
着
色
写
真
の
夢

都
市
伝
説
と
し
て
の
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」

、
　
　
　
　
　
　
　
ｌ

Ｊ
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ

ー
　
　
　
　
　
　
ノ

直
　
　
美

１
　
「
語
ら
れ
な
い
」

十
二
階

　
江
戸
川
乱
歩
の
「
探
偵
小
説
四
十
年
」
の
中
、
一
九
二
九
年
一
昭
和
四
年
）

の
記
述
に
は
、
「
生
き
る
と
は
妥
協
す
る
こ
と
」
と
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て

　
○

い
る
。
乱
歩
が
そ
の
直
前
の
一
九
二
七
年
か
ら
十
四
ケ
月
間
、
筆
を
断
っ
て
放

浪
生
活
を
送
っ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
二
八
年
七
月
、
よ
う
や

く
「
陰
獣
」
を
書
く
が
、
再
び
翌
年
一
月
の
「
芋
虫
」
ま
で
筆
を
執
っ
て
い
な

い
。
乱
歩
自
身
は
「
作
晶
に
つ
い
て
の
差
恥
、
自
己
嫌
悪
、
人
問
憎
悪
に
陥

り
」
と
こ
の
時
期
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
が
、
乱
歩
の
休
筆
と
そ
の
後
の
彼

の
作
風
の
変
質
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
、

　
　
　
江
戸
川
乱
歩
の
作
品
の
系
列
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
は
じ
め
の
数
年
間

　
　
は
「
推
理
、
奇
知
、
逆
説
な
い
し
ア
イ
ロ
ニ
ｉ
の
理
知
的
小
説
」
、
大
正

　
　
末
年
ご
ろ
か
ら
「
幻
想
、
怪
奇
、
恐
怖
な
い
し
ぺ
ー
ソ
ス
」
の
情
感
的
小

　
　
　
　
　
着
色
写
真
の
夢

　
　
説
が
い
ち
じ
る
し
く
増
え
、
昭
和
四
年
を
境
に
し
て
、
両
者
を
ミ
ッ
ク
ス

　
　
し
て
通
俗
化
し
た
よ
う
な
大
衆
チ
ャ
ン
バ
ラ
読
み
物
に
転
じ
、
戦
後
は
ふ

　
　
た
た
び
初
期
の
理
知
的
小
説
に
立
ち
戻
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
主
要
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
¢

　
　
が
う
か
が
え
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
「
昭
和
四
年
を
境
に
し
て
」
「
通
俗
化
し
た
」
と
の
観
点
か
ら

そ
の
変
質
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
論
が
多
く
見
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
前
掲
タ
イ
ト

ル
「
生
き
る
と
は
妥
協
す
る
こ
と
」
や
よ
く
知
ら
れ
る
「
新
青
年
が
私
を
駄
目

　
　
〇
一

に
し
た
」
と
い
う
乱
歩
自
身
の
言
葉
が
多
分
に
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

近
年
の
再
検
討
の
中
で
、
「
ナ
ン
セ
ン
ス
を
打
ち
出
し
た
モ
ダ
ン
な
雑
誌
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
の
『
新
青
年
』
と
乱
歩
の
休
筆
は
無
関
係
で
は
な
い
」
と
す
る
鈴
木
貞
美
氏

な
ど
の
論
考
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

　
は
た
し
て
こ
の
時
期
、
乱
歩
に
変
質
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

「
生
き
る
と
は
妥
協
す
る
こ
と
」
と
い
う
乱
歩
の
言
葉
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一
五



　
　
　
　
着
色
写
真
の
夢

が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
一
九
二
九
年
六
月
の
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
に
っ
い
て
乱
歩
自
身
は
、
「
こ

の
話
は
昭
和
二
年
の
放
浪
中
魚
津
へ
屡
気
楼
を
見
に
い
っ
た
の
が
も
と
に
な
っ

て
心
に
浮
か
ん
で
き
た
も
の
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
が
休
筆
期
問
中

に
着
想
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
こ
れ
が
実
質
的
に
「
新
青
年
」
に
発

表
し
た
最
後
の
小
説
と
な
る
点
で
も
興
味
深
い
が
、
現
在
、
こ
の
小
説
で
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
「
視
覚
的
ト
リ
ッ
ク
」
の
多
用
だ
ろ
う
。

　
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
は
乱
歩
の
幼
少
時
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

鏡
、
レ
ン
ズ
ヘ
の
嗜
好
が
色
濃
く
現
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
汽
車
の
中
の
「
私
」

の
体
験
が
「
不
可
思
議
な
大
気
の
レ
ン
ズ
仕
掛
け
」
を
通
し
て
み
た
「
着
色
映

画
の
夢
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
始
め
と
し
て
、
「
私
」
が
魚
津
ま
で
見
物

に
で
か
け
た
屡
気
楼
も
「
乳
色
の
フ
ヰ
ル
ム
の
表
面
に
墨
汁
を
た
ら
し
て
、
そ

れ
が
自
然
に
ジ
ワ
ジ
ワ
と
に
じ
ん
で
行
く
の
を
、
途
方
も
な
く
巨
大
な
映
画
に

し
て
大
空
に
映
し
出
し
た
様
な
も
の
」
と
や
は
り
映
画
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て

語
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
「
変
形
レ
ン
ズ
」
「
顕
微
鏡
」
と
次
々
に
駆
使
さ
れ
る
比

瞼
の
ど
れ
も
が
、
当
時
最
新
の
装
置
に
よ
る
視
覚
的
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
視
覚
的
ト
リ
ッ
ク
は
決
し
て
無
秩
序
に
並
べ
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

　
　
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
、
十
二
階
開
設
当
時
と
、
そ
の
塔
が
関
東
大
震

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
六

　
　
災
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、
取
り
こ
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
後
と
の
、
こ
の
二
つ

　
　
の
時
代
を
重
ね
る
叙
述
で
成
立
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
（
松
山
巌
『
乱
歩
と
東
京
』
一
九
八
四
・
十
ニ
　
パ
ル
コ
出
版
）

　
　
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
重
層
的
な
語
り
の
操
作
に
よ
っ
て
、
日
清
戦
争

　
　
当
時
と
い
う
時
問
的
に
隔
た
っ
た
古
め
か
し
い
世
界
を
再
現
す
る
物
語
で

　
　
あ
っ
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
（
浜
田
雄
介
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
一
九
九
一
・
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
」
）

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
入
れ
子
」
型
構
造
の
内
部
で
は
、
「
明
治
二
八
年
」
と

い
う
「
三
十
年
以
上
も
昔
」
に
、
「
新
し
が
り
屋
」
で
「
当
時
と
し
て
は
飛
び

き
り
ハ
イ
カ
ラ
な
」
洋
服
に
身
を
包
ん
だ
男
が
、
「
手
に
入
れ
て
間
も
な
い
」

舶
来
の
遠
目
鏡
で
、
「
そ
の
頃
の
浅
草
公
園
」
で
も
あ
り
き
た
り
の
、
つ
ま
り

当
時
と
し
て
も
既
に
流
行
遅
れ
の
視
覚
的
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
覗
き
か
ら
く
り

の
、
そ
の
中
で
も
古
風
な
八
百
屋
お
七
の
押
し
絵
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
く
物
語

が
展
開
す
る
。
そ
こ
で
は
、
「
遠
目
鏡
」
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
「
覗
き
か
ら

く
り
」
と
い
う
、
二
つ
の
道
具
を
中
心
に
し
た
新
旧
の
視
覚
的
ト
リ
ッ
ク
が
明

確
に
対
比
さ
れ
、
し
か
も
「
新
し
が
り
屋
」
の
兄
は
押
し
絵
と
い
う
古
い
視
覚

の
世
界
へ
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
こ
と
を
語
る
「
男
」
は
兄
と
は
対
照
的
に
「
遠
目

鏡
」
に
も
、
ま
た
十
二
階
そ
の
も
の
に
も
う
さ
ん
臭
さ
を
感
じ
て
お
り
、
兄
の



ハ
イ
カ
ラ
振
り
の
危
う
さ
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
こ
の
物
語
を
聞
か
さ
れ
て
い
る
「
私
」
は
か
っ
て
は
蛤
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
、
覗
き
か
ら
く
り
よ
り
も
さ
ら
に
古
風
な

視
覚
的
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
憂
気
楼
を
見
に
い
っ
た
帰
り
で
あ
る
。
そ
の
「
私
」

は
、
屡
気
楼
と
い
う
視
覚
的
ト
リ
ッ
ク
を
映
画
と
い
う
新
し
い
比
瞼
で
表
現
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
男
」
の
洋
服
（
そ
れ
は
か
っ
て
は
「
と
び
き
り

ハ
イ
カ
ラ
」
で
あ
っ
た
「
兄
」
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
）
を
「
非
常
に
古
風
」

な
、
「
色
あ
せ
た
写
真
で
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
代
物
で
あ
る
と
判
断

す
る
こ
と
も
「
私
」
に
は
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
ど
ち
ら
も
「
私
」

自
身
の
体
験
で
あ
り
、
「
私
」
の
判
断
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
だ
。

　
と
こ
ろ
が
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
、
「
三
十
年
以
上
昔
」
の
過
去
の
語
り
手

で
あ
る
「
男
」
の
言
葉
に
は
、
映
画
を
始
め
と
す
る
最
新
の
視
覚
的
ト
リ
ッ
ク

は
入
り
込
ま
な
い
し
、
「
私
」
は
「
男
」
の
持
ち
物
に
対
し
て
は
「
古
風
」
と

い
う
評
言
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
が
、
十
二
階
の
あ
っ
た
当
時
に
つ

い
て
さ
し
は
さ
む
一
冒
葉
を
一
切
も
っ
て
い
な
い
。
「
私
」
は
「
男
」
の
語
る
物

語
の
内
部
に
対
し
て
は
、
〈
部
外
者
〉
と
し
て
、
語
ら
れ
る
こ
と
を
た
だ
聞
く

し
か
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
男
」
が
「
私
」
に
言
う
、
次

の
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
あ
な
た
は
、
十
二
階
へ
御
昇
り
な
す
っ
た
こ
と
が
お
あ
り
で
す
か
。
ア
・
、

　
　
　
　
　
着
色
写
真
の
夢

　
　
お
あ
り
な
さ
ら
な
い
。
そ
れ
は
残
念
で
す
ね
。
あ
れ
は
一
体
ど
こ
の
魔
法

　
　
使
が
建
て
ま
し
た
も
の
か
、
実
に
途
方
も
な
い
、
変
て
こ
れ
ん
な
代
物
で

　
　
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
。

こ
の
言
葉
が
示
す
と
お
り
、
「
私
」
に
と
っ
て
十
二
階
は
体
験
し
た
こ
と
の
な

い
過
去
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
過
去
の
語
り
手
で
あ
る
「
男
」
の
言
葉

に
は
た
だ
耳
を
傾
け
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
関
東
大
震
災
後
の
く
復
興
Ｖ
ブ
ー
ム
の
中
、
東
京
へ
の
流
入
者
が
激
増
し
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
「
私
」
が
そ
の
よ
う
な
都
市
流
入
者
で
あ
る

か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
多
く
の
東
京
在
住
者
に
と
っ
て
と
同
様
、
十

二
階
が
既
に
存
在
し
な
い
こ
と
は
余
り
に
当
然
の
事
実
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
関
東
大
震
災
は
一
九
二
一
二
年
、
つ
ま
り
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
が

発
表
さ
れ
た
一
九
二
九
年
か
ら
見
れ
ば
わ
ず
か
六
年
前
の
こ
と
で
し
か
な
い
。

急
激
に
進
む
復
興
の
中
で
、
六
年
前
の
大
惨
事
が
東
京
在
住
者
ば
か
り
で
な
く
、

当
時
の
大
部
分
の
読
者
に
と
っ
て
、
薄
れ
つ
つ
あ
る
記
憶
で
あ
る
と
同
時
に
、

何
か
の
き
っ
か
け
に
よ
っ
て
鮮
明
に
思
い
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
間

違
い
な
い
。

　
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
、
か
つ
て
存
在
し
た
十
二
階

に
っ
い
て
語
る
こ
と
は
、
逆
に
十
二
階
が
消
滅
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
で

も
あ
っ
た
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
松
山
巖
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
作
晶
に
は
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
崩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七



　
　
　
　
　
着
色
写
真
の
夢

壊
し
た
十
二
階
の
イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
奇
妙
な

こ
と
に
、
失
わ
れ
た
十
二
階
に
っ
い
て
語
り
な
が
ら
、
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」

の
中
で
は
関
東
大
震
災
と
い
う
言
葉
も
含
め
て
、
十
二
階
の
崩
壊
に
つ
い
て
一

切
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
と
す
れ
ば
、
「
男
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
押
し
絵
の
来
歴
は
、
実
は
「
男
」

に
よ
っ
て
「
語
ら
れ
な
い
」
物
語
を
そ
の
外
側
の
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
、
そ
の
外
側
の
物
語
が
、
一
九
二
九
年
当
時
の
読
者
に
と
っ
て

周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
語
ら
れ
な
い
」
物
語
は
作
品
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
の
だ
ろ
う
か
。
語
ら
れ
な
か
っ
た
十
二
階
の
イ
メ
ー

ジ
に
つ
い
て
以
下
検
討
し
て
い
き
た
い
。

２
　
＋
二
階
の
イ
メ
ー
ジ

　
関
東
大
震
災
を
境
に
し
て
、
東
京
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ

が
一
方
で
モ
ダ
ン
と
も
て
は
や
さ
れ
、
一
方
で
古
き
良
き
時
代
が
失
わ
れ
た
と

嘆
か
れ
も
し
た
こ
と
は
既
に
多
く
語
ら
れ
て
い
る
通
り
だ
。

　
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
発
表
の
翌
年
に
当
る
一
九
三
〇
年
三
月
の
「
中
央
公

論
」
、
「
浅
草
・
余
り
に
浅
草
的
な
」
の
冒
頭
で
、
武
田
麟
太
郎
は
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。

　
　
ぽ
く
の
浅
草
に
十
二
階
は
な
い
。
人
が
浅
草
に
っ
い
て
お
し
や
べ
り
を
す

　
　
る
時
、
彼
は
必
ず
十
二
階
を
云
ふ
。
描
き
出
す
。
追
憶
す
る
。
ぽ
く
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八

　
　
に
そ
の
幻
影
を
強
ひ
る
。
だ
が
、
浅
草
へ
来
て
見
給
へ
。
そ
ん
な
も
の
の

　
　
あ
と
も
か
た
ち
も
（
中
略
）
　
　
と
に
か
く
、
そ
ん
な
も
の
は
見
当
ら
な

　
　
い
の
だ
。
ぽ
く
は
十
二
階
の
な
い
浅
草
を
語
り
た
い
。

　
こ
こ
で
彼
の
言
う
「
人
」
と
「
ぼ
く
た
ち
」
が
、
当
時
の
東
京
在
住
者
を
二

種
に
分
け
る
一
つ
の
鍵
と
し
て
の
十
二
階
の
あ
り
よ
う
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
。

　
武
田
麟
太
郎
は
一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
年
）
三
月
に
三
高
を
卒
業
し
て
上

京
、
四
月
に
東
京
帝
大
に
入
学
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」

の
語
り
手
「
私
」
よ
り
さ
ら
に
明
確
に
関
東
大
震
災
後
の
上
京
者
で
あ
り
、
十

二
階
を
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
十
二
階
に
つ
い
て
語
る
こ
と
、
即
ち
震
災
前

の
東
京
を
語
る
こ
と
へ
の
反
発
か
ら
彼
は
論
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
逆
に
十
二
階
が
当
時
に
あ
っ
て
も
な
お
浅
草
と
関
東
大
震
災
の
象
徴
的

存
在
と
し
て
人
々
の
記
憶
に
残
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
武
田
麟
太
郎
は
続
け
て
「
ぼ
く
の
知
っ
て
ゐ
る
慶
応
大
学
の
学

生
」
が
「
何
と
は
な
し
に
こ
わ
い
上
に
ユ
ス
ラ
レ
ル
」
と
言
っ
た
こ
と
を
ひ
い

て
、
「
こ
・
は
下
層
民
の
歓
楽
場
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
左
翼
的
言
辞
」
を
使

　
　
　
　
テ
キ
ヤ

用
す
る
「
野
師
」
な
ど
の
記
述
と
並
べ
て
、
彼
は
「
地
震
後
、
再
建
を
許
さ
れ

な
か
っ
た
」
「
千
束
町
の
銘
酒
屋
」
の
後
に
そ
こ
こ
こ
で
繁
盛
す
る
売
春
婦
の

実
態
に
圭
言
及
し
て
い
る
。
こ
こ
で
武
田
の
言
う
「
千
束
町
の
銘
酒
屋
」
と
は
、

い
わ
ゆ
る
「
十
二
階
下
」
の
こ
と
で
あ
る
。
十
二
階
下
は
震
災
後
、
十
二
階
と

と
も
に
消
滅
し
た
私
娼
窟
で
あ
っ
た
。



　
「
新
潮
」
一
九
一
二
年
（
大
正
元
年
一
八
月
号
に
は
「
都
会
印
象
記
其
六
」

と
し
て
「
浅
草
（
一
）
　
　
十
二
階
下
　
　
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

描
か
れ
る
「
浅
草
公
園
付
近
一
体
の
空
気
は
、
道
徳
的
に
摩
欄
し
て
、
　
　
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

れ
は
、
恰
か
も
都
会
の
真
中
を
流
れ
る
河
の
水
の
、
汚
れ
て
濁
つ
て
お
ど
ん

だ
」
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
「
其
所
で
は
鋭
い
道
徳
の
眼
も
、
人
問
の
差
恥
も
、

全
く
深
く
鎮
さ
れ
て
、
唯
、
肉
体
の
感
覚
の
み
が
、
自
由
に
、
安
ら
か
に
、
の

び
の
び
と
眼
を
醒
ま
し
て
来
る
」
と
い
っ
た
描
写
や
、
筆
者
を
誘
う
女
の
姿
は
、

武
田
が
十
八
年
後
に
記
し
た
も
の
と
何
ほ
ど
も
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
今
東
光

　
　
　
　
　
　
ゆ

の
『
十
二
階
崩
壊
』
に
は
第
六
次
新
思
潮
創
刊
（
一
九
二
一
年
二
月
）
直
前
、

無
頼
な
日
々
を
送
る
彼
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
も
「
俺
は
ど
う

も
あ
の
十
二
階
下
っ
て
と
こ
ろ
は
不
潔
で
好
き
で
な
か
っ
た
な
」
な
ど
と
場
末

の
売
春
地
帯
と
し
て
の
十
二
階
下
が
あ
ら
わ
れ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
一
連
の
浅
草
十
二
階
下
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
九
二
一
年
二
月
か

ら
「
中
央
公
論
」
に
連
載
さ
れ
、
同
年
末
に
単
行
本
が
出
た
、
松
崎
天
民
（
市

郎
）
の
『
倫
落
の
女
』
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
江
戸
時
代

の
矢
場
か
ら
続
く
私
娼
窟
と
し
て
の
十
二
階
下
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
か
な
り
早
く

か
ら
定
着
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
は
「
男
」
は
「
父
親
に
っ
れ
ら
れ
て
」

十
二
階
に
行
っ
た
と
語
り
、
今
東
光
も
「
僕
は
九
歳
の
時
、
両
親
に
連
れ
ら
れ

て
浅
草
に
行
き
、
有
名
な
十
二
階
に
昇
っ
た
が
、
ち
っ
と
も
面
白
く
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
着
色
写
真
の
夢

そ
の
上
、
芸
者
の
写
真
が
飾
っ
て
あ
る
の
に
憤
然
と
し
た
母
親
は
、
一
刻
も
早

く
出
ま
し
ょ
う
と
外
へ
飛
び
だ
し
、
花
屋
敷
な
ど
へ
行
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

今
東
光
は
一
八
九
八
年
生
ま
れ
だ
か
ら
、
単
純
に
計
算
す
れ
ば
一
九
〇
七
年
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
何
に
し
て
も
建
築
当
初
の
十
二
階
は
家
族
連
れ
が
見
晴

ら
し
を
楽
し
む
よ
う
な
、
言
わ
ば
健
全
な
歓
楽
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
「
男
」
は
「
な
ん
だ
か
気
味
が
悪
い
様
に
思
ひ
ま
し
た
」
と

言
い
、
『
十
二
階
崩
壊
』
に
も
「
ど
ろ
ん
と
澱
ん
だ
池
水
に
に
ょ
っ
き
り
と
黒

い
影
を
落
し
た
十
二
階
の
建
物
は
、
ま
る
で
悪
魔
の
片
脚
み
た
い
な
感
じ
で
、

頭
か
ら
ぎ
ゅ
っ
と
抑
え
っ
け
て
来
る
よ
う
だ
。
」
「
あ
の
十
二
階
に
ゃ
開
か
ず
の

窓
っ
て
の
が
あ
っ
て
な
。
そ
れ
を
あ
の
辺
の
妓
共
は
気
味
悪
が
っ
て
ん
だ
。
」

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
の
下
に
十
二
階
下
と
い
う
「
魔
窟
」
を
ひ
か
え
た
十

二
階
は
、
あ
る
種
独
特
な
印
象
を
持
た
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
十
二
階
建
築
当
初
を
舞
台
に
し
て
い
る
「
押
絵

と
旅
す
る
男
」
の
中
で
、
一
九
二
九
年
当
時
の
読
者
が
周
知
で
あ
り
な
が
ら
描

か
れ
な
か
っ
た
も
う
一
っ
の
も
の
に
十
二
階
下
の
「
魔
窟
」
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
し
て
、
十
二
階
そ
の
も
の
も
十
二
階
下
と
い
う
「
魔
窟
」
も
、
関

東
大
震
災
に
よ
る
凄
惨
な
情
景
の
イ
メ
ー
ジ
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以

下
、
関
東
大
震
災
に
お
け
る
十
二
階
に
つ
い
て
、
検
証
し
た
い
。

二
二
九



着
色
写
真
の
夢

　
　
　
　
３
　
関
東
大
震
災
と
十
二
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
武
外
骨
の
『
震
災
董
報
』
に
よ
れ
ば
、
関
東
大
震
災
当
時
、
丸
の
内
に
近

い
麹
町
、
麻
布
、
赤
坂
あ
た
り
で
は
号
外
が
出
さ
れ
た
が
、
彼
の
住
む
上
野
ま

で
は
来
ず
、
四
日
朝
に
三
日
発
行
の
「
大
阪
日
日
新
聞
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
と

人
々
は
先
を
争
っ
て
読
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
錯
綜
し
た
事
情
の
中
で
、
報
道
は

ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
東
京
日
日
新
聞
」
九
月
一
日
号
外
で

は
、
「
本
日
午
前
十
一
時
五
十
五
分
、
伊
豆
大
島
の
東
海
底
に
地
震
が
あ
つ
た

た
め
、
東
京
府
下
及
び
神
奈
川
、
千
葉
、
静
岡
各
県
に
大
地
震
あ
り
、
震
幅
四

寸
、
市
内
は
本
所
、
浅
草
、
深
川
等
の
低
地
最
も
は
な
は
だ
し
く
、
家
屋
の
倒

壊
、
死
傷
無
数
、
火
災
各
所
に
起
こ
り
、
そ
の
主
な
る
と
こ
ろ
、
左
の
ご
と

し
。
」
と
述
べ
、
「
浅
草
玉
姫
町
、
帝
大
内
に
も
出
火
あ
り
、
浅
草
の
十
二
階
も

倒
壊
し
た
。
」
と
十
二
階
に
も
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
大
阪
毎
日
新
聞
」

九
月
一
日
号
外
も
「
浅
草
十
二
階
倒
壊
」
と
い
う
見
出
し
で
、
東
京
市
の
火
災

は
二
八
ケ
所
に
上
り
、
午
後
十
時
現
在
も
燃
え
さ
か
っ
て
い
る
と
報
じ
て
、

「
東
京
で
は
正
午
、
浅
草
の
十
二
階
が
倒
れ
、
そ
の
他
に
多
数
の
建
物
が
倒
れ
、

死
傷
者
数
限
り
も
な
い
。
」
と
十
二
階
の
惨
状
に
つ
い
て
特
筆
し
て
い
る
。
本

所
な
ど
と
な
ら
び
、
浅
草
近
辺
は
特
に
被
害
が
大
き
か
っ
た
が
、
「
大
阪
毎
日

新
聞
」
九
月
五
日
号
外
は
浅
草
に
つ
い
て
「
浅
草
観
音
、
浅
草
専
売
支
局
を
除

く
他
全
焼
」
と
し
て
、
焼
失
し
た
主
な
建
物
の
一
っ
に
十
二
階
を
上
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
〇

　
被
服
廠
跡
の
大
惨
事
を
始
め
と
し
て
、
関
東
大
震
災
で
は
そ
の
被
害
の
象
徴

的
な
場
所
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
が
い
く
っ
か
あ
る
が
、
新
聞
の
十
二

階
に
対
す
る
扱
い
方
を
見
て
い
る
と
、
十
二
階
も
そ
の
一
っ
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。

　
『
震
災
董
報
』
に
は
、
「
被
服
廠
施
米
の
や
う
に
骨
を
く
れ
」
な
ど
の
川
柳
と

と
も
に
「
も
と
こ
・
に
在
っ
た
と
話
す
十
二
階
」
と
い
う
句
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
が
、
浅
草
の
象
徴
的
存
在
で
あ
っ
た
十
二
階
の
崩
壊
は
、
あ
っ
た
も
の
が
な

い
、
と
い
う
強
い
欠
落
感
を
人
々
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
た
だ
し
、
十
二
階
は
関
東
大
震
災
時
に
全
壊
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
震

災
時
に
八
階
目
か
ら
折
れ
て
崩
壊
し
た
十
二
階
は
、
震
災
か
ら
二
十
三
日
目
に

陸
軍
工
兵
隊
に
よ
っ
て
取
り
こ
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
中
央
新
聞
」
九
月
二
十
三
日
号
に
は
「
そ
の
昔
『
上
る
凌
雲
閣
十
二
階
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

見
下
ろ
す
パ
ノ
ラ
マ
館
か
い
な
』
等
と
唄
わ
れ
東
都
の
一
名
物
が
、
無
残
に
も

こ
こ
に
消
え
て
仕
舞
う
記
憶
を
刻
印
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
の
記
事
が
み
ら

れ
る
。
「
中
央
新
聞
」
が
伝
え
る
十
二
階
の
来
歴
に
よ
る
と
、
「
閣
の
下
に
十
二

階
劇
場
な
る
も
の
が
建
設
さ
れ
て
、
旧
劇
や
喜
劇
で
客
を
呼
ん
で
ゐ
た
。
十
二

階
が
成
つ
た
当
時
、
丸
木
利
陽
が
上
野
竹
の
台
で
東
都
百
美
人
の
写
真
を
陳
列

し
た
が
、
閉
会
後
に
十
二
階
に
て
こ
れ
を
継
承
し
、
災
厄
ま
で
出
陳
し
て
あ
つ

た
」
と
あ
り
、
今
東
光
の
幼
時
の
記
憶
に
対
応
す
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、

「
殊
に
こ
の
十
二
階
の
下
に
は
妖
女
の
魔
窟
が
割
拠
し
、
十
二
階
下
と
い
へ
ば



浅
草
公
園
の
悪
辣
な
る
白
首
の
代
表
的
な
る
も
の
が
集
中
し
て
ゐ
た
。
十
二
階

　
　
　
　
　
　
　
　
い
れ
ず
み

下
の
妖
女
に
は
多
く
文
身
の
女
が
ゐ
て
、
強
賊
稲
葉
小
僧
の
情
婦
紫
羽
織
の
何

と
か
い
ふ
女
も
こ
の
魔
窟
に
ゐ
た
。
従
つ
て
今
日
で
も
十
二
階
下
の
女
と
い
へ

ば
、
直
ち
に
魔
女
と
し
て
通
っ
て
ゐ
た
が
、
十
二
階
爆
破
と
と
も
に
こ
れ
ら
の

名
も
消
滅
し
て
仕
舞
つ
た
訳
で
あ
る
。
」
と
十
二
階
下
の
魔
窟
に
つ
い
て
も
触

れ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
時
点
で
は
、
十
二
階
と
十
二
階
下
の
イ
メ
ー
ジ
が
不

即
不
離
な
も
の
と
し
て
、
一
般
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
十
二
階
が
震
災
の
象
徴
的
存
在
の
一
っ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
知
名
度
や
被
害
の
大

き
さ
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
廃
塘
に
残
骸
を
さ
ら
す
十
二
階
の
姿
が
、
ま
さ
に

視
覚
的
象
徴
と
し
て
見
る
者
に
訴
え
る
強
い
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
大

き
な
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
マ
ス
コ
ミ
の
写
真
の
扱
い
方

に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
震
災
後
、
多
く
の
新
聞
、
雑
誌
が
競
っ
て
「
震
災
特
集
号
」
を
発
行
し
た
こ

と
は
『
乱
歩
と
東
京
』
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
災
害
の
大

き
さ
を
訴
え
る
手
段
と
し
て
写
真
を
多
用
し
、
そ
の
な
か
で
も
十
二
階
は
扱
わ

れ
る
頻
度
が
高
か
っ
た
。
例
え
ば
、
報
知
新
聞
『
大
正
大
震
災
写
真
帖
』
（
九

月
十
六
日
発
行
）
で
は
崩
壊
し
た
十
二
階
の
写
真
が
表
紙
を
飾
っ
て
い
る
。
ま

た
、
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
が
掲
載
さ
れ
た
当
の
「
新
青
年
」
で
も
、
一
九
二

三
年
十
月
の
「
大
震
災
記
念
号
」
の
扉
絵
に
報
知
新
聞
の
も
の
と
同
じ
写
真
を

　
　
　
　
　
着
色
写
真
の
夢

使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
震
災
董
報
』
は
、
「
発
売
頒
布
を
禁
止
さ
れ
た
新
聞
」
と
し
て
十
数
紙
に
発

売
禁
止
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
報
じ
、
「
多
く
は
本
所
被
服
廠
跡
の
焼
屍
体
を

写
真
版
に
し
て
出
し
た
が
た
め
で
あ
つ
た
」
と
し
て
い
る
。
外
骨
は
九
月
七
日

に
発
動
さ
れ
た
治
安
維
持
法
と
の
関
係
に
も
言
及
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
こ

と
は
一
方
で
は
、
当
時
の
人
々
に
写
真
が
ど
れ
程
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
か

を
示
す
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
震
災
特
集
号
の
中
の
一
冊
、
「
中
央
公
論
」
十
月
号
で
は
矢
田

挿
雲
が
「
灰
塵
に
帰
し
て
了
つ
た
江
戸
名
所
」
と
い
う
一
文
を
寄
せ
て
い
る
。

そ
の
中
で
挿
雲
は

　
　
九
階
か
ら
折
れ
て
千
束
町
へ
落
下
し
た
凌
雲
閣
も
旧
東
京
の
一
名
物
で
あ

　
　
つ
た
。
（
中
略
）
二
七
年
（
明
治
・
引
用
者
注
）
の
地
震
後
内
外
か
ら
帯

　
　
鉄
を
巻
き
鉄
條
を
以
っ
て
緊
縛
し
た
の
で
ど
ん
な
地
震
に
も
大
丈
夫
と
思

　
　
は
れ
て
居
た
の
に
、
今
度
は
挫
折
し
て
十
二
階
劇
場
の
俳
優
全
部
と
見
物

　
　
の
多
く
を
殺
し
た
。
折
れ
た
十
二
階
は
絵
ハ
ガ
キ
に
し
て
今
坊
問
で
売
っ

　
　
て
ゐ
る
が
、
そ
の
残
骸
は
震
災
数
日
後
工
兵
隊
の
手
で
爆
破
さ
れ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
十
二
階
そ
の
も
の
の
被
害
も
甚
大
で
あ
っ
た
が
、
十
二
階
が

落
下
し
た
千
束
町
、
つ
ま
り
十
二
階
下
の
被
害
も
か
な
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
だ
が
、
私
娼
窟
で
あ
る
十
二
階
下
の
被
害
に
つ
い
て
は
大
っ

ぴ
ら
に
報
道
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
先
に
み
た
よ
う
に
一
般
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
一



　
　
　
　
　
着
色
写
真
の
夢

認
知
さ
れ
て
い
た
暗
部
と
し
て
の
十
二
階
下
の
惨
劇
は
、
人
々
の
記
憶
に
は
語

ら
れ
な
か
っ
た
事
実
と
し
て
残
っ
て
い
っ
た
は
ず
だ
。

　
そ
し
て
、
何
よ
り
興
味
を
引
く
の
は
、
折
れ
た
十
二
階
が
「
絵
ハ
ガ
キ
」
と

し
て
売
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
再
び
『
震
災
養
報
』
に
戻
る
と
、
「
は
き
よ
せ
」
と
題
し
た
コ
ラ
ム
で
宮
武

外
骨
は
、
「
出
来
た
と
も
く
、
八
枚
一
組
と
い
ふ
無
裁
断
の
一
枚
物
が
、
震

後
十
日
過
ぎ
か
ら
二
十
日
頃
ま
で
に
、
安
政
度
の
総
絵
同
様
、
何
百
種
と
い
ふ

ほ
ど
出
来
た
、
い
づ
れ
も
大
概
同
じ
焼
跡
の
写
真
ば
か
り
」
と
そ
の
粗
製
乱
造

ぶ
り
を
皮
肉
っ
て
い
る
が
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
震
災
の
惨
状
を
伝
え
る

手
段
と
し
て
絵
葉
書
が
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
一
」
う
い
っ
た
震
災
の
惨
状
を
伝
え
る
絵
葉
書
は
、
当
時
ど
の
よ
う
に
し
て
扱

わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
絵
は
が
き
が
語
る
関
東
大
震
災
』
（
木
村
松
夫
・
石
井

敏
夫
　
一
九
九
〇
・
八
　
柘
植
書
房
）
に
は
当
時
の
思
い
出
を
語
る
震
災
体
験

者
の
莚
言
が
い
く
っ
も
集
め
ら
れ
て
い
る
が
、
従
来
か
ら
絵
は
が
き
を
発
行
し

て
い
た
版
元
が
発
行
し
た
も
の
か
ら
、
「
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
博
多
協
会
」
が

「
同
胞
救
済
」
を
目
的
に
し
た
も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
「
週
刊
読
売
」
一
九
八
○
・
九
・
一
四
号
で
紹
介
さ
れ

た
「
ミ
ツ
ワ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
絵
葉
書
に
は
、
「
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
」

発
行
と
記
さ
れ
た
も
の
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
震
災
絵
葉
書
が
一
種
の
ブ
ー
ム

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
二

　
そ
し
て
そ
れ
ら
の
絵
葉
書
が
、
「
浅
草
の
伸
見
世
の
裏
手
と
か
、
下
谷
の
池

の
端
通
り
を
左
に
入
っ
た
と
こ
ろ
」
の
「
ち
ょ
っ
と
い
か
が
わ
し
い
よ
う
な
」

店
で
売
っ
て
い
た
と
い
う
垂
言
も
『
絵
は
が
き
が
語
る
関
東
大
震
災
』
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
震
災
絵
葉
書
そ
の
も
の
が
当
時
あ
る
種
う
さ

ん
臭
い
も
の
と
見
傲
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
『
絵
は
が
き
が
語
る
関
東
大
震
災
』
で
木
村
松
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
当
時
の

状
況
を
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
ま
さ
に
、
震
災
が
首
都
を
見
舞
っ
た
こ
の
時
期
と
は
、
日
本
に
お
け
る

　
　
写
真
の
歴
史
の
転
換
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
だ
が
、
そ
こ
に

　
　
は
、
写
真
と
報
道
を
め
ぐ
っ
て
エ
ア
・
ポ
ケ
ッ
ト
の
よ
う
な
空
洞
が
開
い

　
　
て
い
た
。
崩
壊
し
た
東
京
の
ど
真
ん
中
に
放
り
出
さ
れ
た
人
び
と
は
、
破

　
　
壊
の
全
貌
が
ど
う
で
あ
る
の
か
を
一
刻
も
早
く
知
り
た
が
っ
て
い
た
に
ち

　
　
が
い
な
い
。
東
京
に
家
族
や
知
人
を
持
っ
地
方
の
人
び
と
は
、
震
災
に
よ

　
　
る
被
害
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
こ
そ
東
京
に
飛
ん
で
い
っ

　
　
て
こ
の
目
で
確
か
め
た
い
衝
動
に
か
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
い

　
　
は
、
か
っ
て
東
京
に
出
か
け
た
こ
と
の
あ
る
人
び
と
は
、
自
分
が
遊
ん
だ

　
　
浅
草
や
銀
座
の
町
並
み
が
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
し
き

　
　
り
に
関
心
を
寄
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
世
問
の
人
び
と
の
要
求
に

　
　
も
っ
と
も
早
く
、
そ
し
て
何
よ
り
も
も
っ
と
も
手
軽
な
方
法
で
応
え
た
の

　
　
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。



　
　
　
こ
こ
に
、
粗
製
乱
造
で
は
あ
っ
て
も
震
災
絵
は
が
き
や
生
の
写
真
が
い

　
　
ち
早
く
巷
問
に
広
ま
っ
た
秘
密
が
あ
る
。

　
あ
る
種
の
恐
い
も
の
見
た
さ
の
心
理
と
、
自
分
が
か
つ
て
見
た
、
あ
る
い
は

写
真
な
ど
で
知
っ
て
い
た
も
の
の
現
状
を
確
認
し
た
い
と
い
う
思
い
と
が
そ
こ

に
は
働
い
て
い
る
。

　
死
体
が
あ
か
ら
さ
ま
に
見
え
る
わ
け
で
は
な
く
惨
状
を
見
る
も
の
に
伝
え
、

し
か
も
そ
の
か
つ
て
あ
っ
た
姿
を
誰
も
が
容
易
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
こ
と
で

惨
状
が
一
層
明
確
に
伝
わ
る
、
そ
う
い
う
対
象
と
し
て
、
十
二
階
は
ま
さ
に
う

っ
て
っ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
以
前
か
ら
十
二
階
や
十
二
階
下
が
持

っ
て
い
た
一
種
の
う
さ
ん
臭
さ
が
、
大
震
災
に
一
層
の
ま
が
ま
が
し
い
イ
メ
ー

ジ
を
加
え
る
こ
と
に
も
な
っ
て
、
十
二
階
は
震
災
の
象
徴
と
し
て
の
位
置
を
明

確
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
木
村
氏
は
『
震
災
書
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
絵
葉
書
は
少
し
火

を
書
き
煙
を
書
き
」
と
い
う
川
柳
を
引
い
て
、
炎
と
煙
を
筆
で
書
き
込
み
、
よ

り
リ
ア
ル
な
情
景
を
作
り
出
し
た
当
時
の
着
色
写
真
の
技
法
に
触
れ
て
い
る
。

当
時
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
日
本
の
写
真
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
、
よ
り
リ
ア
ル
に

震
災
の
状
況
を
伝
え
よ
う
と
し
た
一
つ
の
手
段
と
し
て
震
災
絵
葉
書
が
あ
っ
た

の
だ
が
、
着
色
写
真
と
い
う
方
法
は
、
本
物
を
伝
え
る
と
い
う
本
来
の
目
的
か

ら
、
微
妙
に
逸
脱
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
本
物
以
上
に
リ
ア
ル
な
」
世
界
が

繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
着
色
写
真
の
夢

　
松
山
巖
氏
は
『
乱
歩
と
東
京
』
の
中
で
十
二
階
を
計
画
、
設
計
し
た
の
が
写

真
家
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
次
の
様
に
い
う
。

　
　
写
真
は
、
十
二
階
の
魅
力
で
あ
る
幻
惑
性
や
窃
視
性
を
も
ち
、
撮
ら
れ
た

　
　
場
に
い
な
い
も
の
に
さ
え
疑
似
的
な
体
験
を
与
え
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

　
　
撮
ら
れ
た
写
真
の
世
界
の
方
が
、
現
実
の
世
界
よ
り
、
現
実
味
を
も
っ
て

　
　
見
え
る
こ
と
を
彼
ら
は
知
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
、
ま
さ
に
震
災
絵
葉
書
に
も
当
て
は
ま
る
、
「
リ
ア
ル
」
が
現
実
を
越

え
る
着
色
写
真
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
現
実
に
あ
っ
た
こ
と
が
あ

い
ま
い
な
輪
郭
の
中
で
再
生
さ
れ
、
微
妙
に
ず
れ
た
ま
ま
一
人
歩
き
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
乱
歩
が
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
な
か
で
視
覚

的
ト
リ
ッ
ク
を
多
用
し
た
こ
と
が
、
た
だ
彼
の
嗜
好
性
に
の
み
よ
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
乱
歩
は
新
旧
二
種
の
視
覚
的
ト
リ
ッ
ク
の
比
瞼
を

駆
使
し
て
、
十
二
階
を
知
ら
な
い
「
私
」
に
は
入
り
込
め
な
い
か
つ
て
あ
っ
た

時
代
を
再
現
し
て
見
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
現
実
に
は
、
絵
葉
書
や
グ
ラ
ビ

ア
に
よ
っ
て
、
直
接
十
二
階
を
知
ら
な
い
者
に
も
、
崩
壊
し
た
十
二
階
の
姿
は

強
く
印
象
に
焼
き
っ
い
て
お
り
、
誰
も
が
知
っ
て
い
て
、
あ
え
て
書
か
れ
な
か

っ
た
十
二
階
の
暗
い
来
歴
が
ま
さ
に
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
「
押
絵
と
旅
す

る
男
」
の
中
に
色
濃
く
投
影
し
て
い
る
こ
と
も
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
な
か
で
あ
え
て
語
ら
れ
な
か
っ
た
外
側
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
三



物
語
に
は
、

着
色
写
真
の
夢

ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
４
　
都
市
伝
説
と
し
て
の
十
二
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
笠
井
潔
氏
は
「
密
室
と
い
う
外
部
装
置
」
で
「
二
銭
銅
貨
」
の
主
人
公
の
う

さ
ん
臭
さ
を
、
真
実
を
「
語
ら
な
い
」
と
い
う
「
語
り
」
に
よ
っ
て
「
私
は
私

の
真
実
を
「
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
－
と
い
う
近
代
的
了
解
か
ら
逸
脱
」
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
笠
井
氏
が
指
摘
す
る

「
真
実
」
と
は
、
白
分
が
犯
人
で
あ
る
こ
と
を
あ
え
て
「
語
ら
な
い
」
こ
と
、

つ
ま
り
、
主
人
公
内
部
の
真
実
で
あ
る
。
で
は
、
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
に
お

け
る
十
二
階
の
よ
う
に
、
語
ら
れ
な
い
真
実
が
作
者
と
読
者
の
両
方
で
共
有
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
の
だ
ろ
う
か
。

　
笠
井
氏
は
ま
た
「
虫
」
の
主
人
公
を
例
に
あ
げ
て
「
乱
歩
の
主
人
公
た
ち
が

都
会
の
雑
踏
を
偏
愛
す
る
の
は
、
そ
こ
で
「
何
者
で
も
な
い
私
』
が
典
型
的
に

体
験
さ
れ
得
る
か
ら
だ
。
」
と
し
、
Ｗ
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
援
用
し
て
「
群
集
の

時
代
と
し
て
の
大
衆
社
会
と
は
、
い
わ
ば
、
リ
ン
チ
と
デ
ッ
チ
あ
げ
の
時
代
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、
法
と
理
性
の
客
観
性
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
古
典
的
市
民
社

会
に
対
し
、
窓
意
性
の
暴
力
と
し
て
の
塗
言
飛
語
が
物
質
力
と
し
て
君
臨
す
る

時
代
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
市
民
社
会
内
に
安
住
す
る
こ
と
を
拒
む
存
在
と
し

て
の
「
探
偵
」
の
発
生
に
触
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
一
九
二
〇
年
代
後
半

は
、
ま
さ
に
大
衆
社
会
の
存
在
が
文
学
の
上
で
も
明
白
に
な
っ
た
時
代
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
二
四

事
実
乱
歩
自
身
、
円
本
ブ
ー
ム
の
中
で
高
額
の
収
入
を
得
て
い
る
。

　
高
橋
世
織
氏
は
、
「
人
間
椅
子
」
を
例
に
挙
げ
、
や
は
り
ベ
ン
ヤ
、
、
、
ン
に
触

れ
て
い
か
に
し
て
椅
子
が
都
市
を
「
漂
流
」
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

時
代
に
即
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
様
々
な
物
質
的
な
潤
沢
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
震
災
後
の
大
衆
社
会
は
決
し
て
安
定
で
き
る
社
会
と

は
い
い
切
れ
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

　
震
災
時
に
お
け
る
塗
言
飛
語
に
よ
る
朝
鮮
人
等
の
虐
殺
を
例
に
あ
げ
る
ま
で

も
な
く
、
当
時
の
東
京
で
は
笠
井
氏
の
述
べ
る
窓
意
性
の
暴
力
が
次
々
に
行
わ

れ
、
ま
た
治
安
維
持
法
に
よ
っ
て
「
語
ら
れ
な
い
」
け
れ
ど
周
知
の
こ
と
で
あ

る
「
真
実
」
が
蔓
延
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
お
お
っ
て
華
や
か
な
モ

ダ
ン
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
消
費
社
会
と
し
て
の
大
衆
社
会
が
持
て
は
や
さ
れ
て

い
た
の
が
一
九
二
〇
年
代
後
半
で
あ
っ
た
。
笠
井
氏
の
指
摘
す
る
「
病
的
な
」

都
市
の
雑
踏
こ
そ
が
大
量
で
急
激
な
流
入
者
を
抱
え
、
当
然
知
っ
て
い
る
は
ず

の
こ
と
さ
え
も
が
そ
の
輪
郭
を
あ
い
ま
い
に
し
て
い
く
東
京
の
姿
で
あ
り
、

「
何
者
で
も
な
い
私
」
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
「
語
ら
れ
な
い
こ
と
」
を

め
ぐ
る
あ
い
ま
い
で
う
さ
ん
臭
い
伝
説
の
成
立
が
可
能
と
な
る
。

　
大
月
隆
寛
氏
は
「
こ
れ
だ
け
は
確
か
で
あ
る
、
と
い
い
得
る
よ
う
な
最
も
濃

密
で
あ
る
は
ず
の
意
味
の
領
域
が
な
し
く
ず
し
に
倭
小
化
さ
れ
、
意
識
の
昏
が

り
に
織
り
込
ま
れ
て
い
く
過
程
も
含
め
て
、
日
常
の
意
味
世
界
は
『
都
市
』
に

マ
マ
　
　
　
　
　
＠

浸
さ
れ
続
け
る
。
」
と
し
、
都
市
に
住
む
人
々
の
た
め
の
あ
る
種
の
「
説
明
」



と
し
て
「
都
市
伝
説
」
の
存
在
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
説
明
は
当
時
の
十
二

階
に
つ
い
て
も
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
十
二
階
と
は
、
当
時
に
あ
っ

て
の
不
安
の
象
徴
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
乱
歩
は
あ
え
て
作
品
の
中
で
語
ら
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
「
私
」
は
「
男
」
の
こ
と

が
気
に
な
り
、
恐
く
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
「
そ
の
男
が
い
と
わ
し
く
、
恐
ろ

し
け
れ
ば
こ
そ
」
「
男
」
に
近
づ
い
て
い
く
。
同
じ
よ
う
に
、
誰
も
が
知
っ
て

い
て
当
然
語
ら
れ
る
は
ず
の
こ
と
が
語
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
読
者
に
一
種
不
安

定
な
感
情
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
十
二
階
の
末
路
を
誰
も
が
知
っ
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
が
余
り
に
も
陰

惨
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
あ
え
て
十
二
階
の
末
路
を
語
ら
な
い
こ
と

で
、
物
語
の
外
側
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
惨
劇
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
層
作
品
世
界
の

闇
を
深
め
、
読
者
に
「
語
ら
れ
た
こ
と
」
以
上
に
陰
惨
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
だ

す
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
乱
歩
に
よ
っ
て
「
押
絵
と
旅
す

る
男
」
で
「
語
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
」
に
は
、
実
は
し
た
た
か
な
計
算
が
働
い

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
計
算
は
十
二
階
の
惨
劇
に
留
ま
る
も
の
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
に
は
「
当
時
は
珍
し
か
っ
た
」
「
何
と
も
言
え
な
い
、

毒
々
し
い
、
血
み
ど
ろ
の
」
「
戦
争
の
油
絵
」
が
十
二
階
の
壁
に
か
か
っ
て
い

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
示
さ
れ
る
戦
争
絵
画
は
、
日
清
戦
争
と
い

　
　
　
　
　
着
色
写
真
の
夢

う
過
去
の
出
来
事
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
中
国
大
陸

で
進
め
ら
れ
る
戦
い
の
暗
い
近
未
来
の
姿
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
助
川
徳

是
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
絵
と
現
実
と
を
自
在
に
往
復
す
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ン
ガ
ー
の
夢
が
、
こ
の
幻
想
と
恐
怖
の
柱
に
な
っ
て
い
る
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
「
男
」
の
身
の
上
に
留
ま
ら
な
い
、
さ
ら
に
大
き
な
惨
劇
の
予
感
と
し
て
考

え
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
世
問
一
般
に
広
が
る
不
安
の
イ
メ
ー
ジ
を
乱
歩
は
い

ち
早
く
作
品
に
取
り
込
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
し
て
そ
れ
は
や
が
て
や
っ
て
く
る
時
代
へ
の
人
々
の
予
感
に
結
び
付
く
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
更
に
言
え
ば
時
代
の
中
で
の
乱
歩
自
身
の
身
の
処
し
方

に
係
わ
っ
て
く
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
乱
歩
の
休
筆
と
「
生
き
る
こ
と
は
妥
協
す
る
こ
と
」
と
い
う
一
九
二
九
年
の

自
分
に
対
し
て
与
え
た
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
「
語
ら
れ
な
か
っ
た

も
の
」
は
十
二
階
と
い
う
過
去
の
伝
説
に
は
留
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
「
書
い
て
は
ま
ず
い
こ
と
」
を
書
か
な
い
作
家
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と

に
な
る
自
分
自
身
に
対
し
て
、
そ
の
時
代
と
の
係
わ
り
方
を
乱
歩
は
あ
え
て

「
妥
協
」
と
評
し
た
の
で
は
な
い
か
。
一
九
二
九
年
と
い
う
時
代
の
中
で
、
乱

歩
白
身
の
感
じ
て
い
た
、
そ
し
て
語
ら
れ
な
い
ま
ま
誰
も
が
感
じ
て
い
た
不
安

が
そ
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
先
に
あ
げ
た
鈴
木
貞
美
氏
の
「
モ
ダ
ン
な
雑
誌
と
し
て
の
『
新
青
年
』
」
と

乱
歩
の
決
別
、
と
い
う
論
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば
、
乱
歩
が
背
を
向
け
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
五



　
　
　
　
　
着
色
写
真
の
夢

は
た
し
て
モ
ダ
ン
と
し
て
の
都
市
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
闇
を
闇
と
し

て
認
め
る
こ
と
さ
え
も
許
さ
な
い
、
不
自
由
な
世
界
の
到
来
の
予
感
の
中
で
、

彼
は
あ
え
て
闇
の
存
在
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
自
ら
の
作
晶
世
界
を
形
作
ろ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
か
。
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
に
お
い
て
乱
歩
の
語
ら
な
か
っ

た
こ
と
、
そ
れ
は
や
が
て
語
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
闇
を
ど
の
よ

う
に
し
て
表
現
し
て
い
く
か
の
乱
歩
な
り
の
模
索
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

新
宿
書
房
）
所
収

一
三
エ
ハ

注
¢
　
本
文
中
、
江
戸
川
乱
歩
の
文
章
の
引
用
は
全
て
、
『
江
戸
川
乱
歩
推
理
文
庫
』
（
一

　
九
八
七
－
一
九
八
八
講
談
社
）
に
よ
っ
た
。

　
　
大
内
茂
男
「
乱
歩
文
学
の
本
質
」
（
「
大
衆
文
学
研
究
」
一
九
六
五
・
十
二
）

　
　
江
戸
川
乱
歩
「
夢
と
真
実
」

＠
　
「
乱
歩
と
新
青
年
」
（
「
ユ
リ
イ
カ
」
一
九
八
七
・
五
）

　
　
小
森
陽
一
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
解
説
（
『
短
編
の
愉
楽
２
』
一
九
九
〇
・
一
二

　
有
精
堂
）

＠
　
助
川
徳
是
「
江
戸
川
乱
歩
　
　
　
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
を
視
座
と
し
て
」
（
「
国
文

　
学
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
七
九
・
九
）
他

¢
　
前
出
『
乱
歩
と
東
京
』

＠
　
一
九
七
八
年
一
月
　
中
央
公
論
杜

　
　
『
宮
武
外
骨
著
作
集
－
第
三
巻
（
一
九
八
八
・
八
　
河
出
書
房
新
社
）

＠
　
『
物
語
の
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
』
（
一
九
八
八
・
五
　
筑
摩
書
房
）

◎
　
「
現
代
文
学
に
お
け
る
幻
想
小
説
の
系
譜
」
（
「
国
文
学
」
一
九
九
一
．
三
）

＠
　
注
＠
に
同
じ

＠
　
「
『
都
市
－
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
　
『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
』
（
一
九
八
八
・
十
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