
（55） 高畠華宵の子ども絵についての一考

高
畠
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
つ
い
て
の
一
考

―
ア
リ
ス
と
の
同
質
性
を
め
ぐ
っ
て
―

高

畠

麻

子

は
じ
め
に

高
畠
華
宵
（
一
八
八
八
～
一
九
六
六
）
は
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
新
聞
雑
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
中
心
に
活
躍
し
た
画
家

で
あ
る
。
華
宵
は
大
正
二
年
か
ら
講
談
社
の
『
講
談
倶
楽
部
』
に
挿
絵
を
描
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
大
正
十
三
年
ま
で
講
談
社

発
行
の
雑
誌
を
中
心
に
執
筆
を
し
て
い
る
。
大
正
十
三
年
の
華
宵
事
件

（
１
）以

降
は
、
実
業
之
日
本
社
な
ど
講
談
社
以
外
の
出
版
社
が

発
行
す
る
雑
誌
に
も
舞
台
を
広
げ
る
。
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
華
宵
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
は
主
に
、
一
般
大
衆
向
け
雑
誌
（『
講

談
倶
楽
部
』『
面
白
倶
楽
部
』『
キ
ン
グ
』『
東
京
』『
現
代
』）、
婦
人
向
け
雑
誌
（『
婦
人
倶
楽
部
』『
婦
人
世
界
』『
婦
女
界
』『
婦
人

画
報
』『
主
婦
之
友
』『
婦
人
公
論
』）、
少
女
向
け
雑
誌
（『
少
女
倶
楽
部
』『
少
女
画
報
』『
少
女
の
友
』『
少
女
の
國
』）、
少
年
向
け

雑
誌
（『
少
年
倶
楽
部
』『
日
本
少
年
』）、
児
童
向
け
雑
誌
（『
金
の
船
』『
幼
年
倶
楽
部
』）
に
分
類
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
う
ち
の
児
童
向
け
雑
誌
に
描
か
れ
た
作
品
を
対
象
に
、
華
宵
の
こ
ど
も
絵
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。
児
童

向
け
雑
誌
と
は
『
金
の
船
』
と
『
幼
年
倶
楽
部
』
の
こ
と
で
あ
る
が
、
華
宵
が
『
幼
年
倶
楽
部
』
に
執
筆
し
始
め
る
の
は
昭
和
十
三
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（56）

年
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
華
宵
全
盛
期
（
大
正
五
年
頃
か
ら
昭
和
七
年
頃
）
と
は
言
え
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
ま

た
少
年
向
け
（『
少
年
倶
楽
部
』
な
ど
）、
少
女
向
け
（『
少
女
画
報
』
な
ど
）
と
い
っ
た
雑
誌
は
包
括
的
に
は
子
ど
も
向
け
に
含
め

る
こ
と
が
出
来
る
が
、こ
れ
ら
の
多
く
は
「
少
年
」「
少
女
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
意
識
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
「
子

ど
も
」
と
一
括
り
に
す
る
と
分
類
上
の
視
点
が
混
同
さ
れ
る
の
で
、
今
回
は
「
少
年
」「
少
女
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
ら
な
い

雑
誌
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
従
っ
て
、
本
論
で
言
及
す
る
子
ど
も
絵
と
は
、『
金
の
船
』
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
の
こ

と
で
あ
る
。

華
宵
の
子
ど
も
絵
に
つ
い
て
は
、
金
城
美
奈
子
の
「『
金
の
船
』
表
紙
絵
の
〝不
気
味
さ
＂」
と
い
う
論
考
が
あ
る

（
２
）。

金
城
は
同
時

代
の『
赤
い
鳥
』な
ど
に
描
か
れ
た
子
ど
も
絵
と
華
宵
の
子
ど
も
絵
と
を
比
較
し
な
が
ら
、華
宵
の
子
ど
も
絵
が『
赤
い
鳥
』系
の「
健

全
な
子
ど
も
」
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
「
子
ど
も
ら
し
か
ら
ぬ
像
」
が
「
不
気
味
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か

し
金
城
の
論
文
で
は
、
そ
も
そ
も
「
華
宵
の
子
ど
も
絵
」
＝
「
子
ど
も
ら
し
か
ら
ぬ
像
」
＝
「
不
気
味
」
と
の
視
点
に
依
拠
し
て
お

り
、
そ
の
論
拠
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

筆
者
も
基
本
的
に
は
華
宵
の
子
ど
も
絵
が
持
つ「
無
気
味
さ
」を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。し
か
し
な
ぜ
華
宵
の
子
ど
も
絵
が「
無

気
味
」
に
見
え
る
の
か
、金
城
の
指
摘
す
る
「
子
ど
も
ら
し
か
ら
ぬ
」
子
ど
も
絵
が
な
ぜ
「
無
気
味
」
と
評
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、

本
論
で
は
考
え
て
み
た
い
。

第
一
章
で
は
華
宵
が
子
ど
も
絵
を
描
い
た
時
代
の
流
れ
を
見
る
意
味
で
、
大
正
期
に
創
刊
さ
れ
た
対
照
的
な
二
つ
の
雑
誌
『
赤
い

鳥
』
と
『
少
年
倶
楽
部
』
に
つ
い
て
論
じ
た
上
で
、『
赤
い
鳥
』
タ
イ
プ
の
雑
誌
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
が
当
時
の
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
第
二
章
で
は
華
宵
の
子
ど
も
絵
の
特
徴
を
い
く
つ
か
の
項
目
に
分
け
て
分

析
す
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
華
宵
独
自
の
子
ど
も
絵
の
描
写
に
つ
い
て
さ
ら
に
多
角
的
に
論
じ
る
た
め
、
第
三
章
で
は
、
第
一

（57） 高畠華宵の子ども絵についての一考

章
で
取
り
上
げ
た
華
宵
と
同
時
代
の
「
童
画
」
と
の
共
通
点
の
中
か
ら
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
取
り
出
し
、フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
の
あ
り
方
と
華
宵
に
つ
い
て
考
え
た
上
で
、
第
四
章
で
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
一
例
と
し
て
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
の
挿

絵
に
注
目
す
る
。
ア
リ
ス
の
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
は
様
々
な
画
家
が
描
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
が
そ
の
出
版
に
あ

た
っ
て
指
名
し
た
挿
絵
画
家
ジ
ョ
ン
・
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
と
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
同
質
性
に
つ
い
て
論
じ

る
。第

一
章

　大
正
期
の
児
童
文
芸
雑
誌
と
そ
の
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
の
役
割

華
宵
は
大
正
十
一
年
八
月
号
か
ら
『
金
の
船
』
と
い
う
児
童
向
け
雑
誌
の
表
紙
絵
・
口
絵
・
挿
絵
を
手
が
け
は
じ
め
、
大
正
十
三

年
二
月
号
ま
で
執
筆
を
続
け
て
い
る

（
３
）。『

金
の
船
』
は
大
正
八
年
十
一
月
に
創
刊
さ
れ
た
児
童
文
芸
雑
誌
で
あ
る
。
大
正
七
年
に
鈴

木
三
重
吉
が
創
刊
し
た
『
赤
い
鳥
』
に
触
発
さ
れ
た
横
山
寿
篤
（
作
家
・
当
時
出
版
社
を
経
営
）
が
、
資
産
家
の
斎
藤
佐
次
郎
（
後

に
金
の
星
社
創
業
者
）
を
誘
っ
て
創
刊
し
た
も
の
で
、
童
話
や
童
謡
を
中
心
と
し
た
人
気
雑
誌
と
な
っ
た
。
だ
が
、
斎
藤
と
横
山
の

間
で
出
版
社
経
営
と
発
行
権
を
め
ぐ
っ
て
の
対
立
が
生
じ
た
た
め
第
四
巻
五
号
を
最
後
に
雑
誌
が
分
裂
し（

４
）、

斎
藤
が
第
四
巻
六
号
か

ら
『
金
の
星
』
を
、
横
山
が
第
四
巻
七
号
か
ら
『
金
の
船
』
を
そ
れ
ぞ
れ
発
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た

（
５
）。

華
宵
が
執
筆
し
て
い
た
の
は

横
山
版
『
金
の
船
』
で
あ
る
。

高
屋
一
成
は
、
横
山
が
発
行
し
た
『
金
の
船
』
は
現
存
数
が
き
わ
め
て
少
な
く
、
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と

し
て
い
る
が

（
６
）、斎

藤
版
の
『
金
の
星
』
が
「『
金
の
船
』
→
『
金
の
星
』」
と
し
て
復
刻
版
も
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
比
較
し
て
も
、

横
山
版
『
金
の
船
』
は
今
で
は
忘
れ
ら
れ
た
雑
誌
と
言
え
よ
う
。
華
宵
に
関
し
て
も
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
『
金
の
船
』
と
関
わ
る
よ
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（56）

年
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
華
宵
全
盛
期
（
大
正
五
年
頃
か
ら
昭
和
七
年
頃
）
と
は
言
え
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
ま

た
少
年
向
け
（『
少
年
倶
楽
部
』
な
ど
）、
少
女
向
け
（『
少
女
画
報
』
な
ど
）
と
い
っ
た
雑
誌
は
包
括
的
に
は
子
ど
も
向
け
に
含
め

る
こ
と
が
出
来
る
が
、こ
れ
ら
の
多
く
は
「
少
年
」「
少
女
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
意
識
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
「
子

ど
も
」
と
一
括
り
に
す
る
と
分
類
上
の
視
点
が
混
同
さ
れ
る
の
で
、
今
回
は
「
少
年
」「
少
女
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
ら
な
い

雑
誌
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
従
っ
て
、
本
論
で
言
及
す
る
子
ど
も
絵
と
は
、『
金
の
船
』
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
の
こ

と
で
あ
る
。

華
宵
の
子
ど
も
絵
に
つ
い
て
は
、
金
城
美
奈
子
の
「『
金
の
船
』
表
紙
絵
の
〝不
気
味
さ
＂」
と
い
う
論
考
が
あ
る

（
２
）。

金
城
は
同
時

代
の『
赤
い
鳥
』な
ど
に
描
か
れ
た
子
ど
も
絵
と
華
宵
の
子
ど
も
絵
と
を
比
較
し
な
が
ら
、華
宵
の
子
ど
も
絵
が『
赤
い
鳥
』系
の「
健

全
な
子
ど
も
」
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
「
子
ど
も
ら
し
か
ら
ぬ
像
」
が
「
不
気
味
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か

し
金
城
の
論
文
で
は
、
そ
も
そ
も
「
華
宵
の
子
ど
も
絵
」
＝
「
子
ど
も
ら
し
か
ら
ぬ
像
」
＝
「
不
気
味
」
と
の
視
点
に
依
拠
し
て
お

り
、
そ
の
論
拠
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

筆
者
も
基
本
的
に
は
華
宵
の
子
ど
も
絵
が
持
つ「
無
気
味
さ
」を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。し
か
し
な
ぜ
華
宵
の
子
ど
も
絵
が「
無

気
味
」
に
見
え
る
の
か
、金
城
の
指
摘
す
る
「
子
ど
も
ら
し
か
ら
ぬ
」
子
ど
も
絵
が
な
ぜ
「
無
気
味
」
と
評
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、

本
論
で
は
考
え
て
み
た
い
。

第
一
章
で
は
華
宵
が
子
ど
も
絵
を
描
い
た
時
代
の
流
れ
を
見
る
意
味
で
、
大
正
期
に
創
刊
さ
れ
た
対
照
的
な
二
つ
の
雑
誌
『
赤
い

鳥
』
と
『
少
年
倶
楽
部
』
に
つ
い
て
論
じ
た
上
で
、『
赤
い
鳥
』
タ
イ
プ
の
雑
誌
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
が
当
時
の
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
第
二
章
で
は
華
宵
の
子
ど
も
絵
の
特
徴
を
い
く
つ
か
の
項
目
に
分
け
て
分

析
す
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
華
宵
独
自
の
子
ど
も
絵
の
描
写
に
つ
い
て
さ
ら
に
多
角
的
に
論
じ
る
た
め
、
第
三
章
で
は
、
第
一

（57） 高畠華宵の子ども絵についての一考

章
で
取
り
上
げ
た
華
宵
と
同
時
代
の
「
童
画
」
と
の
共
通
点
の
中
か
ら
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
取
り
出
し
、フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
の
あ
り
方
と
華
宵
に
つ
い
て
考
え
た
上
で
、
第
四
章
で
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
一
例
と
し
て
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
の
挿

絵
に
注
目
す
る
。
ア
リ
ス
の
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
は
様
々
な
画
家
が
描
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
が
そ
の
出
版
に
あ

た
っ
て
指
名
し
た
挿
絵
画
家
ジ
ョ
ン
・
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
と
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
同
質
性
に
つ
い
て
論
じ

る
。第

一
章

　大
正
期
の
児
童
文
芸
雑
誌
と
そ
の
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
の
役
割

華
宵
は
大
正
十
一
年
八
月
号
か
ら
『
金
の
船
』
と
い
う
児
童
向
け
雑
誌
の
表
紙
絵
・
口
絵
・
挿
絵
を
手
が
け
は
じ
め
、
大
正
十
三

年
二
月
号
ま
で
執
筆
を
続
け
て
い
る

（
３
）。『

金
の
船
』
は
大
正
八
年
十
一
月
に
創
刊
さ
れ
た
児
童
文
芸
雑
誌
で
あ
る
。
大
正
七
年
に
鈴

木
三
重
吉
が
創
刊
し
た
『
赤
い
鳥
』
に
触
発
さ
れ
た
横
山
寿
篤
（
作
家
・
当
時
出
版
社
を
経
営
）
が
、
資
産
家
の
斎
藤
佐
次
郎
（
後

に
金
の
星
社
創
業
者
）
を
誘
っ
て
創
刊
し
た
も
の
で
、
童
話
や
童
謡
を
中
心
と
し
た
人
気
雑
誌
と
な
っ
た
。
だ
が
、
斎
藤
と
横
山
の

間
で
出
版
社
経
営
と
発
行
権
を
め
ぐ
っ
て
の
対
立
が
生
じ
た
た
め
第
四
巻
五
号
を
最
後
に
雑
誌
が
分
裂
し（

４
）、

斎
藤
が
第
四
巻
六
号
か

ら
『
金
の
星
』
を
、
横
山
が
第
四
巻
七
号
か
ら
『
金
の
船
』
を
そ
れ
ぞ
れ
発
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た

（
５
）。

華
宵
が
執
筆
し
て
い
た
の
は

横
山
版
『
金
の
船
』
で
あ
る
。

高
屋
一
成
は
、
横
山
が
発
行
し
た
『
金
の
船
』
は
現
存
数
が
き
わ
め
て
少
な
く
、
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と

し
て
い
る
が

（
６
）、斎

藤
版
の
『
金
の
星
』
が
「『
金
の
船
』
→
『
金
の
星
』」
と
し
て
復
刻
版
も
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
比
較
し
て
も
、

横
山
版
『
金
の
船
』
は
今
で
は
忘
れ
ら
れ
た
雑
誌
と
言
え
よ
う
。
華
宵
に
関
し
て
も
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
『
金
の
船
』
と
関
わ
る
よ
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（58）

う
に
な
っ
た
の
か
な
ど
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
横
山
と
華
宵
が
関
わ
っ
た
『
金
の
船
』
を
全
て
見
る
こ
と
は
出
来
て
い
な
い
が
、

今
回
筆
者
が
調
査
し
た
該
当
雑
誌（

７
）か

ら
は
、
華
宵
が
専
属
的
に
（
ほ
ぼ
一
人
で
）
挿
絵
等
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る

（
８
）。

後

述
す
る
よ
う
に
、当
時
の
児
童
文
芸
雑
誌
で
は
表
紙
絵
・
挿
絵
な
ど
の
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
を
一
人
の
画
家
が
描
く
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ

た
が
、
華
宵
は
『
金
の
船
』
に
関
わ
っ
た
約
一
年
半
の
間
に
、
華
宵
独
自
の
「
子
ど
も
絵
」
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
し
た
と
言
え
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
華
宵
が
描
い
た
『
金
の
船
』
の
児
童
出
版
史
上
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
た
め
に
、『
赤
い
鳥
』
な
ど
同
時
代
の

児
童
文
芸
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
子
ど
も
絵
に
つ
い
て
、そ
の
傾
向
や
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
大
正
時
代
を
中
心
に
、

児
童
文
芸
雑
誌
（
絵
本
雑
誌
）
が
次
々
と
創
刊
さ
れ
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
講
談
社
や
実
業
之
日
本
社
な
ど
の

大
手
出
版
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
総
合
的
少
年
少
女
雑
誌
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
た
と
え
ば
『
赤
い
鳥
』
と
『
少
年
倶
楽
部
』
の
創
刊

の
辞
を
読
ん
で
も
、
編
集
側
の
発
行
目
的
お
よ
び
読
者
へ
の
視
点
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
。

『
赤
い
鳥
』
の
創
刊
号
に
は
編
集
兼
発
行
人
で
あ
る
鈴
木
三
重
吉
が
「「
赤
い
鳥
」
の
標モ

ッ
ト
ー

榜
語
」
と
い
う
一
文
を
記
し
、
ま
た
『
少

年
倶
楽
部
』
第
二
巻
四
号
（
大
正
四
年
四
月
号
）
に
は
講
談
社
社
長
の
野
間
清
治
が
「
本
誌
の
編
集
方
針
」
と
い
う
文
章
を
載
せ
て

い
る
。
両
者
を
読
み
比
べ
る
と
、
そ
の
発
行
目
的
や
編
集
方
針
の
違
い
が
明
確
で
あ
る
。

鈴
木
と
野
間
の
ど
ち
ら
も
子
ど
も
の
教
育
に
対
す
る
熱
心
な
思
い
入
れ
が
あ
る
が
、
鈴
木
の
場
合
は
子
ど
も
が
「
眞
純
」
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
そ
の
「
純
性
を
保
全
開
發
」
す
る
た
め
に
雑
誌
を
発
行
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
雑
誌
に
お
い
て

「
子
供
の
文
章
の
手
本
を
授
け
」
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。「
現
代
の
名
作
家
」
が
書
く
物
語
を
手
本
と
し
て
、
子
ど
も
に
文
学

的
（
情
操
的
）
教
育
を
施
す
の
が
「
赤
い
鳥
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
読
者
と
な
る
子
ど
も
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
を
買
い
与
え
る
大

人
（
親
や
教
師
）
に
説
得
力
を
も
つ
主
張
で
あ
る

（
９
）。

一
方
野
間
の
場
合
は
、「
親
が
読
ま
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
っ
て
、
児
童
自
ら
が
進
ん
で
愉
快
に
読
む
」
雑
誌
を
め
ざ
し

（59） 高畠華宵の子ども絵についての一考

て
い
る
。
ま
た
「
或
る
い
は
忍
耐
と
か
、
或
い
は
勇
気
と
か
、
或
い
は
恭
謙
と
か
、
或
い
は
感
恩
と
か
、
種
々
な
る
徳
育
に
力
を
尽

く
し
て
み
た
い
」
と
語
っ
て
お
り
、
現
実
的
な
子
ど
も
の
理
解
や
受
容
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

10
）。

佐
藤
忠
男
は
、
児
童
文
学
史
に
お
け
る
『
赤
い
鳥
』
重
視
と
『
少
年
倶
楽
部
』
軽
視
の
傾
向
に
異
を
唱
え
な
が
ら
、『
赤
い
鳥
』

よ
り
も
『
少
年
倶
楽
部
』
の
児
童
文
化
史
上
の
役
割
を
評
価
し
て
い
る
。
佐
藤
は
両
者
の
違
い
を
個
々
に
述
べ
な
が
ら
、「
保
護
さ

れ
る
べ
き
も
の
、
社
会
の
悪
い
影
響
に
毒
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
良
い
感
化
だ
け
を
お
と
な
た
ち
か
ら
一
方
的
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
も

の
、
と
し
て
で
な
く
、
少
年
を
独
立
し
た
一
個
の
人
間
と
し
て
扱
っ
た
こ
と（

11
）」

が
、『
少
年
倶
楽
部
』
が
『
赤
い
鳥
』
よ
り
も
読
者

で
あ
る
子
ど
も
の
心
を
捉
え
た
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
実
際
に
『
赤
い
鳥
』
は
創
刊
当
初
は
『
少
年
倶
楽
部
』
と
発
行
部
数

に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
の
差
が
な
か
っ
た
も
の
の
、『
少
年
倶
楽
部
』
の
名
編
集
長
と
し
て
知
ら
れ
る
加
藤
謙
一
が
編
集
長
を
務
め
始

め
た
こ
ろ
か
ら
徐
々
に
そ
の
差
が
開
き
、「『
赤
い
鳥
』
は
大
正
十
二
、三
年
を
境
に
、
ち
ょ
う
ど
『
少
年
倶
楽
部
』
と
対
照
的
に
衰

退
の
道
を
辿（

12
）」

っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

鈴
木
と
野
間
の
場
合
、
子
ど
も
へ
の
情
操
教
育
重
視
と
現
実
的
教
育
重
視
と
い
う
そ
も
そ
も
の
出
発
点
（
あ
る
い
は
方
向
性
）
が

違
う
た
め
、
両
者
を
同
列
に
並
べ
て
論
じ
る
こ
と
は
元
来
無
理
が
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。『
赤
い
鳥
』
を
芸
術
的
、『
少

年
倶
楽
部
』
を
通
俗
的
と
見
る
む
き
は
今
で
も
あ
る
が
、
両
者
は
た
と
え
読
者
層
が
同
じ
で
も
、
根
本
的
に
編
集
方
針
が
異
な
る
。

そ
し
て
こ
の
違
い
は
必
然
的
に
、
表
紙
絵
や
挿
絵
な
ど
の
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
に
も
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

大
正
十
一
年
に
東
京
社
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
は
、
当
時
別
々
の
雑
誌
に
専
属
的
に
挿
絵
を
描
い
て
い
た
画
家

た
ち
が
集
結
し
た
こ
と
で
話
題
と
な
っ
た
。
清
水
良
雄
は
『
赤
い
鳥
』、岡
本
帰
一
は
『
金
の
船
』『
金
の
星
』、川
上
四
郎
は
『
童
話
』、

初
山
滋
は
『
お
と
ぎ
の
せ
か
い
』
な
ど
、
同
時
代
の
児
童
文
芸
雑
誌
は
そ
れ
ぞ
れ
に
一
人
の
画
家
が
専
属
的
に
表
紙
絵
か
ら
挿
絵
ま

で
全
て
を
手
が
け
る
が
慣
例
で
あ
っ
た
が
、『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
は
こ
れ
ら
の
画
家
を
統
合
し
た
雑
誌
と
な
っ
た
。
そ
し
て
「「
童
画
」
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（58）

う
に
な
っ
た
の
か
な
ど
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
横
山
と
華
宵
が
関
わ
っ
た
『
金
の
船
』
を
全
て
見
る
こ
と
は
出
来
て
い
な
い
が
、

今
回
筆
者
が
調
査
し
た
該
当
雑
誌（

７
）か

ら
は
、
華
宵
が
専
属
的
に
（
ほ
ぼ
一
人
で
）
挿
絵
等
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る

（
８
）。

後

述
す
る
よ
う
に
、当
時
の
児
童
文
芸
雑
誌
で
は
表
紙
絵
・
挿
絵
な
ど
の
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
を
一
人
の
画
家
が
描
く
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ

た
が
、
華
宵
は
『
金
の
船
』
に
関
わ
っ
た
約
一
年
半
の
間
に
、
華
宵
独
自
の
「
子
ど
も
絵
」
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
し
た
と
言
え
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
華
宵
が
描
い
た
『
金
の
船
』
の
児
童
出
版
史
上
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
た
め
に
、『
赤
い
鳥
』
な
ど
同
時
代
の

児
童
文
芸
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
子
ど
も
絵
に
つ
い
て
、そ
の
傾
向
や
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
大
正
時
代
を
中
心
に
、

児
童
文
芸
雑
誌
（
絵
本
雑
誌
）
が
次
々
と
創
刊
さ
れ
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
講
談
社
や
実
業
之
日
本
社
な
ど
の

大
手
出
版
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
総
合
的
少
年
少
女
雑
誌
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
た
と
え
ば
『
赤
い
鳥
』
と
『
少
年
倶
楽
部
』
の
創
刊

の
辞
を
読
ん
で
も
、
編
集
側
の
発
行
目
的
お
よ
び
読
者
へ
の
視
点
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
。

『
赤
い
鳥
』
の
創
刊
号
に
は
編
集
兼
発
行
人
で
あ
る
鈴
木
三
重
吉
が
「「
赤
い
鳥
」
の
標モ

ッ
ト
ー

榜
語
」
と
い
う
一
文
を
記
し
、
ま
た
『
少

年
倶
楽
部
』
第
二
巻
四
号
（
大
正
四
年
四
月
号
）
に
は
講
談
社
社
長
の
野
間
清
治
が
「
本
誌
の
編
集
方
針
」
と
い
う
文
章
を
載
せ
て

い
る
。
両
者
を
読
み
比
べ
る
と
、
そ
の
発
行
目
的
や
編
集
方
針
の
違
い
が
明
確
で
あ
る
。

鈴
木
と
野
間
の
ど
ち
ら
も
子
ど
も
の
教
育
に
対
す
る
熱
心
な
思
い
入
れ
が
あ
る
が
、
鈴
木
の
場
合
は
子
ど
も
が
「
眞
純
」
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
そ
の
「
純
性
を
保
全
開
發
」
す
る
た
め
に
雑
誌
を
発
行
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
雑
誌
に
お
い
て

「
子
供
の
文
章
の
手
本
を
授
け
」
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。「
現
代
の
名
作
家
」
が
書
く
物
語
を
手
本
と
し
て
、
子
ど
も
に
文
学

的
（
情
操
的
）
教
育
を
施
す
の
が
「
赤
い
鳥
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
読
者
と
な
る
子
ど
も
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
を
買
い
与
え
る
大

人
（
親
や
教
師
）
に
説
得
力
を
も
つ
主
張
で
あ
る

（
９
）。

一
方
野
間
の
場
合
は
、「
親
が
読
ま
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
っ
て
、
児
童
自
ら
が
進
ん
で
愉
快
に
読
む
」
雑
誌
を
め
ざ
し

（59） 高畠華宵の子ども絵についての一考

て
い
る
。
ま
た
「
或
る
い
は
忍
耐
と
か
、
或
い
は
勇
気
と
か
、
或
い
は
恭
謙
と
か
、
或
い
は
感
恩
と
か
、
種
々
な
る
徳
育
に
力
を
尽

く
し
て
み
た
い
」
と
語
っ
て
お
り
、
現
実
的
な
子
ど
も
の
理
解
や
受
容
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

10
）。

佐
藤
忠
男
は
、
児
童
文
学
史
に
お
け
る
『
赤
い
鳥
』
重
視
と
『
少
年
倶
楽
部
』
軽
視
の
傾
向
に
異
を
唱
え
な
が
ら
、『
赤
い
鳥
』

よ
り
も
『
少
年
倶
楽
部
』
の
児
童
文
化
史
上
の
役
割
を
評
価
し
て
い
る
。
佐
藤
は
両
者
の
違
い
を
個
々
に
述
べ
な
が
ら
、「
保
護
さ

れ
る
べ
き
も
の
、
社
会
の
悪
い
影
響
に
毒
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
良
い
感
化
だ
け
を
お
と
な
た
ち
か
ら
一
方
的
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
も

の
、
と
し
て
で
な
く
、
少
年
を
独
立
し
た
一
個
の
人
間
と
し
て
扱
っ
た
こ
と（

11
）」

が
、『
少
年
倶
楽
部
』
が
『
赤
い
鳥
』
よ
り
も
読
者

で
あ
る
子
ど
も
の
心
を
捉
え
た
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
実
際
に
『
赤
い
鳥
』
は
創
刊
当
初
は
『
少
年
倶
楽
部
』
と
発
行
部
数

に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
の
差
が
な
か
っ
た
も
の
の
、『
少
年
倶
楽
部
』
の
名
編
集
長
と
し
て
知
ら
れ
る
加
藤
謙
一
が
編
集
長
を
務
め
始

め
た
こ
ろ
か
ら
徐
々
に
そ
の
差
が
開
き
、「『
赤
い
鳥
』
は
大
正
十
二
、三
年
を
境
に
、
ち
ょ
う
ど
『
少
年
倶
楽
部
』
と
対
照
的
に
衰

退
の
道
を
辿（

12
）」

っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

鈴
木
と
野
間
の
場
合
、
子
ど
も
へ
の
情
操
教
育
重
視
と
現
実
的
教
育
重
視
と
い
う
そ
も
そ
も
の
出
発
点
（
あ
る
い
は
方
向
性
）
が

違
う
た
め
、
両
者
を
同
列
に
並
べ
て
論
じ
る
こ
と
は
元
来
無
理
が
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。『
赤
い
鳥
』
を
芸
術
的
、『
少

年
倶
楽
部
』
を
通
俗
的
と
見
る
む
き
は
今
で
も
あ
る
が
、
両
者
は
た
と
え
読
者
層
が
同
じ
で
も
、
根
本
的
に
編
集
方
針
が
異
な
る
。

そ
し
て
こ
の
違
い
は
必
然
的
に
、
表
紙
絵
や
挿
絵
な
ど
の
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
に
も
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

大
正
十
一
年
に
東
京
社
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
は
、
当
時
別
々
の
雑
誌
に
専
属
的
に
挿
絵
を
描
い
て
い
た
画
家

た
ち
が
集
結
し
た
こ
と
で
話
題
と
な
っ
た
。
清
水
良
雄
は
『
赤
い
鳥
』、岡
本
帰
一
は
『
金
の
船
』『
金
の
星
』、川
上
四
郎
は
『
童
話
』、

初
山
滋
は
『
お
と
ぎ
の
せ
か
い
』
な
ど
、
同
時
代
の
児
童
文
芸
雑
誌
は
そ
れ
ぞ
れ
に
一
人
の
画
家
が
専
属
的
に
表
紙
絵
か
ら
挿
絵
ま

で
全
て
を
手
が
け
る
が
慣
例
で
あ
っ
た
が
、『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
は
こ
れ
ら
の
画
家
を
統
合
し
た
雑
誌
と
な
っ
た
。
そ
し
て
「「
童
画
」
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（60）

と
い
う
称
呼
も
こ
の
雑
誌
を
中
心
に
し
て
う
ま
れ
た（

13
）」

と
さ
れ
て
い
る
。
武
井
武
雄
は
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
発
行
の
中
心
人
物
で
、

創
刊
号
の
表
紙
絵
を
描
い
て
い
る
が
、
岩
崎
真
里
子
は
「〈
童
画
〉
は
子
ど
も
の
た
め
に
描
か
れ
た
絵
画
の
総
称
で
、
大
正
期
以
降

に
そ
れ
を
意
味
す
る
概
念
と
し
て
使
わ
れ
、
関
東
大
震
災
の
翌
年
一
九
二
四
年
に
、
銀
座
資
生
堂
で
、
開
催
さ
れ
た
「
武
井
武
雄
童

画
展
」
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（

14
）」

と
「
童
画
」
と
い
う
言
葉
の
起
源
を
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
子
供
の
為
の

画
は
そ
れ
自
身
で
子
供
に
寄
与
す
る
美
術

4

4

と
し
て
存
在
す
べ
き
も
の
」（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
武
井
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
が
、

こ
の
視
点
は
「
童
画
」
の
特
性
を
示
す
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ら
児
童
文
芸
雑
誌
の
表
紙
絵
・
挿
絵
を
描
い
て
い
た
画
家

た
ち
に
は
、ど
の
よ
う
な
共
通
点
が
あ
り
、『
少
年
倶
楽
部
』
や
『
少
女
画
報
』
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
総
合
的
少
年
少
女
雑
誌
の
イ
マ
ジ
ュ

リ
ィ
と
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
に
、
童
画
家
た
ち
の
多
く
が
洋
画
系
の
画
家
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。『
赤
い
鳥
』『
金
の

星
』『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
な
ど
に
は
、
欧
米
の
い
ろ
い
ろ
な
美
術
様
式
を
取
り
入
れ
た
子
ど
も
絵
が
並
ん
で
い
る
。
彼
ら
の
画
風
に

は
ビ
ア
ズ
リ
ー
な
ど
の
世
紀
末
芸
術
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
な
ど
の
総
合
芸
術
様
式
、
構
成
主
義
や
未
来
派
な

ど
の
二
〇
世
紀
初
頭
の
新
し
い
美
術
様
式
の
影
響
が
共
通
に
見
ら
れ
る
。
武
井
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
な
、
童
画
を
文
学
の
添
え
物

や
雑
誌
の
表
紙
と
い
う
位
置
づ
け
で
な
く
「
美
術
」
と
し
て
描
く
と
い
う
意
識
を
、
こ
う
し
た
童
画
家
た
ち
の
個
々
の
作
品
か
ら
見

て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
ら
は
画
面
の
装
飾
化
や
デ
ザ
イ
ン
化
に
力
を
注
ぎ
、
そ
の
作
品
か
ら
は
総
合
的
少
年
少
女
雑
誌
に
は
な

い
斬
新
さ
や
自
由
さ
、
芸
術
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
同
時
代
の
子
ど
も
の
姿
や
風
俗
の
み
な
ら
ず
、
空
想
的
な
モ
チ
ー
フ
を
使
い
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
を

描
い
た
よ
う
な
作
品
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。そ
こ
で
は
妖
精
や
小
人
、擬
人
化
さ
れ
た
動
植
物
、童
話
の
一
場
面
や
そ
の
登
場
人
物（
動

物
）
な
ど
の
物
語
上
（
想
像
上
）
の
モ
チ
ー
フ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
少
年
倶
楽
部
』
等
の
表
紙
絵
な
ど
に
は
あ
ま
り
見

（61） 高畠華宵の子ども絵についての一考

ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
童
画
」
に
描
か
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
、
低
年
齢
層
の
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
点
を
挙
げ
て
お
く
。
従
来
の
子
ど
も

向
け
雑
誌
の
表
紙
絵
は
、
雑
誌
の
読
み
手
の
子
ど
も
た
ち
に
合
わ
せ
て
描
か
れ
て
い
る
。
加
藤
謙
一
は
、『
少
年
倶
楽
部
』
の
読
者

は
下
は
小
学
校
三
、四
年
生
か
ら
上
は
中
学
生
ま
で
い
た
が
、
編
集
側
と
し
て
は
小
学
校
五
、六
年
生
を
中
心
読
者
層
と
し
、
後
か
ら

創
刊
さ
れ
た
『
幼
年
倶
楽
部
』
は
小
学
校
三
、四
年
生
を
中
心
読
者
層
に
据
え
て
い
た
と
い
う（

15
）。

そ
の
言
葉
通
り
、
総
合
的
少
年
少

女
雑
誌
に
は
、
各
雑
誌
が
設
定
す
る
中
心
読
者
層
と
同
年
代
か
つ
同
性
の
子
ど
も
を
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
化
し
た
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
が
描
か

れ
て
い
る
。

他
方
、
童
画
家
が
描
い
た
児
童
文
芸
雑
誌
の
表
紙
絵
に
登
場
す
る
の
は
、
比
較
的
低
年
齢
（
三
～
七
歳
位
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
）

の
子
ど
も
で
あ
る
。
し
か
し
雑
誌
の
読
者
投
稿
の
ペ
ー
ジ
に
は
小
学
校
三
～
六
年
生
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
年
齢
の
子
ど
も
が
多
い
。

つ
ま
り
読
者
の
年
齢
層
と
は
異
な
る
幼
い
子
ど
も
が
「
童
画
」
に
は
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
は
大
正
時
代
に
流
行
し
た
「
童
心
主
義
」
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。「
童
心
主
義
」
と
は
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
な
ど
英
国
ロ
マ
ン
派
文
学
の
影
響
な
ど
を
受
け
、
鈴
木
三
重
吉
や
北
原
白
秋
ら
当
時
の
文
学
者
た
ち
が
唱
え
た
理
想

で
、
子
ど
も
の
純
粋
性
や
無
垢
な
心
を
何
よ
り
も
美
し
い
も
の
、
尊
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
現
実

の
子
ど
も
の
属
性
で
あ
る
野
蛮
さ
や
猥
雑
さ
、
遊
び
心
や
脱
線
志
向
が
排
除
さ
れ
、
無
邪
気
さ
、
素
朴
さ
、
純
真
さ
な
ど
大
人
に
と
っ

て
心
地
好
い
子
ど
も
の
特
性
の
み
が
す
く
い
あ
げ
ら
れ
、
理
想
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
童
心
主
義
」
が
想
定
す
る
子
ど
も
の
あ
り

方
が
反
映
さ
れ
た
の
が
児
童
文
芸
雑
誌
の
「
童
画
」、
お
も
に
表
紙
絵
や
口
絵
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
作
家
や
編
集
者
の
、
理
想
的

な
子
ど
も
を
夢
見
る
目
線
と
重
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
児
童
文
芸
雑
誌
は
多
く
の
親
や
教
師
の
共
感
を
得
た（

16
）。『

赤
い
鳥
』『
金
の
星
』『
コ

ド
モ
ノ
ク
ニ
』
な
ど
の
児
童
文
芸
雑
誌
の
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
は
、読
者
の
子
ど
も
の
想
像
力
を
刺
激
す
る
と
い
う
本
来
の
役
割
に
加
え
、
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指
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に
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が
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の
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、
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・
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の
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影
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に
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井
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な
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を
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の
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の
表
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と
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位
置
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で
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く
「
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」
と
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と
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を
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こ
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し
た
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画
家
た
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の
個
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の
作
品
か
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こ
と
が
出
来
る
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彼
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は
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面
の
装
飾
化
や
デ
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化
に
力
を
注
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、
そ
の
作
品
か
ら
は
総
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的
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年
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に
は
な

い
斬
新
さ
や
自
由
さ
、
芸
術
性
が
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じ
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る
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も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
同
時
代
の
子
ど
も
の
姿
や
風
俗
の
み
な
ら
ず
、
空
想
的
な
モ
チ
ー
フ
を
使
い
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
を

描
い
た
よ
う
な
作
品
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。そ
こ
で
は
妖
精
や
小
人
、擬
人
化
さ
れ
た
動
植
物
、童
話
の
一
場
面
や
そ
の
登
場
人
物（
動
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）
な
ど
の
物
語
上
（
想
像
上
）
の
モ
チ
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フ
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多
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て
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る
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は
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を
中
心
読
者
層
に
据
え
て
い
た
と
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の
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大
人
が
理
想
的
な
子
ど
も
の
姿
を
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
的
に
確
認

し
あ
う
場
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

　華
宵
の
子
ど
も
絵
の
特
徴

で
は
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
つ
い
て
論
を
進
め
た
い
。『
金

の
船
』
表
紙
絵
か
ら
は
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と

が
出
来
る
が
、
そ
れ
ら
を
順
不
同
で
列
挙
し
て
み
る
。

（
ⅰ
）
男
女
の
ペ
ア

ま
ず
表
紙
絵
で
は
、
男
児
と
女
児
の
ペ
ア
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
（
図
①
）（
図
②
）。
こ
れ
は
『
金
の
船
』
ほ
か

同
時
代
の
児
童
文
芸
雑
誌
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ

り
、
逆
に
『
少
年
倶
楽
部
』『
少
女
画
報
』
と
い
っ
た
読
者

層
を
性
別
で
分
け
て
絞
り
込
ん
だ
雑
誌
に
は
見
ら
れ
な
い
傾

向
で
あ
る
。「
男
女
七
歳
に
し
て
席
を
同
じ
う
せ
ず
」
と
い

う
教
え
が
主
流
の
時
代
に
あ
っ
て
、
男
女
の
子
ど
も
が
一
緒

に
表
紙
絵
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
人
が
そ
の

図①　高畠華宵　『金の船』表紙絵　
第四巻八号（大正十一年八月号）

図②　高畠華宵　『金の船』表紙絵　
第五巻五号（大正十二年五月号）

（63） 高畠華宵の子ども絵についての一考

組
み
合
わ
せ
を
嫌
厭
し
な
い
年
齢
の
子
ど
も
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
多
く
の
児
童
文
芸
雑
誌
で
は
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
と
読
者

と
の
年
齢
に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
と
前
章
で
述
べ
た
が
、
華

宵
も
『
金
の
船
』
の
表
紙
絵
に
つ
い
て
は
、「
童
心
主
義
」

を
意
識
し
、
読
者
層
の
年
齢
と
は
外
れ
る
幼
児
を
描
い
て
い

た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
ⅱ
）
合
体
像
、
変
身
像

次
に
顕
著
な
特
徴
と
し
て
は
、
子
ど
も
と
動
植
物
と
の
合

体
像
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
兎
（
第
四
巻
九
号
／
大
正

十
一
年
九
月
号
）、
に
わ
と
り
（
第
五
巻
三
号
／
大
正
十
二

年
三
月
号
）、
セ
ミ
（
第
五
巻
八
号
／
大
正
十
二
年
八
月
号

／
図
③
）
な
ど
、
か
ぶ
り
物
を
ま
と
っ
た
子
ど
も
像
が
散
見

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
か
ぶ
り
物
を
ま
と
っ
た
子
ど
も
像
は

他
の
児
童
文
芸
雑
誌
に
も
見
ら
れ
る
が
（
図
④
）、
こ
れ
は

自
然
と
一
体
化
し
た
子
ど
も
の
在
り
様
を
示
す
一
つ
の
イ

メ
ー
ジ
と
言
え
る
。

子
ど
も
が
か
ぶ
り
物
な
ど
に
よ
っ
て
動
物
に
変
装
す
る
姿

図③　高畠華宵　『金の船』表紙絵　
第五巻八号（大正十二年八月号）

図④　岡本帰一　『コドモノクニ』表紙絵　
第三巻九号（大正十三年九月号）
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（62）

大
人
が
理
想
的
な
子
ど
も
の
姿
を
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
的
に
確
認

し
あ
う
場
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

　華
宵
の
子
ど
も
絵
の
特
徴

で
は
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
つ
い
て
論
を
進
め
た
い
。『
金

の
船
』
表
紙
絵
か
ら
は
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と

が
出
来
る
が
、
そ
れ
ら
を
順
不
同
で
列
挙
し
て
み
る
。

（
ⅰ
）
男
女
の
ペ
ア

ま
ず
表
紙
絵
で
は
、
男
児
と
女
児
の
ペ
ア
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
（
図
①
）（
図
②
）。
こ
れ
は
『
金
の
船
』
ほ
か

同
時
代
の
児
童
文
芸
雑
誌
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ

り
、
逆
に
『
少
年
倶
楽
部
』『
少
女
画
報
』
と
い
っ
た
読
者

層
を
性
別
で
分
け
て
絞
り
込
ん
だ
雑
誌
に
は
見
ら
れ
な
い
傾

向
で
あ
る
。「
男
女
七
歳
に
し
て
席
を
同
じ
う
せ
ず
」
と
い

う
教
え
が
主
流
の
時
代
に
あ
っ
て
、
男
女
の
子
ど
も
が
一
緒

に
表
紙
絵
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
人
が
そ
の

図①　高畠華宵　『金の船』表紙絵　
第四巻八号（大正十一年八月号）

図②　高畠華宵　『金の船』表紙絵　
第五巻五号（大正十二年五月号）

（63） 高畠華宵の子ども絵についての一考

組
み
合
わ
せ
を
嫌
厭
し
な
い
年
齢
の
子
ど
も
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
多
く
の
児
童
文
芸
雑
誌
で
は
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
と
読
者

と
の
年
齢
に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
と
前
章
で
述
べ
た
が
、
華

宵
も
『
金
の
船
』
の
表
紙
絵
に
つ
い
て
は
、「
童
心
主
義
」

を
意
識
し
、
読
者
層
の
年
齢
と
は
外
れ
る
幼
児
を
描
い
て
い

た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
ⅱ
）
合
体
像
、
変
身
像

次
に
顕
著
な
特
徴
と
し
て
は
、
子
ど
も
と
動
植
物
と
の
合

体
像
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
兎
（
第
四
巻
九
号
／
大
正

十
一
年
九
月
号
）、
に
わ
と
り
（
第
五
巻
三
号
／
大
正
十
二

年
三
月
号
）、
セ
ミ
（
第
五
巻
八
号
／
大
正
十
二
年
八
月
号

／
図
③
）
な
ど
、
か
ぶ
り
物
を
ま
と
っ
た
子
ど
も
像
が
散
見

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
か
ぶ
り
物
を
ま
と
っ
た
子
ど
も
像
は

他
の
児
童
文
芸
雑
誌
に
も
見
ら
れ
る
が
（
図
④
）、
こ
れ
は

自
然
と
一
体
化
し
た
子
ど
も
の
在
り
様
を
示
す
一
つ
の
イ

メ
ー
ジ
と
言
え
る
。

子
ど
も
が
か
ぶ
り
物
な
ど
に
よ
っ
て
動
物
に
変
装
す
る
姿

図③　高畠華宵　『金の船』表紙絵　
第五巻八号（大正十二年八月号）

図④　岡本帰一　『コドモノクニ』表紙絵　
第三巻九号（大正十三年九月号）
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（64）

を
描
い
た
華
宵
で
あ
る
が
、
動
植
物
の
擬
人
化
像
は
『
金
の
船
』
表
紙
絵
に
は
登
場
し
な
い
。
華
宵
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
子
ど
も

像
を
中
心
と
し
た
絵
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
ⅲ
）
写
実
的
描
写

同
時
代
の
童
画
作
家
と
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
華
宵
は
人
魚
や
天
使
、
西
洋
神
話
の
登
場
人
物
な
ど
を
描
い
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
ま
さ
に
西
洋
か
ら
の
影
響
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
華
宵
の
写
実
的
な
描
法
に
よ
っ
て
、
架
空
の
存
在
で
あ
る
人
魚
や
天

使
も
、
よ
り
リ
ア
ル
で
人
間
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

前
章
で
見
た
通
り
、
大
正
期
の
児
童
文
芸
雑
誌
で
活
躍
し
て
い
た
代
表
的
な
画
家
は
「
童
画
」
が
「
美
術
」
で
あ
る
と
い
う
意
識

を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
「
子
ど
も
が
見
て
楽
し
め
る
絵
と
は
何
か
、
子
ど
も
に
大
人
が
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
何
か
、
画
家

が
一
枚
一
枚
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
描
く
子
ど
も
の
絵
と
は
何
か

を
考
え（

17
）」

な
が
ら
描
か
れ
て
お
り
、そ
の
ス
タ
イ
ル
や
描
法
、

画
面
構
成
や
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
実
験
的
で
あ
り
挑
戦
的
な

作
品
群
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
一
枚
の
絵
画
、
あ
る
い
は

デ
ザ
イ
ン
画
と
し
て
見
る
事
が
で
き
る
。

華
宵
の
『
金
の
船
』
の
表
紙
絵
に
は
、
こ
こ
ま
で
の
デ
ザ

イ
ン
性
や
絵
画
性
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
絵
画
的
で
あ
る

よ
り
も
、
あ
る
意
味
で
「
写
真
的
」
な
リ
ア
リ
テ
ィ
に
徹
し

て
い
る
。
人
魚
や
天
使
な
ど
空
想
上
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
て

図⑤　高畠華宵　『金の船』表紙絵　
第五巻七号（大正十二年七月号）

（65） 高畠華宵の子ども絵についての一考

も
、幼
年
期
の
子
ど
も
の
身
体
を
も
っ
て
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る（
図
⑤
）。
華
宵
は
モ
デ
ル
を
使
わ
ず
に
絵
を
描
い
て
い
る
た
め（

18
）、

こ
れ
ら
の
子
ど
も
絵
も
華
宵
の
子
ど
も
イ
メ
ー
ジ
か
ら
生
ま
れ
で
た
も
の
で
あ
る
。
華
宵
自
身
が
思
い
描
く
子
ど
も
の
姿
を
そ
の
ま

ま
写
実
的
に
描
く
こ
と
は
、「
童
心
」
を
美
化
し
て
理
想
的
な
子
ど
も
の
あ
り
方
を
啓
蒙
す
る
、
つ
ま
り
理
想
的
な
子
ど
も
の
イ
メ
ー

ジ
の
み
を
追
求
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
童
画
と
は
方
向
性
を
異
に
す
る
。
華
宵
が
、
当
時
の
童
画
の
流
れ
に
あ
え
て
逆
ら
っ
て
自
ら
の

ス
タ
イ
ル
を
貫
き
通
し
た
の
か
、
他
の
児
童
雑
誌
を
ど
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
た
の
か
な
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
写

実
的
描
写
が
華
宵
の
子
ど
も
絵
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

泰
西
名
画
な
ど
に
例
を
み
る
ま
で
も
な
く
、
写
実
的
な
子
ど
も
の
描
写
は
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
感
じ
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
と
な
る

も
の
で
あ
る
（
ブ
ロ
ン
ツ
ィ
ー
ノ
の
《
愛
の
寓
意
》
な
ど
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
や
新
古
典
主
義
絵
画
な
ど
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
）。

華
宵
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
深
追
い
し
な

い
が
、
肉
感
的
で
な
め
ら
か
な
肌
質
、
誘
惑
的
な
三
白
眼
の

眼
な
ど
、
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
も
、
そ
の
写
実
性
ゆ
え
に
エ

ロ
ス
を
感
じ
さ
せ
る
描
写
が
見
ら
れ
る
。
写
実
性
と
そ
こ
か

ら
生
じ
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
こ
れ
は
華
宵
以
外
の
童
画
に

は
な
い
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

（
ⅳ
）
動
か
な
い
子
ど
も

さ
ら
に
同
時
代
の
童
画
と
比
較
し
て
み
る
と
、
表
紙
絵
に

子
ど
も
の
全
身
像
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
気
が
付
く
。

図⑥　岡本帰一　『コドモノクニ』表紙絵　
第三巻二号（大正十三年二月号）
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（64）

を
描
い
た
華
宵
で
あ
る
が
、
動
植
物
の
擬
人
化
像
は
『
金
の
船
』
表
紙
絵
に
は
登
場
し
な
い
。
華
宵
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
子
ど
も

像
を
中
心
と
し
た
絵
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
ⅲ
）
写
実
的
描
写

同
時
代
の
童
画
作
家
と
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
華
宵
は
人
魚
や
天
使
、
西
洋
神
話
の
登
場
人
物
な
ど
を
描
い
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
ま
さ
に
西
洋
か
ら
の
影
響
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
華
宵
の
写
実
的
な
描
法
に
よ
っ
て
、
架
空
の
存
在
で
あ
る
人
魚
や
天

使
も
、
よ
り
リ
ア
ル
で
人
間
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

前
章
で
見
た
通
り
、
大
正
期
の
児
童
文
芸
雑
誌
で
活
躍
し
て
い
た
代
表
的
な
画
家
は
「
童
画
」
が
「
美
術
」
で
あ
る
と
い
う
意
識

を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
「
子
ど
も
が
見
て
楽
し
め
る
絵
と
は
何
か
、
子
ど
も
に
大
人
が
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
何
か
、
画
家

が
一
枚
一
枚
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
描
く
子
ど
も
の
絵
と
は
何
か

を
考
え（

17
）」

な
が
ら
描
か
れ
て
お
り
、そ
の
ス
タ
イ
ル
や
描
法
、

画
面
構
成
や
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
実
験
的
で
あ
り
挑
戦
的
な

作
品
群
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
一
枚
の
絵
画
、
あ
る
い
は

デ
ザ
イ
ン
画
と
し
て
見
る
事
が
で
き
る
。

華
宵
の
『
金
の
船
』
の
表
紙
絵
に
は
、
こ
こ
ま
で
の
デ
ザ

イ
ン
性
や
絵
画
性
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
絵
画
的
で
あ
る

よ
り
も
、
あ
る
意
味
で
「
写
真
的
」
な
リ
ア
リ
テ
ィ
に
徹
し

て
い
る
。
人
魚
や
天
使
な
ど
空
想
上
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
て

図⑤　高畠華宵　『金の船』表紙絵　
第五巻七号（大正十二年七月号）

（65） 高畠華宵の子ども絵についての一考

も
、幼
年
期
の
子
ど
も
の
身
体
を
も
っ
て
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る（
図
⑤
）。
華
宵
は
モ
デ
ル
を
使
わ
ず
に
絵
を
描
い
て
い
る
た
め（

18
）、

こ
れ
ら
の
子
ど
も
絵
も
華
宵
の
子
ど
も
イ
メ
ー
ジ
か
ら
生
ま
れ
で
た
も
の
で
あ
る
。
華
宵
自
身
が
思
い
描
く
子
ど
も
の
姿
を
そ
の
ま

ま
写
実
的
に
描
く
こ
と
は
、「
童
心
」
を
美
化
し
て
理
想
的
な
子
ど
も
の
あ
り
方
を
啓
蒙
す
る
、
つ
ま
り
理
想
的
な
子
ど
も
の
イ
メ
ー

ジ
の
み
を
追
求
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
童
画
と
は
方
向
性
を
異
に
す
る
。
華
宵
が
、
当
時
の
童
画
の
流
れ
に
あ
え
て
逆
ら
っ
て
自
ら
の

ス
タ
イ
ル
を
貫
き
通
し
た
の
か
、
他
の
児
童
雑
誌
を
ど
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
た
の
か
な
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
写

実
的
描
写
が
華
宵
の
子
ど
も
絵
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

泰
西
名
画
な
ど
に
例
を
み
る
ま
で
も
な
く
、
写
実
的
な
子
ど
も
の
描
写
は
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
感
じ
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
と
な
る

も
の
で
あ
る
（
ブ
ロ
ン
ツ
ィ
ー
ノ
の
《
愛
の
寓
意
》
な
ど
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
や
新
古
典
主
義
絵
画
な
ど
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
）。

華
宵
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
深
追
い
し
な

い
が
、
肉
感
的
で
な
め
ら
か
な
肌
質
、
誘
惑
的
な
三
白
眼
の

眼
な
ど
、
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
も
、
そ
の
写
実
性
ゆ
え
に
エ

ロ
ス
を
感
じ
さ
せ
る
描
写
が
見
ら
れ
る
。
写
実
性
と
そ
こ
か

ら
生
じ
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
こ
れ
は
華
宵
以
外
の
童
画
に

は
な
い
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

（
ⅳ
）
動
か
な
い
子
ど
も

さ
ら
に
同
時
代
の
童
画
と
比
較
し
て
み
る
と
、
表
紙
絵
に

子
ど
も
の
全
身
像
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
気
が
付
く
。

図⑥　岡本帰一　『コドモノクニ』表紙絵　
第三巻二号（大正十三年二月号）
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子
ど
も
の
属
性
の
一
つ
に
、
活
発
に
動
き
回
る
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
子
ど
も
は
い
つ
も
飛
ん
だ
り
跳
ね
た
り
踊
っ
た

り
、
ひ
と
と
き
も
じ
っ
と
し
て
い
な
い
存
在
で
あ
る
。
他
の

児
童
文
芸
雑
誌
に
は
、
こ
う
し
た
弾
け
ん
ば
か
り
の
子
ど
も

の
動
き
が
表
現
さ
れ
て
い
る
（
図
⑥
）。
そ
れ
ら
の
多
く
は

子
ど
も
の
全
身
を
描
く
事
で
躍
動
感
や
快
活
感
を
表
現
し
て

い
て
、子
ど
も
の
愛
ら
し
さ
が
ま
っ
す
ぐ
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

華
宵
の
表
紙
絵
の
子
ど
も
絵
は
、
上
半
身
ま
た
は
顔
の

ア
ッ
プ
を
描
い
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
た
め
か
、
こ
れ
ら
の

子
ど
も
絵
か
ら
は
子
ど
も
の
属
性
で
あ
る
躍
動
感
は
伝
わ
っ

て
こ
な
い
。
例
外
的
に
大
正
十
二
年
六
月
号
（
図
⑦
）
で
ア
ウ
ロ
ス
（
二
本
笛
）
を
吹
く
神
話
の
登
場
人
物
の
よ
う
な
少
年
の
全
身

像
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
少
年
も
ま
た
じ
っ
と
座
っ
て
笛
を
吹
い
て
い
る
。

前
項
で
指
摘
し
た
通
り
、
華
宵
は
子
ど
も
を
写
実
的
（
写
真
的
）
に
描
写
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
子
ど
も
の
最

大
の
特
性
で
あ
る
〝動
き
＂
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
ら
し
さ
が
な
い
子
ど
も
絵
な
の
で
あ
る
。
子
ど
も
ら
し
さ
が

欠
如
し
た
子
ど
も
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
華
宵
の
子
ど
も
絵
は
そ
の
写
実
性
ゆ
え
一
見
現
実
の
子
ど
も
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
子

ど
も
ら
し
さ
が
無
い
た
め
に
見
る
も
の
に
不
思
議
な
感
じ
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

図⑦　高畠華宵　『金の船』表紙絵　
第五巻六号（大正十二年六月号）

（67） 高畠華宵の子ども絵についての一考

第
三
章

　フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
華
宵

第
一
章
で
、大
正
期
の
童
画
は
、そ
の
特
徴
と
し
て
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
を
描
い
た
よ
う
な
」
作
品
が
多
い
と
述
べ
た
が
（
図

⑧
）、
華
宵
作
品
に
も
同
様
に
、
子
ど
も
絵
や
そ
れ
以
外
で
も
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
作
品
は
多
い
。
華
宵
の
作
品
群
の
中
に
は
、

外
国
の
情
景
を
描
い
た
も
の
が
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
認
で
き
る
（
図

⑨
）。
外
国
風
な
も
の
、
異
国
趣
味
的
な
も
の
全
て
が
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
作
品
と
は
言
え
な
い
が
、神
話
や
説
話
世
界
の
人
物
を
描
い
た
も
の
や
、

人
魚
や
胡
蝶
（
蝶
の
羽
根
を
付
け
た
少
女
）
な
ど
想
像
上
の
モ
チ
ー
フ
が
多

図⑧　武井武雄　《羽や》　大正十年十月号　『子供之友』口絵

図⑨　高畠華宵　《熱国の夕》　
大正十四年七月号　『少女画報』口絵

441

美学美術史論集第19輯_本文_縦貼付_奥付413-510.indd   441 2011/03/08   9:14:55



（66）

子
ど
も
の
属
性
の
一
つ
に
、
活
発
に
動
き
回
る
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
子
ど
も
は
い
つ
も
飛
ん
だ
り
跳
ね
た
り
踊
っ
た

り
、
ひ
と
と
き
も
じ
っ
と
し
て
い
な
い
存
在
で
あ
る
。
他
の

児
童
文
芸
雑
誌
に
は
、
こ
う
し
た
弾
け
ん
ば
か
り
の
子
ど
も

の
動
き
が
表
現
さ
れ
て
い
る
（
図
⑥
）。
そ
れ
ら
の
多
く
は

子
ど
も
の
全
身
を
描
く
事
で
躍
動
感
や
快
活
感
を
表
現
し
て

い
て
、子
ど
も
の
愛
ら
し
さ
が
ま
っ
す
ぐ
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

華
宵
の
表
紙
絵
の
子
ど
も
絵
は
、
上
半
身
ま
た
は
顔
の

ア
ッ
プ
を
描
い
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
た
め
か
、
こ
れ
ら
の

子
ど
も
絵
か
ら
は
子
ど
も
の
属
性
で
あ
る
躍
動
感
は
伝
わ
っ

て
こ
な
い
。
例
外
的
に
大
正
十
二
年
六
月
号
（
図
⑦
）
で
ア
ウ
ロ
ス
（
二
本
笛
）
を
吹
く
神
話
の
登
場
人
物
の
よ
う
な
少
年
の
全
身

像
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
少
年
も
ま
た
じ
っ
と
座
っ
て
笛
を
吹
い
て
い
る
。

前
項
で
指
摘
し
た
通
り
、
華
宵
は
子
ど
も
を
写
実
的
（
写
真
的
）
に
描
写
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
子
ど
も
の
最

大
の
特
性
で
あ
る
〝動
き
＂
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
ら
し
さ
が
な
い
子
ど
も
絵
な
の
で
あ
る
。
子
ど
も
ら
し
さ
が

欠
如
し
た
子
ど
も
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
華
宵
の
子
ど
も
絵
は
そ
の
写
実
性
ゆ
え
一
見
現
実
の
子
ど
も
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
子

ど
も
ら
し
さ
が
無
い
た
め
に
見
る
も
の
に
不
思
議
な
感
じ
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

図⑦　高畠華宵　『金の船』表紙絵　
第五巻六号（大正十二年六月号）

（67） 高畠華宵の子ども絵についての一考

第
三
章

　フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
華
宵

第
一
章
で
、大
正
期
の
童
画
は
、そ
の
特
徴
と
し
て
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
を
描
い
た
よ
う
な
」
作
品
が
多
い
と
述
べ
た
が
（
図

⑧
）、
華
宵
作
品
に
も
同
様
に
、
子
ど
も
絵
や
そ
れ
以
外
で
も
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
作
品
は
多
い
。
華
宵
の
作
品
群
の
中
に
は
、

外
国
の
情
景
を
描
い
た
も
の
が
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
認
で
き
る
（
図

⑨
）。
外
国
風
な
も
の
、
異
国
趣
味
的
な
も
の
全
て
が
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
作
品
と
は
言
え
な
い
が
、神
話
や
説
話
世
界
の
人
物
を
描
い
た
も
の
や
、

人
魚
や
胡
蝶
（
蝶
の
羽
根
を
付
け
た
少
女
）
な
ど
想
像
上
の
モ
チ
ー
フ
が
多

図⑧　武井武雄　《羽や》　大正十年十月号　『子供之友』口絵

図⑨　高畠華宵　《熱国の夕》　
大正十四年七月号　『少女画報』口絵
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（68）

い
。「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
や
「
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
は
、
童
画
や
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
お
け
る
大
き
な
キ
ー
ワ
ー

ド
で
あ
る
。

童
話
作
家
の
佐
藤
さ
と
る
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
家
の
視
点
か
ら
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
つ
い
て
評
論
し
た
著
書
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
人

作
家
ロ
バ
ー
ト
・
ネ
イ
サ
ン
の
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
は
、
起
こ
っ
た
こ
と
な
ど
な
く
、
起
こ
り
得
る
は
ず
も
な
い
こ
と
。
だ
が
、
起

こ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
せ
る
こ
と（

19
）」

と
い
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
定
義
を
紹
介
し
て
い
る
。
佐
藤
は
ま
た
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を

書
く
に
は
読
者
に
「
起
こ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
せ
る
」
仕
掛
け
が
必
要
で
、
そ
の
仕
掛
け
と
い
う
の
は
「
細
部
の
デ
テ
ー
ル

の
積
み
重
ね
の
こ
と
で
、
こ
れ
が
非
現
実
の
中
に
現
実
を
生
ん
で
い
く（

20
）」

と
も
述
べ
て
い
る
。

海
野
弘
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
に
つ
い
て
論
じ
た
著
書
で
、
佐
藤
と
同
じ
く
、「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
デ
ィ
テ

イ
ル
が
必
要
で
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
が
面
白
く
て
も
、
デ
ィ
テ
イ
ル
が
な
い
と
、
別
世
界
が
見
え
て
こ
な
い
。
デ
ィ
テ
イ
ル
と
い
う

の
は
、
描
写
で
あ
り
、
装
飾
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。（

21
）」

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
海
野
は
近
代
以
後
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
を

ロ
マ
ン
主
義
文
学
の
落
し
子
と
位
置
づ
け
、
そ
の
共
通
土
台
と
し
て
、
ロ
マ
ン
主
義
を
構
成
し
て
い
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
（
郷
愁
）
と

パ
ラ
ノ
イ
ア
（
偏
執
症
）
と
い
う
二
つ
の
現
象
（
観
念
）
を
挙
げ
て
い
る
。

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
の
定
義
を
、
そ
の
ま
ま
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
童
画
に
当
て
は
め
る
の
は
無
謀
か
つ
無
意
味
な
こ
と
か
も

知
れ
な
い
。
文
学
と
絵
画
と
い
う
表
現
方
法
の
違
い
と
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
や
、
そ
も
そ
も
絵
画
で
表
現
さ
れ
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
世
界

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
幻
想
美
術
と
は
何
か
な
ど
、
童
画
に
お
け
る
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
描
写
を
ど
う
位
置
づ
け

る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
多
方
面
な
議
論
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
童
画
家
た
ち
に
は
そ
も
そ
も
幻
想
美
術
を
描

こ
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
童
話
や
物
語
の
中
に
出
て
来
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
世
界
を
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
化
し
た

も
の
が
多
い
。
つ
ま
り
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
の
「
挿
絵
」
的
な
意
味
合
い
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
た
め
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文

（69） 高畠華宵の子ども絵についての一考

学
の
定
義
を
多
少
な
り
と
も
応
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。

佐
藤
や
海
野
が
指
摘
す
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
お
け
る
デ
ィ

テ
ー
ル
（
細
部
描
写
）
の
重
要
性
は
、
そ
の
ま
ま
童
画
や
華

宵
の
子
ど
も
絵
に
も
あ
て
は
ま
る
。
武
井
武
雄
や
初
山
滋
ら

の
細
密
な
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
描
写
（
図
⑩
）、
あ
る
い

は
彼
ら
が
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
十
九
世
紀
末
か
ら

二
〇
世
紀
初
頭
の
画
家
や
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
、
例
え
ば

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ク
レ
イ
ン
や
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ラ
ー
、

あ
る
い
は
ア
ー
サ
ー
・
ラ
ッ
カ
ム
や
エ
ド
マ
ン
ド
・
デ
ュ
ラ
ッ

ク
な
ど
の
作
品
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
絵
画
が
い
か
に
デ
ィ
テ
ー
ル
を
描
い
て
い
る
か
、
絵
画

に
お
い
て
も
文
学
と
同
様
に
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
描
く
に
は

い
か
に
そ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
が
重
要
で
あ
る
か
が
分
か
る
（
図

⑪
）。
付
け
加
え
れ
ば
、
海
野
の
言
う
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」

と
「
パ
ラ
ノ
イ
ア
」
も
ま
た
、
ク
レ
イ
ン
や
フ
ォ
ー
ゲ
ラ
ー

な
ど
の
作
品
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

『
幻
想
美
術
の
見
か
た
』
の
中
で
、
千
足
伸
行
は
「
幻
想

図⑩　初山滋　　《伐り倒された木》　
大正十五年　『日本童話選集Ⅰ』装画

図⑪　ウォルター・クレイン　《鵞鳥守娘》
　一八八二年　『グリム童話集』
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（68）

い
。「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
や
「
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
は
、
童
画
や
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
お
け
る
大
き
な
キ
ー
ワ
ー

ド
で
あ
る
。

童
話
作
家
の
佐
藤
さ
と
る
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
家
の
視
点
か
ら
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
つ
い
て
評
論
し
た
著
書
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
人

作
家
ロ
バ
ー
ト
・
ネ
イ
サ
ン
の
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
は
、
起
こ
っ
た
こ
と
な
ど
な
く
、
起
こ
り
得
る
は
ず
も
な
い
こ
と
。
だ
が
、
起

こ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
せ
る
こ
と（

19
）」

と
い
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
定
義
を
紹
介
し
て
い
る
。
佐
藤
は
ま
た
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を

書
く
に
は
読
者
に
「
起
こ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
せ
る
」
仕
掛
け
が
必
要
で
、
そ
の
仕
掛
け
と
い
う
の
は
「
細
部
の
デ
テ
ー
ル

の
積
み
重
ね
の
こ
と
で
、
こ
れ
が
非
現
実
の
中
に
現
実
を
生
ん
で
い
く（

20
）」

と
も
述
べ
て
い
る
。

海
野
弘
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
に
つ
い
て
論
じ
た
著
書
で
、
佐
藤
と
同
じ
く
、「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
デ
ィ
テ

イ
ル
が
必
要
で
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
が
面
白
く
て
も
、
デ
ィ
テ
イ
ル
が
な
い
と
、
別
世
界
が
見
え
て
こ
な
い
。
デ
ィ
テ
イ
ル
と
い
う

の
は
、
描
写
で
あ
り
、
装
飾
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。（

21
）」

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
海
野
は
近
代
以
後
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
を

ロ
マ
ン
主
義
文
学
の
落
し
子
と
位
置
づ
け
、
そ
の
共
通
土
台
と
し
て
、
ロ
マ
ン
主
義
を
構
成
し
て
い
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
（
郷
愁
）
と

パ
ラ
ノ
イ
ア
（
偏
執
症
）
と
い
う
二
つ
の
現
象
（
観
念
）
を
挙
げ
て
い
る
。

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
の
定
義
を
、
そ
の
ま
ま
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
童
画
に
当
て
は
め
る
の
は
無
謀
か
つ
無
意
味
な
こ
と
か
も

知
れ
な
い
。
文
学
と
絵
画
と
い
う
表
現
方
法
の
違
い
と
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
や
、
そ
も
そ
も
絵
画
で
表
現
さ
れ
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
世
界

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
幻
想
美
術
と
は
何
か
な
ど
、
童
画
に
お
け
る
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
描
写
を
ど
う
位
置
づ
け

る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
多
方
面
な
議
論
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
童
画
家
た
ち
に
は
そ
も
そ
も
幻
想
美
術
を
描

こ
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
童
話
や
物
語
の
中
に
出
て
来
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
世
界
を
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
化
し
た

も
の
が
多
い
。
つ
ま
り
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
の
「
挿
絵
」
的
な
意
味
合
い
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
た
め
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文

（69） 高畠華宵の子ども絵についての一考

学
の
定
義
を
多
少
な
り
と
も
応
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。

佐
藤
や
海
野
が
指
摘
す
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
お
け
る
デ
ィ

テ
ー
ル
（
細
部
描
写
）
の
重
要
性
は
、
そ
の
ま
ま
童
画
や
華

宵
の
子
ど
も
絵
に
も
あ
て
は
ま
る
。
武
井
武
雄
や
初
山
滋
ら

の
細
密
な
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
描
写
（
図
⑩
）、
あ
る
い

は
彼
ら
が
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
十
九
世
紀
末
か
ら

二
〇
世
紀
初
頭
の
画
家
や
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
、
例
え
ば

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ク
レ
イ
ン
や
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ラ
ー
、

あ
る
い
は
ア
ー
サ
ー
・
ラ
ッ
カ
ム
や
エ
ド
マ
ン
ド
・
デ
ュ
ラ
ッ

ク
な
ど
の
作
品
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
絵
画
が
い
か
に
デ
ィ
テ
ー
ル
を
描
い
て
い
る
か
、
絵
画

に
お
い
て
も
文
学
と
同
様
に
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
描
く
に
は

い
か
に
そ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
が
重
要
で
あ
る
か
が
分
か
る
（
図

⑪
）。
付
け
加
え
れ
ば
、
海
野
の
言
う
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」

と
「
パ
ラ
ノ
イ
ア
」
も
ま
た
、
ク
レ
イ
ン
や
フ
ォ
ー
ゲ
ラ
ー

な
ど
の
作
品
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

『
幻
想
美
術
の
見
か
た
』
の
中
で
、
千
足
伸
行
は
「
幻
想

図⑩　初山滋　　《伐り倒された木》　
大正十五年　『日本童話選集Ⅰ』装画

図⑪　ウォルター・クレイン　《鵞鳥守娘》
　一八八二年　『グリム童話集』
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（70）

美
術
と
か
か
わ
り
の
深
い
言
葉
」
を
列
挙
し
て
い
る
が
、そ
の
中
に
は
「
夢
」「
幻
覚
」「
無
意
識
」「
眠
り
」「
妖
精
」「
童
話
的
世
界
」

「
楽
園
・
天
国
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

22
）。

同
書
で
は
近
代
以
前
か
ら
二
〇
世
紀
ま
で
の
幻
想
美
術
を
紹
介
し
て

い
る
が
、こ
れ
ら
を
み
れ
ば
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
画
面
の
デ
ィ
テ
ー
ル
に
ま
で
描
写
が
な
さ
れ
、画
面
に
は
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
と
「
パ

ラ
ノ
イ
ア
」
が
共
存
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
同
書
は
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
に
一
章
を
割
い
て
い
る
が
、
ロ
マ
ン
主
義
の
影
響
を
受

け
た
こ
の
美
術
集
団
の
作
品
世
界
は
、
佐
藤
や
海
野
が
あ
げ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
の
定
義
と
、
全
て
で
は
な
い
に
し
ろ
、
重
な
る

部
分
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
華
宵
の
子
ど
も
絵
を
「
幻
想
美
術
」
と
言
い
切
る
の
は
乱
暴
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
千
足
が
あ
げ
る
幻
想
美
術

の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
大
正
期
の
童
画
や
華
宵
の
子
ど
も
絵
を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
個
々
の
作
品
を

見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。華
宵
の
子
ど
も
絵
は
デ
ィ
テ
ー
ル
ま
で
は
っ
き
り
と
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

的
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
「
子
ど
も
の

情
景
」
そ
の
も
の
が
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
だ

が
、
華
宵
の
子
ど
も
絵
は
子
ど
も
の
風
俗
や
情
景
の
デ
ィ

テ
ー
ル
を
描
き
な
が
ら
、
子
ど
も
ら
し
さ
が
欠
如
し
て
い
る

た
め
、
ど
こ
か
現
実
性
に
乏
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
実
は
そ
れ
は

「
パ
ラ
ノ
イ
ア
」あ
る
い
は「
幻
覚
」を
含
ん
だ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、

現
実
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
「
夢
」
や
「
眠
り
」
の
中
の
世

界
の
情
憬
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。

『
金
の
船
』
第
五
巻
三
号
（
大
正
十
二
年
三
月
号
）
の
表

図⑫　高畠華宵　『金の船』表紙絵　
第五巻三号（大正十二年三月号）

（71） 高畠華宵の子ども絵についての一考

紙
絵
（
図
⑫
）
は
、
リ
ア
ル
な
に
わ
と
り
の
頭
部
を
か
ぶ
っ
た
男
児
と
女
児
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
一
見
同
性
で
あ
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
が
、
に
わ
と
り
の
鶏
冠
の
違
い
で
男
女
ペ
ア
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
明
ら
か
に
こ
の
絵
の
主
人
公
は
子
ど
も
で

は
な
く
、
眼
光
の
す
る
ど
い
に
わ
と
り
で
あ
る
。
周
囲
を
ピ
ン
ク
の
可
憐
な
花
が
取
り
囲
む
。
子
ど
も
、
に
わ
と
り
、
花
、
そ
れ
ぞ

れ
が
見
慣
れ
た
日
常
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
を
リ
ア
ル
に
描
け
ば
描
く
ほ
ど
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
見
る
も
の
に
さ
ま

ざ
ま
な
妄
想
を
抱
か
せ
る
。
な
ぜ
彼
ら
は
に
わ
と
り
の
頭
を
被
っ
て
い
る
の
か
、
子
ど
も
が
に
わ
と
り
ご
っ
こ
遊
び
を
し
て
い
る
の

な
ら
、
な
ぜ
彼
ら
は
笑
っ
て
い
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
ご
っ
こ
遊
び
で
は
な
く
、
本
当
は
に
わ
と
り
が
子
ど
も
を
支
配
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
…
。
華
宵
の
子
ど
も
絵
は
、
見
る
側
を
あ
る
種
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
的
な
世
界
へ
と
誘
う
入
口
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
な

の
で
あ
る
。

第
四
章

　テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
と
華
宵

　フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
の
起
源
を
た
ど
れ
ば
、
神
話
や
伝
説
に
ま
で
行
き
着
く
が
、
近
代
に
お
け
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
の
出
発

点
の
一
つ
に
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
を
据
え
る
の
は
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
が
一
八
六
五
年
に
出
版

し
た
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
の
挿
絵
に
つ
い
て
は
、
物
語
や
キ
ャ
ロ
ル
に
つ
い
て
の
論
考
の
多
さ
と
比
較
し
て
、
驚
く
ほ
ど
少

な
い
。
そ
も
そ
も
以
前
は
挿
絵
と
い
う
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
が
研
究
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
も
あ
る
が
、
時
に
挿
絵

は
本
文
の
添
え
物
以
上
の
役
割
を
果
た
し
、
物
語
世
界
の
本
質
を
明
確
に
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
が
出
版
さ
れ
る
際
、
キ
ャ
ロ
ル
は
ジ
ョ
ン
・
テ
ニ
エ
ル
に
挿
絵
を
依
頼
し
た
。
当
時
は
キ
ャ
ロ
ル
よ

り
も
テ
ニ
エ
ル
の
方
が
ず
っ
と
有
名
で
あ
っ
た
た
め
、
巷
で
は
ま
ず
テ
ニ
エ
ル
の
名
前
に
注
目
が
集
ま
っ
た
と
い
う（

23
）。

マ
イ
ケ
ル
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（70）

美
術
と
か
か
わ
り
の
深
い
言
葉
」
を
列
挙
し
て
い
る
が
、そ
の
中
に
は
「
夢
」「
幻
覚
」「
無
意
識
」「
眠
り
」「
妖
精
」「
童
話
的
世
界
」

「
楽
園
・
天
国
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

22
）。

同
書
で
は
近
代
以
前
か
ら
二
〇
世
紀
ま
で
の
幻
想
美
術
を
紹
介
し
て

い
る
が
、こ
れ
ら
を
み
れ
ば
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
画
面
の
デ
ィ
テ
ー
ル
に
ま
で
描
写
が
な
さ
れ
、画
面
に
は
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
と
「
パ

ラ
ノ
イ
ア
」
が
共
存
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
同
書
は
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
に
一
章
を
割
い
て
い
る
が
、
ロ
マ
ン
主
義
の
影
響
を
受

け
た
こ
の
美
術
集
団
の
作
品
世
界
は
、
佐
藤
や
海
野
が
あ
げ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
の
定
義
と
、
全
て
で
は
な
い
に
し
ろ
、
重
な
る

部
分
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
華
宵
の
子
ど
も
絵
を
「
幻
想
美
術
」
と
言
い
切
る
の
は
乱
暴
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
千
足
が
あ
げ
る
幻
想
美
術

の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
大
正
期
の
童
画
や
華
宵
の
子
ど
も
絵
を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
個
々
の
作
品
を

見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。華
宵
の
子
ど
も
絵
は
デ
ィ
テ
ー
ル
ま
で
は
っ
き
り
と
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

的
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
「
子
ど
も
の

情
景
」
そ
の
も
の
が
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
だ

が
、
華
宵
の
子
ど
も
絵
は
子
ど
も
の
風
俗
や
情
景
の
デ
ィ

テ
ー
ル
を
描
き
な
が
ら
、
子
ど
も
ら
し
さ
が
欠
如
し
て
い
る

た
め
、
ど
こ
か
現
実
性
に
乏
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
実
は
そ
れ
は

「
パ
ラ
ノ
イ
ア
」あ
る
い
は「
幻
覚
」を
含
ん
だ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、

現
実
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
「
夢
」
や
「
眠
り
」
の
中
の
世

界
の
情
憬
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。

『
金
の
船
』
第
五
巻
三
号
（
大
正
十
二
年
三
月
号
）
の
表

図⑫　高畠華宵　『金の船』表紙絵　
第五巻三号（大正十二年三月号）

（71） 高畠華宵の子ども絵についての一考

紙
絵
（
図
⑫
）
は
、
リ
ア
ル
な
に
わ
と
り
の
頭
部
を
か
ぶ
っ
た
男
児
と
女
児
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
一
見
同
性
で
あ
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
が
、
に
わ
と
り
の
鶏
冠
の
違
い
で
男
女
ペ
ア
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
明
ら
か
に
こ
の
絵
の
主
人
公
は
子
ど
も
で

は
な
く
、
眼
光
の
す
る
ど
い
に
わ
と
り
で
あ
る
。
周
囲
を
ピ
ン
ク
の
可
憐
な
花
が
取
り
囲
む
。
子
ど
も
、
に
わ
と
り
、
花
、
そ
れ
ぞ

れ
が
見
慣
れ
た
日
常
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
を
リ
ア
ル
に
描
け
ば
描
く
ほ
ど
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
見
る
も
の
に
さ
ま

ざ
ま
な
妄
想
を
抱
か
せ
る
。
な
ぜ
彼
ら
は
に
わ
と
り
の
頭
を
被
っ
て
い
る
の
か
、
子
ど
も
が
に
わ
と
り
ご
っ
こ
遊
び
を
し
て
い
る
の

な
ら
、
な
ぜ
彼
ら
は
笑
っ
て
い
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
ご
っ
こ
遊
び
で
は
な
く
、
本
当
は
に
わ
と
り
が
子
ど
も
を
支
配
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
…
。
華
宵
の
子
ど
も
絵
は
、
見
る
側
を
あ
る
種
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
的
な
世
界
へ
と
誘
う
入
口
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
な

の
で
あ
る
。

第
四
章

　テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
と
華
宵

　フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
の
起
源
を
た
ど
れ
ば
、
神
話
や
伝
説
に
ま
で
行
き
着
く
が
、
近
代
に
お
け
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
の
出
発

点
の
一
つ
に
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
を
据
え
る
の
は
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
が
一
八
六
五
年
に
出
版

し
た
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
の
挿
絵
に
つ
い
て
は
、
物
語
や
キ
ャ
ロ
ル
に
つ
い
て
の
論
考
の
多
さ
と
比
較
し
て
、
驚
く
ほ
ど
少

な
い
。
そ
も
そ
も
以
前
は
挿
絵
と
い
う
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
が
研
究
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
も
あ
る
が
、
時
に
挿
絵

は
本
文
の
添
え
物
以
上
の
役
割
を
果
た
し
、
物
語
世
界
の
本
質
を
明
確
に
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
が
出
版
さ
れ
る
際
、
キ
ャ
ロ
ル
は
ジ
ョ
ン
・
テ
ニ
エ
ル
に
挿
絵
を
依
頼
し
た
。
当
時
は
キ
ャ
ロ
ル
よ

り
も
テ
ニ
エ
ル
の
方
が
ず
っ
と
有
名
で
あ
っ
た
た
め
、
巷
で
は
ま
ず
テ
ニ
エ
ル
の
名
前
に
注
目
が
集
ま
っ
た
と
い
う（

23
）。
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（72）

ハ
ン
チ
ャ
ー
は
、
テ
ニ
エ
ル
と
キ
ャ
ロ
ル
作
品
の
挿
絵
に
つ
い
て
論
じ
た
『
ア
リ
ス
と
テ
ニ
エ
ル
』
の
中
で
、
キ
ャ
ロ
ル
が
ア
リ
ス
・

リ
デ
ル
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
し
た
最
初
の
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
の
原
型
版
（
現
題
は
「
地
下
の
国
の
ア
リ
ス
」）
の
キ
ャ
ロ
ル

自
身
が
描
い
た
挿
絵
に
つ
い
て
触
れ
、
従
来
の
説
に
反
し
て
、
テ
ニ
エ
ル
が
い
か
に
そ
れ
ら
を
注
視
し
な
が
ら
挿
絵
を
描
い
た
か
と

い
う
こ
と
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
が
〝誰
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
か
＂
と
い
う
論
争
は
常
に
あ
っ
て
、
ハ
ン

チ
ャ
ー
は
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
そ
の
い
ず
れ
も
が
決
定
的
な
論
拠
が
弱
く
、「
似
て
い
る
」
レ
ベ
ル

の
話
に
尾
ひ
れ
が
つ
い
た
も
の
と
し
て
い
る
。

テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
は
、
現
代
の
我
々
が
想
像
す
る
少
女
ア
リ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
外
れ
て
い
る
。
か
わ
い
ら
し
さ
、
愛
く
る

し
さ
、
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
少
な
く
と
も
テ
イ
エ
ル
の
ア
リ
ス
か
ら
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
年
齢
は
絵
を
見
る
限

り
は
不
詳
で
あ
る
。
子
ど
も
ら
し
い
体
型
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
顔
が
大
人
っ
ぽ
い
の
で
奇
妙
な
印
象
を
受
け
る
。
笑
顔
や
泣

き
顔
と
い
っ
た
表
情
の
変
化
が
見
ら
れ
な
い
（
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
無
表
情
に
近
い
）。
ハ
ン
チ
ャ
ー
は
、
テ
ニ
エ
ル
が
モ
デ
ル
を

使
わ
ず
に
ア
リ
ス
を
描
い
た
こ
と
を
非
難
し
不
快
感
を
あ
ら
わ
に
す
る
キ
ャ
ロ
ル
の
手
紙
を
引
用
し
て
い
る
が（

24
）、

キ
ャ
ロ
ル
も
ま

た
テ
ニ
エ
ル
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
ア
リ
ス
像
に
は
不
満
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ハ
ン
チ
ャ
ー
は
テ
ニ
エ
ル
画
の
ア
リ
ス
の
モ
デ
ル
説
を
否
定
し
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
キ
ャ
ロ
ル
が
描
い
た
ア
リ
ス
の
挿
絵
か
ら

の
影
響
を
指
摘
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ス
タ
ー
ン
の
「
キ
ャ
ロ
ル
の
描
く
ア
リ
ス
が
、
特
に
ア
ー
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー

ズ
や
ダ
ン
テ
・
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
ら
の
絵
に
見
ら
れ
る
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
特
有
の
女
性
美
の
観
念
を
実
体
化
し
て

い
る（

25
）」

と
い
う
説
を
紹
介
し
た
上
で
、「
こ
の
影
響
の
い
く
つ
か
は
、
か
な
り
や
わ
ら
げ
ら
れ
は
し
た
も
の
の
、
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ

ス
に
も
持
ち
越
さ
れ
た
。
テ
ニ
エ
ル
は
ア
リ
ス
の
豊
か
な
髪
の
毛
を
ま
ん
な
か
か
ら
分
け
ず
に
、す
べ
て
う
し
ろ
に
梳
か
し
て
い
る
。

（
略
）
長
い
髪
の
毛
の
他
に
、
テ
ニ
エ
ル
が
キ
ャ
ロ
ル
の
描
い
た
ア
リ
ス
か
ら
受
け
継
い
だ
特
徴
の
う
ち
で
、
最
も
重
要
な
も
の
は
、

（73） 高畠華宵の子ども絵についての一考

ア
リ
ス
の
落
ち
着
い
た
、
ほ
と
ん
ど
不
機
嫌
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
表
情
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
い
ま
一
つ
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
特
徴

で
あ
る（

26
）」

と
、
キ
ャ
ロ
ル
を
通
じ
て
の
テ
ニ
エ
ル
へ
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
絵
画
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
テ
ニ
エ

ル
の
ア
リ
ス
を
生
み
出
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
キ
ャ
ロ
ル
自
身
で
あ
る
。
キ
ャ
ロ
ル
が
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
は
し

ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
が
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
魅
力
的
な
女
性
画
が
ア
リ
ス
と
い
う
世
界
的
少
女
の
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
の
誕
生
に
影
響

を
与
え
て
い
る
と
い
う
視
点
は
、
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
を
見
れ
ば
納
得
の
い
く
指
摘
で
あ
る
。

華
宵
も
ま
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
に
心
酔
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。

華
宵
は
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
に
在
学
中
、
西
洋
絵
画
へ
の
憧
れ
を
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
創
立
メ
ン
バ
ー
の
一
人
ダ
ン
テ
・
ゲ

イ
ブ
リ
エ
ル
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
を
例
に
出
し
て
、「
ラ
フ
ワ
エ
ル
や
ロ
セ
ッ
チ
に
あ
こ
が
れ
候
心
は
、
到
底
か
た
む
く
べ
く
も
候
は
ず（

27
）」

と
兄
宛
の
書
簡
で
語
っ
て
い
る
が
、
全
盛
期
の
華
宵
作
品
に
は
写
実
的
な
描
写
、
ア
ン
ニ
ュ
イ
な
女
性
の
表
情
、
構
図
や
モ
チ
ー
フ

な
ど
、
高
畠
澄
江
が
指
摘
す
る
よ
う
に
ア
ー
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ズ
、
Ｊ
・
Ｗ
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
、
Ｇ
・
Ｆ
・
ワ
ッ
ツ
、
ポ
ー
ル
・

ス
テ
ッ
ク
な
ど
様
々
な
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
画
家
た
ち
か
ら
の
影
響
や
類
似
性
が
見
て
取
れ
る（

28
）。

こ
れ
ら
に
加
え
、
こ
こ
で
は
華

宵
の
両
性
具
有
的
な
美
少
年
美
少
女
と
《
黄
金
の
階
段
》
な
ど
バ
ー
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
中
性
的
な
人
物
表
現
と
の
類
似
性
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
影
響
を
、
そ
の
ま
ま
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
あ
て
は
め
る
の
は
難
し
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
華
宵
が
ラ
フ
ァ
エ

ル
前
派
か
ら
受
け
た
影
響
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
そ
の
子
ど
も
絵
に
も
出
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ハ
ン
チ
ャ
ー
が
テ
ニ
エ
ル
の
ア

リ
ス
に
見
出
し
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
か
ら
の
影
響
と
同
質
な
も
の
を
、
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
も
見
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。子

ど
も
の
体
型
に
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
美
女
の
顔
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
は
、
物
語
で
語
ら
れ
る
ア
リ
ス
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（72）

ハ
ン
チ
ャ
ー
は
、
テ
ニ
エ
ル
と
キ
ャ
ロ
ル
作
品
の
挿
絵
に
つ
い
て
論
じ
た
『
ア
リ
ス
と
テ
ニ
エ
ル
』
の
中
で
、
キ
ャ
ロ
ル
が
ア
リ
ス
・

リ
デ
ル
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
し
た
最
初
の
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
の
原
型
版
（
現
題
は
「
地
下
の
国
の
ア
リ
ス
」）
の
キ
ャ
ロ
ル

自
身
が
描
い
た
挿
絵
に
つ
い
て
触
れ
、
従
来
の
説
に
反
し
て
、
テ
ニ
エ
ル
が
い
か
に
そ
れ
ら
を
注
視
し
な
が
ら
挿
絵
を
描
い
た
か
と

い
う
こ
と
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
が
〝誰
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
か
＂
と
い
う
論
争
は
常
に
あ
っ
て
、
ハ
ン

チ
ャ
ー
は
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
そ
の
い
ず
れ
も
が
決
定
的
な
論
拠
が
弱
く
、「
似
て
い
る
」
レ
ベ
ル

の
話
に
尾
ひ
れ
が
つ
い
た
も
の
と
し
て
い
る
。

テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
は
、
現
代
の
我
々
が
想
像
す
る
少
女
ア
リ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
外
れ
て
い
る
。
か
わ
い
ら
し
さ
、
愛
く
る

し
さ
、
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
少
な
く
と
も
テ
イ
エ
ル
の
ア
リ
ス
か
ら
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
年
齢
は
絵
を
見
る
限

り
は
不
詳
で
あ
る
。
子
ど
も
ら
し
い
体
型
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
顔
が
大
人
っ
ぽ
い
の
で
奇
妙
な
印
象
を
受
け
る
。
笑
顔
や
泣

き
顔
と
い
っ
た
表
情
の
変
化
が
見
ら
れ
な
い
（
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
無
表
情
に
近
い
）。
ハ
ン
チ
ャ
ー
は
、
テ
ニ
エ
ル
が
モ
デ
ル
を

使
わ
ず
に
ア
リ
ス
を
描
い
た
こ
と
を
非
難
し
不
快
感
を
あ
ら
わ
に
す
る
キ
ャ
ロ
ル
の
手
紙
を
引
用
し
て
い
る
が（

24
）、

キ
ャ
ロ
ル
も
ま

た
テ
ニ
エ
ル
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
ア
リ
ス
像
に
は
不
満
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ハ
ン
チ
ャ
ー
は
テ
ニ
エ
ル
画
の
ア
リ
ス
の
モ
デ
ル
説
を
否
定
し
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
キ
ャ
ロ
ル
が
描
い
た
ア
リ
ス
の
挿
絵
か
ら

の
影
響
を
指
摘
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ス
タ
ー
ン
の
「
キ
ャ
ロ
ル
の
描
く
ア
リ
ス
が
、
特
に
ア
ー
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー

ズ
や
ダ
ン
テ
・
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
ら
の
絵
に
見
ら
れ
る
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
特
有
の
女
性
美
の
観
念
を
実
体
化
し
て

い
る（

25
）」

と
い
う
説
を
紹
介
し
た
上
で
、「
こ
の
影
響
の
い
く
つ
か
は
、
か
な
り
や
わ
ら
げ
ら
れ
は
し
た
も
の
の
、
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ

ス
に
も
持
ち
越
さ
れ
た
。
テ
ニ
エ
ル
は
ア
リ
ス
の
豊
か
な
髪
の
毛
を
ま
ん
な
か
か
ら
分
け
ず
に
、す
べ
て
う
し
ろ
に
梳
か
し
て
い
る
。

（
略
）
長
い
髪
の
毛
の
他
に
、
テ
ニ
エ
ル
が
キ
ャ
ロ
ル
の
描
い
た
ア
リ
ス
か
ら
受
け
継
い
だ
特
徴
の
う
ち
で
、
最
も
重
要
な
も
の
は
、

（73） 高畠華宵の子ども絵についての一考

ア
リ
ス
の
落
ち
着
い
た
、
ほ
と
ん
ど
不
機
嫌
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
表
情
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
い
ま
一
つ
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
特
徴

で
あ
る（

26
）」

と
、
キ
ャ
ロ
ル
を
通
じ
て
の
テ
ニ
エ
ル
へ
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
絵
画
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
テ
ニ
エ

ル
の
ア
リ
ス
を
生
み
出
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
キ
ャ
ロ
ル
自
身
で
あ
る
。
キ
ャ
ロ
ル
が
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
は
し

ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
が
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
魅
力
的
な
女
性
画
が
ア
リ
ス
と
い
う
世
界
的
少
女
の
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
の
誕
生
に
影
響

を
与
え
て
い
る
と
い
う
視
点
は
、
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
を
見
れ
ば
納
得
の
い
く
指
摘
で
あ
る
。

華
宵
も
ま
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
に
心
酔
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。

華
宵
は
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
に
在
学
中
、
西
洋
絵
画
へ
の
憧
れ
を
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
創
立
メ
ン
バ
ー
の
一
人
ダ
ン
テ
・
ゲ

イ
ブ
リ
エ
ル
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
を
例
に
出
し
て
、「
ラ
フ
ワ
エ
ル
や
ロ
セ
ッ
チ
に
あ
こ
が
れ
候
心
は
、
到
底
か
た
む
く
べ
く
も
候
は
ず（

27
）」

と
兄
宛
の
書
簡
で
語
っ
て
い
る
が
、
全
盛
期
の
華
宵
作
品
に
は
写
実
的
な
描
写
、
ア
ン
ニ
ュ
イ
な
女
性
の
表
情
、
構
図
や
モ
チ
ー
フ

な
ど
、
高
畠
澄
江
が
指
摘
す
る
よ
う
に
ア
ー
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ズ
、
Ｊ
・
Ｗ
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
、
Ｇ
・
Ｆ
・
ワ
ッ
ツ
、
ポ
ー
ル
・

ス
テ
ッ
ク
な
ど
様
々
な
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
画
家
た
ち
か
ら
の
影
響
や
類
似
性
が
見
て
取
れ
る（

28
）。

こ
れ
ら
に
加
え
、
こ
こ
で
は
華

宵
の
両
性
具
有
的
な
美
少
年
美
少
女
と
《
黄
金
の
階
段
》
な
ど
バ
ー
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
中
性
的
な
人
物
表
現
と
の
類
似
性
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
影
響
を
、
そ
の
ま
ま
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
あ
て
は
め
る
の
は
難
し
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
華
宵
が
ラ
フ
ァ
エ

ル
前
派
か
ら
受
け
た
影
響
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
そ
の
子
ど
も
絵
に
も
出
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ハ
ン
チ
ャ
ー
が
テ
ニ
エ
ル
の
ア

リ
ス
に
見
出
し
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
か
ら
の
影
響
と
同
質
な
も
の
を
、
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
も
見
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。子

ど
も
の
体
型
に
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
美
女
の
顔
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
は
、
物
語
で
語
ら
れ
る
ア
リ
ス
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（74）

の
快
活
さ
や
純
真
さ
、
旺
盛
な
好
奇
心
と
大
胆
な
行
動
力
と
い
う
子
ど
も
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
子
ど
も
ら
し
く
な
い
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
〝ア
リ
ス
ら
し
く
な
い
イ
メ
ー
ジ
＂
は
、
見
る
側
の
期
待
を
裏
切
り
、
時
に
不
快

感
と
不
安
感
を
も
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
と
同
じ
く
「
落
ち
着
い
た
、
ほ
と
ん
ど
不
機
嫌
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の

表
情
」
の
子
ど
も
は
、
華
宵
の
『
金
の
船
』
表
紙
絵
の
中
に
も
見
る
事
が
で
き
る
。
子
ど
も
の
属
性
で
あ
る
天
真
爛
漫
さ
や
無
邪
気

さ
、
表
情
の
豊
か
さ
と
は
ほ
ど
遠
い
、
大
人
び
て
落
ち
着
い
た
子
ど
も
、
ど
こ
か
物
憂
げ
で
時
に
挑
発
的
な
表
情
の
子
ど
も
た
ち
は
、

大
人
が
見
た
い
子
ど
も
の
姿
で
は
な
い
。

し
か
し
、
も
し
か
し
た
ら
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
の
姿
、
天
真
爛
漫
で
な
く
、
純
粋
で
な
く
、
生
気
が
な
い
子
ど
も
の
姿
は
、
実
は

本
当
は
子
ど
も
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
一
部
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、

子
ど
も
と
い
う
存
在
、
あ
る
い
は
子
ど
も
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
が
近
代
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
に
慣
れ
親
し
ん
だ
我
々
の
思
い
込
み
を
見
事
に
裏
切
っ
て
く
れ
る
の
が
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
で
あ
り
、華
宵
の
子
ど
も
絵
で
あ
る
。

Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
の
「
無
気
味
な
も
の
」
は
、
ホ
フ
マ
ン
の
『
砂
男
』
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
そ
の
一
部
を

引
用
す
る（

29
）。

 

「
秘
密
に
さ
れ
た
も
の
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
こ
れ
が
表
に
出
て
来
る
の
が
無
気
味
な
の
だ
」

（
一
〇
五
～
一
〇
六
頁
）

 

「
無
気
味
な
も
の
は
、
じ
つ
は
新
奇
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
見
知
ら
ぬ
も
の
で
も
な
く
て
、
心
的
生
活
に
古
く
か
ら
な
じ
み
の

あ
る
な
に
も
の
か
で
あ
り
、そ
れ
が
抑
圧
の
過
程
を
通
じ
て
精
神
生
活
か
ら
阻
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
か
ら
だ
。」（
一
三
四

～
一
三
五
頁
）

（75） 高畠華宵の子ども絵についての一考

か
つ
て
は
自
分
も
子
ど
も
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
大
人
に
と
っ
て
子
ど
も
は
「
古
く
か
ら
な
じ
み
の
あ
る
」
存
在
で
あ
る
が
、
近
代

に
な
っ
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
意
図
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
（
残
忍
さ
、
狡
猾
さ
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
な
ど
）

は
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
動
か
な
い
子
ど
も
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
子
ど
も
、
小
さ
い
大
人
で
あ
る
子
ど
も
、
こ
れ
ら
は
近
代
以
降
、

「
秘
密
に
さ
れ
」「
隠
さ
れ
た
ま
ま
」
で
あ
っ
た
子
ど
も
の
別
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
子
ど
も
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

（
空
想
）
と
な
り
、
幻
想
の
中
で
生
き
続
け
る
も
の
と
な
っ
た
。

華
宵
が
描
い
た
子
ど
も
は
動
か
な
い
。エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク（
官
能
的
）で
あ
る
。華
宵
の
子
ど
も
絵
は「
秘
密
に
さ
れ
」「
隠
さ
れ
た
ま
ま
」

で
あ
っ
た
子
ど
も
の
本
性
を
さ
ら
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
「
無
気
味
」
な
の
で
あ
る
。

言
葉
を
変
え
れ
ば
、「
秘
密
に
さ
れ
」「
隠
さ
れ
」
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
か
に
〝幽
閉
さ
れ
る
＂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ

ス
も
華
宵
の
子
ど
も
絵
も
、
あ
る
意
味
で
〝幽
閉
さ
れ
た
＂
子
ど
も
と
い
う
意
味
で
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
リ
ス

は
「
不
思
議
の
国
」
と
い
う
幻
想
世
界
の
中
に
、
華
宵
の
子
ど
も
は
絵
画
世
界
の
中
に
〝幽
閉
＂
さ
れ
、
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
子
ど
も
絵
で
も
、
例
え
ば
岡
本
帰
一
ら
童
画
作
家
の
子
ど
も
た
ち
は
、
絵
の
中
で
自
由
に
溌
剌
と

動
き
回
り
、
絵
の
世
界
に
〝幽
閉
＂
さ
れ
て
い
る
印
象
は
全
く
感
じ
な
い
。

ど
こ
か
に
〝幽
閉
さ
れ
た
＂
子
ど
も
と
い
う
状
況
に
、
我
々
は
不
安
感
、
恐
怖
感
、
不
快
感
を
抱
く
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
が
子
ど

も
で
あ
る
た
め
の
自
由
を
全
て
も
ぎ
取
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
〝幽
閉
さ
れ
た
子
ど
も
＂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
華
宵
の
〝動

か
な
い
子
ど
も
（
動
け
な
い
子
ど
も
）＂
と
重
な
っ
て
く
る
。
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
も
華
宵
の
子
ど
も
絵
も
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の

大
人
の
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
不
自
然
に
ま
と
わ
さ
れ
、
異
世
界
に
〝幽
閉
＂
さ
れ
て
動
け
ず
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
子
ど
も
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
我
々
に
不
安
感
、
恐
怖
感
を
与
え
、
そ
れ
が
「
無
気
味
さ
」
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
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（74）

の
快
活
さ
や
純
真
さ
、
旺
盛
な
好
奇
心
と
大
胆
な
行
動
力
と
い
う
子
ど
も
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
子
ど
も
ら
し
く
な
い
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
〝ア
リ
ス
ら
し
く
な
い
イ
メ
ー
ジ
＂
は
、
見
る
側
の
期
待
を
裏
切
り
、
時
に
不
快

感
と
不
安
感
を
も
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
と
同
じ
く
「
落
ち
着
い
た
、
ほ
と
ん
ど
不
機
嫌
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の

表
情
」
の
子
ど
も
は
、
華
宵
の
『
金
の
船
』
表
紙
絵
の
中
に
も
見
る
事
が
で
き
る
。
子
ど
も
の
属
性
で
あ
る
天
真
爛
漫
さ
や
無
邪
気

さ
、
表
情
の
豊
か
さ
と
は
ほ
ど
遠
い
、
大
人
び
て
落
ち
着
い
た
子
ど
も
、
ど
こ
か
物
憂
げ
で
時
に
挑
発
的
な
表
情
の
子
ど
も
た
ち
は
、

大
人
が
見
た
い
子
ど
も
の
姿
で
は
な
い
。

し
か
し
、
も
し
か
し
た
ら
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
の
姿
、
天
真
爛
漫
で
な
く
、
純
粋
で
な
く
、
生
気
が
な
い
子
ど
も
の
姿
は
、
実
は

本
当
は
子
ど
も
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
一
部
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、

子
ど
も
と
い
う
存
在
、
あ
る
い
は
子
ど
も
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
が
近
代
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
に
慣
れ
親
し
ん
だ
我
々
の
思
い
込
み
を
見
事
に
裏
切
っ
て
く
れ
る
の
が
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
で
あ
り
、華
宵
の
子
ど
も
絵
で
あ
る
。

Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
の
「
無
気
味
な
も
の
」
は
、
ホ
フ
マ
ン
の
『
砂
男
』
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
そ
の
一
部
を

引
用
す
る（

29
）。

 

「
秘
密
に
さ
れ
た
も
の
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
こ
れ
が
表
に
出
て
来
る
の
が
無
気
味
な
の
だ
」

（
一
〇
五
～
一
〇
六
頁
）

 

「
無
気
味
な
も
の
は
、
じ
つ
は
新
奇
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
見
知
ら
ぬ
も
の
で
も
な
く
て
、
心
的
生
活
に
古
く
か
ら
な
じ
み
の

あ
る
な
に
も
の
か
で
あ
り
、そ
れ
が
抑
圧
の
過
程
を
通
じ
て
精
神
生
活
か
ら
阻
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
か
ら
だ
。」（
一
三
四

～
一
三
五
頁
）

（75） 高畠華宵の子ども絵についての一考

か
つ
て
は
自
分
も
子
ど
も
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
大
人
に
と
っ
て
子
ど
も
は
「
古
く
か
ら
な
じ
み
の
あ
る
」
存
在
で
あ
る
が
、
近
代

に
な
っ
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
意
図
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
（
残
忍
さ
、
狡
猾
さ
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
な
ど
）

は
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
動
か
な
い
子
ど
も
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
子
ど
も
、
小
さ
い
大
人
で
あ
る
子
ど
も
、
こ
れ
ら
は
近
代
以
降
、

「
秘
密
に
さ
れ
」「
隠
さ
れ
た
ま
ま
」
で
あ
っ
た
子
ど
も
の
別
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
子
ど
も
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

（
空
想
）
と
な
り
、
幻
想
の
中
で
生
き
続
け
る
も
の
と
な
っ
た
。

華
宵
が
描
い
た
子
ど
も
は
動
か
な
い
。エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク（
官
能
的
）で
あ
る
。華
宵
の
子
ど
も
絵
は「
秘
密
に
さ
れ
」「
隠
さ
れ
た
ま
ま
」

で
あ
っ
た
子
ど
も
の
本
性
を
さ
ら
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
「
無
気
味
」
な
の
で
あ
る
。

言
葉
を
変
え
れ
ば
、「
秘
密
に
さ
れ
」「
隠
さ
れ
」
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
か
に
〝幽
閉
さ
れ
る
＂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ

ス
も
華
宵
の
子
ど
も
絵
も
、
あ
る
意
味
で
〝幽
閉
さ
れ
た
＂
子
ど
も
と
い
う
意
味
で
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
リ
ス

は
「
不
思
議
の
国
」
と
い
う
幻
想
世
界
の
中
に
、
華
宵
の
子
ど
も
は
絵
画
世
界
の
中
に
〝幽
閉
＂
さ
れ
、
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
子
ど
も
絵
で
も
、
例
え
ば
岡
本
帰
一
ら
童
画
作
家
の
子
ど
も
た
ち
は
、
絵
の
中
で
自
由
に
溌
剌
と

動
き
回
り
、
絵
の
世
界
に
〝幽
閉
＂
さ
れ
て
い
る
印
象
は
全
く
感
じ
な
い
。

ど
こ
か
に
〝幽
閉
さ
れ
た
＂
子
ど
も
と
い
う
状
況
に
、
我
々
は
不
安
感
、
恐
怖
感
、
不
快
感
を
抱
く
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
が
子
ど

も
で
あ
る
た
め
の
自
由
を
全
て
も
ぎ
取
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
〝幽
閉
さ
れ
た
子
ど
も
＂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
華
宵
の
〝動

か
な
い
子
ど
も
（
動
け
な
い
子
ど
も
）＂
と
重
な
っ
て
く
る
。
テ
ニ
エ
ル
の
ア
リ
ス
も
華
宵
の
子
ど
も
絵
も
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の

大
人
の
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
不
自
然
に
ま
と
わ
さ
れ
、
異
世
界
に
〝幽
閉
＂
さ
れ
て
動
け
ず
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
子
ど
も
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
我
々
に
不
安
感
、
恐
怖
感
を
与
え
、
そ
れ
が
「
無
気
味
さ
」
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
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（76）

お
わ
り
に

四
方
田
犬
彦
は
『「
か
わ
い
い
」
論
』
に
お
い
て
、
近
年
の
「
か
わ
い
い
ブ
ー
ム
」
を
背
景
に
、「
か
わ
い
い
」
と
は
何
か
を
さ
ぐ

り
な
が
ら
文
化
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
実
際
に
大
学
生
に
お
こ
な
っ
た
「
か
わ
い
い
」
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も

と
に
、「
き
も
か
わ
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
使
わ
れ
方
、
若
者
の
理
解
し
て
い
る
意
味
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。
ち

な
み
に
「
き
も
か
わ
」
と
は
「
気
持
ち
悪
い
を
意
味
す
る
「
き
も
い
」
と
「
か
わ
い
い
」
を
合
成
し
た
形
容
詞（

30
）」

で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー

ト
で
学
生
た
ち
に
問
う
た
「「
き
も
か
わ
」
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
様
々
な
回
答
を
読
む
う
ち
に
、
四
方
田
は
対
立
概

念
と
し
て
の
「
き
も
い
」
と
「
か
わ
い
い
」
で
は
な
く
、「
重
な
り
合
い
、
互
い
に
依
存
し
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
」
感
覚
、「
あ
る

も
の
が
「
か
わ
い
い
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
ど
こ
か
に
グ
ロ
テ
ス
ク
が
隠
し
味
と
し
て
こ
っ
そ
り
と
用
い
ら
れ
て
い
る（

31
）」

感
覚
を
発
見
す
る
。

華
宵
の
子
ど
も
絵
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、
こ
の
「
き
も
か
わ
」
と
い
う
感
覚
が
ど
こ
か
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
も
共
通
す
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
。「
き
も
か
わ
」と
は
あ
る
対
象
物
を
見
る
側
の
感
覚
で
あ
る
。大
正
期
の
読
者
が
華
宵
作
品
を「
き
も
か
わ
」

的
な
感
覚
で
見
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
こ
う
し
た
視
点
を
織
り
込
む
こ
と
で
、
華
宵
芸
術
の
本
質
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
で
は
華
宵
の
子
ど
も
絵
を
め
ぐ
っ
て
、
ま
ず
「
童
画
」
と
い
う
、
大
正
時
代
が
生
ん
だ
子
ど
も
絵
の
誕
生
背
景
と
社
会
的
役

割
を
紹
介
し
た
。
次
い
で
華
宵
の
子
ど
も
絵
の
特
徴
を
見
な
が
ら
、「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
を
軸
に
、

華
宵
の
子
ど
も
絵
の「
無
気
味
さ
」が
ど
こ
か
ら
来
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
来
た
。
逆
に
子
ど
も
と
い
う
存
在
の
不
思
議
さ
と
を
探
っ

て
行
く
と
、
そ
の
本
質
部
分
に
は
華
宵
的
な
「
無
気
味
さ
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。「
無
気
味
」
な
も
の
は
魅
力
的
な
の

（77） 高畠華宵の子ども絵についての一考

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　注
釈

（
１
） 

「
華
宵
事
件
」
と
は
、『
少
年
倶
楽
部
』
の
原
稿
料
を
め
ぐ
る
華
宵
と
講
談
社
の
間
に
生
じ
た
ト
ラ
ブ
ル
の
こ
と
。「
華
宵
事
件
」

は
単
な
る
画
料
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
当
時
の
出
版
界
の
在
り
方
を
問
い
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
事
件
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）  

金
城
美
奈
子
「『
金
の
船
』
表
紙
絵
の
〝不
気
味
さ
＂」、『
大
正
ロ
マ
ン
』
十
七
号
、
高
畠
華
宵
大
正
ロ
マ
ン
館
、
二
〇
〇
一
年
、

十
二
︲
十
四
頁

（
３
） 

大
正
十
一
年
七
月
号
か
ら
執
筆
開
始
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
該
当
誌
を
確
認
で
き
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
八
月
号
と
し
た
。

（
４
） 

対
立
の
き
っ
か
け
や
推
移
は
斎
藤
の
著
書
に
詳
し
い
。
斎
藤
佐
次
郎
『
斎
藤
佐
次
郎
・
児
童
文
学
史
』
金
の
星
社
、一
九
九
六
年
、

一
五
四
︲
一
六
一
頁

（
５
） 

横
山
の
会
社
運
営
に
疑
問
を
抱
い
た
斎
藤
は
、
横
山
と
訣
別
の
上
で
『
金
の
船
』
発
行
を
主
張
し
た
。
だ
が
日
本
雑
誌
協
会
に

は
『
金
の
船
』
の
発
行
者
が
「
横
山
寿
篤
」
の
名
前
で
登
録
さ
れ
て
い
た
た
め
、
斎
藤
は
『
金
の
船
』
と
い
う
名
前
の
雑
誌
を

発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、『
金
の
星
』
と
い
う
名
前
に
し
た
。
斎
藤
は
『
金
の
星
』
第
一
号
（
四
巻
六
号
）
の
編
集
後
記
で
、『
金

の
船
』
の
名
前
が
『
金
の
星
』
と
な
っ
た
が
、
内
容
は
こ
れ
ま
で
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
、
別
に
『
金
の
船
』
と
い
う
名

前
の
雑
誌
も
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
当
の
『
金
の
船
』
で
は
な
い
こ
と
を
読
者
に
訴
え
て
い
る
。

（
６
） 

高
屋
一
成
「
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
と
『
金
の
船
』
≠『
金
の
星
』」、『
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
研
究
Ⅸ
』
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
学
会
、
二
〇
一
〇
年
、

三
四
︲
五
〇
頁

（
７
） 

高
畠
華
宵
大
正
ロ
マ
ン
館
所
蔵
の
『
金
の
船
』
表
紙
絵
や
口
絵
、
挿
絵
の
切
抜
き
の
ほ
か
に
、
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
の
第
五

巻
三
、九
、十
、十
一
号
、
第
六
巻
一
号
を
調
査
し
た
。
華
宵
が
『
金
の
船
』
を
手
が
け
た
期
間
は
約
１
年
半
と
短
く
、
ま
た
前

掲
の
高
屋
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
現
在
公
共
機
関
で
見
ら
れ
る
こ
の
間
に
発
行
さ
れ
た
同
雑
誌
は
こ
の
五
冊
の
み

で
あ
る
。

（
８
） 

た
と
え
ば
第
五
巻
九
号
の
目
次
に
は
、
表
紙
絵
・
口
絵
の
タ
イ
ト
ル
の
下
に
華
宵
の
名
前
が
あ
り
、
目
次
最
後
に
は
「
挿
畵
擔
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お
わ
り
に

四
方
田
犬
彦
は
『「
か
わ
い
い
」
論
』
に
お
い
て
、
近
年
の
「
か
わ
い
い
ブ
ー
ム
」
を
背
景
に
、「
か
わ
い
い
」
と
は
何
か
を
さ
ぐ

り
な
が
ら
文
化
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
実
際
に
大
学
生
に
お
こ
な
っ
た
「
か
わ
い
い
」
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も

と
に
、「
き
も
か
わ
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
使
わ
れ
方
、
若
者
の
理
解
し
て
い
る
意
味
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。
ち

な
み
に
「
き
も
か
わ
」
と
は
「
気
持
ち
悪
い
を
意
味
す
る
「
き
も
い
」
と
「
か
わ
い
い
」
を
合
成
し
た
形
容
詞（

30
）」

で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー

ト
で
学
生
た
ち
に
問
う
た
「「
き
も
か
わ
」
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
様
々
な
回
答
を
読
む
う
ち
に
、
四
方
田
は
対
立
概

念
と
し
て
の
「
き
も
い
」
と
「
か
わ
い
い
」
で
は
な
く
、「
重
な
り
合
い
、
互
い
に
依
存
し
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
」
感
覚
、「
あ
る

も
の
が
「
か
わ
い
い
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
ど
こ
か
に
グ
ロ
テ
ス
ク
が
隠
し
味
と
し
て
こ
っ
そ
り
と
用
い
ら
れ
て
い
る（

31
）」

感
覚
を
発
見
す
る
。

華
宵
の
子
ど
も
絵
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、
こ
の
「
き
も
か
わ
」
と
い
う
感
覚
が
ど
こ
か
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
も
共
通
す
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
。「
き
も
か
わ
」と
は
あ
る
対
象
物
を
見
る
側
の
感
覚
で
あ
る
。大
正
期
の
読
者
が
華
宵
作
品
を「
き
も
か
わ
」

的
な
感
覚
で
見
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
こ
う
し
た
視
点
を
織
り
込
む
こ
と
で
、
華
宵
芸
術
の
本
質
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
で
は
華
宵
の
子
ど
も
絵
を
め
ぐ
っ
て
、
ま
ず
「
童
画
」
と
い
う
、
大
正
時
代
が
生
ん
だ
子
ど
も
絵
の
誕
生
背
景
と
社
会
的
役

割
を
紹
介
し
た
。
次
い
で
華
宵
の
子
ど
も
絵
の
特
徴
を
見
な
が
ら
、「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
を
軸
に
、

華
宵
の
子
ど
も
絵
の「
無
気
味
さ
」が
ど
こ
か
ら
来
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
来
た
。
逆
に
子
ど
も
と
い
う
存
在
の
不
思
議
さ
と
を
探
っ

て
行
く
と
、
そ
の
本
質
部
分
に
は
華
宵
的
な
「
無
気
味
さ
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。「
無
気
味
」
な
も
の
は
魅
力
的
な
の
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で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　注
釈

（
１
） 

「
華
宵
事
件
」
と
は
、『
少
年
倶
楽
部
』
の
原
稿
料
を
め
ぐ
る
華
宵
と
講
談
社
の
間
に
生
じ
た
ト
ラ
ブ
ル
の
こ
と
。「
華
宵
事
件
」

は
単
な
る
画
料
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
当
時
の
出
版
界
の
在
り
方
を
問
い
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
事
件
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）  
金
城
美
奈
子
「『
金
の
船
』
表
紙
絵
の
〝不
気
味
さ
＂」、『
大
正
ロ
マ
ン
』
十
七
号
、
高
畠
華
宵
大
正
ロ
マ
ン
館
、
二
〇
〇
一
年
、

十
二
︲
十
四
頁

（
３
） 

大
正
十
一
年
七
月
号
か
ら
執
筆
開
始
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
該
当
誌
を
確
認
で
き
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
八
月
号
と
し
た
。

（
４
） 

対
立
の
き
っ
か
け
や
推
移
は
斎
藤
の
著
書
に
詳
し
い
。
斎
藤
佐
次
郎
『
斎
藤
佐
次
郎
・
児
童
文
学
史
』
金
の
星
社
、一
九
九
六
年
、

一
五
四
︲
一
六
一
頁

（
５
） 

横
山
の
会
社
運
営
に
疑
問
を
抱
い
た
斎
藤
は
、
横
山
と
訣
別
の
上
で
『
金
の
船
』
発
行
を
主
張
し
た
。
だ
が
日
本
雑
誌
協
会
に

は
『
金
の
船
』
の
発
行
者
が
「
横
山
寿
篤
」
の
名
前
で
登
録
さ
れ
て
い
た
た
め
、
斎
藤
は
『
金
の
船
』
と
い
う
名
前
の
雑
誌
を

発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、『
金
の
星
』
と
い
う
名
前
に
し
た
。
斎
藤
は
『
金
の
星
』
第
一
号
（
四
巻
六
号
）
の
編
集
後
記
で
、『
金

の
船
』
の
名
前
が
『
金
の
星
』
と
な
っ
た
が
、
内
容
は
こ
れ
ま
で
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
、
別
に
『
金
の
船
』
と
い
う
名

前
の
雑
誌
も
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
当
の
『
金
の
船
』
で
は
な
い
こ
と
を
読
者
に
訴
え
て
い
る
。

（
６
） 

高
屋
一
成
「
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
と
『
金
の
船
』
≠『
金
の
星
』」、『
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
研
究
Ⅸ
』
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
学
会
、
二
〇
一
〇
年
、

三
四
︲
五
〇
頁

（
７
） 

高
畠
華
宵
大
正
ロ
マ
ン
館
所
蔵
の
『
金
の
船
』
表
紙
絵
や
口
絵
、
挿
絵
の
切
抜
き
の
ほ
か
に
、
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
の
第
五

巻
三
、九
、十
、十
一
号
、
第
六
巻
一
号
を
調
査
し
た
。
華
宵
が
『
金
の
船
』
を
手
が
け
た
期
間
は
約
１
年
半
と
短
く
、
ま
た
前

掲
の
高
屋
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
現
在
公
共
機
関
で
見
ら
れ
る
こ
の
間
に
発
行
さ
れ
た
同
雑
誌
は
こ
の
五
冊
の
み

で
あ
る
。

（
８
） 

た
と
え
ば
第
五
巻
九
号
の
目
次
に
は
、
表
紙
絵
・
口
絵
の
タ
イ
ト
ル
の
下
に
華
宵
の
名
前
が
あ
り
、
目
次
最
後
に
は
「
挿
畵
擔
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任

　高
畠
華
宵
」
の
表
記
が
あ
る
。

　

（
９
） 

『
赤
い
鳥
』
復
刻
版
第
一
巻
第
一
号
、
日
本
近
代
文
学
館
、
ほ
る
ぷ
出
版
、
昭
和
五
二
年

（
10
） 

加
藤
謙
一
『
少
年
倶
楽
部
時
代
』
講
談
社
、
昭
和
四
三
年
、
十
六
︲
十
七
頁

（
11
） 

佐
藤
忠
男
「
少
年
の
理
想
主
義
」、『
大
衆
文
化
の
現
像
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
一
一
八
頁

（
12
） 

河
原
和
枝
『
子
ど
も
観
の
近
代
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年
、
九
四
頁

（
13
） 
藤
田
圭
雄
「
＂童
画
家
＂
武
井
武
雄
の
芸
術
」、『
子
ど
も
の
本
・
一
九
二
〇
年
代
』
展
図
録
、（
社
）
日
本
国
際
児
童
図
書
評
議
会
、

一
九
九
一
年
、
一
一
五
頁

（
14
） 

岩
崎
真
里
子
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
自
由
教
育
運
動
の
中
で
」、
鳥
越
信
編
『
は
じ
め
て
学
ぶ
日
本
の
絵
本
史
Ⅰ
』、
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
三
二
九
頁

（
15
） 

加
藤
前
掲
書
、
四
六
︲
四
八
頁

（
16
） 

河
原
和
枝
は
前
掲
書
の
中
で
、『
赤
い
鳥
』
の
中
心
的
読
者
層
が
「
都
市
中
間
階
層
の
子
ど
も
た
ち
、
あ
る
い
は
地
方
の
い
わ

ゆ
る
「
名
士
」
の
子
ど
も
た
ち
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
子
ど
も
た
ち
の
親
は
一
般
的
に
外
来
文
化
に
す
で
に
馴
染

ん
で
お
り
、
西
洋
的
文
化
を
取
り
入
れ
た
「
新
し
い
文
化
意
識
」
を
持
つ
層
で
、「
子
弟
の
教
育
に
熱
心
な
都
市
中
間
階
級
の

文
化
」
を
体
現
す
る
親
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
同
著
の
中
で
、『
赤
い
鳥
』
を
学
校
で
の
補
助
教
材
と
し
て
使
用
す
る
教
師
の
例

を
紹
介
し
て
い
る
。
八
三
︲
九
二
頁

（
17
） 

小
野
か
お
る
「『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』（
一九
二
〇
年
代
）
と
そ
の
時
代
」、『
子
ど
も
の
本
・一九
二
〇
年
代
』
展
図
録
、（
社
）
日
本
国
際

児
童
図
書
評
議
会
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
二
頁

（
18
） 

昭
和
十
三
年
十
一
月
十
一
日
の
「
南
豫
時
事
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
私
の
女
に
モ
デ
ル
は
な
い
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
華
宵

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
の
中
で
、
華
宵
は
自
分
の
美
人
画
に
は
モ
デ
ル
が
い
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

　

（
19
） 

佐
藤
さ
と
る
『
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
』
講
談
社
、
昭
和
五
三
年
、
六
〇
頁

（
20
） 

佐
藤
前
掲
書
、
五
九
頁

（
21
） 

海
野
弘
『
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
案
内
』
ポ
プ
ラ
社
、
二
〇
〇
八
年
、
五
五
頁

（
22
） 

千
足
伸
行
監
修
『
す
ぐ
わ
か
る
画
家
別

　幻
想
美
術
の
見
か
た
【
改
訂
版
】』
東
京
美
術
、
二
〇
一
〇
年
、
巻
頭
頁

（79） 高畠華宵の子ども絵についての一考

（
23
） 

ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
・
ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
・
ス
ト
ッ
フ
ル
『「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
の
誕
生
』（
創
元
社
、
一
九
九
八
年
）
ほ
か
、「
不

思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
を
論
じ
た
複
数
の
評
論
に
は
、
テ
ニ
エ
ル
の
名
声
に
よ
っ
て
売
上
が
伸
び
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

（
24
） 

「
私
の
た
め
に
挿
絵
を
描
い
て
く
だ
さ
っ
た
画
家
の
な
か
で
、
テ
ニ
エ
ル
さ
ん
だ
け
が
た
だ
一
人
、
モ
デ
ル
を
使
う
こ
と
を
断

固
拒
否
し
た
方
で
す
。（
略
）
で
も
あ
え
て
申
し
上
げ
ま
す
が
、私
は
あ
の
方
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

モ
デ
ル
が
な
い
た
め
に
、『
ア
リ
ス
』
の
中
の
い
く
つ
か
の
絵
は
、ま
っ
た
く
均
整
が
と
れ
て
い
ま
せ
ん
。
頭
が
大
き
す
ぎ
た
り
、

足
が
小
さ
す
ぎ
た
り
し
て
い
る
の
で
す
。」
／
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ン
チ
ャ
ー
『
ア
リ
ス
と
テ
ニ
エ
ル
』
石
毛
雅
明
訳
、
東
京
図
書
、

一
九
九
七
年
、
一
七
七
頁

（
25
） 

ハ
ン
チ
ャ
ー
前
掲
書
、
一
七
八
頁

（
26
） 

ハ
ン
チ
ャ
ー
前
掲
書
、
一
七
八
︲
一
七
九
頁

（
27
） 

高
畠
麻
子
『
華
宵
か
ら
の
手
紙
』
愛
媛
県
文
化
振
興
財
団
、
平
成
九
年
、
五
八
頁

（
28
） 

高
畠
澄
江
「
高
畠
華
宵
に
お
け
る
性
と
美
の
区
分
（
そ
の
七
）」、『
大
正
ロ
マ
ン
』
第
十
五
号
、
高
畠
華
宵
大
正
ロ
マ
ン
館
、

二
〇
〇
〇
年
、
十
四
︲
十
七
頁

（
29
） 

ホ
フ
マ
ン
／
フ
ロ
イ
ト
『「
砂
男
」「
無
気
味
な
も
の
」』
種
村
季
弘
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年

（
30
） 

四
方
田
犬
彦
『「
か
わ
い
い
」
論
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
七
七
頁

（
31
） 

四
方
田
前
掲
書
、
八
〇
頁

【
追
補
】

本
稿
執
筆
後
に
、
華
宵
が
一
九
一
八
、一
九
年
に
『
コ
ド
モ
』（
コ
ド
モ
社
）
の
挿
絵
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。
筆
者
は
未
だ
現

物
を
確
認
し
て
い
な
い
が
、
札
幌
市
中
央
図
書
館
所
蔵
の
「
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
中
に
は
一
九
一
六
年
か
ら
一
九
年
ま
で
の
『
コ

ド
モ
』
が
一
六
冊
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
中
に
華
宵
が
描
い
た
子
ど
も
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
同
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
華
宵
が
手
が
け
た
『
金
の
船
』
の
発
行
者
横
山
寿
篤
が
一
九
一
五
年
か
ら
二
〇
年
ま
で
発
行
し
て
い
た
『
日
本
の

子
供
』（
金
の
角
社
）
も
一
六
冊
あ
る
。
こ
ち
ら
も
未
見
で
は
あ
る
が
、
華
宵
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
上
で
早
急
な
調
査
を
行
い
た
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（78）

任

　高
畠
華
宵
」
の
表
記
が
あ
る
。

　

（
９
） 

『
赤
い
鳥
』
復
刻
版
第
一
巻
第
一
号
、
日
本
近
代
文
学
館
、
ほ
る
ぷ
出
版
、
昭
和
五
二
年

（
10
） 

加
藤
謙
一
『
少
年
倶
楽
部
時
代
』
講
談
社
、
昭
和
四
三
年
、
十
六
︲
十
七
頁

（
11
） 

佐
藤
忠
男
「
少
年
の
理
想
主
義
」、『
大
衆
文
化
の
現
像
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
一
一
八
頁

（
12
） 

河
原
和
枝
『
子
ど
も
観
の
近
代
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年
、
九
四
頁

（
13
） 

藤
田
圭
雄
「
＂童
画
家
＂
武
井
武
雄
の
芸
術
」、『
子
ど
も
の
本
・
一
九
二
〇
年
代
』
展
図
録
、（
社
）
日
本
国
際
児
童
図
書
評
議
会
、

一
九
九
一
年
、
一
一
五
頁

（
14
） 

岩
崎
真
里
子
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
自
由
教
育
運
動
の
中
で
」、
鳥
越
信
編
『
は
じ
め
て
学
ぶ
日
本
の
絵
本
史
Ⅰ
』、
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
三
二
九
頁

（
15
） 

加
藤
前
掲
書
、
四
六
︲
四
八
頁

（
16
） 

河
原
和
枝
は
前
掲
書
の
中
で
、『
赤
い
鳥
』
の
中
心
的
読
者
層
が
「
都
市
中
間
階
層
の
子
ど
も
た
ち
、
あ
る
い
は
地
方
の
い
わ

ゆ
る
「
名
士
」
の
子
ど
も
た
ち
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
子
ど
も
た
ち
の
親
は
一
般
的
に
外
来
文
化
に
す
で
に
馴
染

ん
で
お
り
、
西
洋
的
文
化
を
取
り
入
れ
た
「
新
し
い
文
化
意
識
」
を
持
つ
層
で
、「
子
弟
の
教
育
に
熱
心
な
都
市
中
間
階
級
の

文
化
」
を
体
現
す
る
親
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
同
著
の
中
で
、『
赤
い
鳥
』
を
学
校
で
の
補
助
教
材
と
し
て
使
用
す
る
教
師
の
例

を
紹
介
し
て
い
る
。
八
三
︲
九
二
頁

（
17
） 

小
野
か
お
る
「『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』（
一九
二
〇
年
代
）
と
そ
の
時
代
」、『
子
ど
も
の
本
・一九
二
〇
年
代
』
展
図
録
、（
社
）
日
本
国
際

児
童
図
書
評
議
会
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
二
頁

（
18
） 

昭
和
十
三
年
十
一
月
十
一
日
の
「
南
豫
時
事
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
私
の
女
に
モ
デ
ル
は
な
い
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
華
宵

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
の
中
で
、
華
宵
は
自
分
の
美
人
画
に
は
モ
デ
ル
が
い
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

　

（
19
） 

佐
藤
さ
と
る
『
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
』
講
談
社
、
昭
和
五
三
年
、
六
〇
頁

（
20
） 

佐
藤
前
掲
書
、
五
九
頁

（
21
） 

海
野
弘
『
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
案
内
』
ポ
プ
ラ
社
、
二
〇
〇
八
年
、
五
五
頁

（
22
） 

千
足
伸
行
監
修
『
す
ぐ
わ
か
る
画
家
別

　幻
想
美
術
の
見
か
た
【
改
訂
版
】』
東
京
美
術
、
二
〇
一
〇
年
、
巻
頭
頁

（79） 高畠華宵の子ども絵についての一考

（
23
） 

ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
・
ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
・
ス
ト
ッ
フ
ル
『「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
の
誕
生
』（
創
元
社
、
一
九
九
八
年
）
ほ
か
、「
不

思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
を
論
じ
た
複
数
の
評
論
に
は
、
テ
ニ
エ
ル
の
名
声
に
よ
っ
て
売
上
が
伸
び
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

（
24
） 

「
私
の
た
め
に
挿
絵
を
描
い
て
く
だ
さ
っ
た
画
家
の
な
か
で
、
テ
ニ
エ
ル
さ
ん
だ
け
が
た
だ
一
人
、
モ
デ
ル
を
使
う
こ
と
を
断

固
拒
否
し
た
方
で
す
。（
略
）
で
も
あ
え
て
申
し
上
げ
ま
す
が
、私
は
あ
の
方
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

モ
デ
ル
が
な
い
た
め
に
、『
ア
リ
ス
』
の
中
の
い
く
つ
か
の
絵
は
、ま
っ
た
く
均
整
が
と
れ
て
い
ま
せ
ん
。
頭
が
大
き
す
ぎ
た
り
、

足
が
小
さ
す
ぎ
た
り
し
て
い
る
の
で
す
。」
／
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ン
チ
ャ
ー
『
ア
リ
ス
と
テ
ニ
エ
ル
』
石
毛
雅
明
訳
、
東
京
図
書
、

一
九
九
七
年
、
一
七
七
頁

（
25
） 

ハ
ン
チ
ャ
ー
前
掲
書
、
一
七
八
頁

（
26
） 

ハ
ン
チ
ャ
ー
前
掲
書
、
一
七
八
︲
一
七
九
頁

（
27
） 

高
畠
麻
子
『
華
宵
か
ら
の
手
紙
』
愛
媛
県
文
化
振
興
財
団
、
平
成
九
年
、
五
八
頁

（
28
） 

高
畠
澄
江
「
高
畠
華
宵
に
お
け
る
性
と
美
の
区
分
（
そ
の
七
）」、『
大
正
ロ
マ
ン
』
第
十
五
号
、
高
畠
華
宵
大
正
ロ
マ
ン
館
、

二
〇
〇
〇
年
、
十
四
︲
十
七
頁

（
29
） 

ホ
フ
マ
ン
／
フ
ロ
イ
ト
『「
砂
男
」「
無
気
味
な
も
の
」』
種
村
季
弘
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年

（
30
） 

四
方
田
犬
彦
『「
か
わ
い
い
」
論
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
七
七
頁

（
31
） 

四
方
田
前
掲
書
、
八
〇
頁

【
追
補
】

本
稿
執
筆
後
に
、
華
宵
が
一
九
一
八
、一
九
年
に
『
コ
ド
モ
』（
コ
ド
モ
社
）
の
挿
絵
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。
筆
者
は
未
だ
現

物
を
確
認
し
て
い
な
い
が
、
札
幌
市
中
央
図
書
館
所
蔵
の
「
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
中
に
は
一
九
一
六
年
か
ら
一
九
年
ま
で
の
『
コ

ド
モ
』
が
一
六
冊
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
中
に
華
宵
が
描
い
た
子
ど
も
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
同
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
華
宵
が
手
が
け
た
『
金
の
船
』
の
発
行
者
横
山
寿
篤
が
一
九
一
五
年
か
ら
二
〇
年
ま
で
発
行
し
て
い
た
『
日
本
の

子
供
』（
金
の
角
社
）
も
一
六
冊
あ
る
。
こ
ち
ら
も
未
見
で
は
あ
る
が
、
華
宵
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
上
で
早
急
な
調
査
を
行
い
た
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（81） 永遠の光―截金師、江里佐代子

永
遠
の
光
―
―
截
金
師
、
江
里
佐
代
子

中

村

祐
美
子

は
じ
め
に

截き
り
か
ね金

は
仏
教
美
術
の
加
飾
技
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、飛
鳥
時
代
に
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
来
し
た
。
金
銀
箔
を
重
ね
て
厚
み
を
も
た
せ
、

細
く
線
状
あ
る
い
は
四
角
・
三
角
な
ど
に
細
か
く
截
っ
た
の
ち
に
糊
で
貼
り
つ
け
、
文
様
を
描
き
だ
す
技
法
で
あ
り
、
古
く
は
法
隆

寺
の
玉
虫
厨
子
や
正
倉
院
宝
物
の
新
羅
琴
な
ど
に
も
作
例
が
見
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
ず
つ
直
線
や
曲
線
に
貼
っ
て
構
成
さ
れ
た
さ
ま
ざ

ま
な
文
様
は
、
光
を
浴
び
て
輝
き
、
仏
像
や
仏
画
を
美
し
く
飾
っ
た
。

江
里
佐
代
子
氏
（
一
九
四
五
～
二
〇
〇
七
）
は
、
京
仏
師
の
家
に
嫁
い
だ
こ
と
か
ら
、
仏
像
を
荘
厳
す
る
こ
の
技
法
を
習
得
し
、

截
金
師
と
し
て
家
業
を
担
う
か
た
わ
ら
、
工
芸
作
品
へ
の
応
用
に
挑
み
、
自
ら
の
世
界
を
構
築
し
た
作
家
で
あ
る
。

私
事
な
が
ら
、
二
〇
〇
五
（
平
成
十
七
）
年
、
当
時
勤
務
し
て
い
た
佐
川
美
術
館
に
お
い
て
「
人
間
国
宝
江
里
佐
代
子
・
截
金
の

世
界
」
展
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
り
、江
里
佐
代
子
氏
に
親
し
く
接
す
る
機
会
を
得
、多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
二
〇
〇
七
（
平

成
十
九
）年
、フ
ラ
ン
ス
の
ア
ミ
ア
ン
に
お
い
て
不
慮
の
死
を
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
、今
も
な
お
悲
痛
が
胸
に
し
み
る
。

本
稿
で
は
、
消
え
か
か
っ
て
い
た
伝
統
技
法
の
再
興
と
発
展
に
尽
力
し
た
截
金
師
、
江
里
佐
代
子
氏
の
足
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、

（80）

い
と
考
え
て
い
る
。
本
論
で
は
、
華
宵
の
子
ど
も
絵
を
『
金
の
船
』
に
限
っ
て
論
じ
て
き
た
が
、
大
正
中
期
の
、
未
だ
華
宵
の
個
性
が

確
立
さ
れ
る
以
前
の
子
ど
も
絵
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
含
め
た
華
宵
の
子
ど
も
絵
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
調

査
研
究
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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