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︱
絵
と
文
の
協
奏

︱

西

川

貴

子

古
く
は
山
東
京
伝
が
作
家
と
画
家
の
関
係
を
浄
瑠
璃
に
譬
え①

︑
ま
た
木
村
荘

八
が
﹁
さ
し
え
は
本
文
あ
っ
て
の
仕
事
で
︑
浄
瑠
璃
節
の
︑
太
夫
に
対
す
る
絃

の
関
係
﹂︑﹁
し
か
し
本
文
に
従
属
す
る
﹁
限
界
﹂
ば
か
り
が
さ
し
え
の
土
俵
で

は
あ
り
ま
せ
ん
︒︵
略
︶
動
い
て
行
く
太
夫
を
弾
く
三
味
線
こ
そ
︑
絃
の
弾
き

甲
斐
︑
さ
し
え
の
画
き
栄
え
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す②

﹂
と
発
言
し
た
こ
と
は

有
名
で
あ
る
︒
一
九
二
〇
年
代
︑
三
〇
年
代
の
新
聞
小
説
に
お
い
て
挿
絵
が
特

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
︑
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
成
熟
と
関
連
さ
せ

て
既
に
尾
崎
秀
樹
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
で
も
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る③

︒

一
九
二
九
年
五
月
二
七
日
か
ら
一
〇
月
一
二
日
ま
で
全
百
三
〇
回
に
わ
た
っ

て
﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄
で
連
載
さ
れ
た
佐
藤
春
夫
﹁
更
生
記
﹂
も
ま
た
こ
う
し

た
流
れ
か
ら
外
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
自
作
の
絵
画
を
二
科
展
に
出
展
す

る
な
ど
絵
画
芸
術
に
明
る
か
っ
た
春
夫
は
︑﹁
心
驕
れ
る
女
﹂︵﹃
大
阪
朝
日
新

聞
﹄
一
九
三
〇
年
一
月
一
日
～
六
月
二
一
日
︶
で
も
有
島
生
馬
に
挿
絵
を
頼
み④

手
紙
で
自
ら
指
示
を
出
す⑤

な
ど
新
聞
小
説
に
お
け
る
挿
絵
の
役
割
に
注
意
を
払

っ
て
い
た
︒
当
時
の
﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄
の
学
芸
部
に
い
た
黒
田
静
男
の
証
言

に
よ
る
と
︑﹁
更
生
記
﹂
で
も
挿
絵
担
当
と
し
て
小
穴
隆
一
を
推
薦
・
選
定
し

た
の
は
春
夫
だ
っ
た
と
あ
る⑥

︒
春
夫
は
最
初
﹁
東
京
以
外
の
新
聞
で
は
︑
う
ん

と
俗
化
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
困
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
言
っ
て
心
配
し
て
﹂

い
た
が
︑﹁
事
件
も
最
初
の
予
定
よ
り
も
︑
波
は
ら
ん
の
あ
る
︑
一
般
読
者
に

も
相
当
面
白
く
読
ま
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
な
る⑦

﹂
と
し
て
︑﹁
更
生
記
﹂

が
新
聞
小
説
と
し
て
相
応
し
い
も
の
と
な
る
自
信
を
も
っ
て
い
た
︒
言
い
換
え

れ
ば
︑
春
夫
は
﹁
更
生
記
﹂
が
東
京
以
外
の
一
般
読
者
に
享
受
さ
れ
る
こ
と
に

意
識
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

挿
絵
を
担
当
し
た
小
穴
隆
一
は
︑
芥
川
龍
之
介
の
親
友
で
も
あ
り
春
夫
と
も

親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
︒
芥
川
と
小
穴
の
密
な
関
係
は
︑
﹁
芥
川
氏
に
親
炙
し

て
ゐ
た
人
だ
け
に
︑
作
者
の
風
格
趣
味
︑
香
気
を
よ
く
の
み
込
み
︑
相
呼
応
し
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て
︑
寔
に
面
白
い
も
の
を
見
せ
て
居
る⑧

﹂
と
︑
小
説
の
作
者
と
画
家
の
不
即
不

離
を
表
す
好
例
と
し
て
芥
川
の
死
後
も
称
え
ら
れ
て
い
た
︒

そ
の
た
め
︑
作
品
連
載
の
予
告
で
は
春
夫
の
紹
介
の
み
な
ら
ず
︑﹁
尚
又
挿

絵
は
小
穴
隆
一
氏
が
そ
の
霊
妙
枯
淡
の
筆
致
を
以
て
縦
横
に
描
き
読
者
を
驚
歎

さ
せ
る
で
あ
ら
う
氏
は
長
崎
県
の
出
身
で
現
に
中
央
画
壇
の
雄
︑
特
に
挿
絵
界

で
も
既
に
一
家
を
な
し
た
も
の
で
あ
る⑨

﹂
と
小
穴
の
紹
介
も
さ
れ
る
な
ど
︑
挿

絵
も
小
説
と
同
様
に
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
春
夫
と
小
穴
の
起
用

は
新
聞
界
の
競
争
が
激
化
し
︑
大
阪
紙
の
南
下
も
あ
っ
て
﹁
騒
然
﹂
と
す
る
中

で
﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄
が
立
て
た
営
業
戦
略
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る⑩

︒

｢更
生
記
﹂
は
︑
猪
股
と
い
う
精
神
病
理
学
者
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
発
作
を
起

こ
す
身
元
不
明
の
令
嬢
・
辰
子
を
治
癒
す
る
た
め
に
︑
そ
の
原
因
︵
辰
子
が
隠

す
秘
密
︶
を
文
士
・
須
藤
の
協
力
を
得
な
が
ら
探
る
話
と
な
っ
て
い
る
︒
実
際

に
島
田
清
次
郎
が
起
こ
し
た
恋
愛
事
件
や
当
時
注
目
を
浴
び
て
い
た
︑
精
神
分

析
や
ツ
ェ
ツ
ペ
リ
ン
の
来
航
な
ど
話
題
性
の
あ
る
ト
ピ
ッ
ク
を
ふ
ん
だ
ん
に
組

み
込
ん
だ
作
品
と
な
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
小
説
内
の
登
場
人
物
は
多
く
︑
し
か

も
猪
股
が
辰
子
を
患
者
と
し
て
分
析
し
て
い
く
う
ち
に
次
第
に
自
分
の
無
意
識

を
も
発
見
し
自
己
分
析
を
し
始
め
袋
小
路
に
陥
っ
て
い
く
姿
が
描
か
れ
︑
さ
ら

に
は
︑
そ
う
し
た
猪
股
の
姿
を
記
述
し
解
説
を
加
え
る
﹁
記
述
者
﹂
の
存
在
も

明
示
さ
れ
る
な
ど
︑
話
自
体
は
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
加
え
て
︑
精
神

分
析
の
専
門
用
語
も
た
び
た
び
出
て
く
る
︒

こ
の
よ
う
な
複
雑
な
話
を
﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄
の
読
者
は
ど
の
よ
う
に
読
ん

で
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
残
念
な
が
ら
︑
実
際
の
読
者
の
感
想
は
管
見
の
限
り
見

つ
か
っ
て
い
な
い
た
め
︑
実
際
に
ど
う
読
ま
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
し
か
し
︑

ど
う
読
み
得
た
︵
得
る
︶
か
︑
と
い
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て

そ
の
際
︑
全
一
三
〇
回
の
う
ち
︑
一
二
九
回
掲
載
さ
れ
た
挿
絵
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
黒
田
静
男
宛
書
簡
で
﹁
小
穴
君
よ
り

毎
日
使
ひ
を
も
ら
ひ
同
君
に
も
気
の
毒
を
し
て
ゐ
る⑪

﹂
と
春
夫
は
訴
え
て
お
り
︑

原
稿
の
催
促
や
発
送
が
仲
介
な
し
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
︵
小
穴
と
密
な
関
係

で
書
き
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
︶
が
見
て
と
れ
る
︒

つ
ま
り
︑
こ
の
小
説
に
お
け
る
挿
絵
と
本
文
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
は
︑

と
り
も
な
お
さ
ず
新
聞
小
説
と
し
て
の
﹁
更
生
記
﹂
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

�

補
助
的
説
明
と
し
て
の
挿
絵

挿
絵
と
の
関
わ
り
で
こ
の
小
説
を
見
て
い
く
と
︑
大
き
く
三
つ
の
特
徴
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
ず
︑
挿
絵
に
よ
る
本
文
の
補
助
的
説
明
︵
簡
略
化
︑
明
瞭
化
︶
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
難
解
な
専
門
用
語
を
使
っ
た
精
神
分
析
の

説
明
や
︑
島
田
清
次
郎
を
モ
デ
ル
と
し
た
事
件
の
複
雑
な
展
開
を
挿
絵
が
補
助

的
に
説
明
し
た
り
︑
単
純
化
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

新
聞
小
説
﹁
更
生
記
﹂
の
世
界
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【挿絵�】

次
に
︑
挿
絵
が
読
者
と
作
品
世
界
と
の

距
離
を
縮
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
具
体
的
に
は

例
え
ば
︑
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
固
有

名
を
記
し
︑
読
者
に
﹁
モ
ダ
ン
都
市
東

京
﹂
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
り
︑
登
場
人
物

の
中
で
も
文
士
・
須
藤
初
雄
の
モ
デ
ル
が

佐
藤
春
夫
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
︑
本
文
の
筋
と
は
関
わ
り
の
な
い
須
藤
の

情
報
が
挿
絵
で
与
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
文
の
記
述
に
な
い
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
挿
絵
で
紹
介
さ
れ
︑
作
品
内
の
登
場
人
物
や
出
来
事
が
現
実
世
界
の

人
物
︑
出
来
事
で
あ
る
か
の
よ
う
に
演
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
だ

ろ
う
︒

さ
ら
に
︑
先
述
し
た
読
者
と
作
品
世
界
と
の
距
離
を
縮
め
る
役
割
を
果
た
す

と
と
も
に
︑
作
品
内
の
構
造
を
読
者
が
捉
え
や
す
く
す
る
よ
う
に
導
く
効
果
も

も
た
ら
し
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
︑
精
神
分
析
学
的
視
線
で
登
場
人
物
︵
猪

股
︶
を
分
析
す
る
﹁
記
述
者
﹂︵
語
り
手
︶
の
視
線
を
読
者
が
共
有
し
︑
作
品

内
の
構
造
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
の
一
助
と
な
っ
て
い
る
点
が
指
摘
で
き

る
︒つ

ま
り
︑
挿
絵
と
本
文
が
共
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
作
品
世
界
と

現
実
世
界
と
の
境
界
を
曖
昧
に
さ
せ
︑
読
者
を
作
品
内
世
界
に
引
き
込
み
や
す

く
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
作
品
内
の
﹁
記
述
者
﹂
と
同
じ
立
場
を
読
者

が
共
有
し
や
す
い
よ
う
な
工
夫
や
︑
当
時
流
行
し
て
い
た
精
神
分
析
学
的
視
線

を
読
者
が
持
ち
な
が
ら
読
み
進
め
ら
れ
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
た
︒

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
︑
具
体
的
に
挿
絵
と
本
文
と
の
関
わ
り
を
検
証

し
て
い
こ
う
︒

︻
挿
絵
�

︼︵﹁
︵
12
︶
助
教
授
の
指
図
︵
二
︶
﹂
︶
は
猪
股
が
辰
子
の
発
作
︵
ヒ

ス
テ
リ
ー
弓
︶
を
見
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
る
前
の
回
で
は

猪
俣
の
﹁
よ
く
見
た
ま
へ
︒
あ
れ
が
所
謂
ヒ
ス
テ
リ
ー
弓
だ
︒︵
略
︶
頭
を
反

ら
し
て
後
頭
部
と
足
と
で
全
身
を
支
へ
て
︑
全
身
が
弓
状
に
張
り
切
つ
て
曲
つ

て
ゐ
る
︒︵
略
︶
拇
指
を
外
側
に
し
て
普
通
に
物
を
掴
む
時
と
同
じ
だ
ら
う
︒

︵
略
︶

︱
こ
れ
は
典
型
的
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
性
痙
攣
発
作
だ
よ ⑫

﹂︵﹁︵
11
︶
助
教

授
の
指
図
︵
一
︶
﹂
︶
と
い
う
発
言
が
あ
る
︒
こ
の
絵
が
︑
猪
股
の
専
門
的
な
説

明
と
呼
応
す
る
描
写
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
︒
本
文
の
ヒ
ス
テ
リ
ー

に
関
す
る
説
明
が
よ
く
わ
か
ら
な
く
て
も
絵
に
よ
っ
て
理
解
し
や
す
く
な
る
の

で
あ
る
︒

ま
た
︑
辰
子
と
濱
地
の
事
件
は
︑
作
品
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
島
田
清
次
郎
の

事
件
で
も
全
貌
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
挿
絵
と
共
に
本
文
が
示

さ
れ
る
こ
と
で
︑
横
暴
な
﹁
狂
人
﹂
と
令
嬢
と
の
悲
恋
と
し
て
単
純
化
さ
れ
て

い
く
︒

例
え
ば
︻
挿
絵
�

︼
は
﹁
⁝
⁝
そ
れ
で
僕
が
狂
人
に
興
味
を
持
つ
点
だ
が
﹂
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【挿絵�】

【挿絵�】

【挿絵�】

【挿絵�】

︵﹁︵
�

︶
予
言
者
の
事
︵
三
︶﹂︶
と
︑
猪
股
が
い
か
に
自
分
が
﹁
狂
人
﹂
に
興

味
を
も
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
語
る
場
面
で
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
挿
絵
で

は
︑
裸
で
背
中
に
羽
を
生
や
し
た
男
が
﹁
狂
人
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
︒
猪
股
が
﹁
す
べ
て
の
人
間
は
み
な
天
才
的
︑
或
は
狂
人
的
﹂
と
語
っ

た
よ
う
に
︑
人
間
の
原
始
的
な
姿
と
し
て
﹁
狂
人
﹂
は
表
象
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
︑
こ
の
裸
で
羽
を
生
や
し
た
男
の
姿
︵
羽
は
描
か
れ
な
い
場
合
も
あ
る
︶
こ

そ
が
︑﹁
狂
人
﹂
の
表
象
と
し
て
︑
そ
の
後
︑
登
場
す
る
濱
地
に
も
使
わ
れ
て

い
く
︒
ま
た
︻
挿
絵
�

︼
は
︑
須
藤
が
感
じ
た
濱
地
の
﹁
狂
気
﹂
を
猪
股
に
説

明
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
︵
﹁
︵
52⑬
︶
人
生
の
不
幸
︵
二
︶﹂︶︒
本
文
で
は
次
の

よ
う
な
濱
地
の
表
情
の
説
明
が
続
く
︒

濱
地
は
い
き
な
り
︑
須
藤
の
手
の
甲
を
つ
ま
ん
で
引
つ
ぱ
つ
た
︵
略
︶
多

少
斜
視
の
や
う
な
そ
の
目
つ
き
と
︑
浅
黒
い
顔
の
な
か
に
特
別
の
真
白
に

そ
れ
も
小
粒
な
歯
が
猫
歯
に
な
つ
て
並
ん
で
ゐ
て
︑
︵
つ
ま
り
ハ
ツ
チ
ン

ソ
ン
病
徴
で
あ
る
と
猪
股
は
思
つ
た
︶
そ
の
上
に
露
出
し
た
歯
ぐ
き
が
へ

ん
に
暗
紫
色
で
あ
つ
た
の
が
︑
彼
の
顔
を
そ
れ
程
ま
で
異
様
な
も
の
に
感

じ
さ
せ
る
に
有
力
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
さ
う
し
て
須
藤
は
後
に
濱

地
が
発
狂
し
た
こ
と
を
知
つ
た
時
に
も
︑
す
ぐ
に
あ
の
笑
顔
を
思
ひ
出
だ

し
て
そ
れ
が
既
に
狂
人
の
表
情
で
あ
つ
た
や
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
つ
た
︒

説
明
が
よ
く
わ
か
ら
な
く
て
も
絵
に
よ
っ
て
横
暴
な
﹁
狂
人
﹂
濱
地
像
が
明

快
に
伝
わ
る
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︻
挿
絵
�

︼
は
︑
濱
地
が
辰
子
を
誘
拐
監
禁
し
︑

新
聞
小
説
﹁
更
生
記
﹂
の
世
界

一
六
一



【挿絵�】

暴
力
を
振
る
っ
た
と
い
う
噂
を
視
覚
化
し
て
い
る
︵﹁︵
53
︶
人
生
の
不
幸

︵
三
︶﹂︶︒
し
か
し
ス
ト
ー
リ
ー
が
進
む
中
で
︑
誘
拐
監
禁
で
は
な
く
︑
辰
子
の

合
意
に
よ
る
﹁
青
年
男
女
一
恋
愛
事
件
に
し
か
過
ぎ
な
い
﹂
こ
と
が
明
か
さ
れ

て
い
く
と
︑︻
挿
絵
�

︼
の
よ
う
に
︑
隔
て
ら
れ
た
家
の
外
で
窓
辺
の
辰
子
と

思
し
き
女
の
影
を
見
つ
め
る
濱
地
と
思
し
き
男
の
姿
が
描
か
れ
︑
二
人
の
悲
恋

が
印
象
付
け
ら
れ
る
︵﹁︵
60
︶﹁
外
貌
と
真
相
︵
五
︶﹂︶︒
先
の
︻
挿
絵
�

︼

︻
挿
絵
�

︼︻
挿
絵
�

︼
と
も
に
直
接
的
な
記
述
は
本
文
に
は
な
い
が
︑
濱
地
と

辰
子
の
複
雑
な
事
件
も
挿
絵
と
一
緒
に
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
わ
か
り
や
す
く

筋
を
追
え
る
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
︑
挿
絵

に
よ
る
補
助
的
な
説
明
は
他
の
新
聞
小
説
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な

い
︒
そ
こ
で
︑
次
に
︑﹁
更
生
記
﹂
独
自
の
も
の
と
思
わ
れ
る
点
を
考
え
て
い

き
た
い
︒

�

実
在
の
場
・
人
物
の
視
覚
化

｢更
生
記
﹂
の
挿
絵
を
見
て
い
る
と
︑
一
九
二
〇
年
代
の
東
京
の
風
俗
が
描

写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
特
に
興
味
深
い
の
は
︑
小
説
本
文
の
記
述
に

は
な
い
︑
地
名
や
固
有
名
が
挿
絵
の
中
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
例

え
ば
︑
大
場
と
猪
股
が
話
し
な
が
ら
大
場
の
家
へ
向
か
う
場
面
で
は
︑
本
文
の

記
述
に
は
な
い
﹁
東
京
︱
上
野
︱
新
宿
︱
品
川
︱
東
京
﹂
と
い
う
路
線
図
が
記

さ
れ
て
い
る
︵︻
挿
絵
�

︼︶︒
ま
た
︑
猪
股
が
探
偵
社
の
社
長
に
辰
子
の
身
元

を
調
べ
る
よ
う
に
依
頼
し
た
後
︑

帰
途
に
就
く
︻
挿
絵
	

︼
で
は
︑

﹁
場
末
の
大
通
り
﹂﹁
明
る
い
賑

や
か
な
騒
々
し
い
夜
の
街
﹂

︵﹁︵
30
︶
母
を
思
へ
︵
五
︶
﹂
︶

が
︑
本
文
の
記
述
に
は
な
い

﹁
ユ
ニ
オ
ン
ビ
ー
ル
﹂
や
﹁
新

宿
ホ
テ
ル
﹂
な
ど
の
固
有
名
を
記
し
た
看
板
と
と
も
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ

に
は
︑﹁
モ
ダ
ン
都
市
東
京
﹂
が
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た

挿
絵
に
よ
る
﹁
東
京
﹂
の
視
覚
化
は
︑
こ
の
新
聞
小
説
が
﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄

と
い
う
福
岡
の
読
者
に
向
け
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
当
時
の
福
岡
は
︑
﹁
今
や
西
日
本
の
大
都
市
と
し
て
九
州
の
中
心
点

と
し
て
︑
洋
々
た
る
未
来
を
前
に
︑
栄
え
行
く
都
市
の
繁
昌
を
誇
つ
て
居
る
︑

げ
に
文
明
は
距
離
の
短
縮
で
あ
る
︑
最
大
急
行
に
依
つ
て
結
び
付
け
ら
れ
た
る

日
本
の
首
要
都
市
と
福
岡
市
と
の
聯
絡
は
極
め
て
短
時
間
に
過
ぎ
ぬ
帝
都
東
京

よ
り
二
十
八
時
間
﹂
と
捉
え
ら
れ
﹁
福
岡
県
は
恐
ら
く
東
京
大
阪
の
二
府
に
次

ぐ
日
本
の
雄
県⑭

﹂
と
自
負
さ
れ
る
よ
う
な
大
都
市
と
な
っ
て
い
た
︒
実
際
︑
一

九
二
〇
年
一
月
に
は
西
中
州
に
カ
フ
ェ
ー
・
ブ
ラ
ジ
ル
が
開
店
し
︑
そ
の
後
︑

続
々
と
カ
フ
ェ
ー
が
開
店
︒
同
年
三
月
に
は
九
州
電
気
協
会
︑
化
学
工
業
会
が

工
業
博
覧
会
を
開
催
し
︑
福
岡
日
日
新
聞
も
協
力
す
る
︒
一
九
二
七
年
三
月
か

新
聞
小
説
﹁
更
生
記
﹂
の
世
界

一
六
二



【挿絵	】

【挿絵�】【資料�】

ら
五
月
に
は
福
岡
市
主
催
で
東
亜
官
業
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
︑
一
九
二

〇
年
代
の
福
岡
は
モ
ダ
ン
都
市
と
し
て
発
展
し
て
い
た⑮

︒﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄

の
読
者
た
ち
は
東
京
の
モ
ダ
ン
都
市
文
化
に
憧
れ
を
感
じ
つ
つ
︑
類
似
の
文
化

を
身
近
に
感
じ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
挿
絵
に
よ
り
視
覚
化
さ
れ
た
﹁
モ

ダ
ン
都
市
東
京
﹂
は
読
者
を
作
品
世
界
に
引
き
込
む
の
に
︑
一
役
買
っ
て
い
た

の
で
あ
る
︒

そ
し
て
そ
の
最
た
る
も
の
が
︑︻
挿
絵
�

︼
で
も
示
さ
れ
る
最
終
回
の
ツ
ェ

ッ
ペ
リ
ン
の
来
航
の
場
面
で
あ
る
︵﹁︵
130
︶
猪
股
と
須
藤
︵
五
︶﹂︶︒
ツ
ェ
ッ

ペ
リ
ン
の
来
航
は
﹁
愈
よ
世
界
一
周
飛
行
の
大
壮
図
に
つ
く
ツ
伯
号

日
本
飛

来
は
八
月
十
七
日

け
ふ
︑
先
づ
大
西
洋
横
断
に
出
発
﹂︵
一
九
二
七
年
七
月

三
一
日
︶︑
﹁
強
風
と
闘
ひ
つ
ゝ

ツ
エ
伯
号
勇
ま
し
く
飛
ぶ

八
十

時
間
で
米
国
へ
到
着
か
﹂︵
八
月

三
日
︶︑
﹁
初
秋
の
白
雲
を
衝
い
て

帝
都
訪
問
の
大
壮
観
﹂︵
八
月
二

〇
日
︶
︻
資
料
�

︼
な
ど
︑
七
月

末
か
ら
連
日
﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄

で
も
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
︒
記
事
を
読
ん
で
い
た
読
者

に
と
っ
て
︑
こ
こ
で
描
か
れ
る
舞

台
﹁
モ
ダ
ン
都
市
東
京
﹂
は
自
分

た
ち
の
日
常
空
間
と
遠
く
な
い
場

と
し
て
擬
似
体
験
で
き
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑
こ
の
新
聞
小
説
の
作
品

内
世
界
が
読
者
の
日
常
世
界
︑
現

実
世
界
と
身
近
な
も
の
で
あ
る
こ

と
を
感
じ
さ
せ
る
要
因
と
し
て
は
︑

他
に
も
作
者
・
佐
藤
春
夫
を
モ
デ

ル
と
し
た
文
士
・
須
藤
初
雄
の
プ

新
聞
小
説
﹁
更
生
記
﹂
の
世
界

一
六
三



【挿絵
】

【挿絵10】

【挿絵11】

ラ
イ
ベ
イ
ト
な
情
報
が
挿
絵
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
い
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
本
文
を
読
ん
だ
だ
け
で
も
︑
春
夫
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人

で
あ
れ
ば
︑
須
藤
の
モ
デ
ル
が
春
夫
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
︒
た
だ
︑

挿
絵
で
は
須
藤
の
モ
デ
ル
が
春
夫
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
︑
本
文
と
直
接
関

わ
り
の
な
い
須
藤
の
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
な
情
報
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
須
藤
初
雄
の
家
を
猪
股
と
大
場
が
初
め
て
訪
れ
る
場
面
で
描
か
れ

た
﹁
ア
ア
チ
形
の
妙
な
門
﹂﹁
低
い
塀
も
壁
も
み
ん
な
淡
紅
色
﹂
と
い
う
須
藤

の
家
の
絵
︻
挿
絵



︼
は
︑﹁
小
説
家
で
赤
い
家
と
云
へ
ば
佐
藤
春
夫
氏
の
家

は
す
ぐ
わ
か
る
赤
い
家
︑
そ
れ
は
赤
壁
の
家⑯

﹂
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
当
時

有
名
だ
っ
た
春
夫
の
家
と
容
易
に
結
び
つ
く
︒

ま
た
︻
挿
絵
10
︼
は
須
藤
が
隣
室
で
報
国
雑
誌
社
の
人
と
会
話
し
て
い
る
の

を
猪
股
が
聞
く
場
面
で
﹁
主
人
の
須
藤
初
雄
が
︑
気
ど
つ
た
鼻
眼
鏡
に
も
似
合

は
ず
つ
ん
つ
る
て
ん
︑
の
洗
ひ
ざ
ら
し
の
飛
白
の
着
物
で
︑
寒
く
も
な
い
こ
の

季
節
に
無
作
法
に
も
懐
手
を
し
て
そ
れ
で
も
出
迎
へ
た
の
で
あ
る
﹂︵﹁︵
46
︶

須
藤
初
雄
︵
一
︶﹂︶
と
本
文
中
に
は
あ
る
の
だ
が
︑
挿
絵
で
は
﹁
パ
ジ
ヤ
マ
の

須
藤
初
雄

ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
に
於
け
る
﹂
と
い
う
言
葉
が
付
さ
れ
︑
小
説
と
は
少

新
聞
小
説
﹁
更
生
記
﹂
の
世
界

一
六
四



【挿絵12】

【挿絵13】

し
変
更
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
須
藤
の
人
物
像
は
記
述
通
り
だ
が
︑
視
覚
化
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
須
藤
初
雄
が
佐
藤
春
夫
で
あ
る
こ
と
が
読
者
に
よ
り
鮮

明
に
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︻
挿
絵
11
︼
の
よ
う

に
︑
小
説
本
文
で
は
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︑
須
藤
の
家
の
応
接
間
の
間

取
り
も
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
︵﹁︵
49
︶
須
藤
初
雄
︵
四
︶﹂︶︒
須
藤
の
プ
ラ

イ
ベ
イ
ト
な
日
常
空
間
が
挿
絵
の
中
で
本
文
の
筋
と
は
関
係
な
く
読
者
に
提
供

さ
れ
て
い
る
の
だ
︒
こ
こ
で
は
挿
絵
が
作
者
﹁
佐
藤
春
夫
﹂
と
思
し
き
須
藤
初

雄
の
日
常
生
活
を
覗
き
見
る
こ
と
を
読
者
に
可
能
に
し
︑
作
品
内
世
界
と
読
者

の
日
常
世
界
︑
現
実
世
界
と
が
身
近
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
働
き
を
し
て

い
る
︒
し
か
も
︑
須
藤
の
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
な
空
間
を
こ
の
よ
う
に
覗
き
見
し
よ

う
と
す
る
視
線
と
は
︑
辰
子
の
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
な
秘
密
を
探
ろ
う
と
す
る
作
品

内
の
猪
股
や
須
藤
の
視
線
と
も
重
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

�

挿
絵
独
自
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
提
示

こ
れ
ま
で
︑
実
在
の
場
︑
実
在
の
人
物
の
情
報
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
︑

作
品
内
世
界
を
読
者
に
身
近
な
世
界
で
あ
る
と
感
じ
さ
せ
る
働
き
を
挿
絵
が
果

た
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
き
た
︒
次
に
︑
小
説
本
文
か
ら
離
れ
て
挿
絵
独

自
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
提
示
し
て
い
る
例
を
挙
げ
た
い
︒

︻
挿
絵
12
︼
は
青
野
が
猪
股
に
辰
子
の
過
去
の
話
を
し
て
い
る
場
面
だ

︵﹁︵
85
︶
混
沌
の
中
に
︵
五
︶﹂︶︒
こ
こ
で
は
︑
時
子
と
辰
子
の
製
作
品
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
︒
本
文
の
ど
こ
に
も
こ
の
製
作
品
の
記
述
は
な
く
︑
挿
絵
だ
け
の

虚
構
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
︻
挿
絵
13
︼
は
︑
須
藤
が
病
院
内
の
医
員
に
連
れ
ら
れ
て
辰
子
の
元
夫

で
あ
っ
た
患
者
を
観
に
行
く
場
面
で
あ
る
︵﹁︵
105
︶
二
狂
人
︵
五
︶﹂︶︒
舞
台

が
病
院
内
で
あ
る
こ
と
は
本
文
通
り
だ
が
︑
本
文
に
な
い
﹁
女
患
者
﹂
と
の
対

話
︵﹁
女
患
者
﹁
先
生
！
躰
が
を
れ
て
ゐ
ま
せ
ん
よ
︒
ち
や
ん
と
し
て
ゐ
な
い

と
人
に
笑
は
れ
ま
す
よ

わ
た
し
が
な
ほ
し
て
あ
げ
ま
せ
う
︒﹂
副
院
長
﹁
あ

新
聞
小
説
﹁
更
生
記
﹂
の
世
界

一
六
五



【挿絵15】

【挿絵14】

り
が
た
う
︒﹂﹂︶
が
挿
絵
に
は
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
︒
挿
絵
が
小
説
本
文
の
記

述
と
離
れ
て
別
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
で
︑
作
品
内
の
登
場
人
物
が

実
在
の
モ
デ
ル
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
︑
み
な
実
在
す
る
か
の
よ
う
な
効
果
を

与
え
た
り
︑
作
品
内
の
出
来
事
︵
猪
股
と
須
藤
の
精
神
病
院
へ
の
訪
問
と
そ
こ

で
起
き
た
出
来
事
︶
が
︑
実
際
に
そ
の
場
で
起
き
た
数
あ
る
出
来
事
の
一
つ
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
う
し
た
挿
絵
独
自
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
提
示
は
︑
読
者
に
作
品
内

世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
︑
読
者
の
本
文
の
読
み
を
誘
導

す
る
役
割
も
持
っ
て
い
た
︒
例
え
ば
︻
挿
絵
14
︼
は
︑
猪
股
が
無
意
識
に
放
っ

た
自
分
の
言
葉
を
基
に
自
分
自
身
を
精
神
分
析
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
︵﹁
た

だ
彼
は
自
分
で
も
殆
ん
ど
無
意
識
に
言
つ
て
し
ま
つ
た
一
句
を
︑
今
も
歩
き
な

が
ら
自
分
で
問
題
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
︒
﹁
僕
の
叔
父
は
田
舎
の
町
で
宿

屋
を
し
て
ゐ
る
よ
﹂
な
ぜ
︑
あ
の
時
あ
ん
な
事
を
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必

要
が
あ
つ
た
だ
ら
う
か
︒
全
く
何
の
必
要
も
な
い
︒
︵
略
︶
猪
股
は
自
分
で
自

分
の
精
神
分
析
を
試
み
つ
つ
あ
つ
た
︒
﹂
﹁︵
14
︶
猪
股
教
授
の
指
図
︵
四
︶﹂︶︒

本
文
の
記
述
に
は
な
い
患
者
の
製
作
品
の
模
写
が
提
示
さ
れ
︑﹁
患
者
さ
ん

の
製
作
デ
ス
﹂﹁
於
松
澤
病
院

一
游
生
模
ス
﹂
と
い
う
文
が
付
け
ら
れ
て
い

る
︒﹁
一
游
生
﹂
と
は
︑
小
穴
の
別
号
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
小
穴
が
わ
ざ
と
本

文
の
記
述
に
は
な
い
絵
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
作

品
内
で
猪
股
は
患
者
で
あ
る
辰
子
の
精
神
分
析
を
し
て
い
る
う
ち
に
自
分
の
無
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﹁
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意
識
を
も
分
析
し
始
め
︑
こ
の
後
︑
次
第
に
自
身
の
﹁
狂
気
﹂
に
も
直
面
し
て

い
く
姿
が
描
か
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
絵
は
連
載
開
始
第
一

四
回
と
い
う
早
い
段
階
で
︑
猪
股
自
身
が
患
者
と
同
じ
く
﹁
狂
気
﹂
を
抱
え
て

い
る
可
能
性
を
読
者
に
先
取
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︻
挿
絵
15
︼
は
︑
猪
股
が
大
場
と
夕
日
を
見
な
が
ら
﹁
詩
人
﹂
の
よ
う

な
事
を
言
う
場
面
で
あ
る
︵﹁︵
42
︶
夕
方
の
雲
︵
二
︶﹂︶︒
こ
の
絵
自
体
は
︑

二
人
が
夕
日
を
見
て
い
る
と
い
う
点
で
本
文
の
記
述
に
合
致
し
て
い
る⑰

︒
し
か

し
記
述
に
な
い
﹁
お
て
ん
た
う
さ
ま

お
て
ん
た
う
さ
ま

お
て
が
み
あ
げ
る

で
と
を
あ
け
て
お
く
ん
な
さ
ん
し
﹂
と
い
う
不
可
解
な
言
葉
が
挿
絵
に
付
け
ら

れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
次
の
回
の
本
文
で
﹁
若
し
こ
ゝ
に
も
う
ひ
と
り
猪
股

の
や
う
な
明
敏
な
人
が
ゐ
て
︑
こ
の
時
の
猪
股
の
心
裡
を
透
察
す
る
と
す
れ
ば
︑

そ
の
人
は
美
し
い
夕
方
の
雲
に
対
す
る
猪
股
の
詩
的
な
一
言
が
︑
或
る
意
味
で

は
猪
股
の
心
の
空
の
夕
方
の
雲
そ
の
も
の
で
あ
つ
た
の
に
気
が
つ
く
で
あ
ら

う
﹂︵﹁︵
43
︶
夕
方
の
雲
︵
三
︶﹂︶
と
い
う
よ
う
に
︑
猪
股
を
分
析
す
る
﹁
記

述
者
﹂︵
語
り
手
︶
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
わ
る
︒

｢記
述
者
﹂
は
猪
股
と
同
様
の
精
神
分
析
学
的
な
視
線
で
猪
股
を
見
つ
め
︑

﹁
少
年
時
代
の
夢
想
が
人
の
生
涯
に
於
て
事
毎
に
ど
れ
だ
け
有
力
に
作
用
す
る

か
の
実
例
の
一
つ
を
人
々
は
猪
股
に
発
見
す
る
で
あ
ら
う
﹂
と
︑
猪
股
を
あ
た

か
も
患
者
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
し
︑
猪
股
の
﹁
狂
気
﹂
を
暗
示
し
て
い
く
︒

も
ち
ろ
ん
小
説
本
文
だ
け
を
読
ん
で
い
て
も
︑
猪
股
が
辰
子
の
無
意
識
や
﹁
狂

気
﹂
を
暴
こ
う
と
す
る
一
方
で
︑
猪
股
自
身
の
無
意
識
や
﹁
狂
気
﹂
が
﹁
記
述

者
﹂
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
暴
か
れ
て
い
く
こ
と
は
読
み
取
れ
る⑱

︒
し
か
し
︑
挿

絵
の
存
在
が
猪
股
の
無
意
識
や
﹁
狂
気
﹂
を
探
る
﹁
記
述
者
﹂
の
視
線
を
読
者

に
共
有
さ
せ
や
す
く
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
︑
こ
の
作
品
の
挿
絵
と
本
文
は
︑
実
在
の
場
と

作
品
舞
台
や
︑
実
在
の
﹁
作
者
﹂
と
作
品
内
の
登
場
人
物
と
を
結
び
つ
け
︑
読

者
の
日
常
世
界
と
作
品
内
世
界
と
の
境
界
を
曖
昧
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
︑
作
品
内
の
猪
股
が
辰
子
の
秘
密
を
暴
こ
う
と
し
た
り
︑

も
し
く
は
辰
子
を
患
者
と
し
て
精
神
分
析
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
り
す

る
中
で
︑
逆
に
そ
う
し
た
視
線
が
猪
股
自
身
に
も
向
け
ら
れ
︑
猪
股
の
﹁
狂

気
﹂
も
発
見
さ
れ
て
い
く
と
い
う
作
品
構
造
を
読
者
に
認
識
さ
せ
る
役
割
を
果

た
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
読
書
行
為
の
中
で
︑
作
品
内
の
﹁
記
述
者
﹂

と
読
者
に
立
場
を
共
有
さ
せ
︑
当
時
流
行
し
て
い
た
精
神
分
析
学
的
視
線
を
持

ち
な
が
ら
読
み
進
め
ら
れ
る
よ
う
な
仕
掛
け
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
注
意
し
た
い
の
は
︑
こ
の
小
説
で
は
︑
猪
股
や
﹁
記
述
者
﹂
の
精
神

分
析
学
的
視
線
は
次
第
に
失
調
し
て
い
き
︑
最
終
的
に
は
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
の
来

航
に
興
奮
す
る
人
々
の
﹁
半
狂
し
た
﹂
空
間
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
姿
が
描
か

れ
て
い
る
と
い
う
点
だ
︒

そ
の
日
︑
満
都
の
人
々
は
︑
今
日
東
京
の
空
に
姿
を
現
す
筈
の
ツ
エ
ツ

ペ
リ
ン
を
迎
へ
る
気
持
で
︑
半

な
か
ば

狂 け
う

し
た
や
う
な
状
態
で
あ
つ
た
︒
︵
略
︶
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下
で
は
隣
近
所
の
家
の
な
か
か
ら
︑
一
斉
に
︑
ラ
ヂ
オ
は
刻
々
に
飛
行
船

の
通
過
す
る
場
所
を
報
告
し
た
︒
あ
ち
ら
で
も
こ
ち
ら
で
も
屋
根
の
上
に

登
つ
た
人
が
見
え
た
︒︵
略
︶

﹁
ツ
エ
ツ
ペ
リ
ン
で
す
つ
て
ね
︒
私
も
見
せ
て
も
ら
は
う
﹂

猪
股
は
実
に
身
軽
に
家
根
の
上
へ
上
つ
た
︒︵
略
︶

︱
平
日
な
ら
こ

れ
は
ま
さ
し
く
狂
病
院
の
も
の
だ
と
猪
股
は
思
つ
た
︒︵﹁︵
130
︶
猪
股
と

須
藤
︵
五
︶﹂︶

猪
股
︑
須
藤
︑
そ
し
て
﹁
満
都
の
人
々
﹂
と
﹁
半
狂
し
た
﹂
空
間
を
共
有
し

た
辰
子
は
︑
作
品
末
尾
で
﹁
わ
た
く
し
︑
銀
色
に
キ
ラ
〳
〵
光
り
な
が
ら
ゆ
つ

た
り
と
黙
つ
て
過
ぎ
て
行
く
ツ
エ
ツ
ペ
リ
ン
の
あ
の
姿
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
の

で
す
わ
︒
失
礼
な
が
ら
お
二
方
の
御
説
教
よ
り
あ
の
姿
の
方
が
わ
た
く
し
に
神

と
力
と
を
感
じ
さ
せ
ま
し
た
﹂
と
述
べ
快
活
に
笑
う
︒
こ
こ
で
は
︑
も
は
や
猪

股
の
精
神
分
析
が
効
力
を
も
た
な
い
︵
救
い
を
導
か
な
い
︶
こ
と
が
露
呈
さ
れ
︑

日
常
の
中
に
溢
れ
る
﹁
狂
気
﹂
が
前
景
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
の
報
道
を
連
日
目
に
し
︑
挿
絵
と
と
も
に
モ
ダ
ン
都
市
の
空

間
を
身
近
に
感
じ
て
き
た
読
者
た
ち
︑
ま
た
猪
股
や
﹁
記
述
者
﹂
と
精
神
分
析

学
的
視
線
を
共
有
し
て
き
た
読
者
た
ち
は
︑
そ
の
時
︑
自
ら
の
﹁
狂
気
﹂
に
も

目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
モ
ダ
ン
都
市
の
日
常
に
潜
む
﹁
狂
気
﹂
を

読
書
行
為
の
中
で
体
験
し
て
い
く
こ
と

︱
新
聞
小
説
﹁
更
生
記
﹂
の
狙
い
は
︑

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
読
書
行
為
を
誘
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

新
聞
小
説
﹁
更
生
記
﹂
は
挿
絵
と
本
文
の
見
事
な
﹁
協
奏
﹂
だ
っ
た
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
︒

注①

尾
崎
秀
樹
﹃
さ
し
え
の
50
年
﹄
一
九
八
七
年
五
月
一
三
日
︑
平
凡
社

②

﹁
は
し
が
き
﹂
︵﹃
花
の
生
涯
画
譜
﹄
一
九
五
四
年
一
月
三
〇
日
︑
龍
星
閣
︑
﹃
木
村

荘
八
全
集
﹄
第
三
巻
︑
一
九
八
二
年
五
月
二
五
日
︑
講
談
社
︶

③

尾
崎
秀
樹
﹃
さ
し
え
の
50
年
﹄︵
前
掲
︶
な
ど
︒

④

﹁
た
だ
こ
ゝ
に
一
つ
︑
読
者
と
と
も
に
最
も
喜
ぶ
べ
き
は
︑
そ
ん
な
相
談
は
受
け

つ
け
る
は
ず
も
な
か
つ
た
有
島
生
馬
氏
が
︑
日
ご
ろ
の
お
つ
き
合
ひ
の
義
理
と
あ
つ

て
挿
画
を
し
て
下
さ
る
︒
文
芸
に
理
解
ど
こ
ろ
か
︑
そ
の
人
自
身
立
派
な
小
説
作
家

た
る
画
壇
の
先
輩
が
引
受
け
た
以
上
は
︑
天
下
無
比
の
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
も

う
請
合
︒﹂︵
﹁
作
者
の
挨
拶
﹂﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
一
九
二
九
年
一
二
月
二
六
日
﹃
定

本
佐
藤
春
夫
全
集
﹄
第
三
四
巻
︑
二
〇
〇
一
年
二
月
一
〇
日
︑
臨
川
書
店
︶

⑤

﹁
一
九
三
〇
年
三
月
二
九
日
︹
月
推
定
︺
有
島
生
馬
宛
書
簡
﹂
で
は
︑
原
稿
を
見

せ
よ
う
と
思
っ
た
が
書
け
な
か
っ
た
の
で
︑
絵
組
の
説
明
︵﹁
九
十
一
回
と
同
じ
場

所
︒
ボ
タ
ン
の
見
つ
か
ら
な
い
の
に
あ
き
ら
め
た
支
配
人
豊
田
氏
︑
窓
に
よ
つ
て
外

を
見
て
ゐ
る
︒
煩
悶
中
と
御
承
知
下
さ
い
︒
外
に
建
築
の
基
礎
工
事
に
て
︑
リ
フ
ト

な
ど
あ
り
ま
す
︒﹂︶
を
し
て
い
る
︵﹃
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
﹄
第
三
六
巻
︑
二
〇
〇

一
年
六
月
一
〇
日
︑
臨
川
書
店
︶︒

⑥

黒
田
静
男
﹁
新
聞
小
説
・
作
家
と
稿
料

︱
佐
藤
春
夫
﹁
更
生
記
﹂
に
か
ら
む
﹂

︵﹃
芸
林
﹄
第
一
一
巻
第
五
号
︑
一
九
六
四
年
六
月
︶

⑦

注
⑥
に
同
じ
︒

⑧

山
口
林
治
﹁
挿
絵
道
中
記
﹂
︵﹃
愛
書
趣
味
﹄
第
三
巻
第
六
号
︑
一
九
二
八
年
一
一

月
︶
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⑨

﹁
近
く
本
紙
に
連
載
す
る
新
小
説
﹂︵﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄
一
九
二
九
年
五
月
二
四

日
︶

⑩

注
⑥
に
同
じ
︒

⑪

﹁
一
九
二
九
年
五
月
一
日
︹
年
推
定
︺
福
岡
日
日
社
学
芸
部
黒
田
宛
書
簡
﹂︵﹃
定

本
佐
藤
春
夫
全
集
﹄
第
三
六
巻
︑
前
掲
︶

⑫

傍
線
部
引
用
者
︒
以
下
同
︒

⑬

前
日
の
回
も
﹁︵
52
︶﹂
と
あ
り
︑
五
二
回
が
二
回
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
︑

本
来
は
前
日
の
回
は
﹁︵
51
︶﹂
で
あ
る
︒

⑭

福
岡
市
産
業
課
﹃
福
岡
市
案
内
﹄︵
一
九
二
四
年
四
月
一
〇
日
︑
福
岡
市
産
業
課
︑

波
潟
剛
編
﹃
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
モ
ダ
ン
都
市
文
化

第
90
巻

博
多
の
都
市
空
間
﹄

二
〇
一
三
年
一
二
月
二
五
日
︶

⑮

波
潟
剛
﹁
福
岡
の
都
市
空
間
﹂︵﹃
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
モ
ダ
ン
都
市
文
化

第
90
巻

博
多
の
都
市
空
間
﹄
前
掲
︶

⑯

﹁
佐
藤
春
夫
氏
座
談
﹂︵﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
二
八
年
八
月
五
日
︶

⑰

本
文
に
は
﹁
停
車
場
を
下
り
て
歩
き
出
し
た
時
に
猪
股
は
ふ
と
東
の
方
の
空
の
一

隅
が
︑
ほ
ん
の
掌
ほ
ど
雲
が
隙
い
て
そ
の
部
分
だ
け
美
し
く
紅
い
の
を
見
た
︒
猪
股

は
手
を
挙
げ
て
︑
そ
の
方
を
指
さ
し
な
が
ら
大
場
に
言
つ
た
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

⑱

﹁
更
生
記
﹂
に
お
け
る
﹁
狂
気
﹂
の
語
ら
れ
方
に
関
し
て
は
︑
拙
稿
﹁
佐
藤
春
夫

﹁
更
生
記
﹂
論

︱
﹁
狂
気
﹂
を
め
ぐ
る
語
り
﹂︵﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
第
八
一
号
︑

二
〇
一
四
年
一
一
月
︶
で
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
︑
タ
イ
国
日
本
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
一
四
︵
二
〇
一
四
年

八
月
二
六
日
︑
於
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
︶
で
の
パ
ネ
ル
﹁
モ
ダ
ン
文
化

と
小
説
の
視
覚
化
表
象

︱
挿
絵
と
物
語
言
説
の
検
討
か
ら

︱
﹂
で
の
口
頭

発
表
に
基
づ
い
て
い
る
︒
パ
ネ
ル
メ
ン
バ
ー
の
日
高
佳
紀
氏
お
よ
び
発
表
内
外

で
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
い
た
方
々
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
︑
本

稿
の
一
部
は
﹃
タ
イ
国
日
本
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
一
四
論
文
報
告

書
﹄︵
二
〇
一
五
年
三
月
︶
に
発
表
し
た
﹁
モ
ダ
ン
文
化
と
小
説
の
視
覚
化
表

象

︱
新
聞
連
載
小
説
に
お
け
る
挿
絵
と
物
語
言
説
の
検
討
か
ら

︱
﹂
︵
共

著
︶
と
重
複
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒

｢更
生
記
﹂
本
文
の
引
用
は
﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄
掲
載
の
初
出
に
拠
っ
た
︒

引
用
に
際
し
︑
ふ
り
仮
名
や
傍
点
等
は
適
宜
省
略
し
︑
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
︒

新
聞
小
説
﹁
更
生
記
﹂
の
世
界

一
六
九


