
文
人
た
ち
が
描
い
た
大
宮
公
園
と
青
年
像 

～
森
鷗
外
「
青
年
」
な
ど
～ 

沼 

田 

尚 

道 

 

大
宮
公
園
の
風
景
に
浸
り
つ
つ
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
、
そ
し
て
、
平
成
の
今
日
へ

と
移
ろ
う
季
節
と
滔
滔
と
し
た
時
の
流
れ
に
身
を
ま
か
せ
る
と
き
、
こ
の
地
を
訪
れ
た

文
人
た
ち
の
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
正
岡
子
規
、
夏
目
漱
石
、
寺
田
寅
彦
、
樋

口
一
葉
、
森
鷗
外
、
永
井
荷
風
、
田
山
花
袋
、
国
木
田
独
歩
、
正
宗
白
鳥
、
森
田
草
平
、

太
宰
治
。
首
都
東
京
の
近
郊
に
あ
っ
て
こ
れ
だ
け
多
く
の
文
人
が
時
を
隔
て
て
訪
れ
、

ま
た
、
作
品
に
描
か
れ
た
土
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
大
宮
公
園
を
舞
台
と
し
て

描
き
出
さ
れ
た
青
年
像
と
大
宮
公
園
が
文
人
た
ち
に
与
え
た
影
響
な
ど
を
ま
と
め
る
。 

 

一
．
大
人
と
は
裏
切
ら
れ
た
青
年
の
姿
で
あ
る 

～
太
宰
治
「
津
軽
」
～ 

 
 《

大
人
と
は
、
裏
切
ら
れ
た
靑
年
の
姿
で
あ
る
》 

こ
れ
は
昭
和
十
九
年
の
作
品
「
津
軽
」
に
示
さ
れ
た
太
宰
治
の
言
葉
で
あ
る
。
大
宮

公
園
は
明
治
十
七
年
に
開
設
さ
れ
、
大
宮
駅
の
発
展
と
共
に
歩
み
を
進
め
、
昭
和
初
期

の
改
良
計
画
を
経
て
ほ
ぼ
現
在
の
形
と
な
っ
た
。
太
宰
が
大
宮
に
滞
在
し
た
頃
の
大
宮

公
園
の
姿
は
明
治
の
文
人
た
ち
の
目
に
写
っ
た
公
園
の
姿
と
は
大
き
く
異
な
る
。ま
た
、

太
宰
が
「
津
軽
」
を
執
筆
し
た
の
は
故
郷
・
津
軽
へ
の
旅
を
基
に
し
て
お
り
、
太
宰
が

大
宮
を
訪
れ
た
の
は
「
津
軽
」
の
成
立
よ
り
後
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
太
宰
は
大
宮

公
園
に
関
し
て
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
明
治
以
来
の
大
宮
公

園
の
姿
と
大
宮
公
演
を
描
い
た
文
人
た
ち
、
そ
し
て
、
明
治
の
文
人
た
ち
の
描
い
た
青

年
像
を
思
う
と
き
、
太
宰
の
こ
の
言
葉
が
筆
者
の
脳
裏
を
離
れ
な
い
の
だ
。 

「
津
軽
」
の
発
表
か
ら
四
年
後
の
昭
和
二
十
三
年
五
月
十
二
日
に
太
宰
は
「
人
間
失

格
」
を
大
宮
で
完
成
し
て
い
る
。
こ
の
執
筆
中
に
滞
在
先
か
ら
三
鷹
の
妻
に
宛
て
た
手

紙
が
「
太
宰
治
全
集 

第
十
一
巻 

書
簡
」
の
最
後
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
五
月
七
日
付

け
の
大
宮
市
大
門
町
三
ノ
九 

藤
縄
方
か
ら
東
京
都
下
三
鷹
町
下
連
雀
一
一
三
の
妻
・
津

島
美
知
子
に
宛
て
た
葉
書
で
あ
る
。
太
宰
は
《
こ
こ
の
環
境
な
か
な
か
よ
ろ
し
く
、
仕

事
は
快
調
、
か
ら
だ
具
合
ひ
甚
だ
よ
く
、
一
日
一
日
ふ
と
る
感
じ
。
》
と
綴
っ
て
い
る
。 

こ
の
手
紙
に
先
立
ち
、
五
月
四
日
付
け
の
は
が
き
で
妻
に
あ
て
《
こ
の
住
所
、
誰
に

も
教
へ
ぬ
よ
う
、「
筑
摩
に
聞
け
」
と
言
ひ
な
さ
い
。
》
と
伝
え
て
い
る
。
太
宰
は
四
月

二
十
九
日
に
大
宮
に
来
た
。
太
宰
が
大
宮
に
来
た
背
景
に
は
筑
摩
書
房
初
代
社
長
・
古

田
晁
と
大
宮
の
関
係
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
五
月
十
二
日
、「
人
間
失
格
」
を
完
成

し
た
太
宰
治
は
大
宮
を
去
る
。
そ
の
完
成
か
ら
一
箇
月
後
の
昭
和
二
十
三
年
六
月
十
三

日
、
大
宮
に
同
行
し
た
山
崎
富
栄
と
共
に
玉
川
上
水
に
身
を
投
げ
た
。
発
見
さ
れ
た
の

は
六
月
十
九
日
。
太
宰
治
の
誕
生
日
で
も
あ
る
。
こ
の
日
は
桜
桃
忌
と
呼
ば
れ
る
。 

「
津
軽
」
で
《
大
人
と
は
、
裏
切
ら
れ
た
靑
年
の
姿
で
あ
る
》
と
綴
っ
た
太
宰
治
。

最
後
の
完
成
作
品
「
人
間
失
格
」
を
大
宮
で
書
き
上
げ
た
昭
和
二
十
年
代
の
太
宰
治
に

思
い
を
馳
せ
つ
つ
、
視
点
を
明
治
期
に
移
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。 

 

二
．
明
治
の
青
年
だ
！ 

～
永
井
荷
風
「
野
心
」
～ 

 

《
大
人
と
は
、
裏
切
ら
れ
た
靑
年
の
姿
で
あ
る
》
と
は
太
宰
治
の
作
品
「
津
軽
」
の

中
の
言
葉
だ
が
、
永
井
荷
風
「
野
心
」
の
最
後
に
描
か
れ
た
大
宮
公
園
の
場
面
を
彷
彿

と
さ
せ
る
。「
野
心
」
は
明
治
三
十
五
年
四
月
八
日
美
育
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
。 

 

「
野
心
」
は
耽
美
派
と
言
わ
れ
る
永
井
荷
風
ら
し
か
ら
ぬ
ス
ト
ー
リ
ー
を
展
開
を
す

る
。
老
舗
商
家
の
長
男
簑
島
光
太
郎
と
、
そ
の
家
に
雇
わ
れ
て
い
た
奉
公
人
佐
吉
の
そ

れ
ぞ
れ
の
野
心
（
す
な
わ
ち
、
燃
え
上
が
る
よ
う
な
野
心
と
、
牛
の
よ
う
に
鈍
重
に
地

の
底
か
ら
這
い
上
が
る
よ
う
な
野
心
）
が
対
照
的
な
形
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。 

《
簑
島
光
太
郎
は
明
治
の
青
年
だ
！ 

老
人
は
相
手
に
せ
ん
の
だ
！
》 

親
類
会
議
で
、
主
人
公
の
簑
島
光
太
郎
は
、
親
族
の
七
名
の
年
寄
り
を
前
に
こ
う
叫

ん
で
席
を
立
ち
去
る
。
彼
は
《
熱
誠
と
強
固
な
る
意
志
の
力
を
以
つ
て
せ
よ
だ
。》
と
い

う
熱
く
強
い
意
志
を
持
っ
た
野
心
家
で
あ
る
。
日
本
橋
通
り
の
半
襟
問
屋
田
島
屋
と
い

う
老
舗
の
若
旦
那
で
あ
り
、
五
年
前
に
商
業
専
門
学
校
を
卒
業
、
三
年
前
に
父
親
を
喪

っ
て
莫
大
な
財
産
を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
位
置
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
田
島
屋
の
蓄
積
し
た
財
産
を
元
手
に
《
必
要
な
品
物
は
日
本
の
物
は
無
論
の
事
、

欧
州
諸
国
の
新
流
行
品
か
ら
、
上
海
辺
り
の
品
物
迄
、
尽
く
有
り
と
あ
ら
ゆ
る
小
間
物
化

粧
品
手
道
具
の
類
を
一
手
で
売
買
す
る
商
会
に
変
へ
て
了
ふ
計
画
》
を
実
行
に
移
そ
う



と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
簑
島
の
前
に
障
壁
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
た
の
が
、
母
親
が

進
め
よ
う
と
す
る
妹
の
結
婚
話
で
あ
っ
た
。
父
親
の
残
し
た
資
産
の
半
分
を
妹
と
そ
の

婿
に
持
っ
て
い
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
れ
ば
蓑
島
の
野
心
的
な
計
画
は
成
立
し
な
く

な
る
。
妹
の
婿
様
候
補
者
と
い
う
の
が
田
島
屋
に
長
い
間
奉
公
し
て
き
た
佐
吉
で
あ
る
。

佐
吉
は
《
誰
が
目
に
も
忠
実
な
そ
し
て
勤
勉
な
若
者
》
で
あ
り
、《
牢
獄
の
や
う
な
流
通

の
悪
い
空
気
の
中
に
其
身
を
閉
込
め
、
凡
て
心
と
肉
と
の
自
由
を
禁
圧
し
て
居
る
結
果
か

ら
来
た
す
、
卑
屈
な
不
活
潑
な
一
種
不
快
な
色
は
、
全
く
こ
の
若
い
盛
り
の
容
貌
を
血
色

な
く
暗
然
と
曇
ら
し
て
居
る
。
け
れ
ど
も
、
又
一
方
に
は
、
恰
も
牛
の
や
う
に
太
い
頸
を

し
た
生
付
か
ら
の
頑
丈
な
立
派
な
体
格
を
見
る
と
、
其
の
何
処
か
に
は
、
猶
人
に
優
れ
た

る
猛
烈
な
気
力
と
忍
耐
力
と
が
潜
ん
で
居
る
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
つ
た
》
と
い
っ

た
青
年
で
あ
る
。
簑
島
の
母
は
こ
の
佐
吉
を
簑
島
の
妹
お
み
よ
の
婿
に
し
て
財
産
を
半

分
分
け
て
や
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
佐
吉
も
長
年
に
亘
っ
て
耐
え
つ
つ
、
行
く
行
く
は

老
舗
の
暖
簾
を
分
け
て
も
ら
い
独
立
す
る
こ
と
を
心
に
描
い
て
い
た
。
陰
鬱
不
活
発
で

は
あ
る
が
忍
耐
力
の
あ
る
青
年
が
地
面
の
底
か
ら
這
い
上
が
っ
て
く
る
野
心
で
あ
る
。 

妹
お
み
よ
の
婿
の
こ
と
で
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
老
人
た
ち
が
中
心
の
親
類
会
議

の
場
で
、
簑
島
は
《
簑
島
光
太
郎
は
明
治
の
靑
年
だ
！ 

老
人
は
相
手
に
せ
ん
の
だ
！
》

と
叫
ん
で
席
を
立
ち
、
自
ら
の
計
画
を
突
き
進
め
た
。
同
時
に
重
大
な
過
ち
を
理
由
に

挙
げ
て
佐
吉
を
家
か
ら
追
放
し
て
し
ま
う
。
佐
吉
に
し
て
み
れ
ば
九
才
の
時
か
ら
そ
れ

ま
で
の
忍
耐
に
忍
耐
を
重
ね
て
き
た
奉
公
が
全
て
無
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。 

そ
れ
か
ら
三
日
後
、
簑
島
自
身
の
進
め
て
き
た
商
会
は
ほ
ぼ
完
成
し
た
。
順
風
満
帆

の
簑
島
は
友
人
島
田
と
そ
の
妻
の
門
出
を
祝
う
た
め
に
三
人
で
大
宮
公
園
に
来
た
。 

《
夕
方
近
く
、
二
人
の
青
年
と
一
人
の
愛
ら
し
い
少
女
の
三
人
連
れ
が
、
此
等
の
喧
し
い

評
判
か
ら
は
全
く
遠
か
つ
た
大
宮
の
停
車
場
か
ら
、
深
い
緑
の
樹
陰
に
其
位
置
を
占
め
た

或
る
旅
館
に
這
入
つ
た
。
》 

宴
も
盛
り
上
が
り
、
一
息
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
簑
島
は
島
田
と
夜
の
公
園
の
散
策
に

出
る
。
こ
の
当
時
の
大
宮
公
園
の
様
子
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

《
酒
宴
が
済
ん
だ
時
、
両
人
は
障
子
の
外
の
月
光
を
望
ん
で
、
静
に
公
園
の
深
い
森
の
中 

へ
酔
ひ
を
醒
ま
し
な
が
ら
歩
行
を
移
す
事
と
な
つ
た
が
、
然
し
談
話
は
猶
以
前
の
問
題
を

引
続
け
て
居
た
の
で
あ
る
。
》《
鬱
然
と
生
茂
つ
た
森
の
中
に
玉
の
や
う
な
月
の
光
は
自
由

に
両
人
の
行
手
の
、
細
い
小
道
を
照
ら
し
て
居
る
。
天
地
は
寂
然
と
し
て
全
く
平
和
な
る

眠
に
就
け
る
も
の
ヽ
如
く
、
木
の
葉
の
戦
ぐ
音
さ
へ
絶
し
た
。
森
を
通
し
て
透
か
し
見
ゆ

る
広
い
平
か
な
野
の
面
は
水
色
に
澄
渡
つ
た
月
の
光
を
浴
び
て
、
丁
度
静
止
せ
る
湖
水
の

表
面
を
望
ん
だ
か
の
様
。
そ
し
て
其
の
上
に
散
在
し
た
幾
個
か
の
遠
い
樹
の
茂
り
は
恰
も

緑
色
の
小
嶼
の
浮
べ
る
が
如
く
看
做
さ
れ
る
の
で
あ
る
。》 

《
野
心
は
熱
病
》
な
ど
と
い
う
会
話
を
し
て
夜
が
更
け
る
。
翌
日
は
三
人
一
緒
に
公

園
の
森
を
散
策
。
そ
し
て
、
こ
の
晩
も
簑
島
と
島
田
は
夜
更
け
の
公
園
を
散
歩
し
な
が

ら
《
熱
病
》
の
こ
と
を
話
題
に
話
し
込
む
。
そ
こ
に
一
通
の
電
報
が
届
く
。
蓑
島
は
あ

わ
て
て
封
を
切
り
、
夜
の
公
園
で
わ
ず
か
な
月
の
光
に
透
か
し
て
読
ん
だ
。
電
報
に
は
、

《
放
火
の
為
め
、
商
会
は
火
事
最
中
、
直
ぐ
帰
れ
》
と
書
か
れ
て
い
た
。 

 

立
場
の
異
な
る
明
治
期
の
青
年
の
野
心
と
野
心
の
相
克
の
結
果
で
あ
る
。「
野
心
」
は

《
今
、
更
け
た
夜
の
鐘
が
静
や
か
に
聞
こ
え
出
し
た
。》
と
幕
を
閉
じ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
簑
島
の
野
心
を
中
心
に
進
む
ス
ト
ー
リ
ー
の
背
景
に
は
、《
私
の
心
配
す

る
の
は
、
お
前
の
云
ふ
様
に
老
人
の
取
越
苦
労
か
も
知
れ
無
い
が
、
今
迄
幾
代
と
続
い
て

来
た
家
の
身
代
を
、
お
前
が
自
分
の
名
前
に
な
つ
て
居
る
の
を
楯
に
し
て
、
自
由
自
在
に

し
て
了
は
う
と
云
ふ
の
だ
か
ら
、
是
は
親
の
身
と
し
て
心
配
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
ぢ
や

無
い
か
》
と
言
っ
た
、
長
く
続
い
て
き
た
商
家
を
守
ろ
う
と
す
る
お
か
み
さ
ん
で
あ
り
、

同
時
に
、
蓑
島
の
母
親
の
姿
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
い
け
な
い
。 

 

 

三
．
行
春
の
名
残
、
散
る
花
の
哀
れ 

～
永
井
荷
風
「
歓
楽
」
～ 

 

《
恋
は
青
春
の
み
が
知
る
歓
楽
で
あ
る
。
歓
楽
は
美
し
い
美
し
い
夢
で
あ
る
。》 

永
井
荷
風
は
、
明
治
四
十
二
年
七
月
一
日
春
陽
堂
発
行
の
「
新
小
説
」
の
巻
頭
に
掲

げ
ら
れ
た
「
歓
楽
」
の
中
で
こ
う
述
べ
た
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。 

《
私
の
愛
す
る
藝
者
は
或
る
夜
私
に
向
つ
て
、
思
は
ぬ
人
に
落
籍
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私

と
一
緒
に
逃
亡
し
て
呉
れ
る
か
、
死
ん
で
く
れ
る
か
と
迫
つ
た
。
悲
哀
は
美
し
い
も
の
で

あ
る
。
悲
哀
ほ
ど
強
い
誘
惑
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
私
は
直
ち
に
死
な
う
と

約
束
し
た
。
私
の
心
は
数
知
れ
ぬ
美
し
い
幻
影
に
満
た
さ
れ
た
。》《
ふ
い
と
驚
い
て
我
に

返
る
と
、
今
度
は
猛
然
と
し
て
、
私
は
此
の
感
激
、
此
の
恍
惚
の
凡
て
を
私
の
力
か
ぎ
り



歌
つ
て
見
た
い
願
望
の
、
押
へ
や
う
と
し
て
も
押
へ
ら
れ
ぬ
余
儀
無
さ
を
感
ず
る
。
藝
術

の
野
心
と
云
う
か
、
現
世
の
執
着
と
云
は
う
か
。
或
は
単
純
な
る
人
間
の
本
能
と
云
は
う

か
、
兎
に
角
、
私
は
死
ぬ
前
に
、
実
在
か
ら
消
え
滅
び
て
仕
舞
ふ
其
の
前
に
、
自
分
の
影

を
留
め
た
何
物
か
を
残
し
た
い
、
其
れ
だ
け
の
望
み
に
駆
ら
れ
て
、
私
は
飄
然
と
し
て
足

の
向
い
た
ま
ヽ
大
宮
公
園
の
旅
宿
に
赴
き
、
非
常
な
情
熱
を
以
て
筆
を
取
り
始
め
た
。》 

続
く
段
落
で
の
場
面
は
、
大
宮
公
園
の
旅
宿
で
筆
を
取
っ
て
か
ら
五
日
後
に
移
る
。 

《
五
日
ほ
ど
し
て
、
私
は
『
行
春
の
名
残
』
と
題
し
た
自
叙
伝
と
も
云
ふ
べ
き
一
篇
を
懐

中
に
し
て
、
若
し
此
れ
を
発
表
す
る
な
ら
ば
私
の
死
後
明
治
の
文
壇
は
如
何
な
る
驚
嘆
の

声
を
発
す
る
で
あ
ろ
う
。
散
る
花
は
哀
れ
で
あ
つ
て
、
再
び
返
ら
ぬ
も
の
は
皆
懐
し
い
。

世
間
は
私
の
才
を
惜
し
む
で
あ
ら
う
、
惜
し
む
に
ち
が
ひ
な
い
と
、
又
も
や
此
様
空
想
に

酔
ひ
な
が
ら
、
私
は
大
宮
の
松
林
を
出
て
、
間
も
な
く
汽
車
で
上
野
の
停
車
場
に
つ
い
た

の
で
あ
る
が
、･

･
･

》 

ま
る
で
「
人
間
失
格
」
を
書
き
上
げ
た
太
宰
治
を
見
る
よ
う
だ
。
筑
摩
書
房
社
長
に

大
宮
に
執
筆
の
場
を
提
供
さ
れ
た
太
宰
治
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
思
い
を
胸
に
秘
め
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
？
「
花
吹
雪
」
に
お
い
て
森
鷗
外
と
同
じ
禅
林
寺
に
墓
を
持
つ
こ
と
を

切
望
し
、
実
際
禅
林
寺
に
眠
る
こ
と
と
な
っ
た
ほ
ど
鷗
外
を
尊
敬
し
て
や
ま
な
い
太
宰

治
の
こ
と
だ
か
ら
、
鷗
外
と
交
流
の
あ
っ
た
永
井
荷
風
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
な
い

は
ず
は
な
く
、
大
宮
公
園
を
舞
台
と
し
た
荷
風
の
「
歓
楽
」
や
「
野
心
」
も
読
ん
で
い

た
こ
と
だ
ろ
う
、
な
ど
と
想
像
す
る
こ
と
も
大
宮
公
園
の
探
訪
に
興
を
添
え
て
く
れ
る
。 

大
宮
に
滞
在
し
た
数
日
の
う
ち
に
一
篇
の
作
品
を
仕
上
げ
て
早
々
に
汽
車
で
東
京
に

戻
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
太
宰
治
と
同
じ
道
筋
を
辿
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
歓
楽
」
の

続
く
文
脈
は
、
太
宰
治
と
は
異
な
る
方
向
に
進
む
。
「
歓
楽
」
は
こ
う
続
け
て
い
る
。 

《
丁
度
晴
れ
た
秋
の
夕
暮
、
本
郷
の
家
路
へ
と
、
不
忍
池
の
ほ
と
り
を
歩
い
て
行
く
時
、》

《
私
の
胸
一
ぱ
い
に
、
押
へ
切
れ
な
い
生
活
の
興
味
、
生
存
の
力
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ

っ
た
。
》《
晴
れ
た
秋
の
日
光
は
あ
ま
り
に
美
し
か
つ
た
。
私
は
情
死
の
違
約
を
ど
う
し
て

辯
解
す
べ
き
か
、
差
詰
め
そ
の
方
法
に
窮
し
た
結
果
、
身
の
所
在
を
恋
人
の
手
前
か
ら
隠

し
て
仕
舞
ふ
よ
り
仕
様
が
な
い
と
思
つ
た
。
》 

大
宮
公
園
で
一
篇
の
作
品
を
仕
上
げ
た
後
、
秋
の
夕
日
に
生
活
へ
の
興
味
と
生
存
の

力
を
感
じ
た
と
い
う
の
だ
。
大
宮
公
園
が
文
学
を
志
す
青
年
の
心
に
変
化
を
与
え
た
。 

四
．
明
治
二
十
五
年
氷
川
公
園
に
あ
そ
ぶ 

～
樋
口
一
葉
「
に
つ
記
」「
書
入
れ
」
～ 

 

《
明
治
廿
五
年
秋
八
月
朋
友
田
邊
た
つ
子
と
共
に
氷
川
公
園
に
あ
そ
ぶ 

此
日
天
色
玲
瑯

と
し
て
眞
に
秋
光
身
に
餘
る
か 

無
一
物
の
〔
囊
〕》 

（
書
き
か
け
の
ま
ま
中
止
） 

樋
口
一
葉
は
明
治
二
十
五
年
八
月
に
大
宮
公
園
を
訪
れ
た
。「
樋
口
一
葉
全
集
」
に
収

め
ら
れ
て
い
る
日
記
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
一
葉
が
東
京
に
生
ま
れ
て
以
来
、
初
め
て

の
、
そ
し
て
、
唯
一
の
遠
出
の
目
的
地
が
大
宮
の
氷
川
公
園
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

右
に
掲
げ
た
の
は
「
樋
口
一
葉
全
集 

第
三
巻
（
下
）」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
斷
片
・

書
入
れ
」
に
あ
る
記
録
で
あ
る
。 

同
全
集
第
三
巻
（
上
）
に
収
め
ら
れ
た
「
に
つ
記
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。師
匠
で
あ
る
萩
の
家
の
中
嶋
歌
子
に
誘
わ
れ
て
汽
車
で
出
掛
け
た
こ
と
が
分
か
る
。 
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《
廿
六
日 

晴
天 

早
朝
師
君
の
も
と
に
訪
ふ 

大
宮
公
園
に
〓
草
を
見
む
と
誘
は
れ

て
直
に
誘
は
れ
て
直
に
十
一
時
の
滊
車
に
て
行
く 

三
時
の
車
に
て
歸
る
》 

（
※
筆
者

注
：
〓
は
火
へ
ん
に
「
禾
」
） 

大
宮
公
園
の
脚
注
に
は
《
埼
玉
縣
北
足
立
郡
大
宮
町
に
あ
り
、
明
治
十
七
年
に
氷
川

神
社
境
内
を
町
營
の
公
園
と
し
た
も
の
》
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
全
集
第
三
巻

下
の
補
注
で
は
《
「
氷
川
公
園
」
は
、
府
下
北
足
立
郡
高
鼻
村
氷
川
神
社
の
東
北
に
接
し

た
公
園
。
》
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
大
宮
行
き
に
つ
い
て
の
明
治
二
十
五
年
秋
の
書
入
れ
が
、「
樋
口
一
葉
全
集 

第

三
巻
（
下
）
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。 

《
時
鳥
な
く
五
月
の
は
じ
め
よ
り
菖
蒲
の
根
の
心
な
が
き
友
同
志
よ
り
合
ひ
て
ハ
例
の

小
田
原
の
評
定
を
な
し
け
る
さ
る
は
此
頃
の
新
聞
な
ど
に
崎
玉
縣
大
宮
の
公
園
地
を
面

白
き
処
可
笑
し
き
処
洒
落
た
処
粹
な
と
こ
ろ
風
流
な
処
雅
な
処
と
記
者
さ
ま
矢
鱈
に
お

褒
め
な
さ
れ
し
よ
り
自
づ
か
ら
氣
が
浮
き
立
ち
て
何
と
參
ら
う
で
ハ
御
座
り
ま
せ
ぬ
か
》 

五
月
の
は
じ
め
に
こ
の
よ
う
な
動
き
が
あ
り
、
一
葉
は
、
水
鷄
が
よ
い
か
、
氷
川
の 

名
物
の
蛍
が
い
い
か
、
な
ど
と
延
々
話
を
し
た
り
し
て
い
た
。
し
か
し
、
結
局
こ
の
と

き
の
大
宮
行
き
は
立
ち
消
え
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。《
夢
と
忘
れ
て
一
つ
ほ
斗
の
庭
に

月
を
眺
め
風
を
待
つ
て
兎
も
角
も
夏
は
暮
し
つ
》
と
一
葉
は
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
録

を
更
に
読
み
進
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

《
俄
か
に
大
宮
の
七
草
に
と
思
ひ
立
し
が
、
さ
れ
バ
と
て
一
人
も
行
か
れ
ず
連
れ
ハ
う
る

さ
し･

･
･

一
時
の
滊
車
で
三
時
に
は
歸
る･

･
･

》 

初
夏
か
ら
気
に
掛
け
て
い
た
大
宮
公
園
に
秋
風
に
誘
わ
れ
出
掛
け
て
み
た
い
と
感
じ

て
い
た
一
葉
は
、
師
匠
中
嶋
歌
子
に
誘
わ
れ
て
、
気
心
の
知
れ
た
連
れ
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
、
よ
う
や
く
出
掛
け
る
決
心
が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。 

 

五
．
貴
下
の
側
で
何
も
気
に
掛
け
な
い
で
一
日
眠
り
た
い 

～
正
宗
白
鳥
「
微
光
」
～ 

 

明
治
四
十
三
年
十
月
一
日
発
行
の
「
中
央
公
論
」
に
発
表
さ
れ
た
正
宗
白
鳥
「
微
光
」

に
は
、
大
宮
公
園
の
萬
松
楼
が
登
場
す
る
。
明
治
二
十
四
年
九
月
に
正
岡
子
規
が
夏
目

漱
石
を
呼
ん
だ
あ
の
萬
松
楼
で
あ
る
。 

《
大
宮
の
萬
松
樓
の
二
階
に
二
日
ほ
ど
氣
儘
に
遊
ん
で
、
歸
る
と
も
な
く
二
人
は
上
野
の

停
車
場
に
着
い
て
、
再
び
會
ふ
機
會
を
約
束
し
て
別
れ
た
》 

お
國
と
河
津
は
、
こ
の
大
宮
行
き
を
暑
く
て
煩
い
栃
木
の
晃
陽
館
の
部
屋
で
決
め
た
。 

《
せ
め
て
一
晩
で
も
知
つ
た
人
の
ゐ
な
い
土
地
で
、
ソ
ー
ツ
と
靜
か
に
寝
か
し
て
下
さ
い
、

貴
下
の
側
で
何
に
も
氣
に
掛
け
な
い
で
、
一
日
眠
り
た
い
》 

《
ぢ
や
歸
り
途
だ
か
ら
、
大
宮
へ
で
も
寄
る
と
い
ヽ
ん
だ
が
、
僕
は
充
分
に
金
を
持
つ
て

ゐ
な
い
よ
》 

《
私
、
指
環
を
質
に
置
く
、
一
度
東
京
へ
行
つ
て
お
金
を
拵
え
て
大
宮
ま
で
來
て
い
ヽ
》 

質
屋
で
は
指
環
二
つ
で
二
十
円
は
貸
し
て
く
れ
る
、
と
言
う
お
國
に
河
津
が
応
じ
る
。 

《
だ
け
ど
、
そ
れ
を
無
く
し
ち
や
困
る
だ
ら
う
、
後
で
買
つ
て
呉
れ
た
人
に
言
譯
が
立
た

ん
ぢ
や
な
い
か
》 

《
い
ヽ
え
構
は
な
い
。
後
は
ど
う
な
つ
た
つ
て
構
は
な
い
よ
、
私
、
か
う
し
て
お
互
ひ
に

暑
ひ
思
ひ
や
厭
な
思
ひ
を
し
て
詰
ら
な
く
別
れ
た
く
な
い
》 

こ
の
栃
木
の
宿
に
来
る
前
に
、
河
津
は
お
國
に
宛
て
た
手
紙
に
《
大
宮
の
雪
、
湯
島

の
月
、
忘
れ
難
き
記
憶
は
爾
後
屡
々
小
生
を
惱
ま
し
も
し
慰
め
も
致
し
候
》
と
書
い
て

い
る
。
河
津
と
お
國
の
二
人
に
は
大
宮
公
園
の
思
い
出
が
あ
っ
た
。 

今
日
、
萬
松
楼
の
跡
は
児
童
公
園
と
な
り
、
昭
和
二
十
五
年
に
設
置
さ
れ
た
回
転
飛

行
塔
が
ゆ
る
り
ゆ
る
り
と
子
供
た
ち
を
乗
せ
て
回
っ
て
い
る
。 

 
六
．
抱
き
合
っ
た
ま
ま
池
へ
飛
び
込
ん
で
し
ま
っ
た
の 

～
国
木
田
独
歩
「
第
三
者
」
～ 

 

正
宗
白
鳥
「
微
光
」
が
お
國
を
中
心
と
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、

国
木
田
独
歩
「
第
三
者
」
も
お
鶴
と
い
う
女
性
の
生
き
方
を
中
心
に
据
え
て
い
る
。
主

題
は
性
格
の
不
一
致
に
よ
る
離
婚
問
題
。
現
世
で
は
幸
せ
に
な
れ
な
い
こ
と
を
苦
に
し 
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て
心
中
へ
と
展
開
す
る
。
お
鶴
と
江
間
と
の
離
婚
話
に
お
鶴
の
義
理
の
兄
・
武
島
と
江

間
の
朋
友
・
大
井
が
仲
裁
に
入
り
、
武
島
と
大
井
は
手
紙
の
や
り
取
り
を
し
な
が
ら
、

二
人
の
円
満
離
婚
が
成
立
す
る
よ
う
説
得
に
当
た
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
お
鶴
は
義
兄

に
自
分
の
見
た
夢
の
話
を
す
る
。
そ
の
中
に
大
宮
公
園
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。 

《
未
だ
江
間
様
と
結
婚
し
な
い
時
で
し
た
。
江
間
様
と
連
れ
だ
つ
て
大
宮
に
行
つ
た
こ
と

が
御
座
い
ま
し
て
ね
》
《
昨
晩
の
夢
も
矢
張
そ
の
大
宮
。
》
《
江
間
様
の
被
仰
る
に
は
此
儘

二
人
が
東
京
に
歸
つ
て
又
夫
婦
に
な
つ
た
處
で
大
井
や
武
島
の
言
ふ
通
り
決
し
て
幸
福

で
は
な
い
。
》
《
夫
れ
か
ら
二
人
で
抱
き
合
つ
た
ま
ヽ
池
へ
飛
び
込
ん
で
し
ま
つ
た
の
。》 

武
島
の
手
元
に
は
江
間
か
ら
一
通
の
手
紙
が
届
い
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
偶
然
に
も
、

お
鶴
が
武
島
に
語
っ
た
夢
の
内
容
と
符
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
お
鶴
は
武
島
が
引

き
出
し
に
仕
舞
っ
て
お
い
た
こ
の
手
紙
を
見
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
お
鶴
と
江
間
が

鎌
倉
材
木
座
の
崖
の
下
で
心
中
し
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
、
武
島
の
《
江
間
君
も
お
鶴

も
今
は
相
携
へ
て
、
お
鶴
が
夢
に
見
た
や
う
な
野
邊
を
散
歩
し
て
居
る
だ
ら
う
、
お
鶴
は

心
ゆ
く
ば
か
り
に
其
好
き
な
唱
歌
を
謳
ふ
て
居
る
だ
ら
う
。》
と
の
言
葉
で
幕
を
閉
じ
る
。

「
第
三
者
」
は
明
治
三
十
六
年
十
月
一
日
発
行
の
「
文
藝
倶
樂
部
」
に
発
表
さ
れ
た
。

森
鷗
外
が
認
め
た
、
独
歩
の
最
初
の
作
品
「
源
お
ぢ
」
も
「
文
藝
倶
樂
部
」
の
掲
載
だ
。

七
．
大
宮
公
園
は
静
か
な
よ
い
と
こ
ろ 

～
田
山
花
袋
「
一
日
の
行
楽
」
～ 

 

田
山
花
袋
が
見
た
大
宮
公
園
の
様
子
が
大
正
九
年
六
月
十
六
日
に
磯
部
甲
陽
堂
か
ら

「
東
京
の
近
郊
」
と
題
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
「
大
宮
市
史 

第
四
巻
」
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
は
、
北
沢
楽
天
、
正
岡
子
規
、
森
鷗
外
、
寺
田
寅
彦
、
中
里

介
山
、
石
井
柏
亭
ら
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。 

本
稿
で
は
、「
大
宮
市
史
」
が
取
り
上
げ
て
い
な
い
大
正
七
年
二
月
十
六
日
、
博
文
館

発
行
の
「
一
日
の
行
楽
」
と
題
さ
れ
た
田
山
花
袋
の
著
書
に
注
目
す
る
。
同
書
は
汽
車

を
使
っ
て
一
日
で
訪
れ
る
こ
と
の
で
き
る
東
京
近
郊
の
一
三
四
箇
所
の
名
所
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
名
所
が
三
、
四
ペ
ー
ジ
く
ら
い
に
ま
と
め
ら
れ
、
個
性
あ
る

特
徴
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。 

筆
者
に
は
、「
一
日
の
行
楽
」
の
大
宮
公
園
に
係
る
記
事
が
大
宮
公
園
を
題
材
に
し
た

文
人
た
ち
の
趣
向
の
方
向
性
を
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。 

《
大
宮
公
園
は
、
靜
か
な
好
い
處
だ
。
初
夏
の
朝
な
ど
殊
に
好
い
》
と
書
き
出
さ
れ

た
大
宮
公
園
の
紹
介
に
割
か
れ
た「
一
日
の
行
楽
」
の
ペ
ー
ジ
数
は
三
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

花
袋
は
、
大
宮
公
園
を
紹
介
す
る
三
ペ
ー
ジ
・
約
一
二
〇
〇
文
字
の
短
い
紹
介
文
の
中

で
大
宮
の
地
名
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
紹
介
し
た
。
氷
川
神
社
の
存
在
は
大
宮
公
園
を

語
る
際
に
避
け
て
通
れ
な
い
重
要
な
要
素
な
の
で
あ
る
。 

《
大
宮
は
武
蔵
國
で
は
、
一
番
古
い
地
名
で
、
氷
川
神
社
は
景
行
天
皇
時
代
既
に
そ
の
存

在
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
古
社
で
あ
る
。
中
仙
道
か
ら
右
に
入
つ
て
二
三
町
、
華
表
（
と
り

ゐ
）の
三
四
町
、杉
や
欅
の
樹
の
非
常
に
大
き
い
の
が
あ
つ
て
、い
か
に
も
幽
遽
で
あ
る
。

池
が
あ
り
、
橋
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
宏
荘
な
社
殿
が
あ
る
。
そ
し
て
公
園
は
そ
の
奥
の
松

林
の
中
に
あ
る
。》 

大
宮
の
氷
川
神
社
は
武
蔵
一
宮
。
関
東
一
円
に
数
多
く
存
在
す
る
氷
川
神
社
の
中
心

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
氷
川
神
社
は
ス
サ
ノ
オ
、
ク
シ
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
、
オ

オ
ナ
ム
チ
の
三
柱
を
祀
る
。「
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
ご
み
に
八
重
垣
作
る
そ
の
八
重

垣
を
」
は
、
ス
サ
ノ
オ
が
詠
ん
だ
日
本
最
初
の
和
歌
で
あ
り
、
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
か
ら

ク
シ
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
を
救
い
、
須
賀
の
地
に
新
婚
の
宮
を
建
て
た
時
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
。

八
雲
は
氷
川
神
社
の
社
紋
と
な
っ
て
い
る
。
大
宮
公
園
内
に
か
つ
て
あ
っ
た
料
亭
・
旅

写真４ 絵葉書 大宮名所 氷川公園 （筆者所蔵） 
松林に囲まれた四阿屋の向こう側には広く平らな野が広が

っている（現在のボート池の場所）。 永井荷風「野心」に描
写された「森を通して透かし見ゆる広い平かな野の面」「丁
度静止せる湖水の表面を望んだかの様」の風景だろう。 
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館
八
重
垣
の
名
は
こ
の
和
歌
か
ら
得
た
も
の
だ
ろ
う
。
ク
シ
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
は
ス
サ
ノ
オ

の
妻
で
あ
り
、
オ
オ
ナ
ム
チ
は
そ
の
子
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
々
を
祀
る
氷
川
神
社
に

隣
接
す
る
大
宮
公
園
で
明
治
の
文
人
た
ち
は
野
心
と
女
性
観
と
を
作
品
に
描
き
出
し
た
。

神
社
と
神
社
に
隣
接
す
る
公
園
の
雰
囲
気
か
ら
何
か
を
感
じ
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

「
一
日
の
行
楽
」
は
冒
頭
に
《
大
宮
公
園
は
、
静
か
な
好
い
處
だ
。
初
夏
の
朝
な
ど

殊
に
好
い
》
と
述
べ
て
い
る
割
に
は
、
大
宮
の
周
辺
に
あ
る
名
勝
地
に
つ
い
て
の
紹
介

は
ご
く
短
い
。
し
か
も
、
文
末
に
は
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。 

《
こ
の
附
近
に
は
、
探
る
べ
き
名
勝
が
尠
く
な
い
。
》《
し
か
し
、
大
宮
公
園
に
行
く
人
に

は
、
さ
う
い
ふ
好
事
者
は
滅
多
に
な
い
。
盛
夏
は
し
か
し
蚊
が
多
く
、
暑
い
。》 

け
っ
し
て
風
光
明
媚
を
賛
美
す
る
内
容
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
田

山
花
袋
の
視
点
は
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
大
宮
公
園
及
び
そ
の
周
辺
の

状
況
を
知
る
た
め
の
良
い
参
考
に
な
る
と
考
え
る
。
次
章
以
降
で
森
鷗
外
「
青
年
」
に

描
か
れ
た
大
宮
公
園
に
触
れ
、
そ
の
後
、
改
め
て
こ
の
話
題
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
す

る
。 

 八
．
恋
愛
の
対
象
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
男
子
の
構
成
し
た
幻
影
～
森
鷗
外
「
青
年
」
～ 

 
 

森
鷗
外
の
「
青
年
」
は
、
明
治
四
十
三
年
三
月
一
日
発
行
の
雑
誌
「
昴
」
に
掲
載
さ

れ
、
翌
明
治
四
十
四
年
八
月
一
日
の
号
ま
で
連
載
さ
れ
た
後
、
大
正
二
年
二
月
十
日
に 

籾
山
書
店
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。 

「
青
年
」
は
小
泉
純
一
が
創
作
家
に
な
る
べ
く
東
京
に
出
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

る
。
住
処
を
定
め
、
鷗
外
の
家
の
周
辺
も
歩
く
。
有
楽
座
で
坂
井
夫
人
と
出
会
う
。《
漂

は
せ
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
、･

･
･

正
し
い
意
味
で
生
活
し
て
ゐ
な
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
》
《
生
き
る
。
生
活
す
る
。･

･
･

一
體
日
本
人
は
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
つ

て
ゐ
る
の
だ
ろ
う
か
》
《
己
に
は
眞
の
生
活
は
出
來
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。･

･
･

花
は
咲

い
て
も
、
夢
の
や
う
な
蒼
白
い
花
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ら
う
か
》
と
感
じ
始
め
る
。 

《
夢
の
や
う
な
蒼
白
い
花
》
は
「
青
年
」
の
終
盤
を
読
む
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
。
純
一
は
、

大
村
と
共
に
大
宮
公
園
に
出
掛
け
た
。
大
宮
公
園
は
純
一
が
最
初
に
訪
れ
た
場
所
で
あ

る
。
こ
こ
を
起
点
に
、
純
一
の
遍
歴
が
始
ま
る
。
坂
井
夫
人
の
ほ
か
に
柳
橋
芸
者
の
お 

 

ち
ゃ
ら
な
ど
遍
歴
の
場
面
に
は
様
々
な
女
性
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
箱
根
・

福
住
の
萬
翠
楼
で
坂
井
夫
人
と
画
家
・
岡
村
と
が
親
密
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
遭
遇
し

た
純
一
は
《
ど
う
も
自
分
の
身
の
周
圍
に
空
虚
が
出
來
て
來
る
や
う
な
氣
が
し
て
な
ら

な
い
。
好
い
わ
。
こ
の
寂
し
さ
の
中
か
ら
作
品
が
生
ま
れ
な
い
と
も
限
ら
な
い
》
と
考

え
、
坂
井
夫
人
と
決
別
し
、
作
家
と
し
て
立
つ
決
意
を
す
る
と
い
う
の
が
「
青
年
」
の

あ
ら
す
じ
で
あ
る
。 

こ
こ
で
、
森
鷗
外
「
青
年
」
を
大
宮
公
園
視
線
で
読
み
込
ん
で
み
る
。
人
影
の
見
え

な
い
落
ち
葉
の
散
ら
ば
る
広
い
道
。
遠
く
に
か
す
か
に
三
味
線
の
音
が
す
る
公
園
で
、

純
一
は
大
村
に
ワ
イ
ニ
ン
ゲ
ル
の
女
性
観
に
つ
い
て
問
う
。
大
村
は
次
の
よ
う
に
答
え

て
い
る
。 

《
女
性
で
す
か
。
そ
れ
は
餘
程
振
つ
て
ゐ
ま
す
よ
。
な
ん
で
も
女
と
い
ふ
も
の
に
は
娼
妓

の
チ
イ
プ
と
母
の
チ
イ
プ
と
し
か
な
い
と
い
ふ
の
で
す
。》（
※
筆
者
注
：「
チ
イ
プ
」
は

フ
ラ
ン
ス
語
。
英
語
な
ら
「
タ
イ
プ
」、
日
本
語
な
ら
「
型
」
で
あ
る
。） 

二
人
の
会
話
は
続
く
。
純
一
の
《
そ
れ
で
戀
愛
は
ど
う
な
る
の
で
す
。
母
の
型
の
女

を
對
象
に
し
て
は
戀
愛
は
滿
足
は
出
來
な
い
で
せ
う
し
、
娼
妓
の
型
の
女
を
對
象
に
し
た

ら
、
そ
れ
は
堕
落
で
は
な
い
で
せ
う
か
。》
と
い
う
問
い
に
大
村
は
こ
う
応
じ
た
。 

《
さ
う
で
す
。
だ
か
ら
戀
愛
の
希
望
を
前
途
に
持
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
君
な
ん
ぞ
の
爲
め
に

は
、
ワ
イ
ニ
ン
ゲ
ル
の
論
は
殘
酷
を
極
め
て
ゐ
る
の
で
す
。
女
に
は
戀
愛
と
い
ふ
や
う
な

も
の
は
な
い
。》《
戀
愛
の
對
象
と
い
ふ
も
の
は
、
凡
て
男
子
の
構
成
し
た
幻
影
だ
と
い
ふ

の
で
す
。》 

 

大
村
の
こ
の
言
葉
を
受
け
た
純
一
は
し
ば
ら
く
言
葉
も
な
く
、《
坂
井
の
奥
さ
ん
が
娼

妓
の
型
の
代
表
者
と
し
て
、
彼
れ
の
想
像
の
上
に
浮
》
ん
だ
。
そ
し
て
、
搾
り
出
し
た

言
葉
が
《
そ
ん
な
事
を
考
へ
る
と
、
厭
世
的
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
ね
》
だ
っ
た
。 

写真６ 文化人切手 
森鷗外 （筆者所蔵） 



そ
し
て
、
二
人
は
氷
川
神
社
の
拝
殿
近
く
に
や
っ
て
く
る
。
そ
の
後
の
二
人
の
会
話

の
話
題
は
女
性
論
か
ら
純
一
の
文
学
者
と
し
て
の
文
筆
活
動
の
こ
と
に
移
る
。 

純
一
は
同
行
し
た
大
村
の
《
ま
だ
何
も
書
い
て
見
な
い
の
で
す
か
》
と
の
問
い
に
対

し
《
蜚
は
ず
鳴
か
ず
で
す
》
と
公
園
の
沼
の
枯
葦
の
茂
み
に
立
つ
杭
に
止
ま
っ
て
い
る

一
羽
の
鴉
を
見
な
が
ら
答
え
て
い
る
。
公
園
内
に
三
味
線
や
歌
の
声
が
聞
こ
え
な
く
な

り
、
《
も
う
五
時
を
大
分
過
ぎ
て
ゐ
ま
す
》
《
道
理
で
少
し
寒
く
な
つ
て
來
た
》
と
の
会

話
の
後
、《
二
人
は
暫
く
落
葉
の
道
を
歩
い
て
上
り
の
汽
車
に
乗
つ
た
。》 

大
宮
公
園
の
門
を
入
っ
て
か
ら
氷
川
神
社
拝
殿
近
く
に
や
っ
て
く
る
ま
で
の
純
一
と

大
村
の
会
話
に
注
目
し
た
い
。
女
性
の
二
つ
の
型
と
文
筆
家
と
し
て
立
つ
こ
と
。
こ
れ

ら
二
つ
の
命
題
が
大
宮
公
園
を
舞
台
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に

お
い
て
「
青
年
」
を
読
み
込
む
と
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。 

本
稿
前
出
の
永
井
荷
風
の
二
つ
の
作
品
「
野
心
」
と
「
歓
楽
」
を
思
い
出
し
て
ほ
し

い
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
大
宮
公
園
を
舞
台
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
野
心
」
が
母
の
型

（
と
言
う
よ
り
母
の
姿
そ
の
も
の
）
を
描
き
、
後
に
「
歓
楽
」
が
娼
妓
の
型
を
描
い
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
明
治
三
十
五
年
四
月
と
明
治
四
十
二

年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
永
井
荷
風
は
、
ま
ず
母
の
型
を
描
き
、
そ
の
七

年
後
に
娼
妓
の
型
を
描
い
た
の
だ
っ
た
。 

森
鷗
外
が
「
青
年
」
を
「
昴
」
に
連
載
開
始
し
た
の
は
明
治
四
十
三
年
三
月
。
す
な

わ
ち
、
永
井
荷
風
の
娼
妓
の
型
が
描
か
れ
て
か
ら
す
ぐ
後
、
永
井
荷
風
が
作
品
の
舞
台

と
し
て
選
ん
だ
大
宮
公
園
を
、
森
鷗
外
も
ま
た
、「
青
年
」
の
舞
台
の
一
つ
に
選
ん
だ
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
鷗
外
は
、
女
性
に
は
娼
妓
の
型
と
母
の
型
の
二
つ
の
型
し
か
な

い
と
い
う
テ
ー
マ(

主
題)

の
提
起
を
、
大
宮
公
園
の
場
面
で
純
一
と
大
村
と
の
会
話
に

担
わ
せ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
青
年
」
に
は
、
娼
妓
の
型
の
女
性
は
坂
井
夫
人
を
は
じ

め
と
し
て
複
数
が
描
か
れ
て
い
る
一
方
、
母
の
型
が
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

そ
れ
が
何
故
か
の
説
明
も
描
写
も
な
い
。
母
に
つ
い
て
は
、
一
箇
所
、
純
一
が
古
道
具

屋
を
覗
く
癖
に
つ
い
て
説
明
す
る
形
で
、
次
の
短
い
回
想
の
場
面
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。 

《
純
一
は
小
さ
い
時
、
終
日
其
中
に
這
入
つ
て
、
何
を
捜
す
と
な
し
に
そ
の
が
ら
く
た
を

掻
き
交
ぜ
て
ゐ
た
こ
と
が
あ
る
。
亡
く
な
つ
た
母
が
食
事
の
時
、
純
一
が
ゐ
な
い
と
い
ふ

の
で
、
捜
し
て
そ
の
蔵
ま
で
來
て
、
驚
き
の
目
を
睜
つ
た
こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。》 

 
 

 
 

 
 

 

九
．
鷗
外
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム 

～
中
島
敦
「
耽
美
派
の
研
究
」
～ 

 

中
島
敦
は
、
昭
和
八
年
三
月
の
東
京
帝
国
大
学
国
文
科
卒
業
に
際
し
て
、「
耽
美
派
の

研
究
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
卒
業
論
文
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
卒
業
論
文
の
主

題
で
あ
る
耽
美
派
と
い
え
ば
永
井
荷
風
が
そ
の
代
表
格
の
一
人
で
あ
る
。
中
島
敦
は
こ

の
卒
業
論
文
の
第
二
章
で
森
鷗
外
を
取
り
上
げ
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。
耽
美
主
義
の

母
体
と
し
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
捉
え
る
と
と
も
に
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
い

う
言
葉
を
《
人
生
及
藝
術
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
傾
向
を
理
解
し
、
人
生
が
與
へ
る
す
べ

て
の
良
き
果
實
を
自
分
の
中
に
取
入
れ
て
、
自
分
の
内
生
命
を
豊
富
に
し
よ
う
と
い
ふ
生

活
態
度
を
も
つ
人
を
指
す
》
と
し
た
。
そ
し
て
、
鷗
外
に
は
《
こ
の
よ
う
に
良
い
意
味 写真８ 絵葉書 大宮氷川公園の秋色 （筆者所蔵） 
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の
デ
ィ
レ
ッ
テ
ィ
ズ
ム
》
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
引
き
続
く
第
三
章
「
永
井
荷
風
論
」

に
よ
れ
ば
、「
野
心
」
は
永
井
荷
風
の
最
初
の
単
行
本
で
あ
り
、
こ
の
発
表
の
後
、
永
井

荷
風
が
《
森
鷗
外
に
初
め
て
會
つ
た
時
、
鷗
外
か
ら
、
地
獄
の
花
は
讀
ん
だ
、
と
云
わ

れ
て
感
激
し
た
》
の
だ
と
い
う
。
こ
の
卒
業
論
文
は
、
二
〇
〇
二
年
二
月
二
〇
日
発
行

の
「
中
島
敦
全
集
３
」
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
三
百
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
大
作
で
あ
る
が
、

《
以
上
、
甚
だ
不
完
全
な
が
ら
こ
れ
で
此
の
稿
を
終
は
る
》
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。 

永
井
荷
風
は
、
常
に
先
に
行
っ
て
し
ま
う
森
鷗
外
の
姿
を
、
明
治
四
十
二
年
九
月
の

「
中
央
公
論
」
に
掲
載
の
「
鷗
外
先
生
」
と
い
う
随
筆
の
中
で
、《
先
生
は
い
つ
も
独
り

で
あ
る
。
一
所
に
歩
か
う
と
し
て
も
、
足
の
進
み
が
早
い
の
で
、
つ
い
先
き
へ
先
き
へ
と

独
り
に
な
つ
て
仕
舞
ふ
の
だ
。･

･
･

自
分
は
先
生
の
後
姿
を
遥
か
に
望
む
時
、
時
代
よ
り

優
れ
過
ぎ
た
人
の
淋
し
さ
と
い
ふ
事
を
想
像
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
》
と
記
し
て
い
る
。 

 

十
．
娼
妓
の
型
と
母
の
型 

～
森
鷗
外
「
青
年
」
～ 

 

夏
目
漱
石
の
「
三
四
郎
」
と
常
に
比
較
さ
れ
る
鷗
外
の
「
青
年
」
で
あ
る
が
、
鷗
外

が
「
青
年
」
を
執
筆
す
る
に
際
し
て
「
三
四
郎
」
を
意
識
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。 

 
 

「
三
四
郎
」
の
中
で
、
三
四
郎
は
上
京
の
た
め
の
汽
車
の
車
中
で
偶
然
出
会
っ
た
女
性

と
一
晩
同
宿
す
る
こ
と
と
な
る
。
翌
朝
、
そ
の
女
性
か
ら
停
車
場
で
《
あ
な
た
は
餘
つ

程
度
胸
の
な
い
方
で
す
ね
》
と
言
わ
れ
、
自
ら
の
性
格
を
言
い
当
て
ら
れ
た
《
三
四
郎

は
プ
ラ
ッ
ト
、
フ
ォ
ー
ム
の
上
へ
彈
き
出
さ
れ
た
様
な
心
持
ち
が
し
た
》
と
い
う
場
面

が
あ
る
。
三
四
郎
の
性
格
が
ス
ト
レ
ー
ト
か
つ
極
め
て
鋭
く
言
い
当
て
ら
れ
て
い
る
の 

 

が
印
象
深
い
。
ナ
イ
ー
ヴ
な
青
年
の
心
と
い
う
点
で
は
、
三
四
郎
は
「
青
年
」
の
純
一

と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。 

と
も
あ
れ
、
完
成
度
の
高
い
「
三
四
郎
」
と
比
べ
、「
青
年
」
に
物
足
り
な
さ
と
言
う

か
不
完
全
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
理
由
は
、「
青
年
」
が
女
性
に
は
二
つ
の
型
が
あ
る
と

の
主
題
の
設
定
を
し
つ
つ
も
、
母
の
型
を
描
い
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
筆
者
は
考
え
る
。
大
宮
公
園
の
場
面
で
大
村
は
《
母
の
型
の
女
は
、
子
を
欲
し
が
つ

て
ゐ
て
、
母
と
し
て
子
を
可
哀
が
る
ば
か
り
で
は
な
い
。･･

･

娵
に
行
け
ば
夫
を
も
母
と

し
て
可
哀
が
る
》
と
も
言
っ
て
い
る
。「
夫
を
も
母
と
し
て
か
わ
い
が
る
」
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
男
子
は
、
平
成
の
今
日
に
お
い
て
は
「
マ
ザ
コ
ン
！
」
と
一
笑
に
ふ
さ
れ
て

し
ま
う
が
、
こ
れ
も
幻
影
の
一
つ
の
型
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。 

鷗
外
全
集
に
収
録
さ
れ
た
「
青
年
」
に
は
、
大
正
二
年
二
月
一
〇
日
籾
山
書
店
発
行

の
単
行
本
の
巻
末
に
は
な
い
《
鷗
外
云
》
と
し
て
《
兎
に
角
一
應
こ
れ
で
終
と
す
る
。》

と
の
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
「
青
年
」
の
文
末
に
《
兎
に
角
一
應
こ
れ
で
終
と
す
る
。
》
と

森
鷗
外
自
身
が
付
言
し
た
こ
と
に
よ
り
、「
青
年
」
に
描
か
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
は
母
の
型

の
女
性
を
描
き
だ
す
た
め
の
長
い
長
い
オ
バ
ー
チ
ャ
ー
（
序
曲
）
で
あ
る
と
の
位
置
付

け
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
長
い
長
い
序
曲
が
一
つ
の
独
立
し
た

長
編
小
説
に
な
っ
た
。
そ
う
捉
え
て
み
る
と
、
「
青
年
」
の
見
え
方
が
大
き
く
変
わ
る
。 

そ
う
し
た
長
い
長
い
序
曲
の
中
に
お
い
て
、
純
一
が
上
京
し
て
き
て
か
ら
大
村
と
と

も
に
大
宮
に
出
掛
け
る
ま
で
の
文
脈
も
ま
た
大
宮
公
園
で
の
二
人
の
青
年
の
間
の
会
話

を
通
じ
た
小
説
「
青
年
」
の
主
題
の
設
定
へ
と
向
か
う
た
め
の
序
章
で
あ
り
、
そ
し
て
、

大
宮
公
園
以
降
に
進
め
ら
れ
て
い
く
娼
妓
の
型
に
係
る
論
の
展
開
を
引
き
出
す
た
め
の

舞
台
設
定
作
業
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

純
一
の
上
京
直
後
か
ら
大
宮
行
き
ま
で
の
「
青
年
」
の
初
期
段
階
に
は
、
坂
井
夫
人

と
の
芸
術
座
で
の
出
会
い
や
根
岸
の
邸
宅
に
坂
井
夫
人
を
訪
ね
る
場
面
の
描
写
が
あ
り
、

そ
の
後
に
、《
己
は
今
日
の
日
記
を
書
く
の
に
、
目
的
地
に
向
つ
て
迂
路
を
取
る
と
云
つ

た
が
、
こ
れ
で
は
遂
に
目
的
地
を
避
け
て
、
そ
の
外
邊
を
一
周
し
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

併
し
己
は
知
ら
ざ
る
人
で
あ
つ
た
の
が
、
今
日
知
る
人
と
な
つ
た
の
で
あ
る
》
と
描
か

れ
た
こ
と
が
、
当
時
の
鷗
外
読
者
に
衝
撃
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
三
四

郎
」
に
は
な
い
「
青
年
」
の
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
局
面
だ
け
が
妙
に
強
く
認
識
さ
れ
る
こ
と

写真９ 
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に
な
っ
た
。《
知
ら
ざ
る
人
で
あ
つ
た
の
が
、
知
る
人
と
な
っ
た
》
と
い
う
今
日
的
に
は

何
の
こ
と
や
ら
よ
く
分
か
ら
な
い
表
現
が
、
純
一
の
坂
井
未
亡
人
と
の
初
め
て
の
性
体

験
の
こ
と
で
あ
る
と
は
、
識
者
か
ら
の
助
言
が
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
意

味
を
知
っ
て
か
ら
改
め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
妙
に
際
立
っ
て
印
象
付
け
ら
れ
る
か

ら
不
思
議
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、「
青
年
」
が
「
三
四
郎
」
と
比
較
の
上
で
語
ら
れ

る
際
に
、
こ
の
箇
所
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
が
残
念
で
あ
る
。 

前
述
し
た
よ
う
に
、「
青
年
」
の
主
題
が
「
女
性
に
は
娼
妓
の
型
と
母
の
型
の
二
つ
し

か
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
「
青
年
が
文
筆
家
と
し
て
立
っ
て
い
く
過
程
」
を
描
き
出
す

こ
と
と
捉
え
、
し
か
も
、
長
編
小
説
と
し
て
一
つ
の
形
を
成
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ

は
母
の
型
を
描
き
出
す
た
め
の
序
曲
、
或
い
は
「
青
年
」
前
編
・
後
編
の
前
編
、
と
し

て
見
て
み
れ
ば
、
娼
妓
の
型
を
描
く
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
前
編
で
は
性
に
つ
い
て

避
け
て
通
り
得
ず
、
前
編
の
結
末
と
し
て
決
別
せ
ざ
る
を
得
な
い
娼
妓
の
型
の
女
性
の

象
徴
的
存
在
で
あ
る
坂
井
夫
人
と
の
体
験
を
象
徴
的
に
打
ち
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ

は
中
島
敦
が
卒
業
論
文
「
耽
美
派
の
研
究
」
の
中
で
森
鷗
外
に
つ
い
て
指
摘
し
た
鷗
外

の
持
つ
《
良
い
意
味
の
デ
ィ
レ
ッ
テ
ィ
ズ
ム
》
の
現
れ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 十
一
．
お
絹
は
一
人
遅
れ
て
辞
儀
を
し
た 

～
森
鷗
外
「
青
年
」
～ 

 

箱
根
で
純
一
が
滞
在
し
た
柏
屋
の
女
中
と
し
て
登
場
し
た
お
絹
は
、《
一
人
の
女
中
が

火
鉢
に
炭
を
つ
い
で
ゐ
た
。
色
の
蒼
白
い
、
美
し
い
女
で
あ
る
》
と
描
か
れ
、
特
別
な

用
を
す
る
特
別
な
女
中
と
の
印
象
で
の
登
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
鷗
外
に
は

お
絹
を
娼
妓
の
型
で
は
な
く
母
の
型
と
し
て
描
い
て
い
く
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
な
ど
と
、
筆
者
は
自
ら
の
身
の
程
も
考
え
ず
に
明
治
の
文
豪
の
意
図

を
深
読
み
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
筆
者
は
大
胆
に
も
「
箱
根
で
の
坂
井
夫
人
と
の
決
別

へ
と
展
開
さ
れ
て
き
た
長
編
小
説
『
青
年
』
の
文
脈
は
、
全
て
オ
バ
ー
チ
ャ
ー
で
あ
り
、

本
論
の
な
い
未
完
の
ま
ま
終
結
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
の
仮
説
を
立
て
て
み
た
。 

こ
れ
も
ま
ん
ざ
ら
的
を
外
し
て
は
お
る
ま
い
。「
鷗
外
全
集
」
掲
載
の
「
青
年
」
の
最

後
に
付
記
さ
れ
た
言
葉
《
鷗
外
云
。
小
説
「
青
年
」
は
一
應
こ
れ
で
終
と
す
る
。
書
か

う
と
企
て
た
事
の
一
小
部
分
し
か
ま
だ
書
か
ず
、
物
語
の
上
の
日
數
が
六
七
十
日
に
な
つ

た
に
過
ぎ
な
い
。･･

･
 

兎
に
角
一
應
こ
れ
で
終
と
す
る
。》
が
そ
れ
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。

事
実
、
坂
井
夫
人
と
の
決
別
の
後
、
純
一
は
柏
屋
の
女
中
の
《
色
の
蒼
白
い
、
美
し
い

女
》
お
絹
に
気
を
惹
か
れ
て
い
る
。
次
の
段
階
へ
と
踏
み
出
す
心
の
変
化
の
現
わ
れ
だ
。 

《
純
一
は
お
絹
と
云
ふ
名
が
、自
分
の
想
像
し
た
あ
の
女
の
性
質
に
相
應
し
て
ゐ
る
や
う

に
思
つ
て
、
一
種
の
滿
足
を
覺
え
た
。
そ
し
て
そ
の
お
絹
が
忙
し
い
中
で
自
分
を
顴
察
し

て
く
れ
た
の
を
感
謝
す
る
と
同
時
に
、
自
分
が
あ
の
女
の
生
活
を
餘
り
卑
し
く
考
へ
た
の

を
悔
い
た
。》 

こ
れ
は
、
純
一
が
箱
根
を
去
る
朝
、
勘
定
を
女
中
に
告
げ
た
際
に
そ
の
女
中
か
ら
、

《
き
の
ふ
あ
な
た
が
お
着
き
に
な
る
と
、
あ
れ
が
直
ぐ
に
さ
う
云
ひ
ま
し
た
わ
。
あ
の
方

は
本
を
澤
山
持
つ
て
入
ら
つ
し
や
つ
た
か
ら
、
き
つ
と
お
休
み
の
間
勉
強
を
し
に
入
ら
つ

し
や
つ
た
の
だ
つ
て
》
と
、
お
絹
の
こ
と
を
聞
い
た
際
の
純
一
の
反
応
で
あ
る
。 

こ
れ
に
続
き
、《
純
一
が
立
つ
て
出
る
と
、
女
中
が
革
包
を
持
つ
て
跡
か
ら
來
た
。
廊

下
の
廣
い
所
に
、
女
中
が
集
ま
つ
て
、
何
か
咡
き
合
つ
て
ゐ
た
の
が
、
皆
純
一
に
暇
乞
を

し
た
。
お
絹
は
背
後
の
方
に
し
ょ
ん
ぼ
り
立
つ
て
ゐ
て
、
一
人
遅
れ
て
辭
儀
を
し
た
。》

と
お
絹
の
描
写
が
あ
る
。
坂
井
夫
人
が
「
青
年
」
の
基
底
を
成
し
全
般
に
亘
っ
て
登
場

し
続
け
る
一
方
、
お
絹
の
登
場
し
た
の
は
終
了
間
際
の
僅
か
ば
か
り
の
間
で
あ
る
。 

そ
し
て
、「
青
年
」
は
、
母
の
型
を
描
か
ぬ
ま
ま
、
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
る
。 

《
朝
日
橋
に
掛
か
る
前
に
振
り
返
つ
て
、
坂
井
の
奥
さ
ん
の
泊
つ
て
ゐ
る
福
住
の
座
敷
を

見
た
ら
、
障
子
が
皆
締
ま
つ
て
、
中
は
ひ
つ
そ
り
し
て
ゐ
た
。》 

 十
二
．
小
説
の
一
章
二
章
は
到
る
處
に 

～
田
山
花
袋
「
一
日
の
行
楽
」
～ 

 

大
宮
公
園
は
明
治
の
文
人
た
ち
の
持
つ
自
然
観
・
人
間
観
に
影
響
を
与
え
、
明
治
の

青
年
た
ち
の
姿
が
大
宮
公
園
に
描
き
出
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
を
田
山
花
袋
の
作
品
「
一

日
の
行
楽
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
宮
公
園
を
紹
介
す
る
中
で
《
探
る
べ
き
名
勝

が
尠
な
く
な
い
》
が
、《
さ
う
い
ふ
好
事
者
は
滅
多
に
居
な
い
》
と
花
袋
が
記
し
た
の
は

ど
う
い
う
意
味
か
？ 

本
章
で
は
そ
の
あ
た
り
を
掘
り
下
げ
て
み
る
。 

《
八
重
垣
あ
た
り
で
、
茶
代
、
旅
宿
料
の
高
い
の
を
平
氣
で
、
一
夜
、
男
同
志
で
靜
か
に

泊
つ
て
來
る
の
も
興
味
が
あ
る
。
生
中
、
箱
根
あ
た
り
に
行
く
よ
り
も
逸
興
が
多
い
。》 



花
袋
が
こ
う
記
し
た
の
は
、
正
岡
子
規
が
夏
目
漱
石
を
大
宮
公
園
に
呼
び
寄
せ
た
こ

と
を
知
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
漱
石
と
子
規
の
両
盟
友
が
会
し
た
の
は
八
重

垣
で
は
な
く
萬
松
楼
で
は
あ
る
の
だ
が
。
（
「
大
宮
の
郷
土
史
」
第
三
十
二
号
参
照
） 

今
日
で
は
明
治
の
老
舗
料
亭
・
旅
館
は
大
宮
公
園
内
に
存
在
し
な
い
た
め
、
当
時
の

賑
わ
い
を
大
宮
公
園
内
に
感
じ
取
る
こ
と
は
大
変
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
田
山
花

袋
の
短
い
紹
介
文
に
は
様
々
な
思
い
が
巡
る
。《
小
説
の
一
章
二
章
は
到
る
處
に
こ
ろ
が

つ
て
ゐ
る
》
と
大
宮
公
園
を
評
し
た
花
袋
の
言
葉
の
通
り
、
花
袋
が
活
躍
し
た
頃
に
は
、

こ
う
し
た
料
亭
・
旅
館
を
巡
っ
て
、
大
宮
公
園
の
そ
こ
こ
こ
に
小
説
の
ネ
タ
が
い
ろ
い

ろ
と
転
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
花
袋
の
弁
を
聞
く
限
り
で
は
、
こ
ろ
が

っ
て
い
た
の
は
娼
妓
の
型
の
女
性
像
に
関
す
る
ネ
タ
ば
か
り
だ
っ
た
よ
う
だ
。
明
治
中

後
期
に
お
け
る
文
壇
、
と
り
わ
け
耽
美
派
、
の
取
り
扱
っ
て
い
た
テ
ー
マ
と
大
宮
公
園

の
そ
う
し
た
雰
囲
気
の
方
向
性
が
一
致
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。 

「
一
日
の
行
楽
」
に
お
け
る
大
宮
公
園
の
紹
介
に
は
、
森
鷗
外
の
「
青
年
」
の
場
面

に
当
て
は
ま
る
と
こ
ろ
が
意
外
に
多
い
。
鷗
外
が
「
青
年
」
の
中
で
「
蒲
団
」
に
言
及

し
た
こ
と
を
意
識
し
た
の
だ
ろ
う
。
鷗
外
と
花
袋
に
は
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
田
山
花
袋
は
、
明
治
三
十
七
年
五
月
か
ら
九
月
ま
で
、
森
鷗
外
が
日
露
開
戦

に
伴
い
軍
医
部
長
と
し
て
従
軍
す
る
第
二
軍
に
従
軍
記
者
と
し
て
随
行
し
た
経
験
を
持

っ
て
お
り
、
こ
の
機
会
に
森
鷗
外
と
会
っ
て
い
た
。
明
治
の
文
壇
で
は
文
人
た
ち
が
互

い
の
作
品
を
通
し
て
盟
友
の
作
品
や
考
え
方
を
批
判
し
合
い
、
ま
た
、
評
価
し
合
っ
て

い
た
。「
青
年
」
の
箱
根
の
場
面
で
、
画
家
・
岡
村
が
作
家
の
卵
・
純
一
に
向
け
て
、
文

学
に
関
し
て
激
し
く
攻
撃
的
な
批
判
を
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
面
で
、
当
時
大
変 

 

な
話
題
と
な
っ
て
い
た
花
袋
の
「
蒲
団
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

「
青
年
」
は
明
治
四
十
三
年
か
ら
四
十
四
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
、
大
正
二
年
に
単

行
本
化
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
他
方
、
田
山
花
袋
の
「
一
日
の
行
楽
」
は
大
正
七
年
二

月
十
六
日
に
博
文
館
か
ら
の
出
版
。
そ
の
五
年
後
の
大
正
十
二
年
七
月
五
日
に
「
東
京

近
郊
一
日
の
行
楽
」
と
し
て
改
め
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。「
東
京
近
郊
一
日
の
行
楽
」
が

出
版
さ
れ
た
大
正
十
二
年
七
月
は
森
鷗
外
が
没
し
た
大
正
十
一
年
七
月
九
日
か
ら
ち
ょ

う
ど
一
年
後
で
あ
る
。「
一
日
の
行
楽
」
に
は
次
の
よ
う
な
紹
介
が
あ
る
。 

《
女
中
に
も
い
き
な
色
の
白
い
女
が
多
か
つ
た
。》《『
大
宮
公
園
の
旅
館
に
は
、
滅
多
に

泊
ま
れ
な
い
、
え
ら
い
ぼ
り
や
が
る
』
か
う
田
舎
の
人
は
言
ふ
が･

･
･

役
者
と
未
亡
人
と

の
密
会
、
客
と
藝
者
と
の
宿
泊
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
目
的
と
し
て
建
て
ら
れ
た
旅
館
だ
。》 

こ
こ
で
、《
客
と
藝
者
と
の
宿
泊
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
目
的
と
し
て
》
は
「
青
年
」
に

お
け
る
純
一
が
大
村
と
と
も
に
大
宮
公
園
に
向
か
っ
た
汽
車
に
乗
り
合
わ
せ
た
芸
者
、

《
女
中
に
も
い
き
な
色
の
白
い
女
が
》
は
「
青
年
」
に
お
け
る
箱
根
の
柏
屋
の
お
絹
に

対
す
る
純
一
の
第
一
印
象
、
そ
し
て
、《
役
者
と
未
亡
人
と
の
密
会
》
は
「
青
年
」
に
お

け
る
純
一
が
出
向
い
た
箱
根
・
福
住
の
萬
翠
楼
で
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
坂
井
夫
人
と
画

家
・
岡
村
の
親
密
な
場
面
、
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。 

し
か
し
、
森
鷗
外
が
大
宮
公
園
を
訪
れ
、
滞
在
し
た
と
い
う
記
録
は
、
残
念
な
が
ら
、

今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ど
こ
に
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。 

 十
三
．
一
番
列
車
が
霧
の
中
か
ら
現
れ
た 

～
森
田
草
平
「
煤
煙
」
～ 

 

鷗
外
は
「
青
年
」
に
お
い
て
、
箱
根
・
福
住
で
坂
井
夫
人
と
と
も
に
箱
根
に
滞
在
し

て
い
た
画
家
・
岡
村
に
よ
る
文
学
批
判
の
対
象
と
し
て
、
田
山
花
袋
「
蒲
団
」
と
と
も

に
森
田
草
平
の
「
煤
煙
」
も
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
青
年
」
の
中
で

純
一
が
坂
井
夫
人
と
決
別
し
、
文
筆
家
と
し
て
立
つ
決
意
を
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

場
面
に
お
け
る
描
写
で
あ
る
。 

《
若
い
文
學
者
の
噂
が
出
る
。･

･
･

次
い
で
話
は
作
品
の
上
に
及
ん
で
、
「
蒲
団
」
が
ど

う
の
、「
煤
烟
」
が
ど
う
の
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。
意
外
に
文
學
通
だ
と
思
つ
て
、
純
一

が
聞
い
て
見
る
と
、
ど
れ
も
讀
ん
で
は
ゐ
な
い
の
で
あ
つ
た
。
純
一
に
は
此
席
に
ゐ
る
こ
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と
が
面
白
く
な
い
。･

･
･

世
間
に
起
る
、
新
し
い
文
藝
に
對
す
る
非
難
と
云
ふ
も
の
は
、

大
抵
此
岡
村
の
や
う
な
人
が
言
ひ
廣
め
る
の
だ
ら
う
。･

･
･

攻
撃
的
批
評
に
、
社
會
は
雷

同
す
る
の
で
あ
る
。･

･
･

蒲
団
や
煤
烟
に
は
、
無
論
事
實
問
題
も
伴
つ
て
ゐ
た
。
併
し
煤

烟
の
種
に
な
つ
て
ゐ
る
事
實
こ
そ
は
、
稍
外
間
へ
暴
露
し
た
行
動
を
見
た
の
で
あ
る
が
、

蒲
団
や
其
外
の
事
實
問
題
は
大
抵
皆
文
士
の
間
で
起
し
た
の
で
、
所
謂
六
號
文
學
の
す
つ

ぱ
抜
き
に
根
ざ
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。
》 

森
田
草
平
の
「
煤
煙
」
は
、
明
治
四
十
一
年
三
月
の
自
ら
と
平
塚
雷
鳥
と
の
心
中
未

遂
事
件
を
題
材
に
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
事
件
の
と
き
森
田
草
平
は
二
七
歳
、

平
塚
雷
鳥
は
二
二
歳
で
あ
る
。
事
件
後
、
森
田
平
は
漱
石
の
と
こ
ろ
に
転
が
り
込
ん
だ
。

こ
の
事
件
か
ら
自
ら
が
受
け
る
大
き
な
痛
手
を
回
避
す
る
意
味
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
漱

石
の
力
添
え
も
あ
っ
て
、「
煤
煙
」
は
明
治
四
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
五
月
十
六
日
ま
で

朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
。 

こ
の
直
前
の
連
載
は
漱
石
の
「
三
四
郎
」（
明
治
四
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
十
二
月
二

十
九
日
ま
で
）
で
あ
る
。「
三
四
郎
」
に
登
場
す
る
美
禰
子
は
平
塚
雷
鳥
が
モ
デ
ル
（
漱

石
が
門
下
生
の
森
田
草
平
か
ら
聞
き
取
っ
た
「
煤
煙
」
の
朋
子
の
様
子
を
基
に
作
り
上

げ
た
女
性
像
）
で
あ
る
。
ま
た
、「
煤
煙
」
連
載
終
了
後
の
六
月
二
十
七
日
に
は
漱
石
の

「
そ
れ
か
ら
」
の
連
載
が
開
始
す
る
。「
三
四
郎
」「
そ
れ
か
ら
」「
門
」
は
夏
目
漱
石
の

三
部
作
だ
が
、
そ
れ
ら
が
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
際
、
間
に
「
煤
煙
」
が
挟
ま
っ
て

い
た
こ
と
は
今
日
で
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、「
そ
れ
か
ら
」
の
代
助
は
「
煤

煙
」
を
勧
め
ら
れ
て
読
ん
で
は
み
た
も
の
の
、
自
分
と
の
懸
隔
を
感
じ
て
い
る
。 

 

閑
話
休
題
。
西
那
須
野
駅
へ
と
向
か
う
二
人
は
田
端
の
停
車
場
で
夜
十
時
五
分
発
の

高
崎
行
き
最
終
列
車
に
乗
る
。
途
中
大
宮
で
下
車
。
翌
朝
の
汽
車
を
待
つ
た
め
に
一
泊

し
て
い
る
。
こ
の
際
の
様
子
が
「
煤
煙
」
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
。
一
部
を
引
用
す
る
。 

《
や
が
て
大
宮
へ
着
く
。
要
吉
は
女
を
促
し
て
汽
車
を
出
た
。
明
日
の
朝
汽
車
を
待
つ
て

東
北
へ
向
ふ
積
り
で
あ
る
。
他
に
行
く
べ
き
場
所
も
手
段
も
殘
さ
れ
な
い
や
う
に
、
此
處

で
降
り
た
の
は
何
の
た
め
か
分
か
ら
な
い
。
二
人
は
停
車
場
を
出
て
大
通
り
を
一
町
許
り

行
つ
た
が
何
處
の
家
も
寝
鎭
つ
て
ゐ
る
。
唯
一
軒
大
戸
を
開
け
た
家
を
見
附
け
て
、
そ
の

二
階
へ
上
つ
た
》 

こ
う
し
て
要
吉
と
朋
子
は
大
宮
に
到
着
し
た
。
大
宮
の
宿
で
一
夜
を
過
ご
し
た
二
人

は
翌
朝
一
番
の
汽
車
に
乗
る
。慌
し
く
宿
を
出
る
様
子
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。 

《「
も
う
汽
車
の
着
く
時
間
で
す
ね
。」
朋
子
も
何
や
ら
落
着
か
ぬ
ら
し
い
。》《
街
に
は
朝

靄
が
か
ヽ
つ
て
、
未
だ
人
通
り
は
な
い
。》《
停
車
場
の
振
鈴
が
鳴
る
。
二
人
は
遽
て
ヽ
駈

附
け
た
。
プ
ラ
ツ
ト
フ
オ
ー
ム
に
立
つ
て
、
待
つ
間
程
な
く
、
上
野
發
の
一
番
列
車
が
霧

の
中
か
ら
現
れ
た
。》 

大
宮
で
の
一
夜
の
場
面
で
、
朋
子
が
要
吉
か
ら
借
り
た
ダ
ン
ヌ
ン
チ
オ
の
「
死
の
勝

利
」
を
、
い
ろ
い
ろ
な
物
を
焼
き
捨
て
る
と
き
に
つ
い
間
違
え
て
火
の
中
に
放
り
込
ん

で
し
ま
っ
た
こ
と
を
詫
び
る
。
そ
の
と
き
要
吉
に
は
《
反
古
を
焼
く
姿
が
眼
に
泛
ん
だ
。》

東
京
を
発
つ
前
に
朋
子
が
友
に
宛
て
て
し
た
た
め
た
最
後
の
手
紙
に
は
《･

･
･

わ
れ
は
決

し
て
戀
の
た
め
に
死
す
る
も
の
に
非
ず
、
自
己
を
貫
か
ん
が
た
め
な
り
、
自
己
の
體
系
を

全
う
せ
む
が
た
め
な
り
、
孤
獨
の
旅
路
な
り
。･

･
･
 

明
治
四
十
一
年
三
月
二
十
一
日
》

と
記
さ
れ
て
い
た
。「
煤
煙
」
は
《
自
分
が
息
絶
え
て
、
男
の
心
の
中
の
記
憶
と
化
し
た

後
、
こ
の
遺
書
を
讀
ん
だ
と
し
た
ら
、
男
の
失
望
は
何
ん
な
で
あ
ら
う
。》
と
続
く
。 

大
宮
の
夜
更
け
、
朋
子
は
《
貴
方
の
小
さ
い
時
分
の
話
を
し
て
下
さ
い
。
私
は
未
だ

貴
方
の
こ
と
は
何
も
知
ら
な
い
。
》
と
言
う
。
《
小
さ
い
時
分
の
？
》
と
の
要
吉
の
反
応

に
《
二
人
が
現
在
し
て
ゐ
る
こ
と
と
は
、
全
然
關
係
の
な
い
こ
と
が
可
い
》
と
続
け
る
。

要
吉
に
し
て
み
れ
ば
「
死
の
勝
利
」
を
焼
却
さ
れ
た
以
上
に
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
だ
ろ
う

（
後
述
す
る
）
が
、
朋
子
は
そ
の
ま
ま
自
分
が
五
つ
の
と
き
の
話
を
続
け
た
。
氷
獄
で

の
心
中
の
た
め
に
踏
み
込
ん
だ
山
中
で
要
吉
は
生
き
る
方
向
に
心
を
転
換
す
る
の
だ
が
、

大
宮
で
の
一
夜
が
要
吉
の
心
の
転
換
を
理
解
す
る
鍵
と
な
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。 

こ
こ
で
、「
煤
煙
」
の
時
点
を
ず
っ
と
巻
き
戻
す
。
眞
鍋
朋
子
と
知
り
合
っ
て
間
も
無

く
、
膝
の
関
節
が
硬
張
っ
て
曲
げ
ら
れ
な
く
な
り
、
急
性
の
僂
麻
質
斯
と
診
断
さ
れ
た

要
吉
は
小
石
川
茗
荷
谷
の
狩
野
病
院
に
入
院
す
る
。見
舞
い
に
来
た
朋
子
に
容
吉
は
「
死

の
勝
利
」
を
貸
し
た
。
後
日
、
要
吉
が
《
熱
砂
の
上
に
百
合
の
花
が
咲
く
。･

･
･
 

見
る

間
に
咲
い
て
見
る
間
に
凋
む
。
そ
の
蕊
を
開
い
て
見
る
と
、
大
抵
の
花
に
は
蟲
が
一
疋

づ
ゝ
強
い
香
に
蒸
さ
れ
て
死
ん
で
る
と
云
ふ
の
で
す
。》
と
言
い
つ
つ
、
こ
れ
を
読
ん
だ

か
を
問
う
場
面
が
あ
る
が
、
朋
子
の
答
え
は
《
い
ゝ
え
、
未
だ
。》
だ
っ
た
。
他
方
、
朋

子
が
書
い
た
草
稿
「
末
日
」
に
要
吉
は
目
を
通
す
。
要
吉
は
「
末
日
」
は
《
自
意
識
の

強
い
女
が
意
氣
地
の
な
い
男
を
振
棄
て
ゝ
信
州
隱
れ
に
行
く
と
い
ふ
筋
》
だ
と
読
み
解



き
つ
つ
、
そ
の
内
容
か
ら
、
朋
子
を
《
男
を
愛
す
る
と
云
ふ
こ
と
よ
り
も
、
先
づ
男
を

棄
て
る
こ
と
を
描
い
て
ゐ
る
女
か
も
知
れ
な
い
》
と
も
感
じ
て
い
る
。 

要
吉
の
故
郷
を
描
い
た
「
煤
煙
」
の
前
半
は
鬱
々
と
し
て
暗
い
。
要
吉
の
祖
父
が
老

木
を
切
り
倒
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
因
果
と
、
そ
れ
か
ら
連
な
る
要
吉
の
生
い
立
ち
に

対
す
る
疑
念
に
、
悶
絶
す
る
ほ
ど
の
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
前

半
が
な
け
れ
ば
後
半
が
理
解
で
き
な
い
。
漱
石
は
「
煤
煙
」
の
後
半
に
描
か
れ
た
心
中

未
遂
事
件
よ
り
も
こ
の
前
半
の
方
が
出
来
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
評
し
て
い
る
。 

要
吉
は
こ
う
し
た
過
去
を
断
ち
切
っ
て
自
分
を
救
っ
て
く
れ
る
も
の
は
誘
惑
の
力
で

あ
り
、
朋
子
が
そ
れ
で
あ
る
と
見
出
し
た
。
そ
し
て
、
九
段
の
招
魂
社
近
く
の
あ
る
家

で
、
要
吉
は
そ
れ
を
朋
子
に
打
ち
明
け
、《
貴
方
は
こ
の
秘
密
を
口
外
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
つ
ま
り
私
は
こ
の
秘
密
を
貴
方
に
握
ら
せ
て
、
貴
方
を
私
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
出

来
な
い
や
う
に
し
た
の
だ
。
解
つ
た
か
。
》
と
言
う
の
だ
が
、
朋
子
は
こ
れ
に
は
何
も
応

え
な
か
っ
た
。
要
吉
は
終
始
朋
子
に
翻
弄
さ
れ
続
け
た
。
要
吉
は
火
、
朋
子
は
氷
。
要

吉
の
思
い
と
は
裏
腹
に
朋
子
は
最
後
ま
で
要
吉
と
同
じ
方
向
を
向
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 
 

十
四
．
お
絹
は
門
ま
で
送
っ
て
出
て
し
ょ
ん
ぼ
り
立
つ
て
い
た
～
森
田
草
平
「
煤
煙
」
～ 

 

森
鷗
外
は
「
青
年
」
の
執
筆
に
際
し
、「
三
四
郎
」
を
意
識
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、

む
し
ろ
、
森
田
草
平
の
「
煤
煙
」
を
強
く
気
に
掛
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

と
は
言
え
、
平
塚
雷
鳥
が
漱
石
門
下
生
の
森
田
草
平
の
相
手
方
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
仮
に
意
識
は
し
て
も
、
そ
れ
を
作
品
に
描
く
こ
と
に
は
い
ろ
い
ろ
な
配
慮
が
あ
っ

た
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。 

鷗
外
は
「
青
年
」
の
中
で
、
画
家
・
岡
村
と
純
一
と
の
や
り
取
り
に
「
煤
煙
」
を
登

場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
を
「
煤
煙
」
の
中
へ
と
誘
っ
た
。「
青
年
」
で
は
「
煤

煙
」
の
具
体
的
な
内
容
へ
の
踏
み
込
み
は
な
い
の
だ
が
、「
青
年
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

で
、
鷗
外
は
、
純
一
の
岡
村
に
対
す
る
言
葉
を
借
り
て
、
世
の
中
に
流
布
さ
れ
た
所
謂

煤
煙
事
件
に
対
す
る
好
奇
の
目
を
大
い
に
批
判
し
て
い
る
。
更
に
、
そ
れ
に
加
え
て
、

要
吉
の
鬱
々
と
し
た
故
郷
の
過
去
の
し
が
ら
み
に
係
る
悶
絶
と
の
決
別
が
「
煤
煙
」
の

後
半
に
描
か
れ
た
心
中
事
件
の
背
景
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
が
ち
で

あ
る
こ
と
に
対
す
る
痛
烈
な
る
批
判
を
加
え
て
い
る
、
と
筆
者
の
目
に
は
映
る
。 

と
こ
ろ
で
、「
煤
煙
」
と
は
、
高
度
経
済
成
長
以
降
の
日
本
に
お
い
て
は
公
害
を
想
像

さ
せ
る
決
し
て
心
地
の
良
い
言
葉
と
は
響
か
な
い
言
葉
だ
が
、
明
治
末
の
頃
に
お
い
て

は
首
都
東
京
の
ど
真
ん
中
に
立
ち
上
る
砲
兵
工
廠
の
煤
煙
は
日
本
の
発
展
を
象
徴
的
に

示
す
あ
る
種
心
地
の
良
い
も
の
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。「
煤
煙
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

は
《
そ
の
頃
水
道
橋
に
あ
っ
た
砲
兵
工
廠
の
煙
突
か
ら
、
夕
暮
れ
の
空
に
幾
筋
と
な
く

黒
煙
が
棚
曳
い
て
ゐ
る
の
を
見
て
、
感
傷
的
な
氣
持
ち
に
打
た
れ
て
思
い
つ
い
た
も
の
で

あ
る
》
と
、
森
田
草
平
本
人
が
昭
和
十
五
年
五
月
二
十
五
日
に
記
し
て
い
る
。 

「
青
年
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
登
場
す
る
画
家
の
名
前
は
岡
村
。
岡
村
は
純
一
に

対
し
「
煤
煙
」
を
文
学
批
判
の
対
象
の
一
つ
と
し
て
語
る
が
、
実
は
そ
れ
を
読
ん
で
は

い
な
い
。
岡
村
と
い
う
画
家
の
名
前
が
、
後
に
平
塚
雷
鳥
と
結
婚
す
る
こ
と
と
な
る
画

家
・
奥
村
博
史
の
名
前
と
重
な
る
。「
青
年
」
の
中
で
漱
石
は
拊
石
、
鷗
外
は
鷗
村
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
岡
村
が
奥
村
を
想
像
さ
せ
る
の
だ
。
《
兎
に
角
一
應
こ
れ
で
終
と
す
る
》

と
し
て
鷗
外
が
「
青
年
」
の
「
昴
」
連
載
を
終
了
す
る
の
は
明
治
四
十
四
年
八
月
、
そ

し
て
、「
青
年
」
単
行
本
化
が
大
正
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
明
治
二
十
二
年
生
ま

写真１１ 絵葉書 埼玉県大宮停車場 （筆者所蔵） 
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れ
の
奥
村
が
三
歳
半
年
上
の
雷
鳥
と
出
会
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
大
正
元
年
八
月
で
あ
り
、

奥
村
の
名
が
画
家
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
は
大
正
三
年
の
二
科
展
入
選

か
ら
で
あ
る
。
岡
村
が
奥
村
を
想
像
さ
せ
る
と
は
言
え
、
そ
れ
は
偶
然
の
一
致
で
し
か

な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
面
白
い
偶
然
だ
。
い
や
、
本
当
に
偶
然
だ
ろ
う
か
？ 

鷗
外
の
「
青
年
」
に
つ
な
が
る
偶
然
は
更
に
重
な
る
。「
煤
煙
」
に
お
い
て
、
朋
子
と

共
に
金
葉
會
に
参
加
し
て
い
る
女
性
の
う
ち
の
一
人
は
《
前
身
は
吉
原
で
名
の
賣
れ
た

藝
者
で
お
ち
や
ら
と
云
つ
た
。》
ま
た
、
要
吉
の
母
の
名
は
お
絹
で
あ
り
、
故
郷
を
離
れ

る
要
吉
を
見
送
る
お
絹
は
《
今
朝
立
ち
が
け
に
門
迄
送
つ
て
出
て
悄
然
立
つ
て
ゐ
た
》

の
だ
っ
た
。
更
に
、
お
絹
が
要
吉
の
伯
父
と
呼
ぶ
人
物
（
要
吉
の
父
の
生
前
か
ら
の
知

り
合
い
で
あ
り
、
父
の
死
後
頻
繁
に
家
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
要
吉
は
実
の

父
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
）
は
画
家
で
あ
る
。
偶
然
以
上
の
も
の
を
感
じ
る
。 

平
塚
雷
鳥
ら
に
よ
っ
て
「
青
鞜
」
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
明
治
四
十
四
年
九
月
。
鷗
外

が
「
青
年
」
の
連
載
を
終
了
さ
せ
た
翌
月
の
こ
と
だ
。
偶
然
は
重
な
る
も
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
新
し
い
女
性
た
ち
に
よ
る
「
青
鞜
」
に
は
、
そ
の
創
業
時
か
ら
、
森
鷗

外
の
妻
・
森
し
げ
子
が
賛
助
員
と
し
て
参
画
し
て
い
る
。
鷗
外
は
妻
を
通
じ
て
平
塚
雷

鳥
の
私
生
活
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
だ
。
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

と
も
あ
れ
、
《
兎
に
角
一
應
こ
れ
で
終
と
す
る
》
と
し
て
鷗
外
は
筆
を
置
い
た
の
で
、

「
青
年
」
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
読
者
自
ら
の
想
像
に
委
ね
ら
れ
た
。
純
一
の
文
筆
家

と
し
て
の
志
や
母
の
型
の
女
性
お
絹
と
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
画

家
・
岡
村
と
坂
井
夫
人
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
に
は
様
々
な
想
像
が
巡
る
。 

 十
五
．
大
宮
公
園
の
転
換
期
に
つ
い
て 

～ 

大
正
十
年
の
改
良
計
画 

～ 

 

今
は
な
き
氷
川
神
社
の
鳥
居
や
、
明
治
か
ら
大
正
・
昭
和
に
か
け
て
の
氷
川
神
社
の

鳥
居
の
変
遷
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
て
み
た
い
と
考
え
て
筆
を
取
っ
た
も
の
の
、
筆
は

遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
参
考
に
し
た
寺
田
寅
彦
の
随
筆
「
写
生
紀
行
」
に
描
か

れ
た
大
宮
公
園
の
情
景
に
関
心
を
深
め
、
大
宮
公
園
の
成
立
と
大
正
期
に
お
け
る
大
宮

公
園
の
転
換
期
の
こ
と
に
寄
り
道
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

明
治
初
頭
に
日
本
全
国
に
公
園
を
整
備
す
る
動
き
が
出
た
際
に
構
想
さ
れ
た
大
宮
氷

川
公
園
の
整
備
に
際
し
て
、
公
園
の
敷
地
を
分
譲
し
て
料
亭
や
旅
館
を
誘
致
す
る
取
り

組
み
（
今
日
的
な
言
葉
で
言
う
な
ら
「
民
活
（
民
間
活
力
導
入
）」
に
よ
る
公
園
整
備
と

い
っ
た
と
こ
ろ
か
）
が
為
さ
れ
た
。
公
園
内
の
木
々
に
囲
ま
れ
た
雰
囲
気
と
見
沼
川
畔

の
蛍
の
風
雅
な
様
子
が
相
俟
っ
て
、
更
に
、東
京
か
ら
の
汽
車
の
便
の
良
さ
も
あ
っ
て
、

公
園
事
業
は
成
功
し
、
多
く
の
人
々
が
東
京
か
ら
訪
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
賑
わ

い
を
示
す
数
字
と
し
て
は
、
昭
和
初
期
に
は
花
柳
界
か
ら
の
収
入
が
大
宮
町
歳
入
の
四

分
の
一
を
占
め
る
ま
で
に
至
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
自
然
を
愛
で
る
理
由
で
料
亭
に
集
う
者
た
ち
で
賑
わ
う
一
方
で
、
大
宮

公
園
は
東
京
の
女
学
校
等
の
遠
足
の
目
的
地
と
も
な
り
、
多
く
の
人
々
が
上
野
発
の
汽

車
を
使
っ
て
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
裕
仁
親
王
（
昭
和
天
皇
）
が
明
治
四
十
一
年
十

一
月
二
日
に
学
習
院
の
遠
足
で
大
宮
公
園
を
訪
れ
た
写
真
も
残
さ
れ
て
い
る
。 

《
こ
の
附
近
に
は
、
探
る
べ
き
名
勝
が
尠
く
な
い
。･

･
･
 

し
か
し
、
大
宮
公
園
に
行

く
人
に
は
、
さ
う
い
ふ
好
事
者
は
滅
多
に
な
い
。》
と
田
山
花
袋
は
大
宮
公
園
を
評
し
て

い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
好
事
者
（?!

）」
も
多
く
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
む
し

ろ
地
元
行
政
は
そ
う
し
た
訪
問
者
の
増
加
を
望
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
を

背
景
に
、
大
正
十
年
の
公
園
改
良
計
画
策
定
へ
と
向
か
っ
た
。
こ
の
当
時
の
大
宮
駅
か

ら
大
宮
公
園
内
の
様
子
は
、
寺
田
寅
彦
が
「
写
生
紀
行
」
に
た
い
へ
ん
詳
細
に
描
い
て

い
る
の
で
、
是
非
原
典
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。 

大
正
十
年
に
本
多
清
六
博
士
ら
に
よ
っ
て
改
良
計
画
が
描
か
れ
た
の
を
境
に
、
大
宮

公
園
は
ス
ポ
ー
ツ
の
色
合
い
が
濃
く
な
っ
て
く
る
。
女
子
学
生
が
汽
車
で
東
京
か
ら
遠

足
に
や
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
東
京
高
等
師
範
学
校
の
男
子
学
生
た
ち
の
長
距
離
走

の
目
的
地
に
な
っ
て
い
た
の
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
折
り
し
も
、
一
九
二
〇
年

に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
大
会
が
開
催
さ
れ
、
地
元
出
身
の
ア
ス
リ
ー
ト
蓮

見
宏
選
手
が
八
〇
〇
ｍ
と
一
五
〇
〇
ｍ
に
出
場
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
大
宮

公
園
を
ス
ポ
ー
ツ
の
殿
堂
に
す
る
と
い
う
構
想
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
考
察
を
裏
付
け
る
史
料
を
見
つ
け
出
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
時
代
は
下
り
、
昭
和

十
五
年
に
は
、
皇
紀
二
六
〇
〇
年
を
祝
し
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
計
画
さ
れ
た
も
の

の
、
世
界
的
な
情
勢
か
ら
中
止
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
造
成
さ
れ
た
競
技
場
は
昭
和
四

十
三
年
開
催
の
埼
玉
国
体
の
ス
タ
ジ
ア
ム
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。 



大
宮
公
園
は
、
明
治
十
七
年
に
正
式
に
公
園
認
可
さ
れ
当
初
県
立
と
し
て
整
備
さ
れ

た
が
、
明
治
二
十
四
年
九
月
か
ら
は
大
宮
町
が
管
理
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
明

治
三
十
一
年
四
月
に
は
そ
の
管
理
が
大
宮
町
か
ら
埼
玉
県
に
戻
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

管
理
者
の
変
遷
も
公
園
の
性
格
付
け
に
影
響
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
公
園
経
営
管
理
の
費

用
と
収
益
は
管
理
者
で
あ
る
行
政
体
の
収
支
に
も
大
き
く
関
係
す
る
の
だ
か
ら
。 

一
葉
、
子
規
、
漱
石
が
訪
れ
た
の
は
大
宮
町
管
理
の
頃
の
こ
と
。
一
葉
の
日
記
に
よ

れ
ば
、
大
宮
公
園
は
、
面
白
き
、
可
笑
し
き
、
洒
落
た
、
粹
な
、
風
流
な
、
雅
な
と
こ

ろ
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
折
り
し
も
、
明
治
十
八
年
に
大
宮

駅
が
開
設
さ
れ
て
東
京
か
ら
大
宮
へ
の
鉄
道
の
便
が
良
く
な
っ
て
き
た
頃
で
あ
る
。 

大
宮
町
営
の
頃
に
文
学
作
品
に
描
か
れ
た
大
宮
公
園
、
森
鷗
外
や
永
井
荷
風
や
田
山

花
袋
が
描
い
た
明
治
後
期
の
大
宮
公
園
、
寺
田
寅
彦
が
訪
れ
た
大
宮
公
園
、
太
宰
治
が

訪
れ
た
昭
和
前
半
の
大
宮
の
町
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
た
。 

本
稿
で
は
森
鷗
外
「
青
年
」
を
中
心
に
据
え
て
、
文
学
作
品
に
描
き
出
さ
れ
た
大
宮

公
園
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
大
宮
公
園
を
散
策
す
る
際
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

 

【
附
録
１
】
青
春
の
日
本
の
使
命 

～
森
鷗
外
「
羽
鳥
千
尋
」
～ 

《
羽
鳥
千
尋
は
實
在
の
人
物
で
あ
る
》
と
書
き
出
す
森
鷗
外
の
「
羽
鳥
千
尋
」
を
私

に
紹
介
し
て
く
れ
た
の
は
森
鷗
外
記
念
会
の
山
崎
一
穎
会
長
で
あ
る
。
山
崎
会
長
に
よ

れ
ば
、「
青
年
」
の
純
一
は
様
々
な
遍
歴
の
後
に
文
筆
活
動
に
打
ち
込
む
こ
と
と
な
っ
た

恵
ま
れ
た
青
年
で
あ
る
一
方
、
羽
鳥
千
尋
は
地
元
の
旧
制
中
学
校
を
首
席
で
卒
業
す
る

ほ
ど
の
俊
才
で
あ
り
な
が
ら
目
指
し
た
医
学
の
道
も
志
半
ば
で
病
で
命
を
落
と
し
て
し

ま
っ
た
不
幸
な
青
年
で
あ
る
。
明
治
の
青
年
像
と
し
て
こ
う
し
た
両
極
の
青
年
像
を
描

い
て
い
る
の
が
鷗
外
の
優
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
山
崎
会
長
か
ら
教
え
て
頂
い
た
。 

そ
こ
で
、
筆
者
は
羽
鳥
千
尋
の
足
跡
を
追
っ
て
み
た
。
群
馬
県
立
高
崎
中
学
校
の
校

友
会
が
発
行
す
る
「
群
馬
」
と
い
う
同
校
在
校
生
と
卒
業
生
を
対
象
と
し
た
刊
行
物
の

中
に
羽
鳥
千
尋
の
エ
ッ
セ
イ
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。 

明
治
三
十
七
年
十
一
月
発
行
の
「
群
馬
」
第
四
号
に
は
、
羽
鳥
千
尋
が
寄
稿
し
た
「
『
青

春
の
日
本
』
の
使
命
を
自
覺
せ
よ
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
羽
鳥
千
尋
は
そ
の
文
末
を

《
あ
ゝ
人
よ
、
矛
を
執
つ
て
起
つ
前
に
、
沈
思
せ
よ
、
憧
憬
せ
よ
、
然
か
し
て
こ
の
「
青

春
の
日
本
」
の
絶
大
の
神
命
を
自
覺
せ
よ
》
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。 

鷗
外
は
羽
鳥
千
尋
か
ら
の
熱
心
な
手
紙
を
受
け
取
り
、
そ
の
極
め
て
ゆ
た
か
な
表
現

力
に
感
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
忙
し
い
陸
軍
軍
医
の
執
務
が
続
く
中
に
あ
っ

て
、
羽
鳥
千
尋
か
ら
の
医
学
を
学
ぶ
た
め
の
力
添
え
の
申
し
入
れ
を
受
け
入
れ
た
。 

 【
附
録
２
】
鷗
外
と
は
何
か
？ 

～
三
島
由
紀
夫
「
作
家
論
」
～ 

 

三
島
由
紀
夫
は
、
昭
和
四
十
五
年
十
月
三
十
一
日
発
行
の
「
作
家
論
」
で
作
家
を
論

じ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
の
が
森
鷗
外
で
あ
る
。
三
島
は
複
数
回
に
亘
っ

て
《
森
鷗
外
と
は
何
か
？
》
と
自
問
自
答
す
る
。
そ
し
て
、
《
戦
前
の
日
本
で
は
、
「
鷗

外
と
は
何
か
？
」
な
ど
と
い
ふ
疑
問
が
そ
も
そ
も
起
る
余
地
が
な
か
つ
た
。
鷗
外
は
鷗
外

だ
っ
た
。
そ
れ
は
無
条
件
の
崇
拝
の
対
象
で
あ
り
、
と
り
わ
け
知
識
階
級
の
偶
像
で
あ
っ

た
。》
と
指
摘
し
、《
文
学
が
、
気
品
乃
至
品
格
と
い
う
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
ら
、

鷗
外
は
お
そ
ら
く
近
代
一
の
気
品
の
高
い
芸
術
家
で
あ
り
、･

･
･
 

純
良
な
檜
の
み
で
築

か
れ
た
建
築
の
よ
う
に
、
一
つ
の
建
築
的
精
華
な
の
だ
。》
と
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ

の
一
方
、《
明
治
政
府
の
理
念
の
理
想
的
具
現
で
あ
る
や
う
な
鷗
外
像
、･

･
･
 

知
的
男
性

像
は
、
思
ふ
に
お
そ
ら
く
、
今
の
若
い
世
代
の
脳
裡
か
ら
は
消
え
去
り
、
消
え
去
ら
ぬ
ま

で
も
、
魅
力
を
失
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。》
と
大
変
手
厳
し
い
。 

そ
の
上
で
、
三
島
は
森
鷗
外
の
「
青
年
」
に
つ
い
て
《
当
時
の
文
壇
で
も
高
く
評
価

さ
れ
な
か
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
今
日
も
な
ほ
、「
雁
」
に
比
べ
て
、
名
声
の
高
い
作
品
と

は
言
は
れ
な
い
。
し
か
し
、
明
治
末
期
の
二
十
歳
の
青
年
小
泉
純
一
の
、
明
澄
な
感
情
教

育
は
、
つ
ね
に
衰
へ
な
い
清
ら
か
な
魅
力
を
湛
へ
て
ゐ
る
。》
と
言
う
の
だ
。 

三
島
は
「
青
年
」
に
描
か
れ
た
純
一
を
《
ナ
イ
ー
ヴ
な
心
で
、
一
時
代
の
知
的
関
心

を
代
表
し
て
》
い
る
と
し
て
、《
ど
ん
な
時
代
に
も
か
は
ら
ぬ
（
現
代
で
さ
へ
）
青
年
の

潔
癖
と
羞
恥
を
典
型
的
に
表
現
》
さ
れ
て
い
る
と
評
し
た
上
で
、
《
私
は
こ
の
作
品
が
、

「
坊
ち
ゃ
ん
」
な
ど
よ
り
も
、
現
代
の
青
年
に
も
つ
と
も
つ
と
読
ま
れ
る
べ
き
だ
と
考
へ

て
ゐ
る
》
と
「
青
年
」
の
価
値
を
認
め
て
い
る
。
日
本
の
経
済
社
会
が
ま
だ
ま
だ
若
か

っ
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
四
十
年
余
り
の
年
月
が
流
れ
た
。
平
成
の
今
日
に

な
っ
て
も
、
い
や
、
若
者
に
と
っ
て
厳
し
く
難
し
い
こ
の
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
三

島
由
紀
夫
の
「
青
年
」
に
対
す
る
評
価
は
十
分
に
通
用
す
る
も
の
と
筆
者
は
信
じ
る
。 



【
附
録
３
】
大
宮
盆
栽
村
と
森
於
菟
の
邸
宅 

盆
栽
町
は
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
後
、
東
京
千
駄
木
団
子
坂
界
隈
の
植
木
屋
た

ち
が
集
団
で
移
り
住
ん
だ
こ
と
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
。
近
年
の
世
界
的
な
盆
栽
ブ
ー
ム

も
あ
り
、
国
内
外
に
大
変
有
名
に
な
っ
た
。
な
お
、
千
駄
木
は
鷗
外
の
旧
居
宅
・
観
潮

楼
の
在
っ
た
土
地
で
も
あ
る
。 

《
観
潮
楼
は
私
の
魂
の
故
郷
で
あ
る
。
》
《
父
は
初
め
、
明
治
二
十
四
年
団
子
坂
上
の

見
晴
ら
し
の
い
い
地
所
を
求
め
て･

･
･

》
と
は
、
昭
和
十
八
年
「
観
潮
楼
始
末
記
」
に
、

森
鷗
外
の
長
男
・
森
於
菟
が
鷗
外
一
家
の
居
宅
に
つ
い
て
記
し
た
言
葉
だ
。
二
〇
一
〇

年
一
〇
月
一
五
日
に
み
す
ず
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
森
於
菟
の
エ
ッ
セ
イ
集
「
耄
碌
寸

前
」
に
大
宮
盆
栽
村
の
邸
宅
か
ら
東
京
に
通
う
於
菟
の
様
子
が
あ
る
の
で
引
用
す
る
。 

《
初
夏
の
晴
れ
た
暁
、
薫
風
を
つ
い
て
走
る
郊
外
電
車
の
中
で
あ
る
。
私
は
長
男
と
な
ら

ん
で
二
人
と
も
だ
ま
っ
て
腰
か
け
て
い
る
。
私
は
大
宮
か
ら
本
郷
の
大
学
に
通
う
た
め
に

毎
日
御
徒
町
ま
で
乗
る
の
で
長
男
は
赤
羽
で
乗
り
か
え
て
、
あ
る
七
年
制
の
高
等
学
校
に

行
く
の
で
あ
る
。
》《
次
男
は
本
郷
区
誠
之
小
学
校
に
通
う
た
め
に
長
男
よ
り
も
も
う
一
つ

前
の
電
車
に
の
り
、
大
宮
町
の
小
学
校
に
行
く
幼
い
三
男
は
私
よ
り
後
に
家
を
出
る
。
》 

昭
和
五
年
、
大
宮
公
園
か
ら
ほ
ど
近
い
盆
栽
村
に
森
於
菟
が
邸
宅
を
建
て
て
一
家
で

移
り
住
ん
だ
。
昭
和
十
一
年
二
月
に
於
菟
が
台
湾
帝
国
大
学
に
赴
任
す
る
ま
で
の
間
、

大
宮
盆
栽
村
で
過
ご
し
た
こ
と
を
、
於
菟
の
五
男
・
森
常
治
が
二
〇
一
三
年
十
月
十
五

日
発
行
の
「
台
湾
の
森
於
菟
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

《
大
宮
盆
栽
村
は
当
時
、
大
森
、
田
園
調
布
、
成
城
学
園
、
さ
ら
に
は
鎌
倉
と
い
っ
た
モ

ダ
ン
な
新
興
住
宅
地
に
住
む
こ
と
が
一
種
の
流
行
と
な
っ
た
当
時
の
風
潮
に
あ
わ
せ
る 

 

か
た
ち
で
選
ば
れ
た
地
で
あ
っ
た
。》《
そ
こ
は
氷
川
神
社
を
参
拝
す
る
と
き
に
下
車
す
る

駅
だ
が
、
森
於
菟
が
そ
の
地
を
選
ん
だ
の
に
は
お
そ
ら
く
わ
け
が
あ
り
、
そ
れ
は
父
親
鴎

外
の
長
編
小
説
作
品
「
青
年
」
に
、
そ
の
主
人
公
、
大
村
純
一
が
氷
川
神
社
を
訪
れ
る
場

面
が
描
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
》(

※
筆
者
注
：
大
村
純
一
は
マ
マ) 

 

【
附
録
４
】
弱
き
も
の
よ
汝
の
名
は
男
な
り 

～
森
於
菟
「
耄
碌
寸
前
」
～ 

 

「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
た
の
が
昭
和
三
十
一
年
。
長
嶋
茂
雄
が
巨
人

軍
に
入
団
し
、
東
京
タ
ワ
ー
が
完
成
し
た
の
が
昭
和
三
十
三
年
。
こ
の
頃
「
ウ
ー
マ
ン
・

リ
ブ
」
と
い
う
言
葉
が
世
の
中
を
賑
わ
せ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
か
ら
二
年
後
の
昭
和

三
十
五
年
、
森
鷗
外
の
長
男
・
森
於
菟
は
、
そ
の
エ
ッ
セ
イ
に
《
ぼ
く
は
医
学
者
の
立

場
か
ら
も
と
も
と
生
理
的
に
は
男
性
よ
り
も
女
性
が
上
位
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
》
と

し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
鷗
外
「
青
年
」
の
純
一
や
漱
石
「
三
四
郎
」

の
三
四
郎
の
ナ
イ
ー
ヴ
さ
と
も
あ
る
意
味
相
通
じ
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
。 

《
世
界
の
文
化
は
弱
き
性
で
あ
る
男
性
の
恐
怖
心
に
駆
ら
れ
た
足
掻
き
の
結
晶
な
の
で

あ
る
。
卓
れ
た
る
女
性
諸
姉
よ
、
男
性
こ
そ
弱
き
が
故
に
愛
す
べ
き
性
な
の
で
す
。》 

 

【
附
録
５
】
メ
ー
テ
ル 

～
松
本
零
士
「
銀
河
鉄
道
９
９
９
」
～ 

 

大
宮
公
園
に
隣
接
す
る
盆
栽
町
に
在
る
さ
い
た
ま
市
立
漫
画
会
館
は
昭
和
四
十
一
年

の
開
館
。
近
代
漫
画
の
先
駆
者
・
北
沢
楽
天
の
晩
年
の
居
宅
跡
で
あ
る
。 

平
成
二
十
五
年
九
月
十
四
日
か
ら
十
一
月
二
十
四
日
に
か
け
て
、
漫
画
会
館
で
、
松

本
零
士
の
企
画
漫
画
展
が
開
催
さ
れ
た
。
貴
重
な
原
画
が
多
数
展
示
さ
れ
、
初
日
に
は

松
本
零
士
に
よ
る
ト
ー
ク
シ
ョ
ウ
も
催
さ
れ
た
。 

 

松
本
零
士
の
描
く
女
性
は
い
ず
れ
も
も
の
静
か
で
、
長
い
髪
と
睫
を
持
ち
、
細
身
で

す
ら
り
と
し
た
長
身
。
銀
河
鉄
道
９
９
９
の
メ
ー
テ
ル
が
そ
の
典
型
で
あ
る
が
、
宇
宙

戦
艦
ヤ
マ
ト
の
ス
タ
ー
シ
ア
や
森
雪
も
同
様
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
、
余
り
知

ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
昭
和
四
十
九
年
に
単
行
本
化
さ
れ
た
「
セ
ク
サ
ロ

イ
ド
」
に
登
場
す
る
ユ
キ
７
号
と
い
う
先
駆
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
存
在
し
、
や
は
り

す
ら
り
と
し
た
細
身
の
姿
を
し
て
い
る
。
ユ
キ
７
号
は
引
き
続
く
松
本
零
士
作
品
に
登

場
す
る
女
性
像
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
セ
ク

写真１２ 
名所江戸百景  
千駄木団子坂花屋敷 
（出典： 国立国会図書館 

デジタルコレクション） 
 

安政年間における千駄木団子坂
の景色が描かれている。 
大正１２年の関東大震災後、この
地から植木職人が移り住んだこと
から大宮盆栽村は形成された。 



サ
ロ
イ
ド
の
ユ
キ
７
号
が
娼
妓
の
型
を
取
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
銀
河
鉄
道
９
９
９
の

メ
ー
テ
ル
は
母
の
型
の
典
型
で
あ
る
。
メ
ー
テ
ル
の
名
の
語
源
は
母
を
意
味
す
る
ギ
リ

シ
ア
語
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
松
本
零
士
自
身
が
《
「
セ
ク
サ
ロ
イ
ド
」
は
そ
の
後
の

た
め
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
的
な
作
品
》
《
「
セ
ク
サ
ロ
イ
ド
」
は
私
の
夢
で
あ
り
ま
し
た
》

と
述
べ
て
い
る
。
セ
ク
サ
ロ
イ
ド
・
ユ
キ
７
号
も
銀
河
鉄
道
９
９
９
の
メ
ー
テ
ル
も
「
男

子
の
構
成
し
た
幻
影
」
で
あ
り
、
虚
の
空
間
に
描
か
れ
た
夢
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。 

松
本
零
士
は
時
を
隔
て
て
二
つ
の
型
の
女
性
を
作
品
に
描
い
た
。
そ
れ
ら
の
女
性
像

が
、
森
鷗
外
が
大
宮
公
園
を
舞
台
に
展
開
し
た
女
性
観
と
整
合
し
て
い
る
の
が
大
変
興

味
深
い
。
筆
者
は
、
鷗
外
「
青
年
」
の
最
後
の
場
面
に
描
か
れ
た
柏
屋
の
お
絹
は
き
っ

と
メ
ー
テ
ル
の
よ
う
な
容
姿
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
て
い
る
。 

大
宮
公
園
を
舞
台
に
描
か
れ
た
作
品
で
は
な
い
が
、
鉄
道
の
町
大
宮
に
在
る
近
代
漫

画
の
先
駆
者
・
北
沢
楽
天
の
住
居
跡
で
あ
る
漫
画
会
館
を
訪
れ
た
銀
河
鉄
道
９
９
９
の

原
作
者
松
本
零
士
に
敬
意
を
表
し
、
平
成
二
十
五
年
秋
の
企
画
漫
画
展
に
掲
げ
ら
れ
た

群
青
の
美
し
い
背
景
に
描
か
れ
た
銀
河
鉄
道
９
９
９
の
原
画
を
心
に
思
い
浮
か
べ
つ
つ
、

メ
ー
テ
ル
に
つ
い
て
述
べ
た
。
鉄
道
の
醸
し
出
す
希
望
の
旅
立
ち
の
浪
漫
を
追
っ
て
。 

 【
附
録
６
】
萌
え
の
型
と
癒
し
の
型 

～
平
成
の
若
者
事
情
・
秋
葉
原
を
中
心
に
～ 

 

番
外
編
と
し
て
、
娼
妓
の
型
と
母
の
型
と
い
う
明
治
の
文
豪
が
打
ち
立
て
た
女
性
観

に
係
る
視
座
が
平
成
の
今
日
に
も
通
用
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
日
本
の
情
報
の
最

先
端
を
行
く
場
所
の
一
つ
で
あ
る
秋
葉
原
に
お
け
る
今
日
的
指
向
の
方
向
性
に
触
れ
つ

つ
、
少
し
考
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。 

東
京
・
秋
葉
原
は
、「
ア
キ
バ
」
の
ほ
か
に
「
Ａ
Ｋ
Ｂ
」
な
ど
と
略
記
さ
れ
、
昭
和
の

戦
後
以
来
の
電
子
工
学
的
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
指
向
の
街
か
ら
、
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ビ
ジ
ュ
ア

ル
系
や
パ
ソ
コ
ン
系
の
街
を
経
て
、
今
日
で
は
ア
ニ
メ
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
、
メ
イ
ド
喫
茶

な
ど
の
い
わ
ゆ
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
聖
地
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
。
こ
れ
ら
に
共
通
す

る
の
は
「
お
た
く
」
と
称
さ
れ
る
指
向
性
で
あ
る
。
こ
の
呼
称
が
導
入
さ
れ
た
一
九
八

〇
年
代
後
半
に
は
漫
才
ブ
ー
ム
が
到
来
し
、
経
済
バ
ブ
ル
と
相
俟
っ
て
日
本
の
社
会
が

明
る
く
派
手
に
な
っ
て
い
く
中
で
、「
明
る
い
」
の
対
極
と
し
て
「
暗
い
」
印
象
が
「
お

た
く
」
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。「
お
た
く
」
の
語
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
会
話
の

際
、
相
手
に
「
き
み
」
と
か
「
あ
な
た
」
で
は
な
く
、「
お
た
く
」
と
話
し
か
け
る
若
者

を
「
お
た
く
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
頃
、「
お
た
く
」
は
概
ね
「
言
葉

少
な
く
、
人
と
の
付
き
合
い
よ
り
機
械
を
い
じ
っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
好
き
で
、
自
分

の
趣
味
の
世
界
で
は
誰
に
も
負
け
な
い
ほ
ど
の
深
遠
な
知
識
と
情
報
を
持
つ
、
十
代
か

ら
二
十
代
の
内
向
的
な
男
子
」
を
指
す
言
葉
だ
っ
た
。
平
成
の
今
日
、「
お
た
く
」
は
極

め
て
趣
味
性
の
高
い
特
定
分
野
の
専
門
家
的
な
人
物
を
指
す
言
葉
と
し
て
定
着
し
た
。

そ
う
し
た
「
お
た
く
」
の
聖
地
秋
葉
原
の
街
頭
で
国
会
議
員
が
有
権
者
に
向
け
て
語
る

こ
と
が
若
者
と
の
対
話
の
象
徴
と
も
見
ら
れ
て
い
る
。
今
日
の
ア
キ
バ
に
は
、
秋
葉
原

電
気
街
の
真
空
管
と
電
子
部
品
と
ア
ル
ミ
シ
ャ
ー
シ
の
金
属
的
な
残
り
香
は
感
じ
ら
れ

る
も
の
の
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
指
向
の
職
人
肌
の
人
種
は
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。 

最
先
端
の
若
者
文
化
の
街
で
あ
り
続
け
る
ア
キ
バ
を
見
る
に
、
平
成
の
若
者
を
語
る

た
め
に
は
、
森
鷗
外
が
「
青
年
」
で
導
入
し
た
娼
妓
の
型
と
母
の
型
だ
け
で
は
不
足
で

あ
る
よ
う
だ
。
萌
え
の
型
と
癒
し
の
型
を
基
軸
に
加
え
、
虚
像
を
描
く
た
め
の
虚
数
軸

を
持
つ
複
素
空
間
へ
と
座
標
変
換
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
癒
し
の
型
は
銀

河
鉄
道
９
９
９
の
メ
ー
テ
ル
的
な
母
の
型
に
近
い
が
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
萌

え
の
型
は
癒
し
の
型
に
若
干
の
娼
妓
の
型
を
加
え
た
形
態
と
捉
え
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。 

な
お
、
今
日
の
氷
川
神
社
や
大
宮
公
園
に
は
「
萌
え
」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
見
当

た
ら
な
い
。「
萌
え
」
に
神
社
が
係
る
事
例
と
し
て
は
久
喜
市
鷲
宮
（
旧
北
葛
飾
郡
鷲
宮

町
）
の
鷲
宮
神
社
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
鷲
宮
神
社
は
、
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
「
ら
き

☆
す
た
」（
平
成
十
九
年
放
送
）
の
放
送
を
機
に
巻
き
起
こ
っ
た
全
国
的
な
ブ
ー
ム
の
地

だ
。
地
元
で
は
「
ら
き
☆
す
た
」
を
中
心
に
据
え
た
町
お
こ
し
に
ま
で
発
展
し
た
。
テ

レ
ビ
放
送
終
了
後
こ
の
ブ
ー
ム
は
下
火
に
は
な
る
ど
こ
ろ
か
、「
聖
地
巡
礼
」
と
称
し
た

ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
達
の
動
き
が
年
を
追
う
ご
と
に
益
々
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
。 

 
【
後
記
】 

筆
者
は
こ
れ
ま
で
富
士
山
レ
ー
ダ
ー
建
設
を
描
い
た
「
富
士
山
頂
」
な
ど
自
然
に
挑

ん
だ
人
々
を
描
い
た
新
田
次
郎
の
作
品
を
好
ん
で
読
ん
で
き
た
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
の

は
自
然
へ
の
挑
戦
、
自
然
と
の
闘
い
で
あ
っ
た
。
今
般
、
大
宮
公
園
を
描
い
た
明
治
の

文
人
た
ち
の
文
学
作
品
に
触
れ
て
み
て
、
同
じ
自
然
と
人
間
を
取
り
扱
う
作
品
で
は
あ



る
も
の
の
、
取
り
上
げ
方
の
方
向
性
の
違
い
に
は
目
を
開
か
さ
れ
た
。
森
鷗
外
の
「
青

年
」
は
明
治
四
十
四
年
の
成
立
。
こ
の
と
き
鷗
外
は
四
十
九
歳
。
鷗
外
自
身
が
朱
夏
を

過
ぎ
白
秋
に
近
づ
こ
う
と
い
う
と
き
に
青
年
の
姿
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
こ
う
し
た

こ
と
を
念
頭
に
、
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
直
後
の
明
治
二
十
三
年
、
鷗
外
が
二
十
八
歳
の
と

き
に
描
い
た
「
舞
姫
」
な
ど
と
比
較
し
て
み
る
の
も
一
興
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
青
年
」

は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
他
の
ど
の
文
人
の
ど
の
小
説
よ
り
も
後
の
成
立
で
あ
る
。
各

作
品
を
読
む
と
き
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
み
る
と
面
白
い
。
と
こ
ろ
で
、
文
学
作
品
に

触
れ
る
と
き
、
そ
の
時
代
背
景
を
頭
の
片
隅
に
お
く
こ
と
が
大
切
な
の
は
今
更
声
高
に

言
う
ま
で
も
な
い
。
明
治
の
文
人
た
ち
が
文
筆
活
動
を
し
て
い
た
頃
に
は
、
ネ
ッ
ト
上

の
動
画
コ
ン
テ
ン
ツ
は
も
ち
ろ
ん
、
テ
レ
ビ
も
ラ
ジ
オ
も
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
小
説

と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
社
会
や
人
々
に
与
え
た
影
響
は
今
日
の
比
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。 

森
鷗
外
は
明
治
四
十
年
に
陸
軍
軍
医
総
監
・
陸
軍
省
医
務
局
長
ま
で
上
り
詰
め
、
大

正
五
年
ま
で
そ
の
職
を
務
め
た
。
そ
の
鷗
外
に
つ
い
て
永
井
荷
風
が
言
う
よ
う
な
先
進

的
で
独
創
的
な
発
想
を
持
つ
《
時
代
よ
り
優
れ
過
ぎ
た
人
》
の
姿
は
、
昭
和
の
時
代
の

政
府
高
官
の
一
部
に
も
当
て
は
ま
っ
た
。
追
い
つ
こ
う
と
し
て
も
先
に
行
か
れ
て
し
ま

う
の
だ
。
そ
う
い
う
官
僚
が
居
た
。
世
は
平
成
と
な
り
、
日
本
の
社
会
が
円
熟
期
に
入

る
と
、
社
会
の
様
子
は
一
転
し
た
。
平
成
二
十
三
年
春
の
震
災
が
そ
れ
に
追
い
討
ち
を

か
け
た
。
時
代
を
先
取
り
し
た
先
進
的
な
こ
と
を
言
う
（
と
、
自
ら
の
こ
と
を
そ
う
思

っ
て
い
る
よ
う
な
）
大
人
は
、
若
い
者
か
ら
無
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

平
成
の
今
日
、
「
青
年
」
と
い
う
言
葉
は
死
語
と
な
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
久
し
い
。

し
か
し
、
「
大
人
」
と
い
う
言
葉
は
生
き
続
け
、
「
裏
切
ら
れ
た
青
年
の
姿
」
だ
け
が
残

っ
た
。
日
本
の
社
会
全
体
が
青
春
か
ら
朱
夏
を
通
り
過
ぎ
、
白
秋
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。

平
成
の
大
人
た
ち
は
、
や
が
て
や
っ
て
来
る
玄
冬
に
備
え
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

【
お
詫
び
と
訂
正
】 

第
三
十
三
号 

四
十
七
頁
。
謹
ん
で
訂
正
致
し
ま
す
。 

誤 

写
真
六 

絵
葉
書
「
官
幣
大
社
樋
川
神
社
第
二
鳥
居
」 

正 

写
真
六 

絵
葉
書
「
官
幣
大
社
氷
川
神
社
第
二
鳥
居
」 

誤 

写
真
七 

絵
葉
書
「
大
宮
簸
川
公
園
池
畔
ノ
眺
望
」 

正 

写
真
七 

絵
葉
書
「
大
宮
氷
川
公
園
池
畔
ノ
眺
望
」 
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