
書
く
こ
と
で
報
い
る

︱
徳
冨
蘆
花
﹁
寄
生
木
﹂
の
劇
化
と
そ
の
方
法

︱

平

石

岳

は
じ
め
に

﹃
黒
潮
第
一
篇
﹄︵
黒
潮
社

明
治
三
六
年
二
月
二
七
日
︶
以
来
︑
小
説
作
品

と
し
て
蘆
花
が
久
々
に
世
に
出
し
た
の
が
﹃
小説

寄
生
木
﹄︵
警
醒
社
書
店

明

治
四
二
年
一
二
月
八
日
︶
で
あ
っ
た
︒
こ
の
﹃
寄
生
木
﹄
は
︑
刊
行
か
ら
一
ヶ

月
も
経
た
な
い
内
に
﹁
第
六
版
﹂
を
数
え
た
と
広
告
さ
れ
︵﹃
国
民
新
聞
﹄
明

治
四
二
年
一
二
月
二
九
日
︶︑
蘆
花
の
言
に
よ
れ
ば
翌
年
一
月
に
は
一
万
三
千

部
を
突
破
し①

︑
以
降
も
増
刷
を
重
ね
て
い
っ
た
こ
と
で
︑
明
治
大
正
期
の
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
蘆
花
が
そ
の
序
文

﹁
小説

寄
生
木
序
﹂
で
述
べ
る
よ
う
に
︑﹁
寄
生
木
の
著
者
は
自
分
で
は
無
﹂
く
︑

﹁
篠
原
良
平
﹂
と
い
う
青
年
が
自
身
の
生
涯
を
綴
っ
た
四
〇
冊
の
﹁
ノ
ー
ト
ブ

ッ
ク
﹂
を
も
と
に
︑
蘆
花
が
﹁
剪
裁
﹂
を
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
の
が
﹃
寄
生

木
﹄
で
あ
っ
た
︒

こ
の
︑﹃
寄
生
木
﹄
の
約
三
倍
の
分
量
と
い
う②

﹁
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
﹂
の
著

者
・
小
笠
原
善
平
の
生
涯
や
蘆
花
と
の
交
流
︑
あ
る
い
は
蘆
花
の
﹁
剪
栽
﹂
の

内
実
や
方
法
︑
執
筆
に
際
し
て
の
取
材
旅
行
に
つ
い
て
は
︑﹁
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
﹂

が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
た
め
一
定
の
制
約
が
あ
る
も
の
の
︑
多
く
の
調
査
や
考

察
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
そ
し
て
こ
の
﹃
寄
生
木
﹄
が
人
々
に
広
く
読
ま
れ
た
の

は
︑
良
平
が
頼
り
に
し
た
大﹅

木﹅

将
軍
が
﹁
乃
木
将
軍
の
仮
名
で
あ
る
事
は
断
る

ま
で
も
あ
る
ま
い
﹂
︵
安
倍
生
﹁
蘆
花
の
﹃
寄
生
木
﹄﹂
﹃
慶
應
義
塾
学
報
﹄
第

一
五
〇
号

明
治
四
三
年
一
月
︶
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
︑
乃
木
希
典
だ
と
い
う

こ
と
が
多
く
の
読
者
に
共
有
さ
れ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
た
︒

同
時
代
評
で
︑
﹃
寄
生
木
﹄
の
﹁
筆
者
﹂
が
﹁
軍
人
熱
の
盛
で
あ
つ
た
時
代

と
︑
そ
し
て
軍
人
生
活
と
︑
一
面
か
ら
見
れ
ば
彼
は
た
し
か
に
そ
の
二
つ
の
無

残
な
犠
牲
者
で
も
あ
つ
た
﹂︵
相
馬
御
風
﹁
﹁
寄
生
木
﹂
を
読
む
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄

明
治
四
三
年
二
月
二
七
日
朝
刊
︶
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
︑
日
清
戦
争
の
勃
発
と

書
く
こ
と
で
報
い
る

一
三



そ
の
勝
利
に
よ
る
﹁
軍
人
熱
﹂
に
感
化
さ
れ
た
良
平
の
物
語
は
︑
乃
木
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
な
大
木
将
軍
に
導
か
れ
︑
日
露
戦
争
に
従
軍
し
た
一
将
兵
の
物

語
と
し
て
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
︒

そ
し
て
後
述
す
る
よ
う
に
︑﹃
寄
生
木
﹄
の
同
時
代
評
で
は
︑
書
き
残
さ
れ

た
﹁
事
実
﹂
を
職
業
作
家
が
小
説
化
し
た
作
品
を
︑
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か

と
い
う
︑
自
然
主
義
が
流
行
す
る
当
時
の
文
壇
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
評
言
が
多

く
出
さ
れ
た
︒
ま
た
こ
の
﹃
寄
生
木
﹄
は
︑
刊
行
か
ら
わ
ず
か
三
ヶ
月
後
に
劇

化
さ
れ
︑
蘆
花
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
つ
く
っ
た
の
で
は
な
く
﹁
剪
裁
﹂
し
た
物
語

は
︑
さ
ら
に
改
変
さ
れ
た
う
え
で
︿
蘆
花
原
作
﹀
を
冠
し
て
人
々
に
届
け
ら
れ

た
︒
そ
の
際
︑
原
作
﹃
寄
生
木
﹄
の
﹁
事
実
﹂
で
あ
る
と
い
う
作
品
の
前
提
が
︑

﹁
寄
生
木
﹂
劇
の
物
語
を
構
築
す
る
う
え
で
︑
特
殊
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に

な
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑
刊
行
か
ら
わ
ず
か
数
ヶ
月
の
間
に
︑﹁
寄
生
木
﹂
と
い

う
﹁
事
実
﹂
の
物
語
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
︑
他
者
の
手
に
よ
っ
て
つ
く
り

か
え
ら
れ
た
の
か
︑
そ
の
入
り
組
ん
だ
様
相
を
考
察
し
た
い
と
思
う
︒

一
︑﹁
事
実
﹂
か
ら
の
評
価

︱
原
作
﹃
寄
生
木
﹄
を
め
ぐ
っ
て

ま
ず
原
作
の
構
成
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
原
作
上
篇
は
︑
篠
原
家
の
来
歴
︑

良
平
の
父
の
官
金
横
領
裁
判
と
収
監
を
め
ぐ
る
良
平
た
ち
の
苦
境
と
と
も
に
︑

日
清
戦
争
に
良
平
が
触
発
さ
れ
︑
軍
人
を
志
す
ま
で
が
語
ら
れ
る
︒
中
篇
は
︑

仙
台
へ
出
奔
し
た
良
平
が
大
木
将
軍
を
頼
り
︑
学
僕
と
な
っ
て
陸
軍
幼
年
学
校
︑

士
官
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
が
語
ら
れ
る
︒
そ
の
な
か
で
︑
篠
原
中
佐
︵
の
ち

大
佐
︑
同
姓
な
の
は
偶
然
︶
の
娘
・
夏
子
と
の
婚
約
話
が
展
開
さ
れ
る
が
︑
良

平
の
学
業
怠
慢
に
よ
り
破
談
と
な
る
︒
下
篇
と
﹁
後
の
巻
﹂
で
は
︑
夏
子
に
未

練
を
残
し
な
が
ら
︑
日
露
戦
争
へ
良
平
が
出
陣
︒
凄
絶
な
前
線
の
様
子
が
語
ら

れ
る
︒
そ
し
て
終
戦
後
は
︑
夏
子
と
の
恋
愛
が
成
就
す
る
可
能
性
が
潰
え
︑
軍

人
を
辞
し
て
外
国
語
学
校
に
入
学
し
た
良
平
が
︑
病
に
罹
り
︑
二
八
年
の
生
涯

を
閉
じ
る
ま
で
が
語
ら
れ
る
︒
そ
し
て
末
尾
に
︑
蘆
花
を
思
わ
せ
る
﹁
寄
生
木

を
託
さ
れ
た
彼
﹂
が
︑
良
平
の
故
郷
を
訪
ね
る
﹁
墓
参
の
記
﹂
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
︒

こ
の
﹃
寄
生
木
﹄
に
対
し
て
︑
同
時
代
評
で
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
触
れ

ら
れ
た
の
が
︑
先
に
述
べ
た
蘆
花
の
序
文
と
︑
そ
の
次
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︑

良
平
に
よ
る
﹁
寄
生
木
序
﹂
で
あ
る
︒

書
く
ま
い
と
思
ふ
た
︒
書
け
ば
我
恥
︑
骨
肉
の
恥
︑
ま
た
人
の
悪
口
も
書

か
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
然
し
な
が
ら
如
何
し
て
も
書
か
ず
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
︒

／
良
平
に
は
恩
人
が
あ
る
︒
此
恩
人
の
顔
に
良
平
は
泥
を
塗
つ
た
︒
如
何

し
て
も
此
泥
は
拭
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
︵
中
略
︶
篠
原
良
平
は
死
ん
で

も
死
に
た
く
は
な
い
︒
是
非
自
己
を
残
さ
な
け
れ
ば
成
仏
は
出
来
ぬ
︒
／

そ
こ
で
︑
一
切
の
顧
慮
懸
念
を
断
つ
て
︑
事
実
に
立
つ
て
自
家
の
歴
史
を

書
く
︒︵﹁
寄
生
木
序
﹂
︶

蘆
花
の
序
文
で
も
﹁
此
寄
生
木
を
書
か
ん
為
め
に
生
き
た
﹂
と
良
平
の
生
涯
を

書
く
こ
と
で
報
い
る

一
四



ま
と
め
た
よ
う
に
︑
自
身
の
物
語
を
書
き
残
す
こ
と
へ
の
良
平
の
強
い
執
念
が
︑

物
語
の
開
始
前
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
た
と
え
ば
相
馬
御
風
は
︑
こ
の
よ

う
な
執
念
を
﹁
甚
だ
面
白
い
﹂
と
感
じ
︑﹃
寄
生
木
﹄
を
読
み
進
め
て
い
っ
た

と
述
べ
て
い
る
︵﹁﹁
寄
生
木
﹂
を
読
む
﹂
前
掲
︶︒

後
年
︑
高
田
知
波③

が
﹁
軍
人
の
社
会
に
生
き
な
が
ら
自
己
物
語
を
︿
書
く
﹀

と
い
う
行
為
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
続
け
た
そ
の
特
異
な
情
念
﹂︑

﹁
“
稿
本
﹁
寄
生
木
﹂
を
︿
書
く
人
〉
”
と
し
て
の
良
平
の
迫
力
﹂
を
︑﹃
寄
生

木
﹄
に
通
底
す
る
も
の
と
し
て
見
出
し
た
よ
う
に
︑
作
中
に
は
繰
り
返
し
︑
書

き
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
良
平
の
逼
迫
し
た
思
い
と
︑
書
い
て
い
る

︿
今
﹀
が
語
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
﹁
事
実
﹂
を
書
き
残
し
た
と
い
う
︑
作
品

が
読
ま
れ
る
際
の
前
提
は
﹁
乃
木
大
将
夫
妻
百
歳
の
後
大
将
を
後
世
に
伝
ふ
る

も
の
は
決
し
て
一
部
の
大
将
伝
で
は
無
い
唯
だ
此
の
﹁
寄
生
木
﹂
一
部
で
あ

る
﹂︵
Ｋ
生
﹁
蘆
花
氏
の
﹁
寄
生
木
﹂﹂﹃
国
民
新
聞
﹄
明
治
四
二
年
一
二
月
二

二
日
︶
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
︑
乃
木
希
典
と
い
う
日
露
戦
争
の
英
雄
が
人
知
れ

ず
行
っ
て
い
た
︑
仁
徳
の
物
語
と
し
て
の
側
面
も
人
々
の
関
心
を
集
め
た
︒
中

篇
以
降
の
﹃
寄
生
木
﹄
の
物
語
は
︑
大
木
将
軍
の
言
動
を
数
多
く
﹁
記
録
﹂
し

な
が
ら
︑
そ
の
大
恩
に
い
か
に
報
い
る
か
︑
と
い
う
良
平
の
気
持
ち
も
頻
繁
に

語
ら
れ
る
︒
そ
の
大
木
将
軍
へ
の
感
情
は
次
第
に
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
く

が
︑
小
笠
原
善
平
が
こ
の
物
語
を
﹁
寄
生
木
﹂
と
名
付
け
︑
そ
れ
を
蘆
花
が
そ

の
ま
ま
用
い
た
よ
う
に
︑
良
平
の
書
く
こ
と
に
よ
る
報
恩
へ
の
強
い
意
志
が
こ

の
物
語
を
展
開
さ
せ
る
動
力
な
の
で
あ
り
︑
多
く
の
評
者
が
そ
こ
に
作
品
の
特

徴
を
見
出
し
て
い
た
︒

さ
ら
に
︑
一
〇
九
六
頁
と
い
う
大
部
の
著
作
ゆ
え
に
﹁
舞
台
は
広
く
筋
は
頗

る
錯
雑
﹂
で
あ
る
も
の
の
﹁
近
来
の
大
家
が
動
も
す
れ
ば
其
の
狭
隘
な
る
自
己

と
其
周
囲
関
係
の
み
を
描
い
て
﹂︵﹁
新
刊
寸
評
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
明
治
四
二
年

一
二
月
二
六
日
朝
刊
︶
い
る
と
い
う
文
壇
の
状
況
の
う
え
か
ら
︑
評
価
も
行
わ

れ
て
い
た
︒﹁
群
小
自
然
主
義
小
説
家
の
間
に
一
徳
富
氏
の
存
ず
る
は
︑
イ
ブ

セ
ン
と
モ
ー
パ
ツ
サ
ン
と
を
同
時
に
地
下
に
起
た
し
め
得
た
る
の
感
な
く
ん
ば

あ
ら
ず
﹂︵﹁
新
刊
紹
介
﹂
﹃
基
督
教
世
界
﹄
明
治
四
二
年
一
二
月
二
三
日
︶︑

﹁
人
生
は
便
所
と
腰
巻
ば
か
り
で
出
来
て
居
る
様
に
心
得
て
居
る
一
派
の
作
品

を
読
ん
だ
後
で
此
の
小
説
を
読
む
と
︑
十
数
年
来
は
じ
め
て
故
郷
の
た
よ
り
で

も
聞
く
様
な
心
地
が
す
る
﹂︵
安
倍
生
﹁
蘆
花
の
﹃
寄
生
木
﹄
﹂
前
掲
︶︒
評
者

た
ち
は
︑
こ
の
無
名
の
青
年
の
一
代
記
を
︑
﹁
事
実
を
事
実
と
し
て
書
い
た
﹂

︵
澱
橋
生
﹁
寄
生
木
﹂
﹃
新
人
﹄
第
一
一
巻
第
一
号

明
治
四
三
年
一
月
︶
こ
と

を
︑
ど
の
よ
う
に
評
価
す
れ
ば
よ
い
の
か
︑
様
々
に
意
見
を
提
出
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑﹁
記
者
は
第
二
の
﹃
思
出
の
記
﹄
を
読
む
心
地
が
し
た
﹂︵
安
倍
生

﹁
蘆
花
の
﹃
寄
生
木
﹄
﹂
前
掲
︶
︑
﹁
こ
の
作
の
文
章
書
き

マ

マ

ぶ
り
は
︑
私
の
今
の
記

憶
に
拠
る
と
︑
著
者
の
旧
著
﹁
思
ひ
出
の
記
﹂
と
余
り
変
つ
て
ゐ
な
い
よ
う
に

思
ふ
﹂︵
片
上
天
弦
﹁﹁
寄
生
木
﹂
を
読
ん
で
﹂
﹃
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
﹄
第
一
三
巻
第

五
号

明
治
四
三
年
二
月
︶
な
ど
と
︑
こ
れ
ま
で
の
蘆
花
作
品
に
引
き
寄
せ
る

書
く
こ
と
で
報
い
る

一
五



よ
う
な
読
ま
れ
方
も
さ
れ
て
い
た④

︒

﹁﹁
不
如
帰
﹂
に
大
山
元
帥
と
日
清
戦
争
が
描
か
れ
た
如
く
﹁
寄
生
木
﹂
に
は

日
露
戦
争
と
乃
木
大
将
が
描
か
れ
て
居
る
﹂︵
Ｋ
生
﹁
蘆
花
氏
の
﹁
寄
生
木
﹂﹂

前
掲
︶
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
蘆
花
で
は
な
い
人
物
の
﹁
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
﹂

を
も
と
に
し
た
物
語
で
あ
る
こ
と
が
読
者
た
ち
に
共
有
さ
れ
つ
つ
も
︑
過
去
の

蘆
花
作
品
に
似
た
よ
う
な
も
の
だ
と
も
い
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
た
だ
も

ち
ろ
ん
そ
れ
は
︑
蘆
花
が
ど
の
よ
う
な
人
々
を
文
学
の
素
材
と
し
た
か
︑
と
い

う
作
家
的
志
向
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
︒
原
著
者
が
い
る
こ
と
が
読
者
に
了
解
さ

れ
て
い
な
が
ら
︑﹃
寄
生
木
﹄
は
︑
こ
れ
ま
で
の
﹁
蘆
花
文
学
﹂
に
連
続
す
る

も
の
と
し
て
読
ま
れ
た
の
だ
︒

そ
し
て
先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
こ
の
﹃
寄
生
木
﹄
刊
行
か
ら
わ
ず
か
三
ヶ
月

後
に
は
︑
新
派
劇
﹁
寄
生
木
﹂
が
本
郷
座
で
上
演
さ
れ
た
︒
こ
の
﹁
寄
生
木
﹂

劇
は
︑
後
述
し
て
い
く
よ
う
に
︑
原
作
か
ら
場
面
を
切
り
取
っ
た
だ
け
で
つ
く

ら
れ
た
の
で
は
な
く
︑
原
作
の
物
語
内
容
を
大
き
く
変
更
さ
せ
て
つ
く
り
あ
げ

ら
れ
た
︒
そ
の
際
︑
そ
れ
ま
で
の
﹁
蘆
花
文
学
﹂
に
寄
せ
る
よ
う
な
改
変
や
︑

乃
木
希
典
の
﹁
事
実
﹂
を
利
用
し
た
︑
興
行
側
の
大
胆
な
脚
色
も
行
わ
れ
た
︒

そ
の
﹁
寄
生
木
﹂
劇
の
構
成
と
内
容
を
確
認
し
な
が
ら
︑﹁
事
実
﹂
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
た
が
ゆ
え
の
特
殊
と
い
え
る
劇
化
の
方
法
を
︑
次
節
で
検
討
し
て

み
た
い
︒

二
︑
﹁
詩
人
﹂
と
姉
の
物
語

︱
﹁
寄
生
木
﹂
劇
に
つ
い
て

﹁
寄
生
木
﹂
劇
の
興
行
初
日
は
明
治
四
三
年
三
月
一
二
日
で
︑
併
演
さ
れ
た

﹁
曽
我
の
対
面
﹂
と
﹁
祇
園
の
夜
桜
﹂
は
共
に
一
幕
で
あ
っ
た
か
ら
︑﹁
寄
生

木
﹂
が
こ
の
興
行
の
目
玉
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒﹁
初
日
は
廊
下
ま
で
立

ち
し
大
入
﹂︵﹃
都
新
聞
﹄
明
治
四
三
年
三
月
一
四
日
︶︑﹁
毎
日
満
員
﹂︵
同
一

六
日
︶
の
た
め
日
延
を
繰
り
返
し
︑
翌
月
四
日
ま
で
上
演
さ
れ
た
︒
良
平
を
演

じ
た
伊
井
蓉
峰
と
︑
良
平
の
姉
・
お
新
を
演
じ
た
喜
多
村
緑
郎
の
二
枚
看
板
で
︑

巣
鴨
病
院
の
﹁
精
神
病
者
﹂
慈
善
興
行
と
し
て
大
隈
重
信
が
上
演
前
に
登
壇
す

る⑤

な
ど
の
話
題
性
に
も
富
ん
だ
当
り
興
行
だ
っ
た
︒
そ
の
構
成
や
内
容
に
つ
い

て
は
︑
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
の
﹃
筋
書
﹄
中
の
﹁
寄
生
木
略
筋
﹂
と
︑

﹃
演
芸
画
報
﹄
第
四
年
第
四
号
︵
明
治
四
三
年
四
月
︶
掲
載
の
︑
阿
耆
尼
﹁
寄

生
木
﹂︵﹁
芝
居
見
た
ま
ゝ
﹂
︑
以
降
セ
リ
フ
な
ど
は
こ
ち
ら
か
ら
引
用
す
る
︶

か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
ず
場
割
を
確
認
す
る
と
︑
序
幕
﹁
大
峠
の
紅
葉
﹂
︑
二
幕
﹁
大
木
中
将
邸

門
前
﹂﹁
同
邸
応
接
室
﹂︑
三
幕
﹁
篠
原
大
佐
宅
袂
別
﹂
﹁
芝
口
の
附
近
﹂
返
し

﹁
篠
原
大
佐
宅
﹂︑
四
幕
﹁
旅
順
二
〇
三
高
地
﹂
︑
大
詰
﹁
篠
原
良
平
閑
居
﹂
の

五
幕
で
︑
序
幕
は
原
作
上
篇
︑
二
幕
と
三
幕
は
中
篇
︑
四
幕
は
下
篇
を
一
応
の

下
敷
き
と
し
︑
大
詰
は
劇
独
自
の
展
開
で
あ
る
︒
以
降
︑
こ
の
﹁
寄
生
木
﹂
劇

が
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
の
か
︑
証
言
な
ど
か
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
︒

書
く
こ
と
で
報
い
る
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前
年
に
﹁
不
如
帰
﹂
劇
の
脚
本
を
公
刊
し
た
︵﹃
脚本

不
如
帰
﹄
今
古
堂
書
店

明
治
四
二
年
二
月
一
〇
日
︶
に
続
け
て
︑
柳
川
春
葉
が
脚
色
を
担
当
し
た
が
︑

﹃
寄
生
木
﹄
が
大
部
の
著
作
で
﹁
六
幕
以
上
は
出
来
な
い
座
の
都
合
﹂
が
あ
っ

た
な
か
︑
劇
を
構
成
し
た
苦
労
や
そ
の
方
法
を
︑
春
葉
は
﹁﹁
寄
生
木
﹂
の
脚

色
に
つ
い
て
﹂︵﹃
歌
舞
伎
﹄
第
一
一
七
号

明
治
四
三
年
四
月
︶
で
語
っ
て
い

る
︒
同
号
の
﹃
歌
舞
伎
﹄
に
は
︑
喜
多
村
が
約
二
年
ぶ
り⑥

に
蘆
花
の
自
宅
を
訪

れ
︑
劇
化
の
了
解
を
と
っ
た
訪
問
記
︵﹁
蘆
花
先
生
訪
問
記
﹂︶
と
︑
伊
井
の
芸

談
︵﹁﹁
寄
生
木
﹂
の
主
人
公
﹂︶
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
で
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑
蘆
花
は
﹁
不
如
帰
﹂
劇
の
時
と
同
様
に
︑
劇
化
に

対
し
特
別
の
注
文
を
つ
け
て
お
ら
ず
︑
春
葉
︑
喜
多
村
︑
伊
井
の
三
人
が
中
心

と
な
っ
て
︑
相
談
し
な
が
ら
脚
本
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

ま
ず
脚
色
す
る
に
あ
た
っ
て
﹃
寄
生
木
﹄
を
読
ん
だ
春
葉
は
︑﹁
と
て
も
あ

れ
だ
け
で
は
芝
居
に
は
な
ら
な
い
﹂
と
感
じ
た
︒
そ
れ
は
︑﹃
寄
生
木
﹄
が

﹁
自
伝
体
﹂
で
︑﹁
心
理
的
描
写
は
極
め
て
綿
密
﹂
で
あ
る
も
の
の
︑﹁
大
体
一

人
が
土
台
で
︑
全
体
が
ぼ
う
つ
と
し
て
ゐ
る
の
で
弱
つ
た
﹂︵﹁﹁
寄
生
木
﹂
の

脚
色
に
つ
い
て
﹂︶
た
め
で
あ
っ
た
︒
叙
述
が
内
面
に
集
中
し
て
し
ま
う
﹁
自

伝
体
﹂
の
物
語
を
︑
演
劇
と
い
う
総
合
芸
術
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る

か
︒
そ
れ
に
迷
っ
た
春
葉
は
︑
良
平
を
造
型
す
る
に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
な
言

葉
を
使
っ
た
︒

つ
ま
り
良
平
は
︑
軍
人
よ
り
も
一
種
の
詩
人
で
︑
好
ん
で
周
囲
の
事
情
を

拵
へ
︑
又
自
分
勝
手
に
打
壊
し
て
懊
悩
し
て
ゐ
る
処
が
︑
此
の
人
物
に
詩

的
の
あ
る
次
第
な
の
で
せ
う
︒

良
平
を
演
じ
た
伊
井
も
︑
﹁
詩
人
肌
で
普
通
軍
人
と
趣
が
変
つ
て
ゐ
る
処
﹂

︵﹁﹁
寄
生
木
﹂
の
主
人
公
﹂︶
を
演
じ
る
際
の
要
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑

蘆
花
が
語
っ
た
﹁
詩
人
的
で
熱
の
さ
め
方
が
あ
る
人
だ
か
ら
﹂︵﹁
蘆
花
先
生
訪

問
記
﹂︶
と
い
う
小
笠
原
善
平
評
を
︑
脚
色
者
と
演
者
た
ち
が
汲
み
取
っ
た
も

の
だ
ろ
う
︒
原
作
の
蘆
花
の
序
文
で
も
﹁
彼
は
情
の
人
︑
琢
磨
せ
ざ
る
詩
人
で

あ
つ
た
﹂
と
い
う
言
が
あ
る
︒
日
露
戦
争
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
︑
戦
争
劇
・

軍
事
劇
が
劇
界
の
大
き
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
な
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
︑

戦
場
を
舞
台
に
し
た
四
幕
﹁
旅
順
二
〇
三
高
地
﹂
を
設
け
︑
日
露
戦
争
に
従
軍

し
た
将
兵
た
ち
を
登
場
さ
せ
な
が
ら
も
︑
﹁
寄
生
木
﹂
劇
は
︑
良
平
と
い
う
ひ

と
り
の
軍
人
が
﹁
懊
悩
﹂
し
続
け
る
︑﹁
詩
人
的
﹂
な
物
語
を
軸
に
据
え
た
の

で
あ
る
︒

そ
し
て
﹁
寄
生
木
﹂
劇
の
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
注
目
で
き
る

の
が
︑﹁
原
本
に
は
多
く
出
て
ゐ
な
い
﹂︵
﹁
﹁
寄
生
木
﹂
の
脚
色
に
つ
い
て
﹂︶

お
新
を
︑
良
平
と
並
ぶ
物
語
の
主
要
人
物
と
し
︑
独
自
の
場
面
を
数
多
く
設
け

た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
お
新
を
原
作
以
上
に
登
場
さ
せ
た
の
は
︑
新
派
の
ス
タ
イ

ル
と
し
て
男
女
の
対
を
つ
く
る
た
め
の
︿
相
手
役
﹀
を
設
け
た
わ
け
だ
が
︑
原

作
で
の
︿
相
手
役
﹀
で
あ
る
夏
子
よ
り
も
︑
お
新
を
大
き
く
と
り
あ
げ
た
意
図

は
明
確
に
は
つ
か
め
な
い
︒
た
だ
︑
﹁
も
う
自
分
の
体
は
肥
つ
て
ゐ
る
か
ら
︑

書
く
こ
と
で
報
い
る
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到
底
浪
子
の
任
で
は
な
い
﹂︵﹁
蘆
花
先
生
訪
問
記
﹂︶
と
喜
多
村
が
こ
ぼ
し
た

よ
う
に
︑﹁
十
六
歳
︑
模
範
的
処
女
﹂︵
原
作
中
篇
第
十
一
章
︿
二
﹀︶
と
語
ら

れ
る
夏
子
を
︑
浪
子
役
に
限
界
を
感
じ
て
い
た
喜
多
村
が
演
じ
る
こ
と
は
︑
具

合
が
悪
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ち
な
み
に
︑
興
行
が
行
わ
れ
て
い
る
最
中

﹃
国
民
新
聞
﹄
紙
上
に
︑
小
笠
原
善
平
の
姉
・
俊
子
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︵﹁﹁
寄
生
木
﹂
物
語
り
篠
原
俊
子
嬢
と
語
る
怨
は
尽
き
ぬ

双
思
の
情
﹂
明
治
四
三
年
三
月
一
三
︑
一
四
日
︶︒

お
新
を
演
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
喜
多
村
は
﹁
森
岡
の
女
を
写
し
て
居
ま
す
﹂

と
語
り
︑﹁
森
岡
弁
﹂
や
﹁
風
俗
﹂
に
つ
い
て
も
﹁
研
究
﹂
し
た
と
述
べ
て
い

る
︵﹁
本
郷
座
の
新
演
劇
﹂﹃
都
新
聞
﹄
明
治
四
三
年
三
月
二
四
日
︶︒
ま
た
先

に
挙
げ
た
訪
問
記
で
も
﹁
東
北
の
男
は
大
変
柔
弱
で
︑
女
の
方
が
強
く
︑
金
持

の
家
で
も
女
が
花
と
か
薪
と
か
を
売
り
に
行
く
と
い
ふ
処
と
い
ふ
の
が
本
に
も

あ
る
﹂
と
語
る
よ
う
に
︑
東
北
と
い
う
地
域
性
か
ら
人
物
造
型
を
行
っ
た
と
し

て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
強
﹂
い
女
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
お
新
は
︑﹁
寄
生
木
﹂

劇
で
重
要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
お
新
の
見
せ
場
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
が
三
幕
返
し
﹁
篠
原
大
佐
宅
﹂
で
あ
る
︒
お
新
は
︑
篠
原
大
佐

か
ら
良
平
と
夏
子
の
破
談
を
伝
え
ら
れ
た
際
︑﹁
軍
人
と
い
ふ
も
の
は
え
ら
い

も
の
で
す
ね
︒
死
ぬ
か
生
き
る
か
分
ら
な
い
瀬
戸
際
に
ゐ
る
者
の
処
へ
︑
平
気

で
そ
ん
な
手
紙
を
出
す
な
ん
て
﹂
と
な
じ
り
︑﹁
こ
の
姉
が
良
平
に
代
つ
て
は

い
︑
承
知
致
し
ま
し
た
︒
い
つ
死
ぬ
か
知
れ
な
い
軍
人
に
妻
は
入
ら
な
い
筈
で

す
﹂
と
啖
呵
を
切
る
︒
こ
の
場
面
は
原
作
に
は
全
く
な
く
︑﹁
喜
多
村
の
お
新

が
一
人
光
つ
て
居
た
︑
殊
に
三
幕
目
で
破
談
の
一
件
︵
結
婚
︶
を
聞
く
所
な
ど

は
好
か
つ
た⑦

﹂
と
反
応
が
あ
っ
た
よ
う
に
︑
大
佐
と
い
う
身
分
の
軍
人
に
対
し

て
︑
ひ
と
り
の
女
が
気
概
を
示
す
場
面
と
し
て
注
目
で
き
る
︒
苦
難
続
き
の
良

平
を
見
守
り
︑
行
動
す
る
お
新
の
場
面
を
数
多
く
設
け
る
こ
と
で
︑﹁
寄
生
木
﹂

劇
は
姉
弟
の
絆
を
大
き
な
テ
ー
マ
に
し
た
の
だ
︒
こ
れ
は
︑
原
作
に
は
ほ
と
ん

ど
み
ら
れ
な
い
独
自
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
︒

た
だ
︑
こ
の
よ
う
な
場
面
を
新
た
に
つ
く
る
こ
と
は
︑
か
え
っ
て
﹁
不
如

帰
﹂
に
類
す
る
物
語
だ
と
も
見
做
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
伊
原
青
々
園
は
﹁
寄
生

木
﹂
劇
に
つ
い
て
︑
﹁
総
体
が
﹁
不
如
帰
﹂
に
似
て
居
る
﹂
も
の
で
︑
し
か
も

﹁
不
如
帰
﹂
に
比
べ
て
﹁
全
体
が
上
す
べ
り
の
し
た
も
の
﹂
だ
と
難
じ
た
︒

良
平
の
姉
に
離
縁
を
申
渡
す
所
は
︑
﹁
不
如
帰
﹂
の
山
木
兵
蔵
使
者
の
件

に
似
て
︑
次
ぎ
の
旅
順
は
﹁
不
如
帰
﹂
の
片
岡
中
将
狙
撃
と
場
面
が
似
通

ひ
︑
大
詰
は
矢
張
﹁
不
如
帰
﹂
の
青
山
墓
地
と
い
ふ
場
に
当
つ
て
居
る
︒

︵
青
々
園
﹁
本
郷
座
評
﹂
﹃
歌
舞
伎
﹄
第
一
一
七
号

明
治
四
三
年
四
月
︶

良
平
の
恋
敵
と
な
る
黒
川
少
尉
は
原
作
に
﹁
全
く
無
い
人
﹂︵﹁﹁
寄
生
木
﹂
の

脚
色
に
つ
い
て
﹂︶
で
あ
り
︑﹁
不
如
帰
﹂
に
お
け
る
千
々
岩
を
想
起
さ
せ
た
だ

ろ
う
︒
良
平
と
夏
子
の
結
婚
に
強
く
反
対
す
る
篠
原
大
佐
夫
人
・
民
子
も
︑

﹁
不
如
帰
﹂
に
お
け
る
武
男
の
母
・
慶
子
を
想
起
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え

る
︒﹁
縁
談
事
と
い
ふ
も
の
は
大
変
に
複
雑
し
た
も
の
で
︑
一
通
り
の
理
窟
で

書
く
こ
と
で
報
い
る

一
八



は
分
ら
な
い
︒
だ
か
ら
お
父
さ
ん
は
そ
れ
に
就
い
て
ど
の
位
心
を
苦
し
め
て
ゐ

る
か
知
れ
な
い
の
だ
﹂︵
三
幕
返
し
﹁
篠
原
大
佐
宅
﹂︶
と
語
る
篠
原
大
佐
も
︑

﹁
不
如
帰
﹂
の
片
岡
中
将
を
想
起
さ
せ
る
︒
日
清
戦
争
に
従
軍
し
た
職
業
軍
人

た
ち
の
家
庭
的
問
題
を
主
題
に
し
た
﹁
不
如
帰
﹂
と
﹁
寄
生
木
﹂
が
︑
い
く
ら

か
﹁
似
て
居
る
﹂
よ
う
に
劇
化
さ
れ
︑
観
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
︒
そ
れ

が
︿
蘆
花
原
作
﹀
で
あ
る
が
ゆ
え
に
行
わ
れ
た
︑
新
派
側
の
興
行
戦
略
の
ひ
と

つ
だ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒

し
か
し
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
青
々
園
も
挙
げ
て
い
る
後
半
二
幕
に
は

劇
独
自
の
展
開
が
設
け
ら
れ
て
お
り
︑
軍
人
た
ち
の
心
の
連
帯
を
最
後
に
描
い

た
／
演
じ
た
﹁
不
如
帰⑧

﹂
と
は
︑
異
な
る
志
向
性
も
備
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
︒﹁
寄
生
木
﹂
劇
後
半
二
幕
に
は
︑
過
剰
な
ま
で
に
︿
軍
人
ら
し
く
﹀
振

る
舞
う
大
木
将
軍
の
姿
と
︑
そ
の
大
木
将
軍
に
圧
倒
さ
れ
﹁
懊
悩
﹂
す
る
良
平

の
姿
が
あ
っ
た
︒三

︑
書
く
た
め
に
生
き
延
び
る

︱
大
木
将
軍
の
造
型
と
報
恩
の
か
た
ち

春
葉
が
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
︑
四
幕
﹁
旅
順
二
〇
三
高
地
﹂
の
後
半
は
︑
森

鷗
外
が
編
ん
だ
従
軍
詩
歌
集
﹃
う
た
日
記
﹄︵
春
陽
堂

明
治
四
〇
年
九
月
一

五
日
︶
中
の
﹁
乃
木
将
軍
﹂
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
詩
は
︑
二
〇

三
高
地
陣
中
に
お
い
て
乃
木
希
典
が
︑
運
ば
れ
て
き
た
亡
骸
の
名
を
訊
ね
︑
そ

れ
が
自
身
の
次
男
・
保
典
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
場
面
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ

る
︒﹁
身
う
ち
皆

血
に
塗
れ
た
る

卒
あ
り
て
／
そ
び
ら
に
は

は
や
こ
と

き
れ
し

将
校
の
／
亡
骸
を

か
き
の
せ
て
こ
そ

立
て
り
け
れ
／
汝
は
誰
そ

そ
を
何
処
に
か

負
ひ
て
ゆ
く
﹂
﹁
年
老
い
し

将
軍
の
家
の
二
人
子
／
そ
の

ひ
と
り

勝
典
ぬ
し
は

い
ち
は
や
く

南
山
に

討
た
れ
給
ひ
て

残
れ
る

は
／
保
典
の
ぬ
し

ひ
と
り
の
み
／
背
負
へ
る
は

そ
の
一
人
子
の

亡
骸

ぞ
﹂﹁
更
闌
け
て

友
な
る
星
に

将
軍
の
／
睫
毛
だ
に

動
か
ざ
り
き
と

語
り
け
り
﹂︒

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
原
作
﹃
寄
生
木
﹄
で
も
こ
の
息
子
た
ち

の
死
が
︑
違
っ
た
か
た
ち
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
原
作
で
は
︑
陣
中

で
大
木
将
軍
の
来
訪
が
告
げ
ら
れ
た
際
︑
﹁
南
山
に
長
を
喪
な
ひ
︑
良
平
が
此

処
に
着
す
る
つ
い
二
週
間
前
に
︑
此
山
で
次
を
亡
く
さ
れ
た
将
軍
に
顔
合
は
す

の
を
︑
良
平
は
つ
ら
く
思
つ
た
﹂
︒
そ
し
て
良
平
と
顔
を
合
わ
せ
た
大
木
将
軍

は
﹁
祐
保
﹂
の
死
を
次
の
よ
う
に
語
る
︒﹁
お
ッ
︑
篠
原
︒
／
う
ー
む
︑
祐
保

も
死
ん
だ
わ
い
︒
ど
つ
か
其
辺
の
谷
間
あ
た
り
に
埋
け
と
る
筈
⁝
⁝
﹂︵
下
篇

第
三
章
︿
二
﹀︶
︒

こ
の
よ
う
に
︑
平
然
と
言
い
放
ち
つ
つ
も
息
子
の
死
を
弔
う
心
情
も
窺
え
る

原
作
の
場
面
を
踏
襲
せ
ず
︑
四
幕
﹁
旅
順
二
〇
三
高
地
﹂
で
は
わ
ざ
わ
ざ
鷗
外

編
纂
の
詩
集
か
ら
場
面
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
︒
戦
死
し
た
﹁
我
子
の
顔
さ
へ
見

や
う
と
も
せ
ず
﹂
に
振
る
舞
い
︑
追
悼
の
言
葉
を
述
べ
た
良
平
に
﹁
馬
鹿
！
﹂

書
く
こ
と
で
報
い
る

一
九



【図Ⅰ】早稲田大学演劇博物館蔵［ロ22―00054―1296］

﹁
貴
様
は
御
国
の
為
と
云
ふ
こ
と
を
忘
れ
た
か
﹂
と
︑
叱
咤
す
る
大
木
将
軍
が

描
か
れ
／
演
じ
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
乃
木
の
逸
話
が
︑
他
作
家
の
詩
か
ら

取
り
込
ま
れ
︑
息
子
の
死
を
顧
み
る
こ
と
な
く
軍
役
に
励
行
す
る
大
木
将
軍
の

︿
軍
人
ら
し
さ
﹀
が
過
剰
な
か
た
ち
で
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
先
に

挙
げ
た
青
々
園
の
劇
評
は
︑
こ
の
場
面
が
﹁
最
も
感
動
﹂
し
た
と
述
べ
﹁
本
筋

よ
り
も
斯
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
り
て
却
つ
て
感
動
さ
れ
た
の
は
成
功
し
た
る

劇
と
は
言
へ
ぬ
﹂
と
苦
言
を
呈
し
て
い
る
︒
︿
蘆
花
原
作
﹀
の
冠
を
つ
け
た

﹁
寄
生
木
﹂
劇
に
お
い
て
︑
名
の
あ
る
劇
評
家
が
唯
一
誉
め
た
の
が
︑
他
作
家

の
詩
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
場
面
で
あ
る
と
い
う
︑
特
殊
な
状
況
が
こ
こ
に
は

あ
る
︒

さ
ら
に
こ
の
劇
は
︑
実
在
の
乃
木
を
︑
ま
た
異
な
っ
た
方
法
で
物
語
に
取
り

込
ん
で
い
た
︒
こ
の
興
行
の
辻
番
付
︵
図
Ⅰ
︶
に
は
︑
高
級
軍
人
と
思
わ
れ
る

人
物
に
対
し
︑
平
服
の
青
年
が
頭
を
下
げ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ

れ
は
原
作
中
篇
第
二
章
︿
一
﹀
︑
劇
で
は
二
幕
﹁
同
邸
応
接
室
﹂
に
あ
た
り
︑

良
平
が
大
木
将
軍
と
会
見
し
︑
自
身
が
将
軍
の
﹁
寄
生
木
﹂
と
な
る
こ
と
を
頼

む
場
面
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
高
級
軍
人
の
風
貌
は
︑
明
ら
か
に
乃
木
を
模
し

て
描
か
れ
て
お
り
︑
画
者
が
写
真
︵
図
Ⅱ
︶
等
を
参
照
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒
実
際
に
佐
藤
歳
三
が
演
じ
た
大
木
将
軍
も
︑
乃
木
の
特
徴
で
あ
る
豊
か
な

白
髭
を
た
く
わ
え
て
い
た
こ
と
が
舞
台
写
真
か
ら
確
認
で
き
る
︵﹃
歌
舞
伎
﹄

第
一
一
七
号

明
治
四
三
年
四
月
︶
︒
こ
の
よ
う
に
原
作
﹃
寄
生
木
﹄
の
﹁
事

書
く
こ
と
で
報
い
る

二
〇



【図Ⅱ】『征露写真画帖』第二編

（明治37年�月）

実
﹂
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
︑
作
品
世
界
の
外
に
あ
る
は
ず
の
乃
木
の

逸
話
や
そ
の
姿
が
︑
劇
へ
と
取
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒

日
露
戦
争
の
模
様
が
︑
当
時
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
雑
誌
な
ど
で
報
道
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
終
戦
後
に
も
乃
木
の
姿
は
様
々
に
報
道
さ

れ
て
い
っ
た
︒
興
行
側
が
意
識
し
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
が
︑
興
行
初
日
の

二
日
前
・
三
月
一
〇
日
は
︑
日
露
戦
争
の
勝
利
を
決
定
づ
け
た
︑
奉
天
陥
落

︵
奉
天
城
入
城
︶
を
祝
し
て
制
定
さ
れ
た
陸
軍
記
念
日
で
あ
っ
た
︒
そ
の
日
に

行
わ
れ
た
第
五
回
記
念
会
に
は
陸
軍
大
将
の
乃
木
も
出
席
し
︑
そ
の
模
様
が
翌

日
以
降
の
多
く
の
新
聞
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
︵﹃
国
民
新
聞
﹄
明
治
四
三
年
三

月
一
二
日
︑
ほ
か
︶︒
観
客
た
ち
の
多
く
は
︑
大
木
将
軍
の
風
貌
に
乃
木
が
写﹅

し﹅

出﹅

さ﹅

れ﹅

た﹅

こ
と
に
気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
し
︑
息
子
の
死
を
前
に
し
て
も
感
情

を
露
わ
に
し
な
い
大
木
将
軍
に
︑
強
烈
な
︿
軍
人
ら
し
さ
﹀
を
感
じ
取
っ
た
だ

ろ
う
︒

た
だ
︑
そ
の
よ
う
な
大
木
将
軍
の
非
情
と
も
い
え
る
︿
軍
人
ら
し
さ
﹀
を
示

し
た
﹁
寄
生
木
﹂
劇
の
結
末
︑
大
詰
﹁
篠
原
良
平
閑
居
﹂
は
︑
そ
の
︿
軍
人
ら

し
さ
﹀
に
苦
し
み
﹁
懊
悩
﹂
し
な
が
ら
︑
そ
れ
と
は
異
な
る
︿
生
﹀
の
あ
り
よ

う
に
辿
り
着
く
良
平
の
姿
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
原
作
の
同
時
代
評
で
も
注
目

さ
れ
て
い
た
︿
書
き
手
﹀
と
し
て
の
姿
で
あ
る
︒
大
詰
の
前
半
は
︑
序
幕
で
良

平
を
騙
し
︑
大
金
を
巻
き
上
げ
た
長
沼
伝
七
が
没
落
し
た
姿
と
︑
そ
の
伝
七
に

お
新
が
優
し
い
言
葉
を
か
け
る
様
子
が
描
か
れ
／
演
じ
ら
れ
る
︒
こ
の
場
面
も

劇
独
自
の
も
の
で
あ
り
︑
お
新
の
情
深
さ
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
そ
し

て
後
半
で
は
︑
日
露
終
戦
後
︑
病
に
罹
り
臥
せ
て
い
る
良
平
が
登
場
す
る
︒
病

床
の
良
平
は
﹁
寄
生
木
の
原
稿
で
も
書
か
う
か
﹂
と
呟
い
て
稿
を
継
ご
う
と
す

る
が
︑
筆
が
続
か
ず
︑
そ
こ
に
夏
子
︑
篠
原
大
佐
︑
黒
川
中
尉
︑
大
木
将
軍
の

﹁
影
﹂
が
次
々
と
あ
ら
わ
れ
る
︒
こ
の
場
面
は
﹁
神
秘
的
な
場
面
﹂︵﹁
本
郷
座

の
﹃
寄
生
木
﹄
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
明
治
四
三
年
三
月
一
四
日
朝
刊
︶
と
い
わ
れ
た

よ
う
に
︑
照
明
等
の
特
殊
な
演
出
が
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒

そ
し
て
大
木
将
軍
の
﹁
影
﹂
は
︑
次
の
よ
う
に
良
平
と
向
き
合
っ
た
︒

一
旦
約
束
し
た
言
葉
を
違
へ
る
や
う
な
篠
原
大
佐
は
︑
軍
人
と
し
て
実
に

恥
ず
べ
き
人
間
で
あ
る
︑
そ
ん
な
者
の
娘
に
恋
々
と
し
て
い
つ
ま
で
も
思

書
く
こ
と
で
報
い
る

二
一



ひ
切
れ
な
い
と
は
何
と
い
ふ
意
気
地
の
な
い
事
だ
︑
さ
う
い
ふ
腐
つ
た
魂

な
ら
︑
宜
し
く
自
分
が
日い

つ

外ぞ
や

与
へ
た
軍
刀
を
以
て
断
つ
て
了
へ
と
厳
か
に

命
じ
た
か
と
思
ふ
と
︑
掻
き
消
す
や
う
に
そ
の
姿
も
な
く
な
つ
て
了
ふ
︒

こ
の
﹁
影
﹂
の
言
葉
を
聞
き
︑
壁
に
か
け
て
あ
る
大
木
将
軍
の
肖
像
を
仰
い
だ

良
平
は
自
裁
を
図
る
︒
篠
原
大
佐
を
﹁
軍
人
と
し
て
実
に
恥
ず
べ
き
人
間
﹂
と

言
い
放
ち
︑
良
平
に
対
し
て
も
﹁
軍
刀
﹂
で
の
自
裁
を
命
じ
る
こ
の
﹁
影
﹂
の

言
葉
は
︑
家
族
・
家
庭
を
顧
み
な
い
大
木
将
軍
の
過
剰
な
︿
軍
人
ら
し
さ
﹀
か

ら
放
た
れ
る
も
の
だ
ろ
う
︒
し
か
も
そ
れ
は
︑
実
際
に
大
木
将
軍
か
ら
伝
え
ら

れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
良
平
が
つ
く
り
だ
し
た
と
も
い
え
る
幻
像
︑﹁
影
﹂
が

発
す
る
も
の
な
の
だ
︒
春
葉
も
こ
の
大
詰
の
展
開
に
は
迷
っ
た
よ
う
で
︑
一
度

は
原
作
通
り
に
︑
良
平
の
死
に
よ
っ
て
幕
を
閉
じ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
語
っ
て

い
る
︵﹁﹁
寄
生
木
﹂
の
脚
色
に
つ
い
て
﹂︶︒
し
か
し
︑
良
平
を
演
じ
た
伊
井
が
︑

後
述
す
る
︑
書
く
た
め
に
生
き
延
び
る
結
末
を
考
案
し
た
と
い
う
︵﹁﹁
寄
生

木
﹂
の
主
人
公
﹂︶︒

原
作
に
は
︑
良
平
が
な
ぜ
ど
の
よ
う
に
死
ん
だ
か
は
︑
明
確
に
描
か
れ
て
い

な
い
︒
肺
結
核
に
罹
っ
た
と
確
信
し
﹁
頭
に
﹁
自
殺
﹂
が
閃
い
た
﹂︵
中
篇
第

十
七
章
︿
三
﹀︶
良
平
は
語
ら
れ
る
も
の
の
︑
そ
の
後
は
病
床
に
臥
せ
る
良
平

の
姿
が
長
々
と
語
ら
れ
た
後
に
︑
そ
の
死
が
語
ら
れ
る
た
め
︑
同
時
代
評
で
は

﹁
病
気
で
死
ん
だ
﹂︵﹁
新
刊
雑
書
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
明
治
四
二
年
一
二
月
二

六
日
朝
刊
︶
と
し
て
い
る
も
の
が
多
く
︑﹁
自
殺
﹂
と
明
言
し
て
い
る
も
の
は

管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い⑨

︒
し
か
し
﹁
寄
生
木
﹂
劇
で
は
︑
大
木
将
軍
の

﹁
影
﹂
に
い
わ
れ
る
ま
ま
に
︑
︿
軍
人
ら
し
さ
﹀
に
殉
死
し
よ
う
と
す
る
良
平
の

姿
が
独
自
に
つ
く
ら
れ
た
︒
た
だ
そ
れ
は
︑﹁
今
死
ん
で
は
犬
死
に
も
等
し
い

で
は
な
い
か
﹂
と
︑
お
新
に
よ
っ
て
と
ど
め
ら
れ
る
︒
良
平
は
︑
自
ら
の
物
語

﹁
寄
生
木
﹂
を
書
き
上
げ
て
︑
そ
れ
を
大
木
将
軍
へ
奉
じ
る
こ
と
を
お
新
に
勧

め
ら
れ
︑
受
け
入
れ
る
︒
軍
人
と
し
て
は
見
果
て
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
﹁
詩

人
的
﹂
な
生
涯
を
書
き
残
す
こ
と
が
︑
大
木
将
軍
へ
の
報
恩
だ
と
︑
良
平
と
お

新
は
自
分
た
ち
を
納
得
さ
せ
る
の
だ
︒
こ
の
よ
う
に
︑
良
平
と
お
新
の
物
語
と

な
っ
た
﹁
寄
生
木
﹂
劇
は
︑
書
く
こ
と
で
し
か
生
き
延
び
ら
れ
な
い
と
い
う
︑

窮
極
の
場
面
に
よ
っ
て
幕
を
閉
じ
る
︒
そ
れ
は
︑
お
新
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て

到
達
で
き
た
︑
良
平
の
︿
生
﹀
の
極
致
な
の
で
あ
る
︒

再
び
伊
井
の
発
言
に
注
目
す
れ
ば
︑﹁
此
の
一
冊
を
拵
へ
る
為
め
に
種
々
の

経
験
や
辛
酸
を
嘗
め
た
の
で
す
﹂
︵
﹁
文
芸
断
片
(二
)
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
明

治
四
三
年
三
月
一
八
日
︶
と
︑
苦
難
続
き
の
な
か
︑
そ
れ
で
も
﹃
寄
生
木
﹄
を

書
き
あ
げ
た
良
平
／
小
笠
原
善
平
の
苦
労
に
︑
伊
井
は
そ
の
生
涯
の
特
質
を
見

出
し
て
い
た
︒
大
詰
の
展
開
に
︑
伊
井
が
関
わ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
寄
生
木
﹂
劇
は
︑
書
き
残
す
こ
と
へ
の
良
平
の
執
念

を
示
す
た
め
に
︑
劇
独
自
の
場
面
を
つ
く
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
な
ぜ
﹁
寄
生
木
﹂

と
い
う
物
語
が
産
み
出
さ
れ
た
の
か
︑
そ
の
淵
源
を
大
詰
で
示
し
た
の
だ
︒
推

測
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
劇
を
観
た
後
に
﹃
寄
生
木
﹄
と
い
う
書
物
へ
導
か
れ
た

書
く
こ
と
で
報
い
る

二
二



観
客
は
少
な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
原
作
と
劇
︑
そ
し
て
﹁
事

実
﹂
と
の
接
続
︑
相
互
作
用
に
よ
っ
て
も
︑﹁
寄
生
木
﹂
と
い
う
物
語
は
受
容

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

﹁
明
治
・
大
正
期
の
作
家
の
な
か
で
蘆
花
く
ら
い
軍
人
を
題
材
に
し
た
も
の

は
な
い
﹂
と
勝
本
清
一
郎⑩

が
い
う
よ
う
に
︑
蘆
花
は
自
作
に
多
く
の
職
業
軍
人

を
登
場
さ
せ
た
︒﹁
蘆
花
は
終
始
︑
軍
人
を
肯
定
的
に
描
い
た
﹂
と
い
う
勝
本

の
言
に
は
頷
け
な
い
が
︑﹁
蘆
花
文
学
﹂
は
軍
人
た
ち
の
様
々
な
生
き
ざ
ま
を

描
き
︑
そ
し
て
そ
の
﹁
蘆
花
文
学
﹂
の
い
く
つ
か
は
︑
多
様
な
作
り
手
た
ち
に

よ
っ
て
︑
そ
の
物
語
内
容
を
変
化
さ
せ
ら
れ
て
人
々
に
届
け
ら
れ
て
い
た
︒
本

稿
で
と
り
あ
げ
た
﹁
寄
生
木
﹂
劇
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒

蘆
花
が
︑﹁
事
実
﹂
を
偏
重
す
る
文
壇
の
状
況
を
見
取
っ
た
う
え
で
﹃
寄
生

木
﹄
を
構
成
し
た
と
は
思
え
な
い
し
︑
訪
問
記
を
見
る
限
り
︑
劇
の
展
開
に
も

ほ
と
ん
ど
口
を
は
さ
ま
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
そ
の
よ
う
な
原
作
者

の
不
介
入
が
︑
興
行
側
の
︑
制
限
が
少
な
い
が
ゆ
え
の
自
由
な
作
劇
法
を
促
し

た
と
も
い
え
る
︒﹁
蘆
花
文
学
﹂
の
劇
化
に
は
︑
ひ
と
つ
の
物
語
を
再
創
造
す

る
作
り
手
た
ち
の
︑
様
々
な
創
意
や
想
像
力
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た

だ
し
そ
の
よ
う
な
物
語
に
︑︿
蘆
花
原
作
﹀
の
冠
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑

留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

注①

牧
辰
二
宛
書
簡
・
明
治
四
三
年
二
月
一
〇
日
付
︵
蘆
花
全
集
刊
行
会
編
﹃
蘆
花
全

集
﹄
第
二
〇
巻

新
潮
社

昭
和
五
年
五
月
五
日
︶
参
照
︒

②

徳
富
蘆
花
﹁
﹁
や
ど
り
木
﹂
の
女
主
人
公
夏
子
﹂︵
﹃
婦
人
く
ら
ぶ
﹄
第
三
巻
第
六

号

明
治
四
三
年
六
月
︶
で
︑
蘆
花
は
﹁
三
分
の
一
に
短
縮
し
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

③

高
田
知
波
﹁
徳
冨
蘆
花
﹁
寄
生
木
﹂﹂︵
﹃
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
第
三

九
巻
第
七
号

平
成
六
年
六
月
︶

④

﹁
思
出
の
記
﹂
が
︑
主
人
公
﹁
僕
﹂
に
よ
っ
て
書
き
残
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
﹁
僕
﹂
た
ち
の
﹁
自
伝
﹂
へ
︱
徳
冨

蘆
花
﹁
思
出
の
記
﹂
の
方
法
と
受
容
空
間
﹂
︵
﹃
日
本
文
学
﹄
第
六
九
巻
第
六
号

令

和
二
年
六
月
︶
を
参
照
︒

⑤

﹁
本
郷
座
の
﹃
寄
生
木
﹄﹂
︵
﹃
読
売
新
聞
﹄
明
治
四
三
年
三
月
一
四
日
朝
刊
︶
参
照
︒

⑥

約
二
年
前
の
明
治
四
一
年
四
月
︑
同
じ
く
本
郷
座
で
上
演
さ
れ
た
﹁
不
如
帰
﹂
で

は
︑
喜
多
村
が
浪
子
︑
伊
井
が
武
男
を
演
じ
た
︒
喜
多
村
は
そ
の
際
に
も
︑
山
田
桂

華
と
と
も
に
蘆
花
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
︵
桂
華
生
﹁
蘆
花
先
生
訪
問
記
﹂﹃
歌
舞

伎
﹄
第
九
四
号

明
治
四
一
年
五
月
︶
︒

⑦

﹁
演
芸
ク
ラ
ブ
﹂
︵
﹃
演
芸
画
報
﹄
第
四
年
第
四
号

明
治
四
三
年
四
月
︶
中
の

﹁
本
郷

楓
生
﹂
の
劇
評
︒

⑧

春
葉
版
﹁
不
如
帰
﹂
で
名
場
面
と
な
っ
た
︑
大
詰
の
﹁
青
山
墓
地
﹂
は
︑
浪
子
の

墓
の
前
で
武
男
と
片
岡
中
将
が
嘆
き
合
い
︑
軍
人
た
ち
の
新
し
い
絆
を
つ
く
る
こ
と

で
幕
を
閉
じ
て
い
る
︒

⑨

小
笠
原
善
平
の
実
際
の
死
は
ピ
ス
ト
ル
自
殺
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
読
者
の
も
と

に
知
ら
さ
れ
る
の
は
︑
大
正
三
年
の
﹁
縮
刷
版
序
﹂
中
の
記
述
に
よ
っ
て
で
あ
る
︒

⑩

勝
本
清
一
郎
﹁
蘆
花
と
士
族
的
倫
理
﹂
︵﹃
明
治
大
正
文
学
研
究
﹄
第
二
三
輯

昭

和
三
二
年
一
〇
月
︶

書
く
こ
と
で
報
い
る

二
三



︹
付
記
︺

作
品
や
資
料
の
引
用
に
際
し
て
︑
旧
字
は
新
字
に
改
め
︑
振
り
仮
名
は
適
宜

省
略
し
た
︒
引
用
文
中
の
傍
線
は
稿
者
に
よ
り
︑
／
は
改
行
を
表
す
︒
ま
た
︑

︻
図
Ⅰ
︼
の
画
像
使
用
に
は
︑
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
か
ら
許
諾
を
得
た
︒

記
し
て
謝
意
を
示
し
た
い
︒
な
お
︑﹁
富
﹂
と
﹁
冨
﹂
の
表
記
に
つ
い
て
は
︑

資
料
等
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に
従
い
本
稿
中
で
統
一
は
行
わ
な
か
っ
た
が
︑

稿
者
は
﹁
徳
冨
蘆
花
﹂
と
表
記
し
た
︒

書
く
こ
と
で
報
い
る

二
四


