
一
「
吉
浜
海
岸
月
夜
の
場
」
と
「
舞
子
海
浜
の
場
」

尾
崎
紅
葉
「
金
色
夜
叉
」
は
、
明
治
三
〇
年
の
『
読
売
新
聞
』
連
載
時
か
ら

好
評
を
博
し
、
明
治
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
し
て
広
く
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
く

よ
う
に
な
る
。
大
正
、
昭
和
に
至
っ
て
も
、
書
物
の
形
態
を
変
え
て
広
く
読
み

継
が
れ
、「
金
色
夜
叉
」
は
、
言
わ
ば
近
代
の
物
語
と
し
て
受
容
さ
れ
、
消
費

さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
物
語
の
広
が
り
を
支
え
た
の
は
小
説
本
文
を
所
収
し
た

書
物
だ
け
で
は
な
く
、
演
劇
、
新
体
詩
、
絵
画
、
浪
花
節
、
絵
葉
書
、
歌
謡
、

映
画
と
い
っ
た
よ
う
な
様
々
な
表
現
形
態
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
金
色
夜
叉
」

が
物
語
た
る
所
以
は
、
小
説
か
ら
派
生
し
た
〈
副
次
的
〉
な
表
現
形
態
が
、
そ

の
物
語
の
強
化
と
維
持
を
絶
え
ず
生
み
出
し
て
い
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」（
関
肇
）１

と
呼
ば
れ
る
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に

よ
っ
て
近
代
の
物
語
と
な
り
得
た
「
金
色
夜
叉
」
の
代
表
的
場
面
と
言
え
ば
、

例
の
熱
海
の
海
岸
で
貫
一
が
お
宮
を
足
蹴
に
す
る
場
面
で
あ
ろ
う
。
初
刊
本

『
金
色
夜
叉
　
前
編
』（
明
治
三
一
・
七
　
春
陽
堂
）
に
お
け
る
武
内
桂
舟
の
口

絵
（
図
a
）
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物
語
を
深
く
彩
り
、「
金

色
夜
叉
」
と
言
え
ば
こ
の
場
面
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
昭
和
六
〇
年

一
月
、
熱
海
市
東
海
岸
町
、
国
道
一
三
五
号
沿
い
に
建
立
さ
れ
た
貫
一
・
お
宮

の
ブ
ロ
ン
ズ
像
（
図
b
）
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
受
容
を
端
的
に
物
語
っ
て
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【図a】『金色夜叉　前編』口絵
（武内桂舟画）

【図b】貫一・お宮の像
（館野弘青作　熱海市）



い
る
。

こ
の
場
面
の
舞
台
で
あ
る
熱
海
は
、
既
に
中
世
に
は
温
泉
地
と
し
て
開
か
れ

て
お
り
、
湯
治
目
的
の
ひ
と
び
と
の
来
訪
を
招
い
て
い
た
。
近
世
期
に
は
、
徳

川
家
康
の
来
湯
や
諸
大
名
の
湯
治
が
続
き
、
将
軍
家
へ
の
献
上
湯
に
よ
っ
て
熱

海
の
名
は
広
ま
り
、
多
く
の
来
訪
者
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た２

。
明
治
一
〇
年

代
に
は
、
上
流
階
層
の
温
泉
保
養
地
兼
避
寒
地
と
し
て
発
展
し
、
明
治
二
〇
年

頃
か
ら
は
そ
れ
ら
の
別
荘
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
る３

。
既
に
農
商
務
官
を
退
職

し
、
地
所
や
家
作
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
お
宮
の
父
親
鴫
沢
隆
三
に
は

熱
海
に
別
荘
を
持
つ
程
の
経
済
力
は
な
い
が
、
お
宮
や
母
親
に
そ
の
経
済
力
を

誇
示
す
る
富
山
唯
継
に
と
っ
て
は
、
熱
海
に
別
荘
を
持
つ
こ
と
な
ど
造
作
も
な

い
よ
う
だ
。
貫
一
に
合
わ
せ
る
顔
が
な
い
お
宮
も
、
湯
治
を
偽
っ
て
熱
海
に
逃

避
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『
金
色
夜
叉
　
前
編
』
は
、
こ
の
よ
う
な
保
養
地
、
別
荘
地
と
し
て
の
熱
海

と
い
う
場
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
故

に
、
そ
の
物
語
の
広
ま
り
が
、
熱
海
と
い
う
場
の
認
知
度
を
高
め
て
い
っ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
り
わ
け
、
お
宮
と
母
親
が
散
歩
す
る
梅
林
や
、
貫

一
が
お
宮
を
足
蹴
に
す
る
浜
辺
は
、
熱
海
の
名
所
と
し
て
、
物
語
の
記
憶
を
呼

び
起
こ
す
形
で
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
以
下
は
、
松
島
生
『
伊
豆
新
誌
』

（
明
治
四
一
・
四
　
村
上
書
店
）
が
、
熱
海
の
名
所
と
し
て
熱
海
梅
林
を
紹
介

し
た
記
述
で
あ
る
。

熱
海
梅
林
　
町
の
北
方
に
あ
り
、
明
治
十
八
年
横
浜
の
人
茂
木
氏
の
開

い
た
も
の
で
、
紅
葉
山
人
の
金
色
夜
叉
に
依
つ
て
名
高
く
な
つ
た
。
さ
れ

ば
予
は
境
内
の
光
景
は
同
氏
の
筆
に
ゆ
づ
つ
て
敢
て
禿
筆
を
駆
ら
ず
。
君

若
し
心
あ
ら
ば
、
此
所
に
来
つ
て
此
の
床
几
に
依
り
、
此
花
を
眺
め
、
宮

の
心
を
察
し
、
貫
一
の
思
ひ
を
憐
み
給
へ
。
又
此
所
を
辞
し
て
、
夜
に
入

り
て
は
浜
辺
に
立
ち
て
、
波
の
音
、
松
吹
く
風
の
調
に
『
姦
婦
!!
』
と
叫

ん
で
弱
腰
蹴
り
し
貫
一
、
蹴
ら
れ
し
宮
が
、
口
惜
し
さ
、
悲
し
さ
を
忍
び

給
へ
。
更
に
一
月
十
七
日
の
夜
と
な
り
、
月
の
白
く
愁
ふ
る
あ
ら
ば
、
何

処
の
空
に
か
、
さ
迷
ひ
て
、
宮
を
恨
め
る
貫
一
の
涙
の
凝
り
し
雲
な
る
か

と
、
熱
き
涙
を
注
ぎ
、
尾
崎
氏
の
霊
筆
を
た
ゝ
へ
給
へ
。

伊
藤
博
文
の
提
唱
に
従
い
、
熱
海
を
近
代
的
保
養
地
と
し
て
整
備
す
る
べ
く

茂
木
惣
兵
衛
が
造
成
し
た
梅
園
も４

、
そ
の
起
源
は
「
金
色
夜
叉
」
の
物
語
に
奪

い
取
ら
れ
、
貫
一
を
裏
切
る
お
宮
の
内
面
を
追
体
験
す
る
よ
う
な
場
と
し
て
表

象
さ
れ
て
い
る
。
熱
海
の
浜
辺
に
つ
い
て
は
、
物
語
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る

貫
一
の
台
詞
と
、
件
の
足
蹴
と
い
う
ポ
ー
ズ
、
さ
ら
に
は
一
月
十
七
日
と
い
う

日
付
と
い
っ
た
物
語
を
め
ぐ
る
情
報
が
自
明
の
も
の
と
し
て
共
有
さ
れ
る
形
で
、

そ
の
場
が
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
金
色
夜
叉
」
が
『
読
売
新
聞
』
紙
上
に

連
載
を
ス
タ
ー
ト
し
て
一
〇
年
後
、
そ
し
て
未
完
の
ま
ま
紅
葉
が
没
し
て
五
年

後
の
明
治
四
一
年
に
は
、
既
に
「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物
語
は
、
熱
海
と
い
う

場
を
語
る
に
は
欠
か
せ
な
い
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
既
に
明
治
四
〇
年
代
に
は
、「
金
色
夜
叉
」
の
物
語
と
熱
海

の
イ
メ
ー
ジ
と
が
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
特
に
原
作
で
「
熱
海
の
浜
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辺
」
と
明
記
さ
れ
た
あ
の
足
蹴
の
場
面
は
、
そ
の
関
係
性
の
象
徴
で
あ
る
の
み

な
ら
ず
、
物
語
そ
の
も
の
を
集
約
し
た
場
面
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
よ
う
。
し
か
し
、「
金
色
夜
叉
」
と
熱
海
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
強

固
な
連
動
は
、
決
し
て
所
与
の
も
の
で
は
な
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、「
金
色
夜
叉
」
は
「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」
と
呼
ば

れ
る
表
現
形
態
の
混
交
に
よ
っ
て
そ
の
物
語
が
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
早
い
段
階
か
ら
こ
の
物
語
を
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
表
現
領
域
が
演

劇
で
あ
っ
た
。「
金
色
夜
叉
」
の
初
演
は
、
明
治
三
一
年
三
月
二
五
日
で
、
川

上
音
二
郎
一
座
に
よ
っ
て
市
村
座
で
上
演
さ
れ
た
。
当
時
の
『
読
売
新
聞
』
に

は
、
紅
葉
の
「
続
金
色
夜
叉
」
が
連
載
中
で
あ
り
、「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物

語
の
結
末
が
未
だ
明
ら
か
で
な
い
ま
ま
舞
台
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
上

演
に
先
立
っ
て
、
同
年
三
月
三
日
か
ら
二
四
日
ま
で
の
『
読
売
新
聞
』
に
は
、

藤
沢
浅
次
郎
に
よ
る
「
脚
本
金
色
夜
叉
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
初
演
の
脚
本
に
お
い
て
、
件
の
熱
海
の
場
面
は
、「
熱
海
道
立
場
茶
屋

の
場
」「
熱
海
梅
園
出
会
の
場
」「
吉
浜
海
岸
月
夜
の
場
」
の
三
場
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
が
、
奇
妙
な
の
は
「
吉
浜
海
岸
」
と
い
う
名
称
だ
。
脚
本
の
ト
書
き

に
は
「
熱
海
吉
浜
海
浜
」
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
と
き
市
村
座
が
刊
行
し

た
非
売
品
の
冊
子
の
上
演
解
説
に
も５

、「
伊
豆
海
浜
吉
浜
」
と
あ
る
。
吉
浜
海

岸
と
は
、
熱
海
か
ら
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
北
上
し
た
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
吉
浜

村
（
現
湯
河
原
町
）
の
海
岸
を
指
す
た
め
、
ト
書
き
に
あ
る
よ
う
な
「
熱
海
吉

浜
海
岸
」
と
い
う
記
述
は
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、

こ
の
熱
海
近
辺
の
海
岸
を
「
吉
浜
海
岸
」
や
「
熱
海
吉
浜
海
岸
」
と
い
う
語
で

表
現
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
や
や
時
代
は
下
が
る
が
、
な
に
が
し

「
県
下
の
海
浜
（
七
）」（『
横
浜
貿
易
新
報
』
明
治
四
〇
・
八
・
一
七
）
と
い
う

新
聞
記
事
に
は
、「
真
鶴
か
ら
熱
海
へ
向
つ
て
緩
く
静
か
に
走
る
人
車
の
上
に
、

誰
し
も
『
あ
ゝ
い
い
景
色
だ
』
と
云
ふ
の
は
吉
浜
で
す
」
と
い
う
記
述
が
あ

り
、
そ
の
浜
は
「
真
珠
を
敷
い
た
や
う
」
で
あ
る
と
い
う
表
現
を
ふ
ま
え
れ

ば
、
熱
海
近
辺
で
吉
浜
が
美
し
い
浜
辺
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
た
め
に
熱
海

か
ら
吉
浜
へ
と
場
の
設
定
を
変
更
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
原
作
か
ら
脚
本
化

へ
の
プ
ロ
セ
ス
に
原
作
の
受
容
と
解
釈
の
あ
り
様
を
抽
出
す
る
な
ら
ば
、「
金

色
夜
叉
」
の
初
演
の
脚
本
で
は
、
貫
一
が
お
宮
を
足
蹴
に
す
る
あ
の
海
岸
は
、

熱
海
と
い
う
固
有
名
に
拘
泥
し
た
形
で
設
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ

の
近
辺
の
海
岸
に
対
す
る
、
極
め
て
漠
然
と
し
た
想
像
力
の
中
に
置
か
れ
て
い

る
よ
う
だ
。

ま
た
、
こ
の
脚
本
に
お
い
て
は
、
後
に
「
名
台
詞
」
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
「
来
年
の
今
月
今
夜
に
な
つ
た
ら
ば
、
僕
の
涙
で
必
ず
月
は
曇
ら
し
て

見
せ
る
か
ら
」
と
い
う
小
説
中
の
貫
一
の
台
詞
は
削
除
さ
れ
て
お
り
、
あ
の
足

蹴
の
場
面
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
脚
本
の
ト
書
き
に
は
、
貫
一
が
お
宮
を
強

く
振
り
払
い
、
お
宮
が
倒
れ
、
そ
の
顔
が
血
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
記

さ
れ
て
お
り
、
川
上
音
二
郎
演
じ
る
貫
一
が
、
お
宮
を
帽
子
で
殴
っ
た
り
、
外

套
で
打
っ
た
り
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る６

。「
金
色
夜
叉
」
の
物
語
イ
メ
ー
ジ

に
不
可
欠
な
、
海
岸
で
の
足
蹴
の
場
面
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
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い
て
も
、
こ
の
初
演
の
「
金
色
夜
叉
」
は
、
現
在
も
流
通
し
て
い
る
よ
う
な
ス

テ
ロ
タ
イ
プ
な
物
語
イ
メ
ー
ジ
と
は
食
い
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
三
一
年
一
〇
月
三
一
日
初
日
の
日
本
新
演
劇
団
に
よ
る
大
阪
歌
舞
伎
座

で
の
上
演
は
、「
金
色
夜
叉
」
を
題
材
に
取
り
上
げ
て
は
い
る
が
、
外
題
は

「
汝

お
の
れ

！
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
依
然
と
し
て
紅
葉
に
よ
る
原
作
の
連
載
は

続
い
て
い
る
た
め
、
川
上
音
二
郎
一
座
同
様
、
原
作
の
結
末
が
不
明
な
中
で
の

舞
台
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
上
演
に
つ
い
て
、
松
崎
天
民
「
劇
と
し
て

の
『
金
色
夜
叉
』（
朝
日
座
の
新
演
劇
）」（『
小
天
地
』
明
治
三
五
・
七
）
は
、

こ
の
脚
本
の
作
者
が
岩
崎
蕣
花
で
あ
る
こ
と
や
、
脚
本
が
原
作
と
は
全
く
異
な

る
つ
く
り
で
あ
る
こ
と
、
年
老
い
た
貫
一
と
お
宮
が
富
山
唯
継
を
介
し
て
結
婚

式
を
挙
げ
る
と
い
う
結
末
で
あ
っ
た
こ
と
、「
世
間
受
専
一
の
演
劇
」
で
あ
っ

た
こ
と
な
ど
を
伝
え
て
い
る
が
、
天
民
の
記
述
も
伝
聞
形
式
で
あ
る
た
め
不
確

か
な
点
が
多
い
。
関
肇
は
、
天
民
の
こ
の
記
述
に
依
り
な
が
ら
、
原
作
の
自
由

な
改
変
が
可
能
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
当
時
の
大
阪
で
は
「
金
色
夜
叉
」
が
十

分
な
知
名
度
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る７

。

こ
の
舞
台
を
評
し
た
や
な
ぎ
「
大
阪
歌
舞
伎
略
評
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
明

治
三
一
・
一
一
・
七
）
や
、
霞
の
家
「
大
阪
歌
舞
伎
畧
評
」（『
大
阪
朝
日
新

聞
』
明
治
三
一
・
一
一
・
一
〇
）
か
ら
は
、
こ
の
脚
本
の
内
容
が
多
少
う
か
が

え
、
後
者
に
よ
れ
ば
、「「
汝
」
は
紅
葉
山
人
の
小
説
「
金
色
夜
叉
」
の
中
よ
り

前
半
を
捉
へ
来
り
て
後
半
を
「
海
の
秘
密
」
に
て
補
作
し
た
る
継
剥
狂
言
な

り
」
と
あ
る
。「
海
の
秘
密
」
は
、
明
治
三
〇
年
一
一
月
二
一
日
か
ら
福
井
茂

兵
衛
一
座
が
浪
花
座
で
上
演
し
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
読
み
取
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
天
民
の
記
述
を
根
拠
に
、
従
来
こ
の
舞
台
は
、
二
幕

に
「
熱
海
街
道
立
場
茶
屋
の
場
」「
熱
海
公
園
梅
林
会
合
の
場
」、
三
幕
「
熱
海

海
岸
月
夜
の
場
」
を
設
け
、
や
は
り
件
の
熱
海
の
場
を
取
り
込
ん
で
い
る
と
理

解
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
二
つ
の
評
を
見
る
と
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
ら
し

い
。
霞
の
家
「
大
阪
歌
舞
伎
畧
評
」
に
は
、「
小
織
桂
一
郎
の
風
間
賛
一
は
思

ひ
の
外
の
上
出
来
舞
子
海
浜
の
場
に
お
宮
と
別
る
ゝ
処
殊
に
よ
し
紅
葉
山
人
の

小
説
に
て
も
此
一
段
最
巧
妙
を
極
め
た
る
が
此
優
の
此
役
や
ゝ
そ
の
妙
を
発
揮

し
得
た
る
も
の
と
い
ふ
べ
し
」
と
あ
り
、
設
定
さ
れ
た
の
は
熱
海
海
浜
で
は
な

く
舞
子
海
浜
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
同
様
に
、
や
な
ぎ
「
大
阪
歌
舞
伎
略
評
」
も

「
舞
子
海
浜
の
場
」
に
つ
い
て
の
評
を
記
し
て
い
る
。

舞
子
海
浜
は
、
兵
庫
県
の
西
垂
水
か
ら
山
田
間
の
海
浜
を
指
す
が
、
熱
海
か

ら
舞
子
海
浜
へ
の
設
定
の
移
行
に
は
、
熱
海
に
対
す
る
想
像
力
を
大
阪
で
確
保

す
る
こ
と
の
難
し
さ
が
う
か
が
え
る
。
現
在
の
認
識
で
は
「
金
色
夜
叉
」
は
明

治
を
代
表
す
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
と
し
て

は
、
人
気
は
あ
っ
て
も
新
聞
の
一
連
載
小
説
に
過
ぎ
ず
、
大
阪
で
の
認
知
度
の

問
題
も
相
俟
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
の
改
変
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

熱
海
よ
り
も
、「
青
松
白
砂
の
間
に
蟠
蜒
し
風
致
神
韻
凡
な
ら
ず
」（
塚
脇
門
蔵

編
『
神
戸
名
所
案
内
』
明
治
三
〇
・
一
〇
　
熊
谷
久
栄
堂
）
と
同
時
代
に
語
ら

れ
た
舞
子
海
浜
の
方
が
、
大
阪
の
人
々
に
と
っ
て
は
想
像
し
易
い
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
上
演
に
お
い
て
も
、「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物
語
と
熱
海
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の
イ
メ
ー
ジ
と
は
結
び
つ
い
て
は
い
な
い
が
、
霞
の
家
と
い
う
評
者
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
こ
の
海
岸
の
場
が
「
紅
葉
山
人
の
小
説
に
て
も
此
一
段
最
巧
妙
を

極
め
た
る
」
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
川
上
音
二
郎
一
座
の
上
演
の
際
に
は
省
か
れ
て
い
た
、
貫
一
の
「
来
年

の
今
月
今
夜
〜
」
の
台
詞
や
、
あ
の
足
蹴
の
場
面
が
、
こ
の
大
阪
歌
舞
伎
座
で

の
上
演
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

二
　
熱
海
海
岸
の
発
見

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
武
内
桂
舟
の
あ
の
口
絵
を
添
え
た
初
刊
本

『
金
色
夜
叉
　
前
編
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
川
上
音
二
郎
一
座
の
市
村
座
で

の
「
金
色
夜
叉
」
上
演
か
ら
数
ヵ
月
後
、
ま
た
、
日
本
新
演
劇
団
が
大
阪
歌
舞

伎
座
で
「
汝
！
」
の
初
日
を
迎
え
る
数
ヶ
月
前
の
、
明
治
三
一
年
七
月
の
こ
と

で
あ
っ
た８

。
そ
れ
ま
で
『
読
売
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
て
い
た
「
金
色
夜
叉
」
が
、

こ
の
書
物
の
刊
行
に
よ
り
、
原
作
へ
の
接
触
と
そ
れ
へ
の
依
拠
を
容
易
に
し
て

い
っ
た
こ
と
は
見
え
易
い
。
ま
た
、
こ
の
書
物
に
、
あ
の
足
蹴
の
場
面
を
描
い

た
武
内
桂
舟
の
口
絵
が
添
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
場
面
が
、『
金
色
夜
叉
　
前

編
』
の
物
語
を
端
的
に
集
約
し
て
い
く
よ
う
な
求
心
力
を
発
揮
し
て
い
く
こ

と
、
ひ
い
て
は
、「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物
語
の
受
容
の
あ
り
様
を
方
向
付
け

て
い
く
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、『
金
色
夜
叉
　
前
編
』

が
刊
行
さ
れ
た
当
時
は
、
後
藤
宙
外
「
小
説
の
口
絵
に
就
き
て
」（『
新
小
説
』

明
治
三
二
・
四
）
が
、「
現
今
の
幼
稚
な
る
読
者
は
、
口
絵
の
艶
美
さ
に
釣
ら

れ
て
小
説
を
買
ふ
者
も
尠
な
か
ら
ざ
る
べ
け
れ
ば
、
商
略
上
書
肆
は
俄
に
極
彩

色
の
口
絵
全
廃
を
断
行
す
る
の
勇
気
な
か
る
べ
し
」
と
語
る
よ
う
な
、「「
近
代

口
絵
」
の
隆
盛
期
」（
岩
切
信
一
郎９

）
の
中
に
あ
っ
た
。
こ
の
口
絵
の
流
通
と

共
に
「
金
色
夜
叉
」
の
物
語
イ
メ
ー
ジ
は
構
築
さ
れ
、
そ
れ
が
、
原
作
の
受
容

の
あ
り
様
を
映
し
出
し
て
い
る
と
も
言
え
る
演
劇
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
一

定
の
力
を
発
揮
し
て
い
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
金
色
夜
叉
」
が
演
劇
化
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
五
年
二
月
七
日
初
日

の
愛
嬌
会
新
演
劇
に
よ
る
宮
戸
座
で
の
上
演
に
お
い
て
で
あ
り
、
次
い
で
明
治

三
五
年
六
月
一
日
初
日
の
新
演
劇
一
座
に
よ
る
大
阪
朝
日
座
で
の
上
演
、
そ
し

て
、
明
治
三
六
年
六
月
一
四
日
初
日
の
東
京
座
に
お
け
る
新
派
合
同
演
劇
に
よ

る
上
演
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
し
ば
し
ば
新
派
悲
劇
と
し
て
の
「
金
色
夜
叉
」

の
原
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
大
阪
朝
日
座
の
上
演
で
あ
る
が 10

、

確
か
に
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
既
に
単
行
本
の
前
中
後
編
は
も
と
よ
り
、『
金

色
夜
叉
　
続
編
』（
明
治
三
五
・
四
　
春
陽
堂
）
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
た
め
、

物
語
の
全
体
像
が
比
較
的
掴
み
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
大
き
く
関
係
し
て

い
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
件
の
海
岸
の
場
面
は
熱
海
に
固
定
さ
れ
て

い
な
い
。
宮
戸
座
で
の
上
演
は
熱
海
海
岸
に
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
大
阪
朝
日

座
で
の
上
演
で
は
や
は
り
混
同
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
上
演
前
の
明
治
三
五
年

五
月
二
七
日
、
大
阪
演
劇
協
会
の
発
会
式
が
行
わ
れ
、
そ
の
会
の
余
興
と
し
て

演
じ
ら
れ
た
の
が
件
の
海
岸
の
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
模
様
を
報
じ
た
『
大
阪
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毎
日
新
聞
』『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
新
聞
記
事
で
は
「
熱
海
海
浜
」
と
「
吉
浜

海
岸
」
と
い
う
名
が
混
用
さ
れ
て
い
る
。
東
京
座
で
の
上
演
を
報
じ
た
『
都
新

聞
』
で
も
同
様
の
混
同
が
生
じ
て
お
り 11

、
依
然
と
し
て
熱
海
と
い
う
固
有
名
に

は
さ
ほ
ど
の
注
意
が
払
わ
れ
て
お
ら
ず
、
熱
海
海
岸
に
対
す
る
拘
泥
は
見
ら
れ

な
い
。
川
上
音
二
郎
一
座
の
市
村
座
上
演
が
吉
浜
海
岸
に
場
を
設
定
し
て
以
来

の
海
岸
の
名
を
め
ぐ
る
混
同
が
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
原
作
に
お
い

て
物
語
の
結
末
へ
の
流
れ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
、
熱
海
と
い
う
固
有
名

は
と
も
か
く
、
件
の
海
岸
の
場
面
が
物
語
の
流
れ
の
中
で
捉
え
直
さ
れ
、
そ
の

場
面
の
重
要
性
が
俳
優
た
ち
や
評
者
た
ち
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

は
確
か
だ
。
そ
う
で
あ
る
が
故
に
大
阪
演
劇
協
会
の
発
会
式
の
余
興
と
し
て
海

岸
の
場
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
し
、
評
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
場
面
が

演
劇
化
さ
れ
る
に
相
応
し
い
場
面
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
大
阪
朝
日
座
の
上
演
を
評
し
た
松
崎
天
民
は
、「
序
幕
と
二
幕
の

三
齣
は
、
原
作
の
前
篇
で
、
就
中
海
岸
月
夜
の
場
は
、
一
字
一
句
原
作
其
の
儘

を
用
ひ
、
紅
葉
子
の
会
話
が
、
如
何
に
好
く
新
演
劇
に
適
す
る
か
と
言
ふ
事

を
、
今
更
な
が
ら
深
く
味
ひ
得
せ
し
め
た
」
と
述
べ
、
例
の
「
来
年
の
今
月
今

夜
〜
」
の
台
詞
の
際
に
「
満
場
寂
と
し
て
水
を
打
つ
た
如
う
に
、
一
人
と
し
て

泣
か
ぬ
者
は
な
か
つ
た
」
こ
と
を
、「
原
作
の
対
話
の
至
妙
」 12

に
あ
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
と
き
貫
一
を
演
じ
た
秋
月
桂
太
郎
も
、「
川
上
さ
ん
は
一
月
十
七

日
の
月
云
々
の
台
詞
を
抜
い
て
了
つ
た
さ
う
で
す
が
、
秋
月
は
此
の
台
詞
が
最

も
大
切
だ
と
思
ふ
で
す
（
中
略
）
原
作
を
熟
読
し
て
見
ま
す
に
、
海
岸
の
条
が

最
も
味
ひ
の
あ
る
処
と
思
ひ
ま
し
た
か
ら
、
秋
月
は
成
る
可
く
原
作
を
損
ね
ぬ

様
に
と
、
其
の
儘
作
意
の
通
り
に
演
つ
た
考
へ
で
す
」
と
、
原
作
に
お
け
る
熱

海
海
岸
の
場
と
、「
来
年
の
今
月
今
夜
〜
」
の
台
詞
を
重
視
し
て
い
る
。
秋
月

は
「
此
の
場
合
の
貫
一
は
、
打
つ
た
り
蹴
つ
た
り
為
な
い
方
が
、
其
の
性
情
を

能
く
現
し
、
却
つ
て
趣
味
が
あ
ら
う
か
と
思
ふ
の
で
す
」 13

と
も
述
べ
て
お
り
、

こ
の
上
演
に
お
い
て
も
宮
を
足
蹴
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
か

し
、
こ
こ
に
は
、
演
劇
化
に
際
し
て
熱
海
海
岸
の
場
を
重
視
し
た
上
で
の
秋
月

の
選
択
と
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
熱
海

海
岸
の
場
に
対
す
る
無
意
識
と
は
全
く
異
な
っ
た
認
識
が
あ
る
。

こ
う
し
た
秋
月
の
判
断
に
よ
り
、
大
阪
朝
日
座
で
の
上
演
で
は
足
蹴
の
場
面

は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
東
京
座
で
の
上
演
に
お
い
て
は
、
足
蹴
の
場
面
が

取
り
入
れ
ら
れ
た
よ
う
だ
。
伊
原
青
々
園
「
東
京
座
の
「
金
色
夜
叉
」」（『
都

新
聞
』
明
治
三
六
・
六
・
二
三
、
二
五
）
は
、
例
の
貫
一
の
台
詞
が
「
名め

い

白
ぜ
り
ふ

」

で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
藤
沢
浅
次
郎
演
じ
る
貫
一
が
宮
を
蹴
っ
て
花
道
へ
向

か
っ
た
後
、
本
舞
台
へ
駈
け
戻
り
、
宮
の
顔
を
引
っ
掻
く
と
い
う
演
技
に
つ
い

て
触
れ
て
い
る
。

演
劇
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
、
原
作
の
受
容
と
、
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
の
プ
ロ

セ
ス
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
が
、「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物
語
の
全
体
像
が
明
ら

か
に
な
っ
て
そ
れ
が
演
劇
化
さ
れ
た
と
き
、
演
劇
化
さ
れ
る
に
相
応
し
い
場
面

と
し
て
あ
の
海
岸
の
場
が
認
識
さ
れ
、「
来
年
の
今
月
今
夜
〜
」
と
い
う
台
詞

に
つ
い
て
も
、
そ
の
適
合
性
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
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お
さ
ず
、
海
岸
の
場
面
が
、「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物
語
の
提
喩
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
関
係
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

大
阪
朝
日
座
上
演
と
同
年
の
六
月
二
九
日
に
は
、「
金
色
夜
叉
上
中
下
篇
合

評
」（『
芸
文
』
明
治
三
五
・
八
）
が
日
本
橋
倶
楽
部
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
原

作
を
対
象
と
し
た
合
評
会
だ
が
、
原
作
に
対
し
て
も
「
熱
海
の
海
岸
は
実
に
金

色
夜
叉
中
の
最
も
重
い
最
も
読
み
映
え
の
あ
る
処
で
景
に
情
あ
り
情
に
景
が
伴

う
て
何
と
い
ふ
お
も
し
ろ
さ
で
御
座
い
ま
せ
う
」（
片
町
の
一
女
）、「
素
よ
り

前
篇
で
は
熱
海
の
月
夜
（
中
略
）
が
入
神
の
文
多
く
得
易
か
ら
ぬ
も
の
で
あ

る
」（
星
野
天
知
）
と
い
っ
た
評
が
見
え
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
好
意
的
な

評
ば
か
り
で
は
な
く
、「
麹
町
の
一
女
」
と
い
う
評
者
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
「
時

代
」
を
感
じ
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
の
「
芝
居
気
」
を
読
み
取
る
者
も
い
る

が
、
原
作
に
対
し
て
も
「
人
様
は
皆
ん
な
熱
海
の
海
岸
が
い
ゝ
と
仰
し
や
る
」

（
裁
縫
に
通
ふ
娘
）
と
い
っ
た
よ
う
な
一
般
的
な
評
価
が
あ
る
よ
う
だ
。

「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物
語
が
、「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
な
形
で
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
既
に
こ
れ
ら
の
評
の
対
象

が
、
演
劇
で
あ
る
か
原
作
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
に
大
し
た
意
味
は
な
い
だ
ろ

う
。
劇
的
構
成
を
念
頭
に
置
い
て
執
筆
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
「
金
色
夜
叉
」
が
、

実
際
に
上
演
さ
れ
、
そ
の
演
劇
化
へ
の
適
合
性
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の

小
説
本
文
が
再
認
識
さ
れ
、
評
価
、
あ
る
い
は
批
判
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

松
崎
天
民
や
秋
月
桂
太
郎
の
原
作
へ
の
視
線
が
既
に
演
劇
の
そ
れ
と
不
可
分
で

あ
る
の
と
同
様
に
、『
芸
文
』
の
「
金
色
夜
叉
上
中
下
篇
合
評
」
も
、
原
作
を

対
象
と
し
な
が
ら
も
演
劇
と
し
て
の
そ
れ
へ
の
評
価
を
も
分
か
ち
難
く
練
り
込

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
演
劇
か
ら
物
語
を
捉
え
て

い
る
松
崎
天
民
や
秋
月
桂
太
郎
の
視
線
が
、
原
作
に
遡
及
し
て
い
く
中
に
原
作

の
演
劇
性
を
読
み
取
り
、『
芸
文
』
に
掲
載
さ
れ
た
合
評
会
が
「
金
色
夜
叉
上

中
下
篇
合
評
」
と
銘
打
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
ら
演
劇
へ
と
そ
の
対
象

を
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
批
評
の
運
動
の
中
で
、
原
作
や
演
劇

と
い
う
表
現
形
態
の
敷
居
を
越
え
た
「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物
語
に
お
け
る
熱

海
海
岸
の
場
が
発
見
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

紅
葉
が
「
金
色
夜
叉
」
未
完
の
ま
ま
没
し
た
後
、
門
下
生
だ
っ
た
小
栗
風
葉

の
『
脚
本
金
色
夜
叉
』（
明
治
三
八
・
六
　
春
陽
堂
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
書
物
は
ま
さ
に
「
金
色
夜
叉
」
の
脚
本
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
る
よ
う
な

役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
に
な
る 14

。
風
葉
は
『
金
色
夜
叉
　
終
編
』（
明
治

四
二
・
四
　
新
潮
社
）
も
刊
行
し
、
紅
葉
没
後
の
物
語
の
行
方
を
握
っ
て
い
く

こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
。
風
葉
の
『
脚
本
金
色
夜
叉
』
の
一
幕
と
し
て
設
定
さ

れ
た
「
熱
海
々
岸
」
は
、
吉
浜
と
熱
海
の
間
で
揺
ら
い
で
い
た
件
の
海
岸
を
原

作
通
り
熱
海
の
浜
辺
へ
と
定
着
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
力
を
も
孕
ん
で
い
た
と
言

え
よ
う
。
こ
の
風
葉
の
『
脚
本
金
色
夜
叉
』
に
基
づ
い
た
最
初
の
上
演
は
、
明

治
三
八
年
六
月
三
日
初
日
の
真
砂
座
公
演
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
海
岸

は
熱
海
に
設
定
さ
れ
た 15

。
明
治
三
九
年
一
〇
月
一
一
日
か
ら
の
静
間
一
座
に
よ

る
京
都
明
治
座
上
演
は
、「
明
治
座
は
熱
海
の
海
岸
が
小
説
に
於
て
も
有
名
な

る
だ
け
此
場
の
客
受
け
尤
も
よ
し
」（『
京
都
日
出
新
聞
』
明
治
三
九
・
一
〇
・
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一
七
）、「
明
治
座
は
海
岸
の
場
が
大
受
け
に
て
開
場
以
前
よ
り
の
入
場
者
多
し

と
」（
同
、
一
〇
・
二
一
）
と
語
ら
れ
る
よ
う
な
評
判
で
あ
っ
た
。
も
は
や
「
金

色
夜
叉
」と
熱
海
海
岸
と
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
性
の
中
に
あ
る
。

三
　
口
絵
の
力

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
熱
海
海
岸
の
場
の
発
見
は
、『
金
色
夜
叉
　
前
編
』

の
武
内
桂
舟
の
口
絵
や
、
演
劇
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
っ
た
小
説
本
文
の
外
在
性

に
の
み
あ
る
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
小
説
の
記
述
そ
れ
自
体
に
も
、
熱
海
海

岸
の
場
が
見
出
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
要
素
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
こ
と
だ
。
端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
や
は
り
貫
一
が
お
宮
を
蹴

る
と
い
う
行
為
に
あ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
も
、
足
蹴
の
場
面
に
対
す
る
同
時

代
の
読
み
手
の
反
応
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
前
に
挙
げ
た
「
金
色
夜
叉
上
中
下
篇
合
評
」
の
中
で
、「
麹
町
の

一
女
」
は
、「
加
之
に
宮
の
返
事
が
な
い
の
を
見
て
、
姦
婦
呼
ば
は
り
を
し
た

り
、
足
蹴
に
し
た
り
し
ま
す
が
、
制
服
の
前
に
対
し
て
、
好
く
耻
か
し
く
な
い

こ
と
で
す
」
と
辛
辣
に
批
判
し
、
こ
の
見
方
に
、「
洋
行
帰
り
」
と
い
う
評
者

も
「
貫
一
が
宮
を
足
蹴
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
殆
ど
教
育
あ
る
男
子
に
有
る

ま
じ
き
事
で
、
非
常
に
不
快
に
感
ぜ
ら
れ
ま
す
」
と
同
意
し
て
い
る
。『
金
色

夜
叉
　
続
編
』
に
序
を
寄
せ
て
も
い
る
依
田
学
海
も
、「
そ
れ
か
ら
熱
海
の
処

で
す
が
、
こ
ゝ
は
宮
が
貫
一
を
棄
て
ゝ
、
富
山
へ
行
く
に
極
つ
た
後
な
が
ら
、

宮
は
こ
の
事
を
気
の
毒
に
思
つ
て
居
る
の
だ
か
ら
、
貫
一
が
十
分
に
話
を
し
た

な
ら
ば
、
ま
だ
何
と
も
な
り
さ
う
な
も
の
と
思
れ
る
の
に
、
貫
一
が
直
に
怒
つ

て
、
蹴
散
し
て
逃
げ
る
と
い
ふ
は
、
少
し
分
ら
ぬ
」
と
、
そ
の
展
開
の
不
自
然

さ
に
違
和
感
を
覚
え
て
い
る
。

こ
の
合
評
会
に
集
っ
た
評
者
た
ち
の
一
部
が
、
不
愉
快
、
不
自
然
に
感
じ
る

ほ
ど
の
記
述
の
よ
ど
み
が
、
こ
の
足
蹴
の
場
面
に
は
刻
ま
れ
て
い
る
。
自
身
を

裏
切
っ
た
宮
を
「
姦
婦
」
と
罵
り
、
足
蹴
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
表
れ
た
貫
一

の
感
情
の
発
露
は
、
そ
れ
が
「
教
育
あ
る
男
子
」
の
も
の
で
あ
る
が
故
の
イ
ン

パ
ク
ト
を
残
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。
自
身
が
愛
し
、
結
婚
へ
の
期
待
を
滲
ま
せ

て
い
た
女
性
に
対
す
る
罵
倒
や
足
蹴
と
い
う
行
為
は
、
宮
の
心
変
わ
り
以
上

に
、
貫
一
の
内
面
の
変
容
を
鮮
明
に
伝
達
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
に
繰

り
広
げ
ら
れ
る
、
劇、
的
な
「
来
年
の
今
月
今
夜
〜
」
の
貫
一
の
台
詞
こ
そ
が
、

熱
海
海
岸
の
場
が
発
見
さ
れ
て
い
く
き
っ
か
け
を
小
説
の
内
部
で
つ
く
り
上
げ

て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
貫
一
が
お
宮
を
足
蹴
に
す
る
こ
の
場
面
を
図
像
化
し
た
武
内
桂
舟

の
口
絵
（
図
a
）
は
、
夜
叉
と
し
て
の
貫
一
の
そ
の
後
、
さ
ら
に
は
、
許
す
／

許
さ
れ
る
と
い
う
貫
一
と
お
宮
の
関
係
の
先
延
ば
し
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
、

物
語
の
展
開
そ
の
も
の
を
暗
示
し
た
ポ
ー
ズ
を
端
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
蹴
っ
た
貫
一
と
蹴
ら
れ
た
お
宮
、
そ
し
て
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て

引
き
裂
か
れ
た
二
人
の
関
係
の
行
方
に
対
す
る
そ
の
後
の
物
語
へ
の
期
待
と
欲

望
が
、
こ
の
足
蹴
の
場
面
に
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
口
絵
は
、『
金
色
夜
叉
　
前
編
』
に
お
け
る
当
該
場
面
の
小
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説
の
記
述
を
正
確
に
再
現
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

武
内
桂
舟
の
描
く
挿
絵
や
口
絵
は
、
紅
葉
の
小
説
の
意
味
を
適
切
に
汲
み
取

っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が 16

、
こ
の
桂
舟
の
口
絵
に
限
ら

ず
、
小
説
の
記
述
と
口
絵
や
挿
絵
の
表
象
が
逐
一
対
応
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
稀

で
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
も
、
挿
絵
や
口
絵
が
描
く
対
象
を
、
小
説
の
言
語
的
記

述
が
全
て
網
羅
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
小
説
の
記
述
の
あ
り
様
を
解
体
し
か

ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
下
は
こ
の
口
絵
に
対
応
す
る
『
金
色
夜
叉
　
前
編
』

第
八
章
の
本
文
で
あ
る
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
対
応
と
い
う
語
で
言
い
表
せ
る

箇
所
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
記
述
で
し
か
な
い
。

木
を
裂
く
如
く
貫
一
は
宮
を
突
放
し
て
、

「
そ
れ
ぢ
や
断
然
お
前
は
嫁
く
気
だ
ね
！
　
是
迄
に
僕
が
言
つ
て
も
聴
い

て
く
れ
ん
の
だ
ね
。
ち
え
ゝ
、
腸
の
腐
つ
た
女
！
　
姦
婦
！
」

其
声
と
与
に
貫
一
は
脚
を
挙
げ
て
宮
の
弱
腰
を
礑
と
C
た
り
。
地
響
し
て

横
様
に
転
び
し
が
、
な
か

く
声
を
も
立
て
ず
苦
痛
を
忍
び
て
、
彼
は
そ

の
ま
ゝ
砂
の
上
に
泣
伏
し
た
り
。

口
絵
が
表
象
す
る
の
は
、
ま
さ
に
貫
一
が
お
宮
を
蹴
る
こ
の
一
瞬
で
し
か
な

い
。
そ
の
た
め
、
口
絵
が
対
象
と
す
る
、
蹴
る
と
い
う
行
為
を
除
い
た
他
の
要

素
は
、
小
説
の
記
述
が
持
つ
時
間
性
の
中
か
ら
補
填
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
口
絵
の
貫
一
の
衣
服
は
、
第
七
章
で
「
高
等
中
学
の
制
服
の

上
に
焦
茶
の
外
套
を
着
て
、
肩
に
は
古
り
た
る
象
皮
の
学
校
鞄
を
掛
け
た
り
」

と
語
ら
れ
る
、
熱
海
の
梅
園
を
訪
れ
た
と
き
の
貫
一
の
衣
服
で
あ
り
、
第
八
章

の
熱
海
の
海
岸
で
貫
一
が
こ
の
衣
服
を
身
に
纏
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら

な
い
。
貫
一
の
場
合
は
、
第
七
章
で
語
ら
れ
た
衣
服
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
描
か
れ
る
が
、
お
宮
の
場
合
は
、
熱
海
を
訪
れ
た
際
の
衣
服
が
語
ら
れ
て
い

な
い
た
め
、
さ
ら
に
参
照
軸
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
口
絵
の
お
宮

の
衣
服
は
、
そ
の
参
照
軸
の
上
に
成
立
し
た
表
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

口
絵
の
背
景
に
つ
い
て
も
、
第
八
章
冒
頭
の
「
打
霞
み
た
る
空
な
が
ら
、
月

の
色
は
匂
滴
る
ゝ
や
う
に
て
、
微
白
き
海
は
縹
渺
と
し
て
限
を
知
ら
ず
、
譬
へ

ば
無
邪
気
な
る
夢
を
敷
け
る
に
似
た
り
。
寄
せ
て
は
返
す
波
の
音
も
眠
げ
に
怠

り
て
、
吹
来
る
風
は
人
を
酔
は
し
め
ん
と
す
。
打
連
れ
て
此
浜
辺
を
逍
遥
せ
る

は
貫
一
と
宮
と
な
り
け
り
」
と
い
う
記
述
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
海

や
波
、
月
、
浜
辺
の
存
在
で
あ
っ
て
、
口
絵
右
手
に
見
え
る
よ
う
な
松
の
木
が

語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
熱
海
の
海
岸
に
は
、
正
保
二
〔
一
六
四

五
〕
年
に
伊
豆
を
巡
視
し
た
老
中
松
平
信
綱
に
よ
っ
て
植
え
ら
れ
た
と
伝
え
ら

れ
る
松
並
木
が
あ
り 17

、
こ
の
場
合
、
熱
海
の
海
岸
と
松
並
木
の
イ
メ
ー
ジ
の
連

動
か
ら
口
絵
の
表
現
が
縫
い
合
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
小
説
の
内
部
で
は
、

松
並
木
は
さ
し
た
る
存
在
感
を
見
せ
て
い
な
い
が
、
熱
海
に
実
在
し
た
「
羽
衣

の
松
」
が
「
お
宮
の
松
」
と
い
う
呼
称
に
変
わ
っ
て
い
く
転
倒
に
も
、
武
内
桂

舟
の
口
絵
が
多
少
な
り
と
も
影
響
し
て
い
る
の
か
も
れ
な
い
。

武
内
桂
舟
自
身
、「
大
失
策
で
、
実
に
赤
面
の
至
り
」、「
お
化
の
や
う
な
も

の
」 18

と
語
っ
た
こ
の
口
絵
は
、「
金
色
夜
叉
上
中
下
篇
合
評
」
に
集
っ
た
評
者
の

一
部
か
ら
も
辛
辣
な
批
判
を
受
け
て
い
る
。
例
え
ば
、「
画
の
具
家
の
倅
」
と
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い
う
評
者
は
、「
金
色
夜
叉
の
口
絵
は
、
前
中
後
三
冊
と
も
に
極
め
て
拙
い
」

と
し
、
武
内
桂
舟
の
口
絵
は
「
極
め
て
区
域
が
狭
く
見
え
て
、
本
文
の
「
浪
は

漾
々
と
し
て
遠
く
烟
り
、
月
は
朧
に
一
湾
の
真
砂
を
照
し
て
、
空
も
汀
も
淡
白

き
中
に
、
立
尽
せ
る
二
人
の
姿
は
墨
の
滴
り
た
る
や
う
の
影
を
作
れ
り
」
と
あ

る
の
に
合
つ
て
居
な
い
。
さ
う
し
て
人
物
の
気
組
も
乏
し
く
、
宮
の
年
が
フ
ケ

て
居
る
の
み
な
ら
ず
、
全
体
の
配
色
が
誠
に
安
つ
ぽ
い
や
う
に
思
は
れ
る
」
と

述
べ
、
星
野
天
知
も
、「
前
篇
の
挿
絵
は
首
肯
が
出
来
な
い
、
松
林
も
い
や
な

ら
宮
の
描
き
方
は
最
も
俗
臭
が
あ
る
、
大
に
本
文
を
損
ず
る
や
う
で
あ
る
」
と

不
満
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
批
判
か
ら
垣
間
見
え
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
評
者
た
ち
に
と
っ
て
の

口
絵
は
、「
本
文
」
の
記
述
内
容
に
対
応
し
、
か
つ
「
本
文
」
の
文
体
的
特
徴

に
応
じ
た
表
現
で
あ
る
と
い
う
認
識
だ
。
星
野
天
知
は
、
単
行
本
の
表
装
が

「
随
分
贅
沢
で
立
派
だ
が
甚
だ
し
く
俗
に
も
落
ち
ぬ
処
が
内
容
と
調
和
し
て
居

る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
も
お
り
、「
甚
だ
し
く
俗
に
も
落
ち
ぬ
処
」
に
こ
の
小

説
の
特
徴
を
見
出
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
と
の
比
較
の
中
で
こ
の
口
絵
の

「
宮
の
描
き
方
」
に
「
俗
臭
」
を
感
じ
取
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
、

小
説
の
口
絵
や
挿
絵
は
、
し
ば
し
ば
小
説
本
文
と
の
比
較
対
照
に
晒
さ
れ
た
二

次
的
な
表
現
形
態
で
あ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
評
価
軸
の

中
に
置
か
れ
る
。
そ
も
そ
も
口
絵
や
挿
絵
は
、
小
説
と
い
う
言
語
芸
術
の
存
在

理
由
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
常
に
周
縁
化
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、

こ
れ
ら
の
批
判
も
そ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
に
あ
る
の
だ
が
、
口
絵
の
表

現
に
対
す
る
評
価
の
問
題
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
表
現
が
捕
捉
す
る
小
説
的
時

間
性
の
一
瞬
は
、
と
き
に
そ
の
受
容
に
対
し
て
大
き
な
影
響
力
も
発
揮
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
。
武
内
桂
舟
の
口
絵
と
、
演
劇
化
の
プ
ロ
セ
ス
、
そ
し

て
熱
海
と
い
う
場
と
の
関
係
は
、
そ
の
一
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
。

口
絵
と
小
説
の
記
述
と
を
め
ぐ
る
こ
の
問
題
は
、「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物

語
の
性
質
こ
そ
を
物
語
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。「
金
色
夜
叉
」

が
近
代
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
の
テ
ク
ス
ト
の
記
述
の
細
部

が
無
化
さ
れ
、
演
劇
や
、
新
体
詩
、
絵
画
、
浪
花
節
、
絵
葉
書 19

、
映
画
等
々
の

様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、
極
度
に
簡
略
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
局
所
化
さ
れ

た
表
現
様
式
へ
と
姿
を
変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
あ
の
足
蹴

の
場
面
、
そ
し
て
そ
れ
を
再
現
し
た
武
内
桂
舟
の
口
絵
は
、「
金
色
夜
叉
」
を

簡
略
化
、
局
所
化
し
た
物
語
と
し
て
伝
え
て
い
く
装
置
と
し
て
あ
り
続
け
て
い

る
。「
金
色
夜
叉
」
の
場
合
、
そ
れ
を
評
す
る
よ
う
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
立
つ
者

に
と
っ
て
は
、
こ
の
口
絵
は
「
安
つ
ぽ
い
」
も
の
で
あ
っ
た
り
、「
俗
臭
が
あ

る
」
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
〈
安
っ
ぽ
さ
〉
と

〈
俗
臭
〉
故
の
〈
分
か
り
や
す
さ
〉
に
こ
そ
、
こ
の
小
説
が
物
語
た
る
所
以
が

あ
る
の
だ
。四

　
物
語
と
観
光
地
熱
海

口
絵
の
力
や
演
劇
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
「
金
色
夜
叉
」
と
熱
海
の
海
岸
の

イ
メ
ー
ジ
は
固
定
化
さ
れ
、
以
後
の
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
物
語
の
維
持
と
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反
復
が
、
そ
の
関
係
性
を
さ
ら
に
分
か
ち
が
た
い
も
の
に
し
て
い
っ
た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
こ
の
物
語
が
熱
海
の
名
を
広
め
、
そ
の
観
光
地
化

に
一
役
買
っ
た
こ
と
も
度
々
指
摘
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
熱
海
の
観
光
地
化
に
つ

い
て
は
、「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物
語
に
の
み
そ
の
要
因
が
あ
る
わ
け
で
は
な

く
、
物
語
が
他
の
諸
要
素
と
結
び
つ
く
こ
と
で
そ
の
一
端
を
担
う
こ
と
に
な
る

の
だ
が 20

、
ひ
と
ま
ず
観
光
地
化
へ
と
至
る
指
標
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
。

図
c
は
旅
館
、
別
荘
、
寮
、
及
び
源
泉
数
に
よ
っ
て
熱
海
の
変
化
を
表
し
た

グ
ラ
フ
だ
が
、「
金
色
夜
叉
」
が
発
表
さ
れ
、
前
述
し
た
よ
う
な
演
劇
化
を
交

え
な
が
ら
物
語
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
明
治
期
に
は
、
実
際
に
は
さ
し
た
る
変
化

は
見
せ
て
い
な
い
。
原
作
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
状
況
は
、
大
正
四
年
九
月
に
春

陽
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
縮
刷
版
の
『
金
色
夜
叉
』
が
大
正
一
三
年
に
は
一
八
〇

版
を
重
ね
、
昭
和
初
期
か
ら
の
円
本
ブ
ー
ム
の
中
で
も
、
春
陽
堂
の
『
明
治
大

正
文
学
全
集
』
の
尾
崎
紅
葉
篇
の
中
に
「
金
色
夜
叉
」
が
所
収
さ
れ
る
形
で
読

み
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
。
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
、
映
画
化
の
頻

度
が
激
し
く
、
大
正
七
年
に
流
行
し
た
と
言
わ
れ
る
宮
島
郁
芳
作
詞
、
後
藤
紫

雲
作
曲
の
「
新
金
色
夜
叉
」 21

は
、
そ
の
後
も
長
く
歌
い
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。「
熱
海
の
海
岸
散
歩
す
る
」
と
い
う
歌
い
出
し
の
そ
の
歌
詞
も
件
の
熱
海

の
場
面
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
原
作
の
「
来
年
の
今
月
今
夜
〜
」
と
い

う
貫
一
の
名
台
詞
が
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
る
形
で
こ
こ
に
再
生
産
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
歌
の
流
行
に

よ
る
も
の
か
、
例
え

ば
大
正
八
年
に
は
大

阪
で
「
金
色
夜
叉
」

関
連
の
舞
台
が
年
六

回
も
上
演
さ
れ 22

、
同

年
八
月
に
は
、
小
栗

風
葉
の
「
宮
に
似
た

う
し
ろ
姿
や
春
の
月
」

と
い
う
句
を
刻
ん
だ

「
金
色
夜
叉
の
碑
」
が

熱
海
海
岸
に
建
て
ら

れ
た
。
こ
れ
は
、
富
士
屋
自
動
車
の
熱
海
経
営
主
任
神
保
弥
三
郎
が
、
熱
海
に

別
荘
を
持
っ
て
い
た
「
煙
草
王
」
村
井
吉
兵
衛
や
、
地
元
の
旅
館
、
銀
行
、
有

志
の
出
資
を
得
て
、
新
た
な
熱
海
の
名
所
と
す
る
べ
く
建
立
し
た
も
の
で
あ
っ

た 23

。
そ
れ
に
呼
応
し
て
、
そ
の
傍
に
あ
っ
た
「
羽
衣
の
松
」
は
、
い
つ
し
か

「
お
宮
の
松
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
の
二
代
目
「
お
宮
の
松
」
へ

と
至
っ
て
い
る
。
大
正
期
に
入
る
と
、「
金
色
夜
叉
」
は
、
完
全
に
熱
海
に
利

用
さ
れ
、
所
有
さ
れ
る
物
語
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

図
c
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
正
末
期
か
ら
の
熱
海
は
、
旅
館
、
別

荘
、
源
泉
数
が
増
加
し
始
め
、
特
に
別
荘
数
が
飛
躍
的
な
増
加
を
見
せ
る
。
こ
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れ
は
大
正
一
四
年
の
熱
海
線
開
通
に
よ
り
、
東
京
・
熱
海
間
が
直
結
し
た
た
め

で
あ
り
、
熱
海
駅
へ
の
乗
降
客
数
は
前
年
の
約
二
〇
倍
に
急
増
し
た 24

。
昭
和
九

年
に
は
丹
那
ト
ン
ネ
ル
が
開
通
し
、
熱
海
線
は
東
海
道
本
線
に
編
入
、
昭
和
一

三
年
に
は
熱
海
・
伊
東
間
を
結
ぶ
伊
東
線
も
開
通
し
、
周
辺
の
交
通
網
が
整
備

さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
熱
海
に
は
、
旧
来
か
ら
の
別
荘
所
有
者
や
顧
客

に
加
え
、
こ
の
地
に
新
た
に
別
荘
を
持
っ
た
新
興
の
富
裕
層
、
短
期
滞
在
の
中

流
層
、
一
部
の
庶
民
階
層
な
ど
、
様
々
な
層
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
交
通

網
の
発
達
に
伴
っ
た
熱
海
へ
の
各
種
の
事
業
熱
は
、
こ
れ
ま
で
の
熱
海
の
姿
を

変
容
さ
せ
、
松
並
木
が
立
ち
並
ん
で
い
た
海
岸
沿
い
も
、
貫
一
や
お
宮
の
名
を

冠
し
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
築
の
飲
食
店
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た 25

。
戦
後
の

高
度
経
済
成
長
を
背
景
と
し
た
国
民
生
活
の
向
上
は
観
光
往
来
を
盛
ん
に
し
、

一
九
六
〇
年
代
か
ら
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
呼
応
し
た
有
料
道
路
の
建
設
、

昭
和
三
六
年
の
伊
東
・
下
田
間
を
結
ぶ
伊
豆
急
行
の
開
通
、
昭
和
三
九
年
の
東

海
道
新
幹
線
の
開
通
な
ど
、
熱
海
周
辺
の
交
通
網
は
さ
ら
な
る
展
開
を
示
し

た
。
昭
和
三
六
年
度
の
熱
海
は
、
観
光
客
数
一
一
五
〇
万
人
を
数
え
、
二
位
別

府
の
五
七
〇
万
人
を
大
き
く
引
き
離
し
、
日
本
最
大
の
温
泉
観
光
都
市
と
し
て

の
地
位
を
築
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る 26

。

し
か
し
、
昭
和
四
〇
年
代
に
入
る
と
、
観
光
地
と
し
て
の
熱
海
に
対
す
る
危

機
感
が
認
識
さ
れ
始
め
て
く
る
。
熱
海
市
観
光
課
の
昭
和
四
四
年
三
月
の
報
告

書
『
熱
海
市
の
観
光
実
態
調
査
と
再
開
発
展
望
』
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
〇
年
代

に
順
調
に
観
光
客
数
を
延
ば
し
て
き
た
熱
海
は
、
昭
和
四
〇
年
代
に
入
っ
て
箱

根
や
伊
東
に
観
光
客
を
奪
わ
れ
、
滞
留
す
る
こ
と
な
く
素
通
り
さ
れ
て
し
ま
う

よ
う
な
傾
向
を
持
ち
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
同
書
は
、
昭
和
三
七
〜
三
九

年
頃
の
熱
海
が
、
無
制
限
に
や
っ
て
く
る
観
光
客
の
収
容
能
力
を
増
大
す
る
た

め
、
い
わ
ゆ
る
「
旅
テ
ル
」
の
濫
立
と
サ
ー
ビ
ス
の
劣
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と

を
指
摘
す
る
と
共
に
、「B

お
宮
の
松C

以
来
の
上
等
な
場
所
と
し
て
の
熱
海
に

対
す
る
国
民
的
な
憧
れ
は
、
じ
ょ
じ
ょ
に
う
す
ら
い
で
い
る
」
と
い
う
昭
和
四

〇
年
以
降
の
状
況
へ
の
対
策
も
案
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
湯
の
町
の
伝
統
と
、

大
量
の
観
光
客
に
応
じ
た
新
た
な
風
貌
と
の
間
で
、
い
ず
れ
の
方
向
性
を
も
見

出
せ
な
い
と
こ
ろ
に
、
熱
海
の
危
機
感
が
滲
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
報
告
書
は
か
つ
て
の
熱
海
が
「B

お
宮
貫
一C

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
地
」

と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
既
に
昭
和

四
〇
年
代
に
は
、
も
は
や
貫
一
お
宮
の
物
語
が
先
行
す
る
こ
と
で
熱
海
の
イ
メ

ー
ジ
を
形
成
し
て
い
く
よ
う
な
意
味
で
の
物
語
の
共
有
は
難
し
く
な
っ
て
い
る

よ
う
だ
。
む
し
ろ
、
熱
海
を
訪
れ
、「
金
色
夜
叉
の
碑
」
や
「
お
宮
の
松
」
の

存
在
を
知
る
こ
と
で
、「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物
語
の
存
在
を
知
る
よ
う
な
転

換
が
既
に
こ
の
時
期
に
生
じ
始
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
物
語
の
認
知
度

に
つ
い
て
は
知
る
由
も
な
い
が
、
昭
和
四
四
年
に
熱
海
市
が
感
じ
取
っ
て
い
た

観
光
地
と
し
て
の
危
機
は
、
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
。
図
d
は
熱
海
市
の
宿
泊
施
設
数
を
表
し
た
グ
ラ
フ
だ
が
、
昭
和
四

七
年
か
ら
平
成
一
六
年
に
か
け
て
旅
館
数
は
半
減
し
、
昭
和
五
〇
〜
六
〇
年
代

に
は
多
か
っ
た
企
業
等
の
寮
、
保
養
所
も
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。
か
つ
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て
新
婚
旅
行
、
社
員
旅
行
先
の
定
番
で
あ
っ
た
熱
海
は
、
そ
れ
ら
の
あ
り
方
の

変
容
や
、
観
光
そ
の
も
の
の
変
容
と
共
に
凋
落
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
掲
げ
た
貫
一
・
お
宮
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
（
図
b
）
は
、
熱
海
市
在
住
の

彫
刻
家
館
野
弘
青
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
昭
和
六
〇
年
一
月
に
建
立
さ
れ

た
。
こ
の
構
図
が
発
表
さ
れ
た
際
、「
女
性
蔑
視
」
の
抗
議
の
声
が
生
じ
た
と

も
言
わ
れ
る
。
平
成
元
年
五
月
に
は
、
ブ
ロ
ン
ズ
像
の
傍
ら
に
「
金
色
夜
叉
と

熱
海
」
と
い
う
説
明
板
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
は
「
金
色
夜
叉
」
の
粗
筋
、
宮

島
郁
芳
作
詞
、
後
藤
紫
雲
作
曲
「
新
金
色
夜
叉
」
の
冒
頭
部
分
が
引
用
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
例
の
「
来
年
の
今
月
今
夜
〜
」
の
台
詞
に
触
れ
、
こ
の
台
詞
が

「
歳
月
の
移
り
変
わ
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
の
記
憶
に
残
り
、
い
つ
ま
で

も
愛
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
い
う
文
言
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
こ
の
二
つ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
、
貫
一
の
台
詞
や
物
語
そ
の
も
の

が
も
は
や
記
憶
の
対
象
に
も
な
ら
ず
、
愛
さ
れ
て
も
い
な
い
が
た
め
の
も
の

だ
。
こ
れ
ら
の
設
置
こ
そ
が
、
か
つ
て
こ
の
よ
う
な
物
語
が
存
在
し
た
こ
と
を

伝
え
、
あ
の
台
詞
が
「
名
台
詞
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
場
が
熱
海
海

岸
で
あ
っ
た
こ
と
を
〈
歴
史
的
〉
な
知
識
と
し
て
伝
達
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

場
を
訪
れ
な
け
れ
ば
、「
金
色
夜
叉
」
と
い
う
物
語
な
ど
知
る
術
も
な
い
よ
う

な
転
換
が
八
〇
年
代
末
に
は
確
実
に
生
じ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
金
色
夜
叉
」
の
物
語
が
〈
歴
史
〉
と
な
っ
た
現
在
の
熱
海
で
、「
金
色
夜
叉

の
碑
」
や
「
お
宮
の
松
」、
そ
し
て
こ
の
貫
一
・
お
宮
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
と
い
っ

た
一
連
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
以
外
に
、
こ
の
物
語
の
存
在
を
伝
え
る
も
の
は
少
な

い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
昭
和
初
期
に
は
貫
一
、
お
宮
の
名
を
冠
し
た
飲
食
店

が
多
く
存
在
し
た
よ
う
だ
が
、
現
在
、
熱
海
駅
近
く
の
土
産
屋
に
は
こ
の
物
語

に
ち
な
ん
だ
商
品
を
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
全
く
存
在

し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
比
較
的
目
に
付
い
た
の
が
次
の
よ
う
な
商
品

だ
っ
た
。

貫
一
・
お
宮
を
模
し
た
キ
テ
ィ
ち
ゃ
ん
（
図
e
）
と
キ
ュ
ー
ピ
ー
人
形
（
図

f
）
は
、
こ
の
物
語
の
現
在
を
如
実
に
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
貫
一
・
お
宮

― 13―

【図d】入湯税から見た熱海市の宿泊施設数（熱海市観光文
化部観光商工課『平成 13年版熱海市の観光』『熱海
市観光施設の概要』より作成）



の
物
語
が
物
語
と
し
て
成
立
し
な
い
現
在
、
そ
れ
は
キ
テ
ィ
ち
ゃ
ん
や
キ
ュ
ー

ピ
ー
と
い
っ
た
、
現
在
流
通
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
寄
生
す
る
こ
と
で
し
か
そ

の
残
影
を
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
物
語
に
お
け
る
熱
海
海
岸
の

場
は
、
こ
れ
ら
の
商
品
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
そ
の
再
生
産
を
遂

げ
て
お
り
、
キ
ュ
ー
ピ
ー
人
形
の
台
紙
に
は
、
あ
の
武
内
桂
舟
の
口
絵
に
似
た

図
像
が
用
い
ら
れ
て
も
い
る
。
た
だ
し
、
商
品
そ
の
も
の
は
あ
の
足
蹴
の
ポ
ー

ズ
を
取
る
こ
と
は
な
い
。

と
も
あ
れ
、「
金
色
夜

叉
」
は
、
月
夜
の
浜
辺
と

い
う
場
と
、
男
女
の
壮
絶

な
愛
憎
の
物
語
と
の
接
合

を
決
定
づ
け
て
い
っ
た
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
浜

辺
と
い
う
場
に
近
代
的
な

意
味
を
付
与
し
て
い
っ
た

物
語
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
だ
。
そ
し
て
、

貫
一
が
お
宮
を
蹴
る
あ
の

ポ
ー
ズ
は
、
物
語
そ
の
も

の
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ

の
奇
妙
な
イ
ン
パ
ク
ト
だ

け
を
残
し
て
、
今
も
ブ
ロ
ン
ズ
像
と
し
て
熱
海
海
岸
に
佇
ん
で
い
る
。
そ
う
さ

せ
て
い
る
力
の
中
に
は
、
武
内
桂
舟
の
口
絵
の
そ
れ
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

注１
　
関
肇
「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
の
力
学

―
『
金
色
夜
叉
』
の
受
容
空
間
」（『
新
聞

小
説
の
時
代
　
メ
デ
ィ
ア
・
読
者
・
メ
ロ
ド
ロ
マ
』
平
成
一
九
・
一
二
　
新
曜
社
）
参
照
。

２
　
熱
海
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
熱
海
市
史
』
上
巻
（
昭
和
四
二
・
五
　
熱
海
市
役
所
）、

神
崎
宣
武
『
江
戸
の
旅
文
化
』（
平
成
一
六
・
三
　
岩
波
新
書
）、
松
田
忠
徳
『
江
戸

の
温
泉
学
』（
平
成
一
九
・
五
　
新
潮
選
書
）
参
照
。

３
　
熱
海
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
熱
海
市
史
』
下
巻
（
昭
和
四
三
・
一
　
熱
海
市
役
所
）

参
照
。

４
　
熱
海
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
熱
海
市
史
』
下
巻
（
前
掲
書
）
参
照
。

５
　
谷
口
喜
作
編
『
川
上
演
劇
　
略
筋
』（
明
治
三
一
・
三
）

６
「
劇
と
し
て
の
『
金
色
夜
叉
』
に
就
い
て
（
新
俳
優
苦
心
談
）」（『
小
天
地
』
明
治
三

五
・
七
）
の
秋
月
桂
太
郎
の
言
に
よ
る
。

７
　
関
肇
「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
の
力
学

―
『
金
色
夜
叉
』
の
受
容
空
間
」（
前
掲
書
）

８
　
こ
の
書
物
が
刊
行
さ
れ
た
際
、
星
月
夜
「
金
色
夜
叉
畧
評
」（『
読
売
新
聞
』
明
治
三

一
・
八
・
八
）
は
、「
熱
海
の
海
岸
の
場
面
」
が
「
好
箇
の
段
落
」
で
あ
り
、「
一
波

描
き
畢
り
て
作
者
ハ
之
よ
り
徐
に
貫
一
が
心
機
一
転
後
の
面
目
と
、
お
宮
の
寂
し
き

新
生
涯
と
に
筆
を
着
け
ん
と
す
る
な
り
、
吾
人
が
十
分
の
趣
味
を
持
し
て
此
編
を
読

み
了
り
た
る
、
一
つ
ハ
こ
の
予
期
あ
る
が
為
な
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
評
し
て
い
る
。

９
　
岩
切
信
一
郎
「
近
代
口
絵
論

―
明
治
期
木
版
口
絵
の
成
立

―
」（『
東
京
文
化
短

期
大
学
紀
要
』
平
成
一
五
・
三
）
に
よ
れ
ば
、『
文
芸
倶
楽
部
』
や
『
新
小
説
』
に
口

絵
が
掲
げ
ら
れ
た
明
治
二
八
年
か
ら
大
正
三
年
頃
ま
で
を
「「
近
代
口
絵
」
の
隆
盛

― 14―

【図f】熱海限定　貫一・お宮
キューピー（©ONLY-ONE

コスチュームキューピー）

【図e】熱海限定　はろうき
てぃ＆でぃあだにえ
る（©SANRIO CO., LTD.）



期
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

10

関
肇
「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
の
力
学

―
『
金
色
夜
叉
』
の
受
容
空
間
」（
前
掲

書
）、
真
銅
正
宏
『
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
ゆ
く
え
―
明
治
大
正
の
流
行
小
説
』（
平
成
一

二
・
二
　
翰
林
書
房
）
参
照
。

11

ま
た
、
伊
臣
紫
葉
「
東
京
座
の
金
色
夜
叉
」、
芹
影
女
「
東
京
座
の
金
色
夜
叉
」（『
歌

舞
伎
』
明
治
三
六
・
七
）
の
挙
げ
た
場
割
に
は
「
吉
浜
海
岸
」
と
あ
る
が
、
貫
一
を

演
じ
た
藤
沢
浅
次
郎
「
東
京
座
の
六
月
狂
言
　
金
色
夜
叉
」（『
新
小
説
』
明
治
三
六
・

七
）
は
「
熱
海
の
海
岸
の
場
」
と
認
識
し
て
い
る
。

12

松
崎
天
民
「
劇
と
し
て
の
『
金
色
夜
叉
』（
朝
日
座
の
新
演
劇
）」（『
小
天
地
』
明
治

三
五
・
七
）

13
「
劇
と
し
て
の
『
金
色
夜
叉
』
に
就
い
て
（
新
俳
優
苦
心
談
）」（
前
掲
）

14

関
肇
「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
の
力
学

―
『
金
色
夜
叉
』
の
受
容
空
間
」（
前
掲

書
）
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

15

紫
葉
珍
人
「
真
砂
座
の
金
色
夜
叉
」（『
歌
舞
伎
』
明
治
三
八
・
七
）
参
照
。

16

山
田
奈
々
子
「
美
人
画
口
絵
と
日
露
戦
争
」（『
浮
世
絵
美
術
』
平
成
一
六
・
一
）
参
照
。

17

熱
海
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
熱
海
市
史
』
上
巻
（
前
掲
書
）
参
照
。
ま
た
、
瀬
川
光

行
編
『
熱
海
勝
景
』（
明
治
三
二
・
一
）
所
収
の
写
真
「
熱
海
の
海
岸
」
に
も
松
の
木

が
見
え
る
。

18
「
声
咳
録
（
一
）
武
内
桂
舟
氏
の
談
話
」（『
新
小
説
』
明
治
三
一
・
一
一
）

19

絵
葉
書
は
明
治
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
流
行
し
、「
金
色
夜
叉
」
の
絵
葉
書
も
そ
れ
に
乗

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
栗
風
葉
が
取
り
寄
せ
た
絵
葉
書
は
、
六
枚
組
で
そ
の
中
の

一
枚
は
や
は
り
熱
海
海
岸
で
あ
っ
た
よ
う
だ
（「
絵
は
が
き
金
色
夜
叉
」『
読
売
新
聞
』

明
治
三
八
・
七
・
一
〇
）。
明
治
三
八
年
六
月
二
二
日
付
の
『
都
新
聞
』
に
も
「
金
色

夜
叉
絵
は
が
き
」
の
記
事
が
あ
る
。

20

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
貞
包
英
之
「
言
語
・
資
本
・
土
地

―
一
九
〇
〇
年
前
後
日

本
に
お
け
る
『
金
色
夜
叉
』
の
受
容
に
つ
い
て

―
」（『
比
較
文
学
・
文
化
論
集
』

平
成
一
二
・
二
）
が
詳
し
い
。

21

古
茂
田
信
男
・
島
田
芳
文
・
矢
沢
　
保
・
横
沢
千
秋
編
『
日
本
流
行
歌
史
　
戦
前
篇
』

（
昭
和
五
六
・
一
　
社
会
思
想
社
）
参
照
。

22

大
正
八
年
の
大
阪
で
は
、
一
月
に
中
座
、
九
月
に
芦
辺
劇
場
、
一
一
月
に
繁
栄
座
、

老
松
座
、
一
二
月
に
角
座
、
福
島
座
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
金
色
夜
叉
」
関
連
の
舞
台
が

上
演
さ
れ
て
い
る
。

23

熱
海
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
熱
海
市
史
』
下
巻
（
前
掲
書
）
参
照
。

24

山
村
順
次
「
熱
海
に
お
け
る
温
泉
観
光
都
市
の
形
成
と
機
能
」（『
東
洋
研
究
』
昭
和

四
五
・
三
）
参
照
。

25

薄
田
嶄
雲
編
『
熱
海
を
語
る
　
逍
遥
半
峰
春
城
三
翁
座
談
録
』（
昭
和
一
一
・
七
　
温

泉
旅
館
聚
楽
）

26

熱
海
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
熱
海
市
史
』
下
巻
（
前
掲
書
）
等
参
照
。

付
記「

金
色
夜
叉
」
の
引
用
は
、
初
版
本
『
金
色
夜
叉
　
前
編
』（
明
治
三
一
・
七
　
春
陽
堂
）

に
よ
っ
た
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

―
せ
ざ
き
・
け
い
じ
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授
―
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