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田
村
松
魚
と
石
井
鶴
三

　
　
　
　
─
─
信
州
大
学
蔵
「
石
井
鶴
三
関
連
資
料
」
か
ら
─
─

吉　

田　

遼　

人　
　
　
　
　

　
　
　
は
じ
め
に

信
州
大
学
の
所
蔵
す
る
「
石
井
鶴
三
関
連
資
料
」
に
は
、
石
井
鶴
三
に
宛
て

た
田
村
松
魚
の
書
簡
が
四
通
、
含
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
書
簡

の
内
容
を
紹
介
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
解
説
を
添
え
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
石
井
鶴

三
と
田
村
松
魚
、
ふ
た
り
の
交
流
の
一
端
を
照
ら
し
出
し
て
み
た
い
。

ま
ず
は
、
書
簡
の
差
出
人
で
あ
る
田
村
松
魚
の
略
歴
を
、『
日
本
近
代
文
学
大

事
典
』（
第
二
巻
／
昭
和
五
十
二
年
一
月
、
講
談
社
）
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。

田
村
松
魚　
た
む
ら　
　

し
よ
う
ぎ
よ　

明
治
七
・
二
・
四
～
昭
和
二
三
・
三
・
六
（1874

～1948

）
小
説
家
。
高
知
県
宿
毛
町
生
れ
。
本
名
昌ま

さ

新と
し

、
別
号
入
江
新

八
。
父
は
田
村
昌
義
、宿
毛
町
の
町
長
を
長
く
勤
め
た
。
上
杉
慎
吉
博
士

の
父
に
才
を
見
い
だ
さ
れ
、
上
杉
家
の
学
僕
と
な
り
、
の
ち
、
幸
田
露
伴

の
門
に
は
い
る
。松
魚
と
い
う
筆
名
は
郷
里
土
佐
に
ち
な
み
つ
け
た
と
い

う
。
明
治
三
〇
年
に
『
若
旦
那
』（
明
治
三
五
・
四　

青
木
嵩
山
堂
）
を
発

表
、
翌
三
一
年
三
月
『
磯
馴
松
』、
八
月
『
五
月
闇
』
を
「
新
小
説
」
に

発
表
し
世
評
上
が
り
、「
文
芸
俱
楽
部
」「
新
文
芸
」「
中
学
世
界
」「
女

鑑
」
等
に
作
品
を
発
表
。
三
六
年
か
ら
四
二
年
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
留
学
。

そ
の
間
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
に
一
年
学
ん
だ
。帰
国
後
露
伴
同
門
の
佐
藤

と
し
（
田
村
俊
子
）
と
結
婚
。
万
朝
報
社
に
五
年
勤
務
す
る
。
単
行
本
と

し
て
『
三
湖
楼
』（
明
治
三
五
・
一
一　

春
陽
堂
）『
北
米
の
花
』（
明
治

四
二
・
九　

博
文
館
）『
脚
本
家
』（
明
治
四
三
・
一
一　

嵩
山
堂
）『
小
仏

像
』
な
ど
が
あ
る
が
、結
婚
後
は
も
っ
ぱ
ら
妻
の
俊
子
を
作
家
と
し
て
世

に
出
す
こ
と
に
尽
力
し
、自
分
の
作
家
活
動
は
衰
え
た
。
俊
子
に
去
ら
れ

た
の
ち
、
再
婚
し
、
日
暮
里
や
神
明
町
で
骨
董
屋
を
開
い
て
い
た
。
戦
後

疎
開
さ
き
の
山
形
県
最
上
郡
安
楽
城
村
で
永
眠
。

（
項
目
執
筆
者
は
、
瀬
戸
内
晴
美
）

松
魚
を
紹
介
す
る
右
の
記
述
の
う
ち
、
生
年
に
つ
い
て
の
み
、『
高
知
県
人

名
事
典　

新
版
』（
平
成
十
一
年
九
月
、
高
知
新
聞
社
）
等
に
照
ら
し
て
訂
し

て
お
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
と
す
る
の
が
正
し
い
よ

う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
松
魚
は
、
明
治
二
十
年
に
生
ま
れ
た
石
井
鶴
三
よ

り
、
ち
ょ
う
ど
十
歳
、
長
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
享
年
は
七
十
二
。

で
は
、
鶴
三
が
こ
の
松
魚
と
相
知
っ
た
の
は
、
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
従
来
、
ふ
た
り
の
最
初
の
接
点
は
、
松
魚
の
小
説
「
歩
ん
で
来

た
道
」（『
や
ま
と
新
聞
』
大
正
七
年
四
月
十
二
日
～
七
月
五
日
、
朝
刊
一
面
）

の
挿
絵
を
、鶴
三
が
兄
の
柏
亭
と
と
も
に
手
が
け
た
と
こ
ろ
に
見
定
め
ら
れ
て

き
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
歩
ん
で
来
た
道
」
連
載
に
際
し
て
掲

げ
ら
れ
た
「
新
小
説
予
告
」（『
や
ま
と
新
聞
』
大
正
七
年
四
月
十
日
、朝
刊
一

面
）
に
基
づ
く
か
ぎ
り
で
は
、
さ
ら
に
遡
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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歩
ん
で
来
た
道

　
　
　
　
　
　
　

田　

村　

松　

魚　

氏　

作

長
田
幹
彦
氏
の
続
金
色
夜
叉
は
明
日
終
り
を
告
ぐ
べ
し
、次
に
現
は
る
ゝ

は
曩
日
露
伴
門
下
の
高
足
に
し
て
一
時
天
才
者
と
目
さ
れ
た
る
田
村
松

魚
氏
が
十
年
の
薀
蓄
を
傾
け
た
る
新
作
品
也
、
氏
は
令
閨
俊
子
女
史
の

為
に
文
名
を
掩
は
れ
た
る
や
の
観
あ
り
し
が
、
実
は
這
間
に
深
き
修
養

を
怠
ら
ざ
り
し
に
て
過
去
の
松
魚
氏
と
は
格
段
の
変
化
を
な
し
居
れ
り
、

其
第
一
部
は
本
紙
上
に
於
て
示
さ
ん
と
す
、
是
れ
期
待
す
べ
き
好
読
物

な
ら
ず
や
、
而し

か

も
所
謂
新
ら
し
き
女
の
生
活
内
容
は
活
現
さ
る
ゝ
を
以

て
、
此
意
味
に
於
て
も
面
白
き
読
物
た
る
事
を
推
測
し
得
べ
し
、 

加こ
の
う
へ之

洋

画
家
の
逸
才
石
井
柏
亭
氏
及
近
来
の
洋
画
界
の
奇
才
と
看
做
さ
れ
つ
ゝ

あ
る
石
井
鶴
三
氏
の
兄
弟
は
、作
者
の
親
交
上
十
二
分
の
努
力
を
挿
画
に

於
て
尽
さ
ん
事
を
約
さ
れ
た
り
。
出
場
の
人
物
に
美
術
家
芸
術
家
多
し
、

さ
れ
ば
此
一
篇
は
現
代
芸
術
界
の
一
問
題
と
な
る
べ
き
価
あ
る
も
の
な

る
や
必
せ
り
。

注
目
し
た
い
の
は
、柏
亭
と
鶴
三
が
「
作
者
の
親
交
上
十
二
分
の
努
力
を
挿

画
に
於
て
尽
さ
ん
事
を
約
さ
れ
た
り
。」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

の
一
節
に
し
た
が
え
ば
、
柏
亭
お
よ
び
鶴
三
と
松
魚
と
の
あ
い
だ
に
は
、「
歩

ん
で
来
た
道
」
以
前
よ
り
「
親
交
」
が
結
ば
れ
て
い
た
可
能
性
が
引
き
出
さ
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
残
念
な
が
ら
、そ
の
「
親
交
」
の
は
じ
ま
り
を
突

き
と
め
る
こ
と
は
難
し
く
、柏
亭
と
鶴
三
が
松
魚
小
説
の
挿
絵
を
担
当
す
る
こ

と
に
な
っ
た
経（

１
）緯

に
つ
い
て
も
詳
ら
か
に
し
な
い
。

と
こ
ろ
で
、松
魚
「
歩
ん
で
来
た
道
」
の
挿
絵
を
手
が
け
る
こ
と
に
な
っ
た

鶴
三
は
、
の
ち
に
妻
と
な
る
福
田
美
佐
に
宛
て
て
、「
氏
の
最
近
の
経
歴
を
骨

子
と
し
て
書
か
れ
る
も
の
ら
し
い
の
で
す　

氏
の
直
話
に
よ
る
と
出
来
る
だ

け
事
実
其
ま
ゝ
を
叙
し
て
ゆ
く
や
う
に
し
た
い
と
云
ふ
事
で
す　

而
し
て
朝

倉
氏
［
文
夫
、
や
ま
］
の
家
庭　

高
村
氏
［
光
太
郎
、
智
恵
子
］
の
家
庭　

及

び
自
身
［
松
魚
、
俊
子
］
の
家
庭
と　

こ
の
三
個
の
異
っ
た
家
庭
を
対
照
し

つ
ゝ
立
体
的
に
描
写
を
試
み
た
い
と
い
ふ
事
で
す　

氏
は
か
な
り
力
瘤
を
入

れ
て
や
っ
て
居
ら
れ
る
や
う
で
す
」
と
、作
者
の
創
作
意
図
な
ど
を
伝
え
た
あ

と
、「
私
も
其
挿
画
に
か
な
り
気
の
り
が
し
て
居
ま
す
」
と
書
き
添
え
て
い
た

（「
書
簡
」
大
正
七
年
四
月
二
十
三
日
付
）。「
挿
画
」
の
制
作
に
「
か
な
り
気
の

り
が
し
て
居
」
た
一
因
は
、
そ
の
仕
事
が
、
新
聞
小
説
の
挿
絵
を
手
が
け
る
最

初
で
あ
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、次
の
よ
う
な
理
由
も

考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
。
同
書
簡
中
で
、「
原
稿
を
先
づ
見
せ
ら
れ
ま
す
ね　

而

し
て
作
其
物
よ
り
も
先
づ
事
実
の
興
味
に
心
が
引
か
れ
る
や
う
で
す（
い
ゝ
事

か
わ
る
い
事
か
知
り
ま
せ
ん
が
）」、「
私
も
こ
の
三
個
の
家
庭
の
対
照
に
興
味

を
持
ち
ま
す　

而
し
て
田
村
氏
が
そ
れ
を
如
何
に
観
察
し
如
何
に
感
し
如
何

に
解
釈
し
て
ゆ
く
か　

そ
れ
を
見
る
事
に
も
興
味
を
持
ち
ま
す
」な
ど
と
美
佐

に
綴
っ
て
い
る
よ
う
に
、
鶴
三
は
、
小
説
「
歩
ん
で
来
た
道
」
の
素
材
と
な
っ

て
い
る
「
事
実
」、
と
り
わ
け
「
三
個
の
家
庭
の
対
照
」
に
強
く
「
興
味
」
を

惹
か
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
こ
ろ
は
ち
ょ
う
ど
、
鶴
三
と
美
佐
と
の
あ

い
だ
で
結
婚
が
意
識
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当

時
、
鶴
三
が
挿
画
を
制
作
し
て
い
た
小
説
は
、「
結
婚
の
事
男
女
の
関
係
な
と

考
へ
」
さ
せ
、美
佐
と
「
親
し
く
話
が
し
た
く
な
」
る
よ
う
な
「
興
味
」
深
い

一
作
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、松
魚
の
小
説
「
歩
ん
で
来
た
道
」
と
鶴
三
の
挿
絵
と
を
め
ぐ
っ

て
も
興
味
深
い
問
題
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
最
後
に
言

及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
以
下
、
鶴
三
宛
て
の
松
魚
書
簡
を
紹



田村松魚と石井鶴三 ──信州大学蔵「石井鶴三関連資料」から ──51

介
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
解
説
を
し
て
ゆ
く
。

　
　
　
四
通
の
石
井
鶴
三
宛
田
村
松
魚
書
簡

①
石
井
鶴
三
宛
田
村
松
魚
書
簡
（
仮
番
号
［
書
４
‐
４
９
４
］）

帝
展
の
彫
刻
の
こ
と
を
書
い
た
あ
な
た
の
お

作
を
拝
見
し
ま
し
た
。
あ
な
た
が
自
分

の
思
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
書
き
現
は
す
こ
と
の

優
れ
て
ゐ
る
の
に
感
服
し
ま
し
た
。
大
変
に

よ
く
書
か
れ
て
ゐ
る
と
思
ひ
ま
し
た
。
あ
ゝ
い
ふ

風
に
素
直
な
書
き
方
を
し
て
、
あ
ゝ
い
ふ
強
い

思
想
を
発
表
す
る
こ
と
は
巧
み
な
手
腕
が
な
け

れ
ば
出
来
な
い
こ
と
で
す
。
此
所
に
巧
み
と
い
ふ
の

は
単
な
る
技
巧
を
意
味
す
る
言
葉
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
大
変
よ
く
出
来
て
ゐ
た
と
思
ひ
ま
し
た
。

こ
の
葉
書
の
宛
先
は
、「
熊
本
市
京
町
柳
川
町
一
六
［
四　

ミ
セ
ケ
チ
］
二　

福
田
方　

石
井
鶴
三
様
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
差
出
人
は
、「
東
京
市
外
日
暮

里
町
十
一　

田
村
松
魚
」
で
あ
る
。
消
印
は
、
一
部
判
読
し
が
た
い
も
の
の
、

「
下
谷
／
8
／
10
・
23
／
后
1
‐
□
」
と
押
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
使
用
さ
れ

た
葉
書
（
逓
信
省
発
行
、
印
刷
局
製
造
、
大
日
本
帝
国
郵
便
、
一
銭
五
厘
、
郵

便
は
か
き
）
は
、大
正
四
年
十
月
一
日
発
行
の
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
（
様
式

は
、
明
治
四
十
四
年
十
一
月
一
日
発
行
の
も
の
と
同
じ
）。

「
帝
展
の
彫
刻
の
こ
と
を
書
い
た
」
鶴
三
の
「
お
作
」
に
対
す
る
感
想
状
が
、

大
正
と
昭
和
い
ず
れ
の
「
8
」
年
に
投
函
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、葉
書
の
様
式

か
ら
だ
け
で
は
判
別
で
き
な
い
。
た
だ
し
、こ
こ
で
は
松
魚
の
住
所
が
大
き
な

手
が
か
り
と
な
る
。「
日
暮
里
町
十
一
」
は
、
松
魚
が
大
正
五
年
八
月
に
転
居

し
、
美
術
骨
董
店
「
微
笑
堂
」
を
構
え
た
所
在
地
で
あ
っ（

２
）た

。
松
魚
は
そ
の

後
、大
正
十
五
年
六
月
ご
ろ
に
は
日
暮
里
渡
辺
町
へ
と
移
っ
て
い（

３
）る

。
そ
う
し

た
事
実
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、こ
の
葉
書
は
お
の
ず
か
ら
大
正
「
8
」
年
の
も

の
と
定
め
ら
れ
る
。

ま
た
、宛
先
が
熊
本
の
福
田
美
佐
（
大
正
八
年
に
鶴
三
と
結
婚
）
宅
に
据
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
美
佐
が
「
熊
本
市
京
町
二
丁
目

柳
川
町
一
六
二
に
転
居
」
し
た
の
は
大
正
七
年
十
一
月
で
、
大
正
八
年
八
月

二
十
三
日
付
の
美
佐
宛
鶴
三
書
簡
か
ら
、「
熊
本
市
京
町
柳
川
町
一
六
二
の
着

信
と
な（

４
）る

」。
そ
し
て
、
当
該
書
簡
に
お
い
て
鶴
三
は
、「
こ
の
秋
も
し
京
都

へ
出
張
す
る
や
う
で
し
た
ら
其
序
に
熊
本
迄
行
き
た
い
と
思
っ
て
居
ま
す
」と

綴
っ
て
い
た
。
そ
の
熊
本
行
き
に
つ
い
て
は
、以
後
の
美
佐
宛
書
簡
の
な
か
で

も
話
題
に
の
ぼ
り
、九
月
二
十
八
日
付
書
簡
で
は
「
京
都
と
熊
本
行
を
実
行
す

れ
ば
［
十
月
］
十
三
日
に
東
京
を
た
っ
て
廿
日
頃
に
着
熊
に
な
り
ま
す
」
と
、

翌
十
月
八
日
付
書
簡
で
は「
私
の
出
発
は
十
四
日
の
夜
に
略
定
り
ま
し
た　

京

都
に
は
十
八
日
迄
滞
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な
り
ま
し
た　

で
す
か
ら
熊
本

着
は
此
前
御
知
ら
せ
し
た
日
よ
り
二
日
お
く
れ
る
事
に
な
り
ま
す　

廿
二
日

か
廿
三
日
の
夕
に
な
り
ま
す
」
と
、具
体
的
に
予
定
が
述
べ
ら
れ
る
に
至
っ
て

い
る
。
十
月
中
旬
、京
都
（
十
六
日
付
）
と
奈
良
（
十
八
日
付
）
か
ら
美
佐
に

書
簡
を
送
っ
て
い
る
鶴
三
は
、
お
そ
ら
く
予
定
ど
お
り
の
日
程
で
、
熊
本
を
訪

れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
際
、「
帝
展
の
彫
刻
所
感
」（『
現
代
之
美
術
』
大
正
八

年
十
二
月
／
『
石
井
鶴
三
全
集
』
未
収
録
）
の
末
尾
に
は
、「（
十
月
廿
七
日　

熊
本
に
て
）」
と
の
付
記
が
見
出
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
に
基
づ
く
と
き
、
一
通
目
に
取
り
上
げ
た
松
魚
書
簡
は
、

四
通
の
な
か
で
最
も
時
期
の
早
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。そ
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し
て
、
こ
れ
を
受
け
れ
ば
、
言
及
さ
れ
て
い
る
「
帝
展
」（
帝
国
美
術
院
展
覧

会
）
と
は
、
大
正
八
年
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
目
（
十
月
十
四
日
～
十
一
月

二
十
日
、
上
野
竹
之
台
陳
列
館
）
を
指
し
て
い
た
こ
と
も
判
明
す
る
。

そ
れ
で
は
、松
魚
が
「
あ
な
た
が
自
分
の
思
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
書
き
現
は
す

こ
と
の
優
れ
て
ゐ
る
の
に
感
服
し
ま
し
た
。」
な
ど
と
感
想
を
し
た
た
め
た
、

「
帝
展
の
彫
刻
の
こ
と
を
書
い
た
あ
な
た
の
お
作
」
は
、
は
た
し
て
何
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
該
当
す
る
鶴
三
の
文
章
は
、「
◇
帝
展
の
彫
刻
所
感
」（『
時

事
新
報
』
夕
刊
、
大
正
八
年
十
月
十
八
日
、
二
十
一
日
、
二
十
四
日
、
二
十
七

日
、
そ
れ
ぞ
れ
十
面
）
で
間
違
い
な
さ
そ
う
だ
。
す
な
わ
ち
、
松
魚
の
書
簡

は
、
そ
の
「【
二
】
／
―
幸
崎
伊
次
郎
氏
の
真
実
と
堀
進
二
氏
の
ケ
レ
ン
相
撲

―
」
を
「
拝
見
」
後
に
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、松
魚
の
感

想
は
「【
二
】」
だ
け
で
な
く
、「【
一
】
／
…
…
彫
刻
室
に
入
り
て
彫
刻
を
見
出

し
得
ざ
り
し
は
遺
憾
…
…
」の
内
容
を
も
ふ
ま
え
て
い
た
可
能
性
も
大
い
に
あ

る
。「【

三
】
／
彫
刻
の
「
骨
」
や
「
皮
」
や
「
肉
」
は
解
剖
学
の
そ
れ
と
は
別

だ
」、「【
四
】
／
標
本
屋
の
頭
で
人
体
を
見
る
悲
し
む
べ
き
上
野
の
人
達
よ
」

を
含
め
た
副
題
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
と
お
り
、第
一
回
「
帝
展
の
彫
刻
」
に
対

す
る
鶴
三
の
「
所
感
」
は
、か
な
り
手
厳
し
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
問
題
の
「【
二
】」
で
は
、幸
崎
伊
次
郎
の
《
黙
行
》
を
「
此
度
の
会
で
私
の

最
も
多
く
の
感
銘
を
受
け
た
作
は
あ
れ
だ
け
で
す
。あ
の
会
場
に
あ
つ
て
は
確

に
人
の
心
を
ひ
く
作
で
せ
う
」
と
例
外
的
に
称
賛
し
つ
つ
も
、「
尤
も
私
は
あ

れ
を
決
し
て
さ
う
大
し
て
優
れ
た
作
だ
と
は
思
ひ
ま
せ
ん
。あ
れ
一
つ
だ
け
を

見
た
の
な
ら
、
或
は
問
題
に
も
し
な
か
つ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
付
言
し
、

「
あ
の
作
が
一
番
私
の
心
を
ひ
い
た
と
い
ふ
の
は
、
余
程
他
の
も
の
が
つ
ま
ら

な
い
と
云
ふ
事
に
な
る
の
で
す
ね
。」と
語
を
継
い
で
い
る
た
め
で
あ
る
。「
感

じ
た
と
こ
ろ
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
書
い
て
ゆ
」（【
一
】）
く
「
所
感
」
を
読
ん
だ

松
魚
は
、「
あ
ゝ
い
ふ
風
に
素
直
な
書
き
方
を
し
て
、
あ
ゝ
い
ふ
強
い
思
想
を

発
表
す
る
」
鶴
三
の
「
巧
み
な
手
腕
」
に
、「
感
服
」
し
た
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
鶴
三
は
、
同
様
の
所
感
を
、「
彫
刻
は
つ
ま
ら
ぬ
」（『
絵
画
清
談
』

大
正
八
年
十
一
月
／
『
石
井
鶴
三
全
集
』
未
収
録
）
や
「
予
が
感
銘
を
う
け
た

る
作
品
／
先
づ
「
黙
行
」
か
」（『
中
央
美
術
』
大
正
八
年
十
一
月
／
『
石
井
鶴

三
全
集
』
未
収
録
）、「
帝
展
の
彫
刻
所
感
」（
前
掲
）
に
お
い
て
も
繰
り
返
し

て
い
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
松
魚
は
な
ぜ
、
鶴
三
の
一
文
に
対
す
る
感
想
状
を
、
わ

ざ
わ
ざ
熊
本
に
滞
在
中
の
当
人
に
書
き
送
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、

自
身
の
「
最
近
の
経
歴
」
に
材
を
採
っ
た
小
説
「
歩
ん
で
来
た
道
」
の
主
人

公
の
造
型
か
ら
も
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。「
古
道
具
屋
」（「
晩
餐
の
対
話

（
一
）」）
を
営
み
つ
つ
、「
木
や
土
の
製
作
も
、
も
つ
と
熱
心
に
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」（「
湯
の
宿
よ
り
（
一
）」）
と
述
懐
す
る
田
澤
信
作
は
、「
四
年
程

以
前
」、「
高
原
［
名
は
皓
一
郎
。
高
村
光
太
郎
が
モ
デ
ル
］
か
ら
木
彫
を
習
ひ

は
じ
め
た
こ
と
が
あ
つ
た
」（「
暖
炉
を
囲
ん
で
（
二
）」）
と
設
定
さ
れ
た
人
物

だ
っ
た
。
作
中
に
は
、「
自
分
の
一
生
の
仕
事
と
し
て
彫
刻
と
い
ふ
こ
と
に
身

を
入
れ
て
見
た
」
田
澤
の
姿
も
描
か
れ
て
お
り
、「
或
年
、
彼
は
そ
の
作
品
を

或
る
展
覧
会
に
持
ち
出
す
所
ま
て
行
つ
た
。
併
し
、そ
れ
は
ま
ん
ま
と
落
選
し

て
し
ま
つ
た
。」（「
彼
女
の
周
囲
（
一
）」）
と
い
う
叙
述
も
見
当
た
る
。「
彫

刻
」
に
対
す
る
こ
う
し
た
田
澤
の
「
熱
心
」
が
そ
の
ま
ま
、松
魚
の
も
の
で
も

あ
っ
た
と
措
定
し
て
よ
い
な
ら
ば
、
そ
の
熱
意
こ
そ
が
、
一
通
目
の
鶴
三
宛
書

簡
を
し
た
た
め
さ
せ
た
所
以
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
石
井
鶴
三
宛
田
村
松
魚
書
簡
（
仮
番
号
［
書
４
‐
５
０
０
］）

卒そ
つ

爾じ

乍
ら
御
願
ひ
致
し
ま
す
。
来
ル
四
日
よ
り
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開
催
の
新
光
洋
画
会
の
小
生
の
作
風
景
二

点
（
夏
の
川
、
三
角
洲
）
入○

○
○

○

江
新
八
の
名
に
て

入
選
し
ま
し
た
の
で
、
お
序
の
節
是
非

御
一
覧
を
願
ひ
ま
す
。
い
ろ
〳
〵
御
示
教
を

仰
き
度
い
と
思
ひ
ま
す
か
ら
。
貴
下
の
お
作

か
ら
、
い
ろ
〳
〵
な
刺
撃
を
受
け
た
り
し
て
、
ず
つ
と

其
後
勉
強
し
て
ゐ
た
結
果
な
ん
で
す
か
ら
。
小
供

見
た
い
な
絵
で
す
が
、
是
非
見
て
下
さ
い
。

　

い
づ
れ
〳
〵

こ
の
葉
書
の
宛
先
は
、「
府
下
板
橋
字
中
丸
二
六
六　

石
井
鶴
三
様
」（
鶴
三

は
大
正
十
年
四
月
、ア
ト
リ
エ
を
建
築
し
た
こ
の
住
所
に
転
居
）
と
記
さ
れ
て

お
り
、
差
出
人
は
、「
市
外
日
暮
里
町
十
一　

田
村
松
魚
」
で
あ
る
。
消
印
は
、

「
下
谷
／
12
／
2
・
3
／
前
8
‐
9
」
と
押
さ
れ
て
い
る
。
使
用
さ
れ
た
葉
書

（
逓
信
省
発
行
、
印
刷
局
製
造
、
大
日
本
帝
国
郵
便
、
一
銭
五
厘
、
郵
便
は
か

き
）
は
、
大
正
四
年
十
月
一
日
発
行
の
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
（
様
式
は
、
明

治
四
十
四
年
十
一
月
一
日
発
行
の
も
の
と
同
じ
）。

本
書
簡
が
大
正
「
12
」
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、や
は
り
松
魚
の
住
所
か

ら
、さ
ら
に
は
「
来
ル
四
日
よ
り
開
催
の
新
光
洋
画
会
」
云
々
と
い
う
文
面
か

ら
、
確
定
で
き
る
。

こ
の
た
び
松
魚
は
、「
入
江
新
八
」
の
名
で
第
四
回
「
新
光
洋
画
会
」
展
覧

会
（
大
正
十
二
年
二
月
四
日
～
二
十
六
日
、
上
野
竹
之
台
陳
列
館
）
に
出
品

し
た
風
景
画
二
点
の
入
選
を
伝
え
、「
お
序
の
節
是
非
御
一
覧
を
願
ひ
ま
す
。」

と
告
げ
て
い
る
。
出
品
画
が
入
選
し
た
事
実
は
、消
印
日
と
同
日
の
『
読
売
新

聞
』
紙
上
（（
無
署
名
）「
文
芸
／
よ
み
う
り
抄
」
／
大
正
十
二
年
二
月
三
日
、

朝
刊
七
面
）
で
も
、「
▲
田
村
松
魚
氏　

入
江
新
八
な
る
名
で
新
光
洋
画
会
に

出
品
し
た
作
品
中
「
三
角
洲
」「
夏
の
川
」
の
二
点
が
入
選
し
た
」
と
報
じ
ら

れ
て
い
た
。

松
魚
の
別
号
と
し
て
知
ら
れ
る
「
入
江
新
八
」
の
由
来
に
つ
い
て
、「
入
江

新
八
の
「
新
」
は
、
本
名
の
昌
新
の
「
新
」
で
も
あ
っ（

５
）た

。」
と
注
意
を
促
し

た
の
は
、
福
田
は
る
か
で
あ
る
。
一
方
、
田
村
松
魚
宛
高
村
光
太
郎
書
簡
（
書

簡
番
号
「
三
八
」
／
大
正
九
年
五
月
二
十
七
日
夕
付
）
に
注
記
す
る
林
寿
美
子

は
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
次
の
よ
う
に
試
み
て
い（

６
）る

。

宛
名
に
あ
る
〈
入
江
新
八
〉
は
、松
魚
の
別
号
。
俊
子
に
次
ぐ
松
魚
の

妻
・
妙
子
の
旧
姓
が
「
入
江
」。
祖
父
を
含
め
、
松
魚
の
先
祖
に
は
二
人

の
「
新
八
」
が
お
り
、そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
名
前
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
美
術
好
き
の
松
魚
の
事
で
あ
る
か
ら
、江
戸
か
ら
明
治
期
に

か
け
て
、華
麗
な
彫
塑
で
知
ら
れ
た
入
江
長
八
（
文
［
化
］
一
二
～
明
治

二
二
年
）を
も
じ
っ
た
も
の
と
い
う
側
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
正

八
年
、『
大
阪
時
事
新
報
』
の
懸
賞
小
説
に
応
募
し
た
「
凝
視
」
を
始
め
と

し
て
、
松
魚
は
こ
の
名
で
い
つマ

マく
か
の
小
説
を
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
、

大
正
後
期
、松
魚
は
少
な
く
と
も
九
点
の
西
洋
画
を
美
術
展
に
出
品
し
て

い
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
い
ず
れ
も
入
江
新
八
の
名
を
使
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
付
言
し
て
お
け
ば
、「
入
江
新
八
」の
号
が
用
い
ら
れ
は
じ
め
る
と
い

う
大
正
八
年
は
、
松
魚
が
「［
高
村
］光
太
郎
・
智
恵
子
夫
妻
の
媒
酌
に
よ
り
、

入
江
妙
子
（
戸
籍
名
、
セ
キ
）
と
結（

７
）婚

」
す
る
年
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

「
新
光
洋
画
会
」
に
つ
い
て
は
、そ
の
創
立
を
報
じ
た
記
事
（（
無
署
名
）「
新

光
洋
画
会
の
旗
挙
げ
」『
読
売
新
聞
』
大
正
八
年
七
月
十
四
日
、
朝
刊
三
面
）

か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。
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◇
洋
画
界
の
中
堅
と
も
目
す
べ
き
人
々
の
間
で
、今
回
新
光
洋
画
会
な
る

も
の
を
起
し
、
毎
年
一
回
上
野
若
く
は
他
に
於
て
、
盛
大
な
展
覧
会
を
催

す
こ
と
に
決
定
し
た
。
今
そ
の
会
員
名
を
左
に
掲
げ
て
見
よ
う
。

安
宅
安
五
郎
、
岩
崎
精
起
、
片
多
徳
郎
、
熊
岡
美
彦
、
金
澤
金
治
、
小

寺
健
吉
、
權
藤
種
男
、
牧
野
虎
雄
、
松
岡
正
雄
、
松
村
巽
、
三
上
知

治
、
大
久
保
作
次
郎
、
奥
瀬
英
三
、
大
野
隆
徳
、
清
水
良
雄
、
鈴
木
良

治
、
高
間
惣
七
、
田
邊
至
、
柚
木
久
太
、
吉
村
芳
松

◇
以
上
の
二
十
氏
に
依
つ
て
、果
し
て
ど
ん
な
に
鮮
か
な
新
運
動
が
洋
画

界
に
起
さ
れ
て
行
く
か
は
、可
成
り
の
期
待
を
以
て
見
て
ゐ
た
い
も
の
で

あ
る
。

記
者
は
、「
新
光
洋
画
会
」
が
起
こ
す
で
あ
ろ
う
「
鮮
か
な
新
運
動
」
に
、

「
可
成
り
の
期
待
」
を
向
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
会
員
の
柚
木
久

太
は
、
右
記
事
に
応
ず
る
か
の
よ
う
に
翌
日
の
同
紙
上
に
お
い
て
、「
私
共
の

こ
の
会
合
は
別
に
新
た
に
美
術
界
に
一
つ
の
運
動
を
興
す
と
い
ふ
や
う
な
深

い
根
柢
が
あ
つ
て
出
来
た
も
の
で
は
な
い
。只
私
共
の
御
互
に
持
つ
て
居
た
希

望
が
偶
然
に
も
或
る
一
つ
の
よ
い
後
援
者
を
得
た
事
に
よ
つ
て
結
合
し
実
現

さ
れ
た
ま
で
で
あ
る
。」
と
い
っ
た
談
話
を
寄
せ
た
（「
新
光
洋
画
会
に
就
て
」

『
読
売
新
聞
』
大
正
八
年
七
月
十
五
日
、朝
刊
七
面
）。
言
及
さ
れ
て
い
る
「
私

共
の
御
互
に
持
つ
て
居
た
希
望
」
と
は
、「「
各
自
の
製
作
を
鑑
別
な
し
に
自
由

に
出
す
事
の
出
来
る
会
」
と
い
ふ
事
」
を
指
し
、「
一
つ
の
よ
い
後
援
者
」
と

は
「
田
鍋
一
二
氏
」
に
該
当
す
る
。
そ
う
し
て
翌
年
、第
一
回
展
覧
会
（
大
正

九
年
六
月
一
日
～
二
十
四
日
、上
野
竹
之
台
陳
列
館
）
が
開
催
さ
れ
る
運
び
と

な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
柚
木
久
太
は
、
新
光
洋
画
会
の
「
第
一
目
的
が
鑑
別
な
し
に
自

由
に
出
品
し
得
る
と
い
ふ
事
か
ら
、会
員
外
か
ら
は
決
し
て
出
品
し
て
貰
は
な

い
事
に
し
て
居
る
。」（「
新
光
洋
画
会
に
就
て
」
／
前
掲
）
と
、
出
品
の
条
件

に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
た
（
す
ぐ
に
、「
一
般
か
ら
の
出
品
は
採
用
し
な
い
け

れ
ど
も
、会
員
三
分
の
二
以
上
の
承
諾
が
あ
れ
ば
何
人
も
会
員
と
な
る
事
の
出

来
得
る
や
う
に
な
つ
て
居
る
。」
と
付
け
加
え
て
い
る
）。
も
っ
と
も
、こ
う
し

た
「
規
約
」
は
、
大
正
十
二
年
二
月
の
第
四
回
展
覧
会
（
す
な
わ
ち
、
松
魚
の

《
夏
の
川
》、《
三
角
洲
》
が
入
選
し
た
回
）
開
催
に
あ
た
っ
て
、
改
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
消
息
は
、「
会
員
相
互
の
研
究
乃
至
製
作
発
表
機
関
と

し
て
の
み
組
織
さ
れ
た
幾
多
の
我
美
術
団
体
が
そ
の
籠
れ
る
扉
を
明
放
つ
て

一
般
誰
も
の
製
作
研
究
の
発
表
に
ま
で
も
用
立
よ
う
と
い
ふ
、
所
謂
芸
術
／

民
衆
化
と
そ
の
普
遍
性
を
尊
重
す
る
時
代
精
神
に
副
は
ん
と
努
力
す
る
の
は

最
近
著
る
し
い
傾
向
で
あ
る
」
と
、
美
術
界
の
動
向
に
言
及
し
た
新
聞
記
事

（（
無
署
名
）「
芸
術
民
衆
化
の
第
一
鞭
／
新
光
洋
画
会
が
／
◇
門
戸
を
遍
ね
く

開
放
し
て
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
十
二
年
一
月
十
二
日
、
朝
刊
五
面
）
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
た
。

權
藤
、
柚
木
、
高
間
、
大
久
保
、
牧
野
、
片
多
等
帝
展
洋
画
部
中
堅
二
十
三

作
家
の
組
織
す
る
新
光
洋
画
会
は
来
月
四
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
竹
之

台
春
の
季
節
に
魁
し
て
第
四
回
展
覧
会
を
開
か
ん
と
す
る
に
際
し
、新
た

に
規
約
を
改
め
て
会
員
外
一
般
作
品
の
／
公
募
を
行
ふ
こ
と
ゝ
な
り
そ

の
旨
を
発
表
し
た
、
即
ち
一
月
二
十
九
、三
十
両
日
間
竹
之
台
会
場
に
一

般
出
品
を
受
付
け
二
月
一
日
中
に
鑑
別
陳
列
作
品
を
決
定
す
る

繰
り
返
せ
ば
、松
魚
の
風
景
画
が
「
入
選
」
を
果
た
し
た
第
四
回
「
新
光
洋

画
会
」
展
覧
会
で
は
、
第
三
回
ま
で
と
異
な
り
、「
会
員
外
一
般
作
品
の
／
公

募
」
が
行
な
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。「
入
選
」
を
鶴
三
に
報
告
す
る
松
魚
は
お
そ

ら
く
、
こ
の
「
規
約
」
改
定
を
受
け
て
、「
会
員
外
一
般
」
の
立
場
で
出
品
を
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し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
推
測
が
許
さ
れ
る
と
き
、興
味
深
く

眼
に
と
ま
る
展
評
と
し
て
、横
井
礼
市
（
礼
以
）
に
よ
る
「
新
光
洋
画
会
を
見

る
」（『
時
事
新
報
』
夕
刊
、
大
正
十
二
年
二
月
十
五
日
～
十
七
日
）
が
あ
る
。

「
第
一
室
の
新
ら
し
い
入
選
作
家
の
数
十
の
作
品
の
な
か
に
は
な
か
〳
〵
捨
て

が
た
い
も
の
が
あ
つ
た
。（
中
略
）
其
他
松
葉
、
入
江
、
七
ツ
矢
君
等
皆
一
様

に
よ
い
出
来
で
あ
る
。」
と
い
う
一
節
に
言
及
さ
れ
る
「
入
江
」
と
は
、「
入
江

新
八
」
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
現
在
判
明
し
て
い
る
限
り

に
お
い
て
、松
魚
は
大
正
一
一
年
の
二
科
展
を
皮
切
り
に
数
々
の
美
術
展
に
洋

画
を
出
品
し
た
。
そ
の
腕
前
は
定
か
で
な（

８
）い

」
と
目
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

新
光
洋
画
会
に
「
入
選
」
し
た
《
夏
の
川
》、《
三
角
洲
》
の
風
景
画
は
、
横
井

礼
市
の
眼
に
「
よ
い
出
来
」
と
映
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
新
光
洋
画
会
は
、
発
足
か
ら
六
年
後
の
大
正
十
四
年
、「
会
員
一
同

協
議
の
上
解
散
と
決
し
た
」（（
無
署
名
）「
よ
み
う
り
抄
」『
読
売
新
聞
』
大
正

十
四
年
一
月
十
九
日
、
朝
刊
四
面
）。

③
石
井
鶴
三
宛
田
村
松
魚
書
簡
（
仮
番
号
［
書
４
‐
４
９
８
］）

暫
ら
く
御
目
に
か
ゝ
り
ま
せ
ん
が
御
清
適
と

存
じ
ま
す
。
私
は
ま
た
今
年
も
春
陽

会
■
［
虫
損
／
以
下
、
同
じ
］
景
二
枚
静
物
一
枚
、
都
合

■
枚
の
絵
を
出
し
ま
し
た
か
ら
、
ど
う
か

御
高
覧
の
栄
を
得
た
い
と
存
じ
ま
す
。

な
る
べ
く
厚
意
的
に
御
覧
の
程
を

偏
に
願
上
ま
す
。
落
ち
て
も
見
■
■

い
て
置
き
ま
す
■
大
変
為
■
な
り
ま
す

か
ら
、
後
で
御
話
を
伺
ひ
た
し
て
。
ど
■
か
よ
ろ
し
く
［
改
ペ
ー
ジ
］

矢
張
り
「
入
江
新
八
」
の
別

名
で
出
し
ま
し
た
か
ら
、

「
入
江
」
の
名
を
御
記
憶
下
さ
い
。

　
　
　
　

日
暮
里
町
十
一

　
　
　
　
　
　
　

田
村
松
魚

こ
の
葉
書
の
宛
先
は
、「
市
外
板
橋
字
中
丸
二
六
六　

石
井
鶴
三
様
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
差
出
人
は
、「
日
暮
里
町
十
一　

田
村
松
魚
」
で
あ
る
。
消
印

は
、
一
部
判
読
し
が
た
い
も
の
の
、「
下
谷
／
13
／
3
・
10
／
前
□
‐
8
」
と

押
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
使
用
さ
れ
た
葉
書
（
日
本
郵
便
、
一
銭
五
厘
、
郵
便

は
か
き
）
は
、関
東
大
震
災
を
受
け
て
大
正
十
二
年
十
一
月
十
五
日
に
暫
定
発

行
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
震
災
葉
書
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

や
は
り
松
魚
の
住
所
か
ら
、本
書
簡
は
大
正
「
13
」
年
の
も
の
だ
と
確
定
で

き
る
。

松
魚
は
こ
の
た
び
、第
二
回
「
春
陽
会
」
美
術
展
覧
会
（
大
正
十
三
年
三
月

十
四
日
～
二
十
三
日
、
日
本
橋
通
三
越
呉
服
店
）
に
、「
■
景
」
画
と
「
静
物
」

画
を
出
品
し
た
旨
を
伝
え
、「
御
高
覧
の
栄
を
得
た
い
と
存
じ
ま
す
。」
と
し
た

た
め
た
。「
落
ち
て
も
見
■
■
い
て
置
き
ま
す
」
と
あ
る
と
お
り
、
こ
の
時
点

で
作
の
入
落
は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、『
第
二
回　

春
陽
会
美
術
展
覧
会
目（

９
）録

』

に
「
入
江
新
八
」
の
名
前
は
見
当
た
ら
な
い
か
ら
、選
に
は
漏
れ
た
よ
う
で
あ

る
。「

春
陽
会
」
に
つ
い
て
は
、「
大
正
一
一
年
に
至
っ
て
旧
美
術
院
洋
画
部
同

人
が
発
起
し
て
、当
時
の
出
品
者
の
主
な
る
者
と
発
起
者
と
の
友
交
関
係
あ
る

者
等
こ
れ
に
参
加
し
て
、一
団
体
を
組
織
し
春
陽
会
と
な
っ
て
世
に
打
っ
て
出

た
」（「
春
陽
会
動
勢
」『
ア
ト
リ
エ
』
昭
和
九
年
九
月
）
と
鶴
三
も
振
り
返
っ

て
い
る
と
お
り
だ
が
、
補
足
し
て
お
け
ば
、
創
設
は
大
正
十
一
年
一
月
十
四
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日
で
、
足
立
源
一
郎
、
梅
原
龍
三
郎
、
倉
田
白
羊
、
小
杉
未
醒
、
長
谷
川
昇
、

森
田
恒
友
、山
本
鼎
の
六
名
が
発
起
人
で
あ
っ
た
。「
そ
の
設
立
趣
意
書
に
は
、

「
既
成
会
へ
の
社
会
対
抗
と
し
て
興
ら
ず　

単
な
る
芸
術
家
の
心
を
以
つ
て　

因
縁
相
熟
し
た
る
も
の
で
す
」
と
こ
と
わ
り
な
が
ら
、
一
方
で
、「
近
来　

官

野
の
展
覧
会
の
多
く
に
弥
漫
せ
る
展
覧
会
の
為
の
芸
術　

所
謂
会
場
芸
術
な

る
悪
趣
味
を
駆
逐
せ
ん
が
為
に
」と
既
成
の
美
術
団
体
と
は
こ
と
な
る
方
向
を

も
示
唆
し
て
い

）
（1
（

た
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

鶴
三
は
、
自
身
と
春
陽
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、「
美
術
院
洋
画
部
時
代

の
出
品
者
で
あ
っ
た
縁
故
か
ら
、当
然
春
陽
会
成
立
の
際
こ
れ
に
参
加
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
は
じ
め
は
客
員
と
し
て
加
わ
り
、一
年
後
に
会
員
と
な
っ
た
。」

（「
春
陽
会
動
勢
」
／
前
掲
）
と
述
べ
て
い
る
（『
石
井
鶴
三
全
集
』
第
二
巻
に

は
、
春
陽
会
「
発
起
の
会
」
へ
の
招
待
状
を
含
む
、
山
本
鼎
か
ら
の
「
手
紙
」

が
収
め
ら
れ
て
い
る
）。
松
魚
は
、
す
で
に
春
陽
会
「
会
員
」
の
立
場
と
な
っ

て
い
た
鶴
三
に
、
出
品
を
伝
え
る
葉
書
を
送
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、書
簡
に
し
た
た
め
ら
れ
た
「
ま
た
今
年
も
」
と
い
う
言
に
着
目
す
る

な
ら
ば
、
松
魚
は
、
前
年
開
催
の
第
一
回
「
春
陽
会
」
美
術
展
覧
会
（
大
正

十
二
年
五
月
四
日
～
二
十
七
日
、
上
野
公
園
竹
之
台
陳
列
館
）
に
も
出
品
し

て
い
た
可
能
性
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、『
第
一
回　

春
陽
会
美
術
展
覧
会

目
）
（（
（

録
』
に
、
田
村
松
魚
／
「
入
江
新
八
」
の
名
は
見
出
せ
な
い
。

④
石
井
鶴
三
宛
田
村
松
魚
書
簡
（
仮
番
号
［
書
４
‐
４
９
９
］）

小
石
川
区
小
日
向
水
道
町
八
十
一

畑
中
蓼
坡
で
す
。

［
波
線
］

い
ろ
〳
〵
御
面
倒
な
こ
と
ゝ
思
ひ
ま
す
が
、

当
人
熱
望
の
こ
と
で
御
坐
い
ま
す

の
で
、
ど
う
か
し
て
や
つ
て
下
さ
い
ま
す

や
う
御
懇
願
致
し
ま
す

あ
な
た
の
お
考
へ
は
当
人
へ

直
接
お
話
し
下
さ
い
。
兎
に
角

御
引
受
を
私
か
ら
も
御
願

ひ
し
ま
す

こ
の
葉
書
の
宛
先
は
、「
板
橋
町
中
丸
二
六
六　

石
井
鶴
三
様
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
差
出
人
は
、「
日
暮
里
渡
辺
町
一
〇
四
四　

田
村
松
魚
」
で
あ
る
。

消
印
は
、「
駒
込
／
15
／
12
・
9
／
后
1
‐
2
」
と
押
さ
れ
て
い
る
。
使
用
さ

れ
た
葉
書
（
大
日
本
帝
国
郵
便
、
一
銭
五
厘
、
郵
便
は
か
き
）
は
、
大
正
十
四

年
五
月
一
日
発
行
の
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。

松
魚
が
「
日
暮
里
渡
辺
町
一
〇
四
四
」
に
居
を
構
え
て
い
た
の
は
、
大
正

十
五
年
六
月
ご
ろ
か
ら
八
ヵ
月
ほ
ど
の
間
な
の

）
（1
（

で
、本
書
簡
は
大
正
「
15
」
年

の
も
の
で
間
違
い
な
い
。

こ
の
た
び
の
連
絡
状
に
お
い
て
、
松
魚
は
、
何
事
か
を
「
熱
望
」
し
て
い

る
「
畑
中
蓼
坡
」
を
取
次
ぎ
、「
い
ろ
〳
〵
御
面
倒
な
こ
と
ゝ
思
ひ
ま
す
が
、」

「
御
引
受
を
私
か
ら
も
御
願
ひ
し
ま
す
」
と
伝
え
て
い
る
。
ま
ず
は
、
松
魚
が

取
次
い
で
い
る
畑
中
蓼
坡
の
略
歴
を
、『
高
知
県
人
名
事
典　

新
版
』（
前
掲
）

か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。

は
た
な
か　

り
ょ
う
は　

畑
中 

蓼
坡
（1877

～1959

）
新
劇
俳
優
、

演
出
家　

本
名
、
畠
中
作
吉
。
明
治
10
年
5
月
21
日
、
高
知
市
街
通
町

（
高
知
市
）
に
生
ま
れ
た
。
生
家
は
酢
醤
油
醸
造
業
。
高
知
中
学
校
（
追

手
前
高
校
）
を
中
退
し
て
上
京
、
苦
学
し
て
明
治
学
院
に
通
っ
た
が
中
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退
。
明
治
37
（1904

）
年
10
月
、
日
露
戦
争
の
最
中
に
渡
米
。
労
働
者

や
移
民
新
聞
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
経
験
し
た
が
、
突
然
演
劇
の
魅
力

に
と
り
つ
か
れ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ア
ル
ピ
ー
ニ
ー
俳
優
学
校
を
経
て
、

地
方
回
り
の
ア
メ
リ
カ
人
劇
団
や
日
本
人
相
手
の
ア
マ
チ
ュ
ア
演
劇
に

携
わ
っ
て
、
13
年
7
カ
月
滞
在
し
た
。
そ
の
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
劇

運
動
に
刺
激
さ
れ
て
勃
興
し
か
け
た
ア
メ
リ
カ
の
新
し
い
演
劇
傾
向
を

見
て
大
正
7
（1918

）
年
に
帰
朝
。
芸
術
座
に
入
っ
て
舞
台
主
任
、
俳

優
も
務
め
た
。
11
月
主
宰
者
・
島
村
抱
月
が
病
死
、
翌
年
1
月
松
井
須
磨

子
が
自
殺
し
て
芸
術
座
は
解
散
。
一
時
、
新
劇
団
体
が
全
滅
し
た
が
、
こ

の
新
劇
運
動
中
絶
期
に
蓼
坡
は
率
先
し
て
「
新
劇
協
会
」
を
結
成
し
、芸

術
座
の
若
手
に
伊
沢
蘭ら

ん

奢じ
ゃ

ら
を
加
え
て
8
年
6
月
に
有
楽
座
で「
叔
父
ワ

ア
ニ
ヤ
」
を
、次
い
で
翌
9
年
2
月
に
「
青
い
鳥
」（
水
谷
八
重
子
出
演
）

を
上
演
。
こ
れ
は
新
劇
史
に
残
る
名
演
出
と
い
わ
れ
、
声
価
を
高
め
た
。

10
年
に
純
映
画
劇
「
寒
椿
」（
井
上
正
夫
、
水
谷
八
重
子
）
を
監
督
し
て

好
評
。
12
年
8
月
以
降
、
新
劇
界
に
戻
り
、
資
金
難
で
悪
戦
苦
闘
し
つ
つ

芸
術
的
公
演
を
続
け
て
、新
劇
復
興
期
の
20
年
代
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活

躍
。
菊
池
寛
を
し
て
「
新
劇
界
の
志
士
」
と
言
わ
し
め
た
。
正
宗
白
鳥
の

「
人
生
の
幸
福
」「
光
秀
と
紹
巴
」、
チ
ェ
ホ
フ
の
「
桜
の
園
」
や
シ
ン
グ

の
「
西
の
人
気
男
」
な
ど
世
評
が
高
く
、
一
時
、
文
芸
春
秋
社
の
全
面
的

支
援
で
帝
劇
や
帝
国
ホ
テ
ル
演
芸
場
で
脚
光
を
浴
び
た
こ
と
も
あ
る
が
、

松
井
須
磨
子
に
続
く
新
劇
名
女
優
・
伊
沢
蘭
奢
の
急
死
と
と
も
に
昭
和
4

（1929

）年
6
月
新
劇
協
会
を
解
散
。
沢
田
正
二
郎
な
き
後
の
新
国
劇
に

俳
優
と
し
て
身
を
寄
せ
た
。
戦
後
は
老
け
役
で
映
画
出
演
が
多
く
、独
立

プ
ロ
の
名
作
「
真
昼
の
暗
黒
」
ほ
か
、
日
活
で
は
「
た
だ
ひ
と
り
の
人
」

の
新
珠
三
千
代
の
父
親
役
ほ
か
多
数
出
演
。
32
年
「
九
人
の
死
刑
囚
」
で

小
林
旭
の
祖
父
役
を
最
後
に
引
退
。
昭
和
34
年
3
月
1
日
、業
績
に
照
ら

し
て
不
遇
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
81
歳
。

や
や
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、注
目
し
た
い
の
は
、「
正
宗
白
鳥
の
「
人
生
の

幸
福
」「
光
秀
と
紹
巴
」、チ
ェ
ホ
フ
の
「
桜
の
園
」
や
シ
ン
グ
の
「
西
の
人
気

男
」
な
ど
世
評
が
高
く
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
昭
和
二
年
、
白

鳥
の
戯
曲
「
光
秀
と
紹
巴
」（『
中
央
公
論
』
大
正
十
五
年
六
月
）
の
舞
台
（
文

芸
春
秋
社
経
営
「
新
劇
協
会
」
第
二
回
公
演
、昭
和
二
年
二
月
二
十
五
日
～
三

月
六
日
、
帝
国
ホ
テ
ル
演
芸
場
）
で
演
じ
た
明
智
光
秀
が
、
蓼
坡
の
「
当
た
り

役
」（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
編
集
部
『
芸
能
人
物
事
典　

明
治
大
正
昭
和
』
平

成
十
年
十
一
月
、
四
五
七
頁
）
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
光
秀
と
紹
巴
」

上
演
時
、
舞
台
装
置
を
任
さ
れ
た
の
が
鶴
三
な
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
松

魚
が
取
次
い
だ
蓼
坡
は
、舞
台
装
置
の
依
頼
と
い
う
用
件
を
抱
え
て
い
た
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
ど
う
し
て
松
魚
が
蓼
坡
を
取
次
い
で
い
た
の
か
。
そ
の
所
以
は
、
ア

メ
リ
カ
で
「
移
民
相
手
の
素
人
芝
居
を
興
行
し
た
り
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ア
ル

ビ
ー
ニ
ー
演
劇
学
校
で
俳
優
の
修
行
も
積
ん
で
い

）
（1
（

た
」
蓼
坡
に
、
帰
国
し
て

「
役
者
に
な
れ
と
言
っ
て
日
本
か
ら
手
紙
を
よ
こ
し
て
僕
を
激
励
し
た
の
が
田

村
松

）
（1
（

魚
」
だ
っ
た
点
に
拠
っ
て
い
よ
う
。
松
魚
と
蓼
坡
、と
も
に
明
治
十
年
生

ま
れ
の
ふ
た
り
に
は
、
同
郷
と
い
う
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。

さ
て
、
鶴
三
は
、「
光
秀
と
紹
巴
」
の
原
作
か
脚
本
か
、「
は
じ
め
て
読
ん
だ

時
大
変
む
ず
か
し
い
劇
だ
と
思
っ
た
。之
を
舞
台
に
か
け
て
ど
ん
な
事
に
な
る

か
ち
ょ
っ
と
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、こ
の
舞
台
装
置
を
頼
ま
れ
て

最
初
は
全
く
困
っ
て
し
ま
っ
た
。」（「「
光
秀
と
紹
巴
」
の
舞
台
装
置
に
就
い

て
」『
読
売
新
聞
』
昭
和
二
年
三
月
五
日
、
朝
刊
四
面
）
と
告
白
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
舞
台
装
置
を
手
が
け
た
経
験
が
な
か
っ
た
た
め
、「
わ
た

し
は
素
人
だ
か
ら
で
き
な
い
っ
て
断
っ
た
」
よ
う
な
の
だ
が
、
し
か
し
「
そ
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こ
が
面
白
い
っ
て
い
う
ん
で
す
よ
。
慣
れ
た
人
の
は
型
が
決
っ
て
い
る
か
ら
、

か
え
っ
て
素
人
の
方
が
い
い
ん
だ
っ
て
ね
。」（
和
歌
森
太
郎
と
の
対
談
「
芝
居

と
相
撲
」『
国
立
劇
場　

第
三
十
八
回　

一
月
歌
舞
伎
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』
昭
和

四
十
六
年
一
月
）
と
い
っ
た
説
得
の
末
に
、依
頼
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
た

の
だ
っ
た
。「
最
初
に
相
談
を
う
け
た
の
は
昨
年
十
一
月
末
の
事
」（「「
光
秀
と

紹
巴
」
の
舞
台
装
置
に
就
い
て
」
／
前
掲
）
と
も
振
り
返
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
こ
か
ら
十
日
ほ
ど
が
経
っ
た
の
ち
に
、蓼
坡
を
取
次
ぐ
松
魚
の
書
簡
が
投
函

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
依
頼
を
承
諾
し
た
あ
と
、
す
ぐ
に
「
舞
台
面
の
草
稿
」

制
作
に
着
手
し
た
よ
う
で
、「
十
二
月
二
十
三
四
日
の
頃
」
に
は
そ
れ
を
仕
上

げ
て
い
る
。

第
一
幕
第
一
場
か
ら
第
二
幕
第
三
場
ま
で
の
「
六
つ
の
舞
台
面
の
草
稿
を

作
」
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
象
徴
的
気
分
を
出
す
こ
と
と
、
装
置
を
出
来
る
だ

け
簡
略
に
す
る
こ
と
と
、
立
体
的
に
構
成
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
舞
台
と
俳

優
の
演
技
と
の
間
の
よ
き
連
鎖
と
な
る
よ
う
に
と
の
諸
点
」
に
「
特
に
意
を
用

い
た
」
と
い
う
（「「
光
秀
と
紹
巴
」
の
舞
台
装
置
に
就
い
て
」
／
前
掲
）。『
石

井
鶴
三
全
集
』
の
第
三
巻
に
は
こ
の
草
稿
が
、第
十
二
巻
に
は
舞
台
装
置
デ
ザ

イ
ン
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
舞
台
面
も
、
石
井
鶴
三
・

遠
山
静
雄
・
小
川
昇
・
多
ケ
谷
信
乃
・
佐
原
包
吉
・
繁
岡
鑿
一
「
舞
台
装
置
者

漫
談
会
」（『
劇
と
映
画
』
昭
和
二
年
三
月
／
『
石
井
鶴
三
全
集
』
未
収
録
）
に

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

和
歌
森
太
郎
と
対
談
し
た
際
、
鶴
三
は
、「
な
に
し
ろ
始
め
て
の
こ
と
で
」

「
約
束
ご
と
な
ど
な
に
も
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
思
い
き
っ
て
自
分
の
イ
メ
ー
ジ

を
も
と
に
し
て
や
っ
た
」
舞
台
装
置
が
「
注
目
さ
れ
て
、や
っ
ぱ
り
慣
れ
て
る

者
に
は
、
あ
あ
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
面
白
い
な
ん
て
い
わ
れ
て
ね
。
別
に

そ
ん
な
こ
と
い
わ
れ
て
も
有
頂
天
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、そ
う
か
な
と
は
思
い

ま
し
た
。」
と
、
そ
の
評
判
に
も
つ
い
て
も
回
想
し
て
い
た
（「
芝
居
と
相
撲
」

／
前
掲
）。

そ
れ
で
は
、「
光
秀
と
紹
巴
」
を
演
出
し
た
関
口
次
郎
に
「
舞
台
装
置
も
特

に
石
井
鶴
三
氏
に
お
願
ひ
し
て
（
中
略
）
同
氏
初
め
て
の
こ
の
種
の
仕
事
に
、

こ
れ
又
独
特
の
感
覚
に
生
み
出
さ
れ
た
優
れ
た
芸
術
的
デ
ザ
イ
ン
を
得
た
こ

と
は
望
外
の
喜
び
で
あ
つ
た
。」（「「
光
秀
と
紹
巴
」
上
演
に
就
い
て
」『
読
売

新
聞
』
昭
和
二
年
二
月
二
十
七
日
、
朝
刊
四
面
）
と
言
わ
せ
た
舞
台
装
置
は
、

実
際
に
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。鶴
三
自
身
に
よ
る
当

時
の
言
及
を
引
い
て
お
け
ば
、「
観
に
来
て
く
れ
た
友
人
に
訊
ね
て
も
、
よ
く

出
来
た
方
だ
と
言
わ
れ
た
」（「「
光
秀
と
紹
巴
」
の
舞
台
装
置
に
就
い
て
」
／

前
掲
）
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、「
第
一
場
の
装
置
な
ど
照
明
一
つ
で
生
命

が
保
て
た
と
云
っ
て
も
よ
い
か
と
思
う
。」（「「
光
秀
と
紹
巴
」
の
舞
台
装
置
に

就
い
て
」
／
前
掲
）、「
照
明
に
よ
っ
て
私
の
装
置
が
よ
く
生
か
さ
れ
た
こ
と
も

多
大
で
あ
っ
た
。」（「「
光
秀
と
紹
巴
」
雑
感
」
劇
団
〝
風
〟
公
演
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
『
風
』
昭
和
四
十
三
年
六
月
）
と
、鶴
三
が
繰
り
返
し
「
感
謝
」
を
表
明
し

た
舞
台
照
明
家
・
遠
山
静
雄
は
、
鶴
三
の
仕
事
を
「
初
め
て
の
方
と
は
思
は
れ

ま
せ
ん
。」
と
評
価
し
な
が
ら
も
、「
石
井
さ
ん
の
設
計
と
し
て
は
可
成
実
際
家

か
ら
見
て
物
足
り
な
い
様
に
思
は
れ
る
。」
と
も
指
摘
し
て
い
た
（「
舞
台
装
置

者
漫
談
会
」
／
前
掲
）。
こ
の
ほ
か
、
い
く
つ
か
拾
え
た
「
光
秀
と
紹
巴
」
劇

評
の
う
ち
、
鶴
三
の
舞
台
装
置
に
関
連
す
る
評
言
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

「
舞
台
装
置
は
簡
に
し
て
要
を
得
、
そ
れ
が
不
思
議
な
位
渾
然
と
し
た
も
の

で
面
白
い
と
思
ふ
。
勿
論
、そ
れ
で
い
て
舞
台
装
置
が
別
物
に
な
つ
て
ゐ
る
や

う
な
頭
の
悪
さ
は
な
い
。」（「
劇
評
／
新
劇
協
会
を
見
て
」『
東
京
日
日
新
聞
』

昭
和
二
年
二
月
二
十
八
日
、
朝
刊
七
面
）
と
好
意
的
に
受
け
と
め
た
の
は
、
三

宅
周
太
郎
で
あ
る
。
こ
の
評
言
は
、
鶴
三
が
意
識
し
て
い
た
「
装
置
を
出
来

る
だ
け
簡
略
に
す
る
こ
と
」、「
舞
台
と
俳
優
の
演
技
と
の
間
の
よ
き
連
鎖
と

な
る
」
こ
と
と
い
っ
た
企
図
に
か
な
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、「
舞
台
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装
置
は
第
一
幕
第
一
場
の
底
知
れ
ぬ
暗
に
二
枚
の
金
べ
う
ぶ
の
立
つ
て
ゐ
る

場
が
よ
か
つ
た
。」
と
告
げ
る
北
村
喜
八
は
、「
光
秀
の
運
命
が
下
り
坂
に
な
つ

て
か
ら
の
第
二
幕
第
一
場
二
場
は
、単
に
白
い
幕
だ
け
で
は
悲
劇
的
陰
惨
な
感

じ
に
は
ど
う
か
。」
と
も
言
い
添
え
て
お
り
（「
新
劇
協
会
を
見
る
」『
東
京
朝

日
新
聞
』
昭
和
二
年
三
月
一
日
、
朝
刊
八
面
）、「
単
に
白
い
幕
だ
け
」
と
い
う

「
簡
」
に
物
足
り
な
さ
を
覚
え
て
い
た
。
こ
の
見
解
に
近
い
も
の
と
し
て
、「
第

一
幕
第
一
場
を
演
出
、装
置
共
に
一
番
よ
い
と
思
つ
た
。
そ
の
他
は
考
へ
て
ゐ

た
程
迫
つ
て
来
な
か
つ
た
。」（「
新
劇
協
会
の
反
響
」『
演
劇
新
潮
』
昭
和
二
年

四
月
）
と
い
う
清
水
弥
太
郎
の
率
直
な
感
想
も
あ
る
。

鶴
三
の
舞
台
装
置
を
評
す
る
に
、「
贅
沢
」
と
い
う
形
容
も
用
い
ら
れ
て
い

た
。
迷
花
は
、「
大
小
道
具
の
贅
沢
な
こ
と
は
此
種
の
公
演
に
は
珍
し
い
ほ
ど

で
、最
後
の
竹
藪
に
月
光
の
さ
し
た
舞
台
な
ど
は
頗
る
効
果
的
で
あ
る
」
と
賛

し
つ
つ
も
、「
恁
う
し
た
短
時
間
の
連
続
し
た
事
件
を
扱
ひ
な
が
ら
、
廻
り
舞

台
の
な
い
の
に
、
大
道
具
の
為
め
に
一
場
々
々
の
幕
合
が
長
く
か
ゝ
る
の
は

観
劇
気
分
を
損
ふ
こ
と
が
多
い
の
は
考
ふ
べ
き
で
あ
る
」（「
新
劇
協
会
公
演
」

『
萬
朝
報
』
昭
和
二
年
二
月
二
十
六
日
、
夕
刊
四
面
）
と
、「
大
道
具
の
」「
贅

沢
な
こ
と
」
が
仇
と
な
っ
た
面
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。
同
じ
く
、「
装
置
は

よ
か
つ
た
け
れ
ど
贅
沢
過
ぎ
た
。（
中
略
）
ど
う
い
ふ
意
味
か
ら
云
つ
て
も
あ

の
装
置
は
不
経
済
で
あ
る
。私
は
経
済
を
無
視
し
た
装
置
を
尊
敬
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
。」（「
三
月
の
新
劇
／
新
劇
協
会
を
見
る
」『
演
劇
新
潮
』
昭
和
二

年
四
月
）
と
断
じ
た
の
は
、
村
山
知
義
で
あ
る
。「
殊
に
第
一
幕
第
二
場
」
を

挙
げ
な
が
ら
、「
あ
の
装
置
が
不
経
済
で
あ
る
」
と
批
判
す
る
理
由
を
、「
金
に

関
し
て
だ
け
で
は
な
い
、
戯
曲
と
の
釣
合
、
力
を
入
れ
る
べ
き
場
と
入
れ
て
は

い
け
な
い
場
と
の
区
別
、場
面
転
換
の
時
間
等
に
関
し
て
ゐ
る
」
と
説
い
て
い

た
。迷

花
と
村
山
知
義
が
と
も
に
難
じ
た
、「
幕
合
」
／
「
場
面
転
換
の
時
間
」

の
長
さ
は
、ほ
か
の
評
者
に
と
っ
て
も
目
を
つ
む
れ
ぬ
問
題
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。「
演
出
次
第
で
面
白
い
舞
台
が
見
ら
れ
る
だ
ら
う
と
思
つ
た
、
が
今
度
の

舞
台
は
私
の
予
期
と
は
大
分
離
れ
て
居
た
」
と
切
り
捨
て
る
柳
葉
も
、「
夫
れ

は
俳
優
の
関
係
も
あ
ら
う
、
舞
台
装
置
の
関
係
も
あ
ら
う
、
幕
合
の
長
い
為
も

あ
ら
う
」
と
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
（「
新
劇
協
会
公
演
」『
や
ま
と
新
聞
』
昭

和
二
年
三
月
一
日
、
夕
刊
三
面
）。
ほ
か
、「
デ
コ
ー
ル
に
あ
ん
ま
り
新
味
が
な

さ
す
ぎ
た
。」（「
新
劇
協
会
の
反
響
」『
演
劇
新
潮
』
昭
和
二
年
四
月
）
と
い
っ

た
井
汲
清
治
の
批
判
も
見
当
た
る
。

「
石
井
鶴
三
氏
が
初
め
て
の
舞
台
装
置
は
必
ず
や
問
題
を
劇
壇
画
壇
に
投
ず

る
に
相
違
な
い
と
信
ず
る
。」（（
無
署
名
）「
新
劇
協
会
の
こ
と
」『
演
劇
新
潮
』

昭
和
二
年
三
月
）
と
の
予
期
ど
お
り
、
そ
れ
は
賛
否
両
論
を
も
っ
て
迎
え
ら

れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
後
年
、「
正
宗
白
鳥
氏
作
の
「
明

マ

マ

智
光
秀
」
の
装
置
を

や
っ
た
の
が　

現
在
歌
舞
伎
座
の
重
役
の
目
に
と
ま
っ
て
そ
れ
が
縁
で　

あ

の
男
に
や
ら
し
た
ら
何
か
目
新
し
い
仕
事
を
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
由
で
す
」（
小
野
幸
宛
「
手
紙
」
昭
和
三
十
五
年
三
月
十
七
日
付
）
と

書
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
昭
和
二
年
以
降
、
鶴
三
が
舞
台
装
置
を
手
が

け
る
機
会
は
増
し
て
ゆ
く
。
小
野
幸
宛
の
同
じ
「
手
紙
」
中
に
「
芝
居
の
方
は

ず
ぶ
の
素
人
だ
け
に　

か
え
っ
て
意
表
に
出
る
よ
う
な
仕
事
を
し
て　

そ
れ

が
目
新
し
い
感
じ
と
も
な
り　

好
評
の
因
と
も
な
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」と

も
綴
っ
て
い
た
鶴
三
は
、「
ず
ぶ
の
素
人
」
で
あ
る
こ
と
を
武
器
に
し
な
が
ら
、

「
何
か
目
新
し
い
仕
事
を
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
周
囲
の
期
待
に
、
応
え
続

け
て
い
た
と
い
え
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

「
い
う
ま
で
も
な
く
石
井
鶴
三
は
、
彫
刻
を
は
じ
め
、
素
描
、
挿
絵
、
油
絵
、
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版
画
、
水
彩
画
、
水
墨
等
、
非
常
に
幅
広
く
活
躍
し
た
マ
ル
チ
人
間
で
あ
っ

）
（1
（

た
」

と
は
、
三
木
多
聞
の
言
で
あ
る
。「
稀
に
み
る
多
面
的
な
芸
術
家
石
井
鶴

）
（1
（

三
」

の
姿
は
、匠
秀
夫
に
よ
っ
て
も
見
届
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
才
と
評

さ
れ
る
鶴
三
の
肖
像
に
と
っ
て
、今
日
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る

田
村
松
魚
の
存
在
は
、
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
、
と
言
っ

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、鶴
三
は
松
魚
「
歩
ん
で
来
た
道
」
の
挿

画
を
担
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、新
聞
小
説
の
挿
絵
画
家
と
し
て
歩
き
は
じ
め

た
の
だ
っ
た
し
、
初
め
て
舞
台
の
装
置
を
手
が
け
る
こ
と
に
な
る
際
、
畑
中
蓼

坡
を
取
次
い
で
い
た
の
も
、松
魚
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
新
聞

小
説
の
挿
絵
と
、
演
劇
の
舞
台
装
置
と
、
鶴
三
が
「
活
躍
」
の
場
を
拡
げ
て
ゆ

く
転
機
に
、
深
浅
は
あ
れ
ど
松
魚
の
関
与
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

信
州
大
学
の
所
蔵
す
る
「
石
井
鶴
三
関
連
資
料
」
に
は
、確
認
さ
れ
て
い
る

か
ぎ
り
、
松
魚
書
簡
は
四
通
し
か
含
ま
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
大
正
後
半

の
七
年
ほ
ど
の
期
間
に
投
函
さ
れ
て
い
た
四
通
は
い
ず
れ
も
、鶴
三
と
松
魚
と

の
知
ら
れ
ざ
る
交
流
の
一
端
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、こ
れ
ら
の
貴

重
な
資
料
を
と
お
し
て
、彫
刻
や
絵
画
の
制
作
を
す
る
松
魚
が
鶴
三
か
ら
の
触

発
を
大
い
に
受
け
て
い
た
こ
と
と
と
も
に
、
そ
の
松
魚
が
、
鶴
三
と
い
う
「
マ

ル
チ
人
間
」、「
多
面
的
な
芸
術
家
」
の
誕
生
に
与
り
え
た
ひ
と
り
で
あ
っ
た
ろ

う
こ
と
も
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、四
通
の
石
井
鶴
三
宛
田
村
松
魚
書
簡
を
と
お
し
て
は
踏
み
込
め
な

か
っ
た
問
題
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
け
ば
、
松
魚
の
小
説
「
歩
ん
で
来
た
道
」
は
、
大

正
七
年
四
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
『
や
ま
と
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
作
品
で

あ
っ
た
。
八
章
立
て
の
構
成
は
、
次
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

通
し
回
数
・
⑴
～
⑼　
　
「
不
思
議
な
部
屋
」（
一
）
～
（
九
）

　
　
　
　
　

⑽
～
⒃　
　
「
蝶
の
褞
袍
」（
一
）
～
（
七
）

　
　
　
　
　

⒄
～
�　
　
「
晩
餐
の
対
話
」（
一
）
～
（
六
）

　
　
　
　
　

�
～
�　
　
「
素
顔
の
写
真
」（
一
）
～
（
七
）

　
　
　
　
　

�
～
�　
　
「
湯
の
宿
よ
り
」（
一
）
～
（
八
）

　
　
　
　
　

�
～
�　
　
「
暖
炉
を
囲
ん
で
」（
一
）
～
（
八
）

　
　
　
　
　

�
～
�　
　
「
彼
女
の
周
囲
」（
一
）
～
（
十
八
）

　
　
　
　
　

�
～
�　
　
「
滅
び
行
く
家
」（
一
）
～
（
二
十
二
）

全
八
十
五
回
の
う
ち
、
添
え
ら
れ
た
挿
絵
は
二
十
九
点
で
、
兄
の
柏
亭
が
六

点
を
、
鶴
三
は
二
十
三
点
を
担
当
し
た
。
鶴
三
の
制
作
し
た
挿
絵
は
、
幸
い
に

も
好
評
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。大
正
七
年
六
月
十
九
日
付
の
美
佐
宛

書
簡
に
、「
田
村
さ
ん
の
小
説
も
今
度
の
は
大
分
い
ゝ
と
い
ふ
評
判
で
す　

私

の
さ
し
絵
も
評
判
が
い
ゝ
と
い
ふ
事
で
す　

評
判
の
い
ゝ
事
な
と
大
し
て
問

題
で
も
な
い
で
せ
う
が　

で
も
自
分
の
絵
を
よ
ろ
こ
ん
で
見
て
く
れ
る
人
が

あ
る
と
い
ふ
事
が
う
れ
し
く
な
い
事
も
あ
り
ま
せ
ん
」な
ど
と
綴
ら
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

で
は
、「
評
判
」
の
よ
か
っ
た
そ
の
挿
絵
を
、
鶴
三
は
ど
の
よ
う
に
手
が
け

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
挿
画
の
思
い
出
」（『
日
本
文
学
の
歴
史
』
月
報
12
、

昭
和
四
十
三
年
四
月
、
角
川
書
店
）
か
ら
、
そ
の
制
作
時
の
様
子
を
う
か
が
っ

て
み
よ
う
。

柏
亭
の
は
写
生
画
だ
っ
た
か
ら
、実
在
の
風
景
や
人
物
を
描
い
て
い
た
の

で
、想
像
に
よ
る
モ
チ
ー
フ
は
自
然
私
の
う
け
も
ち
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
。
田
村
氏
の
家
が
近
か
っ
た
の
で
始
終
往
来
し
、
作
の
出
来
る
前
に
、

次
は
こ
の
よ
う
な
場
面
に
な
る
の
だ
が
と
、話
を
き
い
て
描
い
た
も
の
が
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多
く
、
小
説
の
本
文
を
読
ん
で
、
そ
の
中
か
ら
感
じ
と
っ
た
と
こ
ろ
を
モ

チ
ー
フ
と
す
る
と
い
う
挿
画
の
常
道
と
は
ち
が
っ
た
、
一
種
の
変
態
で

あ
っ
た
が
、
お
も
し
ろ
く
は
あ
っ
た
。

「
想
像
に
よ
る
モ
チ
ー
フ
」
の
ほ
う
を
受
け
持
っ
た
鶴
三
は
、
そ
の
挿
絵
を

描
く
に
あ
た
り
、「
田
村
氏
の
家
が
近
か
っ
た
の
で
始
終
往
来
し
、
作
の
出
来

る
前
に
、
次
は
こ
の
よ
う
な
場
面
に
な
る
の
だ
が
と
、
話
を
き
い
て
描
い
た
も

の
が
多
」
か
っ
た
と
、
制
作
過
程
を
回
想
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鶴
三
の
挿

絵
の
多
く
は
、松
魚
の
原
稿
が
仕
上
が
る
以
前
に
う
か
が
っ
た
構
想
に
基
づ
い

て
手
が
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。「
小
説
の
本
文
を
読
ん
で
、
そ
の
中
か
ら
感

じ
と
っ
た
と
こ
ろ
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
と
い
う
挿
画
の
常
道
」
と
は
異
な
る

「
一
種
の
変
態
」
的
な
手
順
を
踏
ん
だ
描
画
の
実
態
は
、「
挿
絵
画
家
と
し
て
の

思
い
出
」（『
文
学
』
第
二
十
二
巻
第
六
号
、
昭
和
二
十
九
年
六
月
、
岩
波
書
店

／
『
石
井
鶴
三
全
集
』
未
収
録
）
に
お
い
て
、よ
り
詳
細
に
思
い
起
こ
さ
れ
て

い
た
。

新
聞
連
載
小
説
の
挿
絵
を
描
い
た
の
は
、
田
村
松
魚
氏
の
「
歩
ん
で

来
た
道
」
と
い
う
の
が
最
初
で
、大
正
七
年
や
ま
と
新
聞
の
紙
上
で
あ
っ

た
。
其
作
は
田
村
氏
の
自
伝
的
小
説
で
、作
者
と
は
家
も
近
く
毎
日
の
よ

う
に
会
っ
て
話
し
あ
っ
て
居
た
の
で
、大
変
描
き
よ
く
も
あ
り
感
興
も
多

か
っ
た
。
筋
は
こ
う
い
う
風
に
は
こ
ぶ
、次
は
こ
う
い
う
場
面
に
な
る
と

か
、
時
に
は
作
者
が
あ
た
ま
に
手
を
や
っ
て
ね
こ
ろ
び
、
主
人
公
が
こ
ん

な
風
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
て
く
れ
と
か
、
時
に
は
た
ま
〳
〵
遊
び

に
来
た
女
性
を
、
い
ず
れ
こ
の
人
が
出
て
く
る
か
ら
、
よ
く
見
て
お
い
て

く
れ
と
か
云
わ
れ
た
。

こ
の
回
想
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、た
と
え
ば
「
彼
女
の
周
囲
（
十
一
）」

の
挿
絵
が
、「
主
人
公
が
こ
ん
な
風
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
て
く
れ
」
と

実
際
に
「
あ
た
ま
に
手
を
や
っ
て
ね
こ
ろ
」
ん
で
み
せ
た
「
作
者
」
松
魚
の
指

示
を
受
け
て
、制
作
さ
れ
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
小
説
本
文
で
は
「
身
体
を
畳

の
上
に
横
た
へ
た
儘
、
長
い
間
黙
想
に
耽
つ
て
ゐ
た
。」
と
し
か
描
写
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
「
主
人
公
」
の
様
子
が
、松
魚
の
指
示
を
反
映
さ
せ
た
鶴
三
の
挿

画
に
よ
り
、
具
体
的
に
／
視
覚
的
に
呈
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ

し
、
こ
の
点
、
松
魚
は
鶴
三
の
挿
絵
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

「
主
人
公
」
の
姿
を
細
か
く
説
明
せ
ず
、
あ
え
て
省
筆
し
た
可
能
性
も
捨
て
切

れ
な
い
。

右
の
よ
う
な
例
も
含
め
、
小
説
「
歩
ん
で
来
た
道
」
を
書
く
松
魚
と
そ
の

挿
絵
を
描
く
鶴
三
と
の
関
わ
り
に
は
、
さ
ら
に
興
味
深
い
側
面
が
見
出
せ
る
。

「
挿
絵
画
家
と
し
て
の
思
い
出
」
に
眼
を
戻
せ
ば
、先
の
引
用
箇
所
に
続
け
て
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。

初
め
の
う
ち
は
原
稿
を
見
せ
て
も
ら
い
、挿
絵
が
出
来
る
と
作
者
に
わ
た

し
、
作
者
か
ら
原
稿
と
共
に
新
聞
社
へ
送
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
原

稿
が
お
そ
く
な
り
、
絵
の
方
が
先
に
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
、
作
者
は
絵

を
見
て
書
く
方
が
書
き
よ
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、私
が
自
由
に
か

ん
が
え
て
描
い
た
構
図
の
、人
物
の
配
置
な
ど
が
其
通
り
に
作
中
に
書
か

れ
た
り
し
た
。

当
初
は
、
い
わ
ば
「
挿
画
の
常
道
」
が
踏
ま
れ
、
小
説
の
「
原
稿
を
見
せ
て

も
ら
」
っ
て
挿
絵
を
制
作
し
て
い
た
も
の
の
、「
そ
の
う
ち
原
稿
が
お
そ
く
な

り
、
絵
の
方
が
先
に
出
来
る
よ
う
に
な
る
」。
す
る
と
、「
作
者
は
絵
を
見
て
書

く
方
が
書
き
よ
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、私
が
自
由
に
か
ん
が
え
て
描
い
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た
構
図
の
、
人
物
の
配
置
な
ど
が
其
通
り
に
作
中
に
書
か
れ
た
り
し
た
。」
と

い
う
転
倒
が
生
じ
は
じ
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
先
に
確
認
し
た
と
お
り
、鶴
三

は
、「
作
の
出
来
る
前
に
、
次
は
こ
の
よ
う
な
場
面
に
な
る
の
だ
が
と
、
話
を

き
い
て
描
」
く
手
順
を
「
一
種
の
変
態
」
と
認
識
し
て
い
た
が
、「
自
由
に
か

ん
が
え
て
描
い
た
」み
ず
か
ら
の
挿
絵
が
松
魚
の
小
説
に
活
か
さ
れ
て
ゆ
く
と

い
う
事
態
は
、「
常
道
」
か
ら
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
「
変
態
」
と
し
て
、
き

わ
め
て
異
例
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
挿
絵
入
り
の
新
聞
小
説
を
読
む
者
に

と
っ
て
も
、
そ
の
本
文
の
一
部
が
挿
絵
を
元
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、

思
い
も
寄
ら
ぬ
な
り
ゆ
き
と
映
る
か
ら
で
あ
る
。
鶴
三
は
、新
聞
小
説
の
挿
絵

画
家
と
し
て
の
初
仕
事
で
、そ
の
よ
う
に
「
常
道
」
か
ら
大
き
く
外
れ
た
挿
絵

の
制
作
を
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
実
を
伝
え
る
「
挿
絵
画
家
と
し
て
の
思
い
出
」（
前
掲
）
に
お
い
て

は
、『
石
井
鶴
三
挿
絵
集
』
第
一
巻
（
昭
和
九
年
七
月
、
光
大
社
）
の
刊
行
を

機
に
中
里
介
山
と
の
あ
い
だ
で
勃
発
し
た
「
挿
絵
事
件
」
も
振
り
返
ら
れ
て
い

た
。
こ
こ
で
は
、挿
絵
の
扱
い
を
め
ぐ
る
そ
の
大
き
な
論
争
に
踏
み
込
む
余
裕

は
な
い
も
の
の
、
当
時
の
鶴
三
が
、「
小
説
が
主
で
挿
絵
が
従
で
あ
る
と
い
う

よ
う
な
従
来
の
考
え
方
」（「
絵
画
に
つ
い
て
思
ふ
ま
ゝ
に
」『
文
化
集
団
』
昭

和
九
年
七
月
）
に
決
し
て
甘
ん
じ
な
か
っ
た
こ
と
は
、思
い
起
こ
し
て
お
い
て

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
い
う
ま
で
も
な
く
、か
ね
て
「
さ
し
え
画
家

と
し
て
」（『
中
央
美
術
』
大
正
十
二
年
七
月
）、「
挿
絵
及
び
挿
絵
室
に
就
い

て
」（『
春
陽
会
雑
報
』
昭
和
三
年
）
な
ど
で
主
張
し
て
き
た
こ
と
と
結
び
つ

い
て
い
る
が
、
鶴
三
の
挿
絵
観
の
形
成
に
は
実
の
と
こ
ろ
、
初
め
て
新
聞
小
説

の
挿
画
を
手
が
け
た
折
り
の
経
験
が
、少
な
か
ら
ず
与
っ
て
い
た
よ
う
に
も
推

察
さ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
鶴
三
は
そ
の
と
き
、
み
ず
か
ら
の
挿
絵
で
「
自
由

に
か
ん
が
え
て
描
い
た
構
図
の
、人
物
の
配
置
な
ど
が
其
通
り
に
作
中
に
書
か

れ
」
る
、つ
ま
り
は
「
小
説
の
本
文
」
を
生
む
と
い
う
稀
有
な
出
来
事
を
経
験

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、ひ
と
え
に
鶴
三
個
人
の
挿
絵
観
の
問

題
に
と
ど
ま
っ
た
り
は
せ
ず
、「
小
説
と
挿
絵
と
の
関
係
」（「
挿
絵
画
家
と
し

て
の
思
い
出
」
／
前
掲
）
を
め
ぐ
る
問
題
を
俎
上
に
載
せ
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て

も
、
閑
却
し
が
た
い
一
例
と
な
る
に
違
い
な
い
。

も
う
一
点
の
み
取
り
上
げ
て
お
け
ば
、
松
魚
の
「
歩
ん
で
来
た
道
」
は
、

初
出
か
ら
三
年
八
ヵ
月
後
の
大
正
十
年
十
二
月
七
日
か
ら
大
正
十
一
年
三
月

二
十
二
日
に
か
け
て
、「
入
江
新
八
作
」
と
し
て
『
満
洲
日
日
新
聞
』
夕
刊
に
転

載
さ
れ
て
い
た
。
初
出
時
と
の
主
な
異
同
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、挿
画
が

毎
回
添
え
ら
れ
た
点
で
あ
る
だ
ろ
う
。「
次
回
小
説
」（『
満
洲
日
日
新
聞
』
大

正
十
年
十
二
月
六
日
、
夕
刊
三
面
）
の
紹
介
文
中
や
、
毎
回
の
掲
載
欄
で
「
石

井
柏
亭
挿
画
」
と
明
記
さ
れ
て
い
た
と
お
り
、
新
た
な
挿
画
五
十
六
点
は
、
柏

亭
の
手
に
な
る
も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
転
載
時
に
は
、
柏
亭
の
挿
絵
が

六
十
二
回
ぶ
ん
を
彩
っ
た
計
算
に
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
確
認
か
ら
も
伝
わ
る
よ
う
に
、
鶴
三
の
挿
絵
二
十
三
点
も
引

き
続
き
、
採
用
さ
れ
て
は
い
た
の
だ
っ
た
。
に
も
拘
ら
ず
、
転
載
に
あ
た
っ
て

は
な
ぜ
か
、鶴
三
の
名
前
は
つ
い
に
伏
さ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
そ
の
経
緯
は
不

明
な
が
ら
、
別
に
気
に
か
か
る
の
は
、
鶴
三
の
手
が
け
た
挿
絵
の
う
ち
、
五
点

が
初
出
時
と
は
異
な
る
回
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
そ
の
相
違
は
、次
に

示
す
と
お
り
で
あ
る
。

【
初
出
時
】　　
　
　
　
　
　
　

 

【
転
載
時
】

「
蝶
の
褞
袍
（
一
）」　　
　

→　
「
蝶
の
褞
袍
（
3
）」

「
蝶
の
褞
袍
（
三
）」　　
　

→　
「
晩
餐
の
対
話
（
6
）」

「
彼
女
の
周
囲
（
十
八
）」　

→　
「
滅
び
行
く
家
（
19
）」

「
滅
び
行
く
家
（
十
二
）」　

→　
「
蝶
の
褞
袍
（
1
）」
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「
滅
び
行
く
家
（
十
九
）」　

→　
「
彼
女
の
周
囲
（
18
）」

初
出
時
に
お
け
る
「
彼
女
の
周
囲
（
十
八
）」
と
「
滅
び
行
く
家
（
十
九
）」

の
挿
絵
が
、
転
載
時
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
例
に
顕
著
な
と
お
り
、
小
説
本
文

と
の
対
応
は
明
ら
か
に
不
適
当
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。ほ
か
の
三
例
と
も

照
ら
す
か
ぎ
り
、
単
な
る
取
り
違
え
と
は
片
付
け
が
た
い
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ

う
か
。

も
は
や
本
稿
の
趣
旨
と
は
離
れ
て
お
り
、さ
し
あ
た
り
事
実
を
指
摘
す
る
に

と
ど
め
る
ほ
か
な
い
が
、
田
村
松
魚
と
石
井
鶴
三
の
関
わ
り
か
ら
は
、
小
説
と

挿
絵
を
め
ぐ
る
如
上
の
問
題
も
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
っ
た
。

　
　
　
注

⑴　

福
田
は
る
か
は
、「
歩
ん
で
来
た
道
」
の
「
挿
絵
に
石
井
柏
亭
と
東
京
美
術
学
校
彫
刻

科
の
教
授
で
も
あ
っ
た
鶴
三
［
就
任
す
る
の
は
昭
和
十
九
年
］
の
兄
弟
を
選
ん
だ
の
も
、

た
ぶ
ん
文
夫
［
彫
刻
家
の
朝
倉
文
夫
］
の
配
慮
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」
と
推
察
し
て
い

た
（「
第
五
章　

第
三
の
家
」『
田
村
俊
子　

谷
中
天
王
寺
町
の
日
々
』
平
成
十
五
年
四

月
、
図
書
新
聞
、
二
三
八
頁
）。

⑵　

林
寿
美
子
「
二
（
大
正
五
年
八
月
八
日
付
）
／
註
」（
田
村
松
魚
研
究
会
編
『
高
村
光

太
郎
新
出
書
簡　

大
正
期 

田
村
松
魚
宛
』
平
成
十
八
年
十
二
月
、笠
間
書
院
）
一
三
五
頁

⑶　

林
寿
美
子
「
高
村
光
太
郎
・
田
村
松
魚
対
照
年
譜
」
／
注
⑵
前
掲
書
、
二
七
〇
頁

⑷　
「
石
井
鶴
三
・
福
田
（
石
井
）
美
佐
略
年
譜
」（『
石
井
鶴
三
書
簡
集
Ⅱ　

福
田
（
石
井
）

美
佐
宛
書
簡
』
平
成
九
年
十
二
月
、
形
文
社
）
三
七
三
頁

⑸　

福
田
は
る
か
「
第
五
章　

第
三
の
家
」
／
注
⑴
前
掲
書
、
二
七
八
頁

⑹　

林
寿
美
子
「
三
八
（
大
正
九
年
五
月
二
十
七
日
夕
付
）
／
註
」
／
注
⑵
前
掲
書
、一
七
八

頁
～
一
七
九
頁

⑺　

林
寿
美
子
「
高
村
光
太
郎
・
田
村
松
魚
対
照
年
譜
」
／
注
⑵
前
掲
書
、
二
六
九
頁
～

二
七
〇
頁

⑻　

林
寿
美
子
「
一
五
（
大
正
八
年
八
月
三
十
日
付
）
／
註
」
／
注
⑵
前
掲
書
、一
五
〇
頁

⑼　

青
木
茂
監
修
／
東
京
文
化
財
研
究
所
編
纂
『
近
代
日
本　

ア
ー
ト
・
カ
タ
ロ
グ
・
コ
レ

ク
シ
ョ
ン

048　

春
陽
会　

目
録
編　

第
1
巻
（
大
正
12
年
～
昭
和
7
年
）』（
平
成
十
四
年

十
一
月
、
ゆ
ま
に
書
房
）

⑽　

田
中
淳
「
春
陽
会
解
説
」
／
注
⑼
前
掲
書
、
三
九
七
（
一
）
頁　

⑾　

注
⑼
前
掲
書

⑿　

林
寿
美
子
「
高
村
光
太
郎
・
田
村
松
魚
対
照
年
譜
」
／
注
⑵
前
掲
書
、
二
七
〇
頁

⒀　

大
笹
吉
雄
「
第
二
章　

新
劇
の
誕
生
」（『
日
本
現
代
演
劇
史　

明
治
・
大
正
篇
』
昭
和

六
十
年
三
月
、
白
水
社
）
一
七
二
頁

⒁　

畑
中
蓼
坡
・
戸
板
康
二
「
畑
中
蓼
坡
の
巻
」（
戸
板
康
二
編
『
対
談　

日
本
新
劇
史
』

昭
和
三
十
六
年
二
月
、
青
蛙
房
／
初
出
は
、『
新
劇
』
昭
和
三
十
四
年
四
月
）
一
一
一
頁

⒂　

三
木
多
聞
「
石
井
鶴
三
は
」（『
石
井
鶴
三
全
集
』
第
四
巻
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
、
形

象
社
）
五
〇
五
頁

⒃　

匠
秀
夫
「
美
術
家
石
井
鶴
三
の
発
端
」（『
石
井
鶴
三
全
集
』
第
一
巻
、昭
和
六
十
三
年

十
二
月
、
形
象
社
）
五
四
六
頁

参
考
文
献

・
郵
政
省
編
『
日
本
郵
便
切
手
・
は
が
き
図
録
』（
昭
和
四
十
六
年
四
月
、
吉
川
弘
文
館
）

◆
資
料
の
引
用
に
際
し
て
、
か
な
づ
か
い
は
原
文
の
ま
ま
、
字
体
は
概
ね
現
行
の
印
刷
文
字

に
改
め
た
。
た
だ
し
、『
石
井
鶴
三
全
集
』
所
収
の
も
の
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。

ま
た
、
引
用
文
中
の
［　

］
内
は
、
引
用
者
に
よ
る
補
足
を
示
す
。


