
拙
著

『

画
文
共
鳴

『

み
だ
れ
髪』
か
ら

『

月
に
吠
え
る』

へ』
(

二
〇
〇
八
年
一
月
、
岩
波
書

店)

に
つ
い
て
の
藤
本
寿
彦
氏
の
書
評
は
、｢

日
本
近
代
文
学｣

第
79
集

(

二
〇
〇
八
年
一
一
月

一
五
日
、
日
本
近
代
文
学
会)

に
掲
載
さ
れ
た
。
一
読
し
た
と
き
か
ら
、
こ
の
書
評
に
は
反
論
し

て
お
き
た
い
と
、
感
じ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
藤
本
氏
の
書
評
の
後
半
部
は
、
き
わ
め
て
恣
意

的
で
、
拙
著
を
読
ん
で
い
な
い
人
に
誤
解
を
与
え
る
も
の
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
は
、
藤
本
氏
の
書
評
の
筆
法
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
コ
マ
絵
の
問
題
に
つ
い
て
、

拙
著
刊
行
後
に
考
え
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
補
足
と
し
た
い
。
さ
て
、
問
題
と
し
た
い
の
は
、
ア

ス
テ
リ
ス
ク
以
降
の
書
評
全
体
の
後
半
部
分
で
、
藤
本
氏
は
、
拙
著
の
一
部
分
を
引
用
し
て
い
る
。

拙
著
の
引
用
部
分
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

｢

!?｣

は
、
画
の
題
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
絵
は
も
と
は
シ
リ
ア
ス
な
も
の
で
は
な
く
、

お
か
し
さ
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
足
跡
は
ち
ゃ
ん
と
あ
っ
た
の
だ
が
、
潮

が
満
ち
て
き
て
そ
れ
が
消
さ
れ
、
二
人
が
海
中
に
没
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
だ
か
ら
、｢
!?｣

と
い
う
題
は
、｢

え
っ
！

カ
ッ
プ
ル
は
心
中
し
て
し
ま
っ
た
の
か
？｣

と
い
う
ほ
ど
の
意

味
な
の
だ
ろ
う
。
画
だ
け
見
る
と
、
遊
び
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
新
た
に
添
え
ら
れ
た
活
字
の

言
葉
は
、
漂
泊
と
流
離
を
示
す
シ
リ
ア
ス
な
も
の
な
の
で
、
絵
自
体
の
も
と
の
意
味
も
変
更

さ
れ
た
と
、
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
の
絵
の
お
か
し
み
の
痕
跡
を
示
す

｢

!?｣

の
符
号
に
着
目
し
た
た
め
に
、
緑
葉
の
批
判
は
生
ま
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

拙
著
の
こ
の
部
分
を
引
用
し
た
あ
と
、
藤
本
氏
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
書
評
の
終
わ

り
ま
で
引
用
し
て
み
る
。

右
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
本
書
の
二
百
二
十
八
ペ
ー
ジ
、
第
七
章

｢

画
人マ

マ

詩
人
竹
久
夢
二｣

か
ら
引
用
し
た
。
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
は
、
推
察
の
連
続
性
に
あ
る
。
こ
れ
で
明
ら

か
な
よ
う
に
、
氏
は
見
事
な
ま
で
に
自
身
の
批
評
を
開
陳
し
て
い
く
。
氏
の
鋭
利
な
批
評
眼

に
心
酔
し
て
い
る
書
評
子
は
、
い
ち
い
ち
相
槌
を
打
ち
な
が
ら
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
表
象
す

る
意
味
世
界
に
引
き
込
ま
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
一
度
で
も

『

夢
二
画
集』

を
繙
読
し
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
第
七
章
に
お
け
る
氏
の

夢
二
理
解
が
近
代
美
術
研
究
の

｢

常
識｣

に
足
を
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く

だ
ろ
う
。
氏
は

『

夢
二
画
集』

が
コ
マ
画
と
多
様
な
文
学
表
現
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
を
知

悉
し
て
い
る
の
だ
が
、｢

画
文
共
鳴｣

の
分
析
に
は
コ
マ
画
し
か
対
象
に
し
な
い
。｢

コ
マ
絵

集｣
(

き
ち
ん
と
し
た
論
証
も
な
く

｢

詩
画
集｣

と
評
価
を
改
め
て
い
る)

と
い
う
見
解
が

そ
の
証
で
あ
る
。
引
用
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
一
枚
の
コ
マ
絵
に
向
け
た
氏
の
印
象
批
評

で
あ
る
が
、｢

画
文
共
鳴｣

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
一
枚
の
コ
マ
画
に
固
執

す
る
の
で
は
な
く
、
画
集
総
体
を
問
題
化
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
美
術
研
究
の
成
果
に
い
た
ず
ら
に
依
拠
す
る
の

で
な
く
、
こ
の
成
果
に
批
判
を
加
え
つ
つ
、
他
領
域
を
凌
駕
す
る
識
見
を
手
に
入
れ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
よ
う
。

問
題
は
、
拙
著
か
ら
の
引
用
部
分
が
、
具
体
的
に
何
を
対
象
と
し
た
記
述
か
に
つ
い
て
、
十
分
、

( )一

木

股

知

史

コ
マ
絵
、
漫
画
、
俳
画

藤
本
寿
彦
氏
の
『
画
文
共
鳴

『

み
だ
れ
髪
』
か
ら
『
月
に
吠
え
る
』
へ
』
書
評
へ
の
批
判
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明
確
に
示
さ
な
い
ま
ま
、
藤
本
氏
は
、｢

こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
は
、
推
察
の
連
続
性
に
あ

る｣
と
い
い
、｢

引
用
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
一
枚
の
コ
マ
絵
に
向
け
た
氏
の
印
象
批
評｣

だ

と
決
め
つ
け
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
書
評
の
読
者
は
、
夢
二
の
コ
マ
絵
の
何
を
対
象
と
し
て
い
る

か
具
体
的
に
知
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
木
股
が
、
根
拠
も
な
く

｢

印
象
批
評｣

を
展
開
し
て
、

｢

推
察｣

を
た
だ
続
け
て
い
る
と
受
け
と
る
だ
ろ
う
。
ほ
ん
と
う
は
、｢

印
象
批
評｣

に
も｢

推
察｣

に
も
根
拠
が
あ
る
の
だ
が
、
藤
本
氏
は
、
木
股
が
対
象
と
し
て
い
る
コ
マ
絵
が
ど
ん
な
も
の
か
を

示
さ
ず
に
、
一
方
的
に
決
め
つ
け
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
コ
マ
絵
の
何
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か

と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
内
容
を
示
さ
な
い
で
、｢

印
象
批
評｣

だ
と
結
論
づ
け
る
の
は
、
き
わ

め
て
不
当
だ
と
思
う
。
ま
た
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
対
象
に
つ
い
て
の
評
価
を
少
し
も
示
さ
ず
に
、

批
判
さ
れ
る
の
は
甚
だ
心
外
で
あ
る
。
私
は
こ
う
い
う
筆
法
を
と
ら
な
い
。

書
評
だ
け
を
読
み
、
拙
著
を
読
ん
で
い
な
い
読
者
の
た
め
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明

確
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
木
股
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
竹
久
夢
二
の

『

夢
二
画
集

春

の
巻』

の
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
、
海
岸
の
砂
浜
に
ふ
た
つ
の
足
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
絵
で
あ
る
。

足
跡
は
、
左
が
靴
で
、
右
が
草
履
に
見
え
る
の
で
、
一
組
の
男
女
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
足
跡

は
カ
ー
ブ
し
な
が
ら
、
波
打
ち
際
に
向
か
っ
て
い
る
。
下
部
に
は
、｢
波
は
／
淘
去
し
淘
来
せ
り
。

／
人
は
／
い
づ
こ
よ
り
来
り
／
い
づ
こ
に
か
ゆ
く
。｣

と
い
う
詩
の
よ
う
な
言
葉
が
添
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
コ
マ
絵
の
初
出
は
、
長
田
幹
雄
の
調
査
に
よ
っ
て
、
雑
誌

『
中
学
世
界』

の
一
九
〇

九
年
六
月
号
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

(

�)

拙
著
で
は
、
初
出
の
絵
は
図
版
と
し
て
提
示
し
な

か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
示
し
て
お
き
た
い
。
初
出
の
コ
マ
絵
は
、
長
谷
川
天
溪
の

｢
小
説
を
読
む

態
度｣

と
い
う
評
論
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
夢
二
の
サ
イ
ン
は
、『

夢
二
画
集

春
の
巻』
の
収

録
版
で
は
消
さ
れ
て
い
る
が
。
構
図
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
コ
マ
絵
は
本
文
と
の
関
連
が
な

く
、
自
由
に
は
さ
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
場
合
も
そ
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
見
く
ら
べ

れ
ば
、
初
出
の
コ
マ
絵
が
、
本
文
と
は
独
立
し
て
物
語
的
意
味
を
含
む
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、｢

!?｣

の
記
号
の
解
読
に
よ
っ
て
物
語
の
意
味
が
解
け
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。｢

!?｣

の
記
号
は
、
男
女
の
足
跡
が
波
打
ち
際
で
消
え
て
い
る
こ
と
を
、

心
中
し
た
の
か
と
思
っ
て
驚
く
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、｢

え
っ
！

心
中
し
て
し
ま
っ
た

の
か
？｣

と
い
う
よ
う
に
読
み
と
れ
る
。
ま
た
、
残
さ
れ
た
足
跡
の
と
こ
ろ
ま
で
、
潮
が
満
ち
て

足
跡
が
消
さ
れ
た
だ
け
か
も
知
れ
な
い
と
理
解
す
れ
ば
、｢

心
中
！

い
や
い
や
、
波
で
足
跡
が
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消
さ
れ
た
だ
け
か
？｣

と
、
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
初
出
当
初
は
、
そ
う
し
た
絵
解

き
の
遊
び
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
絵
が
挿
入
さ
れ
た
地
の
本
文
と

か
か
わ
り
が
な
い
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、『

夢
二
画
集

春
の
巻』

で
は
、
人
生
の
無
常
を
波
の
淘
去
、
淘
来
に
重
ね
た
シ

リ
ア
ス
な
感
情
を
表
現
し
た
活
字
に
よ
る
言
葉
の
表
現
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

コ
マ
絵
の
意
味
づ
け
に
も
変
化
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
拙
著
本
文
で
も
木
村
毅
の

｢

じ
ょ
う
じ
ょ
う
と
し
て
、
つ
き
ぬ
余
韻
が
た
だ
よ
う
て
く
る｣

と
い
う
見
解
を
取
り
上
げ
て
言

及
し
て
い
る
。
海
辺
の
漂
泊
を
暗
示
す
る
抒
情
性
が
、
詩
的
な
言
葉
の
付
加
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、

も
と
あ
っ
た
コ
マ
絵
の
意
味
が
編
集
に
よ
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

｢

推
測｣

を
促
し
た
の
は
佐
藤
緑
葉
の
批
評
で
あ
る
。

(

�)

佐
藤
緑
葉
は
、
画

中
の
記
号
が
説
明
的
だ
と
い
う
違
和
感
を
抱
い
て
い
る
。
佐
藤
緑
葉
は
、
初
出
と

『

夢
二
画
集

春
の
巻』

巻
頭
画
の
意
味
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
、
編
集
に
よ
る
変
更
と
い
う
事
態
を
直
観
的
に
感

じ
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

藤
本
氏
が
、｢

コ
マ
画
し
か
対
象
に
し
な
い｣

と
書
い
て
い
る
の
は
不
正
確
で
、
コ
マ
絵
に
お

け
る
言
葉
と
画
像
の
交
渉
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
を
分
析
す
る
の
が
こ
の
章
の
目
的
な
の
で
あ
っ

た
。｢

第
Ⅲ
部

詩
画
集
へ
の
道｣

で
は
、
近
代
日
本
の
は
じ
め
て
の
本
格
的
な
詩
画
集
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
萩
原
朔
太
郎『

月
に
吠
え
る』

に
つ
い
て
の
考
察
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、

｢

第
７
章

画
家
詩
人
竹
久
夢
二｣

で
は
、
詩
歌
と
絵
画
の
組
合
せ
に
よ
る
表
現
を
試
み
た
竹
久

夢
二
の
コ
マ
絵
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
竹
久
夢
二
の
、
絵
画
と
文
学
を
接
近
さ
せ
て
同
じ
一
つ
の

空
間
上
で
表
現
す
る
と
い
う
試
み
は
、
回
覧
雑
誌

『

密
室』

や
創
作
版
画
誌

『

月
映』
を
刊
行
す

る
こ
と
に
な
る
恩
地
孝
四
郎
、
田
中
恭
吉
、
藤
森
静
雄
に
影
響
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

コ
マ
絵

に
お
け
る
画
文
の
か
か
わ
り
方
の
分
析
が
第
７
章
の
主
要
関
心
な
の
で
あ
る
。

『

夢
二
画
集

春
の
巻』

の
巻
頭
画
で
は
、
コ
マ
絵
に
お
け
る
言
葉
、
記
号
と
画
像
の
か
か
わ

り
方
の
二
つ
の
層
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。｢

!?｣

と
い
う
記
号
は
、
絵
の
中
に
彫
り
込
ま

れ
て
お
り
、
こ
の
コ
マ
絵
の
表
題
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『

春
の
巻』

巻
頭
画
で
コ
マ

絵
の
下
部
に
そ
え
ら
れ
た
活
字
の
詩
的
表
現
は
、
木
版
の
コ
マ
絵
が
作
ら
れ
た
あ
と
に
付
加
さ
れ

た
も
の
で
、
コ
マ
絵
と
言
語
表
現
の
対
応
が
意
識
さ
れ
た
試
み
で
あ
る
。
サ
イ
ン
を
削
っ
た
が
、

｢

!?｣

と
い
う
記
号
表
現
を
残
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
諧
謔
の
意
味
が
、
人
生
の
疑
問

と
驚
異
に
転
換
さ
れ
る
の
だ
が
、
佐
藤
緑
葉
が
感
じ
と
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
ね
じ
れ
を
わ
ざ
と

残
し
て
み
せ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
拙
著
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
コ
マ
絵
に
お
け
る
絵
と
言

葉
の
関
わ
ら
せ
方
は
、
言
葉
が
版
面
に
彫
り
こ
ま
れ
て
絵
と
一
体
と
な
っ
た
も
の
と
、
画
集
と
し

て
編
集
す
る
際
に
活
字
と
し
て
付
加
さ
れ
た
も
の
に
大
別
で
き
る
。
彫
り
込
ま
れ
た
文
字
の
量
が

多
く
、
文
章
表
現
と
な
っ
て
、
表
題
の
域
を
超
え
て
、
絵
の
モ
チ
ー
フ
と
か
ら
み
合
う
よ
う
な
場

合
も
あ
る
。

｢

第
７
章

画
家
詩
人
竹
久
夢
二｣

で
行
っ
た
分
析
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
の
は
、
コ
マ
絵
と

言
葉
の
組
合
せ
と
い
う
着
想
は
、
夢
二
の
独
創
で
は
な
く
、
小
川
芋
銭
や
小
杉
未
醒
に
先
行
的
な

試
み
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
発
想
の
源
流
に
は
、
俳

画
の
伝
統
や
、
略
画
と
し
て
の
漫
画
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
夢
二
の
コ
マ
絵
に
は
、
近
代

の
俳
画
の
伝
統
を
異
化
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
恩
地
孝
四
郎
が
、
俳
画
的
発
想
を
脱
し
た
抒

情
的
な
側
面
に
夢
二
の
独
創
性
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
も
拙
著
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
小

杉
未
醒
の
既
出
の
コ
マ
絵
を
再
編
集
し
て
言
葉
の
表
現
と
組
み
合
わ
せ
る
試
み
や
、
中
村
不
折
の

俳
画
の
工
夫
に
つ
い
て
も
、
夢
二
と
対
照
し
つ
つ
、
拙
著
で
ふ
れ
て
い
る
の
で
、
夢
二
の
コ
マ
絵

し
か
見
て
い
な
い
と
い
う
、
藤
本
氏
の
指
摘
は
、
不
十
分
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
ま
た
、｢

第
七

章
に
お
け
る
氏
の
夢
二
理
解
が
近
代
美
術
研
究
の

｢

常
識｣

に
足
を
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る｣

と
い
う
指
摘
も
、
拙
著
の
コ
マ
絵
に
お
け
る
絵
と
言
葉
の
関
連
性
の
あ
り
方
を
追
究
し
た
試
み
を

ま
っ
た
く
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
。｢

画
集
総
体
を
問
題
化
す
べ
き｣

だ
と
い
う
藤
本
氏
の
見
解

は
受
け
入
れ
て
も
よ
い
が
、
藤
本
氏
こ
そ
、
拙
著

｢

第
７
章

画
家
詩
人
竹
久
夢
二｣

の
論
旨
の

全
体
を
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

コ
マ
絵
に
新
た
に
活
字
で
組
ん
だ
言
葉
を
そ
え
る
と
い
う
手
法
は
、
夢
二
の
コ
マ
絵
集
に
先
行

し
て
、
小
杉
未
醒
や
小
川
芋
銭
の
試
み
に
見
ら
れ
る
が
、
拙
著
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
コ
マ
絵
の
裾
野
に
漫
画
が
あ
っ
た
。
戯
画
は
、
鳥
羽
絵
、
ポ
ン
チ
絵
と
呼
称

さ
れ
た
が
、
一
九
〇
五

[

明
治
三
八]

年
に

｢

東
京
パ
ッ
ク｣

が
創
刊
さ
れ
て
か
ら
、
風
刺

を
含
ん
だ
戯
画
と
し
て
の

｢

漫
画｣

と
い
う
言
葉
が
定
着
す
る
。
漫
画
は
、
コ
マ
絵
の
一
翼

を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
日
本
画
家
と
し
て
活
躍
し
た
小
川
芋
銭
や
小
杉
未
醒
は
、
一

九
一
〇
年
代
に
は
略
筆
画
と
し
て
の
漫
画
に
力
を
入
れ
て
い
た
。
小
杉
未
醒
の『

漫
画
一
年』

木股 知史：コマ絵, 漫画, 俳画( )三
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(

一
九
〇
七

[

明
治
四
〇]

年
一
月
、
左
久
良
書
房)

、『

漫
画
天
地』

(

一
九
〇
八

[

明
治
四
一]

年
一
月
、
左
久
良
書
房)

、『

漫
画
と
紀
行』

(

一
九
〇
九

[

明
治
四
二]

年
五
月
、
博
文
館)

、
小

川
芋
銭
の

『

草
汁
漫
画』

(

一
九
〇
九

[

明
治
四
二]

年
六
月
、
日
高
有
倫
堂)

な
ど
が
木
版
の

漫
画
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
書
物
で
は
、｢

漫
画｣

と
い
う
言
葉
は
、
戯
画
的

な
滑
稽
さ
よ
り
も
、
即
興
的
な
略
筆
画
と
い
う
意
味
に
重
き
を
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。
こ
う
し
た
画
集
出
版
の
波
が
夢
二
の
コ
マ
絵
集
刊
行
の
同
時
代
的
な
現
象
と
し

て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

拙
著
で
は
、
深
く
ふ
れ
な
か
っ
た
、
小
杉
未
醒

『

漫
画
一
年』

の

｢

第
二
篇｣

と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る

『

漫
画
天
地』

に

つ
い
て
、
少
し
紹
介
し
て
お

き
た
い
。『

漫
画
天
地』

で

は
、
見
開
き
の
左
頁
に
木
版

の
コ
マ
絵
が
置
か
れ
、
右
頁

に
絵
に
対
応
す
る
諸
家
の
言

葉
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
右
手
に
巻
物
を
持

ち
、
左
手
を
高
く
上
げ
た
禿

頭
、
ヒ
ゲ
の
老
人
が
龍
を
出

現
さ
せ
て
い
る
絵
に
つ
い
て

は
、｢

仙
人｣

、｢

わ
ら
か
し

や
ア
が
る｣

、｢

伊
藤
政
女｣

と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
箱

に
組
ま
れ
た
活
字
が
対
応
し

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
表
題
、

付
加
さ
れ
た
言
葉
、
作
者
名

で
あ
る
。
出
現
し
た
龍
の
大

き
さ
に
つ
い
て
、｢

わ
ら
か

し
や
ア
が
る｣

と
い
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
活
字
の
言
葉
が
絵
解
き
を
す
る
よ
う
な
か
た
ち
に
な

っ
て
い
て
、
絵
の
滑
稽
さ
を
引
き
出
す
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
右
頁
の
活
字
の
言
葉
は
、
先

に
描
か
れ
た
コ
マ
絵
に
自
由
に
合
わ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
画
文
の
組
合
せ
は
編
集
の
結
果
、

生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。『

漫
画
一
年』

や

『

漫
画
天
地』

の
、
既
発
表
の
コ
マ
絵
を
編
集
し
て
、

言
葉
を
付
加
す
る
と
い
う
方
法
は
、『

夢
二
画
集

春
の
巻』

に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

未
醒
は
、
木
版
と
い
う
技
法
そ
の
も
の
に
も
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
未
醒
は
、『

漫
画
天
地』

の

｢

自
序｣

に
、｢

ふ
と
し
た
事
か
ら
手
に
し
初
め
た
木
版
漫
画
の
筆
は
、
自
分
と
は
因
縁
の
有

る
事
か
し
て
中
々
手
を
切
れ
さ
う
に
も
な
い
、
此
間
思
ひ
付
い
て
四
年
来
の
木
版
画
の
数
を
概
算

し
て
見
た
ら
、
千
五
六
百
に
及
ん
で
居
た｣

と
記
し
て
い
る
。
未
醒
は
、｢

自
分
の
志
す
処
は
油

絵
で
あ
る｣

が
、｢

木
版
漫
画
を
描
く
と
云
ふ
事
が
、
格
別
の
邪
魔
に
も
な
ら
ぬ｣

、｢

油
絵
は
堂
々

た
る
王
者
の
如
く
、
木
版
画
は
山
野
の
一
俳
人
の
如
き
も
の
だ｣

と
も
記
し
て
い
る
。
木
版
の
コ

マ
絵
集
の
刊
行
に
つ
い
て
の
困
難
に
つ
い
て
は
、
未
醒
は
、｢

木
版
画
に
一
番
困
ら
せ
ら
る
ゝ
者

は
彫
り
師
の
粗
漏
だ
、
而
し
此
の
責
は
彫
り
師
に
な
く
て
、
出
版
経
営
者
の
算
盤
に
あ
る
と
思
ふ｣

と
書
い
て
い
る
。
未
醒
の
コ
マ
絵
に
は
、
単
色
木
版
の
表
現
的
可
能
性
の
追
究
と
い
う
要
素
も
含

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

鏑
木
清
方
は
、
木
版
の
振
興
を
願
っ
て
い
た
が
、｢

木
版
画
の
趣
味｣

(

一
九
一
〇
年
三
月
、｢

日

本
美
術｣

一
三
三
号)

と
い
う
文
章
で
、
未
醒
の
試
み
に
つ
い
て

｢

近
来
小
杉
未
醒
君
や
其
他
の

人
々
に
よ
つ
て
折
々
画
集
も
出
版
さ
れ
る
様
に
な
つ
た
が
。
之
も
売
高
に
な
る
と
甚
だ
少
い
の
で
、

出
版
書
肆
に
は
余
り
利
益
が
無
い
様
子
だ｣

と
、
言
及
し
て
い
る
。
鏑
木
清
方
は
、
一
九
一
二
年

一
月
に
春
陽
堂
か
ら
刊
行
し
た

『

金
色
夜
叉
絵
巻』

で
、
単
色
木
版
の
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
的
可
能

性
を
探
究
し
て
い
る
。
木
版
の
刷
り
は
、
西
村
熊
吉
が
担
当
し
て
お
り
、
単
色
木
版
で
ど
こ
ま
で

中
間
ト
ー
ン
や
、
動
き
、
触
感
が
表
現
で
き
る
か
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、『

金
色
夜

叉
絵
巻』

に
お
け
る
清
方
の
木
版
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
名
取
春
仙
の

『

朝
日
新
聞』

連
載
の
小
説

挿
絵
や
、
未
醒
の
木
版
漫
画
の
試
み
に
刺
激
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
た
く
さ
ん
売

れ
て
版
を
重
ね
た
、
夢
二
の
コ
マ
絵
集
の
木
版
の
彫
り
の
質
に
対
す
る
抵
抗
と
批
判
を
読
み
と
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。『

金
色
夜
叉
絵
巻』

か
ら
間
貫
一
と
赤
樫
満
枝
が
歩
い
て
い
る
絵
を
例
と

し
て
あ
げ
て
お
こ
う
。
こ
す
っ
た
よ
う
な
か
す
れ
が
中
間
ト
ー
ン
を
表
現
し
、
独
特
の
動
感
が
生

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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『

漫
画
天
地』

が
刊
行
さ
れ
た
一
九
〇
八
年
五
月
に
は
、
小
杉
未
醒
も
同
人
の
一
人
と
し
て
加

わ
っ
て
い
る
雑
誌

『

方
寸』

が
創
刊
さ
れ
る
が
、『

方
寸』

は
、
版
画
と
と
も
に
漫
画
に
も
深
い

関
心
を
示
し
た
雑
誌
で
あ
っ
た
。
野
田
宇
太
郎
は
、『

方
寸』

の
人
々
の
漫
画
が
諷
刺
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、｢

む
し
ろ
諷
刺
は
真
の
芸
術
家
に
と
っ
て
巧
ま
ず
し
て
滲
み
出

る
精
神
で
あ
つ
て
、
彼
等
の
主
目
的
は
漫
画
と
い
ふ
自
由
画
で
芸
術
世
界
を
縦
横
に
模
索
す
る
こ

と
で
あ
つ
た｣

と
指
摘
し
て
い
る
。

(

�)

俳
画
的
な
滑
稽
、
飄
逸
や
、
諷
刺
か
ら
生
活
的
抒
情
の
発
見

に
い
た
る
夢
二
の
歩
み
も
、
コ
マ
絵
の
自
由
さ
の
追
究
の
結
果
、
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
人
、『

草
汁
漫
画』

(
一
九
〇
八
年
六
月
、
日
高
有
倫
堂)

を
刊
行
し
た
小
川
芋
銭
は
、

『

ホ
ト
ト
ギ
ス』

の
コ
マ
絵
作
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。『

ホ
ト
ト
ギ
ス』

と
い
え
ば
、
夢
二
も

コ
マ
絵
を
寄
稿
し
て
い
る
し
、
渡
辺
与
平
が
活
躍
し
、
コ
マ
絵
が
さ
か
ん
に
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
で

あ
る
。
コ
マ
絵
は
、
地
で
あ
る
本
文
に
内
容
的
な
関
わ
り
を
も
た
な
い
が
、『

ホ
ト
ト
ギ
ス』

誌

上
で
は
、
画
文
が
響
き
あ
う
と
試
み
も
見
ら
れ
る
。
同
一
空
間
で
の
画
像
と
言
葉
の
融
合
と
い
う

点
で
は
、『

明
星』

よ
り
も
進
ん
だ
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伝
統
的
な
俳
画
の
実
践
も

あ
り
、
下
村
為
山
が
一
〇
巻
五
号

(

一
九
〇
七
年
二
月)
よ
り
、
見
開
き
で
俳
画
と
俳
句
を
掲
載

し
て
い
る
。
一
三
巻
四
号

(

一
九
一
〇
年
一
月)

の

｢

手
鞠｣
の
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
為
山

は
、
手
鞠
と
戯
れ
る
猫
を
描
い
て
い
る
が
、
六
句
の
俳
句
の
ど
れ
に
も
猫
は
登
場
し
て
い
な
い
。

つ
き
な
が
ら
離
れ
る
絵
の
付
け
方
が
俳
画
の
妙
味
で
あ
る
。
俳
画
は
、
誌
面
上
で
画
文
を
組
合
せ

る
発
想
の
源
流
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

『

ホ
ト
ト
ギ
ス』

か
ら
、
一
つ
の
空
間
で
画
文
が
自
在
に
組
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
事
例
を
紹
介

し
て
お
こ
う
。
第
四
巻
四
号

(

一
九
〇
一
年
一
月)

に
掲
載
さ
れ
た

『

蕪
村
寺
再
建
縁
起』

は
、

一
種
の
戯
文
で
、
八
頁
に
わ
た
っ
て
、
荒
れ
果
て
て
無
住
の
寺
と
な
っ
て
い
る
蕪
村
寺
を
、
蕪
村

宗
を
信
心
す
る
俳
阿
弥
と
い
う
名
の
僧
が
、
化
け
物
や
敵
対
す
る
月
並
村
の
住
人
と
た
た
か
い
な

が
ら
再
興
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
絵
と
文
で
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
正
岡
子
規
が
文
を
書
き
、

木股 知史：コマ絵, 漫画, 俳画( )五
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中
村
不
折
が
絵
を
描
い

て
い
る
。
木
版
の
絵
に
、

活
字
で
組
ま
れ
た
物
語

が
そ
え
ら
れ
て
い
る
。

地
の
語
り
と
、
人
物
の

発
話
は
、
区
別
さ
れ
て

組
み
分
け
ら
れ
て
い
る
。

適
宜
あ
い
た
空
間
に
は

め
込
め
ば
よ
い
コ
マ
絵

と
異
な
っ
て
、
こ
う
し

た
絵
物
語
の
組
版
は
手

間
が
か
か
る
が
、
一
見

し
て
、
草
双
紙
の
版
面

を
想
起
さ
せ
る
。

藤
本
氏
は
、｢｢

画
文

共
鳴｣

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
を
論
じ
る
な
ら
ば
、

一
枚
の
コ
マ
画
に
固
執

す
る
の
で
は
な
く
、
画

集
総
体
を
問
題
化
す
べ

き
で
あ
っ
た｣

と
し
、｢

美
術
研
究
の
成
果
に
い
た
ず
ら
に
依
拠
す
る
の
で
な
く
、
こ
の
成
果
に

批
判
を
加
え
つ
つ
、
他
領
域
を
凌
駕
す
る
識
見
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う｣

と
い
う

が
、
私
は
、
も
っ
と

｢

美
術
研
究｣

か
ら
学
ぶ
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
し
、
一
枚
の
コ
マ
絵
か
ら

も
画
文
共
鳴
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
取
り
出
す
こ
と
は
可
能
だ
と
思
っ
て
い
る
。

さ
て
、
藤
本
氏
は
、
拙
著
に
つ
い
て
、｢

美
し
い
物
語
を
書
き
上
げ
る
た
め
に
、｢

研
究｣

を
奉

仕
さ
せ
て
実
現
さ
せ
た

｢

画
文
のマ

マ

共
鳴｣

は
羨
ま
し
い
一
書
だ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う｣

と
記
し

て
い
る
。
私
は

｢

物
語｣

と

｢

研
究｣

は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
藤
本
氏
は
、

も
し
か
す
る
と

｢

物
語｣

を
主
観
的
で
放
恣
な
空
想
と
と
ら
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
私

に
と
っ
て
の

｢

物
語｣

と
は
、
他
者
と
共
有
で
き
る
研
究
上
の
仮
説
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

打
ち
棄
て
ら
れ
て
い
た
象
徴
主
義
と
い
う
概
念
を
、
文
学
か
ら
視
覚
芸
術
に
拡
張
し
て
再
構
築
す

れ
ば
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
の
接
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
既
成
の
文
学
史
像
を
転
換
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
拙
著
に
お
け
る

｢

物
語｣

(

仮
説)

の
内
容
で
あ
る
。

蒲
原
有
明
の
散
文
詩
の
分
析(｢

第
Ⅱ
部

イ
メ
ー
ジ
と
象
徴
主
義

第
６
章
蒲
原
有
明
の
試
み｣)

で
は
、
象
徴
主
義
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
分
水
嶺
の
事
例
を
提
示
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

る
。
視
覚
芸
術
に
象
徴
主
義
概
念
を
拡
張
し
な
が
ら
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
移
行
の
多
層
性
を
考
え

る
と
い
う

｢

物
語｣

は
、
私
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
研
究
者
に
も
共
有
で
き
る
も
の
だ
と
考
え

て
い
る
。

注

(

�)

長
田
幹
雄

『

竹
久
夢
二
全
集

解
題

初
版
本
復
刻』

(

一
九
八
五
年
、
ほ
る
ぷ
出
版)

五
頁
。

(

�)
｢

夢
二
画
集
春
の
巻
批
評｣

(

一
九
一
〇
年
四
月
、
竹
久
夢
二

『

夢
二
画
集

夏
の
巻』

洛
陽
堂
、
附

録)

頁
表
記
な
し
。

(

�)

回
覧
雑
誌

『

密
室』

に
つ
い
て
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金

(

研
究
課
題

｢

回
覧
雑
誌

｢

密
室｣

に
お

け
る
文
学
と
美
術
の
交
流
の
研
究｣

、
課
題
番
号19520176

、
二
〇
〇
七
年
度
〜
二
〇
〇
八
年
度
、)

の
助
成
を
受
け
、
画
像
作
品
も
含
め
た
翻
刻
と
解
説
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
拙
論｢

回
覧
雑
誌『

密
室』

と
無
意
識
の
領
域｣

(『

甲
南
大
学
人
間
科
学
研
究
所
紀
要』

、
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月)

を
参

照
さ
れ
た
い
。

(

�)

野
田
宇
太
郎

『

日
本
耽
美
派
文
学
の
誕
生』

(

一
九
七
五
年
一
一
月
、
河
出
書
房
新
社)

四
五
四
頁
。
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