ
た
。
そ
れ
か
ら
「
松
の
落
葉
」
と
い
ふ
の
も

元
祿
の
小
唄
を
集
め
た
の
で
は
な
く
て
、
例いつ
も
の
藤
井
何
と
か
い
ふ
人
の
隨
筆
集
で
あ
つ
た
。

　
後
に
無
理
に
陳
列
室
の
内
へ
入
れ
て
貰
つ
た
ら
、
手
に
觸
る
る
事
の
出
來
な
い
玻
璃
の
陳
列
棚
の
中
に

「
浪
華
歳
時
鏡
」
「
新
板
豐
年
拔
參
宮
」
「
道
頓
堀
出
が
は
り
姿
な
に
は
の
み
そ
（
？
）
い
せ
の
お
し
ろ

い
」
「
新
町
根
里
毛
農
姿
番
組
」
「
な
に
は
ぶ
り
」
「
浪
華
青
樓
志
」
「
大
阪
新
町
細
見
圖
」
「
淀
川
兩

岸
勝
景
圖
會
」
「
畫
本
四
季
の
友
」
と
い
ふ
や
う
な
風
俗
畫
の
畫
本
が
並
べ
ら
れ
て
あ
つ
た
。
か
か
る
種

類
の
本
は
、
安
永
天
明
か
ら
天
保
の
頃
に
か
け
て
江
戸
に
は
汗
牛
充
棟
も
啻ただ
な
ら
ざ
る
程
あ
る
が
、
京
阪

に
は
比
較
的
少
い
や
う
で
あ
る
。
元
祿
時
分
の
は
多
少
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

　
こ
の
暗
い
部
屋
の
中
で
偶
然
上
方
の
粹
と
い
ふ
言
葉
と
江
戸
の
意
氣
と
い
ふ
言
葉
と
に
考
へ
付
い
て
、

前
者
が
心
理
的
な
る
に
對
し
て
後
者
の
著
し
く
外
形
的
（
形
態
的
）
で
あ
る
と
云
ふ
事
に
氣
が
つ
い
た
。
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西
鶴
、
近
松
の
類
と
洒
落
本
、
草
雙
紙
の
類
と
比
較
し
て
兩
都
の
そ
の
か
み
の
文
明
を
推
論
し
た
な
ら
ば

面
白
い
事
だ
ら
う
。
（
四
月
二
日
夜
神
戸
行
電
車
中
。
）

　
昨
日
の
午
飯
は
兼
ね
て
人
に
聞
い
て
置
い
た
か
ら
梅
月
と
か
い
ふ
天
麩
羅
屋
で
食
つ
た
。
い
つ
も
な
ら

純
粹
の
大
阪
人
を
こ
こ
に
見
ら
れ
る
さ
う
で
あ
る
が
、
今
日
は
時
が
午
よ
り
遙
か
に
遲
れ
て
居
た
か
ら

「
だ
す
」
「
お
ま
す
」
の
言
葉
で
相
場
の
噂
も
聞
く
事
が
出
來
な
か
つ
た
。

　
そ
れ
か
ら
も
う
遲
か
つ
た
が
文
樂
へ
行
つ
て
見
た
。
君
の
印
象
記
で
の
覺
え
も
あ
り
、
一
年
有
半
で
讀

ん
だ
事
も
あ
り
、
何
か
し
ら
大
へ
ん
の
所
だ
と
思
つ
て
居
た
が
、
あ
ま
り
予
の
胸
に
は
し
つ
く
り
と
來
な

か
つ
た
。
は
じ
め
の
「
釋
迦
誕
生
會
」
な
ど
は
近
松
の
作
だ
と
云
ふ
が
愚
な
も
の
で
あ
る
。
實
は
予
は
東

京
で
は
間
に
合
は
な
か
つ
た
か
ら
印
度
王
の
原
稿
を
今
度
一
緒
に
持
つ
て
來
た
が
比
芝
居
を
見
て
燒
い
て

し
ま
ひ
た
く
な
つ
た
。
然
し
二
番
目
の
攝
津  
大    

掾  
だ
い
じ
よ
う

の
阿
波
鳴
門
の
出
語
り
は
予
に
一
種
の
「
整
復
の

音
の
感
味
」
を
味
は
し
め
た
や
う
に
思
は
れ
た
。
然
し
予
の
こ
の
感
じ
が
ど
れ
丈
ま
で
ト
ラ
ヂ
シ
オ
ン
に

よ
つ
て
來
て
居
り
、
ど
れ
丈
ま
で
自
家
の
理
會
及
び
感
情
投
入
か
ら
來
て
ゐ
る
か
は
定
か
に
云
ふ
事
が
出

來
ぬ
。
予
は
予
の
音
樂
の
「
耳
」
を
あ
ま
り
信
頼
し
て
居
な
い
。
故
に
呂
昇
の
壺
坂
を
感
心
し
た
の
が
本

當
に
感
心
す
可
き
所
に
し
た
の
か
、
將
た
今
ま
た
攝
津
の
藝
術
に
や
や
窮
屈
な
壓
迫
を
感
じ
た
の
が
予
の
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耳
の
罪
で
あ
る
の
か
も
分
か
つ
事
が
出
來
ぬ
。

　
唯
攝
津
の
年
齡
と
優
雅
な
る
其
容
貌
及
び
絃
の
廣
助
の
顏
な
ど
が
、
予
に
一
種
の
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
な
崇

敬
の
心
を
こ
の
藝
術
家
に
對
し
て
抱
か
せ
た
と
云
ふ
事
は
事
實
で
あ
る
。
眉
毛
の
長
い
七
十
の
翁
の
温
藉

な
あ
の
表
情
は
そ
れ
ま
で
の
長
い
間
の
藝
術
的
生
活
が
刻
ん
だ
も
の
だ
と
思
ふ
毎
に
一
種
の
サ
ン
チ
マ
ン

タ
ア
ル
な
情
操
の
動
く
の
を
感
ず
る
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
際
予
が
爲
し
た
二
つ
の
首
の
ス
ケ
ツ
チ
は
幸
ひ

に
隣
席
の
客
の
賞
讚
を
買
ひ
得
た
。

　
予
の
隣
の
桝ます
は
東
京
の
客
だ
つ
た
。
一
人
は
五
十
に
近
い
、
町
家
の
主
婦
ら
し
く
、
道
徳
的
な
而
も
や

や
意
氣
な
顏
付
を
し
て
い
る
女
で
あ
つ
た
。
予
は
そ
の
人
か
ら
大
阪
見
物
の
感
想
を
聞
く
こ
と
を
得
た
が
、

大
阪
へ
來
る
と
自
分
は
も
う
隱
居
し
よ
う
と
云
ふ
氣
は
全
く
無
く
な
つ
て
、
人
は
死
ぬ
ま
で
働
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
や
う
に
な
る
と
云
つ
て
居
た
に
は
妙
な
感
じ
を
抱
か
さ
せ
ら
れ
た
。
意
外
な
、
處
に

も
似
付
か
は
ぬ
、
い
や
に
道
徳
的
な
感
想
で
あ
る
が
、
そ
の
連
れ
の
三
十
過
ぎ
の
同
じ
く
商
人
體
の
男
が

そ
の
註
解
を
し
て
く
れ
た
の
で
會
得
す
る
事
が
で
き
た
。
東
京
か
ら
大
阪
へ
來
る
と
東
京
の
商
業
は
ま
る

で
子
供
の 

惡  

戲 

い
た
づ
ら

だ
と
云
ふ
や
う
な
氣
が
す
る
と
い
ふ
事
か
ら
説
き
起
し
て
、
大
阪
の
人
の
時
を
愛を
し
み
、

金
を
崇
ぶ
事
を
語
り
、
（
不
幸
に
し
て
折
角
の
名
を
逸
し
た
が
）
或
大
阪
の
（
恐
ら
く
日
本
一
だ
ら
う
と

云
は
れ
て
ゐ
る
）
一
老
株
屋
の
店
の
印
象
を
語
つ
た
。
予
の
今
覺
え
て
居
る
處
は
、
そ
ん
な
大
き
い
店
な
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の
に
も
拘
ら
ず
家
は
狹
く
汚
く
、
主
人
も
粗
服
だ
と
云
ふ
事
を
賞
讚
し
た
こ
と
で
あ
る
。
東
京
で
は
隨
分

大
き
い
仲
買
所
で
も
仕
拂
を
多
少
づ
つ
遲
れ
さ
す
、
即
ち
そ
れ
丈
人
の
金
を
融
通
し
て
お
く
の
で
あ
る
。

大
阪
に
至
つ
て
は
厘
錢
の
微
も
き
ち
ん
き
ち
ん
と
始
末
し
盡
く
す
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
若
し
東
京
の
人
が

大
阪
へ
出
て
商
賣
す
る
や
う
な
時
に
は
極
め
て
正
直
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
少
し
で
も
ず
る
い
事
が
あ

つ
た
な
ら
、
そ
の
點
に
は
鷹
の
や
う
に
鋭
い
眼
を
持
つ
て
居
る
大
阪
人
は
直
ぐ
觀
破
し
て
決
し
て
相
手
に

し
な
い
。
而
も
さ
う
云
ふ
事
に
か
け
て
の
團
體
力
は
支
那
人
の
や
う
に
強
い
か
ら
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と

云
ふ
や
う
な
事
を
語
つ
て
を
つ
た
。

「
あ
れ
で
す
か
ら
ね
え
」
と
前
の
棧
敷
に
指
さ
し
て
、
「
御
覽
な
さ
い
。
か
う
云
ふ
所
へ
も
あ
あ
や
つ
て

家
か
ら
瓶びん
に
入
れ
て
酒
を
持
つ
て
來
る
ん
で
す
。
そ
し
て
火
を
取
つ
て
自
分
で
暖
め
て
飮
む
ん
で
す
。
貴

方
、
あ
の
座
蒲
團
な
ん
ぞ
も
風
呂
敷
へ
入
れ
て
家
か
ら
運
ん
で
來
た
ん
で
す
よ
。
」
と
云
つ
た
。

　
予
は
、
大
阪
の
演
藝
類
の
見
物
の
廉
價
で
あ
る
と
云
ふ
事
を
以
て
之
に
應
じ
た
。
現
に
文
樂
な
ど
で
も
、

後
ろ
の
方
は
十
二
錢
出
せ
ば
一
日
聽
い
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
劇
場
に
は
東
京
の
如
く
一
幕
見
と
い

ふ
も
の
が
無
く
、
東
京
の
大
入
場
に
あ
た
る
所
が
そ
の
代
り
十
錢
か
十
五
錢
で
あ
る
。

「
大
阪
人
は
ま
た
實
に
の
ん
き
な
も
の
で
す
な
。
あ
ん
な
所
で
一
日
幕
合
の
長
い
芝
居
を
不
服
も
な
く
見

物
し
て
ゐ
る
ん
で
す
ね
。
」
と
そ
の
男
が
云
つ
た
。
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其
間
舞
臺
で
は
、
強
く
誇
張
さ
れ
た
人
相
を
刻
ま
れ
た
の
で
、
其
爲
め
に
一
方
に
は
頗
る
漫
畫
的
に
見

え
る
が
、
同
時
に
、
巧
み
な
る
人
形
遣
の
爲
め
に
隙
間
な
く
動
か
さ
れ
る
の
で
、
却
つ
て
其
不
安
定
な
動

的
の
表
情
が
運
動
の
眩
惑
を
助
け
る
所
の
人
形
が
怒
つ
た
や
う
な
顏
で
泣
い
て
居
た
。

　
何
處
の
所
だ
つ
た
か
、
攝
津
が
「
お
前
と
手
分
し
て
尋
ね
よ
う
と
思
う
て
云
々
」
と
語
る
と
、
棧
敷
の

そ
こ
こ
こ
で
忽
ち
多
く
の 

手  

帕 

ハ
ン
カ
チ

が
眼
に
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
黄
ろ
い
貧
血
的
の
、
や
や
老
女
に

似
る
顏
容
の
印
象
を
呈
し
て
ゐ
る
絃
の
廣
助
ま
で
も
、
泣
き
顏
に
な
つ
て
一
生
懸
命
に
三
味
線
を
か
ぢ
く

つ
て
居
た
。
予
は
此
時
近
く
の
人
の
「
廣
助
は
ん
の
絃
ぢ
や
到
底
追
ひ
付
け
ま
へ
ん
な
」
と
い
ふ
や
う
な

批
評
を
聞
い
て
、
本
當
に
さ
う
な
の
か
な
ど
と
思
ひ
な
が
ら
例
の Illusion 

と 

〔D
e'sillusion

〕 

と
の
世

界
を
彷
徨
し
て
居
た
が
、
唯
予
の
前
の
棧
敷
に
居
た
六
七
歳
の
男
の
子
は
、
何
と
思
つ
た
か
、
ず
つ
と
背

伸
び
を
し
て
、 

惘  

然 

ば
う
ぜ
ん

と
不
可
思
議
の
眼
を
睜みは
つ
て
、
か
の
未
だ
知
ら
ざ
る
情
緒
海
の
あ
な
た
を
眺
め
入

る
や
う
に
見
え
た
。

「
ア
イ
、 

笈  

摺 

お
ひ
ず
り

も
な
、 

兩  

親 

ふ
た
お
や

の
あ
る
子
や
ゆ
ゑ
兩
方
は
茜
あ
か
ね染
…
…
」
の
一
段
に
な
つ
て
、
予
も
始
め

て
、
は
つ
と
幻
想
の
世
界
に
落
ち
込
ん
だ
や
う
な
心
持
が
し
た
。
今
迄
概
念
的
に
味
は
つ
て
居
た
十
郎
兵

衞
住
家
の
悲
劇
も
、
兩
親
が
あ
る
か
ら
笈
摺
の
兩
縁
が
茜
染
だ
と
い
ふ
特
殊
の
事
實
の
描
寫
が
、
阿
片
の

や
う
に
瞬
間
的
に
予
の
自
覺
を
濁
ら
し
た
と
見
え
る
。
手
づ
か
ら
本
物
に
觸
る
や
う
な
藝
術
的
實
感
を
味
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は
ふ
事
が
出
來
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
か
ら
げ
も
解
か
ず
、
笈
摺
も
掛
け
た
な
り
」
と
云
ふ
處
で
、

ま
た
小
さ
い
シ
ヨ
ツ
ク
を
感
じ
た
。
再
び
あ
り
あ
り
と
、
勞
れ
切
つ
た
小
さ
い
順
禮
の
む
す
め
が
眠
る
と

い
ふ
有
樣
が
想
像
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
折
角
の
處
だ
つ
た
が
時
間
の
制
限
が
あ
る
か
ら
外
へ
出
た
が
、
何
か
自
分
で
も
支
配
す
る
事
の
出
來
な

い
や
う
な
腹
立
た
し
さ
が
湧
い
て
居
た
の
に
氣
が
付
い
た
。

　
そ
の
夜
神
戸
に
歸
つ
て
床
に
就
い
た
後
に
、
久
し
振
で
聽
官
の
幻
覺
に
襲
は
れ
た
。
つ
ひ
ぞ
、
か
う
い

ふ
事
は
十
四
五
歳
の
後
に
は
味
は
つ
た
事
が
無
か
つ
た
の
に
、
暗
く
交
睫
ま
ど
ろ
み
つ
つ
あ
る
心
の
表
に
突
然
三

味
線
が
鳴
り
出
し
た
り
御
詠
歌
が
聞
え
た
り
す
る
の
を
、
半
ば
無
意
識
に
聞
く
と
い
ふ
事
は
、
然
し
兎
に

角
愉
快
な
事
で
あ
つ
た
。
（
四
月
三
日
京
都
に
て
。
）

　
急
用
が
出
來
て
今
夜
の
急
行
で
東
京
へ
歸
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
つ
た
の
は
尠
か
ら
ず
殘
念
で
あ
る
。

せ
め
て
今
夜
ま
で
の
時
間
を
京
都
で
暮
さ
う
と
思
つ
て
今
朝
こ
の
市まち
に
入
つ
た
。
奈
良
、
堺
な
ど
は
ど
う

で
も
可
い
が
も
つ
と
深
く
大
阪
を
味
は
ひ
た
か
つ
た
。
少
く
と
も
鴈
治
郎
の
藝
を
東
京
座
の
花
道
や
猿
之

助
と
の
一
座
な
ど
で
な
く
、
大
阪
の
あ
の
舊
式
な
劇
場
の
空
氣
の
中
で
見
物
し
た
い
も
の
で
あ
つ
た
。
東

京
の
芝
居
で
見
ら
れ
な
い
何
者
か
を
そ
こ
で
搜
し
う
る
に
相
違
な
い
。
な
ん
と
い
つ
た
つ
て
上
方
の
文
明

22京阪聞見録



は
三
百
年
の
江
戸
の
都
會
教
育
よ
り
ず
つ
と
根
柢
が
深
い
の
で
あ
る
か
ら
、
大
阪
人
は
江
戸
東
京
人
よ
り

も
も
つ
と
人
生
と
い
ふ
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
筈
だ
、
粹
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
が
江
戸
で
な
く
上
方
で
作
ら

れ
た
の
は
偶
然
の
事
で
は
な
い
だ
ら
う
。

　
京
都
へ
入
つ
て
は
先
づ
第
一
に
停
車
場
で
坊
主
に
あ
つ
た
事
を
異
樣
に
感
じ
た
。
そ
こ
か
ら
四
條
へ
出

る
ま
で
に
眞
鍮
の
蝋
燭
臺
を
賣
る
暗
い
店
、
大
牛
、
河
の
柳
、
數
多
き
旅
館
及
び
古
風
の
橋
な
ど
が
視
感

を
動
か
し
た
。
是
等
の
景
物
に
寺
、
塔
、
舞
子
の
だ
ら
り
及
び
人
力
車
上
の
西
洋
婦
人
な
ど
を
加
へ
れ
ば
、

略
京
都
の
情
景
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
黒
田
清
輝
氏
の
「
小
督
物
語
」
は
偶
然
路
上
に
遭
遇
し
た
人
群
か
ら
暗
示
を
受
け
た
と
い
ふ
が
、
僧
侶
、

藝
子
及
び
舞
子
、
嫖
客
、
草
刈
の
少
女
等
は
眞
に
京
都
的
の 

〔Ele'm
ents

〕 

で
あ
る
。
而
も
其
布
局
が

昔
の
繪
卷
物
の
風
俗
畫
を
思
は
し
め
、
そ
の
思
付
が
謠
曲
に
よ
く
あ
る
物
語
の
風
（
た
と
へ
ば
道
成
寺
の

前
の
シ
テ
の
白
拍
子
の
後
の
シ
テ
な
る
　
　
事
實
上
は
時
間
的
に
以
前
の
　
　
蛇
を
暗
示
す
る
と
い
ふ
が

如
き
）
で
直
接
歴
史
的
風
俗
畫
を
避
け
て
尚
或
情
趣
を
添
へ
る
と
い
ふ
點
で
更
に
意
味
あ
る
も
の
と
し
た

の
で
あ
る
。
而
も
其
純
繪
畫
的
觀
相
が
ま
だ
西
洋
臭
い
と
い
ふ
對
照
が
あ
の
繪
を
ま
た
一
層
面
白
く
し
た

の
だ
と
思
ふ
。

　
今
の
京
都
の
生
活
か
ら
、
然
し
一
枚
の
風
俗
畫
を
作
り
出
さ
う
と
す
る
場
合
に
は
西
洋
人
は
缺
く
可
か
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ら
ざ
る
一
要
素
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
横
濱
神
戸
は
さ
る
事
な
が
ら
、
京
都
と
異
人
と
は
、
今
は

も
う
切
つ
て
も
切
れ
な
い
中
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
三
十
三
間
堂
の
暗
い
中
に
數
多
き
金
色
の
觀
音
が
立
ち
並
ん
で
ゐ
る
。
天
井
の
大
き
い
燈
籠
が
そ
こ
に

定
か
な
ら
ぬ
光
明
の
輪
を
畫
い
て
ゐ
る
。
『
人
皇
は
七
十
七
代
後
白
河
天
皇
御
建
立
、
…
…
千
一
體
の
う

ち
に
三
萬
三
千
三
百
三
十
三
體
の
觀
音
樣
が
拜
ま
れ
ま
す
』
…
…
と
唄
ふ
案
内
の
小
僧
の
ね
む
た
い 

曲  

メ
ロ
デ

節 イ
の
中
に
も
、
色
斑
ら
な
女
異
人
の
一
行
が
あ
ま
り
似
付
か
は
し
く
も
な
く
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
博
物
館
で
鎌
倉
か
ら
信
長
の
時
代
へ
か
け
て
の
色
々
の
縁
起
物
の
繪
卷
物
を
見
た
。
浮
世
繪
に
次
い
で

は
是
等
の
風
俗
畫
が
大
に
予
の
心
を
喜
ば
し
め
る
。
如
何
な
る
時
代
で
も
平
民
の
生
活
及
び
そ
の
藝
術
化

ほ
ど
予
の
心
を
惹
く
も
の
は
な
い
。

　
大
谷
光
瑞
師
の
寄
贈
に
か
か
る
と
い
ふ
、
支
那
ト
ル
キ
ス
タ
ン
庫
車
内
ト
ン
グ
ス
バ
ス
發
掘
の
塑
像
佛

頭
と
い
ふ
土
の
首
は
予
の
心
臟
を
破
ら
む
ほ
ど
に
美
し
か
つ
た
。
（
四
月
三
日
朝
京
都
に
て
。
）

　
今
、
人
と
四
條
橋
畔
の
レ
ス
ト
オ
ラ
ン
に
居
る
。
都
踊
の
始
ま
る
ま
で
の
時
間
を
消
す
爲
め
に
、
一
つ

に
は
自
ら
動
く
勞
な
く
し
て
、
向
ふ
で
動
い
て
呉
れ
る
京
都
を
觀
る
爲
で
あ
る
。

　
中
に
は
始
め
か
ら
二
人
の
西
洋
人
が
居
た
。
直
ち
に
獨
逸
人
で
あ
る
と
い
ふ
事
の
わ
か
る
重
い
發
音
で
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會
話
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
そ
の
連
れ
ら
し
い
の
が
二
人
來
た
。

　
こ
の
背
景
と
し
て
の
窓
の
下
の
四
條
橋
下
の
河
原
で
は
、
例
の
コ
バ
ル
ト
色
に
見
え
る
人
の
群
が
、
ず

ら
り
と
並
べ
干
さ
れ
た
友
禪
ム
ス
リ
ン
を
取
込
む
の
に
忙
殺
せ
ら
れ
て
居
る
。

　
面
お
も
ての
平
で
な
い
玻
璃
ガ
ラ
ス
の
爲
め
に
、
水
淺
葱
あ
さ
ぎ
に
金
茶
の
模
樣
が
陽
炎
を
透
か
し
て
の
如
く
き
ら
き
ら
と
い

か
に
も
氣
持
よ
く
見
え
る
。
一
列
の
布
の
上
に
、
遙
か
に
黒
き
、
其
輪
郭
は
廣
重
的
に
正
し
い
梅
村
（
？
）

橋
が
横
は
つ
て
居
る
。
草
は
も
う
不
愉
快
に
日
本
的
に
黄
ば
ん
で
る
が
、
そ
の
側
に
、
明
紫
灰
色
の
小
石

の
上
に
干
さ
れ
た
黄
や
紫
や
淺
葱
の
模
樣
の
幾
列
か
の
布
と
の
間
に
、
一
種
の
快
き
色
彩
の
諧
調
を
作
り

出
し
て
居
る
。
河
原
の
水
際
に
は
澁
紙
で
貼
つ
た
行
李
が
二
三
箇
積
ま
れ
て
あ
る
。
そ
の
そ
ば
で
話
し
な

が
ら
二
三
の
人
が
仕
事
を
し
て
居
る
。
或
者
は
何
か
し
ら
ん
齒
車
仕
掛
の
も
の
を
頻
り
と
𢌞
し
て
居
る
。

或
者
は
黒
い
ズ
ボ
ン
の
ま
ま
で
川
へ
は
ひ
つ
て
樺
色
の
長
い
布
を
引
摺
出
し
て
く
る
。
或
者
は
ま
た
懸
け

弔
る
し
た
淺
葱
の
友
禪
を
外
し
て
二
人
で
引
張
つ
て
は
、
そ
れ
か
ら
互
に
相
近
づ
き
、
更
に
元
よ
り
近
く

相
離
れ
、
更
に
復
近
づ
い
て
、
か
く
て
二
つ
に
疊
ま
れ
た
も
の
は
四
つ
に
、
四
つ
の
も
の
は
八
つ
に
疊
ま

れ
十
六
に
疊
ま
れ
て
石
の
上
に
置
か
れ
る
。
そ
し
て
竿
の
間
に
張
ら
れ
た
綱
に
隙
間
が
生
じ
て
來
る
と
川

か
ら
の
人
が
、
更
に
色
の
變
つ
た
ム
ス
リ
ン
を
だ
ら
り
と
弔
る
す
の
で
あ
る
。

　
京
都
や
大
阪
の
町
、
及
び
そ
こ
の
形
態
的
生
活
は
友
禪
的
に
色
斑
ら
に
、
ち
や
う
ど
抱
一
が
畫
い
た
菊
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の
花
瓣
の
や
う
に
綺
麗
で
あ
る
。
然
し
こ
こ
の
生
活
だ
け
は
乳
金
、 

代  

赭 

た
い
し
や

、  

群    

青  

ぐ
ん
じ
や
う

の
外
に
エ
メ
ロ

オ
ド
、
ロ
オ
ズ
マ
ツ
ダ
ア
等
を
納
れ
得
る
の
で
あ
る
。
あ
の
布
を
干
す
二
三
人
の
群
を
目
の
粗
い
カ
ン
　ヷ

ス
に
取
つ
た
ら
嘸さぞ
愉
快
の
事
だ
ら
う
。

　
も
と
よ
り
そ
の
外
に
祐
信
や
清
長
の
見
方
が
出
來
る
。
祐
信
の
繪
本
に
、
炬
燵
に
あ
た
つ
て
居
る
女
の

傍
に
小
鍋
立
の
し
て
あ
る
繪
が
あ
つ
た
。
門
の
外
は
降
り
つ
む
雪
で
、
ち
や
う
ど
男
が
傘
を
つ
ぼ
め
た
所

で
あ
る
　
　
河
沿
ひ
の
低
い
絃
聲
の
す
る
家
の
窓
か
ら
河
原
の
布
晒
を
見
る
の
は
此
の
趣
味
で
あ
ら
う
。

然
し
か
う
云
ふ
事
を
か
く
と
予
自
身
に
此 

遊 

仙 

窟 

ル
パ
ナ
ア
ル

に
對
す
る
憧
憬
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
て
不
利
益
で

あ
る
。
〝O

lenti in fornice
〞
は
ホ
ラ
チ
ウ
ス
の
領
分
で
あ
る
や
う
に
「
祇
園
册
子
」
は
吉
井
勇
君
の
繩

張
で
あ
る
。

　
目
の
下
に
見
え
る
四
條
の
橋
を
紹
介
し
よ
う
。
「
鴻
臺
」
と
い
ふ
酒
薦
の
銘
が
大
形
に
向
河
岸
の
屋
根

を
蔽
う
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
赤
い
旗
が
あ
つ
て
白
く
「
豐
竹
呂
昇
」
と
染
め
拔
い
て
あ
る
。
ま
だ
燈
の
點
か

ぬ
仁
丹
が
も
の
も
の
し
げ
に
屋
根
の
上
に
立
つ
。
欄
干
の
電
燈
の
丸
い
笠
は
滑
石
タ
ル
ク
の
光
澤
で
紫
色
に
淀
ん

で
居
る
。
そ
の
下
を
兵
隊
が
通
る
。
自
動
車
、
人
力
、
荷
車
、
田
舍
娘
の
一
群
が
通
る
。
合
乘
に
二
人
乘

つ
た
舞
子
の
髷
が
見
え
る
。
か
み
さ
ん
の
人
が
下
女
を
連
れ
て
芝
居
の
番
附
を
澤
山
に
手
に
持
つ
て
ゐ
る

の
が
通
る
。
二
人
の
女
に
、
各
一
人
の
男
が
日
傘
を
翳さ
し
か
け
て
や
つ
て
ゐ
る
の
が
通
る
。
あ
れ
は
祇
園
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の
家
々
の
軒
を
「
も
の
も
お
、
も
の
も
お
」
と
紙
を
配
り
な
が
ら
大
聲
で
誰
と
か
は
ん
の
お
妹
は
ん
が
云

々
と
呼
ん
で
ゆ
く
人
達
で
あ
ら
う
。
青
色
の
橋
の
欄
干
に
女
異
人
が
二
人
立
つ
。
も
う
少
し
日
が
暮
れ
た

な
ら
正
に
ヰ
ツ
ス
ラ
ア
情
調
中
の
人
と
な
る
可
き
も
の
で
あ
ら
う
。

　
京
都
の
女
の
相
貌
は
複
合
寫
眞
の
美
し
さ
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
深
い
刻
み
や
、
個
人
性
が
消
え
て
ぼ

つ
と
し
た M

orbidezza 

が
お
白
い
の
下
か
ら
覗
く
。

　
あ
あ
河
岸
に
始
め
て
燈
が
點
い
た
。
予
等
は
之
か
ら
歩
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
お
お
、
ね
え
さ
ん
、
そ
れ
ぢ
や
勘
定
！
」
（
四
月
三
日
、
京
都
に
て
。
）

　
二
つ
三
つ
妙
な
光
景
を
見
た
。
君
は
予
が
京
都
で
ピ
エ
エ
ル
・
ロ
チ
イ
的
の
見
方
を
す
る
の
を
喜
ば
ぬ

か
も
知
れ
な
い
が
、
京
都
と
い
ふ
も
の
の
傳
説
か
ら
全
く
自
由
な
予
は
、
ど
う
し
て
も
か
く
の
如
き
漫
畫

派
的
羅
曼
的
に
見
な
い
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
。
た
と
へ
ば
都
踊
の
中
の
茶
の
湯
な
ん
か
は
實
に
此
の
見
方
か
ら

愉
快
の
場
所
だ
。
殊
に
異
人
が
此
滑
稽
の
ア
ク
サ
ン
を
強
く
し
て
く
れ
る
。

　
僕
等
に
は
到
底
我
慢
の
出
來
な
い
七
面
倒
く
さ
い
儀
式
で
茶
が
立
て
ら
れ
た
。
身
な
り
、
動
作
に
對
應

せ
ぬ
童
顏
の
小
さ
い
女
達
が
茶
を
配
る
と
き
第
一
の
大
き
な
茶
碗
が
最
端
の
年
と
つ
た
異
人
の
前
に
置
か

れ
た
。
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そ
れ
に
對
し
た
側
に
は
色
斑
ら
な
上
衣
及
び
ス
カ
ウ
ト
の
西
洋
婦
人
の
一
群
が
好
奇
の
目
を
睜
つ
て

「
チ
ヤ
ノ
ユ
」
の
珍
妙
の
手
續
を
見
て
居
た
が
、
今
第
一
の
茶
が
同
邦
人
の
前
に
配
せ
ら
れ
た
時
一
齊
に

手
を
叩
い
た
。
老
い
た
る
異
人
は
顏
を
赤
め
て
快
活
に
笑
つ
た
。

　
兎
に
角
女
異
人
（
そ
の
對
照
と
し
て
黒
の
裝
束
の
男
達
も
可
い
が
）
と
舞
子
の
群
は
、
そ
の
共
に
で
こ

で
こ
し
た
濃
厚
の
裝
束
で
西
班
牙
の
ス
ロ
ア
ア
ガ
の
畫
も
か
く
や
と
思
は
れ
る
美
し
い
畫
面
を
形
造
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
蝋
燭
及
び
電
燈
の
光
が
一
種
の
雰
圍
氣
を
供
給
し
て
居
る
。

　
一
人
の
慾
張
り
な
ば
あ
さ
ん
が
近
隣
の
二
三
の
人
か
ら
團
子
の
模
樣
の
つ
い
た
素
燒
の
菓
子
皿
を
貰
ひ

集
め
た
。
す
る
と
そ
の
近
く
の
西
洋
人
の
一
群
が
、
自
分
の
も
皆
ん
な
そ
の
ば
あ
さ
ん
に
や
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
と
思
つ
た
と
見
え
て
、
そ
の
方
へ
運
び
た
め
た
の
で
、
少
時
に
し
て
ば
あ
さ
ん
の
卓
の
上
に
は
十
數
個

の
皿
や
食
ひ
掛
け
の
饅
頭
が
集
つ
て
、
堂
内
は
忽
ち
ど
つ
と
一
齊
に
起
る
笑
聲
の
海
と
な
つ
た
。
意
味
を

解
し
な
い
異
人
達
は
自
か
ら
も
赤
い
顏
に
な
つ
て
笑
つ
た
の
で
あ
る
。

　
若
し
夫
れ
是
等
の
雜
沓
中
で
、
い
や
に
通
を
振
り
𢌞
す
氣
の
き
か
な
い
一
大
阪
人
を
巧
み
に
描
寫
し
た

な
ら
ば
、
確
か
に
、
膝
栗
毛
以
上
の
ニ
ユ
ア
ン
ス
の
藝
術
を
作
り
出
す
事
が
出
來
る
だ
ら
う
。
こ
の
餘
り

に
粹
で
も
意
氣
で
も
無
か
つ
た
大
阪
人
は
、
大
都
會
の
人
と
い
ふ
自
慢
と
、
恣
な
る
言
行
と
で
、
屡
多
く

の
人
の
反
感
と
嘲
笑
と
を
招
い
て
居
つ
た
。
た
と
へ
ば
、
茶
の
湯
の
法
式
に
通
じ
て
居
る
と
も
見
え
な
い
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彼
は
、
こ
の
雜
然
た
る
群
集
及
び
小
さ
い
茶
を
配
る
女
達
か
ら
「
禮
式
」
を
要
求
し
よ
う
と
欲
す
る
が
如

く
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
大
聲
で
罵
つ
た
。
膝
栗
毛
は
方
言
及
び
細
か
な
動
作
の
觀
察
が
あ
る
故
、
今
に
貴

い
と
思
ふ
。

「
京
都
に
於
け
る
大
阪
人
」
は
、
蓋
し
作
者
の
精
緻
な
る
理
解
、
微
妙
な
る
關
係
を
捕
捉
す
る
機
巧
及
び

 Sens pour nuance
（Taine 

の
標
準
）
に
向
つ
て
の
好
試
金
石
で
あ
る
と
思
ふ
。
僕
等
は
あ
ま
り
多
い
粗あ

   

削 

ら
け
づ
り
の
藝
術
に
倦
き
て
居
る
。
も
つ
と
仕
上
鉋
か
ん
なの
か
か
つ
た
も
の
が
欲
し
い
の
で
あ
る
。
予
が
所
謂
自

然
派
の
作
品
の
う
ち
で
徳
田
秋
聲
氏
を
尤
も
好
む
の
も
此
純
藝
術
家
的
の
見
地
か
ら
で
あ
る
。

　
都
踊
と
云
ふ
も
の
は
も
と
よ
り
一
向
下
ら
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
あ
あ
い
ふ
數
で
こ
な
す
藝
術
は
目
と

耳
と
を
勞つか
ら
せ
る
だ
け
で
土
産
話
の
種
よ
り
外
に
は
役
立
た
ぬ
。
板
を
叩
く
や
う
な
三
味
線
と
チ
ヤ
ン
チ

ャ
ン
な
る
鐘
、
そ
れ
に
「
ハ
ア
ハ
」
と
か
「
ヨ
オ
イ
イ
」
な
ど
と
い
ふ
器
械
的
の
下
方
の
拍
子
の
間
に
、

間
の
び
の
「
つ
う
き
い
か
あ
げ
え
の
…
…
傾
く
方
は
…
…
」
つ
て
云
ふ
や
う
な
悠
長
な
歌
で
體
操
す
る
の

で
あ
る
か
ら
面
白
く
な
い
に
極
ま
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
（
四
月
三
日
夜
半
、
汽
車
中
。
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
現
代
日
本
紀
行
文
学
全
集
　
西
日
本
編
」
ほ
る
ぷ
出
版

　
　
　1976
（
昭
和51

）
年8

月1

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
地
下
一
尺
集
」
叢
文
閣

　
　
　1921

（
大
正10
）
年
刊
行

初
出
：
「
三
田
文
学
」

　
　
　1910

（
明
治43

年
）5
月
号

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ

て
い
ま
す
。

※
「
チ
ヤ
ン
」
と
「
チ
ャ
ン
」
の
混
在
は
底
本
の
通
り
に
し
ま
し
た
。

※
誤
植
を
疑
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
「
現
代
紀
行
文
學
全
集
　
第
四
巻
　
西
日
本
篇
」
修
道
社
、1958

（
昭
和33

）
年4

月15

日
発
行
を
参
照
し
ま
し
た
。

入
力
：
林
　
幸
雄

校
正
：
門
田
裕
志
、
小
林
繁
雄
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2005

年9

月9

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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