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〈
図
書
紹
介
〉

彬
子
女
王
殿
下
著

『
日
本
美
の
こ
こ
ろ　

　

最
後
の
職
人
も
の
が
た
り
』

小　

林　

一　

彦

三
笠
宮
彬
子
女
王
殿
下
の
、
新
た
な
ご
著
書
が
刊
行
さ

れ
た
。『
日
本
美
の
こ
こ
ろ　

最
後
の
職
人
も
の
が
た
り
』

（
小
学
館
、
２
０
１
９
年
3
月
）
で
あ
る
。
雑
誌
『
和
樂
』

に
、
２
０
１
４
年
1
・
2
月
号
か
ら
２
０
１
８
年
2
・
3

月
号
ま
で
連
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
か
ら
抜
粋
し
、
加
筆
・

修
正
さ
れ
た
も
の
を
ま
と
め
ら
れ
た
一
冊
。
同
じ
く
『
和

樂
』
の
連
載
を
ベ
ー
ス
に
さ
れ
た
先
の
ご
著
書
『
日
本
美

の
こ
こ
ろ
』（
小
学
館
、
２
０
１
５
年
12
月
）
の
姉
妹
編

と
申
し
上
げ
て
も
よ
い
。

彬
子
様
、
こ
の
よ
う
に
女
王
殿
下
を
お
呼
び
す
る
の
は

畏
れ
多
い
が
、
研
究
所
に
も
す
っ
か
り
と
け
込
ま
れ
、
学

生
た
ち
か
ら
も
「
彬
子
先
生
」
と
慕
わ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
学
内
で
の
お
姿
を
、
ふ
だ
ん
か
ら
拝
見
し
て
い
る
一
人

と
し
て
、
親
し
み
を
こ
め
て
、
小
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
表

記
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

彬
子
様
に
は
、
す
で
に
『
赤
と
青
の
ガ
ウ
ン　

オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
留
学
記
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
２
０
１
５
年

1
月
）、『
京
都　

も
の
が
た
り
の
道
』（
毎
日
新
聞
出
版
、

２
０
１
６
年
10
月
）
な
ど
の
ご
著
書
が
あ
る
。

前
者
は
現
代
の
留
学
記
と
し
て
白
眉
で
あ
り
、
私
も
教

室
で
学
生
た
ち
に
強
く
勧
め
て
い
る
一
冊
。
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
で
の
学
究
生
活
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
後
に

続
こ
う
と
す
る
研
究
者
の
卵
た
ち
に
は
格
好
の
バ
イ
ブ
ル

で
あ
り
、
さ
ら
に
異
文
化
理
解
の
た
め
の
西
欧
旅
行
記
と

し
て
も
読
み
ご
た
え
十
分
。
真

に
取
り
組
ま
れ
た
最
高

レ
ベ
ル
の
学
府
で
の
ご
研
究
は
も
と
よ
り
、
日
常
の
生
活

や
異
国
で
の
奮
闘
努
力
の
ご
様
子
な
ど
も
、
飾
り
気
の
な

い
文
章
で
あ
り
の
ま
ま
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
広
く
国
民
に

受
け
入
れ
ら
れ
、
版
を
重
ね
て
い
る
名
著
で
あ
る
。
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ま
た
後
者
は
毎
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
を
も

と
に
さ
れ
た
も
の
で
、
碁
盤
の
目
と
い
わ
れ
る
洛
中
の
通

り
を
丹
念
に
取
り
あ
げ
、
四
季
折
々
の
風
物
も
巧
み
に
織

り
交
ぜ
な
が
ら
、
京
都
へ
の
深
い
愛
情
と
日
本
の
伝
統
文

化
へ
の
こ
ま
や
か
な
慈
し
み
を
、
流
麗
な
文
体
で
綴
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
び
の
ご
著
書
『
日
本
美
の
こ
こ
ろ　

最
後
の
職

人
も
の
が
た
り
』
は
、
日
本
人
の
暮
ら
し
、
衣
食
住
に
か

か
わ
る
伝
統
工
芸
や
伝
統
産
業
、
あ
る
い
は
修
理
復
元
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
を
支
え
る
道
具
づ
く
り
の
匠
た
ち
の
技
と

現
状
、直
面
す
る
諸
課
題
さ
ら
に
未
来
へ
の
展
望
に
ま
で
、

焦
点
が
あ
て
ら
れ
た
御
高
著
。

彬
子
様
は
、
あ
た
か
も
京
町
家
の

を
わ
ず
か
に
う
ご

か
し
て
吹
き
こ
む
す
ず
や
か
な
風
の
ご
と
く
、
自
然
に
工

房
の
中
へ
。
ま
た
た
く
間
に
仕
事
場
の
空
気
と
同
化
さ
れ

て
、
職
人
さ
ん
の
傍
ら
に
昔
か
ら
そ
こ
に
い
ら
し
た
よ
う

に
、
居
場
所
を
見
つ
け
ら
れ
る
。
け
っ
し
て
手
仕
事
の
邪

魔
を
さ
れ
ず
、
時
に
は
息
を
止
め
、
や
さ
し
い
ま
な
ざ
し

は
職
人
さ
ん
の
指
先
に
表
情
に
筋
肉
の
動
き
に
、
さ
ら
に

は
背
後
の
薬
棚
の
よ
う
な
引
き
出
し
に
ま
で
、注
が
れ
る
。

耳
を
澄
ま
し
、
肌
で
受
け
止
め
、
五
感
を
巧
み
に
使
い
分

け
な
が
ら
、
流
れ
る
よ
う
な
こ
と
ば
続
き
と
周
到
に
練
ら

れ
た
構
成
で
、
書
斎
の
読
者
を
そ
の
ま
ま
工
房
へ
と
い
ざ

な
っ
て
く
だ
さ
る
の
だ
。
そ
の
道
の
達
人
た
ち
か
ら
引
き

出
さ
れ
た
、と
っ
て
お
き
の
話
な
ど
も
絶
妙
に
ち
り
ば
め
、

も
の
が
た
り
を
織
り
成
し
て
い
か
れ
る
の
で
あ
る
。

ご
本
の
か
た
ち
は
正
方
形
で
、
日
本
で
は
古
来
か
ら
枡ま
す

形が
た

本ぼ
ん

と
呼
ば
れ
て
き
た
書
型
。
日
本
の
古
典
籍
は
、
手
漉

き
の
和
紙
一
枚
の
全
紙
サ
イ
ズ
を
、
分
割
し
て
料
紙
を
つ

く
る
。そ
の
料
紙
の
サ
イ
ズ
で
本
の
形
は
自
ず
と
決
ま
り
、

二
等
分
し
た
紙
を
二
つ
折
り
に
し
た
四
ツ
半
本
、
三
等
分

し
て
か
ら
二
つ
折
り
に
す
る
六
ツ
半
本
が
多
い
。『
古
今

和
歌
集
』
な
ど
の
歌
書
類
は
縦
長
の
四
ツ
半
本
、『
源
氏

物
語
』
な
ど
の
物
語
類
は
六
ツ
半
本
と
、
ほ
ぼ
決
ま
っ
て

い
る
。
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こ
の
た
び
の
ご
本
は
、
書
名
の
「
最
後
の
職
人
も
の
が

た
り
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
さ
に
日
本
の
伝
統
を
ふ
ま
え

た
、物
語
の
た
め
の
枡
形
本
。
箱
を
手
に
取
っ
た
と
き
に
、

な
ん
と
題
名
に
マ
ッ
チ
し
た
素
敵
な
か
た
ち
だ
ろ
う
か
、

と
ま
ず
書
型
に
目
が
引
き
よ
せ
ら
れ
た
。

ご
本
を
収
め
る
箱
の
写
真
も
美
し
い
。
箱
表
は
「
本
藍

染
」
の
章
で
、
彬
子
様
が
、
お
好
き
な
色
と
告
白
さ
れ
て

い
た
「
青
」。

紺
色
の
よ
う
な
濃
い
青
も
、
少
し
緑
が
か
っ
た
青
磁

器
の
よ
う
な
青
も
、
水
色
の
よ
う
な
薄
い
青
も
好
き

だ
。
そ
こ
で
ふ
と
気
付
い
た
の
だ
。
青
色
を
示
す
言

葉
が
、
日
本
語
に
は
と
て
も
多
い
と
い
う
こ
と
を
。

そ
し
て
、私
の
好
き
な
青
色
は
、ど
う
や
ら
藍あ
い

を
使
っ

て
生
ま
れ
る
色
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
を
。

そ
の
本
藍
染
め
に
よ
っ
て
美
し
く
染
め
ら
れ
た
青
糸

が
、
濃
い
青
か
ら
薄
い
青
ま
で
六
束
、
上
（
奥
）
か
ら
下

（
手
前
）
に
茄
子
紺
、
瑠
璃
色
、
群
青
、
縹
、
浅
葱
、
水

色
だ
ろ
う
か
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
大
写
し
に
さ
れ
て
い

る
。
綱
の
よ
う
に
や
わ
ら
か
に
ね
じ
ら
れ
た
糸
の
束
は
光

を
受
け
て
輝
き
、
い
ま
に
も
こ
ち
ら
に
盛
り
上
が
り
迫
っ

て
く
る
晴
天
の
青
海
原
の
よ
う
だ
。
ピ
ン
ト
は
手
前
が
鮮

明
で
明
る
く
、
奥
の
濃
い
色
ほ
ど
地
模
様
の
よ
う
に
深
み

が
あ
る
。「
箪た
ん

笥す

の
引
き
出
し
の
中
は
青
い
服
ば
か
り
」

と
い
う
彬
子
様
、
身
に
ま
と
わ
れ
る
衣
服
の
色
か
と
、
ふ

と
見
れ
ば
、
箱
の
右
上
隅
に
赤
色
が
映
っ
て
い
る
。
青
と

の
取
り
合
わ
せ
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
博
士
号
を
授

与
さ
れ
た
者
だ
け
が
許
さ
れ
る
、
最
初
の
ご
本
の
タ
イ
ト

ル
に
も
な
っ
た
、
赤
と
青
の
ガ
ウ
ン
を
想
わ
せ
る
。

ま
た
箱
裏
の
写
真
は
、
鶯
色
の
毘
沙
門
亀
甲
文
様
を
地

に
草
花
鳥
虫
を
織
り
出
し
た
よ
う
に
見
え
る
「
金
唐
紙
」。

優
美
な
古
典
籍
の
表
紙
を
飾
っ
て
い
た
古
裂
を
思
わ
せ
、

た
め
息
が
出
る
ほ
ど
で
あ
る
。

ご
本
の
本
体
は
、
純
白
の
布
地
の
包く
る

み
表
紙
で
あ
る
。

「Japanese A
rt : U

n
told S

tories L
ast A

rtisan
s  

Princess A
kiko of M

ikasa

」
の
銀
色
の
文
字
が
美
し
い
。

背
表
紙
も
同
じ
で
、
日
本
語
は
一
切
無
い
。
日
本
の
美
の
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伝
統
を
人
知
れ
ず
、
し
か
し
頑
固
に
守
る
職
人
さ
ん
た
ち

の
、こ
れ
ま
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
物
語
を
紡
ぎ
、

世
界
に
向
か
っ
て
紹
介
し
た
い
と
い
う
彬
子
様
の
お
考
え

が
、
強
く
察
せ
ら
れ
る
。
装
丁
に
は
布
目
の
裂
が
用
い
ら

れ
、
手
触
り
も
な
め
ら
か
で
や
さ
し
い
。

前
後
の
表
紙
の
中
央
に
は
、
日
本
の
伝
統
の
図
案
で
あ

る
、
こ
ぶ
り
な
銀
色
の
雪
華
文
様
が
一
つ
ず
つ
あ
し
ら
わ

れ
、
見
返
し
も
表
紙
と
同
じ
白
色
で
、
和
紙
を
想
わ
せ
る

見
開
き
に
、
前
後
と
も
に
初
雪
・
雪
輪
・
矢
雪
な
ど
銀
の

雪
華
文
様
が
五
つ
、
上
品
に
散
ら
さ
れ
て
い
る
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
彬
子
様
の
お
印
は
「
雪
」。

ご
本
の
ど
こ
に
も
語
ら
れ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
箱
や

装
丁
、
書
型
に
至
る
ま
で
、
ご
本
へ
の
こ
だ
わ
り
、
伝
統

美
へ
の
思
い
が
、
さ
り
げ
な
く
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
洋
書

の
並
ぶ
英
国
の
照
明
を
控
え
た
薄
暗
い
図
書
館
で
も
、
ス

ノ
ー
ホ
ワ
イ
ト
の
包
み
表
紙
の
背
に
光
る
銀
色
の
英
文
タ

イ
ト
ル
と
、
天
銀
の
小
口
は
、
書
架
に
落
ち
着
い
た
は
な

や
か
さ
で
す
ん
な
り
と
と
け
込
む
こ
と
だ
ろ
う
。

外
見
も
中
味
も
、
ま
さ
に
世
界
に
向
け
ら
れ
た
、
日
本

美
の
こ
こ
ろ
を
、
職
人
の
も
の
が
た
り
を
、
紹
介
し
発
信

す
る
ご
本
な
の
で
あ
る
。

彬
子
様
が
訪
ね
歩
か
れ
た
の
は
、
全
国
津
々
浦
々
の
職

人
さ
ん
た
ち
。
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
手
わ
ざ
は
、
す
べ

て
二
十
五
種
。
列
記
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

烏え

ぼ

し
帽
子　

杼ひ　

蒔
絵
筆　

京
瓦　

長
崎
刺
繍　

京
弓 

本
藍
染　

烏う

梅ば
い　

か
ら
む
し　

琵
琶　

金
具　

キ
リ

コ　

撥ば
ち

鏤る　

和
鏡　

丹
後
和
紙　

金き
ん

唐か
ら

紙か
み　

久
米
島

紬　

御み

す　

加
賀
水
引　

漆
掻
き
道
具　

駿
河
炭　

熊
本
城
復
元
事
業　

金
平
糖　

コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷　

文
化
財
修
理

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
か
ら
は
、
災
害
の
た
び
に
人

び
と
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
宮
城
県
南
三
陸
町
の
キ
リ

コ
。
や
は
り
地
震
に
み
ま
わ
れ
た
熊
本
か
ら
は
、
精
神
的

な
支
柱
で
あ
っ
た
熊
本
城
の
復
旧
復
元
に
携
わ
る
熊
本
城

総
合
事
務
所
の
丹
念
な
手
作
業
な
ど
も
、
取
り
あ
げ
ら
れ
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て
い
る
。

青
森
・
宮
城
・
福
島
・
富
山
・
石
川
・
福
井
・
東
京
・

滋
賀
・
京
都
・
奈
良
・
長
崎
・
熊
本
・
沖
縄
と
、
北
か
ら

南
か
ら
、
お
忙
し
い
ご
公
務
の
合
間
を
縫
っ
て
、
ま
た
専

任
教
員
の
責
任
持
ち
コ
マ
に
迫
る
授
業
、複
数
の
演
習（
ゼ

ミ
）
を
ご
担
当
に
な
っ
て
い
ら
し
ゃ
る
中
で
の
、「
日
本

文
化
を
未
来
に
残
し
て
い
く
た
め
に
、
自
分
は
何
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
な
が
ら
続
け
て
き
た
職
人
さ
ん
に

出
会
う
旅
」（
は
じ
め
に
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
も
お

あ
り
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
れ
で
も
、
彬
子
様
は
好
奇
心
の
瞳
を
輝
か
せ
、
見
事

な
筆
づ
か
い
で
、
職
人
さ
ん
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
仕
事

ぶ
り
を
活
写
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
。
伝
統
を
守
り
伝
え
る
大

切
さ
を
紹
介
す
る
、使
命
感
に
支
え
ら
れ
た
お
仕
事
に
は
、

た
だ
た
だ
敬
服
を
禁
じ
得
な
い
。

タ
イ
ト
ル
に
は
、「
最
後
の
職
人
」
の
フ
レ
ー
ズ
。「
最

後
の
」
は
一
瞬
、
ど
き
り
と
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
冒
頭
の
「
烏
帽
子
」
で
は
、

　

取
材
か
ら
4
年
の
時
を
経
て
、
四
津
谷
さ
ん
は
風

の
よ
う
に
旅
立
た
れ
た
。
四
日
市
さ
ん
に
す
べ
て
を

し
っ
か
り
と
伝
え
、
満
足
そ
う
に
笑
っ
て
お
ら
れ
る

お
顔
が
目
に
浮
か
ぶ
。
伝
統
が
残
る
瞬
間
。
そ
れ
は

と
て
も
あ
た
た
か
な
ひ
と
と
き
で
あ
る
。

と
、伝
統
が
高
弟
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
、

わ
た
し
た
ち
読
者
は
安
ら
か
な
心
も
ち
に
な
る
。
こ
の
安

ら
か
さ
に
は
、
独
特
の
筆
致
も
大
い
に
関
係
し
て
い
る
。

彬
子
様
の
文
章
に
は
、
体
言
止
め
が
多
い
。『
新
古
今

和
歌
集
』
に
多
用
さ
れ
た
こ
の
伝
統
的
な
技
は
、
小
休
止

に
よ
る
リ
ズ
ム
と
余
韻
、
キ
リ
ッ
と
締
ま
っ
た
変
化
を
も

た
ら
す
働
き
が
あ
っ
た
。「
伝
統
が
残
る
瞬
間
。」
は
、
漢

字
の
目
立
つ
体
言
止
め
。
こ
の
的
確
な
キ
ャ
ッ
チ
に
続
く

の
は
、す
べ
て
が
や
わ
ら
か
な
ひ
ら
が
な
ば
か
り
の
和
文
。

ほ
っ
と
さ
れ
た
、
彬
子
様
の
心
も
ち
が
、
あ
り
の
ま
ま
に
、

こ
う
し
た
表
記
の
微
妙
な
ゆ
れ
を
介
し
て
反
映
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
無
意
識
に
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
生
得
の

随
筆
家
、
天
賦
の
才
と
申
し
上
げ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
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素
人
目
に
は
、職
人
の
技
は
、大
量
生
産
の
機
械
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
不
安
に
な
る
。
機
械
化

の
波
は
、
容
赦
な
く
押
し
寄
せ
て
い
る
ご
時
世
。
遠
く
な

い
未
来
に
は
、
機
械
（
人
工
知
能
）
が
、
人
間
の
仕
事
を

次
々
と
奪
っ
て
い
く
ら
し
い
。「
最
後
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

物
語
」
も
現
実
味
を
帯
び
て
い
く
よ
う
で
、
恐
ろ
し
い
。

と
こ
ろ
が
、『
最
後
の
職
人
も
の
が
た
り
』
に
は
、
胸

の
す
く
よ
う
な
話
が
、
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

人
間
は
ま
だ
ま
だ
機
械
な
ど
に
は
負
け
な
い
、
そ
れ
は
機

械
だ
か
ら
無
理
な
の
だ
、
と
自
信
が
取
り
戻
せ
る
。
痛
快

な
〈
も
の
が
た
り
〉
で
あ
る
。

手
で
叩
く
か
ら
強
く
な
る
と
上
田
さ
ん
は
言
う
。「
こ

れ
を
機
械
で
や
ろ
う
と
し
た
か
ら
、
金
唐
革
紙
は
あ

か
ん
く
な
っ
た
ん
や
な
」
と
。
い
く
ら
機
械
工
学
が

発
達
し
た
世
の
中
で
も
、
機
械
が
人
間
に
及
ば
な
い

こ
と
は
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
ろ
う
。

彬
子
様
に
よ
れ
ば
、
17
世
紀
に
オ
ラ
ン
ダ
船
が
日
本
に

も
た
ら
し
た
「
金き
ん

唐か
ら

革か
わ

」
は
、
革
に
模
様
を
浮
き
上
が
ら

せ
、
彩
色
し
た
も
の
ら
し
い
。
さ
す
が
に
日
本
人
、
こ
れ

を
革
で
は
な
く
大
量
に
手
に
入
る
和
紙
で
作
れ
な
い
か
と

工
夫
を
重
ね
、「
金
唐
革
紙
」
が
開
発
さ
れ
た
と
、
今
回

は
じ
め
て
知
っ
た
。
革
で
は
な
い
か
ら
、
虫
や
か
び
も
つ

き
に
く
い
し
、
継
ぎ
目
も
目
立
た
ず
、
何
よ
り
比
較
的
安

価
に
生
産
で
き
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
逆
輸
出
さ
れ
、
バ
ッ

キ
ン
ガ
ム
宮
殿
の
壁
紙
に
も
使
用
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
れ
が
、
機
械
で
和
紙
を
漉
く
よ
う
に
な
り
質
が
低
下

し
、
大
正
後
期
か
ら
衰
退
、
つ
い
に
技
術
も
途
絶
え
て
し

ま
い
、
そ
の
た
め
に
文
化
財
の
修
復
も
不
可
能
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
、
金
唐
革
紙
の
研
究
に
取
り
組

み
、
絵
柄
を
打
ち
込
む
「
打
ち
刷
毛
」
だ
け
で
も
１
０
０

本
以
上
を
試
作
す
る
な
ど
四
苦
八
苦
の
連
続
で
、
見
事
に

よ
み
が
え
ら
せ
た
の
が
、
上
田
さ
ん
だ
と
い
う
。

彬
子
様
が
引
用
さ
れ
た
「
こ
れ
を
機
械
で
や
ろ
う
と
し

た
か
ら
、
あ
か
ん
く
な
っ
た
」
と
は
、
け
だ
し
名
人
な
ら

で
は
の
至
言
で
あ
ろ
う
。

人
間
の
仕
事
が
、
い
つ
の
ま
に
か
機
械
に
近
づ
い
て
、
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あ
な
た
の
代
わ
り
は
い
く
ら
で
も
い
ま
す
か
ら
、
と
使
い

捨
て
の
リ
ス
ト
ラ
が
続
き
、
自
分
の
仕
事
に
誇
り
が
持
て

な
く
な
っ
て
、
日
本
の
社
会
は
疲
弊
し
衰
退
の
道
を
た

ど
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
人
間
が
機
械
に
追
い
つ
か
れ

取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
ほ
う
か
ら
一

見
精
度
の
高
い
機
械
に
な
り
た
が
り
、
近
づ
き
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
ツ
ケ
が
、
可
視
化
さ
れ
て
き
た
だ
け
の
問
題
な
の

だ
と
い
う
こ
と
を
、
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

そ
の
点
で
も
印
象
深
い
の
が
、「
金
具
」
の
章
。

　

面
白
い
な
と
思
っ
た
の
が
、
和
釘
の
表
面
が
思
っ

て
い
た
よ
り
ざ
ら
っ
と
し
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
意

外
と
凹
凸
が
あ
る
こ
と
。
機
械
的
に
表
面
が
均
一
に

な
ら
さ
れ
た
洋
釘
よ
り
も
、
不
均
等
な
「
粗
さ
」
が

し
っ
か
り
と
木
に
か
み
、
打
ち
込
め
ば
打
ち
込
む
ほ

ど
効
い
て
く
る
理
由
に
な
る
の
だ
そ
う
だ
。
い
く
ら

機
械
化
が
進
ん
だ
現
代
社
会
で
も
、
機
械
が
人
間
に

及
ば
な
い
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
。

人
工
知
能
に
仕
事
を
奪
わ
れ
る
心
配
な
ど
、
ど
こ
か
へ

飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
し
よ
う
、
な
ど
と
焦
る

こ
と
は
な
い
。人
間
の
手
作
業
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
は
、

た
く
さ
ん
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
思
わ
せ
て
く
れ
る
。

胸
の
す
く
話
で
あ
る
。

彬
子
様
の
文
章
は
、
緻
密
で
す
ば
ら
し
い
。
新
聞
連
載

時
の
「
京
都　

道
も
の
が
た
り
」
で
も
、
如
実
に
感
じ
ら

れ
た
が
、
書
き
出
し
も
絶
妙
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
の
「
金

唐
紙
」
で
も
、

　

ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
と
い
う
人
に
初
め
て
興

味
を
持
っ
た
の
は
、
私
が
20
歳
の
頃
だ
っ
た
。

独
立
し
た
一
文
し
か
な
い
段
落
で
、
章
段
が
は
じ
ま
る
。

父
宮
様
の
寛
仁
親
王
殿
下
と
同
じ
場
所
、
綱
町
三
井
倶

楽
部
で
、
彬
子
様
が
成
年
皇
族
の
お
仲
間
入
り
を
さ
れ
た

時
に
、
こ
れ
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
方
を
お
招
き
し
て
の

茶
会
を
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
時
に
、
感
じ
ら
れ
た
「
作

り
物
で
は
な
い
『
本
物
』
の
重
厚
感
」。
コ
ン
ド
ル
と
の

2
度
目
の
出
会
い
は
、
英
国
留
学
中
の
日
本
美
術
蒐
集
家
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の
交
遊
録
に
、
日
本
に
造
詣
の
深
か
っ
た
彼
の
名
を
見
出

し
た
時
。
そ
し
て
3
度
目
の
邂
逅
が
「
金
唐
紙
」
で
あ
っ

た
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
〝
も
の
が
た
り
〞
で
あ
る
。

英
国
で
、
輸
出
さ
れ
た
日
本
の
金
唐
革
紙
に
出
会
い
、

来
日
し
て
か
ら
設
計
し
た
建
物
に
、
コ
ン
ド
ル
は
金
唐
革

紙
を
多
用
し
た
と
い
う
。
三
井
倶
楽
部
も
、
コ
ン
ド
ル
の

設
計
で
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
二
つ
三
つ
例
を
挙
げ
れ
ば
、「
蒔
絵
筆
」
の

章
の
書
き
出
し
は
、
い
き
な
り
不
可
解
な
、
職
人
村
田
さ

ん
の
つ
ぶ
や
き
か
ら
は
じ
ま
る
。

 

「
鼠
が
使
え
な
く
な
っ
て
、
猫
で
代
用
す
る
と
い
う

の
は
皮
肉
な
話
な
ん
で
す
け
ど
ね
。」

鼠
の
皮
を
鞣
す
職
人
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
、
鼠
の
革
が
手
に
入
ら
ず
、
鼠
の
毛
の
代
わ
り
に
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
猫
の
毛
と
い
う
、
残
念
な
現
状

が
後
半
で
明
か
さ
れ
る
〝
謎
解
き
〞
の
妙
。

「
御

」
の
章
で
は
、

 

「
黒く
ろ

御み

す

の
密み
っ
て
い偵
」
と
呼
ん
で
い
る
友
人
が
い
る
。

黒
御

の
内
側
で
演
奏
し
て
い
る
囃
子
方
の
友
人
に
、
観

劇
に
来
て
い
ら
し
た
彬
子
様
が
、
い
つ
も
た
や
す
く
見
つ

け
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
そ
ん
な
身
近
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

か
ら

を
作
る
職
人
さ
ん
の
手
わ
ざ
へ
と
つ
な
げ
て
い
か

れ
る
。「
今
度
歌
舞
伎
を
見
に
行
く
と
き
は
、
黒
御

の

密
偵
よ
り
も
、
ま
ず
は
そ
の
前
に
あ
る
黒
御

に
目
が

行
っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
」、
首
尾
が
照
応
す
る
結
び

で
、
着
地
を
ピ
タ
リ
と
決
め
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
彬
子
様
は
、
結
び
の
文
ま
で
し
っ
か
り
と
構

想
を
練
ら
れ
た
上
で
、
筆
を
起
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
無
駄
が
な
い
。

あ
り
が
ち
な
こ
と
だ
が
、
無
駄
の
な
い
文
章
は
密
度
の

濃
さ
か
ら
、
往
々
に
し
て
息
苦
し
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
。

だ
が
、
彬
子
様
の
書
か
れ
る
文
章
に
は
、
そ
れ
が
な
い
の

だ
。
漢
字
や
ひ
ら
が
な
の
書
き
分
け
、
さ
ら
に
配
置
に
ま

で
、
気
を
配
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
、
と
思
え
て
く

る
。
文
字
と
文
字
の
間
を
、
風
が
吹
き
抜
け
る
よ
う
な
爽

や
か
さ
。
清
々
し
く
心
地
よ
い
文
体
で
あ
る
。
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「
京
瓦
」
の
章
も
、

風
火
水
土
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
時
代
か
ら
、
世
界
は
こ
の
四
つ

の
元
素
か
ら
成
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
四
元

素
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
日
本
文
化
が
あ

る
。瓦か

わ
ら

。

と
詩
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
、
起
筆
さ
れ
る
。

彬
子
様
は
物
事
を
観
察
さ
れ
る
眼
も
た
い
へ
ん
鋭
く
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
。

　

最
近
、
新
幹
線
で
東
へ
西
へ
と
移
動
す
る
こ
と
が

多
い
が
、
車
窓
か
ら
見
え
る
屋
根
に
瓦
が
ほ
と
ん
ど

載
っ
て
い
な
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
昔
は
村
々
に

あ
っ
た
と
い
う
瓦
屋
も
姿
を
消
し
、
岡
山
は
橙
色
、

能
登
は
黒
色
…
…
と
い
っ
た
地
方
ご
と
に
違
う
瓦
の

地
域
色
も
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

筆
者
は
北
陸
地
方
の
大
学
に
十
年
つ
と
め
て
い
た
。
記

憶
に
刻
ま
れ
た
能
登
の
屋
根
は
、
た
し
か
に
黒
か
っ
た
。

彬
子
様
の
ご
本
を
拝
読
し
た
後
、
岡
山
の
美
術
館
に
洛
中

洛
外
図
の
見
学
に
出
か
け
た
が
、
車
窓
か
ら
屋
根
ば
か
り

見
て
い
た
。
す
る
と
、
か
な
り
の
お
宅
で
瓦
が
ほ
ん
と
う

に
橙
色
だ
っ
た
の
だ
。

各
章
も
、
再
三
に
わ
た
り
触
れ
て
き
た
が
、
ひ
と
つ
ひ

と
つ
が
実
に
緻
密
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
長
崎
刺
繍
」
の
章
で
は
、
ご
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て

い
た
円
山
応
挙
の
話
か
ら
、
書
き
起
こ
さ
れ
る
。
応
挙
は

写
生
で
知
ら
れ
た
名
人
で
あ
る
。「
応
挙
の
作
品
の
魅
力

は
、
見
た
も
の
を
見
た
と
お
り
に
描
く
の
で
は
な
く
、
見

た
も
の
を
よ
り
本
物
ら
し
く
描
い
た
こ
と
だ
と
思
う
」。

ご
自
身
の
ご
専
門
か
ら
、「
先
日
、『
現
代
の
円
山
応
挙
だ
』

と
思
え
る
人
に
出
会
っ
た
」
と
、
読
者
を
長
崎
刺
繍
の
世

界
に
導
い
て
い
か
れ
る
。
達
人
の
文
章
は
、
要
約
が
難
し

い
。
無
駄
が
な
い
か
ら
だ
。
彬
子
様
の
書
か
れ
る
文
章
が
、

ま
さ
に
こ
れ
に
あ
た
る
。

以
下
、
省
略
し
て
の
摘
記
引
用
は
、
風
合
い
を
落
と
し
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て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

長
崎
刺
繍
は
、
寛
永
年
間
以
降
、
唐
船
で
長
崎
に
や
っ

て
き
た
中
国
人
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
。「
長
崎
刺
繍

と
日
本
刺
繍
の
最
大
の
違
い
は
そ
の
『
立
体
感
』
で
は
な

い
か
と
思
う
」
と
彬
子
様
は
印
象
を
語
ら
れ
る
。
登
場
す

る
職
人
は
、
長
崎
く
ん
ち
の
傘
鉾
垂
れ
の
「
魚
尽
し
」
の

復
元
を
10
年
計
画
で
依
頼
さ
れ
た
、
も
と
画
家
志
望
の
嘉

勢
さ
ん
。
当
時
、
江
戸
時
代
の
絵
師
の
描
い
た
下
絵
は
行

方
不
明
、
手
探
り
で
の
復
元
だ
っ
た
。「
漁
に
同
行
し
、

釣
り
上
げ
ら
れ
た
生
き
た
魚
を
見
て
、
触
っ
て
、
ひ
た
す

ら
写
生
を
続
け
た
」「
工
房
に
も
水
槽
を
運
び
込
ん
で
魚

を
泳
が
せ
、
水
族
館
に
も
何
度
も
足
を
運
ん
で
観
察
し
、

下
絵
を
仕
上
げ
て
い
っ
た
」
と
い
う
。

　

そ
れ
で
も
、
本
当
に
こ
れ
で
い
い
の
か
悩
ん
で
い

た
と
い
う
嘉
勢
さ
ん
。
制
作
を
開
始
し
て
か
ら
3
年

後
、
奇
跡
的
に
英
国
で
発
見
さ
れ
た
原
南
嶺
斎
の
下

絵
を
目
に
し
、
自
分
が
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
実
感
す
る
。
制
作
し
た
魚
た
ち
と
南
嶺
斎
の
下
絵

が
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
話
を
聞
い
て
よ
う
や
く
わ
か
っ
た
。
嘉
勢
さ

ん
の
下
絵
が
、
海
外
の
美
術
館
調
査
で
何
度
も
目
に

し
て
き
た
円
山
応
挙
の
下
絵
に
そ
っ
く
り
な
の
だ

と
。
実
際
に
応
挙
の
魚
の
下
絵
を
見
た
こ
と
は
な
い

け
れ
ど
、
線
の
入
れ
方
や
修
正
の
仕
方
が
と
て
も
よ

く
似
て
い
る
。
そ
の
後
、
嘉
勢
さ
ん
が
縫
い
上
げ
た

魚
た
ち
を
目
に
し
、そ
の
思
い
は
確
信
に
変
わ
っ
た
。

「
現
代
の
円
山
応
挙
だ
」
と
。

　

広
げ
ら
れ
た
羅
紗
の
上
に
並
べ
ら
れ
た
魚
た
ち
を

見
て
、『
生
き
て
い
る
』
と
思
っ
た
。
そ
れ
も
、
い

け
す
の
中
に
い
る
生
気
の
な
い
魚
で
は
な
い
。
大
海

原
を
悠
々
と
泳
ぐ
魚
た
ち
。
そ
の
彼
ら
の
一
瞬
の
動

き
を
ぱ
っ
と
切
り
取
っ
た
よ
う
だ
。
興
奮
し
て
、
思

わ
ず
「
本
当
に
泳
い
で
い
る
み
た
い
」
と
言
葉
が
口

を
つ
い
た
。
で
も
嘉
勢
さ
ん
は
、「
漁
師
の
人
に
は

こ
ん
な
魚
い
な
い
っ
て
言
わ
れ
る
ん
で
す
よ
」
と
あ

く
ま
で
も
謙
虚
だ
。
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本
当
は
こ
ん
な
魚
は
い
な
い
の
に
、
本
物
に
見
え

る
。
そ
れ
は
魚
た
ち
に
嘉
勢
さ
ん
が
命
を
吹
き
込
ん

で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
応
挙
は
見
た
も
の
を
よ
り
本

物
ら
し
く
平
面
に
表
現
で
き
る
人
。
嘉
勢
さ
ん
は
見

た
も
の
を
よ
り
本
物
ら
し
く
立
体
に
表
現
で
き
る
人

だ
。
応
挙
は
長
崎
派
の
絵
画
に
影
響
を
受
け
、
そ
の

画
風
を
確
立
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
「
３
０
０
年
の
時
を
経
て
、
長
崎
が
つ
な
い
だ
、

作
品
に
命
を
与
え
ら
れ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
邂
逅
を
目
の

当
た
り
に
し
た
気
が
し
た
。」
と
結
ば
れ
て
い
る
。

ご
専
門
の
分
野
を
交
え
な
が
ら
、
長
崎
刺
繍
が
い
か
に

す
ば
ら
し
い
「
工
芸
」
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
い
て
い
か

れ
る
。
こ
の
筆
の
力
こ
そ
、
職
人
の
匠
の
技
と
申
し
上
げ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

「
京
弓
」
の
章
に
も
、
読
み
手
を
、
あ
た
か
も
職
人
さ

ん
の
工
房
に
、
い
ま
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
る
か
と
錯

覚
さ
せ
る
よ
う
な
、
臨
場
感
溢
れ
る
描
写
が
あ
る
。

ま
ず
京
弓
の
複
雑
な
構
造
が
丹
念
に
説
明
さ
れ
る
。
そ

し
て
「
あ
て
木
と
弦つ
る

を
か
け
る
板
を
付
け
、
麻
縄
を
等
間

隔
に
巻
い
て
い
く
。
ま
る
で
測
っ
た
か
の
よ
う
に
同
じ
幅

で
巻
か
れ
て
い
く
麻
縄
は
、
自
ら
弓
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
て

い
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。」
に
続
い
て
、
製
作

の
山
場
へ
と
筆
は
継
が
れ
て
い
く
。

こ
こ
か
ら
が
製
作
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
。「
弓
打
ち
」

と
い
わ
れ
る
作
業
で
あ
る
。縄
の
交
点
の
と
こ
ろ
に
、

１
１
０
〜
１
２
０
本
の
竹
の
く
さ
び
を
木き

槌づ
ち

で
打
ち

込
み
、絶
妙
な
力
加
減
で
弓
の
反そ

り
を
つ
け
て
い
く
。

1
本
の
く
さ
び
の
方
向
や
か
け
る
力
の
強
さ
で
弓
の

出
来
が
す
べ
て
変
わ
っ
て
し
ま
う
、
ス
ピ
ー
ド
と
瞬

時
の
判
断
力
が
勝
負
の
緊
張
感
の
あ
る
作
業
。
そ
の

鬼き

気き

迫せ
ま

る
様
子
は
、
ま
さ
に
戦
い
に
挑
む
武
士
そ
の

も
の
で
、
ひ
と
こ
と
も
声
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
壮
絶
な
戦
い
を
目
の
前
で
見
た
よ
う
で
、

圧
倒
さ
れ
て
し
ば
し
呆
然
。「
…
…
と
ま
あ
、
こ
う

い
う
も
ん
で
す
」
と
柴
田
さ
ん
に
声
を
か
け
ら
れ
、

よ
う
や
く
息
を
つ
く
こ
と
が
で
き
た
。
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緊
張
と
緩
和
。
名
工
の
一
言
が
、
実
に
効
い
て
い
る
。
躍

動
感
溢
れ
る
描
写
で
あ
る
。

彬
子
様
は
、
職
人
さ
ん
を
大
切
に
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
。
全
編
に
、
職
人
さ
ん
に
対
す
る
敬
意
が
満
ち
み
ち
て

い
る
の
だ
。
そ
の
所
作
に
は
、
徹
底
し
て
敬
語
が
使
わ
れ

て
い
る
。「
昔む
か
し

気か
た
ぎ質
の
職
人
さ
ん
が
中
に
お
ら
れ
る
予
感

が
し
て
く
る
」「
待
っ
て
い
て
下
さ
っ
た
の
は
」「
お
父
さ

ま
の
ご
結
婚
を
機
に
新
築
さ
れ
た
の
だ
そ
う
だ
」「
迎
え

て
く
だ
さ
っ
た
」「
お
会
い
し
た
瞬
間
に
」「
お
弟
子
さ
ん

は
取
ら
れ
な
い
ん
で
す
か
？
」「
う
れ
し
そ
う
に
言
っ
て

下
さ
っ
た
笑
顔
に
」「
代
々
村む
ら

田た

九く

郎ろ

兵べ

衛え

の
名
を
継
ぎ
、

蒔
絵
筆
を
作
り
続
け
て
こ
ら
れ
た
御
家
柄
」
な
ど
な
ど
、

こ
の
手
の
敬
体
表
現
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
出
せ
る
。

職
人
さ
ん
の
生
き
た
こ
と
ば
も
、
そ
の
ま
ま
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。
思
い
つ
く
ま
ま
に
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

「
も
う
次
の
代
ま
で
は
大
丈
夫
で
す
わ
」（
烏
帽
子
）、「
ど

こ
に
何
が
入
っ
て
い
る
か
を
覚
え
る
だ
け
で
5
年
以
上
か

か
り
ま
す
か
ら
ね
」（
杼
）、「
そ
ん
な
こ
と
あ
ら
し
ま
せ
ん
。

失
敗
し
た
ら
ま
た
水
混
ぜ
て
粘
土
に
し
て
作
り
直
し
た
ら

え
え
話
や
さ
か
い
に
」（
京
瓦
）、「
相
手
を
威い

嚇か
く

し
、
怯ひ
る

ま
せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て
、『
殺
す
』
こ
と
が
目
的

で
は
な
い
か
ら
で
す
よ
」（
京
弓
）、「
一
瞬
で
す
か
ら
、

瞬ま
ば
た

き
し
た
ら
い
け
ま
せ
ん
よ
」（
本
藍
染
）、「
昔
な
が
ら

の
や
り
方
に
は
き
っ
と
意
味
が
あ
り
、
伝
え
ら
れ
た
こ
と

は
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
く
の
が
自
分
た
ち
の
使
命
」（
烏

梅
）、「
母
ち
ゃ
ん
が
1
日
に
苧お

引ひ

き
で
き
る
分
だ
け
。
あ

ま
り
た
く
さ
ん
刈
り
取
る
と
怒
ら
れ
ち
ま
う
か
ら
」（
か

ら
む
し
）、「
た
だ
型
紙
に
合
わ
せ
て
切
る
だ
け
な
ん
で
す

け
ど
ね
」（
キ
リ
コ
）、「
本
物
の
線
に
も
迷
い
が
な
い
で

し
ょ
う
。
考
え
な
が
ら
彫
っ
た
ら
こ
の
線
は
出
せ
な
い
。

天
平
時
代
の
職
人
と
同
じ
よ
う
に
自
分
も
彫
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
か
ら
」（
撥
鏤
）、「
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
ル
ー

テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
続
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
」（
和
鏡
）、「
水
の
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
ん

で
す
」（
丹
後
和
紙
）、「
や
っ
ぱ
り
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
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ろ
を
見
と
い
て
も
ら
わ
ん
と
」（
金
唐
紙
）、「
水
引
も
何

人
か
の
人
の
苦
労
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
自
分
の
苦
労
は

微
々
た
る
も
の
で
、
す
べ
て
世
の
中
の
人
の
お
か
げ
で
助

け
ら
れ
て
い
る
。
神
様
・
仏
様
・
人
様
の
お
か
げ
な
の
で

す
」（
加
賀
水
引
）「
発
注
側
が
先
生
で
、
作
り
手
は
生
徒

だ
／
喜
ん
で
も
ら
え
る
と
、
先
生
か
ら
花
丸
を
も
ら
っ
た

気
分
だ
よ
」（
漆
掻
き
道
具
）、「
竹
に
逆
ら
っ
て
は
い
け

な
い
」（
御

）、「
子
ど
も
を
育
て
る
み
た
い
な
も
ん
で

す
わ
ね
」（
金
平
糖
）。

紙
幅
の
関
係
で
、
と
て
も
全
部
は
紹
介
し
き
れ
な
い
。

文
脈
の
前
後
を
贅
沢
に
引
け
な
い
こ
と
も
、惜
し
ま
れ
る
。

そ
れ
で
も
、
道
を
き
わ
め
た
練
達
の
人
び
と
の
こ
と
ば
に

は
、
独
特
の
響
き
と
深
み
が
あ
る
。

冒
頭
の
「
は
じ
め
に
」
で
、
彬
子
様
は
こ
の
よ
う
に
筆

を
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

 

「
最
後
の
職
人
」
は
、
日
本
中
に
ど
れ
だ
け
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
人
が
い
な
く
な
れ
ば
、
絶
え
て
し

ま
う
技
術
。
そ
れ
は
、
日
本
文
化
を
守
る
最
後
の
砦

で
あ
る
け
れ
ど
、
と
も
す
れ
ば
、
す
ん
で
の
と
こ
ろ

で
ど
う
に
か
持
ち
こ
た
え
て
い
る
擦
り
切
れ
か
け
た

綱
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
私
が
行
き
つ
い
た
答
え
は
、『
伝
統
と
は
残
す

も
の
で
は
な
く
、
残
る
も
の
』
で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て

い
る
。」
と
続
け
ら
れ
、「
今
日
ま
で
そ
の
技
術
が
残
っ
て

き
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
技
術
が
失
わ

れ
る
の
に
も
ま
た
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。」
と
明
言
さ

れ
て
い
た
。
真
実
を
つ
い
た
き
び
し
い
言
葉
に
聞
こ
え
る

が
、
職
人
さ
ん
た
ち
に
ず
っ
と
よ
り
そ
っ
て
こ
ら
れ
た

彬
子
様
な
ら
で
は
の
、
ご
実
感
な
の
だ
と
受
け
と
め
た
。

「
最
後
の
職
人
」
は
、
狭
い
日
本
に
か
ぎ
ら
な
か
っ
た
。

19
世
紀
半
ば
の
フ
ラ
ン
ス
で
発
明
さ
れ
、
世
界
中
に
広

ま
っ
た
コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷
。
多
色
刷
り
の
技
術
を
伝
え
る

の
は
、
世
界
で
京
都
の
便
利
堂
だ
け
だ
と
い
う
。「
世
界

の
最
後
の
職
人
」
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

け
れ
ど
も
、
ご
本
で
語
ら
れ
る
の
は
「
最
後
の
職
人
」
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ば
か
り
で
は
な
い
。
い
っ
た
ん
途
絶
え
た
伝
統
の
技
法
を

研
究
し
て
「
金
唐
紙
」
の
復
元
を
さ
れ
た
り
、
正
倉
院
の

宝
物
で
あ
る
象
牙
の
〈
撥
鏤
尺
〉
作
り
を
独
学
で
き
わ
め

て
再
現
し
た
り
、
復
活
や
復
元
を
は
た
し
た
、
再
興
の
祖

と
で
も
い
う
べ
き
職
人
さ
ん
も
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
村

全
体
で
外
部
か
ら
研
修
生
を
受
け
入
れ
育
て
る
織
姫
制
度

を
あ
み
だ
し
、
そ
の
織
姫
卒
業
生
か
ら
30
名
近
い
人
が
村

内
や
近
隣
地
域
に
と
ど
ま
り
、
か
ら
む
し
に
関
わ
り
続
け

て
い
る
福
島
県
昭
和
村
の
取
り
組
み
な
ど
、
明
る
い
未
来

へ
の
予
兆
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
人
間
が
い
く
ら
あ
が
い
て
も
抗
え
な
い
も
の
は
あ
る
。

今
で
き
る
こ
と
は
、
大
切
な
日
本
文
化
が
『
残
る
』
た
め

の
未
来
を
、
私
た
ち
の
力
で
作
っ
て
い
く
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
」
と
は
、
彬
子
様
の
貴
重
な
ご
提
言
。
日
本
人

の
誰
し
も
が
、
重
く
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。最

後
に
、
写
真
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
24
ペ
ー
ジ
に
及

ぶ
、
口
絵
の
カ
ラ
ー
写
真
が
豪
華
で
あ
る
。

だ
が
本
文
中
に
、
ふ
ん
だ
ん
に
挿
入
さ
れ
た
モ
ノ
ク
ロ

写
真
も
、
風
合
い
が
あ
っ
て
す
ば
ら
し
い
。
薄
暗
い
工
房

の
内
部
、
ま
た
道
具
類
。
職
人
さ
ん
の
指
先
、
横
顔
、
背

中
。
そ
し
て
手
仕
事
を
の
ぞ
き
こ
ま
れ
た
り
、
道
具
類
や

品
物
を
手
に
さ
れ
た
り
、
時
々
の
彬
子
様
の
お
姿
も
。
そ

の
一
枚
一
枚
が
、
味
わ
い
深
い
。

ぜ
ひ
、日
本
文
化
に
興
味
の
あ
る
読
書
子
は
も
と
よ
り
、

た
く
さ
ん
の
人
た
ち
に
、
手
に
取
っ
て
味
読
、
堪
能
し
て

い
た
だ
き
た
い
ご
本
で
あ
る
。

（
小
学
館　

２
０
１
９
年
3
月　

税
別
４
０
０
０
円
）


