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一

筆
者
は
先
年
よ
り
、
荒
井
真
理
亜
・
髙
野
奈
保
・
多
田
蔵
人
・
松
本
和
也
の

四
氏
と
と
も
に
、
信
州
大
学
附
属
図
書
館
の
所
蔵
に
か
か
る
石
井
鶴
三
関
係
資

料
の
う
ち
、中
里
介
山
か
ら
鶴
三
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
群
の
翻
印
・
研
究
を
行
っ

て
き
た
。
そ
の
成
果
は
す
で
に
、
平
成
二
十
九
年
三
月
に
ウ
ェ
ブ
発
行
さ
れ
た

『
信
州
大
学
附
属
図
書
館
研
究
』臨
時
増
刊
の
誌
上
で
公
に
さ
れ
て
い
る
。）

（
（

同
誌

に
掲
載
し
た
二
本
の
論
考
で
は
、
全
四
十
通
に
お
よ
ぶ
介
山
の
書
簡
を
共
同
研

究
に
よ
っ
て
全
点
翻
字
し
、
適
宜
註
釈
を
施
し
た
う
え
で
（
以
下
「
翻
印
と
註

釈
」）、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
の
考
究
を
筆
者
が
代
表
し
て
行
っ

た
（
以
下
「
問
題
系
」）。
詳
し
く
は
該
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
お
お
ま
か
に

言
っ
て
一
連
の
書
簡
は
①
「
大
菩
薩
峠
」
の
挿
絵
制
作
に
関
す
る
も
の
、
②
新

聞
掲
載
以
後
の
挿
絵
の
扱
い
に
関
す
る
介
山
の
認
識
を
示
す
も
の
、
③
介
山
と

鶴
三
の
私
的
交
流
を
示
す
も
の
の
三
種
に
大
別
で
き
、
特
に
①
か
ら
は
「
大
菩

薩
峠
」
の
執
筆
と
挿
絵
制
作
の
具
体
的
な
状
況
が
、
②
か
ら
は
「
挿
絵
事
件
」

に
際
し
て
介
山
が
示
し
た
認
識
の
背
景
が
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

便
宜
上
、
あ
ら
た
め
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
け
ば
、「
大
菩
薩
峠
」
は
大
正

二
年
に
執
筆
が
開
始
さ
れ
、
昭
和
十
六
年
に
第
四
十
一
巻
が
書
か
れ
て
未
完
と

な
っ
た
介
山
畢
生
の
大
作
で
、
そ
の
う
ち
鶴
三
は
「
無
明
の
巻
」（
大
正
十
四

年
一
月
六
日
～
五
月
十
二
日
）、「
他
生
の
巻
」（
同
年
八
月
二
十
八
日
～
十
二

月
二
十
九
日
）、「
流
転
の
巻
」（
大
正
十
五
年
一
月
五
日
～
五
月
二
十
日
）、「
み

ち
り
や
の
巻
」（
同
年
七
月
十
三
日
～
十
月
二
十
一
日
）、「
鈴
慕
の
巻
」（
昭

和
三
年
五
月
二
十
二
日
～
七
月
十
九
日
）、「O

cean

の
巻
」（
同
年
七
月
二
十

日
～
九
月
八
日
）
と
い
う
、
大
正
昭
和
の
交
に
発
表
さ
れ
た
六
巻
の
挿
絵
を

描
い
て
い
る
。（

2
（

い
ず
れ
も
『
大
阪
毎
日
新
聞
』『
東
京
日
日
新
聞
』
の
夕
刊
に

掲
載
さ
れ
た
が
、
後
に
鶴
三
が
そ
れ
ら
の
挿
絵
四
百
四
十
二
図
を
『
石
井
鶴
三

挿
絵
集
』
第
一
巻
（
光
大
社
、
昭
和
九
年
七
月
）
に
ま
と
め
て
刊
行
し
た
こ

と
か
ら
、
介
山
と
の
間
に
係
争
が
勃
発
し
た
。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
こ
う

し
た
趣
旨
の
書
物
の
刊
行
に
不
快
を
示
し
て
い
た
介
山
が
、
著
作
権
の
侵
害

を
訴
え
て
告
訴
に
踏
切
っ
た
の
で
あ
る
。
法
廷
の
み
な
ら
ず
、
画
壇
、
論
壇

を
巻
込
ん
だ
論
争
へ
と
発
展
し
て
注
目
さ
れ
た
こ
の
「
挿
絵
事
件
」
は
、
し

か
し
最
終
的
な
司
法
判
断
を
待
つ
こ
と
な
く
、
介
山
の
告
訴
取
下
げ
に
よ
っ

て
終
結
し
た
の
で
あ
っ
た
。

旧
稿
で
は
こ
の
一
連
の
出
来
事
の
背
景
と
し
て
、
ま
ず
「
大
菩
薩
峠
」
の

挿
絵
制
作
に
あ
た
り
、
介
山
が
こ
れ
か
ら
執
筆
す
る
内
容
の
概
略
を
鶴
三
に

連
絡
し
、
時
に
は
背
景
や
小
物
な
ど
の
ス
ケ
ッ
チ
ま
で
も
送
っ
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
一
例
を
示
せ
ば
、「（「
他
生
の
巻
」
の
︱
︱
注
）
第
一
回

は
︱
︱
清
澄
の
茂
太
郎
が
月
見
寺
の
三
重
の
塔
の
九
輪
の
上
で
恍
惚
と
し
て

星
夜
の
美
観
を
な
が
め
て
ゐ
る
処
、」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。（

（
（

こ
の
よ
う
な



（0

連
絡
が
ど
れ
ほ
ど
の
頻
度
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
正
確
に
知
る
こ
と
は
難

し
い
が
、
少
な
く
と
も
介
山
か
ら
何
ら
か
の
伝
達
が
あ
っ
た
場
合
、
鶴
三
は

原
則
と
し
て
そ
れ
に
従
う
形
で
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
明
治
初
期
よ

り
広
く
行
わ
れ
て
い
た
、
絵
入
り
新
聞
小
説
に
お
い
て
は
小
説
家
が
執
筆
に

先
立
ち
、
絵
師
（
画
家
）
に
挿
絵
の
内
容
を
指
示
し
て
お
く
と
い
う
慣
習
に

則
っ
た
制
作
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
経
緯
を
念
頭
に
、
介
山
は
画
家
側
が
挿
絵
を
小
説

作
者
と
は
無
関
係
な
自
作
と
し
て
、
そ
の
他
の
画
業
と
ひ
と
し
な
み
に
扱
う

こ
と
に
異
議
を
唱
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
彼
は
論
争
の
な
か
で
、
自

身
が
鶴
三
に
与
え
た
少
な
か
ら
ぬ
材
料
や
指
示
・
示
唆
の
内
容
を
詳
し
く
明

ら
か
に
し
て
お
り
、（

（
（

そ
の
主
張
は
「
翻
印
と
註
釈
」
で
紹
介
し
た
書
簡
群
に

よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
。
言
換
え
れ
ば
、介
山
は
新
聞
小
説
挿
絵
の
「
独
創
性
」

を
問
題
に
す
る
こ
と
で
、
明
治
初
期
以
来
の
慣
習
と
新
時
代
の
画
家
た
ち
が

持
つ
芸
術
観
念
と
の
相
剋
と
い
う
、
重
要
な
問
題
を
提
起
し
よ
う
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
視
座
か
ら
、
次
の
よ
う
な
鶴
三
の
発
言
に
あ
ら
た

め
て
向
き
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
あ
る
戦
略
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
ひ
挿
絵
と
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
が
其
人
の
画
で

あ
る
以
上
、
つ
ま
り
、
他
人
の
画
を
摸
し
た
も
の
で
な
く
、
画
家
が
其

人
の
画
心
の
は
た
ら
き
に
よ
り
て
画
け
る
作
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
明

に
画
家
の
創
作
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
本
文
が
挿
絵
に
対
し
て
寄
与
せ

る
と
こ
ろ
は
、
僅
に
、
其
画
因
と
な
る
べ
き
、
資
料
の
幾
分
を
提
供
し

た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
資
料
を
消
化
し
て
、
画
を
成
す
に
至
る
ま
で
の
作

用
は
、
画
家
の
精
神
活
動
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。（

（
（

こ
う
断
言
す
る
鶴
三
は
、
介
山
の
主
張
の
一
部
だ
っ
た
著
作
権
問
題
に
強

く
反
応
し
、
自
身
の
創
作
活
動
の
自
立
性
を
強
調
す
る
一
方
、
制
作
の
背
景
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
口
を
噤
ん
で
応
答
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
だ
っ
た
。
こ

こ
に
は
、
旧
稿
「
問
題
系
」
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
係
争
の
渦
中
に
あ
っ

て
鶴
三
が
早
く
も
洩
し
た
、「
此
際
当
然
美
術
界
に
於
て
も
著
作
権
問
題
が
論

議
せ
ら
れ
、
而
し
て
、
美
術
の
著
作
権
が
一
般
に
認
識
さ
れ
る
機
運
と
な
れ

ば
と
内
心
喜
び
も
し
た
」
と
い
う
、（

（
（

美
術
の
著
作
権
確
立
と
い
う
意
図
が
透

け
て
見
え
る
。
そ
し
て
、
事
態
は
そ
の
目
論
見
ど
お
り
、
鶴
三
の
主
張
を
支

持
す
る
世
論
の
形
成
へ
と
動
い
た
の
で
あ
り
、
後
に
匠
秀
夫
は
次
の
よ
う
に

総
括
し
て
い
る
。

『
石
井
鶴
三
挿
絵
集
』（
光
大
社
刊
）
の
出
版
は
こ
の
挿
絵
の
価
値
を
示

す
も
の
と
い
っ
た
単
純
な
こ
と
で
は
な
く
、「
挿
絵
」
の
著
作
権
の
帰
属

に
つ
い
て
の
作
家
と
画
家
と
の
対
立
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
是
非
を
世
に

問
う
た
め
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
作
者
に
属
す
る
と
す
る
中
里
介
山
は
そ

の
狷
介
な
性
格
も
加
わ
っ
て
、自
説
を
固
守
し
て
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
。（
中

略
）
こ
の
紛
争
は
社
会
一
般
に
挿
絵
へ
の
関
心
を
高
め
、
ま
た
挿
絵
著

作
権
が
正
し
く
認
め
ら
れ
る
大
き
な
原
動
力
に
な
る
と
い
う
意
義
を
も

つ
の
で
あ
る
。（

（
（

し
か
し
な
が
ら
、
介
山
の
人
格
に
対
す
る
攻
撃
は
し
ば
ら
く
措
き
、
彼
の

書
簡
が
物
語
る
制
作
経
緯
と
認
識
と
を
詳
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
問

題
は
絵
入
り
新
聞
小
説
の
制
作
を
め
ぐ
る
時
代
的
な
転
換
と
、
新
旧
の
意
識

差
に
由
来
す
る
相
剋
、
ま
た
複
数
の
人
物
の
相
補
に
よ
っ
て
生
れ
た
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
に
関
す
る
権
利
と
い
っ
た
、
文
学
史
・
美
術
史
・
メ
デ
ィ
ア
史
・
法

制
史
な
ど
、
多
様
な
分
野
に
わ
た
る
複
合
的
な
角
度
か
ら
再
検
討
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
旧
稿
「
問
題
系
」
の
結
論
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
こ

れ
を
ふ
ま
え
、
旧
稿
で
俯
瞰
し
た
問
題
に
関
し
て
よ
り
具
体
的
な
考
察
を
す

す
め
る
た
め
、
補
足
資
料
と
し
て
介
山
以
外
の
周
辺
人
物
か
ら
鶴
三
に
送
ら

れ
た
関
連
書
簡
を
紹
介
し
、「
大
菩
薩
峠
」
の
挿
絵
制
作
と
「
挿
絵
事
件
」
と
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を
取
巻
く
事
情
の
さ
ら
な
る
解
明
を
目
指
す
試
み
で
あ
る
。

な
お
、
書
簡
の
公
開
に
あ
た
っ
て
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
著
作
権
継
承
者
を

探
索
し
て
許
諾
を
い
た
だ
く
べ
く
、
所
蔵
者
で
あ
る
信
州
大
学
附
属
図
書
館
の

ご
尽
力
を
忝
く
し
た
が
、
継
承
者
が
不
明
ま
た
は
連
絡
が
取
れ
な
い
場
合
も
多

く
、
す
べ
て
の
関
連
書
簡
を
翻
字
す
る
準
備
が
整
わ
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ

こ
で
は
公
開
の
許
諾
を
得
ら
れ
た
も
の
の
み
を
全
文
翻
字
し
、
そ
れ
以
外
の
書

簡
に
つ
い
て
は
、
私
的
な
通
信
で
あ
る
こ
と
も
か
ん
が
み
て
、
社
会
通
念
上
問

題
な
い
と
思
わ
れ
る
程
度
の
概
略
の
摘
示
の
み
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
二

ま
ず
は
鶴
三
が
「
大
菩
薩
峠
」
の
挿
絵
を
描
い
て
い
た
こ
ろ
、『
東
京
日
日

新
聞
』
で
編
集
に
あ
た
っ
た
人
々
か
ら
の
書
簡
を
見
て
ゆ
こ
う
。「
翻
印
と
註

釈
」
で
取
上
げ
た
介
山
の
書
簡
は
、「
書
簡
（
」
の
よ
う
に
数
字
を
用
い
て
番

号
を
振
っ
た
の
で
、
本
稿
の
書
簡
番
号
は
こ
れ
と
区
別
す
る
た
め
、「
書
簡
A
」

の
よ
う
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
翻
字
の
方
針
と

表
記
に
つ
い
て
は
旧
稿
と
同
様
で
あ
る
。（

（
（

書
簡
A
（
書
１
︱
１
５
６
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

封
筒
欠　

便
箋　

ペ
ン

拝
啓

再
三
の
お
手
紙
に
御
返
事
も
差
上
げ
ず

失
礼
を
重
ね
お
詫
び
の
言
葉
あ
り
ま
せ
ん
、

実
は
罷
り
出
で
ゝ
と
思
ひ
、
延
び
〳
〵
と

な
り
ま
し
た
次
第
、
御
諒
承
願
ひ
上
げ
ま
す
、

問
題
の
『
流
転
の
巻
』
此
後
の
挿
画
に
つ
き

ま
し
て
、
実
は
、
い
つ
ぞ
や
の
仰
せ
の

節
を
中
里
氏
に
伝
へ
ま
し
た
る
処

中
里
氏
は
た
ゞ
「
困
つ
た
」「
惜
し
い
」

を
連
発
、
最
後
に
は
、「
で
は
、
小
説
の

執
筆
も
暫
く
休
ま
う
か
」
な
ど
ゝ
ま

で
い
は
れ
、
そ
れ
で
は
困
る
の
で
当
方
で

休
息
を
思
ひ
と
ま
つ
て
い
た
ゞ
く
可
く
お

願
ひ
し
、
今
日
猶
ほ
何
う
に
も
後
の

事
が
き
ま
ら
ず
居
る
次
第
で
あ
り
ま
す
、

も
う
二
三
回
に
て
流
転
の
巻
は
お
終
ひ

な
れ
ば
此
の
分
で
は
何
の
道
休
載
は

免
か
れ
ぬ
と
思
ひ
ま
す
が
、
如
何
で
せ
う
か

何
と
か
重
ね
て
御
執
筆
を
願
ひ
、
在
来

の
ま
ゝ
東
西
毎
日
、
日
日
の
呼
物
と
し
て

頂
け
る
や
う
御
考
へ
直
し
を
願
ふ
余

地
は
無
い
も
の
で
せ
う
か
、
外
に
方
法
の
な

い
苦
し
さ
か
ら
私
一
存
と
し
て
一
応

御
伺
ひ
申
上
げ
ま
す
、
無
礼
の
段
お

許
し
下
さ
る
や
う
願
ひ
上
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拝
具

石
井
鶴
三　

様

　

十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
妻
生

『
東
京
日
日
新
聞
』
で
長
く
「
大
菩
薩
峠
」
の
編
集
に
携
り
、『
石
井
鶴
三

挿
絵
集
』
第
一
巻
に
も
「
序
に
代
へ
て
」
を
寄
せ
て
い
る
新
妻
莞
の
書
簡
で

あ
る
。
封
筒
を
欠
い
て
い
る
が
、「
も
う
二
三
回
に
て
流
転
の
巻
は
お
終
ひ
」



（2

と
い
う
文
言
か
ら
、
同
巻
が
大
正
十
五
年
五
月
二
十
日
に
第
百
十
五
回
で
終
了

す
る
直
前
、
同
年
五
月
十
三
日
の
手
紙
と
推
定
で
き
る
。
文
中
、
鶴
三
が
語
っ

た
と
い
う
「
い
つ
ぞ
や
の
仰
せ
」
の
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
新
妻
の
記
し

て
い
る
介
山
の
反
応
か
ら
、
挿
絵
制
作
の
中
止
を
申
入
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
大
菩
薩
峠
」
か
ら
の
降
板
を
求
め
て
い
た
の
か
、
そ
れ

と
も
数
巻
の
休
筆
を
願
っ
た
だ
け
だ
っ
た
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
っ
た
と
し
て
も

鶴
三
が
こ
の
時
、
本
作
の
制
作
に
消
極
的
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

一
方
、
介
山
の
「
困
つ
た
」「
惜
し
い
」
と
い
う
発
言
か
ら
は
、
彼
が
鶴
三

の
挿
絵
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
ま
た
新
聞
社
側
の
、
介
山

と
鶴
三
の
組
合
わ
せ
が
同
紙
の
「
呼
物
」
で
あ
る
と
の
認
識
も
見
て
取
れ
る
。

も
っ
と
も
、
引
続
い
て
の
潤
筆
を
懇
願
し
た
書
信
中
の
文
言
で
あ
る
か
ら
、
額

面
ど
お
り
に
は
受
取
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
結
局
鶴
三
は
こ
の
請
い
を
容

れ
、
七
月
十
三
日
よ
り
「
み
ち
り
や
の
巻
」
の
連
載
が
開
始
さ
れ
た
。
約
二
ヶ

月
弱
に
わ
た
る
休
載
期
間
中
、
鶴
三
に
送
ら
れ
た
介
山
の
書
簡
31
（「
翻
印
と

註
釈
」
参
照
）
に
は
、
鶴
三
の
方
か
ら
「
大
菩
薩
行
」
に
誘
わ
れ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
問
題
で
両
者
の
個
人
的
関
係
が
悪
化
す
る
ま
で
に
は

い
た
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
妻
は
か
か
る
推
移
を
受
け
、「
み
ち
り
や

の
巻
」
起
稿
に
先
立
っ
て
、
鶴
三
に
次
の
よ
う
な
書
信
を
寄
せ
た
。

書
簡
Ｂ
（
書
１
０
︱
５
６
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

便
箋　

ペ
ン

拝
啓

申
し
訳
の
無
い
御
無
沙
汰
を
致

し
ま
し
た
、
実
は
一
日
も
早
く

再
掲
す
る
や
う
と
の
、
読
者
の

希
望
（
投
書
）
が
盛
ん
に
あ
り

ま
す
の
で
、
其
の
運
び
に
致
し

度
く
、
精
々
努
力
致
し
た
の
で
あ

り
ま
し
た
が
、
中
里
氏
が
偽
版

者
征
伐
等
に
没
頭
さ
れ
、
つ
ひ

今
日
と
も
な
り
ま
し
た
次
第
、
尤
も

こ
ゝ
に
至
る
前
に
、
其
の
儀

委
し
く
申
上
げ
て
御
猶
予
願

ふ
べ
き
を
、
ず
る
〴
〵
に
怠
り
ま

し
た
の
は
私
の
不
行
届
、
一
に
御

海
容
こ
れ
願
ふ
外
あ
り
ま
せ
ぬ
、

漸
く
本
日
同
封
の
葉
書
に

接
し
、
中
里
氏
御
執
筆
の
日
取

り
が
確
定
的
に
な
り
ま
し
た
、
申

兼
ね
ま
す
る
儀
な
が
ら
、
不
行

届
の
責
め
は
総
て
小
生
に
あ
り
ま
す
る

に
就
き
ま
し
て
は
、
中
里
氏
よ
り
原

稿
戴
くマ

マ

直
ち
に
御
送
り
申
上

げ
ま
す
れ
ば
、
其
節
は
何
卒

御
執
筆
下
し
置
か
れ
ま
す

る
や
う
、
御
都
合
も
お
あ
り
の
事

と
存
じ
、
お
詫
び
に
添
へ
予
じ
め

御
願
ひ
申
上
げ
て
置
き
ま
す
、

例
の
如
き
忙
中
の
乱
筆

御
判
読
願
ひ
上
げ
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拝
具

石
井
鶴
三
様



中里介山作・石井鶴三画「大菩薩峠」と「挿絵事件」の背景 ―挿絵制作の時代的転換と旧著作権法の解釈について―（（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
妻
生

［
受
信
者
］
市
外
板
橋
中
丸
／
石
井
鶴
三
様

［
発
信
者
］
東
京
中
央
郵
便
局
私
書
函
第
三
十
八
号
／
東
京
日
日
新
聞
発
行

所
／
新
妻
莞
／
東
京
麹
町
区
有
楽
町
一
丁
目
二
番
地
／
振
替
貯

金
口
座
東
京
二
八
〇
〇
番

［
日　

付
］
大
正　

年
六
月
二
十
五
日
夜

［
消　

印
］
東
京
中
央
／
15
・
６
・
26
／
后
０
─
１

《
発
信
者
と
日
付
け
に
つ
い
て
、署
名
お
よ
び
日
付
の
「
六
」「
二
十
五
」「
夜
」

以
外
は
印
刷
》

《
封
筒
表
・
裏
と
も
、
新
妻
の
筆
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
イ
ラ
ス
ト
・
計
算
・

文
字
等
が
記
さ
れ
て
い
る
》

文
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
介
山
か
ら
の
「
同
封
の
葉
書
」
は
、
現
状
の
封

筒
内
に
は
見
当
ら
な
い
も
の
の
、「
翻
印
と
註
釈
」
で
紹
介
し
た
書
簡
32
か
ら
、

「
み
ち
り
や
の
巻
」
の
起
稿
は
七
月
一
日
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。（

9
（

こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
が
、
本
書
簡
の
「
中
里
氏
よ
り
原
稿
戴
くマ

マ

直
ち
に
御
送
り
申
上
げ

ま
す
れ
ば
、
其
節
は
何
卒
御
執
筆
下
し
置
か
れ
ま
す
る
や
う
」
と
い
う
文
言
で

あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
み
ち
り
や
の
巻
」
の
開
巻
当
初
、「
問
題
系
」
お

よ
び
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
介
山
か
ら
の
指
示
を
受
け
た
挿
絵
制
作
で
は

な
く
、
脱
稿
し
た
原
稿
を
鶴
三
が
読
ん
で
描
く
と
い
う
方
式
が
取
ら
れ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
聞
社
経
由
の
原
稿
と
は
別
に
、
介
山
か
ら
直

接
通
信
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
新
妻
は
そ
の

存
在
を
想
定
し
て
は
い
な
い
。

翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、「
翻
印
と
註
釈
」
で
示
し
た
介
山
書
簡
四
十
通
の

う
ち
、
挿
絵
に
対
す
る
指
示
と
し
て
機
能
し
て
い
る
書
簡
は
「
他
生
の
巻
」
ま

で
に
集
中
し
て
い
た
。
以
降
の
巻
に
つ
い
て
は
、「
流
転
の
巻
」
第
一
回
の

「
碓
氷
峠
の
風
景
」
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
書
簡
30
、「
鈴
慕
の
巻
」
第
四
十
四
～

四
十
六
回
の
龍
之
助
の
扮
装
や
剱
岳
の
錫
杖
を
図
示
し
た
書
簡
38
、「O

cean

の
巻
」
第
十
七
回
の
小
栗
上
野
介
の
定
紋
を
図
示
し
た
書
簡
39
が
残
る
の
み

で
、
描
く
べ
き
場
面
や
人
物
ま
で
指
定
し
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
巻
と
は
明
ら
か

に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、「
大
菩
薩
峠
」
に
お
け
る
挿
絵
制
作
の
あ

り
か
た
が
次
第
に
変
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
ひ
い
て
は
書
簡
Ａ
で
言

及
さ
れ
て
い
た
鶴
三
の
不
満
も
、
こ
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
想
定

し
た
く
な
る
が
、
い
ず
れ
も
確
定
的
な
証
左
に
乏
し
く
、
ま
た
現
存
す
る
四
十

通
が
介
山
か
ら
鶴
三
に
送
ら
れ
た
書
簡
の
す
べ
て
で
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か

ら
、
こ
れ
以
上
の
憶
断
は
控
え
よ
う
。
た
だ
、
同
巻
が
十
月
二
十
五
日
に
完
結

し
た
あ
と
、
中
村
岳
陵
が
描
い
た
「
め
い
ろ
の
巻
」（
昭
和
二
年
十
一
月
二
日

～
翌
年
四
月
七
日
）
を
挟
ん
で
、
再
び
鶴
三
が
筆
を
執
っ
た
「
鈴
慕
の
巻
」
に

お
い
て
も
、
書
き
溜
め
た
原
稿
を
鶴
三
に
送
る
形
が
引
続
き
採
用
さ
れ
た
こ
と

が
、
こ
れ
も
『
東
京
日
日
新
聞
』
で
編
集
を
担
当
し
た
森
園
豊
吉
の
書
簡
か
ら

知
ら
れ
る
。

森
園
の
書
簡
に
つ
い
て
は
、
本
文
を
こ
こ
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

信
州
大
学
附
属
図
書
館
に
は
現
在
、
書
簡
Ｃ
（
書
１
︱
１
５
０
）・
書
簡
Ｄ
（
書

１
︱
１
４
７
）・
書
簡
Ｅ
（
書
１
︱
１
４
８
）
の
三
通
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、「
め
い
ろ
の
巻
」
連
載
の
終
盤
で
あ
る
昭
和
三
年
三
月
二
十
三
日
の
日
付

を
持
つ
書
簡
Ｃ
は
、次
の
巻
の
挿
絵
を
準
備
し
て
お
く
よ
う
依
頼
し
た
内
容
で
、

す
で
に
鶴
三
の
担
当
は
決
定
し
て
い
た
ら
し
く
、
介
山
の
原
稿
が
届
き
次
第
転

送
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
続
く
同
年
五
月
十
三
日
の
書
簡
Ｄ
で
は
、「
め

い
ろ
の
巻
」
の
続
巻
を
少
し
で
も
早
く
掲
載
し
た
い
と
し
て
、
十
六
日
こ
ろ
か

ら
の
執
筆
を
督
促
し
て
い
る
。
鶴
三
は
こ
れ
を
受
け
て
制
作
に
着
手
し
、
五
月

二
十
二
日
よ
り「
鈴
慕
の
巻
」の
連
載
が
は
じ
ま
っ
た
が
、同
日
付
の
書
簡
Ｅ（
た



（（

だ
し
実
際
の
新
聞
の
配
達
は
前
日
夕
刻
）
で
は
、
介
山
か
ら
の
続
稿
が
滞
っ
て

い
る
旨
が
記
さ
れ
、
相
当
に
気
を
揉
ん
で
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
書
簡
Ｅ
に
は
、
原
稿
を
十
回
分
ほ
ど
書
き
溜
め
て
お
く
よ
う
介
山
に
依

頼
し
て
あ
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
や
は
り
ま
と
ま
っ
た
原
稿
を
鶴
三
が
読
ん
で
絵

を
描
く
と
い
う
形
は
確
立
し
て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
と
、
た
と
え
ば
大
正
十
四

年
八
月
の
「
他
生
の
巻
」
起
稿
に
先
立
つ
介
山
の
書
簡
14
に
示
さ
れ
て
い
た
、

「
ま
だ
原
稿
は
出
来
ま
せ
ん
が
出
来
次
第
趣
向
か
草
案
か
を
御
送
り
申
上
げ
ま

す
」
と
い
う
姿
勢
と
の
相
違
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
以
上
、
細
か
な
事
情
や
経
緯

等
は
未
詳
で
あ
る
も
の
の
、
介
山
お
よ
び
新
妻
莞
・
森
園
豊
吉
の
一
連
の
書
簡

に
は
、
挿
絵
制
作
を
め
ぐ
る
介
山
と
鶴
三
と
の
相
剋
が
隠
見
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
不
協
和
音
を
内
在
さ
せ
な
が
ら
進
ん
だ
連
載

は
、
次
の
「O

cean

の
巻
」
を
も
っ
て
完
全
に
終
了
す
る
こ
と
と
な
り
、
鶴
三

の
も
と
に
は
社
の
重
鎮
、
城
戸
元
亮
か
ら
次
の
よ
う
な
礼
状
が
届
け
ら
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

書
簡
Ｆ
（
書
１
０
︱
４
５
６
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

便
箋　

ペ
ン

拝
啓

い
よ
〳
〵
御
健
勝
の
段
、
慶
賀
に
堪
へ
ま
せ
ん
、
さ
て
、

な
が
〳
〵
御
苦
労
を
か
け
ま
し
た
大
菩
薩
峠
も
、
筆
者

中
里
君
が
｛
か
ら
｝、す
で
に
回
数
も
五
百
回
に
も
上
つ
た
の
で
、こ
の
際
、休
養

し
た
い
と
の
申
出
で
が
あ
り
、大
兄
に
お
か
れ
て
も
、●
同
様
の
御
思

召
が
あ
る
こ
と
は
、
疾
う
か
ら
承
知
し
て
居
る
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
れ
で

打
切
る
こ
と
に
、
社
内
の
相
談
を
取
り
ま
と
め
、
中
里
君
へ
も
そ
の
旨

通
達
し
ま
し
た
、
大
兄
へ
は
、
新
妻
君
が
出
向
き
、
親
し
く
御
相

談
を
す
る
つ
も
り
で
ゐ
ま
し
た
ら
、
い
ろ
〳
〵
の
都
合
で
、
行
か
れ
ま

せ
ん
の
で
、
小
生
か
ら
、
お
願
ひ
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
、
さ
て
、
や
め
る
と

な
れ
ば
、
名
残
り
も
惜
し
ま
れ
ま
す
が
、
今
更
致
し
方
も
あ
り
ま
せ
ん
、

た
ゞ
、
小
生
は
、
大
兄
の
芸
術
に
よ
つ
て
、
大
菩
薩
峠
が
、
幾
段
の

光
彩
を
添
へ
、
新
聞
挿
絵
界
に
一
新
紀
元
を
劃
し
た
こ
と

を
以
て
、
自
分
｛
新
聞
｝
自
身
の
栄
誉
と
し
、
満
足
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
、
い
づ
れ
、
新
妻
君
が
伺
つ
た
上
、
万
縷
申
し
上
げ
ま
す
、

謹
ん
で
、
御
礼
を
申
し
ま
す
、
〓

（
未
見
力
）

〓
な
が
ら
、
御
奥
様
へ
よ
ろ
し
く

御
伝
へ
願
ひ
ま
す
、
奥
様
の
親
類
の
ハ
シ
ク
レ
で
、
又
小
生
の

幼
な
友
達
が
、
近
頃
当
地
に
ま
ゐ
つ
て
居
り
ま
す
、　

敬
具

　

十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

城
戸
元
亮

石
井
賢
台

　
　
　

侍
史

［
受
信
者
］
石
井
鶴
三
様

［
発
信
者
］
城
戸
元
亮
／
東
京
中
央
郵
便
局
私
書
函
第
三
十
八
号
／
東
京
日

日
新
聞
発
行
所
／
東
京
麹
町
区
有
楽
町
一
丁
目
二
番
地
／
振
替

貯
金
口
座
東
京
二
八
〇
〇
番

［
日　

付
］
大
正　

年　

月　

日

［
消　

印
］
な
し
（
使
持
参
）

《
発
信
者
に
つ
い
て
署
名
以
外
は
印
刷
》

《
封
筒
表
に
は
鉛
筆
で
計
算
が
、
裏
に
は
ペ
ン
で
「
七
十
二
回
よ
り
最
後
ま

で
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
城
戸
と
は
別
筆
と
考
え
ら
れ
る
。》

以
後
、「
大
菩
薩
峠
」
の
発
表
は
『
隣
人
之
友
』
な
ど
別
の
媒
体
に
移
り
、

鶴
三
が
ふ
た
た
び
そ
の
挿
絵
を
描
く
こ
と
も
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
両
者
は
袂
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を
分
っ
た
わ
け
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
連
載
中
か
ら
潜
在
し
て
い
た
そ
の
対
立

は
、
昭
和
九
年
の
「
挿
絵
事
件
」
に
い
た
っ
て
表
面
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

三

先
述
の
と
お
り
、「
挿
絵
事
件
」
で
は
当
事
者
で
あ
る
介
山
と
鶴
三
の
み
な

ら
ず
、
多
数
の
論
者
が
様
々
な
媒
体
に
見
解
を
発
表
し
、
大
き
な
議
論
と
な

っ
た
。
そ
の
詳
細
は
、
事
件
以
前
の
応
酬
ま
で
幅
広
く
調
査
し
た
松
本
和
也

の
論
考
に
詳
し
い
が
、（

（1
（

こ
こ
で
は
鶴
三
の
も
と
に
寄
せ
ら
れ
た
書
簡
を
起
点

に
、
議
論
の
一
端
を
裏
面
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
問
題
と
な
っ
た
『
石
井
鶴
三
挿
絵
集
』
第
一
巻

の
刊
行
直
後
に
寄
せ
ら
れ
た
、
法
学
者
の
榛
村
専
一
か
ら
の
手
紙
で
あ
る
。

書
簡
Ｇ
（
書
４
︱
９
０
３
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

便
箋　

毛
筆

拝
啓
益
々
御
清
勝
奉
賀
候
扨
愈

御
創
作
集
第
一
巻
美
事
ナ
ル
出
来
バ
エ

に
て
御
出
版
、
早
速
一
部
御
恵
与
被
下

難
有
拝
見
仕
候
万
一
著
作
権
ノ
問
題
起

レ
ハ
飽
迄
正
当
ナ
ル
考
ノ
認
メ
ラ
ル
ヽ
マ
デ
努

力
致
し
度
シ
ト
存
候
不
取
敢
出
版
御
悦
ビ
ト
御

礼
ト
ヲ
申
述
度　

匆
々
拝
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
一

石
井
様

　
　

侍
史

［
受
信
者
］
板
橋
区
板
橋
町
／
三
ノ
二
六
六
／
石
井
鶴
三
様

［
発
信
者
］
渋
谷
区
衆
楽
町
九
／
榛
村
専
一

［
日　

付
］
七
月
十
七
日

［
消　

印
］
□
□
／
９
・
７
・
□
／
后
□
─
□

消
印
と
日
付
の
ほ
か
、「
御
創
作
集
第
一
巻
」
が
「
御
出
版
」
と
い
う
文
言

か
ら
、
昭
和
九
年
七
月
十
七
日
の
執
筆
と
確
定
で
き
る
。
文
中
、「
万
一
著
作

権
ノ
問
題
起
レ
ハ
」
と
あ
る
の
は
、
松
本
和
也
が
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
、
前

年
夏
に
交
さ
れ
た
論
争
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

鶴
三
に
よ
る
「
大
菩
薩
峠
」
挿
絵
が
光
大
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
と
い
う

情
報
が
「
滑
走
路
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
三
三
・
五
・
二
六
）
に
掲

載
さ
れ
、
そ
れ
を
目
に
し
た
介
山
が
新
聞
社
に
対
し
て
抗
議
の
手
紙
を

出
し
、
鶴
三
、
版
元
に
も
通
告
文
を
送
る
。「
挿
絵
事
件
」
の
前
哨
戦
と

も
い
え
る
こ
の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
は
、『
報
知
新
聞
』
紙
上
で
議
論
が

戦
わ
さ
れ
る
。（

（（
（

こ
の
時
の
議
論
に
加
わ
っ
た
の
は
四
者
で
、（

（1
（

ま
ず
田
中
貢
太
郎
が
画
家
の

著
作
権
を
認
め
つ
つ
、
題
名
を
「
絵
本
大
菩
薩
峠
」
と
し
た
出
版
は
「
小
説
大

菩
薩
峠
の
版
権
を
侵
害
す
る
」
と
の
見
解
を
示
し
た
の
に
対
し
、
続
い
て
佐
野

繁
次
郎
が
「
法
律
上
の
こ
と
は
は
つ
き
り
は
い
ひ
き
れ
ぬ
」
と
し
な
が
ら
、「
芸

術
家
同
志マ

マ

」な
の
だ
か
ら
介
山
が
応
援
し
て
広
告
で
も
し
て
や
れ
ば
よ
い
の
に
、

と
心
情
的
な
意
見
を
述
べ
た
。
三
番
目
の
執
筆
者
が
、
右
の
書
簡
Ｇ
の
差
出
人

で
あ
る
榛
村
専
一
で
、
専
門
の
法
律
家
ら
し
く
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

若
し
本
文
の
作
者
と
画
家
と
の
間
に
挿
絵
だ
け
を
切
離
し
て
出
版
し
な

い
と
い
ふ
や
う
な
約
束
、
あ
る
ひ
は
挿
絵
の
著
作
権
を
本
文
の
作
者
が

譲
り
受
け
る
と
い
ふ
約
束
で
も
あ
つ
た
場
合
に
は
格
別
だ
が
、
そ
ん
な

約
束
が
な
い
以
上
、
本
文
の
作
者
に
関
係
な
く
、
挿
絵
だ
け
の
出
版
が



（（

で
き
な
い
わ
け
は
な
い
と
思
ふ
。
／
挿
絵
は
本
文
の
為
に
描
く
も
の
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
て
挿
絵
の
著
作
権
が
当
然
本
文
の
作
者
に

帰
属
す
る
理
由
は
決
し
て
な
い
。（
中
略
）
そ
し
て
挿
絵
を
描
く
際
に
本

文
の
作
者
か
ら
あ
る
指
示
を
受
け
た
こ
と
、
た
と
へ
ば
作
中
に
出
て
く

る
米
友
と
い
ふ
人
物
は
ヅ
ン
グ
リ
し
た
頑
丈
な
男
で
あ
る
と
聞
か
さ
れ

て
、
そ
の
や
う
に
描
い
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
挿
絵
の
著
作
権
の

帰
属
に
は
関
係
な
い
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
介
山
か
ら
の
示
唆
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
挿
絵
の
著
作
権

は
実
際
に
描
い
た
鶴
三
に
帰
属
し
、
そ
の
権
利
の
行
使
を
制
限
し
た
り
、
な
い

し
は
権
利
を
譲
渡
す
る
よ
う
な
契
約
が
結
ば
れ
て
い
な
い
以
上
、
出
版
に
法
的

な
問
題
は
な
い
と
の
見
解
で
あ
る
。「
況
ん
や
そ
の
挿
絵
の
芸
術
的
価
値
の
方

が
高
い
や
う
な
場
合
に
お
い
て
を
や
で
あ
る
」
と
ま
で
言
い
、
鶴
三
を
全
面
的

に
支
持
し
た
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、
一
年
ほ
ど
経
て
よ
う
や
く
上
梓
さ
れ
た

『
石
井
鶴
三
挿
絵
集
』
第
一
巻
が
、
榛
村
に
も
寄
贈
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

書
簡
Ｇ
は
そ
れ
に
対
す
る
礼
状
で
、
文
中
で
あ
ら
た
め
て
支
持
を
表
明
し
て
い

た
と
お
り
、
彼
は
同
年
十
月
、『
都
新
聞
』
紙
上
に
「
小
説
と
挿
画
の
問
題
」

と
題
す
る
文
章
を
発
表
し
た
。（

（1
（

そ
の
主
意
は
前
引
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
で
あ
る
も
の

の
、
特
に
前
月
に
発
表
さ
れ
た
介
山
の
「
創
作
と
挿
絵
の
問
題
」
へ
の
反
論
と

し
て
、
い
か
に
踏
込
ん
だ
助
言
や
資
料
提
供
等
が
行
わ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
な

お
鶴
三
が
著
作
権
を
保
持
し
う
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

本
文
の
作
者
た
る
中
里
氏
が
挿
画
の
作
者
た
る
石
井
氏
に
屢
々
助
言
を

与
へ
、
或
は
参
考
資
料
を
供
給
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し

て
も
石
井
氏
が
全
く
中
里
氏
の
助
手
と
し
て
働
い
た
も
の
で
な
い
限
り
、

挿
画
は
依
然
石
井
氏
の
創
作
で
あ
り
、
そ
の
著
作
権
は
当
然
石
井
氏
に

帰
属
す
る
も
の
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
助
言
を
与
へ
た
り
、

参
考
資
料
を
供
給
し
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
た
だ
挿
画
の
創
作
に
援

助
又
は
便
宜
を
与
へ
た
と
い
ふ
だ
け
で
あ
つ
て
、
決
し
て
挿
画
の
創
作

そ
の
も
の
に
向
け
ら
る
ゝ
精
神
的
労
作
を
分
担
し
た
と
は
い
へ
な
い
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
前
年
夏
に
お
け
る
『
報
知
新
聞
』
紙
上
で
の
論
争
に
お
い
て
、

榛
村
に
続
い
て
最
後
に
登
場
し
た
介
山
本
人
が
、「
原
著
者
に
は
一
言
の
挨
拶

が
無
い
」「（
問
い
合
せ
に
︱
︱
注
）
弁
明
も
挨
拶
も
無
い
と
い
ふ
事
は
、
人
間

の
礼
儀
で
あ
る
か
ど
う
か
」「
斯
う
い
ふ
無
礼
独
断
の
態
度
で
是
認
出
来
る
か

ど
う
か
」
と
繰
返
し
述
べ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
の
認
め
る
問
題
の
本
質
が

法
律
上
の
著
作
権
の
帰
属
に
な
い
こ
と
は
、当
初
か
ら
明
ら
か
な
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
お
そ
ら
く
著
作
権
の
問
題
化
を
こ
そ
企
図
し
て
い
た
鶴
三
は
、
周
到
な

「
理
論
武
装
」
を
備
え
て
『
石
井
鶴
三
挿
絵
集
』
第
一
巻
の
刊
行
に
お
よ
ん
だ

と
考
え
ら
れ
、（

（1
（

榛
村
と
の
連
携
も
そ
の
戦
略
を
背
後
か
ら
支
え
る
一
つ
の
布
石

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
は
た
し
て
、
同
書
の
出
版
を
受
け
て
介
山
が
告
訴
に
踏
切

っ
た
こ
と
で
、
著
作
権
の
帰
属
が
中
心
的
な
争
点
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
報
道

を
契
機
に
幅
広
い
議
論
が
巻
き
起
っ
た
結
果
、
鶴
三
の
も
と
に
も
彼
を
支
持
す

る
手
紙
が
何
通
か
舞
込
ん
で
き
た
。
現
在
、
信
州
大
学
附
属
図
書
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
こ
の
種
の
書
簡
は
、
三
森
連
象
か
ら
の
書
簡
Ｈ
（
書
４
︱
９
９
０
）、

恩
地
孝
四
郎
か
ら
の
書
簡
Ｉ
（
書
４
︱
１
６
９
）、
匿
名
の
書
簡
Ｊ
（
書
１
︱

２
２
３
）、そ
し
て
奈
良
正
路
か
ら
の
書
簡
Ｋ
（
書
７
︱
９
）
の
計
四
通
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
本
文
は
略
す
る
が
、
ま
ず
書
簡
Ｈ
は
昭
和
九
年
十
月
五
日
付
で
、

東
京
府
立
第
八
高
等
女
学
校
（
現
・
都
立
八
潮
高
校
）
の
図
画
教
員
で
あ
っ
た

三
森
連
象
か
ら
送
ら
れ
た
激
励
の
手
紙
で
あ
る
。
東
京
美
術
学
校
図
画
師
範
科

卒
だ
っ
た
と
さ
れ
る
三
森
は
、（

（1
（

係
争
の
動
向
を
新
聞
紙
上
で
読
ん
だ
と
言
い
、

画
家
と
し
て
の
立
場
か
ら
絵
画
創
作
の
自
立
性
を
強
調
し
て
、
権
利
が
法
的
に

認
め
ら
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
い
る
。
小
説
家
、
も
し
く
は
小
説
そ
の
も
の
か

ら
の
示
唆
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
絵
の
表
現
は
画
家
の
自
由
な
創
意
に
か
か
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る
と
す
る
彼
の
主
張
は
、
鶴
三
自
身
の
『
石
井
鶴
三
挿
絵
集
』
第
一
巻
自
序
の

内
容
と
お
お
む
ね
ひ
と
し
い
。
ま
た
、
続
い
て
版
画
家
の
恩
地
孝
四
郎
か
ら
送

ら
れ
た
、
同
年
十
月
十
一
日
の
消
印
を
持
つ
書
簡
Ｉ
は
、
こ
れ
も
新
聞
で
報
じ

ら
れ
て
い
る
鶴
三
の
姿
勢
へ
の
共
感
を
綴
っ
た
葉
書
で
、
当
然
で
は
あ
る
が
、

彼
の
行
動
が
公
に
論
評
し
な
い
画
家
た
ち
か
ら
も
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。（

（1
（さ

ら
に
、
書
簡
Ｊ
は
お
そ
ら
く
無
名
の
鶴
三
フ
ァ
ン
か
ら
の
手
紙
で
、
同

年
十
月
十
七
日
の
日
付
を
有
す
る
。
内
容
は
鶴
三
の
挿
絵
を
高
く
評
価
し
、「
大

菩
薩
峠
」
は
鶴
三
の
挿
絵
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
と
の
見
地
か
ら
、
著
作
権
問

題
に
お
け
る
介
山
の
不
当
を
訴
え
、
激
し
い
調
子
で
そ
の
人
格
攻
撃
に
ま
で
お

よ
ん
で
い
る
。
い
わ
ば
、
介
山
を
激
怒
さ
せ
た
と
い
う
木
村
荘
八
の
、「
大
菩

薩
峠
は（
中
略
）絵
が
文
章
を
咥
へ
て
振
り
廻
し
た
」「「
鈴
慕
の
巻
」（
昭
和
三
年
）

頃
か
ら
は
、
作
中
に
驕
慢
を
兆
し
て
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
必
ず
し
も
上
等
の
も

の
で
は
な
く
な
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
発
言
の
主
意
を
、（

（1
（

よ
り
極
端
な
言
葉
で
展

開
し
た
形
で
あ
っ
た
。
以
上
の
三
通
は
、
事
件
報
道
に
対
す
る
比
較
的
迅
速
な

反
応
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
翌
昭
和
十
年
二
月
十
五
日
の
日
付
を
持
つ
法
律
家

の
奈
良
正
路
か
ら
の
書
簡
Ｋ
は
、
一
連
の
問
題
が
報
道
か
ら
論
争
へ
と
移
行
し

た
時
期
の
資
料
で
あ
る
。

こ
の
手
紙
は
、
公
に
発
表
さ
れ
た
論
争
の
背
景
を
詳
し
く
物
語
っ
て
お
り
、

全
文
を
示
せ
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
は
お
お
ま
か
な
内
容
を
摘
示
し

て
お
こ
う
。
奈
良
は
鶴
三
か
ら
の
手
紙
へ
の
返
信
と
し
て
、
ま
ず
鶴
三
が
『
中

央
公
論
』
に
発
表
し
た
文
章
を
読
み
、
榛
村
専
一
の
支
持
も
知
っ
て
安
心
し
て

い
た
が
、
勝
本
正
晃
が
『
民
商
法
雑
誌
』
三
月
号
に
発
表
し
た
論
説
で
反
論
し

て
き
た
た
め
、
再
反
論
を
思
い
立
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
同
誌
の
編

集
者
の
一
人
、
末
川
博
に
掛
合
っ
て
、
五
月
号
も
し
く
は
六
月
号
に
五
頁
以
内

と
い
う
条
件
で
、
文
章
を
発
表
す
る
手
筈
を
整
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
争
点

と
な
っ
た
当
の
『
石
井
鶴
三
挿
絵
集
』
第
一
巻
を
所
蔵
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

一
冊
貸
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
手
紙
の
概
略
で
あ
る
。

こ
れ
に
従
っ
て
当
時
の
資
料
を
辿
っ
て
ゆ
け
ば
、
ま
ず
奈
良
は
昭
和
九
年

十
月
十
七
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
紙
上
、
お
よ
び
十
一
月
の
『
法
律
新
報
』

誌
上
に
お
い
て
、「
挿
絵
の
著
作
権
肯
定
論
を
正
当
と
信
ず
る
」
と
す
る
、
鶴

三
支
持
の
論
説
を
展
開
し
て
い
た
。（

（1
（

鶴
三
か
ら
送
ら
れ
た
と
い
う
書
信
は
、
お

そ
ら
く
こ
れ
に
関
わ
る
礼
状
も
し
く
は
議
論
の
展
開
を
伝
え
る
報
告
と
推
察
さ

れ
、
ま
た
奈
良
が
読
ん
だ
と
い
う
鶴
三
の
文
章
と
は
、
注
６
に
前
掲
し
た
「
挿

画
の
問
題
」、
榛
村
の
文
章
と
は
注
13
に
挙
げ
た
「
小
説
と
挿
画
の
問
題
」
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
勝
本
正
晃
に
よ
る
反
論
と
は
、
昭
和
十
年
三
月
の
『
民
商
法

雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
挿
絵
集
に
よ
る
著
作
権
侵
害
問
題
」
で
あ
り
、
こ
れ

に
対
し
て
奈
良
は
、
五
月
の
同
誌
に
「
挿
絵
の
著
作
権
に
つ
い
て
勝
本
博
士
に

答
う
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
両
者
の
論
争
の
詳
細
は
、
松
本
和
也
「
同
時
代
の

な
か
の
「
挿
絵
事
件
」」
で
も
省
か
れ
て
い
る
が
、
事
件
の
帰
趨
を
考
え
る
う

え
で
相
当
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
ま
と
め

て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
奈
良
が
は
じ
め
の
文
章
で
論
じ
た
の
は
、
合
著
作
の
著
作
権
に

つ
い
て
定
め
た
旧
著
作
権
法
第
十
三
条
第
三
項
、「
各
著
作
者
ノ
分
担
シ
タ
ル

部
分
明
瞭
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
著
作
者
中
ニ
其
ノ
発
行
又
ハ
興
行
ヲ
拒
ム
者
ア
ル

ト
キ
ハ
他
ノ
著
作
者
ハ
自
己
ノ
部
分
ヲ
分
離
シ
単
独
ノ
著
作
物
ト
シ
テ
発
行
又

ハ
興
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
反
対
ノ
契
約
ア
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス
」
に

関
す
る
解
釈
で
あ
っ
た
。
奈
良
に
よ
れ
ば
、
介
山
作
・
鶴
三
画
「
大
菩
薩
峠
」

は
そ
の
形
態
に
お
い
て
両
者
の
合
著
作
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
右
の
条
文
を
根
拠

と
し
て
、「
小
説
と
挿
絵
と
の
分
離
は
当
然
可
能
且
つ
有
効
で
あ
る
と
考
へ
ら

れ
る
」。（

（1
（

し
か
も
本
作
の
合
作
と
し
て
の
性
質
、
す
な
わ
ち
本
文
と
絵
画
と
の

協
奏
は
、
単
に
掲
載
紙
上
に
お
い
て
一
度
か
ぎ
り
実
現
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な



（（

い
か
ら
、
両
者
の
関
係
は
通
常
の
合
著
作
の
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
稀
薄
で
あ

り
、
掲
載
終
了
後
の
著
作
権
は
「
中
里
氏
と
石
井
氏
と
の
間
に
明
白
な
界
標
に

よ
つ
て
分
離
さ
れ
る
」。（

11
（

加
え
て
、
挿
絵
集
の
出
版
は
「
興
行
的
な
上
映
、
上

演
の
た
め
の
脚
色
化
と
は
、
違
つ
た
意
味
の
境
地
」
が
あ
る
か
ら
、（

1（
（

こ
の
点
か

ら
見
て
も
挿
絵
集
の
刊
行
は
介
山
に
対
す
る
著
作
権
侵
害
に
は
あ
た
ら
な
い
と

い
う
の
が
、
奈
良
に
よ
る
結
論
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
勝
本
は
、
一
般
論
と
し
て
は
挿
絵
の
著
作
権
が
画
家
に
属
す

る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、し
か
し
本
画
集
に
含
ま
れ
る
一
部
の
挿
絵
の
よ
う
に「
画

家
の
創
意
の
み
に
依
ら
ず
、
作
者
の
意
見
が
重
要
な
る
役
割
を
為
し
て
ゐ
る
場

合
」
は
、
そ
の
絵
自
体
が
合
作
と
解
さ
れ
る
か
ら
、「
か
く
の
如
き
挿
絵
の
著

作
権
は
、
本
文
作
者
と
画
家
と
の
共
有
に
属
す
る
」
と
述
べ
、（

11
（

独
断
で
の
全
点

刊
行
は
で
き
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
か
り
に
画
家
が
挿
絵
の
著
作
権
を
完
全
に

保
持
し
て
い
る
場
合
で
も
、
掲
載
時
と
同
順
に
配
置
さ
れ
た
挿
絵
集
は
「
原
文

の
意
味
的
内
容
を
想
起
せ
し
む
る
」
以
上
、「
絵
を
以
て
せ
る
複
製
」
に
あ
た

る
と
判
断
す
る
。（

11
（

す
な
わ
ち
、前
掲
の
榛
村
お
よ
び
奈
良
が
詳
論
し
な
か
っ
た
、

介
山
の
示
唆
の
も
と
に
描
か
れ
た
挿
絵
の
合
作
性
と
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
複
製

権
の
範
囲
と
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
勝
本
は
混
乱
し
て
い
た
本
件
の
論

点
を
こ
の
二
点
に
整
理
し
た
う
え
で
、
介
山
・
鶴
三
・
榛
村
・
奈
良
の
諸
説
に
、

理
論
的
な
角
度
か
ら
反
論
し
て
ゆ
く
。

ま
ず
介
山
に
対
し
て
は
、
小
説
本
文
に
依
拠
し
て
描
く
挿
絵
画
家
は
一
般

に
単
独
で
著
作
権
を
主
張
で
き
な
い
と
す
る
見
解
を
、
絵
画
の
造
形
美
術
と
し

て
の
性
質
を
解
さ
な
い
と
し
て
斥
け
る
。
ま
た
、
介
山
が
自
説
の
根
拠
と
し
て

い
た
も
う
一
点
、「
文
芸
学
術
ノ
著
作
物
中
ニ
挿
入
シ
タ
ル
写
真
」
の
著
作
権

は
著
者
に
帰
属
す
る
と
定
め
た
旧
著
作
権
法
第
二
十
四
条
に
つ
い
て
は
、
鶴
三

の
挿
絵
が
同
法
第
二
十
六
条
「
写
真
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
写
真
術
ト
類
似
ノ
方
法

ニ
依
リ
製
作
シ
タ
ル
著
作
物
ニ
準
用
ス
」
に
言
う
「
写
真
術
ト
類
似
ノ
方
法
」

に
あ
た
る
こ
と
、
な
ら
び
に
「
特
に
其
著
作
物
の
み
の
為
め
に
著
作
せ
し
め
た

る
こ
と
」
の
証
明
を
欠
く
と
し
て
批
判
す
る
。（

11
（

続
い
て
鶴
三
に
対
し
て
は
、
排

列
さ
れ
た
挿
絵
に
よ
る
複
製
権
侵
害
の
可
能
性
を
十
分
考
慮
し
て
い
な
い
と
し

て
、
見
解
の
不
足
を
指
摘
す
る
。
奈
良
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
、
叙
上
の
主

張
、
つ
ま
り
介
山
の
示
唆
を
受
け
た
挿
絵
の
合
作
性
と
、
複
製
権
の
侵
害
を
看

過
し
て
い
る
旨
が
簡
単
に
繰
返
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
複
製
権
の
問
題
に
つ
い
て
、「
原
作
を
知
ら
な
い
者
が
挿
画
集
だ
け

を
見
て
も
原
作
を
感
知
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
で
あ
ら
う
」（

11
（

と
論
じ
て
い

た
榛
村
へ
の
批
判
は
、
も
う
少
し
複
雑
で
あ
る
。
勝
本
に
よ
れ
ば
、
複
製
が
複

製
で
あ
る
と
判
断
し
う
る
の
は
原
作
の
内
容
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
よ

っ
て
複
製
の
成
立
に
は
、「
原
作
を
知
れ
る
者
に
於
て
或
一
定
の
作
品
が
複
製

な
り
と
認
め
得
れ
ば
足
」
る
。（

11
（

逆
に
、
原
作
を
知
ら
な
い
者
が
複
製
品
に
よ
っ

て
原
作
の
内
容
を
想
像
し
う
る
か
ど
う
か
は
、
複
製
た
る
こ
と
の
要
件
を
な
さ

な
い
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
で
あ
っ
た
。
な
お
榛
村
は
、
右
記
の
旧
著
作
権
法

第
二
十
四
条
は
厳
密
に
写
真
の
み
に
適
用
さ
れ
る
と
も
述
べ
て
い
た
が
、
こ
れ

は
介
山
へ
の
批
判
と
同
様
、第
二
十
六
条
の
検
討
を
欠
く
と
論
駁
さ
れ
て
い
る
。

あ
ら
た
め
て
整
理
す
れ
ば
、
勝
本
の
見
解
と
は
挿
絵
画
家
の
著
作
権
は
基

本
的
に
認
め
る
が
、
介
山
か
ら
の
示
唆
・
干
渉
を
受
け
た
絵
に
つ
い
て
は
合
作

で
あ
る
と
し
、
ま
た
掲
載
順
に
則
っ
て
排
列
さ
れ
た
挿
絵
集
は
原
作
の
複
製
に

相
当
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
奈
良
は
、
前
述
の
と
お
り

『
民
商
法
雑
誌
』
五
月
号
で
再
反
論
す
る
。
そ
の
う
ち
右
の
二
点
に
関
わ
る
骨

子
の
み
挙
げ
る
と
、
ま
ず
「
挿
絵
と
し
て
表
は
れ
た
部
分
は
全
部
石
井
氏
の
筆

致
で
あ
り
、そ
の
独
自
の
芸
術
的
表
現
で
あ
つ
た
」と
し
て
、介
山
の
干
渉
は「
石

井
氏
の
挿
絵
に
対
す
る
支
配
権
︱
著
作
権
︱
」
を
否
定
し
な
い
と
す
る
。（

11
（

ま
た

複
製
権
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、鶴
三
の
挿
絵
は
原
作
者
の
承
認
を
得
て
描
か
れ
、

か
つ
同
時
に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
後
か
ら
勝
手
に
制
作
さ
れ
た
場
合
と



中里介山作・石井鶴三画「大菩薩峠」と「挿絵事件」の背景 ―挿絵制作の時代的転換と旧著作権法の解釈について―（9

は
異
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

奈
良
の
文
章
は
こ
の
ほ
か
、
勝
本
が
言
及
し
た
旧
民
法
第
四
百
十
六
条
第

二
項
（
損
害
賠
償
）、
お
よ
び
旧
著
作
権
法
第
十
三
条
の
再
解
釈
に
も
わ
た
っ

て
い
る
が
、
詳
細
は
割
愛
す
る
。
ま
た
、
鶴
三
の
挿
絵
は
「
中
里
氏
の
文
に
勝

り
、
こ
れ
を
ひ
き
立
て
て
ゐ
た
」
と
し
、
翻
っ
て
介
山
自
身
の
絵
は
「
到
底
石

井
氏
に
造
形
的
干
渉

0

0

0

0

0

な
ど
を
な
し
う
る
、
筋
合
の
も
の
で
な
い
」（
傍
点
原
文
）

と
す
る
、（

11
（

芸
術
的
価
値
の
評
価
に
踏
込
ん
で
い
る
こ
と
も
、
附
記
す
る
に
と
ど

め
て
お
こ
う
。
以
上
が
書
簡
Ｇ
お
よ
び
書
簡
Ｋ
で
言
及
さ
れ
て
い
た
論
争
の
概

要
だ
が
、
現
代
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
榛
村
や
奈
良
の
見
解
に
理
が
あ
る
の
は
明

ら
か
で
あ
り
、
同
時
代
に
あ
っ
て
も
ま
た
、
論
者
の
多
く
が
鶴
三
側
に
つ
い
た

よ
う
に
、「「
そ
れ
は
中
里
氏
の
無
理
だ
」
と
い
ふ
直
感
を
う
け
た
」（

11
（

者
が
多
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
司
法
の
判
断
と
は
法
の
不
備
ま
で
含
め

て
下
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
勝
本
に
し
て
も
、
決
し
て
理
由
な
く

鶴
三
の
行
為
を
違
法
と
判
断
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
介
山
と

鶴
三
と
の
間
に
潜
在
し
て
い
た
問
題
を
正
し
く
捉
え
、
法
解
釈
の
水
準
で
理
論

的
に
論
じ
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
著
作
権
を
専
門
と
し
て
い
た
彼
の
ほ
う
な
の

で
あ
っ
た
。

　
　
　
四

法
学
に
は
門
外
漢
の
譏
り
を
承
知
で
、
勝
本
の
論
理
を
も
う
少
し
詳
し
く

見
て
ゆ
こ
う
。

彼
が
本
件
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
の
は
、
桃
中
軒
雲
右
衛
門
の

浪
花
節
を
録
音
し
た
レ
コ
ー
ド
を
無
断
で
作
成
・
販
売
し
た
被
告
に
つ
い
て
、

著
作
権
侵
害
を
認
め
た
一
審
・
二
審
判
決
を
破
棄
し
、
大
審
院
の
自
判
で
無
罪

と
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
桃
中
軒
雲
右
衛
門
事
件
」
の
判
決
で
あ
る
。（

11
（

多
岐
に

わ
た
る
そ
の
判
決
理
由
を
す
べ
て
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
い
ま
注
目
す
べ

き
は
、「
著
作
権
ハ
独
創
ノ
思
想
即
チ
創
作
ニ
対
シ
発
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
動

作
ニ
対
シ
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
い
う
立
場
か
ら
、「
技
能
ニ
ハ
著
作
権

ヲ
生
セ
ス
」
と
断
言
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。「
演
奏
者
ハ
著
作
者
ノ
奴
僕

タ
ル
ニ
過
キ
サ
ル
ヲ
以
テ
著
作
権
ヲ
発
生
セ
ス
」と
す
る
学
説
を
、「
明
瞭
ナ
リ
」

と
採
用
す
る
こ
の
判
決
は
、
現
在
で
は
著
作
隣
接
権
と
し
て
保
護
さ
れ
る
、
演

述
自
体
に
生
ず
る
権
利
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。（

1（
（

そ
の
後
、
大
正
九
年
九
月

九
日
の
改
正
に
よ
っ
て
、
旧
著
作
権
法
第
一
条
が
「
文
書
演
述
図
画
建
築
彫
刻

模
型
写
真
演
奏
歌
唱
其
ノ
他
文
芸
学
術
若
ハ
美
術
ノ
範
囲
ニ
属
ス
ル
著
作
物
」

と
さ
れ
（
傍
線
部
が
追
加
）、
ま
た
第
三
十
二
条
第
三
項
「
音
ヲ
器
械
的
ニ
複

製
ス
ル
ノ
用
ニ
供
ス
ル
機
器
ニ
他
人
ノ
著
作
物
ヲ
写
調
ス
ル
者
ハ
偽
作
者
ト
看

做
ス
」
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
の
違
法
性
は
よ
う

や
く
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
複
製
に
関
す
る
判
断
で
勝
本
が
根
拠
と
し
た
の
は
、
映
画
化
権
等

を
定
め
た
同
法
第
二
十
二
条
第
二
項
「
文
芸
、
学
術
又
ハ
美
術
ノ
範
囲
ニ
属
ス

ル
著
作
物
ノ
著
作
権
ハ
其
ノ
著
作
物
ヲ
活
動
写
真
術
又
ハ
之
ト
類
似
ノ
方
法
ニ

依
リ
複
製
（
脚
色
シ
テ
映
画
ト
為
ス
場
合
ヲ
含
ム
）
シ
及
興
行
ス
ル
ノ
権
利
ヲ

包
含
ス
」
と
、
右
の
判
例
の
「
著
作
権
法
第
一
条
同
第
三
十
条
第
一
号
ニ
所
謂

複
製
ト
ハ
人
ヲ
シ
テ
原
作
ヲ
感
覚
セ
シ
ム
ル
ニ
適
ス
ル
一
切
ノ
有
形
的
手
段
方

法
ヲ
意
味
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
う
判
決
要
旨
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
に
従
い
、

連
続
す
る
挿
絵
は
明
ら
か
に「
原
作
ヲ
感
覚
セ
シ
ム
ル
」か
ら
、活
動
写
真
の「
類

似
ノ
方
法
」
に
よ
る
複
製
に
あ
た
り
、
介
山
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
考
え

た
の
で
あ
っ
た
。（
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た
だ
し
、
こ
の
第
二
十
二
条
第
二
項
は
、
実
は
鶴
三
が
「
大

菩
薩
峠
」
挿
絵
の
筆
を
擱
い
て
か
ら
係
争
が
勃
発
す
る
ま
で
の
間
、
昭
和
六
年

八
月
一
日
の
改
正
で
加
え
ら
れ
た
新
し
い
条
文
だ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
同
法
は
、「
著
作
物
ノ
著
作
者
ハ
其
ノ
著
作
物
ヲ
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複
製
ス
ル
ノ
権
利
ヲ
専
有
ス
」（
第
一
条
）
と
し
て
複
製
権
の
保
護
を
規
定
す

る
一
方
、「
原
著
作
物
ト
異
リ
タ
ル
技
術
ニ
依
リ
適
法
ニ
美
術
上
ノ
著
作
物
ヲ

複
製
シ
タ
ル
者
ハ
著
作
者
ト
看
做
シ
本
法
ノ
保
護
ヲ
享
有
ス
」（
第
二
十
二
条
）

と
し
て
、
異
種
複
製
に
は
別
の
著
作
権
を
認
め
て
い
た
か
ら
、
こ
こ
で
新
し
く

規
定
さ
れ
た
映
画
化
権
等
に
言
う
「
複
製
」
に
挿
絵
集
ま
で
が
含
ま
れ
る
の
か

否
か
、
基
準
と
な
る
判
断
は
い
ま
だ
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
振
返
れ
ば
、「
問
題
系
」
お
よ
び
本
稿
第
一
節
で
述
べ
た

よ
う
に
、
数
回
先
ま
で
の
小
説
の
概
要
や
下
絵
を
画
家
に
伝
え
て
挿
絵
を
描
か

せ
、
そ
の
後
で
本
文
を
執
筆
す
る
と
は
、
明
治
初
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
一
般

的
な
新
聞
小
説
の
制
作
方
法
で
あ
っ
た
。
野
崎
左
文
は
、
画
家
に
伝
達
す
る
そ

の
概
要
の
こ
と
を
、「
一
つ
の
腹
稿
」
に
基
づ
い
た
「
筋
書
の
ヤ
マ
」
の
「
覚
書
」

と
表
現
し
て
い
る
。（
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介
山
が
こ
う
し
た
意
識
を
い
ま
だ
有
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

本
文
と
同
根
で
あ
る
と
こ
ろ
の
挿
絵
を
一
種
の
〈
複
製
〉
と
見
な
し
、
ま
た
詰

る
と
こ
ろ
描
画
技
術
の
提
供
に
と
ど
ま
る
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
挿
絵
画
家

に
、（
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単
独
の
著
作
権
を
認
め
る
発
想
が
な
か
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
そ

し
て
、
か
り
に
法
廷
に
お
い
て
絵
入
り
新
聞
小
説
の
こ
う
し
た
制
作
慣
例
が
明

ら
か
に
さ
れ
、そ
の
う
え
で
著
作
権
は
「
独
創
ノ
思
想
」
に
発
生
す
る
も
の
で
、

技
能
に
は
生
じ
な
い
と
し
た
右
の
判
例
が
参
照
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
果

が
鶴
三
側
の
勝
利
だ
っ
た
か
ど
う
か
、
い
さ
さ
か
心
も
と
な
く
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
、
介
山
と
鶴
三
と
の
相
剋
を
惹
起
し
た
問
題

の
本
質
だ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
判
例
ま
で
視

野
に
入
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
自
身
が
与
え
た
指
示
の
内
容
を
事
細

か
に
開
示
し
た
介
山
と
、
こ
れ
を
徹
底
し
て
隠
匿
・
黙
殺
し
、
画
家
に
よ
る
自

由
な
創
意
を
強
調
し
た
鶴
三
双
方
の
意
識
が
、
と
も
に
挿
絵
制
作
の
あ
り
か
た

に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
少
な
か
ら
ぬ
同
時
代
の
論
者
、
ま

た
鶴
三
の
も
と
に
書
信
を
寄
せ
た
人
々
の
い
ず
れ
も
が
、
小
説
「
大
菩
薩
峠
」

と
鶴
三
の
挿
絵
と
の
芸
術
的
価
値
の
優
劣
、
挿
絵
画
家
の
社
会
的
地
位
、
さ
ら

に
は
介
山
の
人
間
性
に
ま
で
議
論
を
拡
散
さ
せ
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
争
点
の

核
心
を
見
抜
き
、
法
と
判
例
に
照
ら
し
て
論
じ
よ
う
と
し
た
勝
本
は
慧
眼
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
先
の
「
問
題
系
」
に
お
い
て
、
介
山
の
主
張

を
図
像
と
し
て
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
関
す
る
商
標
権
に
近
い
問
題
と
解
し
た

が
、
む
し
ろ
こ
れ
は
著
作
権
お
よ
び
著
作
隣
接
権
の
発
生
と
、
加
え
ら
れ
た
ば

か
り
の
映
画
化
権
等
に
関
す
る
条
文
の
解
釈
を
め
ぐ
る
、
当
時
と
し
て
は
き
わ

め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
法
制
史
的
問
題
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

逆
に
言
え
ば
、
鶴
三
が
一
連
の
「
大
菩
薩
峠
」
挿
絵
制
作
と
、
続
く
「
挿
絵

事
件
」
で
真
に
乗
越
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
明
治
期
か
ら
続
く
画
家
が

小
説
作
者
に
従
属
し
た
挿
絵
制
作
の
あ
り
か
た
と
、
そ
れ
を
追
認
し
か
ね
な
い

法
の
問
題
で
あ
っ
た
。
実
際
の
制
作
現
場
に
お
い
て
は
、
本
稿
第
二
節
で
見
た

と
お
り
連
載
中
か
ら
制
作
工
程
が
変
り
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
だ
し
、
個
別
の
例
ゆ

え
一
般
化
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、「
挿
絵
事
件
」
渦
中
の
昭
和
十
年
一
月
、

『
日
の
出
』
で
連
載
が
は
じ
ま
っ
た
吉
川
英
治
作
・
岩
田
専
太
郎
画
「
新
編
忠
臣

蔵
」
に
つ
い
て
、
原
稿
を
読
ん
だ
画
家
が
「
挿
絵
が
し
め
る
ス
ペ
ー
ス
を
割
付

用
紙
に
示
し
た
」
絵
型
の
段
階
か
ら
作
っ
て
い
た
と
の
証
言
も
あ
る
。）
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だ
が
そ

う
し
た
実
態
だ
け
で
な
く
、「
挿
絵
事
件
」
に
際
し
て
小
説
や
小
説
家
か
ら
の

挿
絵
画
家
の
独
立
と
、
挿
絵
が
ほ
か
な
ら
ぬ
画
家
自
身
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が

広
く
論
じ
ら
れ
、
社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
鶴
三
に
と
っ
て
、
介
山
か

ら
の
指
示
を
受
け
て
描
い
た
自
作
と
向
き
あ
う
う
え
で
も
不
可
欠
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
に
立
つ
司
法
の
判
断
を
待
っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
か
な
り
危
う
い
賭
け
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
鶴
三
に
与
し
た

多
く
の
論
者
の
存
在
は
、
小
説
作
者
が
挿
絵
ま
で
統
括
す
る
と
い
う
発
想
が
す

で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
社
会
通
念
を
ま
ぎ
れ
も
な
く
示
し
て
お
り
、
だ
か
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ら
こ
そ
介
山
は
告
訴
を
取
下
げ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
、「
挿
絵
事
件
」
は
挿
絵
の
著
作
権
の
確
立
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
挿

絵
制
作
を
め
ぐ
る
小
説
家
と
画
家
、
メ
デ
ィ
ア
、
そ
し
て
読
者
の
認
識
の
変
化

が
、
言
説
に
よ
っ
て
広
く
明
示
・
確
認
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
近
代

の
挿
絵
史
上
象
徴
的
な
位
置
に
あ
っ
た
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

⑴　

荒
井
真
理
亜
・
髙
野
奈
保
・
多
田
蔵
人
・
出
口
智
之
・
松
本
和
也
「〔
新
出
〕
石
井
鶴

三
宛
中
里
介
山
書
簡
四
十
通　

翻
印
と
註
釈
︱
『
大
菩
薩
峠
』
関
連
書
簡
を
中
心
に
︱
」

（『
信
州
大
学
附
属
図
書
館
研
究
』
平
成
二
十
九
年
三
月
）・
拙
稿
「
新
聞
小
説
と
挿
絵
に
関

す
る
問
題
系
─
「
大
菩
薩
峠
」
を
め
ぐ
る
石
井
鶴
三
宛
中
里
介
山
書
翰
か
ら
─
」（
同
）。

　

U
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⑵　

こ
れ
ら
の
巻
の
間
に
発
表
さ
れ
た
二
巻
に
つ
い
て
は
、「
白
骨
の
巻
」（
大
正
十
四
年
五

月
十
三
日
～
八
月
二
十
七
日
）
は
金
森
観
陽
画
、「
め
い
ろ
の
巻
」（
昭
和
二
年
十
一
月
二

日
～
翌
年
四
月
七
日
）
は
中
村
岳
陵
画
。

⑶　

前
掲
「〔
新
出
〕
石
井
鶴
三
宛
中
里
介
山
書
簡
四
十
通　

翻
印
と
註
釈
」
所
引
の
書
簡

（（
、
大
正
十
四
年
八
月
十
八
日
付
。

⑷　

中
里
介
山
「
創
作
と
挿
絵
の
問
題
」（『
隣
人
之
友
』
昭
和
九
年
九
月
）。

⑸　

石
井
鶴
三
「
自
序
」（『
石
井
鶴
三
挿
絵
集
』
第
一
巻
、
光
大
社
、
昭
和
九
年
七
月
）。

⑹　

石
井
鶴
三
「
挿
画
の
問
題
」（『
中
央
公
論
』
昭
和
九
年
十
二
月
）、
三
百
五
十
二
頁
。

⑺　

匠
秀
夫
「
昭
和
六
～
九
年
の
鶴
三
の
仕
事
」（『
石
井
鶴
三
全
集
』
第
五
巻
、
形
象
社
、

昭
和
六
十
二
年
一
月
）、
五
百
九
頁
。

⑻　

あ
ら
た
め
て
掲
示
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
原
則
と
し
て
原
簡
に
忠
実
に
翻
字
し
、
仮
名
遣
い
、
漢
字
の
誤
り
も
そ
の
ま
ま
残

す
。
仮
名
の
清
濁
も
原
簡
の
ま
ま
と
す
る
。

一
、
仮
名
に
つ
い
て
は
、
変
体
仮
名
は
通
行
の
字
体
に
あ
ら
た
め
る
。
片
仮
名
を
平
仮

名
と
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
行
わ
な
い
が
、助
詞
の
「
ハ
」「
ニ
」
に
つ
い
て
の

み
、
変
体
仮
名
の
一
種
と
み
な
し
て
平
仮
名
に
あ
ら
た
め
る
。「
ト
モ
」「
コ
ト
」

「
よ
り
」「
廿
」「
卅
」
等
の
合
字
は
開
く
。

一
、
漢
字
に
つ
い
て
は
、
常
用
漢
字
・
人
名
用
漢
字
の
字
体
を
用
い
る
。
異
体
字
・
同

字
・
俗
字
等
は
、
す
べ
て
現
行
の
字
体
と
す
る
が
、
別
字
で
あ
る
も
の
は
原
則
と

し
て
改
め
ず
、
数
字
の
大
字
（
壱
・
拾
・
阡
な
ど
）
も
、
そ
の
ま
ま
表
記
す
る
。

一
、
文
字
が
塗
り
つ
ぶ
し
て
あ
っ
て
判
読
不
能
な
場
合
は
●
で
、
判
読
可
能
な
見
せ
消

ち
は
、
そ
の
文
字
に
取
消
線
を
か
け
て
示
す
。
な
お
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て

も
、
筆
者
に
よ
る
訂
正
が
あ
る
場
合
に
は
、
書
加
え
ら
れ
た
文
字
を
｛　

｝
内
に

示
す
。

一
、
欠
・
蝕
・
濡
れ
等
に
よ
っ
て
判
読
不
能
な
文
字
は
□
で
示
す
。
な
お
、
字
が
強
く

推
定
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
□
の
右
傍
の
〔　

〕
内
に
「
カ
」
を
附
し
て
示

す
。

一
、
判
読
で
き
な
か
っ
た
字
は
〓
で
示
す
。

一
、
翻
字
者
に
よ
る
註
は
《　

》
の
中
に
示
す
。

一
、
尚
々
書
は
、
書
簡
中
の
ど
こ
に
記
入
さ
れ
て
い
て
も
、
本
文
最
終
行
の
後
ろ
に
記

す
。

　
　

な
お
、「
書
簡
Ａ
」
等
の
下
に
記
し
た
パ
ー
レ
ン
内
の
番
号
は
、
信
州
大
学
附
属
図
書

館
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
整
理
用
の
仮
番
号
で
あ
る
。

⑼　

文
中
の
「
偽
版
者
征
伐
」
に
つ
い
て
は
未
詳
だ
が
、
柞
木
田
龍
善
『
中
里
介
山
伝
』

（
読
売
新
聞
社
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
）
に
は
、
大
正
十
五
年
の
項
に
次
の
よ
う
に
あ
る

（
百
四
十
三
頁
）。

八
月
に
は
、幕
末
の
風
雲
児
「
机
龍
之
助
」
と
い
う
本
も
出
た
。
発
行
者
は
東
京
市
下

谷
区
御
徒
町
二
丁
目
六
、
石
渡
保
太
郎
、
日
本
橋
区
馬
喰
町
三
丁
目
、
通
俗
読
物
普
及

会
、
今
古
堂
、
田
村
時
三
と
い
っ
た
偽
本
が
出
た
が
、
謝
罪
状
で
解
決
。

⑽　

松
本
和
也
「
同
時
代
の
な
か
の
「
挿
絵
事
件
」
︱
『
大
菩
薩
峠
』（
作
・
中
里
介
山
、
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画
・
石
井
鶴
三
）
と
挿
絵
著
作
権
」（『
文
芸
研
究
』
平
成
二
十
七
年
九
月
）。

⑾　

松
本
和
也
「
同
時
代
の
な
か
の
「
挿
絵
事
件
」」（
前
掲
）、
四
十
五
頁
。

⑿　

田
中
貢
太
郎
「
大
菩
薩
峠
の
挿
絵
版
権
問
題
【
１
】
題
名
次
第
で
可
」（『
報
知
新
聞
』

昭
和
八
年
八
月
十
日
）・
佐
野
繁
次
郎
「
大
菩
薩
峠
の
挿
絵
版
権
問
題
【
２
】
な
ぜ
い
け

な
い
」（
同
、
八
月
十
一
日
）・
榛
村
専
一
「
大
菩
薩
峠
の
挿
絵
版
権
問
題
【
３
】
挿
絵
の

著
作
権
」（
同
、
八
月
十
二
日
）・
中
里
介
山
「
大
菩
薩
峠
の
挿
絵
版
権
問
題
【
４
】
原
著

者
の
弁
明
」（
同
、
八
月
十
三
日
）。

⒀　

榛
村
専
一
「
小
説
と
挿
画
の
問
題
」（『
都
新
聞
』
昭
和
九
年
十
月
九
日
～
十
日
）。

⒁　

松
本
和
也
は
「
同
時
代
の
な
か
の
「
挿
絵
事
件
」」（
前
掲
）
に
お
い
て
、『
石
井
鶴
三
挿

絵
集
』
第
一
巻
に
附
さ
れ
た
「
四
つ
の
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
」（
新
妻
莞
「
序
に
代
へ
て
」・
木

村
荘
八
「
石
井
鶴
三
の
挿
絵
」・
鶴
三
「
自
序
」・
中
島
謙
吉
「
本
挿
絵
集
の
出
版
に
際
し

て
」）
は
、「
介
山
へ
の
反
論
（
理
論
武
装
）
と
い
っ
た
色
彩
が
強
い
」
と
指
摘
し
、「
こ0

と0

を
芸
術
一
般
の
問
題
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
つ
つ
、
挿
絵
（
画
家
）
の
芸
術
性
（
と
大
衆

性
）
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
で
、
挿
絵
の
自
律
し
た
価
値
と
そ
れ
ゆ
え
の
著
作
権
を
主
張

し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
四
十
七
～
四
十
八
頁
）。

⒂　

金
子
一
夫
「
大
正
・
昭
和
戦
前
期
全
国
中
等
学
校
図
画
教
員
の
総
覧
的
研
究
（
５
）
︱

︱
東
京
府
立
高
等
女
学
校
・
私
立
高
等
女
学
校
及
び
女
学
校
︱
︱
」（『
茨
城
大
学
教
育
学

部
紀
要
（
教
育
科
学
）』
平
成
二
十
七
年
）、
四
十
九
頁
。

⒃　

一
連
の
新
聞
報
道
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、松
本
和
也
「
同
時
代
の
な
か
の
「
挿
絵
事
件
」」

（
前
掲
、
四
十
九
～
五
十
一
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⒄　

木
村
荘
八
「
石
井
鶴
三
の
挿
絵
」（『
石
井
鶴
三
挿
絵
集
』
第
一
巻
、前
掲
）。
介
山
が
特

に
こ
の
文
章
に
反
応
し
た
こ
と
は
、
柞
木
田
龍
善
『
中
里
介
山
伝
』（
前
掲
、
百
五
十
二

～
百
五
十
三
頁
）
が
伝
え
て
い
る
。

⒅　

奈
良
正
路
「
鉄
箒　

挿
絵
の
版
権
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
和
九
年
十
月
十
七
日
）・

同
「
挿
絵
の
著
作
権
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱
石
井
鶴
三
氏
の
挿
絵
出
版
問
題
の
側
面
観
︱

︱
」（『
法
律
新
報
』
昭
和
九
年
十
一
月
五
日
（
上
）・
同
十
五
日
（
下
））。

⒆　

奈
良
正
路
「
挿
絵
の
著
作
権
に
関
す
る
一
考
察
」
上
（
前
掲
）、
四
頁
。

⒇　

奈
良
正
路
「
挿
絵
の
著
作
権
に
関
す
る
一
考
察
」
下
（
前
掲
）、
四
頁
。

�　

奈
良
正
路
「
挿
絵
の
著
作
権
に
関
す
る
一
考
察
」
下
（
前
掲
）、
五
頁
。

�　

勝
本
正
晃
「
挿
絵
集
に
よ
る
著
作
権
侵
害
問
題
」（『
民
商
法
雑
誌
』
昭
和
十
年
三
月
）、

十
頁
。

�　

勝
本
正
晃
「
挿
絵
集
に
よ
る
著
作
権
侵
害
問
題
」（
前
掲
）、
十
四
頁
。

�　

勝
本
正
晃
「
挿
絵
集
に
よ
る
著
作
権
侵
害
問
題
」（
前
掲
）、
十
六
頁
。

�　

榛
村
専
一
「
小
説
と
挿
絵
の
問
題
」
二
（
前
掲
）。

�　

勝
本
正
晃
「
挿
絵
集
に
よ
る
著
作
権
侵
害
問
題
」（
前
掲
）、
十
九
頁
。

�　

奈
良
正
路
「
挿
絵
の
著
作
権
に
つ
い
て
勝
本
博
士
に
答
う
」（『
民
商
法
雑
誌
』
昭
和
十

年
五
月
）、
二
十
四
頁
。

�　

奈
良
正
路
「
挿
絵
の
著
作
権
に
つ
い
て
勝
本
博
士
に
答
う
」（
前
掲
）、二
十
四
～
二
十
五

頁
。

�　

奈
良
正
路
「
挿
絵
の
著
作
権
に
関
す
る
一
考
察
」
上
（
前
掲
）、
四
頁
。

�　

大
審
院
大
正
三
年
（
れ
）
第
二
三
三
号　

大
正
三
年
七
月
四
日
第
三
刑
事
部
判
決　

刑

録
二
十
集
一
三
六
〇
頁
。

�　

な
お
こ
の
判
決
は
、
雲
右
衛
門
の
声
調
に
独
自
の
節
回
し
、
つ
ま
り
創
作
的
な
旋
律
が

含
ま
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
楽
譜
等
に
記
さ
れ
、
普
遍
的
な
再
演
奏
が
可
能
に
な
っ
て

い
な
い
「
即
興
演
技
的
作
品
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
や
は
り
著
作
権
の
発
生
を
認
め
て

い
な
い
。

�　

勝
本
は
前
掲
「
挿
絵
集
に
よ
る
著
作
権
侵
害
問
題
」
で
、「
此
類
似
の
方
法
と
は
幻
燈
等

の
み
な
ら
ず
、
絵
画
を
も
包
含
す
る
も
の
と
解
す
べ
く
、
挿
絵
は
素
よ
り
そ
れ
自
身
一
の

芸
術
と
し
て
著
作
権
の
目
的
と
な
る
け
れ
ど
も
、
之
を
連
続
せ
し
め
て
意
味
あ
ら
し
む
る

と
き
は
、
絵
画
を
以
て
原
文
を
説
明
す
る
と
同
一
に
帰
し
、
以
て
原
文
の
著
作
権
を
侵
害

す
る
に
至
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
十
四
頁
）。

�　

野
崎
左
文
「
明
治
初
期
の
新
聞
小
説
」（『
早
稲
田
文
学
』
大
正
十
四
年
三
月
）、二
十
二

頁
。

�　

介
山
は
「『
大
菩
薩
峠
』
の
著
作マ

マ侵
害
︱
︱
「
石
井
鶴
三
挿
絵
集
第
一
巻
」
の
再
検
討
︱

︱
」（『
隣
人
之
友
』
昭
和
九
年
九
月
）
で
、「
他
人
の
作
物
に
よ
つ
て
与
へ
ら
れ
た
形
式

内
容
で
あ
る
、
純
粋
に
そ
の
人
の
画
心
の
働
き
に
よ
つ
て
描
け
る
も
の
で
は
な
い
」「
挿
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絵
家
の
労
力
と
し
て
は
表
現
の
巧
拙
及
び
多
少
の
考
証
工
夫
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
（
四
十
六
頁
）。

�　

和
田
芳
恵
『
ひ
と
つ
の
文
壇
史
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
平
成
二
十
年
六
月
）、
百
六
頁
。

＊
引
用
文
の
底
本
は
、
す
べ
て
注
に
記
し
た
。
ま
た
、
引
用
に
際
し
て
は
現
行
の
か
な
・
常

用
漢
字
・
人
名
用
漢
字
の
字
体
を
用
い
た
。

＊
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
ご
教
示
を
賜
っ
た
松
本
和
也
・
吉
田
大
輔
の
両
氏
、
お
よ
び

書
簡
の
著
作
権
継
承
者
探
索
の
労
を
お
執
り
い
た
だ
い
た
信
州
大
学
附
属
図
書
館
に
、
厚

く
お
礼
申
上
げ
た
い
。

＊
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
・
課
題
番
号（（K02（20

）
に
よ
る
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。



（（

書
簡
A
（
書
１
︱
１
５
６
）



中里介山作・石井鶴三画「大菩薩峠」と「挿絵事件」の背景 ―挿絵制作の時代的転換と旧著作権法の解釈について―（（

書
簡
Ｂ
（
書
１
０
︱
５
６
）



（（

書
簡
Ｆ
（
書
１
０
︱
４
５
６
）



中里介山作・石井鶴三画「大菩薩峠」と「挿絵事件」の背景 ―挿絵制作の時代的転換と旧著作権法の解釈について―（（

書
簡
Ｇ
（
書
４
︱
９
０
３
）


