
本
及
日
本
人
』
を
熱
心
に
読
ん
で
い
る
記
述
が
あ
る
た
め
、
俳
句
作
り
に
傾
倒
し
て
い
る
様
子

が
窺
え
る
。
ま
た
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
実
父
・
朝
忠
と
祖
母
に
会
っ
た

日
の
記
述
も
あ
り
、
大
変
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

非
水
は
六
十
歳
の
時
に
雑
誌
『
広
告
界
』
に
お
い
て
「
自
伝
六
十
年
」
と
い
う
自
叙
伝
を
一

年
間
に
わ
た
り
連
載
し
て
い
る
。
事
細
か
に
書
か
れ
た
文
章
か
ら
は
、
記
憶
を
頼
り
に
し
た
も

の
だ
け
で
は
な
い
様
子
を
感
じ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
自
叙
伝
を
書
く
に
あ
た
り
、
非
水
が
こ

の
日
記
の
類
を
基
礎
に
し
た
の
で
は
と
推
察
で
き
る
。
同
自
伝
内
で
明
治
四
十
三
年
に
つ
い
て

は
、
三
越
図
案
部
主
任
と
し
て
手
掛
け
た
仕
事
や
埃
及
研
究
会
に
つ
い
て
、
黒
田
清
輝
、
中
澤

弘
光
に
つ
い
て
等
の
記
載
が
あ
る
。「
自
伝
六
十
年
」
に
お
い
て
、
日
記
の
内
容
と
特
に
一
致
す

る
の
は
「
ハ
レ
ー
彗
星
」
に
つ
い
て
の
記
述
部
分
で
あ
る
。

　
　

�

五
月
に
は
「
ハ
レ
ー
彗
星
」
が
出
現
す
る
と
云
ふ
の
で
大
騒
で
あ
つ
た
。
七
十
五
年
目
に

一
回
の
出
現
と
云
ふ
の
で
、
ど
う
か
す
る
と
一
生
涯
の
内
に
お
目
に
か
か
ら
れ
ず
に
済
む

か
も
知
れ
ぬ
と
云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
噂
は
大
げ
さ
で
あ
る
、
ハ
レ
ー
彗
星
が
半
衿
や
風

呂
敷
や
手
拭
に
ま
で
図
案
さ
れ
て
売
出
さ
れ
た
と
云
ふ
の
も
、
つ
ま
り
は
猟
奇
趣
味
の
現

れ
に
外
な
ら
ぬ
5
。

　

以
下
で
紹
介
す
る
日
記
の
五
月
十
四
日
の
項
目
に
は
、
ハ
レ
ー
彗
星
に
つ
い
て
の
初
め
て
の

記
述
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
も
、
十
九
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
、
二
十
九
日
か
ら
三
十
日

一
．
は
じ
め
に
―
日
記
の
概
要

　

愛
媛
県
美
術
館
が
所
蔵
す
る
杉
浦
非
水
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
約
七
〇
〇
〇
件
に
上
る
が
1
、
そ

の
中
に
は
画
帳
や
日
記
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。
現
在
当
館
の
区
分
上
、
三
十
七
冊
の
画
帳
が

残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
二
冊
に
は
日
々
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ

の
う
ち
の
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）2
五
月
七
日
か
ら
三
十
一
日
に
書
か
れ
た
日
記
（
図
１
）

を
翻
刻
し
、
そ
の
注
釈
を
行
う
3
。

　

本
作
は
、
縦
十
五
・
〇
×
横
二
十
三
・
二
×
厚
さ
一
・
四
㎝
の
横
開
き
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
。
表

紙
裏
に
は
、
神
田
の
文
房
堂
の
シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
縦
書
き
で
そ
の
日
の
出
来
事
が
記

載
さ
れ
て
い
る
。
文
字
情
報
だ
け
で
は
な
く
、
絵
や
俳
句
が
記
さ
れ
て
い
る
日
も
あ
る
。
何
枚

か
外
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
ペ
ー
ジ
も
あ
る
4
た
め
、
日
記
に
書
か
れ
た
日
付
を
参
考
に
し
た
う

え
で
考
察
を
行
う
。

　

日
記
は
、
ま
ず
日
付
、
天
気
を
一
行
目
に
書
き
、
仕
事
の
内
容
（
誰
に
会
い
、
ど
ん
な
図
案

を
作
っ
た
か
等
）、
何
時
に
退
勤
し
た
か
、
夕
食
を
ど
の
店
で
取
っ
た
か
、
帰
宅
後
に
起
き
た
出

来
事
に
い
た
る
ま
で
細
か
く
記
載
し
て
い
る
。
仕
事
が
休
み
の
日
も
朝
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
の

日
の
出
来
事
を
仔
細
に
書
き
残
し
て
お
り
、
非
水
の
几
帳
面
な
性
格
が
あ
ら
わ
れ
た
日
記
で
あ

る
。
ま
た
そ
の
日
考
え
た
俳
句
や
簡
単
な
ス
ケ
ッ
チ
を
日
記
の
前
後
の
ペ
ー
ジ
に
描
く
こ
と
も

あ
る
。

　

日
付
を
書
か
ず
に
俳
句
ば
か
り
を
書
い
て
い
る
ペ
ー
ジ
も
あ
り
、当
時『
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
』や『
日

青　
　

木　
　
　

朋　
　

子

　
�【

資
料
紹
介
】

　

�
杉
浦
非
水
に
よ
る
『
明
治
四
十
三
年
日
記
』
に
つ
い
て
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ま
で
と
計
十
一
日
に
渡
り
ハ
レ
ー
彗
星
関
連
の
文
章
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
非
水
が
こ
の
件
に
つ

い
て
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
自
伝
に
あ
る
通
り
、
二
十
一
日
付
け

の
日
記
内
に
は
「
け
ふ
は
彗
星
の
図
按
を
半
襟
に
や
っ
て
見
る
」
と
記
し
て
い
る
。
手
拭
に
つ

い
て
は
、
五
月
二
十
三
日
付
け
で
売
り
出
し
予
定
の
手
拭
へ
巖
谷
小
波
に
一
句
書
い
て
も
ら
い
、

三
十
日
に
こ
の
彗
星
図
案
の
手
拭
が
完
成
し
た
と
あ
る
。
残
念
な
が
ら
現
在
こ
の
手
拭
の
所
在

は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
こ
う
い
っ
た
記
述
を
も
と
に
新
た
な
作
品
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
は

今
後
残
っ
て
い
る
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
本
作
は
、
若
か
り
し
頃
の
非
水
の
活
動
を
端
的
に
物
語
る
、
貴

重
な
史
料
で
あ
る
。
本
作
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
図
録
の
図
版
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と

は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
く
6
、
本
稿
に
お
い
て
初
め
て

の
翻
刻
と
注
釈
を
行
う
次
第
で
あ
る
。
た
だ
、
本
作
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
未
だ
明
ら
か
に
で

き
て
い
な
い
人
物
や
事
柄
も
多
い
。
本
日
記
だ
け
で
は
な
く
、
非
水
が
欧
州
へ
留
学
し
た
際
の

日
記
（『
滞
欧
日
記
』）
や
同
時
代
の
文
献
資
料
を
あ
わ
せ
て
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
回
明

ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
部
分
の
解
釈
を
進
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
更
な
る
杉
浦
非
水
研
究
を
今

後
す
す
め
て
い
き
た
い
。

二
．『
明
治
四
十
三
年
日
記
』
翻
刻

【
凡
例
】

・�

漢
字
表
記
に
つ
い
て
は
原
文
を
尊
重
し
、
旧
漢
字
や
旧
仮
名
を
改
め
ず
に
翻
刻
し
た
。

・�

句
読
点
は
な
る
べ
く
原
文
を
尊
重
し
た
。

・�

濁
点
に
つ
い
て
は
、
補
わ
ず
原
文
を
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
。

・�

繰
り
返
し
記
号
は
、
原
文
を
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
。

・�

判
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
に
つ
い
て
は
■
で
こ
れ
を
表
記
し
た
。
ま
た
非
水
に
よ
る
漢
字
の

誤
記
と
思
わ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
（　

）
を
用
い
て
補
っ
た
。

・�

俳
句
の
文
脈
を
損
な
わ
な
い
た
め
に
も
改
行
は
可
能
な
限
り
史
料
に
基
づ
い
て
行
い
、
頁
の

区
切
り
に
つ
い
て
は
行
間
を
空
け
る
こ
と
に
よ
り
表
記
し
た
。

・�

本
文
中
に
は
、
今
日
の
観
点
か
ら
み
る
と
差
別
的
表
現
と
と
ら
え
か
ね
な
い
箇
所
が
散
見
す

る
が
、日
記
制
作
時
の
時
代
的
背
景
を
考
え
合
わ
せ
、ま
た
故
人
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
鑑
み
、

原
文
ど
お
り
と
す
る
。

・�

本
文
翻
刻
後
に
語
句
の
注
釈
を
つ
け
て
い
る
。

【
本
文
】

五
月
七
日
土
曜
日　

三
越
7
が
休
暇
で
目
黒
へ
で
も
出
か
け
や
う
と
思
っ
た
が
胃
病
を
起
し

て
し
く

く
す
る
の
と
天
気
か
曇
っ
た
の
で
止
め
る

「
柱
に
そ
め
し
白
萩
の
歌
」
と
で
も
側
へ
書
い
て
く
れ
と
翠
子
8
の
注
文
だ
か

そ
ん
な
心
持
の
図
で
も
な
さ
そ
う
だ

生
垣
に
日
の
目
疎
や
萩
若
葉
（
図
２
）

代
書
生

遅
き
日
の
筆
か
み
雑
（
マ
マ
）（

殺
カ
）
す
欠
伸
か
な

髯
と
り
て
病
餘
の
鏡
冴
返
る

艸
に
臥
せ
ば
鼻
の
先
ホ
の
壺
菫

長
閑
さ
の
鼻
毛
も
延
ひ
て
端
居
か
な

泥
絵
具
皿
に
干
破
も
陽
炎
へ
り

薫
風
に
端
坐
す
新
衣
ほ
こ
り
が
ほ

五
月
八
日　

日
曜
日　

金
子
9
さ
ん
の
奥
さ
ん
が
見
へ
た　

か
ほ
る
さ
ん
の
顔
（
図
３
）

五
月
八
日　

日
曜　

晴
天
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朝
金
子
の
奥
さ
ん
が
赤
ん
坊
を
つ
れ
て
み
へ
た
翠
子
は
奥
さ
ん

と
一
所
に
教
會
に
い
く

神
田
文
房
堂
10
へ
廻
っ
て
店
へ
行
く

英
皇
帝
御
崩
御
の
報
11
来
る

岩
崎
兄
上
12
店
へ
面
会
に
来
ら
る
剛
一
13
徴
兵
の
免
か
る
と
て
大
喜
な
り

夜
大
槻
君
14
来
る　

善
光
寺
15
縁
日
に
て
草
花
な
と
買
う

五
月
九
日
夕　

久
留
島
福
子
こ
こ
の
つ
（
図
６
）

五
月
九
日
月
曜　

細
雨

朝
少
女
世
界
16
の
絵
を
か
く

電
車
で
日
比
谷
公
園
の
処
へ
く
る
と
八
日
は
愛
国
婦
人
会
17
の
総
会
が
あ
る

と
見
へ
て
盛
粧
し
た
婦
人
か
群
集
し
て
居
る

電
車
の
中
て
句
を
作
ら
う
と
思
つ
て
桜
田
門
辺
の
景
色
を
見
る
と

先
日
ま
で
黄
色
だ
っ
た
柳
が
青
く
房
々
と
垂
れ
て
居
る
の
で

も
う
夏
柳
の
感
じ
だ　

数
寄
屋
橋
辺
の
濠
が
干
潮
で
泥
の
臭

気
が
街
中
を
流
れ
る
一
向
句
が
出
来
な
い

五
時
退
出

夕
方
久
留
嶋
18
の
奥
さ
ん
か
福
子
さ
ん
19
を
つ
れ
て
く
る

久
留
嶋
君
の
幼
稚
園
20
は
五
日
か
ら
開
園
し
た
の
で
久
留
嶋
君
が

く
た
び
れ
た
顔
を
し
て
夜
八
時
頃
く
る

十
一
日
夜　

喜
代
子
女
子
来
る

五
月
十
一
日
水
曜　

強
雨

目
か
さ
め
る
と
車
軸
を
流
す
や
う
な
雨

店
に
出
る
と
店
も
雨
漏
り
で
博
覧
会
場
21
は
油
紙
だ
ら
け
で
あ
る

時
々
日
か
射
す
が
間
も
な
く
強
雨
が
来
る

夛
加
楽
亭
晩
饌

天
下
堂
22
の
活
動
写
真
を
見
る
伊
太
利
の
鰯
の
大
漁
な
と

面
白
し
帰
路
麹
町
製
本
屋
に
寄
る

帰
宅
し
て
見
る
と
神
東
夫
人
23
か
来
て
居
た

十
時
過
先
日
周
旋
し
た
新
婚
の
お
い
さ
さ
ん
24
が
来
ら
れ
た

猿
橋
の
風
景
の
話
な
ど
よ
り
も
新
た
に
家
庭
の
人
と
な
っ
た

心
配
話
に
花
が
咲
く

夫
が
中
学
の
校
長
で
先
の
亡
妻
君
が
や
り
手
だ
っ
た
の
で
其

後
に
入
っ
て
趣
味
の
変
っ
た
家
庭
に
處
し
て
行
く
の
は
自
分
に

は
大
分
荷
が
勝
ち
過
き
る
と
お
い
さ
さ
ん
が
愚
痴
る

ど
こ
迄
も
女
は
女
で
あ
る　

う
ま
く
や
っ
て
貰
ひ
た
い
と
心
ひ
そ
か
に

祷
る

お
里
か
へ
り
の
お
い
さ
さ
ん
を
迎
へ
て
十
二
時
迄
話
す

抜
露
次
の
暗
に
関
な
し
猫
の
妻

抜
露
次
の
灯
あ
る
を
関
に
猫
の
戀

ど
ち
ら
が
句
に
成
っ
て
居
る
か
自
分
に
も
判
断
が
つ
か
ぬ

五
月
十
二
日

次
の
四
畳
半
で
お
い
さ
さ
ん
が
朝
の
化
粧

を
す
る
（
図
７
）

五
月
十
二
日
木
曜　

晴

朝
早
稲
田
の
本
の
図
案
25
出
来
友
（
マ
マ
）（

有
カ
）
朋
堂
26
に
郵
送
す

十
一
時
出
勤
訪
問
者
大
野
雲
外
氏
27
未
開
土
人
の
模
様
応
用
の
件
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に
て
会
談

今
日
は
一
日
暑
気
八
十
度
以
上
に
て
仕
事
手
に
つ
か
ず

午
后
帰
路
銀
座
発
明
舘
28
に
立
寄

銀
座
に
は
最
早
大
道
商
人
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
売
る
あ
り
打
水
な
と

し
て
夏
の
景
色
で
あ
る

夜
理
髪
入
浴

腹
具
合
が
大
分
良
く
な
っ
て
来
た

薬
飲
ま
ぬ
餘
病
も
春
惜
し
む
夜
や

五
月
十
三
日
金
曜　

曇

先
達
か
ら
大
野
雲
外
氏
が
未
開
の
人
種
模
様
を
実
際
の
も
の
に

応
用
し
て
見
た
い
と
云
ふ
話
を
持
込
ま
れ
て
居
た
の
で
其
手
初
め
に

中
形
浴
衣
で
も
と
磐
瀬
29
と
ア
イ
ヌ
の
模
様
を
中
形
に
作
っ
て
見
る

る
中
々
う
ま
く
行
か
ん　

小
さ
な
部
分
て
見
る
と
面
白
い
奇
抜
な
も
の

だ
か
中
形
に
な
っ
て
廣
き
面
積
に
う
ね

く
と
連
絡
す
る
と
目
が

ぐ
ら

く
と
す
る
や
う
で
ど
う
も
落
付
き
が
悪
い

児
童
博
覧
会
の
食
堂
の
油
繪
の
バ
ッ
ク
の
古
物
を
幼
稚
園

の
壁
画
に
し
た
い
と
久
留
嶋
君
来
談

夕
食
金
吹
町
福
井
亭

帰
路
神
田
へ
廻
る

五
器
に
残
る
猫
の
肴
も
■
知
れ
り

五
月
十
四
日
土
曜　

雨

朝
久
留
嶋
君
お
伽
繪
出
版
の
件
に
つ
き
来
談

新
聞
を
見
る
と
ハ
レ
ー
彗
星
が
段
々
近
づ
い
た
明
方
に
見
へ
る
と
あ
る

十
九
日
頃
太
陽
面
経
過
す
と

　
　

巷
説
に
凶
吉
の
星
も
明
易
き

　
　

彗
星
の
拂
ひ
辻
火
に
明
易
き

十
時
過
出
勤
先
日
図
按
部
参
考
図
書
購
入
案
を
提
出
し

て
置
い
た
の
が
け
ふ
可
決
さ
れ
た
の
で
早
速
丸
善
に
電
話
を
か
け

さ
し
て　

Etude　

de�la�plante�son�application�aux

Industries�dart

30　

を
買
入
れ
る

今
日
も
ア
イ
ヌ
模
様
の
中
形
図
按
31
を
二
枚
か
く

夕
刻
帰
路
鍛
冶
町
の
猧
乙
の
本
屋
に
寄
っ
て
ド
ウ
井
ッ
チ
ク
ン
ス
ト
32
、

モ
デ
ル
ン
ク
ン
ス
ト
33
、
だ
と
か
ユ
ー
ゲ
ン
ド
34
な
と
を
買
ふ
明
後
十
六
日
の

店
員
慰
労
休
暇
の
酒
肴
料
を
今
日
受
取
っ
た
の
で
早
速

書
物
に
化
け
て
し
ま
っ
た
兎
に
角
酒
を
飲
ん
だ
よ
り
は
心
の
愉

快
は
大
き
い
と
感
じ
る

夜
中
沢
兄
35
よ
り
来
書　

兄
の
画
い
た
僕
の
肖
像
36
を
画
報
社
に

貸
し
て
や
っ
て
く
れ
と
の
事
で
あ
る
美
術
新
報
の
中
沢
号
37
に
掲

載
さ
る
ゝ
の
で
あ
ら
う
僕
は
自
分
の
名
譽
の
如
く
喜
こ
ん
で

早
速
承
知
の
旨
の
手
紙
を
認
め
た
中
沢
兄
の
成
功
は
自
分

の
成
功
の
如
く
感
す
る
の
は
奇
で
あ
る
が
友
情
で
あ
ら
う

今
夜
も
一
酌
後
の
散
歩
に
翠
子
と
百
合
子
さ
ん
38
と
三
人
で
善

光
寺
の
縁
日
に
い
っ
て
石
竹
と
つ
ヽ
じ
を
買
っ
た

お
い
さ
さ
ん
は
今
日
猿
橋
へ
帰
っ
た

タ
ツ
子　

十
五
日
夜
（
図
８
）

五
月
十
五
日　

日
曜　

曇

今
日
は
自
分
の
誕
生
日
で
三
越
を
休
暇
に
し
て
と
こ
か
へ
遊
ひ
に
行
か
う

と
云
ふ
事
に
な
る　

朝
十
時
頃
か
ら
宅
を
出
た
少
し
お
そ
い
か
稲
毛
迄
行
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く
事
に
す
る　

両
国
の
停
車
場
か
ら
二
時
間
か
ヽ
つ
て
稲
毛
に
つ
く

稲
毛
の
海
は
泥
海
の
遠
浅
な
の
で
濤
の
音
も
な
く
泥
臭
い
に
ご
っ
た

景
色
に
翠
子
は
失
望
ら
し
い
色
を
す
る　

海
岸
の
群
立
つ
松
か

此
所
の
特
色
だ
な
ど
ヽ
慰
め
る
。
泥
濱
の
浅
い
潮
の
中
に
立
つ
華

表
39
は
和
田
君
の
木
太
刀
の
挿
画
40
で
見
た
事
が
あ
っ
た

宮
41
の
石
段
を
上
る
と
山
鳥
が
一
羽
け
た
ヽ
ま
し
い
羽
ば
た
き
を
し
て

飛
立
つ
。
今
日
は
日
曜
の
為
に
學
生
な
ど
か
絵
具
箱
を
肩
に
し

て
大
分
見
へ
る
。
海
気
舘
42
の
見
晴
ら
し
の
い
ヽ
座
敷
で
晝
飯

を
食
ふ　

誕
生
を
祝
す
る
為
に
一
本
お
酒
を
つ
け
る
、
庭
先
に
渡

の
乙
女
が
蛤
を
賣
付
け
に
く
る
。
松
の
林
を
透
し
て
曇
っ
た
海

が
見
へ
る
房
州
の
翠
黛
が
朧
で
あ
る
、
近
く
遠
浅
の
濱
に
は

小
学
校
の
生
徒
が
蜊
を
掘
っ
て
居
る
の
が
見
へ
る
。

宿
を
出
で
濱
端
の
和
田
英
作
氏
の
画
室
の
あ
と
43
を
の
ぞ
い
て
見
た

四
時
に
帰
り
の
汽
車
に
乗
る
車
中
は
甚
混
雑
す
る
。
待
宵
艸

か
レ
ー
ル
挿
ん
て
咲
い
て
居
た　

今
日
は
絵
も
か
ヽ
ず
句
も
出
来
ず

車
中
て
居
睡
り
を
し
て
甚
平
和
（
平
凡
）
な
一
日
を
送
つ
た

亀
戸
で
藤
見
の
客
群
集
を
呑
ん
だ
我
汽
車
は
煤
煙
に
充

ち
た
本
所
の
街
に
走
り
込
む

七
時
帰
宅

竹
貫
君
44
来
訪
先
日
来
眞
田
虫
に
責
ら
れ
た
氏
の
顔
は

衰
へ
て
見
へ
る

濱
庇
松
の
花
に
も
祝
ぐ
日
哉

五
月
十
五
日　

夜

さ
な
だ
虫
退
治
の
為

絶
食
し
て
頬
の
こ
け
た

竹
貫
佳
水
兄
の
顔

ゆ
く
春
や
腹
に
居
残
る
さ
な
だ
虫
（
図
９
）

町
の
灯
や
蛙
鳴
く
田
の
夕
明
り

停
車
場
の
埒
に
煤
け
て
松
緑

は
ら
む
帆
に
麦
の
穂
ゆ
れ
や
川
を
見
ず

松
濱
の
一
路
皐
月
の
空
光
る

畔
に
上
る
蛭
の
袋
に
雫
か
な

蝸
牛
の
小
粒
な
が
ら
は
角
目
か
な

橋
渡
る
汽
車
隠
れ
行
く
若
葉
哉

濱
の
松
林
の
若
葉
に
つ
づ
き
鳧

梯
子
し
て
家
根
に
斥
候
や
柳
若
葉

白
壁
に
構
へ
ゆ
ヽ
し
き
若
葉
か
な

森
う
つ
る
浄
池
に
ま
ば
ら
蓮
浮
葉

五
月
十
六
日
月
曜　

雨

今
日
は
三
越
の
春
季
慰
労
休
暇
で
少
し
く
寝
坊
を
し
て
居
る
と
神
東
君
45

に
驚
か
さ
れ
る
。
色
彩
新
論
46
を
貰
う
朝
の
間
晴
れ
て
居
た
の
が
十
時
過

か
ら
雨
に
な
る
さ
そ
三
越
の
店
員
が
折
角
の
休
み
を
愉
快
に
遊
ぶ
事

が
出
来
な
い
の
で
失
望
し
て
居
る
だ
ら
う
と
思
ふ
雨
の
降
り
出
す
前

に
庭
い
ぢ
り
を
し
て
居
る
と
金
子
の
奥
さ
ん
が
か
ほ
る
さ
ん
を
つ
れ
て

来
る
、
烏
瓜
の
種
を
蒔
い
て
鬼
灯
を
移
植
す
る
秋
の
末
に

赤
い
實
が
此
十
歩
の
庭
を
飾
ツ
て
く
れ
る
事
だ
ら
う
と
楽
し
み

で
あ
る

近
所
の
女
の
子
か
三
人
遊
び
に
く
る
あ
ん
ぱ
ん
を
御
馳
走
し
て
写
生

を
す
る

〔25〕

杉浦非水による『明治四十三年日記』について



晝
飯
後
は
折
角
の
慰
労
の
日
だ
か
ら
と
云
ふ
の
で
晝
寝
を
し
た　

慰
労
の
為
に
貰
っ
た
酒
肴
料
は
本
を
買
い
て
昨
日
稲
毛
で
つ
か
つ
て

精
神
の
慰
労
は
出
来
た
け
ふ
は
身
体
の
慰
労
で
あ
る
自
分
な
が
ら

金
と
時
間
を
う
ま
く
働
か
し
た
も
の
だ
と
思
ふ
中
に
は
随
分
酒
肴

料
が
か
ら
だ
を
い
た
め
て
翌
日
休
ま
な
け
れ
は
な
ら
ん
人
も
出
来

る
だ
ら
う
と
思
ふ
何
の
慰
労
だ
か
わ
か
ら
な
い

夜
健
造
さ
ん
47
が
く
る
飛
行
機
製
作
に
熱
中
し
て
居
る
中
々

眞
面
目
な
青
年
だ
と
思
ふ
来
年
中
学
を
出
た
ら
工
業
学

校
の
機
械
科
に
入
学
し
た
ら
い
く
だ
ら
う
な
ど
ヽ
勧
め
る

唐
紙
の
半
切
に
何
か
画
く
つ
も
り
で
や
り
か
け
だ
か
物
に
な
ら

な
か
つ
た

一
茶
の
七
番
日
記
48
を
飛
々
に
讀
む
、
ざ
ぶ

く
と
白
壁
洗
ふ
若

葉
か
な
49
と
云
ふ
の
が
あ
る
自
分
が
昨
日
書
付
け
た
句
も
白
壁
と
若
葉

の
配
合
だ
が
一
茶
の
は
矢
張
一
茶
式
だ
自
分
の
は
蕪
村
調
子

で
少
し
く
時
世
遅
れ
の
感
じ
だ
か
自
分
に
は
や
は
り
自
分
の
句
の

方
が
い
ヽ
と
思
つ
た

五
月
十
七
日
火
曜
曇
午
后
晴

朝　

胡
瓜
と
茄
子
の
苗
を
買
う
翠
子
が
庭
の
隅
に
掌
程
の

耕
し
た
土
に
二
畒
に
植
へ
る

九
時
に
出
勤
児
童
博
覧
會
が
け
ふ
か
ら
閉
鎖
し
た
の
で
何
と
な
く

淋
し
い
、
約
束
し
て
置
た
の
で
画
報
社
か
ら
中
沢
君
の
肖
像
画

を
取
り
に
く
る
。

け
ふ
は
皿
の
図
按
を
か
く
午
后
に
土
岐
君
50
か
来
る

花
村
で
夕
飯
を
食
ふ

銀
座
の
夜
店
を
少
し
斗
り
散
歩
し
て
帰
宅

翠
子
が
米
子
51
を
つ
れ
て
帰
つ
て
居
た
明
日
学
校
か
休
み
で

宿
り
が
け
で
遊
び
に
来
た
の
で
あ
る

夜
は
長
沢
さ
ん
52
の
子
供
等
が
遊
ひ
に
来
て
散
々
あ
ば
れ
る

綾
と
り
を
す
る
唱
歌
を
唄
う
小
学
校
の
ダ
ン
ス
を
や
る

衾
に
入
ツ
て
日
本
及
日
本
人
の
一
日
一
信
53
を
讀
む　

碧
氏
54
の
不
折
俳
画

評
55
か
中
々
痛
快
で
あ
る

先
達
神
田
の
古
本
屋
で
不
折
俳
画
を
見
た
か
ら
買
う
か
と
思
つ
て
開
け
て
見
る
と

案
外
陳
腐
で
所
謂
の
俳
画
で
あ
る
目
に
馴
れ
た
平
凡
な
飄
ゲ
た
趣

味
の
も
の
が
不
折
式
筆
法
で
な
ぐ
つ
て
あ
る
に
外
な
ら
ん
の
で
少
し
も
新
ら
し

い
感
じ
の
現
代
的
な
俳
画
で
な
い
の
で
失
望
し
て
買
う
の
を
や
め
た
が

碧
師
も
同
じ
感
じ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
碧
梧
桐
の
句
を
一
々
と
つ
て

俳
画
に
し
た
の
で
殊
さ
ら
碧
調
の
句
と
不
折
の
画
か
不
調
和
な
こ
と
は

云
ふ
ま
で
も
な
い　

丁
度
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
が
利
休
の
十
徳
で
も
借
着

し
た
や
う
だ
ら
う
と
思
う
、
碧
師
も
云
ふ
如
く
不
折
は
日
本
新
聞
時
代

の
方
が
寧
ろ
俳
味
が
横
溢
し
て
居
る
や
う
に
思
ふ
。
な
ま
な
か
雪
舟

の
粉
本
な
ど
に
沈
溺
し
て
雪
舟
宗
を
天
下
に
呼
ふ
な
ど
は
不
折
の

堕
落
で
あ
る

十
六
日
夜　

米
子
（
図
10
）�

56

十
六
日
夜　

あ
や
と
り
（
図
11
）

五
月
十
八
日
水
曜
晴

朝
寝
を
し
て
居
る
と
米
子
が
起
き
ろ

く
と
云
ふ　

ひ
も
じ
い
か
ら
早
く
朝

ご
飯
を
食
べ
た
い
と
云
ふ
。
う
る
さ
い
の
で
や
つ
と
起
き
る
。
子
供
の
写
生
な

ど
を
し
て
九
時
頃
か
ら
出
掛
け
る
。
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け
ふ
は
福
井
57
が
セ
ル
ロ
イ
ド
の
蓋
の
絵
を
持
っ
て
来
る　

仕
事
と
し
て
は

陶
器
の
皿
の
図
按
と
タ
イ
ム
ス
の
木
版
58
な
ど
を
か
く
。

往
復
の
電
車
の
中
で
一
日
一
信
と
日
本
俳
句
59
を
積
讀
す
る

普
通
の
句
集
や
ほ
と
ヽ
き
す
60
な
ど
の
句
を
見
る
と
自
分
に
も
出
来

さ
う
な
句
斗
り
の
や
う
な
感
じ
が
す
る
が
此
日
本
人
の
俳
句
欄
を

讀
む
時
は
い
つ
も
及
ば
ざ
る
遠
き
感
じ
で
あ
る
自
然
讀
む
事

に
解
す
る
事
に
骨
を
折
る
事
に
な
る
し
か
し
以
前
に
讀
ん
た

時
よ
り
も
解
し
て
面
白
味
を
感
す
る
事
が
深
く
な
っ
た
自
分
も

そ
れ
丈
の
進
境
で
あ
ら
う
と
思
ふ

帰
途
久
留
嶋
君
の
宅
に
訪
問
す
る
幼
稚
園
が
盛
況
で
五
六

十
の
小
供
を
入
る
ヽ
に
は
家
が
狭
い
の
で
少
し
く
建
増
し
を
や
る
事

に
な
っ
た
と
云
ふ
、
今
夜
は
同
君
の
内
で
細
川
風
谷
61
と
筑
風
62
の

筑
前
琵
琶
を
招
い
た
の
で
来
な
い
か
と
云
ふ
招
き
で
あ
る
が
自

分
は
仕
事
の
為
に
や
め
て
翠
子
と
お
し
ん
を
や
る

夜
土
岐
君
か
ら
頼
ま
れ
た
理
髪
の
本
の
表
紙
63
を
か
く

十
時
過
翠
子
帰
る
風
谷
の
義
士
傳
が
馬
鹿
に
面
白
か
っ
た
と
云
う

て
し
き
り
に
眞
似
を
し
て
居
た

小
林
蹴
月
君
64
か
ら
書
信
で
小
説
の
繪
を
頼
ま
れ
る

村
一
の
宮
若
葉
南
洲
照
し
て

五
月
十
九
日　

木
曜
晴
天

今
朝
も
金
子
の
奥
さ
ん
が
来
る
今
日
は
待
に
ま
つ
た
ハ
レ
ー
彗
星
か
太
陽

面
経
過
の
日
で
あ
る
天
空
に
い
か
な
る
現
象
が
顕
れ
る
だ
ら
う
か
と
云
ふ
事
が
一
般

の
好
奇
心
に
投
じ
て
到
る
処
其
噂
斗
り
で
あ
る
。
店
に
出
る
と
早
速
硝
子

板
に
蝋
燭
の
油
煙
を
燻
し
か
け
て
一
生
懸
命
に
太
陽
と
睨
み
っ
く
ら
を

す
る
が
た
ヾ
鬼
灯
の
や
う
に
眞
赤
な
太
陽
面
に
時
々
小
さ
な
雲
の
片
が
か
ヽ
る
を

見
る
斗
り
で
十
一
時
二
十
分
頃
か
ら
十
二
時
過
迄
見
て
居
で
も
何
物
を
も
見
る
事

が
出
来
な
か
っ
た
。
朝
鮮
人
な
ど
は
鉄
道
で
シ
ベ
リ
ヤ
迄
避
難
し
た
と
か

穴
を
掘
っ
て
這
入
っ
て
居
る
と
か
馬
鹿

く
し
い
噂
65
が
あ
る
が
こ
ん
な
事
な
ら

何
で
も
な
い
少
し
く
失
望
の
気
味
で
あ
る　

彗
星
の
尾
に
包
ま
れ
て
居

る
の
か
と
思
ふ
と
少
し
は
太
陽
の
光
が
弱
い
や
う
に
も
感
す
る
が
そ
れ
は
気

の
せ
い
で
あ
っ
た
ら
う

今
日
は
記
念
の
為
に
彗
星
を
何
か
に
應
用
し
た
図
按
を
作
ら
う
と
思
う

た
が
何
も
出
来
な
か
っ
た

陶
器
の
図
按
を
か
く
。
土
岐
君
が
露
伴
氏
66
の
子
供
に
お
土
産
に
す
る

玩
具
を
買
ひ
に
く
る
。
獨
乙
の
書
林
の
前
田
氏
67
が
図
按
の
本
を
以
っ
て
く
る

夜
は
日
此
68
藤
村
氏
69
の
招
待
で
蔵
田
や
に
い
っ
た
。
自
分
等
に
は
何
の

面
白
味
も
な
い
と
云
ふ
や
う
な
色
が
藝
者
の
顔
に
見
へ
る
実
際
藝
者

自
身
は
つ
ま
ら
な
い
だ
ら
う
が
こ
ん
な
顔
色
を
見
せ
る
や
ふ
な
藝
者

は
藝
者
と
し
て
の
堕
落
で
あ
る
と
思
っ
た
藝
者
美
を
発
輝
さ
れ

な
い
宴
会
な
ん
か
は
実
際
客
観
的
に
面
白
く
な
い
も
の
で
あ
る
な
ど

と
思
っ
た
現
代
の
藝
妓
な
ど
に
白
拍
子
的
な
女
性
美
な
ど
を
要
求
す
る
の
が
間
違

で
あ
る
な
ど
と
思
っ
て
見
た

十
一
時
前
帰
宅

電
車
の
中
に
て

油
箪
か
け
て
嫁
荷
つ
ヾ
ら
や
桐
の
花

五
月
二
十
日

英
大
帝
御
葬
儀
当
日
市
中
所
見

英
国
大
使

新
聞
記
者

英
国
紳
士
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令
嬢

五
月
二
十
日　

金
曜　

晴
レ
少
し
曇

英
大
帝
の
御
葬
儀
の
日
で
店
に
出
掛
け
に
青
山
御
所
の
前
を
通
る
と

皇
太
子
殿
下
及
妃
殿
下
が
陛
下
の
御
名
代
で
築
地
の
三
一
教
会
70
の
遥

拝
式
に
行
幸
の
処
で
あ
っ
た
貴
顕
や
軍
人
の
盛
装
し
た
姿
が
築
地

に
向
っ
て
行
く
の
に
度
々
逢
う
門
々
の
吊
旗
に
市
中
は
何
と
な
く
寂
し

い
女
学
生
や
婦
人
の
黒
の
リ
ボ
ン
を
つ
け
た
の
が
電
車
に
ち
ら

く
見
へ
る

朝
家
を
出
る
前
に
金
子
さ
ん
夫
婦
が
貸
家
を
探
し
に
行
く
と
て

立
寄
る

け
ふ
も
土
岐
君
と
印
刷
や
が
表
紙
図
按
の
事
で
店
に
く
る

鏡
花
集
71
の
製
本
が
五
冊
出
来
て
く
る

け
ふ
は
タ
イ
ム
ス
臨
時
号
の
表
紙
72
を
か
く
藤
村
さ
ん
が
今
年
は

彗
星
の
出
た
年
だ
か
ら
何
か
彗
星
の
図
按
を
商
品
に
つ
け
て

紀
念
に
賣
り
た
い
か
ら
製
作
し
て
く
れ
と
云
は
れ
る
自
分
も
や
っ
て

見
た
い
と
思
っ
て
居
る
処
だ
か
ら
大
に
や
っ
て
見
る
つ
も
り
で
承
諾
す
る

翠
子
は
久
保
田
さ
ん
73
と
厳
谷
さ
ん
74
に
御
無
沙
汰
た
づ
ね
に
出
掛
け
て

夕
刻
ま
だ
帰
っ
て
来
て
い
な
い
か
ら
獨
り
夕
飯
の
食
卓
に
つ
く

今
夜
こ
そ
彗
星
が
見
え
る
と
云
ふ
の
で
近
所
の
子
供
達
が
大
騒
で

戸
口
に
集
っ
て
居
た
が
八
時
を
過
て
も
見
へ
な
か
っ
た

青
山
三
社
の
縁
日
で
山
グ
ミ
を
一
本
買
っ
た
白
緑
の
葉
の
裏
に

ル
ビ
ー
の
や
ふ
な
少
さ
な
無
数
の
赤
い
実
が
な
っ
て
居
る
の
が
頗
る
美
く

し
い

五
月
二
十
一
日
土
曜　

曇

十
時
頃
か
ら
少
し
く
雨
が
ぱ
ら

く
す
る
、
朝
出
掛
に
銀
座
の
セ
ル
ロ
イ
ド
の
店

に
立
寄
つ
て
出
勤
し
た

沼
田
笠
峯
氏
75
来
訪
少
女
世
界
の
表
紙
を
か
い
て
く
れ
と
の
こ
と
で
あ
る

け
ふ
は
彗
星
の
図
按
を
半
襟
に
や
っ
て
見
る

山
田
君
76
が
児
童
博
覧
会
の
賞
牌
の
原
形
を
持
つ
て
来
る

桃
太
郎
の
顔
が
角
力
取
の
や
う
で
少
し
く
困
っ
た
米
斎
君
77
も
同
感
だ
っ
た

ら
し
い

夕
食
は
松
喜

今
夜
も
曇
っ
て
居
て
彗
星
が
見
へ
な
い
七
十
何
年
ぶ
り
に
出
る
星

だ
か
ら
何
と
か
し
て
見
て
置
き
た
い
の
だ
か
毎
日
見
る
事
が
出
来
ん
の

は
遺
憾
で
あ
る

夜
竹
貫
君
宅
に
い
つ
た
が
門
が
鎖
さ
れ
て
居
た
の
で
帰
る

寝
る
前
にLe�nu�au�Salon

の
廣
告
な
ど
を
讀
む
佛
語
も

外
国
語
学
校
を
出
て
か
ら
夛
年
に
な
る
の
で
大
分
忘
れ
て
居
て
一
行

讀
む
の
で
も
中
々
骨
が
折
れ
る

五
月
二
十
二
日
日
曜　

晴

今
朝
冷
へ
た
為
か
少
し
く
腸
か
痛
む
の
で
神
薬
を
買
っ
て
出
掛
け
る

神
田
の
三
才
社
78
で
佛
蘭
西
の
本
を
見
や
う
と
思
っ
て
廻
り
道
を
し
た
ら

け
ふ
は
日
曜
て
休
業
だ
っ
た
其
足
て
鍛
冶
町
の
獨
乙
の
本
に
寄
っ
た
ら

そ
れ
も
日
曜
て
休
み　

あ
の
三
才
社
の
主
人
の
兀
頭
が
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
79
だ
ら
う
と

は
思
は
な
か
つ
た

今
日
は
彗
星
図
按
を
束
髪
の
簪
に
応
用
し
て
見
る

来
訪
者
は
山
田
君
と
大
野
雲
外
君
で
あ
る

山
田
君
か
ら
ブ
ロ
ン
ズ
の
胸
身
像
を
贈
ら
れ
た

帰
っ
て
見
る
と
風
を
引
て
翠
子
が
寝
て
居
る
ど
う
も
気
候
の
所
為
か

病
人
の
夛
い
の
に
は
閉
口
だ
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翠
子
が
少
し
斗
り
下
痢
を
し
て
腹
か
痛
む
の
で
困
る
、
一
体
翠
子
ハ

没
常
識
だ
平
常
か
ら
心
掛
か
悪
い
か
ら
だ
い
く
ら
僕
が
注

意
し
て
も
駄
目
、
ど
う
せ
駄
目
な
ら
死
ん
で
終
へ
お
前
か
死
ん
だ
ら

今
よ
り
も
う
少
し
美
人
で
才
か
あ
つ
て
靴
下
の
新
品
の
を
穿
か
せ
る

シ
ヤ
ツ
の
ボ
タ
ン
の
い
つ
も
つ
い
て
居
る
の
を
着
せ
る
心
掛
の
い
ヽ
妻
君

を
貰
ふ
の
だ
か
ら
㐂
し
い

ま
あ
も
う
少
し
の
辛
抱
だ
よ

輪
廊
内
は
翠
子
の
筆
な
り

夜
川
越
の
兄
さ
ん
80
の
店
の
廣
告
図
按
を
か
く

五
月
二
十
三
日
月
曜　

晴

朝
出
掛
け
に
ま
た
神
田
の
三
才
社
に
寄
つ
て
ア
ニ
モ
ー
ビ
バ
ン
81
の
虎
と
獅
子
の

一
冊
を
購
ふ
鍛
冶
町
の
本
屋
を
一
見
し
て
店
に
出
る

彗
星
の
図
按
か
出
来
た
の
で
重
役
に
見
せ
る
早
速
製
ら
し
て
賣
出

す
事
に
な
る
小
波
氏
82
が
来
て
居
ら
れ
た
の
で
彗
星
の
手
拭
83
に
一
句

書
い
て
貰
う
「
明
け
易
き
空
は
か
せ
た
り
箒
星
」「
て
つ
ぺ
ん
も
掛
け
て

は
き
け
り
時
鳥
」
な
ど
で
あ
っ
た

皿
の
図
按
を
か
く

午
后
帰
り
に
青
山
一
丁
目
迄
く
る
と
電
車
の
外
て
呼
ぶ
人
が
あ
る

だ
れ
か
と
思
へ
ば
岡
野
栄
小
林
鐘
吉
84
二
君
で
夕
食
を
一
所
に
し
や
う
と

云
ふ
の
で
下
車
す
る
青
山
の
い
ろ
は
で
一
酌
す
る

岡
野
君
は
仕
事
の
都
合
で
別
れ
る
小
林
君
を
同
道
さ
し
て
帰

る
十
一
時
頃
迄
話
す
京
都
の
舞
子
が
友
染
の
袂
で
お
し
げ
も

な
く
こ
ぼ
れ
た
酒
を
拭
い
た
し
み
っ
た
れ
な
京
都
を
馬
鹿

に
し
て
居
た
目
を
驚
か
せ
て
そ
れ
か
ら
中
沢
君
が
其
舞
子

が
大
好
に
な
つ
て
其
女
斗
り
写
生
し
た
な
ど
の
話
85
に
花
が
咲

くけ
ふ
は
特
筆
す
べ
き
事
が
あ
る
僕
の
結
婚
後
一
日
と
し
て
束

髪
な
ら
ざ
る
は
な
き
翠
子
の
頭
が
今
日
は
銀
杏

返
し
86
に
い
っ
て
居
た
髪
の
形
で
女
は
大
変
ち
が
つ
て
見
へ
る
も
の

だ　

女
中
が
結
っ
た
の
で
形
は
悪
い
が
そ
れ
で
も
束
髪
の

不
美
術
的
な
の
に
勝
る
事
遥
だ
と
思
ふ
87
（
図
12
）

五
月
二
十
四
日
火
曜
晴

朝
川
越
の
廣
告
画
88
を
仕
上
げ
で
出
る

店
で
今
日
は
タ
イ
ム
ス
臨
時
号
の
裏
繪
89
を
か
く

伊
せ
の
畑
喜
門
氏
90
か
ら
二
見
91
の
蒲
鉾
と
伊
せ
特
有
の
玩
具
を
送
ら
れ

る国
の
祖
母
92
が
上
京
し
た
か
ら
帰
り
に
立
寄
れ
と
父
93
か
ら
電
話
か
掛
っ
た

帰
り
に
新
冨
町
の
父
の
宅
に
立
寄
る
七
年
斗
り
逢
は
な
か
つ
た
祖

母
に
逢
つ
て
元
気
ら
し
い
顔
色
を
見
て
喜
は
し
く
思
ふ
八
十
九

才
て
遥
々
東
京
迄
よ
く
出
掛
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
東
京
が
骨

を
埋
め
る
処
に
な
る
事
だ
ら
う
と
思
ふ
目
も
脳
力
を
甚
慥
か
だ

か
耳
が
遠
く
な
つ
た
の
で
充
分
に
話
を
す
る
事
が
出
来
ん
の
で
顔

を
見
て
は
笑
っ
て
居
る
斗
り
で
何
だ
か
物
足
り
な
く
思
う
元
来

や
さ
し
い
お
婆
さ
ん
が
こ
ん
な
に
年
を
と
る
と
ま
る
で
小
児
の
や
う
に
な
つ

て
し
ま
う
母
94
な
ど
は
佛
様
だ
と
云
っ
て
い
る
夕
食
を
一
所
に
し
て

帰
る　

帰
途
薬
種
屋
で
話
の
聞
こ
へ
る
機
械
を
探
し
た

が
中
々
無
い

国
か
ら
の
お
土
産
は
蒲
鉾
と
の
み
と
り
粉
と
五
色
素
麺
で
あ
っ
た

け
ふ
は
馬
鹿
に
蒲
鉾
に
縁
の
あ
る
日
で
あ
る

夜
入
浴
、
遠
雷
を
聞
く
、
勿
論
彗
星
は
見
へ
ぬ
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五
月
二
十
五
日
水
曜　

晴

今
日
は
バ
ロ
ダ
国
王
殿
下
95
を
宮
内
省
が
後
楽
園
に
御
案
内
す
る
日
で
其

余
興
と
し
て
楽
焼
を
三
越
へ
賴
ん
で
来
た
の
で
店
か
ら
は
久
保
田
君
と
自
分
と
そ
れ
か
ら

板
谷
波
山
氏
96
と
が
朝
十
時
迄
に
後
楽
園
に
集
っ
た
有
名
な
後
楽
園
を

見
る
の
は
初
め
て
な
の
で
一
層
驚
い
た
九
八
家
と
云
ふ
亭
で
弁
当
を
食
う

て
松
原
を
う
し
ろ
に
菖
蒲
の
花
咲
く
池
を
前
に
楽
焼
の
か
ま
を
据
へ
た

十
二
時
前
王
の
一
行
が
来
ら
れ
て
例
に
依
っ
て
署
名
を
楽
焼
の
皿
に
交

換
す
る
稲
葉
子
爵
97
福
嶌
中
将
98
な
ど
は
毎
度
の
楽
焼
の
味
を
知
っ
て

い
る
の
で
一
番
に
筆
を
と
る
王
も
四
五
枚
皆
か
ら
皿
や
茶
碗
を
お
し
付

け
ら
れ
て
し
き
り
に
御
名
を
署
し
て
居
ら
れ
た

三
時
過
に
楽
焼
が
済
ん
で
店
に
帰
る

夜
図
按
部
要
件
の
話
で
磐
瀬
と
末
廣
に
會
す

此
夜
初
め
て
彗
星
を
見
る
市
中
鼎
の
沸
く
如
き
騒
で
あ
る

五
月
二
十
六
日
木
曜
晴　
　

夕
刻
よ
り
大
雷
雨
な
り
一
時
間
斗
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
て
晴
渡
る
彗
星
雨
後
の
空
に
輝
く

今
日
は
パ
ロ
ダ
王
妃
殿
下
ニ
楽
焼
を
見
せ
る
の
で
朝
八
時
過
か
ら
帝
国
ホ
テ
ル
に

出
掛
け
た
楽
焼
の
焼
始
ま
る
頃
王
妃
殿
下
や
王
女
殿
下
も
出
て
来
ら
れ
て
観

し
て
楽
焼
の
筆
を
と
ら
れ
た
着
物
の
仕
合
か
ら
額
に
紅
を
点
じ
た
処
な
ど

さ
な
か
ら
釋
迦
を
思
は
し
む
る
の
で
あ
っ
た
お
付
の
秘
書
官
の
人
に
頼
ん
で
サ
ン
ス
ク

リ
ツ
ト
で
虎
と
云
ふ
字
を
盃
に
書
い
て
貰
っ
た
十
一
時
頃
か
ら
妃
殿
下
一
行
は

市
中
見
物
に
出
ら
れ
た
の
で
十
二
時
頃
帰
途
に
つ
く
波
山
氏
は
今
日
は
工
業

学
校
99
の
記
念
日
で
夛
忙
で
あ
る
の
に
十
二
時
迄
楽
焼
に
か
く
つ
た
の
で
大
に
閉

口
し
た
ら
し
い
が
し
か
印
度
の
王
妃
を
見
る
楽
し
み
に
操
合
し
て
出

て
来
ら
れ
た
の
ら
し
い
晝
飯
を
久
保
田
君
と
黄
川
田
で
済
ま
し
て

店
へ
出
る
大
分
疲
労
し
た
の
で
何
も
仕
事
を
し
な
い
で
五
時
前
退
出

し
た
帰
途
砥
石
と
印
刀
を
購
ふ

夜
石
印
二
顆
（
図
13
）100
を
刻
る
一
は
け
ふ
書
い
て
貰
っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ツ
ト
の
虎
と
云
ふ

字
で
あ
る
、
け
ふ
書
い
て
貰
っ
た
時
に
米
齋
君
に
犬
と
云
ふ
字
波
山
氏

は
獅
子
と
云
ふ
字
を
書
い
て
貰
っ
た
が
焼
上
げ
て
見
る
と
自
分
の
分
一
つ

が
満
足
に
焼
け
て
他
の
二
つ
は
形
な
し
に
流
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
米
齋
君

な
ど
大
に
残
念
が
っ
て
僕
一
人
羨
や
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
ホ
テ
ル
の
門
を
出

る
時
誤
っ
て
取
落
し
て
四
つ
斗
り
に
碎
け
た
甚
タ
残
念
し
た

今
夜
初
め
て
彗
星
を
明
了
に
見
る
事
か
出
来
た
昨
晩
は
自
分
の

見
た
時
は
け
ふ
の
程
明
了
で
な
か
つ
た
先
つ
安
心
し
た　

だ
ん

く
遠
ざ

か
る
の
で
明
了
で
は
あ
る
が
少
さ
く
な
つ
た
そ
れ
で
も
ま
だ
三
十
度
位

の
長
さ
に
光
の
尾
を
見
る
事
か
出
来
た
、
次
に
地
球
に
近
つ
く
時
は
七
十
余

年
先
の
事
で
あ
る
か
ら
と
て
も
自
分
等
の
活
て
い
る
間
に
見
る
事
が
出
来
ん

そ
う
思
う
と
名
残
惜
し
く
い
つ
迄
も
眺
め
て
い
た
い
や
う
で
あ
る

1910
年
ハ
ー
レ
ー
ス
コ
メ
ッ
ト
出
顕
記
念
に
何
か
残
し
て
置
き
た
い
も
の
だ
と

思
ふ

五
月
二
十
七
日
金
曜　

晴

朝
少
し
く
躰
の
具
合
が
悪
い
の
で
十
一
時
過
迄
寝
る

十
二
時
過
店
に
出
る
け
ふ
は
高
等
工
業
の
記
念
会
で
磐
瀬
と
一
所
に

二
時
頃
か
ら
出
掛
け
る
大
変
な
人
出
で
埃
と
暑
さ
と
で
と
て
も
ゆ
つ
く
り

覧
て
居
ら
れ
な
か
っ
た
専
門
学
校
で
も
や
は
り
小
供
ら
し
い
製
作
品

に
は
微
笑
さ
る
ヽ
も
の
が
夛
い
梅
木
101
に
逢
う
波
山
氏
に
逢
う

四
時
頃
店
に
帰
る

夕
刻
帰
宅
今
晩
は
早
寝
を
し
た

五
月
二
十
八
日　

土
曜　

晴
午
后
少
し
く
雨

｛
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
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朝
神
田
の
古
本
屋
が
来
る

朝
九
時
頃
出
勤
正
午
博
文
館
に
行
く

小
波
氏
に
川
越
の
馬
方
の
持
つ
提
灯
を
贈
る
102

夕
食
吉
川

の
牛
肉
を
喰
う

五
月
二
十
九
日
日
曜　

雨

今
日
は
珍
ら
し
く
早
出
を
す
る
店
の
時
計
か
八
時
半
過
を
指
し
て
居
る
時
に

出
勤
し
た
の
は
近
来
破
天
荒
の
事
で
あ
る
昨
日
児
童
用
品
研
究
会
103

繪
本
出
版
の
参
考
書
類
購
入
案
を
提
出
し
て
置
い
た
の
が
可
決
に

成
っ
た
の
で
早
速
博
文
館
か
ら
お
伽
噺
な
ど
の
本
を
買
入
れ
た

午
后
は
車
軸
を
流
す
や
う
な
強
雨
で
自
然
店
も
客
が
少
な
か
つ
た

帰
途
新
聞
社
104
に
よ
る
久
し
ぶ
り
に
て
社
友
と
夕
食
を
共
に
す
る

今
日
は
軍
神
廣
瀬
中
佐
105
の
銅
像
除
幕
式
が
あ
っ
た
日
で
須
田
町

辺
は
非
常
な
雑
踏
だ
っ
た
そ
う
だ
が
朝
来
の
雨
で
折
角
の
余

興
な
ど
も
振
ふ
事
を
出
来
な
か
っ
た
ら
う

今
夜
は
彗
星
が
非
常
に
よ
く
見
へ
る
長
さ
も
先
日
見
た
時
よ
り

長
く
見
へ
る
雨
上
り
の
透
明
な
空
気
の
為
だ
ら
う

五
月
丗
日
月
曜　

晴

朝
軍
人
世
界
106
の
さ
し
繪
を
か
く
、
早
起
を
す
る
と
五
月
晴
の
庭
が
活
々

と
し
て
草
の
葉
の
露
に
爽
快
の
気
を
覚
へ
る
、
萩
が
大
分
延
び
た
百
合

も
大
き
く
な
っ
た
十
本
宛
（
ず
つ
）
植
へ
た
胡
瓜
と
茄
子
が
半
分
弱
よ
り
つ
か
な
か
っ
た
、

出
勤
の
途
上
数
寄
屋
橋
の
キ
リ
ス
ト
教
の
本
屋
と
銀
座
の
教
文
館

で
小
供
の
繪
本
類
を
買
う

来
訪
者
は
山
田
君
と
森
脇
107
が
学
資
金
の
為
替
を
受
取
に
来

た
斗
り
で
あ
る

今
日
彗
星
の
図
按
を
し
た
手
拭
が
出
来
た

夜
隣
の
國
ち
ゃ
ん
108
を
モ
デ
ル
に
し
て
少
年
世
界
臨
時
号
（
図
14
）109
の

口
画
の
凸
版
々
下
を
か
く

五
月
丗
一
日
火
曜
晴

朝
少
年
世
界
の
口
画
を
仕
上
げ
て
い
る
と
小
林
蹴
月
氏
来
訪

昨
日
迄
湯
河
原
に
い
っ
て
居
た
と
の
こ
と
湯
か
原
に
は
大
岡
育

造
氏
110
が
病
後
保
養
の
為
轉
居
し
て
居
ら
れ
る
の
で
遊
ひ
に
い
っ
た

の
だ
さ
う
だ
盆
栽
家
だ
け
に
早
速
庭
に
下
り
て
松
の
緑
を
切
る

法
方
を
示
す
と
い
っ
て
下
の
方
の
枝
だ
け
手
入
れ
を
し
て
く
れ
た

十
時
頃
一
所
に
宅
を
出
る
小
林
君
は
芝
に
立
寄
り
と
て
虎
の
門

で
電
車
で
別
れ
る

店
で
来
訪
者
ハ
山
田
君
と
小
林
鐘
吉
君
だ
っ
た

都
合
に
よ
る
と
店
で
前
橋
の
藝
者
演
藝
場
の
配
景
を

切
受
け
る
か
も
知
せ
ん
と
粗
山
君
111
の
話
し
が
有
っ
た
前
橋
に
一
週
間

斗
り
も
配
景
を
か
き
に
出
張
す
る
の
も
面
白
か
ら
う
と
大
に
乗
気

に
な
る

　

な
お
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
、
下
記
の
諸
氏
に
種
々
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
（
敬
称

略
、
五
十
音
順
）。
相
川
順
子
、
石
丸
耕
一
、
上
田
一
樹
、
折
井
貴
恵
、
髙
曽
由
子
、
五
味
俊
晶
、

杉
山
は
る
か
、
大
明
敦
、
長
井
健
、
宝
珠
史
洋
。
末
筆
で
は
あ
る
が
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

〔31〕

杉浦非水による『明治四十三年日記』について



【
註
】

１���

長
井
健
「
愛
媛
県
美
術
館
の
杉
浦
非
水
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
（
『
「
生
誕
一
四
〇
年�

杉
浦
非
水　

開
花
す
る
モ
ダ
ン

デ
ザ
イ
ン
展
」
図
録
』
愛
媛
県
美
術
館
、
二
〇
一
七
）
参
照
。

２�　

年
代
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
当
日
記
内
で
ハ
レ
ー
彗
星
に
つ
い
て
非
水
が
記
載
し
て
お
り
、
ま
た
同
八
日
、
十
四

日
付
け
の
日
記
で
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
の
訃
報
に
つ
い
て
記
述
が
あ
り
、
十
四
日
に
つ
い
て
は
当
時
の
東
京
の
様
子
に

つ
い
て
詳
細
な
記
述
が
あ
る
た
め
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
と
同
定
し
た
。

３�　

本
作
に
は
非
水
に
よ
る
タ
イ
ト
ル
表
記
が
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
、
本
作
を
『
明
治
四
十
三
年
日
記
』
と
呼
称
す

る
。

４�　

五
月
七
日
付
け
、
八
日
付
け
日
記
の
２
ペ
ー
ジ
。

５�　

「
自
伝
六
十
年
（
十
）
三
越
時
代
前
期
」
（
『
広
告
界
』
第
十
二
巻
第
八
号
、
一
九
三
五
年
八
月
、
六
九
頁
）
。

６�　

な
お
拙
稿
「
杉
浦
非
水
と
同
時
代
作
家
た
ち
と
の
繋
が
り
」
（
『
杉
浦
非
水　

時
代
を
ひ
ら
く
デ
ザ
イ
ン
』
、

二
〇
二
一
）
に
お
い
て
簡
単
な
紹
介
を
行
っ
て
は
い
る
。

７�　

こ
の
年
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
一
月
、
三
越
呉
服
店
図
案
部
が
意
匠
部
か
ら
独
立
し
、
非
水
は
同
部
主
任

に
就
任
。
前
掲
註
（
5
）
参
照
。

８�　

非
水
の
妻
。
自
身
も
歌
人
と
し
て
活
躍
。
川
越
で
代
々
庄
屋
を
つ
と
め
た
岩
崎
紀
一
の
三
女
。
兄
に
福
沢
諭
吉
の

次
女
・
房
子
の
夫
と
な
る
福
沢
桃
介
が
い
る
。

９�　

未
詳
。

10�　

現
在
も
神
田
で
営
業
を
続
け
る
株
式
会
社
文
房
堂
（
東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
一
丁
目
二
十
一-

一
）
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。
（
図
４
）
非
水
は
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
発
刊
さ
れ
た
文
房
堂
カ
タ
ロ
グ
の
表
紙
を
手

掛
け
て
い
る
。
（
図
５
）

11�　

一
九
一
〇
年
五
月
六
日
に
崩
御
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
の
こ
と
。

12�　

翠
子
に
は
三
人
の
兄
が
い
た
た
め
、
岩
崎
育
太
郎
、
福
沢
桃
介
、
岩
崎
紀
博
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

13�　

折
井
貴
恵
氏
（
川
越
市
立
美
術
館
主
任
学
芸
員
）
に
よ
る
と
岩
崎
育
太
郎
の
長
男
の
名
は
「
晴
一
」
の
た
め
、
育

太
郎
の
子
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
『
岩
崎
勝
平
読
本
』
巻
頭
に
折
井
氏
の
「
岩
崎
勝
平
覚
え
書
き
」
が
あ
り
、

そ
の
中
に
勝
平
の
兄
弟
の
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
兄
は
上
か
ら
順
に
、
晴
一
（
せ
い
い
ち
）
柔
二
（
じ
ゅ
う
じ
）

陽
三
（
よ
う
ぞ
う
）
元
四
（
も
と
し
）
圭
五
（
け
い
ご
）
清
録
（
せ
い
ろ
く
）
弟
は
末
吉
（
す
え
き
ち
）
重
男
（
し

げ
お
）
。

14�　

当
館
所
蔵
《
杉
浦
非
水
宛
年
賀
状
》
の
中
に
、
大
槻
弐
雄
か
ら
の
年
賀
状
が
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
大
槻
君
」
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

15　

現
住
所
：
東
京
都
港
区
北
青
山
三
丁
目
五-

十
七
。

16�　

明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
博
文
館
が
創
刊
し
た
少
女
雑
誌
。
明
治
二
十
八
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
少
年
世
界
』

の
姉
妹
誌
で
、
創
刊
当
時
主
筆
を
巖
谷
小
波
が
務
め
た
。

17�　

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
設
立
さ
れ
た
。
非
水
は
明
治
四
十
五
年
ご
ろ
、
こ
の
台
湾
支
部
の
機
関
紙
「
台

湾
愛
国
婦
人
」
の
表
紙
を
担
当
し
た
。

18�　

久
留
島
武
彦
（
一
八
七
四
～
一
九
六
〇
）
児
童
文
学
者
。
非
水
と
は
中
央
新
聞
社
時
代
か
ら
面
識
が
あ
っ
た
。
前

掲
註
（
5
）
参
照
。

19�　

久
留
島
武
彦
の
長
女
（
図
６
）
。

20�　

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
五
月
五
日
に
開
園
し
た
早
蕨
幼
稚
園
。
久
留
島
武
彦
記
念
館
「
久
留
島
武
彦
年

譜
」http://kurushim

atakehiko.com
/about/history�

よ
り
参
照
。

21�　

三
越
児
童
博
覧
会
。
三
越
は
，
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
四
月
の
第
一
回
を
皮
切
り
に
大
正
三

（
一
九
一
四
）
年
ま
で
は
毎
年
「
児
童
博
覧
会
」
を
開
催
し
て
い
る
。

22�　

永
井
荷
風
は
「
銀
座
」
に
お
い
て
、
「
自
分
は
折
々
天
下
堂
の
三
階
の
屋
根
裏
に
上
が
っ
て
都
会
の
眺
望
を
楽
し

ん
だ
」
（
『
荷
風
随
筆
集
（
上
）
』
岩
波
文
庫
）
と
記
し
て
お
り
、
非
水
も
銀
座
に
あ
っ
た
天
下
堂
を
訪
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。https://w

w
w
.ginza.jp/colum

n/5828

も
参
照
。

23�　

「
自
伝
六
十
年
（
九
）
中
央
新
聞
社
時
代
」
（
『
広
告
界
』
第
十
二
巻
第
八
号
、
一
九
三
五
年
八
月
、
六
七
頁
）

に
中
央
新
聞
社
時
代
に
共
に
富
士
山
に
登
っ
た
記
者
の
名
前
と
し
て
「
神
東
君
」
と
出
て
来
る
。

24�　

未
詳
。

25�　

未
詳
。

26�　

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
三
浦
理
が
神
田
錦
町
に
創
業
し
た
有
朋
堂
か
。

27�　

大
野
雲
外
（
一
八
六
三
～
一
九
三
八
）
本
名
・
延
太
郎
。
明
治
時
代
か
ら
昭
和
時
代
初
期
に
活
動
し
た
日
本
の
画

工
・
人
類
学
者
・
考
古
学
者
。

28�　

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
三
月
二
十
日
、
東
京
都
京
橋
区
銀
座
二
丁
目
一
〇
番
地
に
開
館
し
た
発
明
館
の
こ

と
か
。
『
発
明
協
会
七
〇
年
史
』
（
一
九
七
四
、
発
明
協
会
）
参
照
。

29�　

磐
瀬
純
「
自
伝
六
十
年
（
十
）
三
越
時
代
前
期
」
（
『
広
告
界
』
第
十
二
巻
第
八
号
、
一
九
三
五
年
八
月
、
六
八

頁
）
よ
り
「
東
美
で
私
と
同
期
卒
業
生
の
磐
瀬
純
君
は
既
に
私
よ
り
何
年
か
前
に
入
店
し
、
久
保
田
氏
の
輩
下
と
し

て
図
案
の
仕
事
を
や
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
」
と
あ
る
。

30�　

モ
ー
リ
ス
・
ピ
ヤ
ー
ル
＝
ヴ
ェ
ル
ヌ
イ
ユ
が
著
し
た
ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
と
植
物
に
つ
い
て
書
か
れ
た
参
考
書
。
彼

は
ウ
ジ
ュ
ー
ヌ
・
グ
ラ
ッ
セ
に
師
事
し
て
い
た
。�M

aurice�PILLA
RD
-V
ERN

EU
IL

：Etude　

de�la�plante�

son�application�aux　

Industries�dart,

31�　

未
詳
。

32�　

一
八
九
七
年
創
刊
のD

eutschen　

kunst�und�D
ekoration

の
こ
と
か
。
藤
田
麻
希
氏
は
、
非
水
が
大
阪
時
代

〔32〕

愛媛県美術館紀要　第20号（2021）



に
東
京
美
術
学
校
で
目
に
し
て
い
た
同
雑
誌
を
買
い
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
、
三
越
入
社
後
は
同
雑
誌
が
い
つ
で
も

閲
覧
で
き
る
状
況
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
藤
田
麻
希
「
杉
浦
非
水
の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
」
（
『B

andaly

』
第

十
二
号
、
二
〇
一
三
）
参
照
。

33�　

M
odern�kunst　

の
こ
と
か
。

34�　

一
八
九
六
年
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
『D

ie�Jugend

』
。

35�　

中
澤
弘
光
（
一
八
七
四
～
一
九
六
四
）
東
京
美
術
学
校
西
洋
画
科
選
科
で
黒
田
清
輝
に
師
事
。
明
治
三
十
四
年

（
一
九
〇
一
）
七
月
か
ら
非
水
が
黒
田
邸
の
書
生
と
な
っ
て
か
ら
は
と
も
に
生
活
す
る
。
同
年
一
二
月
頃
「
み
だ
れ

髪
歌
留
多
」
を
合
作
し
た
が
、
六
割
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
非
水
の
養
母
死
去
の
た
め
に
中
断
。
「
自
伝
六
十
年

（
五
）
黒
田
邸
寄
寓
時
代
」
（
『
広
告
界
』
第
十
二
巻
第
五
号
、
一
九
三
五
年
五
月
、
七
五
頁
）
。
二
歳
年
上
の
中

澤
の
こ
と
を
非
水
は
兄
の
よ
う
に
慕
い
、
後
年
ま
で
親
交
が
あ
っ
た
。

36�　

こ
の
絵
は
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
の
一
〇
月
頃
に
制
作
し
、
国
民
美
術
協
会
の
何
回
展
か
の
特
別
陳
列
と

し
て
明
治
時
代
の
肖
像
画
と
し
て
展
覧
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
前
掲
註
（
35
）
参
照
。

37�　

「
現
今
の
大
家
［
七
］
中
澤
弘
光
氏
」
（
『
美
術
新
報
』
九
巻
九
号
、
一
九
一
〇
年
七
月
、
一
四
八
頁
）
に
中
澤

の
描
い
た
非
水
の
肖
像
画
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

38�　

未
詳
。

39�　

「
華
表
」
は
漢
語
で
中
国
の
石
柱
の
こ
と
だ
が
、
日
本
で
は
こ
れ
を
鳥
居
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
大
明

敦
氏
（
さ
い
た
ま
文
学
館
主
任
専
門
員
）
に
ご
教
示
頂
い
た
。

40�　

未
詳
。

41�　

現
住
所
：
千
葉
県
千
葉
市
稲
毛
区
稲
毛
一-

十
五-

一
〇
、
稲
毛
浅
間
神
社
。
現
在
は
埋
め
立
て
に
よ
り
、
神
社
と

海
は
離
れ
て
い
る
が
、
明
治
時
代
に
は
か
な
り
近
い
位
置
関
係
で
あ
っ
た
た
め
、
海
の
中
に
鳥
居
が
立
っ
て
い
た
と

い
う
伝
聞
が
残
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
神
社
が
不
審
火
に
よ
っ
て
燃
え
て
し
ま
っ
た
た
め
、
当
時

の
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

42�　

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
開
業
。
森
鴎
外
や
島
崎
藤
村
を
は
じ
め
多
く
の
文
人
が
滞
在
し
た
。
河
東
碧
梧
桐

が
著
書
『
三
千
里
』
の
中
で
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
八
月
六
日
、
稲
毛
の
海
気
館
に
一
泊
し
た
様
子
が
書
か

れ
て
お
り
、
碧
梧
桐
に
心
酔
し
て
い
た
非
水
が
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。

43�　

非
水
が
見
た
画
室
跡
は
、
和
田
英
作
が
ビ
ゴ
ー
か
ら
引
き
継
い
だ
ア
ト
リ
エ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
ビ
ゴ
ー
《
稲
毛
村
の
わ
が
ア
ト
リ
エ
》
一
八
九
二
～
一
八
九
七
頃
、
千
葉
県
立
美
術
館
蔵
。
相
川
順
子
氏

（
千
葉
県
立
美
術
館
学
芸
員
）
の
ご
教
示
に
よ
る
。

44�　

竹
貫
佳
水
（
一
八
七
五
～
一
九
二
二
）
博
文
館
で
「
少
年
世
界
」
「
中
學
世
界
」
の
編
集
に
従
事
。

45�　

前
掲
註
（
23
）
参
照
。

46�　

田
口
米
作
著
『
色
彩
新
論
』
（
一
九
一
〇
、
東
陽
堂
）
。

47�　

未
詳
。

48�　

例
え
ば
、
同
年
に
は
『
七
番
日
記
』
（
一
九
一
〇
、
一
茶
同
好
会
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

49�　

『
七
番
日
記
』
五
月
の
項
に
は
「
ざ
ぶ

く
と
白
壁
洗
ふ
わ
か
葉
哉
」
と
い
う
俳
句
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
非
水

は
こ
の
句
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
林
一
茶
『
七
番
日
記
抄
・
下
』
（
一
九
二
六
、
春
陽
堂
）
参
照
。

50�　

現
段
階
で
は
人
物
の
特
定
は
で
き
て
い
な
い
も
の
の
、
幸
田
露
伴
の
子
へ
土
産
を
買
い
、
非
水
に
理
髪
の
本
の
表

紙
図
案
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
か
ら
出
版
社
の
人
間
と
考
え
ら
れ
る
。

51�　

未
詳
。

52�　

未
詳
。

53�　

雑
誌
『
日
本
及
日
本
人
』
に
「
一
日
一
信
」
と
し
て
河
東
碧
梧
桐
が
連
載
し
て
い
た
も
の
が
後
の
「
三
千
里
」
で

あ
る
。
河
東
碧
梧
桐
『
三
千
里
』
（
一
九
七
三
、
講
談
社
）
、
河
東
碧
梧
桐
『
続
三
千
里
』
（
一
九
七
四
、
講
談

社
）
参
照
。

54�　

河
東
碧
梧
桐
（
一
八
七
三
～
一
九
三
七
）
愛
媛
県
松
山
市
出
身
。
俳
人
。

55�　

「
四
月
十
三
日
。
小
雨
。
」
か
ら
始
ま
り
、
約
四
ペ
ー
ジ
に
渡
り
、
不
折
俳
画
の
批
評
が
書
か
れ
て
い
る
。
河
東

碧
梧
桐
『
続
三
千
里
（
中
）
』
（
一
九
七
四
、
講
談
社
）
参
照
。

56�　

日
記
上
で
は
「
米
子
」
は
十
七
日
に
初
め
て
登
場
す
る
が
、
本
作
の
画
帳
の
ペ
ー
ジ
の
順
番
通
り
に
掲
載
す
る
。

57�　

未
詳
。

58�　

『
み
つ
こ
し
タ
イ
ム
ス
』
の
こ
と
。

59�　

新
聞
『
日
本
』
の
「
日
本
俳
句
」
の
欄
。
主
任
は
河
東
碧
梧
桐
が
務
め
た
。

60�　

俳
句
雑
誌
。
一
八
九
七
年
（
明
治
三
〇
）
一
月
、
正
岡
子
規
の
援
助
に
よ
り
、
柳
原
極
堂
（
一
八
六
七
―

一
九
五
七
）
が
松
山
に
創
刊
し
た
日
本
派
初
の
俳
誌
。
翌
年
一
〇
月
、
発
行
所
を
東
京
に
移
し
て
高
浜
虚
子
が
編
集

発
行
を
担
当
。
子
規
一
派
の
機
関
誌
と
し
て
内
藤
鳴
雪
、
河
東
碧
梧
桐
、
石
井
露
月
、
佐
藤
紅
緑
ら
を
擁
し
、
新
聞

『
日
本
』
の
子
規
選
俳
句
欄
と
並
び
、
日
本
派
興
隆
の
拠
点
と
な
っ
た
。
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
）
子
規
没

後
、
虚
子
が
こ
れ
を
継
承
し
、
碧
梧
桐
は
「
日
本
俳
句
」
欄
を
継
承
し
た
。

61�　

細
川
風
谷
（
一
八
六
七
～
一
九
一
九
）
明
治
・
大
正
期
の
講
談
師
。
研
友
社
社
友
。
尾
崎
紅
葉
の
す
す
め
で
号
を

「
風
谷
」
と
す
る
。

62�　

高
峰
筑
風
（
一
八
七
九
～
一
九
三
六
）
筑
前
琵
琶
か
ら
派
生
し
た
高
峰
琵
琶
の
創
始
者
で
宗
家
。
本
名
鈴
木
徹

郎
。
博
多
生
れ
。

63�　

未
詳
。

64�　

小
林
蹴
月
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
四
（
？
）
）
中
央
新
聞
、
や
ま
と
新
聞
の
記
者
を
歴
任
し
、
同
紙
の
ほ
か
「
文

芸
倶
楽
部
」
な
ど
に
小
説
を
寄
稿
。
著
書
に
「
う
も
れ
咲
」
「
夜
半
の
鐘
」
な
ど
が
あ
る
。
非
水
と
は
、
中
央
新
聞

時
代
か
ら
面
識
が
あ
っ
た
。
前
掲
註
（
23
）
参
照
。
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65�　

『
東
京
日
日
新
聞
』
（
一
九
一
〇
、
五
月
十
九
日
）
付
け
、
「
支
那
で
は
爆
竹
で
彗
星
を
驚
か
し
て
退
散
せ
し
め

る
と
い
う
奇
抜
な
呪
（
ま
じ
な
い
）
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
米
国
で
は
ハ
レ
ー
彗
星
が
地
球
と
衝
突
し
た
場
合
、
そ
の

厄
を
逃
る
る
に
は
、
地
中
に
潜
っ
て
い
る
が
一
番
安
全
だ
と
い
っ
て
、
五
六
日
前
か
ら
穴
居
を
始
め
た
人
が
あ
る
そ

う
だ
。
ま
た
、
日
本
に
も
二
三
日
前
の
こ
と
、
日
向
国
延
岡
町
の
渡
辺
某
妻
は
、
十
九
日
ハ
レ
ー
彗
星
が
地
球
と
衝

突
す
る
と
下
界
の
人
間
は
皆
打
殺
さ
れ
る
と
い
う
例
の
風
説
を
信
じ
て
、
逆
上
の
あ
ま
り
卒
倒
し
て
遂
に
彼
の
世
の

人
と
な
っ
た
」

66�　

幸
田
露
伴
（
一
八
六
七
～
一
九
四
七
）
の
こ
と
か
。

67�　

未
詳
。

68�　

日
比
翁
助
（
一
八
六
〇
～
一
九
三
一
）
明
治
時
代
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
の
実
業
家
。
三
越
百
貨
店
を
創
業
し

三
越
の
経
営
改
革
を
進
め
、
日
本
初
の
百
貨
店
を
つ
く
っ
た
人
物
。
当
時
専
務
取
締
役
。

69�　

藤
村
喜
七
（
一
八
五
一
～
一
九
二
一
）
三
重
県
生
ま
れ
。
呉
服
商
の
三
井
呉
服
店
で
働
き
、
同
店
が
日
本
初
の
百

貨
店
・
株
式
会
社
三
越
呉
服
店
に
な
っ
た
時
に
取
締
役
に
推
さ
れ
る
。
こ
の
当
時
、
三
越
の
常
務
取
締
役
。

70�　

現
在
の
東
京
聖
三
一
教
会
の
こ
と
。
一
八
八
九
年
（
明
治
二
十
二
）
よ
り
、
立
教
学
校
（
立
教
学
院
）
に
隣
接
す

る
築
地
三
十
九
番
に
赤
煉
瓦
造
り
の
教
会
が
築
地
の
各
集
会
所
の
会
衆
と
、
深
川
聖
三
一
教
会
（
後
の
真
光
教
会
）

か
ら
分
か
れ
た
会
衆
に
よ
り
発
足
し
た
。
一
九
〇
五
年
の
関
東
大
震
災
ま
で
は
こ
の
地
に
教
会
が
あ
っ
た
。https://

trinity-tokyo.sakura.ne.jp/pg24.htm
l

参
照
。

71�　

明
治
四
十
三
年
に
泉
鏡
花
著
の
『
鏡
花
集　

第
４
巻
』
が
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
そ
の
装
丁
は
橋
口
五
葉
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

72�　

未
詳
。

73�　

久
保
田
米
斎
か
。

74�　

巖
谷
小
波
か
。

75�　

沼
田
笠
峯
（
一
八
八
一
～
一
九
三
六
）
明
治
か
ら
昭
和
時
代
前
期
の
編
集
者
、
教
育
者
。
明
治
四
十
年
よ
り
博
文

館
発
刊
の
「
少
女
世
界
」
の
主
筆
。

76�　

未
詳
。

77�　

久
保
田
米
斎
（
一
八
七
四
～
一
九
三
七
）
明
治
か
ら
昭
和
時
代
前
期
の
画
家
。
舞
台
美
術
家
。
非
水
が
東
京
美
術

学
校
に
入
学
試
験
を
受
け
た
際
、
「
其
合
格
者
の
第
一
位
は
、
後
年
私
が
三
越
へ
入
っ
た
時
種
種
御
厄
介
に
な
つ
た

久
保
田
米
齋
氏
で
あ
つ
た
。
」
と
あ
る
。
「
自
伝
六
十
年
（
三
）
東
京
美
術
學
校
時
代
（
上
）
」
（
『
広
告
界
』
第

十
二
巻
第
三
号
、
一
九
三
五
年
三
月
、
六
七
頁
）
参
照
。

78�　

�

東
京
市
神
田
区
錦
町
一
丁
目
十
番
地
に
あ
っ
た
「
三
才
社
」
の
こ
と
か
。

79�　

「
三
才
社
」
は
、
神
田
教
会
の
フ
ラ
ン
ス
人
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
ル
モ
ワ
ヌ
神
父
が
創
立
し
た
た
め
、
「
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
」
と
い
う
言
及
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

80�　

前
掲
註
（
12
）
参
照
。

81�　

anim
al�vivant

の
こ
と
か
。

82�　

巖
谷
小
波
（
一
八
七
〇
～
一
九
三
三
）
児
童
文
学
者
。
小
説
家
。
俳
人
。
一
八
九
五
年
創
刊
の
雑
誌
『
少
年
世

界
』
の
主
筆
を
務
め
る
。

83�　

現
在
、
当
館
に
は
所
蔵
が
確
認
で
き
て
い
な
い
。

84�　

岡
野
栄
と
小
林
鐘
吉
は
、
非
水
と
と
も
に
中
西
屋
書
店
か
ら
月
に
一
冊
、
全
三
十
五
冊
が
出
版
さ
れ
た
『
日
本
一

の
画
噺
』
シ
リ
ー
ズ
の
挿
絵
を
担
当
し
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
六
月
、
こ
の
三
人
の

他
に
、
中
澤
弘
光
、
山
本
森
之
助
、
跡
見
泰
、
三
宅
克
己
の
七
人
で
美
術
団
体
光
風
会
が
結
成
さ
れ
た
。

85�　

傍
線
は
非
水
に
よ
る
も
の
。

86�　

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
女
性
の
間
に
流
行
し
た
日
本
髪
の
一
種
。

87�　

前
掲
註
（
85
）
同
様
、
傍
線
は
非
水
に
よ
る
も
の
。

88�　

五
月
二
十
二
日
の
夜
に
制
作
し
て
い
た
図
案
と
考
え
ら
れ
る
。

89�　

前
掲
註
（
72
）
の
裏
絵
と
考
え
ら
れ
る
。

90�　

未
詳
。

91�　

現
在
の
三
重
県
伊
勢
市
。
当
時
は
二
見
町
で
あ
っ
た
。

92�　

杉
浦
家
戸
籍
謄
本
に
よ
る
と
、
養
父
杉
浦
祐
明
の
母
セ
イ
は
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
に
逝
去
し
て
い
る
た

め
、
こ
こ
に
出
て
来
る
祖
母
と
は
実
父
の
母
と
考
え
ら
れ
る
。

93�　

実
父
、
白
石
朝
忠
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

94�　

「
自
伝
六
十
年
（
五
）
黒
田
邸
寄
寓
時
代
」
（
『
広
告
界
』
第
十
二
巻
第
五
号
、
一
九
三
五
年
五
月
、
七
三
頁
）

に
よ
る
と
明
治
三
十
四
年
に
十
年
ぶ
り
に
帰
国
し
た
父
と
半
月
ば
か
り
松
山
に
帰
省
し
た
後
、
「
父
も
其
後
家
庭
を

持
つ
準
備
の
為
」
共
に
東
京
に
帰
っ
た
と
あ
る
た
め
、
父
が
帰
国
後
に
新
た
に
迎
え
た
女
性
を
こ
こ
で
は
「
母
」
と

呼
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

95�　

『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
に
よ
る
と
「
明
治
四
十
三
年
五
月
十
七
日　

是
日
栄
一
、
イ
ン
ド
、
パ
ロ
ダ
国
国
王
マ

ハ
ラ
ジ
ャ
・
サ
ヒ
ブ
・
ガ
イ
カ
ー
ヲ
日
本
女
子
大
学
校
ニ
案
内
シ
、
後
、
飛
鳥
山
邸
ニ
招
キ
テ
晩
餐
会
ヲ
開
ク
」
と

あ
る
。
渋
沢
青
淵
記
念
財
団
竜
門
社
編
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
三
十
八
巻
（
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
刊
行
会
刊
、

一
九
六
一
）
参
照

96�　

板
谷
波
山
（
一
八
七
二
～
一
九
六
三
）
陶
芸
家
。
一
八
九
四
年
東
京
美
術
学
校
彫
刻
科
卒
業
。
石
川
県
工
業
学

校
、
次
い
で
東
京
高
等
工
業
学
校
に
勤
務
し
な
が
ら
陶
磁
器
の
研
究
を
重
ね
、
一
九
〇
四
年
か
ら
東
京
田
端
に
窯
を

築
い
て
制
作
に
専
念
し
た
。

97�　

稲
葉
正
縄
（
一
八
六
七
～
一
九
一
九
）
も
と
山
城
（
京
都
府
）
淀
藩
主
稲
葉
正
邦
の
養
子
と
な
る
。
明
治
二
十
八

年
東
宮
侍
従
、
の
ち
式
部
官
。
子
爵
。
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98�　

福
島
安
正
の
日
記
に
は
、
五
月
二
十
五
日
の
項
に
「
宮
内
省
主
催
後
楽
園
午
饗
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
パ
ロ
ダ
王

の
余
興
に
自
身
も
参
加
し
た
記
載
が
あ
る
。
『
〔
福
島
安
正
日
記　

明
治
四
十
三
年
日
記
摘
要　

一
〕
』

（
一
九
一
〇
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
参
照
。

99�　

東
京
高
等
工
業
学
校
。

100　

現
在
、
当
館
に
は
所
蔵
が
確
認
で
き
て
い
な
い
。

101　

未
詳
。

102�　

巖
谷
小
波
は
午
歳
生
ま
れ
に
因
ん
で
、
馬
に
ま
つ
わ
る
も
の
を
蒐
集
し
て
い
た
。
「
自
伝
六
十
年
（
十
一
）
三
越

時
代
中
期
」
（
『
広
告
界
』
第
十
二
巻
第
五
号
、
一
九
三
五
年
五
月
、
七
五
頁
）
参
照
。

103�　

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
三
越
で
設
立
。
巖
谷
小
波
が
幹
事
役
と
な
り
、
新
し
い
玩
具
の
研
究
を
盛
ん
に

行
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
最
も
熱
心
な
考
案
者
と
し
て
坪
井
正
五
郎
で
あ
っ
た
。
前
掲
註
（
102
）
参
照
。

104�　

中
央
新
聞
社
の
こ
と
。
非
水
は
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
に
入
社
し
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
五
月

一
日
に
退
社
し
て
い
る
た
め
、
「
久
し
ぶ
り
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
。

105�　

広
瀬
武
夫
（
一
八
六
八
～
一
九
〇
四
）
軍
人
。
日
露
戦
争
の
功
績
に
よ
り
神
田
須
田
町
に
あ
っ
た
旧
万
世
橋
に
銅

像
が
建
造
さ
れ
た
。

106�　

軍
人
世
界
社
か
ら
明
治
四
十
二
年
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
。

107�　

森
脇
忠
。
（
一
八
八
八
～
一
九
四
九
）
島
根
県
出
身
の
洋
画
家
。
非
水
が
島
根
の
浜
田
中
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
た

際
に
、
指
導
し
た
生
徒
。
後
に
東
京
美
術
学
校
に
進
学
し
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
卒
業
す
る
た
め
、
在
学
中

も
非
水
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

108�　

未
詳
。

109�　

『
少
年
世
界
』
第
十
六
巻
十
号
（
博
文
館
、
一
九
一
〇
年
七
月
）
に
掲
載
さ
れ
る
「
口
絵　

海
の
風
（
彩
色
凸

版
）
」
と
考
え
ら
れ
る
。

110�　

大
岡
育
造
（
一
八
五
六
～
一
九
二
六
）
明
治
・
大
正
時
代
の
政
党
政
治
家
。
司
法
省
法
学
校
に
学
び
弁
護
士
と
な

る
。
非
水
が
三
越
以
前
に
勤
め
て
い
た
中
央
新
聞
社
の
社
長
。

111�　

未
詳
。
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図1：『明治四十三年日記』

図2：5月7日

↓ 図3：5月8日

（右）図4：文房堂外観
（左）図5：
『文房堂カタログ』
（杉浦非水表紙）
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図6：5月9日夕

図9：5月15日

図7：5月12日部分

図8：5月15日夜

図10：5月16日夜
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↓ 図14：5月30日

図11：5月16日夜

図12：5月23日（部分）

図13：5月26日部分（印章）
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