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１
．
は
じ
め
に

　

横
浜
市
中
区
本
牧
に
日
本
庭
園
・
三
溪
園
（
図
１
）
が
開
園
し
た

の
は
明
治
三
九
年（
一
九
〇
六
）、開
園
か
ら
百
十
年
以
上
が
経
っ
た
。

開
園
百
年
を
迎
え
た
翌
年
の
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）、
近
代
庭

園
史
上
、
そ
の
美
観
と
歴
史
的
な
観
点
か
ら
文
化
財
と
し
て
の
意
義

が
認
め
ら
れ
、
三
溪
園
は
国
の
名
勝
に
指
定
さ
れ
、
そ
の
指
定
か
ら

も
す
で
に
十
年
以
上
が
経
過
し
た
。
こ
の
庭
園
を
つ
く
っ
た
の
は
、

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
実
業
家
・
原
三
溪
（
富
太
郎
／

一
八
六
八
～
一
九
三
九
）
で
あ
る
。
三
溪
が
庭
園
の
造
成
を
は
じ
め

た
の
は
明
治
三
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
で
、
開
園
後
も
造
成
を
続
け
、

最
終
的
な
完
成
は
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）、
三
溪
園
は
実
に
四

半
世
紀
近
く
を
か
け
た
、
三
溪
創
作
の
総
合
芸
術
作
品
で
あ
る
。

　

そ
れ
だ
け
の
時
間
を
か
け
て
造
成
し
て
い
け
ば
、
日
々
樹
木
も
成

長
し
、
そ
の
様
相
を
変
え
て
い
く
も

の
で
あ
り
、
ま
た
移
築
し
た
建
造
物

の
数
々
も
、
年
月
を
経
て
屋
根
や
外

壁
に
も
少
し
ず
つ
変
化
が
み
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
そ
の
間
、
台
風
や
大
雨
な

ど
の
自
然
災
害
に
も
見
舞
わ
れ
、
三

溪
は
こ
の
庭
園
を
維
持
す
る
た
め
の

整
備
に
相
当
な
費
用
が
か
か
る
こ
と

も
知
っ
て
お
り
、
こ
の
庭
園
が
百
年

後
に
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

か
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る（
１
）。
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図1　三溪園　三溪園所蔵
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今
の
と
こ
ろ
、
三
溪
園
の
造
成
に
関
す
る
図
面
と
い
う
も
の
は
発

見
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
三
溪
は
頭
の
中
で
構
想
し
、
実
際
に
建
物

を
配
置
し
、
樹
木
や
庭
石
も
あ
わ
せ
て
配
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と

い
わ
れ
て
い
る
。
自
身
が
書
画
を
た
し
な
み
、
そ
の
絵
画
を
み
れ
ば

構
図
も
素
人
離
れ
し
て
優
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
美
的
感
覚
に
長
け

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
庭
園
造
成
の
た
め
に
参
考
と
な
る

資
料
（
入
手
し
た
建
造
物
の
図
面
や
写
真
な
ど
）
と
い
っ
た
情
報
を

三
溪
は
収
集
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
三
溪
は
、
広
大
な
庭
園
の

構
想
に
対
し
て
感
覚
的
に
優
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
造
成
目

的
の
た
め
の
情
報
収
集
や
研
究
も
行
い
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
そ
の
感

覚
を
補
助
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　

三
溪
自
身
の
天
賦
の
才
で
あ
る
「
セ
ン
ス
」
は
、
庭
園
造
成
だ
け

で
な
く
、
何
事
に
も
発
揮
さ
れ
、
そ
れ
が
三
溪
の
資
料
収
集
や
研
究

を
怠
ら
な
い
と
い
う
姿
勢
に
よ
り
、
更
に
磨
か
れ
て
い
っ
た
。

　

さ
て
、
こ
の
三
溪
の
資
料
収
集
や
研
究
を
怠
ら
な
い
と
い
う
姿
勢

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
三
溪
の
古
美
術
収
集
や
当
代
作
家
支
援
の
な

か
で
概
観
し
な
が
ら
、
三
溪
の
美
術
、
ひ
い
て
は
芸
術
に
対
す
る
審

美
眼
を
示
す
証
左
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

２
．
実
業
家
と
し
て
の
は
じ
ま
り
に
み
る
分
析
力

　

芸
術
の
パ
ト
ロ
ン
と
い
わ
れ
る
三
溪
に
つ
い
て
、
そ
の
研
究
姿
勢

を
別
の
角
度
か
ら
述
べ
て
お
く
。

　

岐
阜
の
庄
屋
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
三
溪
は
、
縁
あ
っ
て
明
治

二
四
年
（
一
八
九
一
）
に
横
浜
の
生
糸
売
込
商
で
成
功
を
収
め
た
原

商
店
の
店
主
・
原
善
三
郎
の
孫
娘
と
結
婚
し
、
原
家
に
入
籍
し
た（
２
）。

明
治
三
二
年
に
先
代
の
善
三
郎
が
亡
く
な
る
と
、
店
を
継
ぎ
、
近
代

的
経
営
へ
の
改
革
に
着
手
、
や
が
て
原
合
名
会
社
へ
と
変
革
を
遂
げ

た
。

　

こ
の
実
業
家
と
し
て
の
三
溪
は
、
店
を
継
ぐ
ず
っ
と
以
前
よ
り
、

横
浜
随
一
の
大
店
と
い
え
ど
も
旧
弊
に
囚
わ
れ
て
い
た
店
の
改
革
を

考
え
、『
潜
思
録
』
と
い
う
手
記
を
一
冊
遺
し
て
い
る
。
表
紙
と
中

の
頁
に
「
他
見
を
禁
ず
」
と
墨
で
大
き
く
書
か
れ
、
内
容
は
、
原
商

店
の
経
営
に
関
す
る
改
善
点
を
、
項
目
立
て
て
整
理
し
て
記
し
た
も
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の
で
あ
る
。
不
動
産
業
と
、当
時
の
主
力
で
あ
っ
た
生
糸
業
に
分
け
、

現
在
で
い
う
と
こ
ろ
の
経
理
規
定
や
庶
務
規
定
な
ど
の
福
利
厚
生
に

つ
い
て
言
及
し
、
実
情
の
曖
昧
さ
を
具
体
的
に
指
摘
し
、
ど
の
よ
う

に
改
め
る
べ
き
か
を
述
べ
、
経
費
節
減
を
呼
び
か
け
、
諸
規
定
を
定

め
改
め
る
べ
し
と
い
う
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。驚
く
べ
き
こ
と
に
、

三
溪
が
こ
れ
を
書
い
た
の
は
、
明
治
二
五
年
の
冬
、
つ
ま
り
、
原
家

に
入
っ
て
ま
だ
一
年
半
し
か
経
っ
て
い
な
い
と
い
う
、
三
溪
二
五
歳

の
頃
で
あ
る
。
東
京
専
門
学
校
（
現
早
稲
田
大
学
）
で
法
律
を
修
め

た
三
溪
は
、
経
済
も
学
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
無
論
、
専
門

的
知
識
を
有
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
実
地
の
会
社
経
営
に

提
言
で
き
る
近
代
的
知
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、そ
の
文
章
は
わ
か
り
や
す
く
淀
み
が
な
い
。
後
述
す
る
が
、

美
術
に
関
す
る
記
述
で
は
何
度
も
草
稿
を
書
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、

『
潜
思
録
』
を
ま
と
め
る
ま
で
に
下
書
き
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る

が
、
三
溪
は
筆
力
に
も
優
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
美
術
に
対
す

る
記
述
は
壮
年
期
の
も
の
で
、
こ
な
れ
た
文
章
が
書
け
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
が
、
こ
の
と
き
は
青
年
期
の
文
で
あ
り
、

謹
直
な
文
字
は
、
後
年
の
三
溪
の
書
体
よ
り
ま
だ
若
々
し
さ
を
感
じ

さ
せ
、
新
た
な
時
代
を
切
り
拓
く
と
い
う
決
意
の
表
れ
を
み
て
と
れ

る
。

　

お
そ
ら
く
、
三
溪
は
こ
の
経
営
近
代
化
へ
の
改
革
の
期
待
も
込
め

て
原
家
に
迎
え
ら
れ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
家
業
に
対
し
て
「
分

析
」
→
「
改
善
」
→
「
実
施
」
を
着
実
に
遂
行
し
て
い
っ
た
。

　

こ
の
「
分
析
」
力
が
三
溪
の
特
徴
で
あ
り
、
美
術
の
方
面
で
も
発

揮
さ
れ
た
。

３
．
三
溪
の
古
美
術
蒐
集
と
「
研
究
的
態
度
」

（
１
）
古
美
術
蒐
集
の
軌
跡

　

三
溪
の
美
術
品
蒐
集
の
軌
跡
に
つ
い
て
は
、
遺
さ
れ
た
『
美
術
品

買
入
覚
』（『
買
入
覚
』）
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
２
）（３
）。

明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
か
ら
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
ま
で
の

三
溪
自
筆
の
記
録
で
あ
り
、
前
述
の
実
業
家
と
し
て
の
自
筆
記
録
の

一
つ
『
潜
思
録
』
執
筆
の
翌
年
か
ら
蒐
集
が
は
じ
ま
り
、
没
年
の
十

年
前
ま
で
は
蒐
集
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
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こ
の
記
録
は
筆
跡
か
ら
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
状
態
で
記
録
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ま
で

は
領
収
書
や
あ
る
い
は
他
の
メ

モ
な
ど
が
存
在
し
、
そ
れ
を
も

と
に
清
書
の
よ
う
に『
買
入
覚
』

と
し
て
控
え
ら
れ
て
い
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
昭
和

五
年
以
降
の
記
録
が
な
い
の

は
、
本
当
に
三
溪
が
収
集
を
や

め
て
し
ま
っ
た
か
ら
か
も
し
れ

な
い
し
、
あ
る
い
は
昭
和
五
年
以
降
の
メ
モ
や
領
収
書
の
類
が
あ
っ

て
も
清
書
し
な
か
っ
た
た
め
残
っ
て
い
な
い
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
現
段
階
で
は
、
三
六
年
間
の
購
入
記
録
が
わ
か
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

　

こ
の
記
録
上
、
三
溪
の
収
集
品
は
五
千
点
弱
あ
り
、
ま
た
、
こ
の

ほ
か
所
蔵
品
目
録
が
一
一
冊
遺
さ
れ
て
お
り
、『
買
入
覚
』
に
記
載

が
な
く
、所
蔵
品
目
録
の
み
に
記
載
さ
れ
る
作
品
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
を
含
め
る
と
五
千
点
以
上
、
一
説
に
は
八
千
点
所
持
し
て
い

た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
一
時
的
に
所
蔵
と
な
り
な
が
ら
も
手
放
し

た
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
強
ち
八
千
点
説
も
多
す
ぎ
る
と
も
い
え

な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
記
録
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
三
溪
の
美
術
品
蒐
集
の
変
遷
を
み

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

当
初
は
同
時
代
の
人
気
作
家
や
幕
末
の
文
人
画
な
ど
、
こ
れ
は
明

治
期
に
流
行
し
た
煎
茶
趣
味
か
ら
く
る
も
の
で
、
煎
茶
道
具
も
記
録

さ
れ
て
い
る
。
明
治
三
二
年
に
先
代
の
善
三
郎
が
亡
く
な
る
と
、
購

入
金
額
が
増
え
て
い
く
。
そ
の
後
、
明
治
三
六
年
に
、
三
溪
の
古
美

術
蒐
集
家
と
し
て
の
名
を
一
躍
馳
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
《
孔
雀
明
王

像
》（
国
宝
・
東
京
国
立
博
物
館
）
の
買
入
が
あ
り
、
以
後
、
仏
画

の
名
品
が
三
溪
の
も
と
に
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
四
〇
年
代

に
入
る
と
、
岡
倉
天
心
か
ら
の
依
頼
も
あ
っ
て
、
新
進
気
鋭
の
当
代

作
家
へ
の
支
援
が
は
じ
ま
り
、新
画
の
購
入
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。

同
時
に
、
大
正
初
め
に
は
琳
派
作
品
を
集
中
し
て
購
入
す
る
時
期
も

あ
る
。
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
頃
に
は
絵
巻
や
水
墨
画
、
や
ま
と

図2　『美術品買入覚』　三溪園所蔵
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絵
の
名
品
も
目
立
ち
、
大
正
七
、
八
年
の
年
間
買
入
総
額
は
最
高
潮

に
達
し
て
い
る
。
大
正
一
〇
年
に
買
入
総
額
が
急
減
す
る
が
、
こ
れ

は
大
正
九
年
の
生
糸
の
価
格
大
暴
落
が
関
係
し
て
い
る
と
も
考
え
ら

れ
る（
４
）。
そ
の
後
再
び
総
額
は
上
昇
す
る
が
、
大
正
一
二
年
に
関

東
大
震
災
が
起
こ
り
、
買
入
は
控
え
ら
れ
た
。
三
溪
は
横
浜
の
実
業

家
・
有
力
者
と
し
て
、
横
浜
市
の
復
興
会
会
長
に
任
命
さ
れ
、
町
の

復
興
に
奔
走
す
る
。
大
正
一
三
年
以
降
の
作
家
支
援
は
中
止
さ
れ
る

が
、
古
美
術
の
蒐
集
は
続
け
ら
れ
た
こ
と
が
記
録
か
ら
わ
か
る（
５
）。

一
三
年
に
は
数
点
、
一
四
年
に
は
尾
形
光
琳
と
酒
井
抱
一
の
名
品
が

二
点
、
そ
の
ほ
か
数
点
の
購
入
記
録
が
あ
り
、
大
正
一
五
年
以
降
は

茶
道
具
の
み
と
、
か
な
り
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
の
、
再
び

購
入
は
活
発
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
昭
和
五
年
以
降
の
記
録
は
み
ら
れ
な
い
が
、
こ

の
頃
か
ら
三
溪
は
自
身
で
筆
を
執
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
こ
と
は
事

実
で
、
書
画
の
制
作
が
増
え
、
友
人
知
人
へ
贈
っ
て
い
る
。
ま
た
、

三
溪
は
自
筆
の
書
画
を
集
め
、
制
作
年
ご
と
に
編
集
し
た
『
三
溪
画

集
』（
図
３
）
を
刊
行
し
、
多
く
の
友
人
た
ち
へ
贈
っ
た
。
全
四
輯

六
巻
の
画
集
は
、昭
和
五
年
か
ら
順
次
刊
行
さ
れ
て
お
り
、『
買
入
覚
』

の
記
録
が
み
ら
れ
な

く
な
る
翌
年
か
ら
と

い
う
と
こ
ろ
も
興
味

深
い
も
の
が
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
三

溪
の
美
術
品
蒐
集
の

歴
史
が
わ
か
る
一
次
史
料
が
ほ
ぼ
ま
と
ま
っ
て
遺
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
当
時
の
多
く
の
数
寄
者
や
近
世
以
前
の
大
名
家
で
も
、
こ
う

し
た
記
録
は
台
帳
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
貴
重
で
は

あ
る
が
特
別
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
古
美
術
へ
の
研
究
的
態
度

　

前
項
の
記
録
と
異
な
り
、
三
溪
に
特
筆
す
べ
き
記
録
と
し
て
は
、

三
溪
の
美
術
観
を
表
し
た
『
三
溪
帖
』
の
存
在
が
大
き
い
。
こ
れ
は

①「
本
朝
画　

桃
山
時
代
の
終
ニ
至
る
」、②「
本
朝
画　

徳
川
時
代
」、

③
「
支
那
画
」「
本
朝
彫
刻
」「
支
那
彫
刻
」、
④
「
本
朝
筆
蹟
」「
支

図3　『三溪画集』三溪園所蔵
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那
墨
跡
」「
建
築
」「
蒔
絵
」「
金
属
器
」
と
十
の
章
立
て
を
四
冊
に

し
た
も
の
で
、
三
溪
旧
蔵
品
の
中
か
ら
各
分
野
で
代
表
的
な
作
品
を

い
く
つ
か
挙
げ
て
紹
介
す
る
図
版
入
り
の
豪
華
本
で
あ
っ
た
。
作
品

解
説
は
三
溪
自
身
が
書
い
て
お
り
、
同
時
代
の
他
の
作
品
と
比
較
し

な
が
ら
、
来
歴
と
と
も
に
的
確
に
記
し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
関

東
大
震
災
に
よ
り
、
刊
行
さ
れ
る
手
は
ず
の
整
っ
た
状
態
で
、
出
版

元
の
審
美
書
院
の
倉
庫
で
版
下
と
と
も
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、
幸
い
な
こ
と
に
解
説
部
分
の
草
稿
が
遺
さ
れ
て
お
り
、

現
在
我
々
は
そ
の
内
容
を
一
部
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
す
で
に
昭
和
三
〇
年
代
に
、
三
溪
の
も
と
に
出
入
り
し
、
東
洋

美
術
に
開
眼
し
た
著
名
な
美
術
史
家
・
矢
代
幸
雄
（
一
八
九
〇
～
一

九
七
五
）
が
『
大
和
文
華
』
誌
上
で
五
回
に
わ
た
り
連
載
し
詳
細
な

紹
介
を
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る（
６
）。
矢
代
が
紹
介
し
た
も
の

は
原
家
所
蔵
の
「
草
稿
正
本
」
三
冊
で
あ
り
、
こ
れ
と
は
別
の
「
草

稿
異
本
」
二
種
類
五
冊
が
、
現
在
三
溪
園
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
図

４
）（７
）。

　

こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
紹
介
す
る
作
品
の
優
れ
た
点
に
つ
い
て
、
あ

る
程
度
の
検
証
の
う
え
冷
静
に

解
説
し
て
お
り
、
時
に
は
同
時

代
作
品
、
或
い
は
同
一
作
家
の

作
品
で
優
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
、
他
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
代

表
作
を
挙
げ
て
い
る
場
合
も
あ

る
。

　

こ
の
『
三
溪
帖
』
の
刊
行
の

意
図
、
三
溪
の
美
術
史
観
は
す

べ
て
、
冒
頭
に
あ
る
「
緒
言
」

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

草
稿
は
こ
の
「
緒
言
」
を
何
度
も
書
き
直
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
も
の
で
、
三
溪
が
細
部
に
わ
た
り
注
意
深
く
筆
を
進
め
た
こ
と
が

み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
矢
代
は
こ
の
と
き
の
三
溪
と
直

に
言
葉
を
交
わ
し
て
お
り
、
三
溪
の
心
情
を
慮
り
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
三
溪
先
生
は
生
前
、
私
が
三
溪
帖
を
早
く
出
し
て
下

さ
い
、
と
註
文
し
た
時
、
あ
ま
り
自
分
の
も
の
の
自
慢
も
出
來
な
い

図4　『三溪帖』草稿異本　三溪園所蔵
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し
ね
、
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
答
へ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
當
時

私
は
ま
だ
年
少
氣
鋭
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
、
構
ふ
も
の
で

す
か
、
自
信
を
以
つ
て
名
畫
を
集
め
て
居
ら
れ
る
以
上
、
堂
々
と
そ

の
自
信
を
述
べ
ら
れ
る
の
が
正
當
で
す
、
と
主
張
し
た
が
、
三
溪
先

生
は
、
例
の
に
こ
や
か
な
調
子
で
、
自
分
の
も
の
に
な
る
と
、
さ
う

も
行
か
な
い
よ
、
と
笑
つ
て
ゐ
ら
れ
た
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
そ
の
邊

の
種
々
の
矛
盾
か
ら
、
解
説
の
本
文
も
進
ま
ず
、
何
と
い
ふ
こ
と
な

し
に
そ
の
ま
ま
に
な
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
突
如
と
し
て
関
東
大
震
災

が
起
つ
て
、
全
部
の
圖
版
が
燒
け
て
し
ま
つ
た
、
と
い
ふ
の
が
不
幸

な
る
結
末
で
あ
つ
た
。
こ
の
手
記
を
見
て
行
く
と
、
始
め
は
非
常
な

自
信
と
乗
氣
で
始
め
た
解
説
の
執
筆
が
、
追
々
面
倒
く
さ
く
な
つ
て

筆
が
進
ま
ず
、遂
に
自
然
に
放
置
さ
れ
て
行
つ
た
様
子
が
よ
く
解
る
。」

　

三
溪
が
『
三
溪
帖
』
の
出
版
を
企
図
し
た
の
は
、『
三
溪
帖
』
の

予
定
寄
贈
者
を
記
し
た
目
録
か
ら
、
熱
心
に
蒐
集
や
画
家
た
ち
へ
の

支
援
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
大
正
初
め
頃
と
思
わ
れ
る
が
、「
草
稿

正
本
」
の
「
緒
言
」
に
は
「
余
ガ
蒐
集
セ
シ
ハ
、
明
治
三
十
年
ノ
頃

ヨ
リ
大
正
十
二
年
ニ
至
ル
ノ
間
ニ
シ
テ
、
僅
ニ
二
十
五
六
年
ノ
歳
月

ヲ
費
セ
シ
ニ
過
ギ
ズ
」と
記
さ
れ
、「
草
稿
異
本
」は
同
じ
部
分
を「
余

ハ
明
治
年
歳
三
十
ノ
頃
ヨ
リ
蒐
集
ニ
着
手
シ
爾
来
二
十
年
間
造
次
顛

沛
須
臾
モ
倦
怠
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
一
貫
シ
テ
今
日
ニ
至
レ
リ
」
と
記
し

て
い
る
（
傍
線
い
ず
れ
も
筆
者
）。
異
本
は
矢
代
が
紹
介
し
た
正
本

よ
り
先
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
異
本
を
記
し
た
の
は
大
正
半

ば
頃
、
そ
し
て
、
正
本
（
清
書
本
も
別
途
あ
る
）
は
大
震
災
の
年
と

な
り
、
矢
代
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
放
置
さ
れ
て
」
い
た
経
過
が
わ
か

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
三
溪
帖
』
の
完
成
に
は
、
お
よ
そ
十
年
以
上
を

費
や
し
て
い
た
。
図
版
の
手
筈
は
す
で
に
整
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

と
、
最
終
稿
と
思
わ
れ
る
文
面
か
ら
、
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）

に
は
い
よ
い
よ
出
版
で
き
る
見
込
み
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

特
に
、
三
溪
園
が
完
成
を
み
た
の
が
大
正
一
一
年
、
そ
し
て
、
翌
一

二
年
四
月
に
は
お
披
露
目
の
茶
会
（
大
師
会
）
を
開
催
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
庭
の
完
成
を
待
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
矢
代
の
い
う

よ
う
に
、
次
第
に
筆
が
進
ま
な
く
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

異
本
は
大
学
ノ
ー
ト
五
冊
に
わ
た
り
、
一
点
ず
つ
の
解
説
を
何
度
も
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推
敲
し
た
跡
が
み
え
、
そ
の
量
か
ら
、
実
業
家
と
し
て
の
本
業
を
遂

行
し
な
が
ら
こ
れ
だ
け
の
文
章
を
練
っ
て
い
た
こ
と
は
三
溪
の
美
術

愛
好
と
そ
の
研
究
的
態
度
の
度
合
い
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　

特
に
、
三
溪
は
「
緒
言
」
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
余
ハ

務
メ
テ
研
究
的
体
［
マ
マ
］度
ヲ
以
テ
蒐
集
ノ
必
用
條
件
ト
シ
タ
リ
」（『
三

溪
帖
』
草
稿
異
本
）。

　

こ
の
「
研
究
的
態
度
」
が
、
三
溪
の
蒐
集
と
『
三
溪
帖
』
を
記
す

拠
り
所
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
出
版

に
際
し
て
、
更
に
は
自
身
の
所
蔵
品
を
讃
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
な
り
の
理
由
づ
け
が
ほ
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
比
較
研
究
や
様
々
な
資

料
を
読
ん
で
自
ら
の
見
解
を
述
べ
る
と
い
う
一
連
の
作
業
を
苦
も
無

く
行
っ
て
い
た
の
は
、
同
時
代
の
数
寄
者
の
中
で
も
珍
し
い
こ
と
で

あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、三
溪
が
幼
い
こ
ろ
か
ら
神
童
と
呼
ば
れ
、

勉
学
に
励
ん
で
い
た
姿
か
ら
も
想
像
し
や
す
く
（
８
）、
ま
た
、
三
溪

が
上
京
後
に
一
時
期
、
跡
見
学
校
で
歴
史
の
助
教
師
を
務
め
て
い
た

と
い
う
学
者
肌
の
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
首
肯
で
き
る（
９
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
三
溪
の
古
美
術
蒐
集
で
は
、
三
溪
が
多
く
の
美

術
品
を
目
に
し
て
審
美
眼
を
養
い
、
更
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
見

解
を
検
証
し
な
が
ら
述
べ
る
と
い
う
「
研
究
的
態
度
」
を
一
貫
し
て

持
ち
続
け
た
姿
勢
が
み
ら
れ
る
。

４
．
三
溪
の
作
家
支
援
と
現
代
美
術
研
究

（
１
）
当
代
作
家
支
援

　

次
に
、
三
溪
の
作
家
支
援
に
つ
い
て
、
三
溪
の
「
研
究
的
態
度
」

が
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
か
概
観
し
た
い
。

　

三
溪
は
古
美
術
蒐
集
だ
け
で
な
く
、
当
代
作
家
の
支
援
を
物
心
両

面
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
、
古
今
芸
術
の
庇
護
者

と
い
う
意
味
で
、「
芸
術
の
パ
ト
ロ
ン
」
と
い
わ
れ
る
。
三
溪
の
支

援
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
代
の
我
々
が
「
近
代
日
本
画
家
」
と
位

置
付
け
る
多
く
の
画
家
が
育
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

近
代
日
本
画
家
は
、
三
溪
に
と
っ
て
は
「
現
代
画
家
」
で
あ
る
。

現
代
で
も
、
新
進
気
鋭
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
特
定
の
支
援
者
が
い
る
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こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
は
三
溪
の
時
代
を
遡
り
、
近
世
以
前
に

も
大
名
や
富
裕
な
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
支
援
を
受
け
た
絵
師
た
ち
が

い
た
こ
と
、
ま
た
も
ち
ろ
ん
西
洋
美
術
で
は
イ
タ
リ
ア
の
メ
デ
ィ
チ

家
に
よ
る
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
や
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
へ
の

大
々
的
な
支
援
を
は
じ
め
、多
く
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。規
模
は
様
々

で
あ
る
が
、
芸
術
家
と
支
援
者
（
パ
ト
ロ
ン
）
は
ど
の
時
代
に
も
み

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
三
溪
と
同
時
代
に
も
、
横
山
大
観
を
庇
護
し

た
細
川
護
立
を
は
じ
め
、
そ
の
ほ
か
名
を
知
ら
れ
て
い
な
い
各
地
域

に
存
在
し
た
多
く
の
支
援
者
が
存
在
し
た
。
そ
う
し
た
人
々
の
研
究

は
、
各
地
域
の
博
物
館
・
美
術
館
で
地
道
に
検
証
さ
れ
紹
介
さ
れ
続

け
て
い
る
。
三
溪
も
そ
う
し
た
一
人
で
は
あ
っ
た
が
、
昨
夏
（
二
〇

一
九
年
）
横
浜
美
術
館
で
大
々
的
な
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
よ
り
全

国
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

三
溪
が
支
援
し
た
作
家
は
、
岡
倉
天
心
の
依
頼
が
き
っ
か
け
と
な

り
、
天
心
が
設
立
し
た
日
本
美
術
院
の
作
家
た
ち
が
主
と
な
っ
て
い

る
。
荒
井
寛
方
、
下
村
観
山
を
は
じ
め
、
続
く
世
代
と
し
て
、
今
村

紫
紅
、
安
田
靫
彦
、
そ
し
て
小
林
古
径
、
前
田
青
邨
、
更
に
は
速
水

御
舟
、
小
茂
田
青
樹
、
牛
田
雞
村
な
ど
が
主
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

彼
ら
へ
の
支
援
は
、
生
活
費
の
援
助
、
作
品
の
買
い
上
げ
と
い
う
物

的
支
援
の
ほ
か
、
何
よ
り
も
三
溪
園
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
古
美

術
研
究
会
を
開
催
し
て
い
た
精
神
的
支
援
が
大
き
い
。
こ
れ
は
、
後

年
、
靫
彦
が
「
楽
園
的
会
合
」
と
呼
ぶ
な
ど
、
ま
だ
二
〇
代
で
あ
っ

た
彼
ら
の
制
作
活
動
の
大
き
な
糧
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
三
溪
が

蒐
集
し
た
古
美
術
の
名
品
を
目
の
前
に
、
皆
で
議
論
を
闘
わ
せ
、
三

溪
も
参
加
し
、
他
に
は
矢
代
と
、
古
筆
家
で
料
紙
装
飾
家
の
田
中
親

美
だ
け
を
加
え
た
と
い
う（
⓾
）。
こ
れ
に
は
、
三
溪
が
美
術
に
対
し

て
考
え
る
、
重
要
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
前
章
で
紹

介
し
た
『
三
溪
帖
』
の
「
緒
言
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
美
術
品
ハ

共
有
性
ノ
物
ナ
ル
ヲ
以
テ
自
他
ノ
別
ア
ル
ヲ
許
サ
ス
極
メ
テ
率
直
ニ

各
自
ノ
意
見
ヲ
披
瀝
シ
毫
モ
忌
憚
ス
ル
處
ナ
キ
ハ
美
術
界
ノ
信
條
ニ

シ
テ
又
決
シ
テ
他
ニ
求
ム
可
カ
ラ
サ
ル
自
由
ノ
別
天
地
タ
リ
」（『
三

溪
帖
』
草
稿
異
本
）。
美
術
品
は
個
人
が
秘
匿
す
る
も
の
で
は
な
く
、

公
共
性
が
あ
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
の
も
と
、
忌
憚
な
く
自
由
に
論

じ
合
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
実
践
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
が
い
か
に
、
成
長
過
程
に
あ
る
画
家
た
ち
の
刺
激
と
な
っ
た

か
は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
際
、
制
作
現
場
に
お
い
て
も
、
三
溪
は

「
忌
憚
な
く
」
意
見
を
述
べ
た
例
も
あ
る
。
青
邨
が
思
い
出
話
と
し

て
語
っ
て
い
る
も
の
で
、
第
六
回
文
部
省
美
術
展
覧
会
（
文
展
）
出

品
の
《
御
輿
振
》（
東
京
国
立
博
物
館
）
を
三
溪
園
の
鶴
翔
閣
で
制

作
中
に
、
三
溪
が
盟
友
の
野
村
洋
三
と
や
っ
て
き
て
、
後
ろ
か
ら
覗

き
込
み
様
々
な
意
見
を
言
い
、
そ
れ
に
や
り
返
し
た
り
し
ょ
げ
た
り

怒
っ
た
り
し
な
が
ら
制
作
を
続
け
た
と
い
う（
⓫
）。
彼
ら
の
一
見
好

き
放
題
と
も
み
え
る
が
、
的
を
射
た
助
言
を
得
た
の
か
、
青
邨
は
絵

巻
の
大
作
を
完
成
さ
せ
、
こ
れ
が
出
世
作
と
な
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
、
生
活
費
の
支
援
と
い
う
の
も
、
画
家
が
生
活
費
を
稼

ぐ
た
め
に
売
画
に
追
わ
れ
て
本
来
の
制
作
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を

避
け
る
た
め
で
あ
り
、
作
家
の
制
作
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
目
的
で

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
一
口
に
支
援
と
い
っ
て
も
、
環
境
の
整
備
や

創
作
活
動
へ
の
刺
激
と
い
う
得
難
い
部
分
を
三
溪
が
担
っ
て
お
り
、

ど
の
画
家
も
、
三
溪
を
信
頼
し
、
尊
敬
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
こ
と

が
根
底
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
も
い
え
る
。

（
２
）
現
代
美
術
研
究

　

三
溪
が
古
美
術
に
対
し
て
み
せ
た
「
研
究
的
態
度
」
は
、
現
代
美

術
へ
も
発
揮
さ
れ
て
い
た
。
三
溪
は
支
援
す
る
に
あ
た
り
、
展
覧
会

へ
足
を
運
び
、
よ
く
作
品
を
み
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作

品
に
対
し
て
寸
評
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
か
に
美

術
品
を
丁
寧
に
観
察
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
も
の
で
、古
美
術
同
様
、

そ
の
研
究
姿
勢
が
表
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

天
心
が
急
逝
し
た
一
年
後
、
一
時
期
衰
退
し
て
い
た
日
本
美
術
院

が
、
大
観
や
観
山
ら
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
。
そ
の
記
念
す
べ
き
再

興
日
本
美
術
院
展
（
再
興
院
展
）
の
第
一
回
展
の
図
録
が
遺
さ
れ
て

お
り
、三
溪
の
批
評
が
一
点
ず
つ
墨
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る（
図
５
）。

図
版
の
隣
に

「
落
第
」「
大
落

第
」
な
ど
と
記

さ
れ
、
さ
す
が

に
、
支
援
を
決

意
し
て
い
た
作

図5　�『日本美術院再興記念
展覧会出品図録』　　�
三溪園所蔵
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家
の
作
品
に
は
、
落
第
の
文
字
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
が
、
か

わ
り
に
隣
の
空
白
の
ペ
ー
ジ
に
、
批
評
を
書
き
込
ん
で
い
る
。
そ
の

内
容
は
三
溪
の
率
直
な
意
見
が
記
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
。
見
込

ん
だ
画
家
に
つ
い
て
も
、
賛
否
両
論
を
率
直
に
記
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
三
溪
が
才
能
を
高
く
評
価
し
た
今
村
紫
紅
に
つ
い
て
、
こ
の

時
の
出
品
作
は
《
熱
国
の
巻
》（
重
要
文
化
財
・
東
京
国
立
博
物
館
）

で
、「
場
の
一
側
を
威
圧
し
て
、
そ
の
眩
い
金
銀
緑
朱
の
放
つ
五
彩

の
光
に
観
者
の
眼
を
奪
は
な
け
れ
ば
止
む
ま
い
」
と
い
わ
れ
た
く
ら

い
、
今
ま
で
に
な
い
鮮
や
か
な
色
彩
に
、
賛
否
両
論
を
巻
き
起
こ
し

た
問
題
作
で
あ
っ
た
。
今
で
こ
そ
高
い
評
価
を
得
て
い
る
が
、
三
溪

は
こ
れ
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。「（
前
略
）
然
ル
ニ
小
生
ハ
此
ハ

紫
紅
君
一
代
の
悪
作
に
し
て
脱
線
甚
敷
も
の
と
存
し（
後
略
）」と
し
、

そ
の
後
に
箇
条
書
き
で
、
色
彩
の
強
烈
さ
と
そ
れ
故
に
雄
大
さ
に
欠

け
る
こ
と
、
感
じ
る
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
最
後
に「
此

か
三
溪
の
寶
庫
に
来
る
こ
と
ハ
餘
り
気
持
ち
好
か
ら
す
候
」
と
締
め

て
い
る
。

　

こ
の
図
録
は
、
ア
メ
リ
カ
に
い
る
三
溪
の
長
男
・
善
一
郎
と
娘
婿

の
太
三
郎
へ
向
け
て
送
ら
れ
て
お
り
、
身
内
へ
芸
術
家
支
援
に
つ
い

て
作
品
の
良
し
悪
し
を
忌
憚
な
く
述
べ
た
も
の
で
、
三
溪
の
考
え
が

非
常
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
時
代
、
第
一

次
世
界
大
戦
が
迫
っ
て
い
る
時
期
で
、
三
溪
は
「
小
生
ハ
戦
乱
の
爲

め
目
下
事
務
多
端
に
し
て
過
日
日
曜
日
に
一
寸
一
度
見
し
の
み
に
て

未
だ
充
分
に
見
す
候
」と
記
し
て
い
る
と
お
り
、三
溪
と
し
て
は
じ
っ

く
り
観
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

当
然
の
如
く
会
場
へ
足
を
運
び
、
作
品
を
実
際
に
見
る
と
い
う
、
事

業
も
多
忙
を
極
め
る
な
か
、
そ
う
し
た
時
間
を
つ
く
っ
て
い
た
こ
と

は
、
三
溪
が
当
代
作
家
の
作
品
研
究
も
怠
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

を
示
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
、
三
溪
が
当
代
画
家
の
作
品
に
つ
い
て
評
し
て
い
る
例

を
挙
げ
て
お
く
。
院
展
で
は
な
く
、
そ
の
ラ
イ
バ
ル
と
い
う
べ
き
文

展
へ
の
評
で
あ
る
。
再
興
院
展
の
創
設
前
年
、
大
正
二
年
（
一
九
一

三
）
の
第
七
回
文
展
で
、
会
場
を
訪
れ
た
三
溪
は
、
第
一
室
か
ら
第

一
八
室
ま
で
、
室
ご
と
に
作
家
・
作
品
を
挙
げ
て
率
直
な
意
見
を
述

べ
て
い
る
。
買
約
を
申
し
込
ん
だ
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
ま
た
、
審
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査
に
つ
い
て
も
一
家
言
を
呈
し
、
審
査
に
よ
る
芸
術
品
の
順
位
づ
け

が
不
可
能
で
あ
り
、
審
査
を
全
廃
し
、
監
査
に
よ
り
質
を
高
め
、
技

術
よ
り
内
容
を
重
視
と
の
姿
勢
が
あ
る（
⓬
）。

　

こ
の
ほ
か
、
三
溪
は
作
家
支
援
に
向
け
て
、
実
際
に
作
品
を
見
て

か
ら
支
援
の
有
無
を
決
め
て
い
た
。
闇
雲
に
支
援
の
手
を
差
し
伸
べ

る
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
画
家
か
を
把
握
し
て
い
た
。
当
然
で

は
あ
る
が
、
一
度
支
援
し
た
画
家
に
対
し
て
も
、
そ
の
作
品
や
動
向

を
気
に
か
け
て
い
た
。
先
述
の
再
興
院
展
第
一
回
展
の
図
録
に
は
、

御
舟
の
《
近
村
》
の
作
品
に
つ
い
て
の
書
き
込
み
で
、
作
品
は
ま
ず

ま
ず
と
言
い
な
が
ら
、
御
舟
と
同
時
に
援
助
を
行
っ
て
い
た
雞
村
、

青
樹
に
つ
い
て
作
品
が
振
る
わ
な
い
旨
に
言
及
し
、「
三
人
と
も
目

下
虚
實
を
感
し
居
候
此
三
人
に
関
す
る
保
護
も
一
寸
考
へ
中
に
候
」

と
し
て
い
る
。三
溪
自
身
が
芸
術
へ
の
真
摯
な
愛
情
を
も
っ
て
お
り
、

作
家
自
身
の
作
品
へ
の
取
り
組
む
姿
勢
に
疑
問
が
あ
れ
ば
、
支
援
を

躊
躇
す
る
場
面
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（
⓭
）。

　

以
上
、
三
溪
の
現
代
美
術
に
対
す
る
姿
勢
を
、
史
料
や
当
時
の
作

家
の
証
言
か
ら
み
て
き
た
が
、
や
は
り
当
代
作
家
へ
の
支
援
も
、
自

ら
の
眼
を
信
じ
、
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

５
．
三
溪
の
審
美
眼

　

こ
れ
ま
で
三
溪
の
古
美
術
蒐
集
と
当
代
作
家
支
援
の
面
か
ら
、
三

溪
の
研
究
的
態
度
を
概
観
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
こ
そ
、
三

溪
の
審
美
眼
を
証
明
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
古
美
術
蒐
集
に
つ
い
て
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対

し
、
三
溪
は
異
な
る
意
見
を
披
露
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
後

に
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
な
ど
、
こ
う
し
た
事
実

が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、
平
成
二
〇
年
（
二
〇

〇
八
）
に
再
発
見
さ
れ
た
三
溪
旧
蔵
の
、
狩
野
永
徳
筆
《
松
に
叭
々

鳥　

柳
に
白
鷺
図
屏
風
》（
九
州
国
立
博
物
館
）
が
あ
る
。
こ
れ
は

当
時
、
永
徳
の
父
の
「
古
法
眼
」
つ
ま
り
元
信
の
作
と
伝
わ
っ
て
い

た
。
そ
れ
に
対
し
、
三
溪
は
『
三
溪
帖
』
に
次
の
よ
う
に
明
記
し
て

い
る
。「
古
来
古
法
眼
筆
ト
シ
テ
遺
蹟
著
名
ナ
ル
者
ノ
一
ニ
傳
エ
ラ

レ
タ
リ
ト
雖
、
其
画
格
元
信
ニ
及
バ
ズ
又
松
栄
季
頼
ニ
勝
レ
リ　

恐

ク
ハ
永
徳
ノ
筆
ト
シ
テ
誤
リ
ナ
カ
ラ
ン
」
と
、
三
溪
は
永
徳
で
あ
る
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こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
し
て
、戦
後
行
方
不
明
に
な
っ

て
以
来
、
近
年
発
見
さ
れ
た
時
に
、「
永
徳
真
筆
」と
研
究
者
に
よ
っ

て
断
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
三
溪
は
同
時
代
の
数
寄
者
た
ち
と
美
術
品
の
入
手
に

つ
い
て
は
駆
け
引
き
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
騙
し
騙
さ
れ
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
必
ず
し
も
、
蒐
集
し
た
す
べ
て
が
真

筆
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
が
、
伝
承
作
品
で
あ
っ
て
も
優
れ
た
作
品

に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
三
溪
が
臨

終
の
直
前
に
鑑
賞
し
た
伝
雪
舟
筆《
四
季
山
水
図
巻
》（
重
要
文
化
財
・

京
都
国
立
博
物
館
）
は
好
例
で
あ
る
。
三
溪
は
思
い
が
け
ず
本
品
を

入
手
し
、
雪
舟
真
筆
と
し
て
非
常
に
喜
ん
だ
が
、
後
、
研
究
者
の
間

で
真
筆
が
疑
わ
し
く
な
り
、
落
胆
し
た
と
矢
代
の
手
記
に
あ
る
。
し

か
し
、
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
八
月
一
六
日
に
亡
く
な
る
前
夜
、

臨
終
の
わ
ず
か
数
時
間
前
に
、
家
人
に
枕
元
に
広
げ
て
ほ
し
い
と
頼

ん
だ
の
は
こ
の
絵
巻
で
、
三
溪
が
終
生
愛
し
た
逸
品
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
こ
れ
も
三
溪
亡
き
後
、
戦
後
昭
和
三
二
年
に
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
例
は
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
古
美
術
蒐
集
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
く
、
当
代
作
家
の
作
品
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
当
時
の
審
査
員
が
落
選
と
決
め
た
も
の
を
、
三
溪
は
あ
え

て
買
い
上
げ
た
作
品
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
れ
は
三
溪
が
そ
の
作
品

を
よ
い
と
思
っ
た
か
ら
買
い
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
多
く

が
後
年
に
な
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
例
と
し
て
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
文
展
で
落
選
し
た

小
林
古
径
の
《
住
吉
詣
》（
東
京
国
立
博
物
館
）
は
、
そ
の
後
紅
児

会
に
出
品
さ
れ
、
三
溪
は
そ
の
作
品
を
み
て
買
い
上
げ
た
。
ま
た
、

同
年
同
じ
く
文
展
落
選
作
の
御
舟
の
《
萌
芽
》（
東
京
国
立
博
物
館
）

を
、
巽
画
会
で
銅
賞
一
席
と
な
っ
た
折
、
三
溪
は
善
一
郎
の
勧
め
も

あ
っ
て
買
い
上
げ
た
。
逸
話
で
は
、
後
日
、
文
展
審
査
員
が
三
溪
園

を
訪
れ
た
と
き
に
床
の
間
に
《
萌
芽
》
を
飾
っ
て
迎
え
た
と
い
う
。

い
ず
れ
も
先
述
の
文
展
概
観
の
評
を
発
表
し
た
第
七
回
文
展
出
品
作

で
あ
り
、
審
査
に
対
す
る
疑
問
が
連
動
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
三
溪
は
自
身
の
好
み
と
い
う
点
で
は
、
作
品
の
客
観
的

評
価
と
は
別
に
自
身
な
り
の
感
想
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
先
述
の
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再
興
院
展
図
録
に
記
さ
れ
た
言
か
ら
み
え
て
く
る
。
す
で
に
例
と
し

て
挙
げ
た
紫
紅
の
《
熱
国
の
巻
》
は
後
年
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
た
が
、
三
溪
自
身
は
好
み
で
は
な
く
「
紫
紅
君
一
代
の
悪
作
」
と

ま
で
評
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
分
配
さ
れ
る
作
品
で
あ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
紫
紅
の
才
能
を
買
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
買
い
上
げ
と

い
う
見
方
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
は
あ
る
も
の
の
、
三
溪
の
審

美
眼
は
概
ね
驚
嘆
に
値
す
る
ほ
ど
の
質
の
高
さ
を
も
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

６
．
む
す
び

　

最
後
に
、
三
溪
の
古
美
術
蒐
集
や
当
代
作
家
支
援
へ
の
研
究
的
態

度
を
も
っ
て
し
て
、
い
く
ら
紙
数
を
尽
く
し
た
と
し
て
も
、
三
溪
園

を
知
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
語
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
記
し
て

お
き
た
い
。
三
溪
園
は
一
般
に
公
開
し
た
「
外
苑
」
と
、
三
溪
園
の

神
髄
と
い
わ
れ
た
私
的
空
間
の
「
内
苑
」
に
わ
か
れ
る
。
そ
し
て
そ

れ
ぞ
れ
に
三
溪
の
構
想
が
異
な
っ
て
い
た
。
外
苑
は
気
宇
壮
大
で
、

秋
草
が
咲
き
乱
れ
る
雰
囲
気
を
も
つ
「
野
趣
あ
ふ
れ
る
」
公
園
で
あ

り
、
内
苑
は
瀟
洒
閑
寂
な
桃
山
の
遺
風
を
た
た
え
た
庭
園
で
あ
る
。

桃
山
と
い
っ
て
も
豪
壮
華
麗
で
は
な
く
、
三
溪
の
考
え
る
桃
山
の
美

は
「
鮮
麗
彩
花
」
で
あ
り
な
が
ら
落
ち
着
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
外
苑
の
「
野
趣
あ
ふ
れ
る
」
公
園
に
は
、
三
溪
の
絵
画
に

見
ら
れ
る
暮
ら
し
の
ひ
と
こ
ま
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。昭
和
五
年（
一

九
三
〇
）
に
三
溪
は
実
業
界
の
親
友
・
中
村
房
次
郎
と
と
も
に
東
北

旅
行
へ
出
か
け
る
。
こ
れ
は
実
業
家
と
し
て
の
仕
事
の
一
部
で
鉱
山

の
見
学
が
主
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
折
に
み
た
北
関
東
か
ら
東
北
に
か

け
て
の
農
村
風
景
や
、
こ
の
旅
行
以
外
に
も
、
国
内
各
所
へ
出
か
け

た
折
に
そ
の
暮
ら
し
の
風
景
は
三
溪
の
手
帳
に
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
、
後

に
淡
彩
画
で
仕
上
げ
て
い
る
作
品
が
い
く
つ
も
あ
る
。
こ
れ
は
白
露

の
里
と
名
付
け
た
外
苑
の
一
角
、
田
舎
家
を
配
し
て
農
村
の
暮
ら
し

を
見
立
て
た
場
所
に
重
な
る
。
旧
蔵
品
か
ら
は
尾
形
乾
山
の
《
花
籠

図
》（
重
要
文
化
財
・
福
岡
市
美
術
館
）
が
三
溪
の
言
か
ら
重
な
る

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

一
方
、
内
苑
の
瀟
洒
閑
寂
な
趣
に
は
、
桃
山
の
遺
風
と
と
も
に
、

古
都
・
奈
良
の
雰
囲
気
が
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
。
奈
良
は
三
溪
に
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と
っ
て
重
要
な
場
所
で
あ
り
、
高
橋
箒
庵
か
ら
勧
め
ら
れ
て
以
来
、

奈
良
が
好
き
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
三
溪
園
を
造
成

す
る
に
あ
た
り
、
奈
良
の
梅
林
で
有
名
な
月
ヶ
瀬
を
は
じ
め
奈
良
や

京
都
へ
庭
師
を
派
遣
し
て
勉
強
さ
せ
て
い
る
。
開
園
し
て
か
ら
で
は

あ
る
が
、
三
溪
は
富
岡
鉄
斎
の
《
月
瀬
香
雪
》
を
入
手
し
て
お
り
、

飽
か
ず
止
ま
ぬ
憧
れ
の
地
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

れ
は
三
溪
園
に
確
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
奈
良
の
雰
囲

気
は
銀
杏
に
石
棺
を
配
し
た
茶
室
・
蓮
華
院
周
辺
（
現
在
の
春
草
廬

〈
茶
室
・
重
要
文
化
財
〉
付
近
）
に
感
じ
ら
れ
、
外
苑
の
梅
林
や
大

池
（
か
つ
て
は
蓮
が
群
生
し
て
い
た
）
に
も
重
な
る
。
三
溪
の
絵
画

に
も
暮
ら
し
の
ひ
と
こ
ま
と
は
別
に
描
か
れ
、
漢
詩
に
も
詠
ん
だ
風

景
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
三
溪
は
所
蔵
の
名
品
に
触
発
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
参
考

に
描
い
た
作
品
が
い
く
つ
か
あ
る
。
尾
形
光
琳
の
《
浪
に
燕
》
は
燕

の
姿
を
そ
の
ま
ま
に
、《
飛
燕
図
》（
図
６
・
三
溪
園
）
に
翻
案
し
、

宮
本
武
蔵
の
《
翡
翠
》（
吉
川
英
治
記
念
館
）
は
、
翡
翠
と
敗
荷
を

描
い
た
《
敗
荷
》（
図
７
・
三
溪
園
）
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。
飛
燕

図
に
み
ら
れ
る
花
菖
蒲
は
初
夏
の
園
内
を
彩
り
、
敗
荷
に
み
ら
れ
る

風
景
は
初
冬
の
園
内
風
景
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
実
風
景
と
密
接
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
幻
の
『
三
溪
帖
』
に
は
「
建
築
」
部
門
が
あ
り
、『
買

入
覚
』
に
は
「
庭
石
百
個
」
の
記
録
が
あ
る
よ
う
に
、
三
溪
は
建
造

物
も
庭
石
も
含
め
、
芸
術
の
領
域
と
捉
え
、
総
合
芸
術
「
三
溪
園
」

の
創
造
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

　

前
章
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
三
溪
の
天
賦
の
才
で
あ
っ
た
審
美
眼

は
そ
の
研
究
的
態
度
か
ら
も
磨
か
れ
た
。
な
ぜ
研
究
的
態
度
が
必
要

な
の
か
。
そ
れ
は
『
三
溪
帖
』
の
「
緒
言
」
に
三
溪
が
記
し
た
よ
う

図6
原三溪《飛燕》
三溪園所蔵

図7
原三溪《敗荷》
三溪園所蔵
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に
、
美
術
が
個
人
の
も
の
で
は
な
く
、
万
人
に
共
有
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
信
条
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
は
共
有
性
を
も
つ
か
ら

こ
そ
、
蒐
集
家
は
研
究
的
態
度
を
も
っ
て
客
観
的
な
評
価
を
身
に
つ

け
、
か
つ
、
自
由
に
意
見
を
語
り
合
う
も
の
。
そ
れ
は
三
溪
園
に
つ

い
て
三
溪
が
述
べ
た
言
葉
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
三
溪
の
土
地

は
勿
論
余
の
所
有
た
る
に
相
違
な
き
も
其
明
媚
な
る
自
然
の
風
景
は

別
に
造
物
主
の
領
域
に
属
し
余
の
私
有
に
は
非
ざ
る
也
」（⓮
）
と
の
言

葉
に
あ
る
。
総
合
芸
術
を
体
現
し
た
三
溪
園
に
行
か
ず
ん
ば
三
溪
の

審
美
眼
は
感
じ
ら
れ
ず
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

補
注
・
引
用
文
献

（
１
） 「
歳
々
風
魔
と
戦
て
其
回
復
に
務
め
て
力
を
盡
さ
さ
る
こ
と
な

し　

然
れ
と
も
創
設
は
遂
に
破
壊
に
勝
た
す
百
年
の
後
ち
園

の
存
廃
逆
め
余
の
知
る
處
又
非
ら
さ
る
也
」（『
三
溪
荘
諸
工

事
概
算
帳
』）

（
２
） 

結
婚
の
経
緯
は
諸
説
あ
る
が
、
三
溪
を
見
込
ん
だ
跡
見
学
校

の
創
設
者
・
跡
見
花
蹊
の
後
押
し
が
あ
っ
た
こ
と
は
共
通
し

て
い
る
。

（
３
）
全
五
冊
、
三
溪
園
所
蔵

（
４
） 「
余
カ
有
シ
タ
ル
時
間
ノ
半
ハ
余
ノ
本
業
タ
ル
蚕
糸
貿
易
ニ
捧

ケ
一
半
ハ
此
蒐
集
事
業
ノ
爲
メ
ニ
就
シ
其
他
ノ
一
切
ヲ
挙
ケ

テ
皆
此
カ
犠
牲
ニ
供
シ
タ
リ
」（『
三
溪
帖
』草
稿
異
本「
緒
言
」）

（
５
） 『
買
入
覚
』
が
平
成
元
年
に
遺
族
か
ら
三
溪
園
へ
寄
贈
さ
れ
る

ま
で
、
大
正
一
二
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
蒐
集
中
止
と
い

う
こ
と
が
諸
文
献
に
記
さ
れ
て
き
た
た
め
通
説
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
実
際
に
は
蒐
集
が
続
い
て
い
た
。

（
６
） 

矢
代
幸
雄
「
三
溪
先
生
の
古
美
術
手
記
」（『
大
和
文
華
』
17
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～
21
、
大
和
文
華
館
、
一
九
五
五
～
五
六
年
）

（
７
） 
拙
稿
に
て
整
理
・
未
発
表
部
分
を
翻
刻
紹
介
（『
原
三
溪
と
美

術
』
三
溪
園
、
二
〇
〇
九
年
）

（
８
） 

三
溪
の
伯
父
で
南
画
家
の
高
橋
杭
水
の
作
品
《
萬
松
草
蘆
図
》

は
、
岐
阜
の
生
家
で
の
幼
少
期
の
三
溪
を
描
い
た
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、少
年
へ
の
賛
辞
が
記
さ
れ
て
い
る
。二
〇
一
八
年
、

原
三
溪
市
民
研
究
会
第
五
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
て
市
川
春
雄

氏
が
紹
介
。
二
〇
一
九
年
、
横
浜
美
術
館
『
原
三
溪
の
美
術
』

所
収
。

（
９
） 

跡
見
学
校
の
助
教
師
説
は
こ
れ
ま
で
度
々
否
定
の
見
解
も
み

ら
れ
る
が
、
矢
代
は
（
６
）
に
お
い
て
「
跡
見
女
学
校
の
歴

史
の
先
生
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
藤
本
実
也

の
『
原
三
溪
翁
伝
』
で
は
、
三
溪
が
岐
阜
を
出
て
か
ら
跡
見

女
学
校
で
糊
口
を
し
の
ぎ
な
が
ら
東
京
専
門
学
校
へ
入
学
し

た
経
緯
で
記
さ
れ
て
い
る
。
矢
代
は
三
溪
本
人
と
親
し
く
言

葉
を
交
わ
し
て
は
い
る
が
、
年
長
の
三
溪
に
対
し
て
詳
し
い

出
自
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
藤
本
は
伝

記
刊
行
の
依
頼
を
受
け
て
様
々
な
資
料
と
記
録
や
聞
き
取
り

か
ら
仕
上
げ
て
い
る
が
、
底
本
が
事
実
と
異
な
る
可
能
性
も

否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
三
溪
二
三
歳
の
手
稿『
悲
鳴
』で
は
、

「
放
校
さ
れ
」
と
い
う
一
文
が
出
て
き
て
お
り
、
こ
れ
が
跡
見

学
校
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
最
新
の
指
摘
が
あ
る
（
柏

木
智
雄
「
物
我
無
二
―
原
三
溪
の
美
術
」『
原
三
溪
の
美
術
』

横
浜
美
術
館
、
二
〇
一
九
年
）。

（
10
） 

靫
彦
は
、
三
溪
が
親
美
の
薀
蓄
を
自
然
に
聞
か
せ
る
が
た
め

に
年
長
の
彼
を
加
え
た
旨
を
述
べ
て
い
る
。（「
原
三
溪
翁
を

偲
び
て
」『
原
三
溪
翁
生
誕
百
年
記
念
近
代
日
本
画
大
家
展
』

一
九
六
七
年
）

（
11
）
前
田
青
邨
「
三
溪
先
生
」（
前
掲
（
10
））

（
12
） 

原
富
太
郎
「
文
展
概
観
」（『
明
治
美
術
研
究
学
会
第
二
四
回

報
告
書
』
21
、
一
九
八
七
年
）

（
13
） 
こ
の
冊
子
は
善
一
郎
へ
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
は
御
舟
・

雞
村
・
青
樹
へ
の
支
援
は
、
雞
村
と
小
学
校
の
同
窓
で
あ
っ

た
善
一
郎
が
進
め
た
支
援
で
あ
っ
た
た
め
、
案
に
善
一
郎
か
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ら
彼
ら
へ
の
叱
咤
激
励
が
届
け
ば
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
と
想
像
で
き
る
。

（
14
）『
横
濱
貿
易
新
報
』
一
九
一
〇
年
三
月
一
五
日

＊
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
三
溪
園
お
よ
び
同
事
業
課
課
長
吉
川
利

一
氏
、
同
学
芸
員
北
泉
剛
史
氏
の
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に

記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。




