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雑誌 『ニコニコ』 発刊への道程　（岩井）

　
　

雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
発
刊
へ
の
道
程

岩　

井　

茂　

樹

は
じ
め
に

筆
者
は
前
稿
「
『
笑
う
写
真
』
の
誕
生
―
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
役
割
―
」
（
一
）

に

お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

・
明
治
時
代
（
一
八
六
八
～
一
九
一
二
年
）
の
写
真
に
は
笑
っ
て
い
る
写
真
は
少

な
か
っ
た
。

・
明
治
時
代
に
も
わ
ず
か
に
笑
っ
て
い
る
も
の
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
身
分
の
高
い

人
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
庶
民
の
み
で
あ
っ
た
。
当
時
、
身
分
の
低
い
男
性
や

女
性
、
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
だ
け
は
写
真
で
も
笑
っ
て
い
た
。
図
1
は
明
治

二
三
年
（
一
八
九
〇
）
頃
に
撮
ら
れ
た
写
真
で
あ
る
（
二
）

。

・
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
二
月
一
一
日
、
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
と
い
う
倶

楽
部
が
発
足
し
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
が
創
刊
さ
れ
た
。
図
2
は
発
刊
時
直
前

に
出
さ
れ
た
広
告
で
あ
る
（
三
）

。

〈
研
究
論
文
〉
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図 1：働く女性の笑顔写真
（モース・コレクション）
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・
こ
の
雑
誌
は
そ
の
「
口
絵
写
真
」
に
当
時
の
有
名
人
や
身
分

の
高
い
人
々
の
笑
顔
写
真
を
多
数
掲
載
し
た
。
例
え
ば
、
夏

目
漱
石
や
森
鴎
外
、
幸
田
露
伴
、
与
謝
野
晶
子
、
巌
谷
小
波

な
ど
の
文
化
人
や
、
渋
沢
栄
一
、
大
倉
喜
八
郎
、
後
藤
新
平

な
ど
の
財
界
人
や
政
治
家
、
大
正
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
皇

族
の
人
々
、
乃
木
希
典
な
ど
の
軍
人
た
ち
、
そ
れ
に
森
律

子
、
松
井
須
磨
子
な
ど
の
当
時
の
人
気
女
優
た
ち
や
、
外
国

人
な
ど
の
笑
顔
写
真
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
四
）

。
代
表
例
と

し
て
、
夏
目
漱
石
の
笑
顔
写
真
を
図
4
と
し
て
示
す
（
五
）

。

・
こ
の
雑
誌
で
は
、
階
級
、
身
分
、
性
別
、
年
齢
な
ど
に
関
わ

ら
ず
、
皆
が
笑
っ
て
過
ご
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
が
繰

り
返
し
説
か
れ
た
。

・
こ
の
雑
誌
の
編
集
を
主
に
担
っ
た
の
は
、
当
時
不
動
貯
金
銀

行
・
理
事
で
あ
っ
た
松
永
敏
太
郎
で
あ
っ
た
。

・
雑
誌
の
巻
頭
に
は
必
ず
不
動
貯
金
銀
行
・
頭
取
で
あ
る
牧
野

元
次
郎
が
寄
稿
し
た
。

・
こ
の
雑
誌
は
多
い
時
に
は
月
七
万
部
発
行
を
し
て
い
た
が
、

こ
れ
は
当
時
の
雑
誌
と
し
て
は
第
二
位
の
発
行
部
数
を
誇
っ

て
い
た
。

・
こ
の
雑
誌
が
多
く
発
行
さ
れ
、
「
ニ
コ
ニ
コ
」
と
い
う
言
葉
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図 2：雑誌『ニコニコ』創刊広告
（『読売新聞』）

図 3：雑誌『ニコニコ』創刊号表紙
（筆者蔵）
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も
流
行
語
に
な
っ
た
。
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
、
人
々
は
写
真
の
前
で
も
笑
う
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
際
、
ど
う
し
て
も
明
ら
か
に
で
き
な

か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
の
創
設
と
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』

発
刊
の
経
緯
で
あ
る
。

本
稿
は
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
発
刊
の
経
緯
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
当
時
書
か
れ
た
資
料
を
基
に
、
そ
の
経
緯
を
時
代
背
景
も
考
慮
に
入

れ
な
が
ら
、
本
文
中
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

本
稿
で
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
ル
ビ
な
ど
は
必
要
な
箇
所
以
外
は
省
略
し
た
。

逆
に
二
字
以
上
の
繰
り
返
し
記
号
は
、
該
当
す
る
文
字
を
補
っ
た
。
ま
た
漢
字
も
旧

漢
字
を
常
用
漢
字
に
改
め
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

一　

青
柳
有
美
に
よ
る
紹
介

す
べ
て
の
始
ま
り
は
、
青
柳
有
美
に
よ
る
紹
介
で
あ
っ
た
。
彼
は
当
時
の
人
気
雑
誌
『
実
業
之
日
本
』
に
「
寸
鉄
活
人　

心
言
膽
語
」

と
い
う
連
載
を
し
て
い
た
。
彼
は
そ
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
笑
顔
推
奨
運
動
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
大
き
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
次
に
示
す
の
が
そ
の
記
事
で
あ
る
。

▼
米
国
に
『
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
』
な
る
も
の
あ
り
、
千
百
七
年
十
一
月
、
同
国
財
界
の
不
況
が
人
心
を
悲
観
に
傾
か
し
む
る
の
弊
を

済す
く

は
ん
と
し
て
組
織
さ
れ
た
る
も
の
な
る
也
。
近
かマ

マ

く
カ
ー
ネ
ギ
ー
翁
そ
の
会
長
に
推
選
せ
ら
れ
て
五
十
万
弗
を
寄
附
す
。
会
員
今

（3）158

図 4：夏目漱石の笑顔写真
（『ニコニコ』第 48 号）
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や
二
十
五
万
人
。
そ
の
綱
領
に
曰
く
『
総
て
汝
の
悲
み
を
葬
れ
よ
。
ニ
コ
ニ
コ
せ
よ
唯
ニ
コ
ニ
コ
せ
よ
。
』
と
。
然
り
、
笑
ふ
門
に
は

福
来
る
。
ニ
コ
ニ
コ
せ
よ
ニ
コ
ニ
コ
せ
よ
。
渋
沢
栄
一
は
ニ
コ
ニ
コ
し
て
福
を
招
け
る
人
也
。
大
倉
喜
八
郎
も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
同
く

福
を
招
け
る
人
也
。
（
六
）

こ
の
記
述
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
は
不
況
に
よ
る
悲
観
的
な
ム
ー
ド
を
取
り
払
お
う
と
し
て
、
一
九
〇
七
年
一
一
月
に
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽

部
」
な
る
も
の
が
結
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鉄
鋼
王
・
カ
ー
ネ
ギ
ー
が
そ
の
会
長
に
な
っ
て
、
五
十
万
ド
ル
を
寄
付
し
、
今
や

そ
の
会
員
数
は
二
五
万
人
に
も
及
ぶ
と
い
う
。
そ
の
倶
楽
部
の
綱
領
に
は
、
「
悲
し
み
を
葬
れ
、
た
だ
ニ
コ
ニ
コ
せ
よ
」
と
い
う
主
旨
の
文

言
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
。
日
本
に
は
古
来
「
笑
う
門
に
は
福
来
る
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
か
の
渋
沢
栄
一
や
大
倉
喜

八
郎
な
ど
は
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
。
彼
ら
は
ニ
コ
ニ
コ
に
よ
っ
て
福
を
招
い
た
人
た
ち
な
の
で
あ
る
、
と
言
う
の
だ
。

図
5
が
青
柳
有
美
の
写
真
で
あ
る
（
七
）

。
 

1873

―1945

明
治
―
昭
和
時
代
前
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
随
筆

家
。
明
治
6
年
9
月
27
日
生
ま
れ
。
明
治
女
学
校
の
教
師
を
つ
と
め
、

明
治
26
年
か
ら
「
女
学
雑
誌
」
に
か
か
わ
り
、
の
ち
主
幹
。
大
正
に

は
い
っ
て
「
女
の
世
界
」
の
主
筆
と
な
っ
た
。
昭
和
20
年
7
月
10
日

死
去
。
73
歳
。
秋
田
県
出
身
。
同
志
社
普
通
学
校
卒
。
本
名
は
猛
。

著
作
に
「
恋
愛
文
学
」
「
有
美
臭
」
「
有
美
道
」
な
ど
。
（
八
）

157（4）

図 5：青柳有美肖像写真
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青
柳
有
美
は
、
今
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
存
在
だ
が
、
当
時
は
か
な
り
有
名
で
影
響
力
の
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
多

く
の
著
作
も
遺
し
て
い
る
。
短
い
一
文
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
文
を
読
ん
だ
人
は
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二　

黒
田
湖
山
へ
の
影
響

青
柳
有
美
に
続
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
を
紹
介
し
た
の
が
、
小
説
家
の
黒
田
湖
山
で
あ
る
。
彼
の
事
績
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

1878

―1926

明
治
―
大
正
時
代
の
小
説
家
、
新
聞
記
者
。

明
治
11
年
5
月
25
日
生
ま
れ
。
東
京
専
門
学
校
（
現
早
大
）

に
ま
な
び
、
巌
谷
小
波
に
師
事
。
中
央
新
聞
社
，
中
外
商

業
新
報
社
な
ど
に
つ
と
め
る
。
明
治
32
年
キ
プ
リ
ン
グ
の

「
ジ
ャ
ン
グ
ル
―
ブ
ッ
ク
」
を
「
狼
少
年
」
の
題
名
で
翻

訳
し
、
35
年
「
饒
舌
」
を
発
刊
、
主
宰
し
た
。
大
正
15
年

2
月
18
日
死
去
。
49
歳
。
滋
賀
県
出
身
。
本
名
は
直
道
。

作
品
に
「
大
学
攻
撃
」
な
ど
。
（
九
）

彼
は
『
少
年
世
界
』
一
九
一
一
年
一
月
号
で
、
か
な
り
青
柳

有
美
よ
り
も
か
な
り
詳
し
い
記
述
を
残
し
て
い
る
。
全
体
的
に

は
引
用
が
長
く
な
る
が
、
貴
重
な
証
言
で
あ
り
、
ま
た
現
在
で

（5）156

図 6：黒田湖山「微笑倶楽部」
（『少年世界』第 17 巻第 1 号）
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は
中
々
入
手
困
難
な
資
料
な
の
で
、
少
し
ず
つ
分
け
な
が
ら
丁
寧
に
見
て
い
こ
う
。

記
事
の
タ
イ
ト
ル
は
「
微ほ

ゝ
ゑ
み笑

倶
楽
部
」
で
あ
る
。

ま
ず
は
「
倶
楽
部
の
頭
は
大
統
領
」
と
い
う
段
落
か
ら
見
て
い
く
。

世
界
中
で
最
も
多
く
の
会
員
を
持
っ
て
居
る
倶
楽
部
は
と
言
へ
ば
、
そ
れ
は
米
国
の
楽
天
倶
楽
部
で
あ
ろ
う
。
楽
天
倶
楽
部
の
目

的
は
何
か
と
聞
く
と
、
い
つ
も
微
笑
し
て
、
に
こ
に
こ
し
た
顔
を
し
て
居
る
と
い
ふ
事
に
な
る
。
だ
か
ら
、
此
の
倶
楽
部
は
、
ま
た

微ほ
ゝ
ゑ
み笑

倶
楽
部
と
も
、
に
こ
に
こ
倶
楽
部
と
も
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
此
の
倶
楽
部
は
、
三
年
ば
か
り
前
米
国
の
ウ
ト
ー
と
い
う
処
で

初
め
て
起
こ
っ
た
も
の
で
、
今
も
本
部
は
米
国
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
倶
楽
部
の
仲
間
と
な
つ
て
居
る
会
員
は
世
界
中
に
広
が
つ
て
、

其
の
会
員
の
総
数
は
二
十
五
万
人
を
越
え
て
居
る
の
で
あ
つ
た
。
（
一
〇
）

　
こ
こ
ま
で
の
記
述
か
ら
、
こ
の
倶
楽
部
は
お
そ
ら
く
英
語
で
は
「O

ptim
ist C

lub

」
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
を
青
柳
有

美
は
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
と
訳
し
、
黒
田
湖
山
は
「
微ほ

ゝ
ゑ
み笑

倶
楽
部
」
と
訳
し
た
だ
け
で
、
同
じ
倶
楽
部
の
紹
介
で
あ
る
事
に
は
変
わ
り

な
い
。

創
立
は
今
か
ら
三
年
ほ
ど
前
と
い
う
か
ら
、
一
九
〇
八
年
前
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
青
柳
の
説
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
。
「
い
つ
も
微
笑

し
て
、
に
こ
に
こ
し
た
顔
を
し
て
居
る
事
」
と
い
う
の
も
、
青
柳
が
紹
介
し
た
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
倶
楽
部
が
「
ウ

ト
ー
」
つ
ま
り
、
ユ
タ
で
起
こ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
本
部
は
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
が
、
今
や
世
界
に
広
が
り
、
そ
の
会
員
数
は
二
五
万
人

を
越
え
て
い
る
と
も
い
う
。

続
き
を
見
て
み
よ
う
。

此
の
倶
楽
部
を
起
し
た
人
と
い
ふ
の
は
、
鉱
山
の
仕
事
を
し
て
居
る
ウ
イ
リ
ア
ム
、
ジ
エ
―
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
い
ふ
人
で
あ
つ
た

155（6）
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が
、
総
裁
は
、
米
国
の
前
大
統
領
で
も
あ
つ
た
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
氏
で
、
今
の
大
統
領
の
タ
フ
ト
氏
は
会
頭
、
そ
れ
か
ら
米
国
の
大
富

豪
カ
ー
ネ
ギ
ー
氏
と
英
国
の
大
楽
天
家
ハ
ー
リ
ー
・
ラ
ウ
ダ
―
氏
と
が
、
副
会
頭
に
選
ば
れ
て
居
る
。
斯
う
い
ふ
風
で
あ
る
か
ら
、

会
員
に
は
、
独
り
米
国
ば
か
り
で
無
く
、
英
国
で
も
、
仏
蘭
西
で
も
、
独
逸
で
も
、
各
国
の
名
だ
ゝ
る
人
が
皆
入
つ
て
居
る
。
（
一
一
）

最
初
に
こ
の
倶
楽
部
を
起
し
た
人
は
、
鉱
山
の
仕
事
を
し
て
い
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
J
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
い
う
人
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く

そ
れ
に
賛
同
し
、
こ
の
運
動
を
広
め
る
為
も
あ
っ
て
か
、
最
初
は
、
前
大
統
領
の
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
総
裁
に
、
そ
し
て
現
大
統
領
の
タ
フ

ト
が
会
頭
に
（
一
二
）

、
鉄
鋼
王
・
カ
ー
ネ
ギ
ー
と
イ
ギ
リ
ス
の
大
楽
天
家
・
ハ
リ
ー
・
ラ
ウ
ダ
―
が
副
会
頭
に
選
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
運
動
は
ア
メ
リ
カ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
今
や
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
に
も
広
が
り
、
そ
こ
の
「
名
だ
た
る
人
」
つ
ま

り
有
力
者
や
有
名
人
は
全
員
会
員
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ほ
ぼ
名
も
な
き
鉱
山
師
が
起
こ
し
た
、
い
わ
ば
下
か
ら
の
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
こ
の
点
は
、

い
か
に
も
ア
メ
リ
カ
ら
し
い
。
そ
れ
が
認
め
ら
れ
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
や
タ
フ
ト
な
ど
大
統
領
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

そ
し
て
わ
ず
か
三
年
ほ
ど
の
間
に
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
に
ま
で
広
が
っ
て
お
り
、
各
地
で
決
し
て
小
さ
く
な
い
運
動
と
し
て

活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
記
事
で
あ
る
。

次
の
「
い
つ
も
微
笑
し
て
居
る
決
議
」
と
い
う
段
落
に
移
ろ
う
。
会
員
に
つ
い
て
わ
か
る
記
述
が
あ
る
。

　

此
の
倶
楽
部
の
会
員
た
る
も
の
は
、
い
つ
で
も
機
嫌
の
好
い
、
し
つ
か
り
と
し
た
、
満
足
と
希
望
と
勇
気
に
満
ち
た
心
を
も
つ
て
、

楽
し
く
其
の
日
其
の
日
を
送
る
約
束
に
な
つ
て
居
る
。
其
の
会
員
同
志
の
決
議
と
い
ふ
の
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
つ
た
。

『
わ
れ
わ
れ
は
、
何
時
如
何
な
る
時
で
も
、
す
べ
て
人
類
に
対
し
て
親
切
に
す
る
や
う
力つ

と

め
や
う
。
ま
た
色
々
な
動
物
に
対
し
て
も

同
じ
く
親
切
に
す
る
や
う
力つ

と

め
や
う
。
吾
々
は
、
晴
れ
や
か
な
心

こ
ゝ
ろ
も
ち地

を
も
つ
て
居
や
う
と
思
ひ
な
が
ら
も
荷
が
重
く
つ
て
そ
れ
を
持

つ
て
居
る
こ
と
の
で
き
無
い
老
人
に
対
し
て
は
、
礼
儀
正
し
く
且
つ
思
ひ
や
り
深
く
し
や
う
。
吾
々
は
、
す
べ
て
弱
々
し
い
、
力
の
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無
い
も
の
に
対
す
る
義
務
を
守
つ
て
、
女
や

稚
ち
ひ
さ

い
も
の
に
向
つ
て
は
、
常
に
や
さ
し
く
し
や
う
。
自
分
の
心
配
ら
し
い
顔
色
か
ら
、

他ひ
と

に
不
愉
快
な
心
地
を
起
さ
せ
無
い
や
う
に
、
吾
吾マ

マ

自
身
の
心
配
や
、
う
る
さ
い
事
に
対
し
て
十
分
堪
へ
忍
ば
う
。
吾
々
は
、
自
分

の
微
笑
を
含
ん
で
居
る
顔
色
か
ら
、
他ひ

と

が
愉
快
な
気
を
持
つ
や
う
に
、
何
時
如
何
な
る
時
で
も
、
常
に
機
嫌
の
好
い
心

こ
ゝ
ろ
も
ち地

を
も
つ
て
、

絶
え
ず
微
笑
し
て
居
る
や
う
力つ

と

め
や
う
。
吾
々
は
、
他
の
人
人マ

マ

も
皆
正
し
い
分
配
を
得
る
や
う
に
、
わ
れ
一
人
先
を
争
つ
て
、
自
分

勝
手
な
こ
と
を
し
無
い
や
う
に
力つ

と

め
や
う
。
吾
々
は
、
す
べ
て
他ひ

と

の
好
か
無
い
や
う
な
こ
と
を
言
は
無
い
や
う
な
こ
と
を
言
は
無
い

や
う
に
し
や
う
。
他ひ

と

の
讒
言
を
言
つ
た
り
、
他ひ

と

の
こ
と
を
謗
つ
た
り
し
無
い
や
う
に
し
や
う
。
つ
ま
り
吾
々
は
、
此
の
辛
い
こ
と
の

多
い
世
間
を
、
成
る
べ
く
悲
み
の
少
い
や
う
に
し
て
暮
ら
し
た
い
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
吾
々
が
生
活
し
て
居
る
一
日
々
々
は
、

決
し
て
二
度
と
ま
た
来
る
も
の
で
は
無
い
、
其
の
大
切
な
一
日
々
々
を
面
白
く
無
く
、
不
愉
快
に
暮
ら
し
て
置
い
て
、
後
か
ら
も
う

一
遍
や
り
な
ほ
さ
う
と
言
つ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
、
瓶
の
口
を
開
け
て
出
し
て
し
ま
つ
た
瓦
斯
と
同
様
、
到
底
と
り
か
へ
し
の
つ

く
も
の
で
は
無
い
。
こ
れ
が
吾
々
の
決
議
で
あ
る
。
此
の
決
議
は
、
吾
々
を
し
て
此
の
世
を
楽
し
く
暮
ら
さ
す
力
で
あ
る
。』
（
一
三
）

こ
こ
に
は
、
弱
者
や
他
人
へ
の
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
「
吾
々
は
、
自
分
の
微
笑
を
含
ん
で
居
る
顔
色
か
ら
、
他
が
愉
快
な

気
を
も
つ
や
う
に
、
何
時
如
何
な
る
時
で
も
、
常
に
機
嫌
の
好
い
心

こ
ゝ
ろ
も
ち地

を
も
つ
て
、
絶
え
ず
微
笑
し
て
居
る
や
う
力つ

と

め
や
う
」
と
い
う
箇

所
が
印
象
的
だ
。

次
の
段
落
に
移
ろ
う
。
次
は
、
「
徽
章
と
少
年
微ほ

ゝ
ゑ
み笑

倶
楽
部
」
と
題
す
る
段
落
で
あ
る
。

微ほ
ゝ
ゑ
み笑

倶
楽
部
の
会
員
に
な
る
と
、
倶
楽
部
の
徽
章
を
渡
さ
れ
る
。
会
員
は
常
に
此
の
徽
章
を
つ
け
て
居
る
の
で
あ
つ
た
。
よ
し
腹

が
立
つ
事
や
、
く
さ
く
さ
す
る
不
愉
快
な
事
が
あ
つ
て
も
、
此
の
徽
章
に
対
し
て
、
ま
あ
ま
あ
と
我
慢
す
る
や
う
に
な
る
の
で
あ
つ

た
。
此
の
徽
章
を
つ
け
て
居
れ
ば
、
直
ぐ
に
微ほ

ゝ
ゑ
み笑

倶
楽
部
の
会
員
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
分
る
の
だ
か
ら
、
道
を
通
る
に
し
て
も
、

苦
虫
を
噛
み
つ
ぶ
し
た
や
う
な
怒
つ
た
顔
や
、
日
の
あ
た
ら
無
い
国
か
ら
出
て
来
た
や
う
な
、
心
配
さ
う
な
顔
を
し
て
居
る
こ
と
は
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で
き
無
い
の
で
あ
る
。
（
一
四
）

会
員
は
常
に
徽
章
、
つ
ま
り
バ
ッ
チ
を
付
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
怒
り
の
抑
止
力
に
も
な
り
、
微
笑
の
促
進
力
に
も
な

る
と
い
う
の
だ
。

続
け
て
黒
田
は
次
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
る
。

少
年
諸
君
の
如
き
は
、
い
つ
も
愉
快
な
心

こ
ゝ
ろ
も
ち地

を
も
つ
て
、
常
に
に
こ
に
こ
し
て
居
る
か
ら
、
何
も
態
々
会
員
に
な
ら
無
く
つ
て

も
、
此
の
微ほ

ゝ
ゑ
み笑

倶
楽
部
の
仲
間
も
同
様
で
あ
る
が
、
中
に
は
妙
に
プ
ン
プ
ン
し
た
怒
虫
が
あ
つ
た
り
、
ま
た
変
に
ぐ
ぢ
ぐ
ぢ
し
た
意

気
地
無
し
の
泣
虫
が
あ
る
。
自
分
は
、
此
の
少
年
諸
君
の
間
に
も
、
斯
う
い
ふ
目
的
を
も
つ
た
微ほ

ゝ
ゑ
み笑

倶
楽
部
が
ま
た
大
い
に
必
要
で

あ
る
や
う
に
考
へ
る
。

何
も
む
ず
か
し
い
規
則
な
ぞ
は
要
ら
無
い
の
だ
か
ら
、
十
人
で
も
十
五
人
で
も
可
い
、
其
の
処
で
此
の
少
年
微
笑
倶
楽
部
の
や
う

な
も
の
を
起
し
て
は
！　

申
し
合
せ
は
、
唯
だ
『
い
つ
も
機
嫌
の
好
い
心
を
も
つ
て
、
に
もマ

マ

に
もマ

マ

し
て
居
る
事
』
と
い
う
一
箇
条
で

可
い
。

自
分
は
機
会
を
見
て
、
日
本
で
も
大
に
此
の
微
笑
倶
楽
部
を
起
し
た
い
と
思
つ
て
居
る
。
そ
し
て
、
日
本
国
民
の
全
部
が
、
す
べ

て
此
の
会
員
に
な
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
あ
ゝ
、
に
こ
に
こ
国
民
！　

其
処
に
大
な
る
光
と
力
が
あ
る
の
で
あ

る
。
（
一
五
）

彼
は
ま
ず
少
年
に
向
け
て
「
少
年
微
笑
倶
楽
部
」
と
い
う
の
を
作
っ
て
は
ど
う
か
と
提
案
す
る
。
そ
し
て
将
来
的
に
は
日
本
国
民
全
員

が
こ
の
よ
う
な
会
の
会
員
に
な
る
こ
と
を
夢
見
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
は
三
枚
の
笑
顔
の
絵
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
笑
顔
の
少
年
た

ち
が
増
え
る
事
を
黒
田
は
望
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
機
運
が
、
青
柳
や
黒
田
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
黒
田
は
次
号
に
お
い
て
「
微
笑
倶
楽
部
が
で
き
た
ら
ば
」
と
題

す
る
記
事
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
黒
田
は
、

若
し
正
月
号
に
書
い
た
や
う
な
少
年
微
笑
倶
楽
部
が
で
き
た
と
す
る

と
、
斯
う
い
ふ
や
う
な
話
が
屡
々
起
る
。
（
一
六
）

と
し
て
、
そ
れ
に
続
い
て
ト
ラ
ブ
ル
を
微
笑
に
よ
っ
て
解
決
す
る
ご
く
短
い
少

年
向
け
空
想
小
説
の
よ
う
な
も
の
を
書
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
最
後
に
、

　

斯
う
い
ふ
や
う
な
風
で
、
少
年
微
笑
倶
楽
部
が
盛
に
な
る
と
。
日
本
の

我
少
年
諸
君
は
、
今
よ
り
も
更
に
元
気
の
好
い
、
更
に
愉
快
な
、
更
に
愛

ら
し
い
人
に
な
る
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
（
一
七
）

と
こ
の
記
事
を
結
ん
で
い
る
。

黒
田
は
ま
ず
は
少
年
か
ら
こ
う
し
た
倶
楽
部
を
作
り
、
そ
れ
を
や
が
て
は
大

人
に
ま
で
広
め
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

少
々
余
談
め
く
が
、
黒
田
は
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
「
に
こ
に
こ
太

郎
」
と
い
う
児
童
小
説
を
発
表
し
て
い
る
。
先
の
紹
介
記
事
か
ら
七
年
も
前
の
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こ
と
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

む
か
し
あ
る
と
こ
ろ
に
に
こ
に
こ
太
郎
と
い
う
少
年
が
あ
り
ま
し
た
。
に
こ
に
こ
太
郎
わ
稚
い
時
か
ら
他
の
子
供
と
わ
違
つ
て
、

少
し
も
怒
つ
た
り
泣
い
た
り
し
ま
せ
ん
。
腹
の
立
つ
よ
う
な
事
が
あ
つ
て
も
、
悲
し
い
事
の
あ
る
時
で
も
、
何
ん
な
事
が
あ
つ
た
に

し
て
も
、
に
こ
に
こ
太
郎
わ
い
つ
も
嬉
し
そ
う
な
顔
を
し
て
、
始
終
ニ
コ
ニ
コ
笑
つ
て
居
り
ま
し
た
。
（
一
八
）

黒
田
が
こ
の
小
説
を
書
い
た
頃
、
黒
田
は
ま
だ
ア
メ
リ
カ
の
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
ま

だ
ア
メ
リ
カ
で
も
発
足
し
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
小
説
は
全
く
の
「
お
伽
噺
」
で
あ
る
。
だ
が
、
や
が
て
そ
の
よ
う
な
世

界
が
実
現
し
そ
う
な
時
が
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
述
べ
る
日
本
に
お
け
る
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
の
創
設
で
あ
っ
た
の
だ
。

三　

松
永
敏
太
郎
に
よ
る
発
見

青
柳
や
黒
田
の
提
案
や
構
想
が
つ
い
に
実
現
す
る
機
会
が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
当
時
、
不
動
貯
金
銀
行
・
理
事
で
あ
っ
た
松
永
敏
太
郎
が

青
柳
の
記
事
を
読
ん
だ
こ
と
に
端
を
発
す
る
。

　

そ
れ
が
わ
か
る
資
料
を
ま
ず
見
て
み
よ
う
。

初
め
て
日
本
に
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
と
い
ふ
名
前
を
つ
け
た
の
は
此
の
青
柳
有
美
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
、
私
は
実
業
の
日
本
の
愛
読

者
で
あ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
が
、
『
実
業
のマ

マ

日
本
』
の
―
心
言
膽
語
―
の
中
に
、
米
国
に
は
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
な
る
も
の
が
あ
る
日
本
で

ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
な
る
も
の
が
出
来
た
ら
、
渋
沢
男
爵
か
馬
越
恭
平
氏
、
大
倉
喜
八
郎
男
な
ど
が
先
づ
適
当
な
役
員
だ
ら
う
と
、
斯

う
い
ふ
事
が
書
い
て
あ
つ
た
、
夫そ

れ

が
即
ち
青
柳
有
美
君
が
書
い
た
の
で
、
夫そ

れ

か
ら
其
後
に
、
黒
田
湖
山
君
が
微
笑
倶
楽
部
と
い
ふ
も
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の
を
書
か
れ
た
夫そ

れ

が
動
機
と
な
っ
た
の
で
す
、
（
一
九
）

こ
の
記
事
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
ず
青
柳
有
美
の
記
事
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
松
永
は
続
い
て
黒
田
の
記
事
も
読
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
そ
の
松
永
敏
太
郎
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
不
動
貯
金
銀
行
・
理
事
と
述
べ
た
が
、
そ
の
他
の
事
績
は
現

行
の
人
名
辞
典
な
ど
で
は
わ
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
の
資
料
か
ら
紹
介
す
る
。

原
田
道
寛
編
『
大
正
名
家
録
』
に
松
永
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
引
用
す
る
。
こ
こ
で
の
松
永
の
肩
書
き
は
、
雑
誌
『
ニ
コ

ニ
コ
』
主
幹
で
あ
る
。

徳
島
県
阿
波
郡
八
幡
町
の
医
松
永
節
斎
の
孫
に
し
て
、
明
治
七
年
十
月
十
四
日
を
以
て
生
る
。
父
を
周
平
と
呼
び
、
氏
は
そ
の
長

男
な
り
。
資
性
闊
達
不
羈
、
幼
時
餓
鬼
大
将
の
名
を
恣
に
し
、
小
学
卒
業
後
、
各
専
門
教
師
に
就
て
普
通
学
を
修
む
。
三
十
年
台
湾

総
督
府
縦
貫
鉄
道
の
嘱
託
を
受
け
て
渡
台
し
、
能
く
任
務
を
尽
し
て
功
労
少
な
か
ら
ず
。
後
台
北
栃
橋
公
学
校
の
日
本
語
教
授
を
拝

命
し
三
十
三
年
帰
国
し
て
、
報
知
新
聞
に
入
り
、
文
筆
の
人
と
な
る
。

さ
れ
ど
氏
は
文
学
に
長
ず
る
と
共
に
活
動
家
と
し
て
敏
腕
を
有
し
、
平
生
傭
人　

権
利
増
進
を
首
唱
す
。
三
十
七
年
報
知
社
を
辞

し
て
、
傭
人
奨
励
会
を
組
織
し
、
之
が
機
関
と
し
て
商
日
本
な
る
週
刊
新
聞
を
発
刊
し
、
鋭
意
之
が
当
る
。
さ
れ
ど
事
意
の
如
く
な

ら
ず
四
十
年
廃
刊
し
て
、
時
事
通
信
社
を
創
立
し
た
が
、
之
亦
不
幸
、
発
展
の
緒
に
就
く
能
は
ず
し
て
、
他
に
譲
る
に
至
れ
り
。

四
十
二
年
不
動
貯
金
銀
行
頭
取
牧
野
元
次
郎
に
知
ら
れ
て
、
同
行
発
行
の
会
報
雑
誌
を
主
宰
す
。
次
い
で
牧
野
の
雑
誌
『
ニ
コ
ニ

コ
』
を
発
刊
し
て
、
広
く
ニ
コ
ニ
コ
主
義
を
普
及
せ
ん
と
す
る
に
及
ん
で
之
が
理
事
と
な
り
、
経
営
の
衝
に
当
り
、
同
誌
今
日
の
盛

大
を
見
る
に
至
ら
し
め
た
る
は
一
に
氏
の
手
腕
と
励
精
努
力
の
結
果
に
依
ら
ず
ん
ば
非
ず
。

氏
、
性
磊
落
豪
放
に
し
て
冒
険
を
好
み
、
豪
も
小
事
に
拘
泥
せ
ず
。
（
後
略
）
（
二
〇
）
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か
な
り
豪
快
な
人
物
で
あ
る
が
、
文
筆
や
経
営
の
経
験
も
あ
り
、
雑
誌
編
集
者
と
し
て
有
能
な
人
物
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
こ
の

記
事
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
松
永
が
牧
野
の
経
営
す
る
不
動
貯
金
銀
行
に
入
っ
た
の
は
、
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
青
柳
や
黒
田
が
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
構
想
を
発
表
す
る
前
の
こ
と
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
青
柳
や
黒
田
の
提
唱

が
な
け
れ
ば
、
松
永
も
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
設
立
運
動
を
起
さ
な
か
っ
た
、
い
や
起
こ
せ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
彼
の
事
績
を
見
て
お
こ
う
。

彼
は
、
阿
波
の
徳
島
出
身
で
、
多
少
の
学
問
を
身
に
つ
け
て
巡
査
に
な
り
」

マ
マ

台
湾
で
暫
ら
く
生
活
し
つ
つ
東
京
に
出
る
こ
と
を
心

掛
け
て
い
る
内
に
、
報
知
新
聞
の
営
業
部
に
就
職
し
、
広
告
の
勧
誘
に
す
ぐ
れ
た
手
腕
を
も
っ
て
居
た
た
め
、
銀
行
方
面
に
知
ら
れ
、

不
動
銀
行
の
牧
野
元
次
郎
さ
ん
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
元
来
が
放
浪
性
と
多
少
の
政
治
的
性
格
が
あ
っ
て
、
明
治
四
十

年
の
日
比
谷
事
件
で
捕
え
ら
れ
、
暴
徒
嘯
集
罪
で
千
葉
の
警
察
で
何
ヵ
月
か
の
判
決
を
過
し
、
放
免
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
其
放
免

の
と
き
に
牧
野
さ
ん
が
身
柄
を
引
受
け
て
、
そ
れ
か
ら
後
、
特
に
不
動
銀
行
と
の
つ
な
が
り
も
で
き
、
遂
に
「
ニ
コ
ニ
コ
」
発
刊
の

議
に
参
画
主
幹
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
の
事
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
松
永
に
す
れ
ば
牧
野
に
は
恩
義
が
あ
っ
た
の
は
当
然

の
こ
と
で
、
彼
自
身
も
自
伝
口
述
中
に
そ
の
事
は
諄
々
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
二
一
）

松
永
に
は
牧
野
に
対
し
、
相
当
な
恩
義
が
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
記
述
か
ら
わ
か
る
。

と
も
あ
れ
、
青
柳
や
黒
田
、
と
り
わ
け
青
柳
の
記
事
に
強
い
刺
激
を
受
け
、
ま
た
青
柳
が
提
示
し
た
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
と
い
う
名

称
も
気
に
入
っ
て
、
日
本
に
も
こ
う
し
た
倶
楽
部
を
作
ろ
う
と
動
き
だ
す
の
で
あ
る
。

図
8
は
松
永
敏
太
郎
の
近
影
で
あ
る 

。
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い
い
笑
顔
で
あ
る
。
こ
の
頃
が
松
永
の
絶
頂
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
機

会
が
あ
れ
ば
紹
介
す
る
が
、
後
に
牧
野
元
次
郎
と
揉
め
て
不
動
貯
金
銀

行
を
辞
め
、
そ
の
後
い
く
つ
か
の
雑
誌
を
発
刊
す
る
も
、
財
政
難
に
よ

り
廃
刊
が
続
く
。
元
々
酒
好
き
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
最
期
は
野
垂
れ

死
に
の
よ
う
な
形
で
亡
く
な
っ
た
よ
う
だ
。

亡
く
な
る
少
し
前
に
は
明
ら
か
に
松
永
を
揶
揄
す
る
よ
う
な
記
載
も

あ
る
。

　

松
永
敏
太
郎
、
彼
れ
牧
野
元
次
郎
の
不
動
銀
行
に
在
り
て
ニ
コ
ニ
コ
主
義
た
る
も
の
を
案
出
し
、
牧
野
に
費
用
を
出
さ
し
め
て
雑

誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
を
発
行
し
其
の
主
筆
と
な
る
、
而
し
て
後
に
雑
誌
を
廃
刊
し
不
動
を
去
り
種
々
な
る
怪
し
き
噂
を
蒙
る
も
顕
然
た

り
し
、
而
し
て
其
の
ニ
コ
ニ
コ
の
臭
気
を
帯
ぶ
る
よ
り
、
崇
を
臭
と
転
じ
仇
名
と
せ
ら
る
。
（
二
三
）

こ
の
記
述
が
本
当
で
あ
れ
ば
、
牧
野
が
生
涯
提
唱
し
た
「
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」
と
い
う
の
も
、
松
永
の
提
案
、
あ
る
い
は
進
言
し
た
も
の

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

他
に
も
次
の
よ
う
な
評
が
あ
る
。

彼
は
牧
野
元
次
郎
の
友
人
で
、
出
獄
後
牧
野
と
二
人
で
不
動
銀
行
を
起
し
た
が
、
其
後
牧
野
と
喧
嘩
を
し
て
退
社
し
、
そ
の
時
の

退
社
手
当
で
銀
座
に
天
下
茶
屋
と
い
ふ
料
理
屋
を
出
し
た
。
牧
野
と
喧
嘩
し
た
折
り
世
間
の
話
で
は
、
若
し
彼
が
其
の
際
喧
嘩
に
勝

て
ば
、
不
動
銀
行
は
当
然
彼
の
手
に
帰
し
た
で
あ
ろ
う
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
（
二
四
）
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牧
野
と
仲
が
良
か
っ
た
時
期
は
何
事
も
上
手
く
い
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
牧
野
と
喧
嘩
別
れ
し
て
以
降
、
料
理
屋
な
ど
職
業
を
転
々
と

し
て
、
あ
ま
り
上
手
く
は
い
か
な
か
っ
た
よ
う
だ
（
二
五
）

。

四　

牧
野
元
次
郎
に
よ
る
支
援
と
活
動

青
柳
の
紹
介
や
黒
田
の
提
唱
に
刺
激
を
受
け
た
松
永
は
次
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
。

夫そ
れ

で
私
の
主
人
で
あ
つ
た
牧
野
頭
取
の
或
る
宴
会
の
時
に
非
常
に
頭
取
初
め
来
賓
皆
ニ
コ
ニ
コ
し
て
居
る
か
ら
、
斯
う
い
ふ
の
が

ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
で
あ
る
と
云
つ
た
の
が
始
り
、
夫そ

れ

が
日
本
に
於
け
る
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
を
起
し
た
動
機
で
、
其
主
人
公
の
恩
人
は

青
柳
有
美
君
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
致
し
ま
す
。
（
二
六
）

要
す
る
に
、
青
柳
ら
の
記
事
を
読
ん
で
い
た
松
永
が
、
牧
野
ら
が
出
席
し
て
い
た
宴
会
の
様
子
を
見
て
、
「
ま
る
で
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
の

よ
う
だ
」
と
い
う
主
旨
の
こ
と
を
言
っ
た
の
が
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
設
立
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
少
し
推
測
に
な
る
が
、
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
牧
野
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
も
の
か
を
松
永
に
問
う
た
。
そ
の
内
容
や
意
義
を

聞
い
た
牧
野
は
、
「
で
は
、
日
本
で
も
ぜ
ひ
作
ろ
う
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
稿
で
記
し
た
こ
と
だ
が
、
牧
野
は
牧
野
で
以
前
か
ら
、
強
い
大
黒
天
信
仰
を
持
っ
て
い
た
（
二
七
）

。
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
そ
の

笑
顔
に
惹
か
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
諸
書
で
は
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
、
お
よ
び
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
は
牧
野
の
思
い
付
き
で
作
ら
れ
た

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
青
柳
や
黒
田
が
居
て
、
さ
ら
に
は
松
永
が
話
を
し
た
か
ら
こ
そ
、
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽

部
」
が
設
立
さ
れ
、
そ
し
て
同
時
に
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
も
発
刊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
に
松
永
の
事
績
の
と
こ
ろ
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
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松
永
に
は
編
集
能
力
と
経
験
が
あ
っ
た
し
、
不
動
貯
金
銀
行
も
機
関
誌
を
発
行
し
て
い
た
。

こ
れ
を
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
を
発
行
元
と
し
、
雑
誌
と
し
て
売
り
出
し
た
の
が
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
で
あ
っ
た
。

牧
野
は
直
接
ア
メ
リ
カ
の
動
向
は
知
ら
ず
、
松
永
に
よ
っ
て
そ
れ
を
知
っ
た
。
そ
の
う
え
で
資
金
を
提
供
し
、
そ
の
代
わ
り
に
毎
回
巻

頭
で
彼
の
考
え
る
「
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」
の
鼓
吹
を
行
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
正
確
に
言
え
ば
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
お
よ
び
そ
の
母
体
で

あ
る
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
は
主
と
し
て
松
永
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
生
涯
牧
野
が
提
唱
し
続
け
た
の
は
そ
の
名
を
借
用
し
た
「
ニ
コ

ニ
コ
主
義
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

図
9
は
牧
野
元
次
郎
の
写
真
で
あ
る 

。
そ
の
後
に
彼
の
事
績
を
人
名
辞
典
か
ら
引
く
。

 

1874

―1943

明
治
―
昭
和
時
代
前
期
の
銀
行
家
。
明
治
7
年
2
月
17

日
生
ま
れ
。
33
年
不
動
貯
金
銀
行
（
あ
さ
ひ
銀
行
の
前
身
の
ひ
と
つ
）

を
設
立
し
、
37
年
頭
取
と
な
る
。
「
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」
を
と
な
え
て

庶
民
の
小
口
資
金
を
あ
つ
め
、
全
国
有
数
の
貯
蓄
銀
行
に
発
展
さ
せ

た
。
昭
和
16
年
相
談
役
。
昭
和
18
年
12
月
7
日
死
去
。
70
歳
。
千
葉

県
出
身
。
高
等
商
業
（
現
一
橋
大
）
中
退
。
（
二
九
）

彼
は
最
初
「
日
蓮
主
義
」
を
信
奉
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
人
を
屈
服
さ
せ
て
自
分
の
主
義
を
通
す
と
い
う
そ
の
や
り
方
に
疑
問
を
持
っ

た
よ
う
で
、
日
露
戦
争
の
頃
か
ら
大
黒
天
信
仰
に
移
行
し
た
（
三
〇
）

。
こ
の
信
仰
が
後
に
「
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
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五　

当
時
の
時
代
背
景

最
後
に
当
時
の
時
代
背
景
を
見
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
の
設
立
や
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
は
あ
る
切
実

な
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
根
底
に
あ
っ
た
の
が
、
日
露
戦
争
後
に
起
こ
っ
た
不
況
で
あ
る
。
こ
の
不
況
は
長
引
き
、
大
正
初
年
ご
ろ
ま
で
続
い
た
と
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
『
港
区
教
育
史
』
第
三
巻
に
は
「
日
露
戦
争
後
の
経
済
」
と
い
う
項
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

日
露
戦
争
下
の
増
税
と
物
価
の
騰
貴
、
戦
後
の
経
済
界
の
不
況
と
沈
滞
は
、
一
般
庶
民
の
生
活
を
窮
乏
さ
せ
た
。
日
清
戦
争
後
か

ら
独
占
資
本
は
形
成
さ
れ
、
財
閥
は
繁
栄
し
た
。

戦
後
、
国
民
の
興
奮
が
鎮
ま
っ
た
こ
ろ
か
ら
大
き
な
労
働
争
議
が
あ
い
つ
い
だ
。
労
働
者
の
賃
上
げ
要
求
、
同
盟
罷
業
が
あ
い
つ

ぎ
、
明
治
44
年
、
市
電
初
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
行
わ
れ
た
。
本
所
出
張
所
で
の
電
車
運
転
中
止
を
き
っ
か
け
に
、
同
年
12
月
31
日
に
は
、

三
田
を
中
心
に
青
山
、
新
宿
、
浅
草
の
各
出
張
所
で
も
同
様
の
事
態
に
な
っ
た
。
大
晦
日
の
夜
半
ま
で
、
市
内
の
交
通
は
、
ほ
と
ん

ど
麻
ひ
状
態
に
な
り
、
明
治
45
年
の
元
日
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
中
で
明
け
た
。
（
三
一
）

こ
こ
で
わ
か
る
の
は
、
不
況
が
原
因
と
な
っ
て
大
規
模
な
罷
免
が
行
わ
れ
た
り
、
同
じ
く
大
規
模
な
ス
ト
ラ
イ
キ
が
頻
繁
に
起
こ
っ
た

り
し
た
こ
と
で
あ
る
。
政
治
家
や
経
営
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
は
、
日
本
中
を
震
撼
さ
せ
る
事
件
が
起
こ
る
。
幸
徳
秋
水
ら
が
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
大

逆
事
件
」
が
そ
れ
だ
。
天
皇
の
暗
殺
ま
で
考
え
て
い
た
と
さ
れ
る
こ
の
事
件
は
世
間
に
強
い
不
安
を
覚
え
さ
せ
た
。
驚
い
た
の
は
牧
野
ら

も
同
じ
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
辞
書
で
「
大
逆
事
件
」
を
引
い
て
お
こ
う
。
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明
治
43
年
（1910

）
多
数
の
社
会
主
義
者
・
無
政
府
主
義
者
が
明
治
天
皇
の
暗
殺
計
画
容
疑
で
検
挙
さ
れ
た
事
件
。
大
逆
罪
の
名
の

も
と
に
24
名
に
死
刑
が
宣
告
さ
れ
、
翌
年
1
月
、
幸
徳
秋
水
ら
12
名
が
処
刑
さ
れ
た
。
幸
徳
事
件
。
（
三
二
）

　
今
で
は
詳
細
な
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
の
人
々
に
が
、
も
っ
と
も
驚
い
た
の
は
、
天
皇
の
暗
殺
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

最
も
不
敬
か
つ
お
ぞ
ま
し
い
と
思
わ
せ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
（
三
三
）

。

治
安
の
悪
化
や
不
況
を
何
と
か
し
て
打
開
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
思
い
が
多
く
の
国
民
の
基
底
に
あ
っ
た
。
そ
の
打
開
策
と

し
て
出
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
に
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
と
い
う
選
択
肢
が
あ
っ
た
。
現
に
ア
メ
リ
カ
を
始
め
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
先
進

国
」
、
「
文
明
国
」
で
は
先
ん
じ
て
こ
う
し
た
運
動
が
隆
盛
を
極
め
て
い
た
。
そ
れ
に
倣
お
う
と
し
た
の
が
、
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
の
発
足

で
あ
る
。
た
だ
し
、
他
の
国
で
は
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
よ
う
な
雑
誌
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
言

説
か
ら
推
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
十
数
年
留
学
し
て
い
た
と
い
う
人
の
証
言
で
あ
る
。
彼
は
日
本
に
『
ニ
コ
ニ
コ
』
と
い

う
雑
誌
が
あ
る
の
を
聞
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

吾
邦
に
其
な
雑
誌
が
出
来
て
ゐ
る
か
、
そ
り
や
可
い
こ
と
だ
。
頗
る
面
白
い
、
如
何
に
も
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
ひ
の
莫
迦
莫
迦
し
い
の
は

駄
目
だ
が
常
に
心
が
長
閑
な
ニ
コ
ニ
コ
笑
ひ
は
至
極
可
い
。・
・
・
・
・
・
米
国
の
ニ
コ
ニ
コ
か
、
そ
り
や
米
国
に
も
大
い
に
あ
る
さ
。

米
国
人
は
心
を
愉
快
に
し
て
能
く
働
か
う
と
い
ふ
人
間
だ
。
第
一
渋
面
造
つ
て
仕
事
が
旨
く
遣
つ
て
往
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
是

非
仕
事
は
ニ
コ
ニ
コ
で
遣
つ
て
往
く
に
限
る
よ
。
ど
う
も
日
本
人
は
笑
ふ
と
威
厳
を
損
す
る
や
う
に
思
つ
て
ゐ
る
か
ら
困
る
。
（
三
四
）

　
つ
ま
り
、
「
ニ
コ
ニ
コ
」
す
る
こ
と
を
推
進
さ
せ
る
た
め
に
雑
誌
を
発
行
し
た
の
は
、
日
本
独
自
の
動
き
で
あ
り
、
そ
の
口
絵
に
笑
顔
写

真
を
多
数
掲
載
し
た
こ
と
が
、
結
果
的
に
日
本
に
笑
顔
写
真
を
定
着
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
先
に
見
た
よ
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う
に
徽
章
に
よ
っ
て
人
を
繋
い
で
い
っ
た
が
、
日
本
で
は
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
よ
っ
て
人
々
に
「
ニ
コ
ニ
コ
」
の
輪
が
広
が
っ
て
い
っ

た
と
い
う
点
が
異
な
っ
て
い
る
。

ま
た
別
の
記
事
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

諸
君
若
し
北
米
合
衆
国
諸
市
の
ニ
コ
ニ
コ
劇
場
前
に
立
た

ば
、
必
ず
右
記
二
行
の
文
字
に
逢
着
す
べ
し
。
而
し
て
高
さ

数
丈
に
余
る
少
年
ニ
コ
ニ
コ
笑
ひ
の
図
を
見
る
べ
し
。
（
三
五
）

 

右
の
図
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
引
用
文
中
に
あ
っ
た
「
右
記

二
行
」
と
は
こ
の
図
の
な
か
に
あ
る
「
肥
ら
ん
と
す
る
者
は
笑

へ
！
！　

成
功
せ
ん
と
す
る
者
は
笑
へ
！
！
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
本
記
事
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
図
は
北
米
か
ら
帰
朝
し
た

高
橋
啓
太
郎
と
い
う
人
物
が
模
写
し
て
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
も
の

だ
と
い
う
（
三
六
）

。

ア
メ
リ
カ
で
は
雑
誌
で
は
な
く
、
倶
楽
部
の
活
動
や
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
画
像
な
ど
に
よ
っ
て
「
ニ
コ
ニ
コ
運
動
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
運
動

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
当
時
の
世
の
中
に
対
す
る
危
機
感
も
、
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
の
発
足
、
お
よ
び
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
発
刊
、
そ
し
て
牧

野
の
提
唱
す
る
「
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」
の
流
行
を
生
み
出
し
、
促
進
さ
せ
る
動
力
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
大
逆
事
件
」
の
翌
年
の
「
紀

元
節
」
に
倶
楽
部
を
設
立
し
、
雑
誌
を
発
行
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
大
逆
事
件
」
が
起
こ
る
よ
う
な
世
相
に
対
す
る
危
機
感
の
表
出
に

他
な
ら
な
い
。

図 10：米国ニコニコ劇場にあった絵
（『ニコニコ』第 10 号）

（19）142



日本語・・日本文化　第 52 号 （2025）

他
に
ど
う
し
て
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
が
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
た
記
述
が
あ
る
の
で
、
次
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

事
実
、
当
時
日
本
一
の
発
行
部
数
を
誇
っ
て
い
た
実
業
の
日
本
社
の
「
婦
人
世
界
」
は
月
八
、
九
万
部
の
こ
ろ
で
す
か
ら
「
ニ
コ
ニ

コ
」
の
七
万
部
は
、
こ
れ
に
次
ぐ
も
の
と
し
て
、
そ
の
急
成
長
ぶ
り
に
内
外
を
驚
嘆
さ
せ
た
も
の
で
し
た
。

な
に
故
、
こ
の
よ
う
に
社
会
に
う
け
容
れ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
明
治
の
時
代
が
上
か
ら
の
権
威
主
義
の
き
わ
め
て
濃

厚
な
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
笑
」
な
る
も
の
が
低
級
卑
俗
な
も
の
と
し
た
時
代
感
覚
が
支
配
的
で
あ
っ
た

こ
と
、
そ
ん
な
環
境
や
風
潮
に
対
し
、
「
ニ
コ
ニ
コ
」
の
主
張
は
、
ま
さ
に
一
石
を
投
じ
た
も
の
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

と
き
あ
た
か
も
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
黎
明
期
の
幕
開
け
を
ひ
か
え
、
権
威
主
義
へ
の
一
つ
の
対
症
療
法
と
し
て
「
ニ
コ
ニ
コ
」

の
平
民
的
主
張
、
思
想
が
容
易
に
う
け
い
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
ニ
コ
ニ
コ
」
の
社
会
各
方
面
に
及
ぼ
し
た
心
理
的

影
響
も
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
、
よ
う
や
く
上
層
貴
顕
の
士
の
笑
顔
写
真
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
般
庶
民
の
間
で
は
、
ニ

コ
ニ
コ
の
語
彙
が
一
種
の
清
新
さ
を
も
つ
流
行
語
と
化
し
、
商
品
名
に
、
家
号
に
盛
ん
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
も
か
く
、
「
ニ
コ
ニ
コ
」
は
一
つ
の
社
会
的
な
寄
与
を
果
た
し
た
わ
け
で
す
が
、
似
た
も
の
を
現
代
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
さ
し

ず
め
松
下
幸
之
助
が
「PH

P

」
を
世
に
問
わ
れ
て
い
る
の
と
、
ま
さ
に
好
一
対
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
（
三
七
）

明
治
の
権
威
主
義
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
的
な
も
の
を
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
は
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
な
る
ほ
ど
、
ま
さ
に
創
刊

後
に
い
わ
ゆ
る
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
時
代
、
つ
ま
り
平
民
的
で
大
衆
的
な
世
に
な
る
。
そ
の
先
駆
け
的
な
存
在
が
雑
誌
『
ニ
コ
ニ

コ
』
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
現
代
で
は
、
そ
れ
が
雑
誌
『PH

P

』
に
相
当
す
る
と
も
評
価
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
が
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
（
三
八
）

。
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お
わ
り
に

本
論
考
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
、
次
に
列
挙
す
る
。

・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
青
柳
有
美
が
雑
誌
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
「
ニ
コ
ニ
コ
」
し
て
過
ご
そ
う
と
い
う
運
動
が
流
行
し
て
い
る

事
や
、
日
本
で
も
渋
沢
栄
一
や
大
倉
喜
八
郎
な
ど
の
財
界
人
が
ニ
コ
ニ
コ
し
て
富
を
得
た
と
紹
介
し
た
。

・
次
に
小
説
家
の
黒
田
湖
山
が
詳
し
く
そ
の
倶
楽
部
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
し
て
ま
ず
は
「
少
年
微
笑
倶
楽
部
」
の
設
立
を
、
引
い
て
は

日
本
全
国
民
に
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
（
黒
田
は
「
微
笑
倶
楽
部
」
と
呼
ん
で
い
た
が
）
」
の
よ
う
な
組
織
が
で
き
て
ほ
し
い
も
の
だ
と

書
い
た
。

・
そ
れ
ら
の
記
事
を
見
た
、
当
時
、
不
動
貯
金
銀
行
・
理
事
で
あ
っ
た
松
永
敏
太
郎
が
牧
野
に
紹
介
し
た
。

・
以
前
か
ら
「
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
た
牧
野
元
次
郎
は
松
永
と
相
談
の
上
、
「
ニ
コ
ニ
コ

倶
楽
部
」
を
設
立
し
、
同
時
に
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
を
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
二
月
一
一
日
に
発
行
し
た
。

・
時
代
背
景
も
こ
う
し
た
運
動
を
後
押
し
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
日
露
戦
争
以
降
、
長
引
く
不
況
と
、
明
治
四
三
年

（
一
九
一
〇
）
に
起
こ
っ
た
「
大
逆
事
件
」
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
が
、
日
本
に
お
け
る
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
と
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
誕
生
に
お
け
る
経
緯
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
筆
者
は
、
当
初
、
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
は
渋
沢
栄
一
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
外
国
通
、
特
に
財
界
人
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
渋
沢
ら
は
賛
同
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

実
際
に
、
渋
沢
の
日
記
の
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
六
月
一
三
日
の
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
記
者
来
リ
笑
顔
ノ
事
ニ
関
ス
ル
説
ヲ
示
ス
（
三
九
）
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つ
ま
り
、
渋
沢
が
笑
顔
の
効
用
な
ど
の
説
明
を
受
け
た
の
は
、
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
発
足
後
で
あ
り
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
刊
行
後

の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
青
柳
が
指
摘
し
た
渋
沢
や
大
倉
は
日
ご
ろ
か
ら
ニ
コ
ニ
コ
し
た
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

お
そ
ら
く
ア
メ
リ
カ
の
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
の
面
々
、
た
と
え
ば
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
や
タ
フ
ト
、
カ
ー
ネ
ギ
ー
や
ハ
リ
ー
・
ラ
ウ
ダ
―
な

ど
も
、
日
頃
か
ら
楽
天
主
義
を
心
掛
け
て
行
動
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
少
な
く
と
も
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
の

発
足
や
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
刊
行
に
は
深
く
は
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

話
は
変
わ
る
が
、
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
年
）
に
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
関
す
る
日
本
初
の
企
画
展
が
開
か
れ
た
。
広
島
県
府
中
市
に

あ
る
上
下
文
化
資
料
館
で
の
企
画
展
で
あ
る
。
そ
のFacebook

ペ
ー
ジ
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
企
画
展
当
時

の
記
載
で
あ
る
。

―
企
画
展
の
お
知
ら
せ
―

上
下
歴
史
文
化
資
料
館
で
は
現
在
、
企
画
展
「
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
と
岡
田
美
知
代
」
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

大
正
3
年
～
8
年
の
間
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
作
成
を
発
表
し
た
美
知
代
は
、
多
く
の
作
品
を
世
に
送
り
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
取
り
上
げ
た
こ
と
の
な
い
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
で
の
美
知
代
作
品
は
、
上
下
町
ゆ
か
り
の
話
や
海
外
の
情
報
、
美
知
代
が
そ
の
時

感
じ
て
い
た
事
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

企
画
展
で
は
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
生
ま
れ
た
背
景
や
、
作
家
（
小
説
家
）
と
し
て
の
力
を
大
き
く
花
開
か
せ
た
時
代
の
作
品
を

ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

期　

間　

令
和
4
年
10
月
18
日
（
火
）
～
令
和
5
年
1
月
31
日
（
火
）　

10
：
00
～
17
：
00

場　

所　

上
下
歴
史
文
化
資
料
館　

1
階
ホ
ー
ル

休
館
日　

月
曜
日
（
四
〇
）
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残
念
な
が
ら
筆
者
は
こ
の
企
画
展
が
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ど
ん
な
物
が
ど
の
よ
う
に
展
示
さ
れ
た
の

か
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

今
後
、
こ
の
展
示
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

本
稿
で
は
雑
誌
創
刊
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
触
れ
た
が
、
廃
刊
理
由
に
つ
い
て
は
述
べ
な
か
っ
た
。
せ
っ
か
く
の
機
会
な
の
で
、
こ

ち
ら
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。

雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
一
〇
月
に
突
如
廃
刊
す
る
。
同
時
に
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
も
解
散
。
そ
の
理
由
は

決
し
て
経
済
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
次
に
示
す
の
は
松
永
敏
太
郎
の
回
顧
録
で
あ
る
。

此
の
大
衝
突
（
牧
野
と
の
喧
嘩
別
れ
―
筆
者
補
注
）
は
予
と
牧
野
氏
と
の
間
に
、
一
大
岩
壁
を
築
き
、
其
結
果
と
し
て
「
ニ
コ
ニ

コ
」
廃
刊
問
題
は
寝
耳
に
水
の
如
く
頭
取
よ
り
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

試
み
に
思
へ
、
僅
々
十
万
円
の
資
本
を
以
て
、
よ
く
六
千
万
円
に
近
き
預
金
を
贏か

ち
得
た
る
不
動
貯
金
の
大
成
功
は
、
一
に
其
の

信
用
収
得
の
機
関
雑
誌
ニ
コ
ニ
コ
の
功
績
た
る
こ
と
は
、
何
人
も
首
肯
す
る
処
で
あ
ら
う
。
し
か
も
之
を
最
も
よ
く
了
解
せ
る
牧
野

頭
取
が
、
突
然
廃
刊
の
宣
言
を
発
す
る
に
至
り
し
理
由
は
、
他
な
し
。
即
ち
元
来
ニ
コ
ニ
コ
は
発
行
預
金
吸
収
の
手
段
と
し
て
発
行

せ
し
も
の
な
れ
ば
、
既
に
現
在
の
如
く
、
基
礎
を
据
ゑ
た
る
以
上
は
、
例
へ
ば
夏
、
綿
入
の
恩
を
忘
る
が
如
く
、
（
中
略
）

元
来
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
は
実
に
予
が
生
命
以
上
の
生
命
で
あ
り
、
夜
が
飽
ま
で
心
血
を
灑そ

ゝ

い
だ
一
期
の
事
業
で
あ
つ
た
の
だ
。
其

の
尊
き
ニ
コ
ニ
コ
な
る
名
称
も
、
其
創
立
創
刊
も
、
皆
之
悉
く
予
の
発
意
発
案
に
な
つ
た
も
の
だ
。
然
れ
ど
も
其
の
創
刊
当
初
は
、

或
は
高
利
貸
の
提
灯
持
雑
誌
、
或
は
又
ボ
ロ
銀
行
の
御
先
棒
雑
誌
と
嘲
り
罵
ら
れ
、
何
人
も
一
瞥
だ
に
与
へ
ざ
り
し
を
、
彫
心
鏤
骨
、

辛
苦
十
年
に
し
て
斯
界
の
一
権
威
た
る
を
得
し
我
が
楽
し
く
て
悲
し
き
思
ひ
出
よ
。
そ
れ
だ
け
に
ニ
コ
ニ
コ
の
廃
刊
は
、
一
層
感
慨

無
量
、
予
が
生
命
を
絶
つ
に
等
し
い
と
云
ふ
も
、
決
し
て
誇
張
で
は
な
か
ら
う
。
（
四
一
）
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こ
れ
は
あ
る
程
度
信
用
し
て
よ
い
証
言
の
よ
う
に
思
う
。
少
な

く
と
も
松
永
に
は
そ
う
見
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
本
当
の

と
こ
ろ
は
牧
野
と
松
永
し
か
知
り
得
な
い
事
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ

も
そ
も
牧
野
は
大
黒
天
信
仰
を
基
に
し
た
「
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」
を

広
め
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
し
、
銀
行
の
預
金
が
増
え
れ
ば

よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
雑
誌
は
そ
の
一
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
（
四
二
）

。

牧
野
に
言
わ
せ
る
な
ら
ば
、
大
黒
天
の
よ
う
に
ニ
コ
ニ
コ
す
る

の
に
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
。

第
一
に
は
精
神
の
平
和
で
あ
る
。

第
二
に
は
身
体
の
健
康
で
あ
る
。

第
三
に
は
商
売
の
繁
盛
で
あ
る
。
（
四
三
）

「
精
神
の
平
和
」
と
「
身
体
の
健
康
」
、
そ
し
て
「
商
売
の
繁

盛
」
。
こ
れ
ら
三
つ
の
福
徳
を
得
る
た
め
に
「
常
に
大
黒
様
の
お

顔
を
拝
せ
よ
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
牧
野
に
と
っ
て
は
、
大
黒
天

信
仰
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
「
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」
が
も
っ
と
も
大

切
な
こ
と
で
あ
り
、
雑
誌
は
そ
の
宣
伝
媒
体
の
一
つ
に
過
ぎ
な

か
っ
た
の
だ
。

図 11：甲子大黒像
（筆者蔵）

図 12：打出の小槌
（筆者蔵）
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だ
が
一
方
の
、
松
永
に
と
っ
て
は
違
う
。
彼
は
こ
の
雑
誌
に
命
を
懸
け
て
い
た
。
こ
の
辺
り
の
認
識
の
違
い
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
雑

誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
は
廃
刊
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
牧
野
は
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
廃
刊
後
も
講
演
を
多
数
行
う
と
同
時
に
、
そ
れ
を
録
音
し
て
レ
コ
ー
ド
に
し
て
売
り
出
し
て
も
い

た
。
「
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
説
き
続
け
た
の
で
あ
る
。
松
永
の
生
命
が
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
な
ら
、
牧
野
に
と
っ
て
の
そ

れ
は
「
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」
で
あ
っ
た
の
だ
。

そ
も
そ
も
明
治
以
来
続
く
黒
田
湖
水
に
見
ら
れ
た
「
言
文
一
致
運
動
」
な
ど
の
様
々
な
運
動
や
、
「
自
然
主
義
」
や
「
日
蓮
主
義
」
な
ど

の
多
く
の
主
義
や
主
張
は
、
最
初
は
個
人
的
で
限
定
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
裏
に
は
い
わ
ゆ
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー

ソ
ン
の
言
う
「
国
民
国
家
」
を
作
り
上
げ
る
た
め
の
寄
与
が
隠
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
社
会
主
義
運
動
」
と
て
同
じ
で
あ
り
、
ど
う
い
う

「
国
民
国
家
」
を
作
り
上
げ
る
か
の
違
い
で
あ
る
。
現
世
で
ど
の
よ
う
な
世
の
中
を
作
る
の
か
、
と
り
わ
け
こ
の
当
時
の
運
動
に
は
現
世
利

益
的
な
色
彩
が
濃
く
見
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
そ
の
傾
向
が
強
い
の
が
、
「
日
蓮
主
義
」
と
こ
の
「
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」
で
あ
ろ
う
。
特
に
こ
の

世
に
浄
土
的
な
世
界
を
作
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
、
こ
の
二
つ
の
主
義
に
は
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
前
者
は
『
法
華
経
』
的
な
浄
土
の
実
現
を

願
い
、
後
者
は
微
笑
に
溢
れ
た
平
和
な
世
の
中
の
実
現
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
廃
刊
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
の
で
紹
介
す
る
。

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
大
正
六
年
十
月
号
を
も
っ
て
突
如
終
刊
に
踏
切
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
自
己
過
信
に
陥
っ
た
松

永
主
幹
が
不
動
翁
（
牧
野
元
次
郎
の
こ
と
ー
筆
者
補
注
）
の
使
命
感
と
は
ま
っ
た
く
背
馳
し
た
方
向
に
独
走
せ
ん
と
す
る
に
到
っ
た

が
た
め
で
あ
り
ま
す
。
（
四
四
）

松
永
の
主
張
は
と
も
か
く
と
し
て
、
他
人
か
ら
は
松
永
が
自
己
過
信
に
陥
り
、
暴
走
し
た
た
め
に
、
廃
刊
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
見

え
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
記
述
か
ら
わ
か
る
。
松
永
に
は
突
然
の
心
変
わ
り
に
見
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
か
す
る
と
牧
野
は
か
な
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り
前
か
ら
松
永
の
過
信
と
暴
走
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
本
稿
を
閉
じ
た
い
。

そ
れ
は
、
他
国
の
動
向
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
に
先
立
っ
て
出
来
た
他
国
の
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
は

ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
各
国
で
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
や
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
、
な
ど
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
て
み
た

い
と
思
う
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
各
国
の
笑
顔
写
真
の
誕
生
を
明
ら
か
に
出
来
れ
ば
、
な
お
有
益
な
結
果
が
得
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
こ
ち
ら
は
か
な
り
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
が
、
根
気
よ
く
地
道
に
調
査
を
し
て
い
く
し
か
な
い
と
考
え
て
い
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
、
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
、
日
本
人
の
笑
顔
、
不
動
貯
金
銀
行
、
牧
野
元
次
郎

注

（
一
）　

岩
井
茂
樹
「
『
笑
う
写
真
』
の
登
場
―
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
役
割
」
『
日
本
研
究
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
〇

年
一
一
月
。

（
二
）　

小
西
四
郎
・
岡
秀
行
構
成
『
モ
ー
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
／
写
真
編　

百
年
前
の
日
本
』
小
学
館
、
一
九
八
三
年
よ
り
転
載
。

（
三
）　

『
読
売
新
聞
』
一
九
一
一
年
一
月
一
四
日
朝
刊
第
一
面
。

（
四
）　

彼
ら
の
笑
顔
写
真
は
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
本
誌
だ
け
で
は
な
く
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
『
ニ
コ
ニ
コ
写
真
帖
』
（
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
発

行
）
で
も
見
る
事
が
出
来
る
。
こ
の
写
真
帖
は
毎
年
前
年
度
分
が
増
補
さ
れ
、
版
を
重
ね
た
。
『
ニ
コ
ニ
コ
写
真
帖
』
に
つ
い
て
は
、

山
本
俊
亮
「
笑
う
人
々
―
『
ニ
コ
ニ
コ
写
真
帖
』
（
『
国
立
国
会
図
書
館
月
報
』N

o,713/714

、
国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
二
〇
年
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八
／
九
月
）
に
記
載
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
に
は
図
４
で
取
り
上
げ
た
夏
目
漱
石
の
笑
顔
写
真
に
関
す
る
記
述
も
あ
る
。

（
五
）　

ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
『
ニ
コ
ニ
コ
』
第
四
八
号
、
一
九
一
五
年
一
月
、
口
絵
よ
り
転
載
。
こ
の
笑
顔
写
真
に
つ
い
て
、
漱
石
は
笑
っ

た
つ
も
り
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
（
『
硝
子
戸
の
中
』
）
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
に
新
資
料
が
あ
り
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
編
集
部

は
、
笑
顔
写
真
だ
と
受
け
止
め
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
も
あ
る
の
で
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
す

る
。

（
六
）　

青
柳
有
美
「
寸
鉄
活
人　

心
言
膽
語
」
『
実
業
之
日
本
』
第
一
二
巻
第
二
二
号
、
一
九
〇
九
年
一
〇
月
一
五
日
、
実
業
之
日
本
社
、

六
一
頁
。

（
七
）　

秋
田
県
立
博
物
館H

P
よ
り
転
載
。https://w

w
w.akihaku.jp/digital/collection/contents.php?serial_no=122&

category=8&
la

ng=

：
最
終
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
二
四
年
七
月
二
四
日
。

（
八
）　

上
田
正
昭
・
西
澤
潤
一
・
平
山
郁
夫
・
三
浦
朱
門
監
修
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
一
頁
。

（
九
）　

前
掲
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
、
七
〇
五
頁
。

（
一
〇
）　

黒
田
湖
山
「
微
笑
倶
楽
部
」
『
少
年
世
界
』
第
一
七
巻
第
一
号
、
博
文
館
、
一
九
一
一
年
一
月
、
四
〇
頁
。

（
一
一
）　

同
前
。

（
一
二
）　

タ
フ
ト
著
・
山
崎
梅
処
訳
『
出
世
の
準
備
』
（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
〇
七
年
）
に
は
、
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
に
関
す
る
直
接

的
な
記
述
は
な
い
が
、
「
楽
天
主
義
を
抱
て
奮
闘
せ
よ
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
（
八
～
九
頁
）
、
「
男
子
世
に
処
す
る
に
は
、
如
何

な
る
場
合
に
も
楽
天
主
義
を
持
し
て
奮
闘
す
べ
き
」
だ
と
タ
フ
ト
が
説
い
た
と
あ
る
。
ま
た
「
同
氏
の
面
容
に
は
常
に
和
気
溢

れ
、
人
一
た
び
其
謦
咳
に
接
す
れ
ば
、
偉
大
な
る
人
格
の
表
象
た
る
楽
天
的
風
骨
に
魅
せ
ら
る
ゝ
を
禁
ぜ
ざ
る
事
や
」
と
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
れ
は
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
設
立
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
当
時
の
ア
メ
リ
カ
で
は
楽
天
主
義
が
一
種
の

ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
機
運
が
醸
成
し
、
形
と
な
っ
て
現
出
し
た
の
が
、
ア
メ
リ

カ
の
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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（
一
三
）　

前
掲
黒
田
湖
山
「
微
笑
倶
楽
部
」
、
四
一
～
四
二
頁
。

（
一
四
）　

同
前
、
四
二
頁
。

（
一
五
）　

同
前
。

（
一
六
）　

黒
凧
先
生
「
微
笑
倶
楽
部
が
で
き
た
ら
ば
」
『
少
年
世
界
』
第
一
七
巻
第
二
号
、
一
九
一
一
年
一
月
増
刊
号
、
一
四
八
頁
。

（
一
七
）　

同
前
、
一
五
一
頁
。

（
一
八
）　

黒
田
湖
山
「
に
こ
に
こ
太
郎
」
木
村
定
次
郎
編
『
お
伽
テ
ー
ブ
ル
』
博
文
館
、
一
九
〇
九
年
。
念
の
た
め
に
申
し
添
え
て
お
く

と
、
当
時
の
児
童
文
学
で
は
発
話
と
同
じ
音
で
記
載
す
る
と
い
う
一
種
の
「
言
文
一
致
運
動
」
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
、
引
用

文
も
そ
の
ま
ま
に
し
た
。

（
一
九
）　

一
記
者
「
『
夢
の
世
界
』
門
出
の
記
」
『
夢
の
世
界
』
第
一
巻
第
一
号
、
東
京
国
文
社
、
一
九
一
八
年
七
月
、
一
四
八
～
一
四
九

頁
。

（
二
〇
）　

原
田
道
寛
編
『
大
正
名
家
録
』
二
六
社
編
纂
局
、
一
九
一
五
年
、
マ
の
部
二
六
頁
。
本
文
に
は
句
読
点
は
な
い
が
、
読
み
や
す

さ
を
考
慮
し
て
そ
れ
ら
を
補
っ
た
。

（
二
一
）　

天
野
雄
吉
『
牧
野
元
次
郎
翁　

伝
記
で
な
い
伝
記
』
全
国
不
動
会
、
一
九
七
三
年
、
二
〇
二
頁
。
ち
な
み
に
、
こ
の
著
者
も
雑

誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
初
期
か
ら
関
わ
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
年
五
月
か
ら
雑

誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
記
者
と
し
て
関
わ
る
（
天
沼
雄
吉
『
棗
の
人　

棗
人
小
伝
』
、
東
京
不
動
会
、
一
九
七
六
年
、
一
〇
二
～

一
〇
三
頁
）
。
幸
田
露
伴
『
蝸
牛
庵
日
記
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
九
年
）
の
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
九
月
一
〇
日
の
条
に

は
、
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
天
沼
雄
吉
来
る
」
と
あ
り
、
ま
た
翌
日
の
条
に
は
「
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
天
沼
使
者
へ
草
稿
渡
す
」
と
い

う
記
述
が
あ
る
（
三
一
九
頁
）
。

（
二
二
）　

前
掲
『
大
正
名
家
録
』
、
マ
の
部
二
六
頁
。

（
二
三
）　

上
田
景
二
編
『
模
範
新
語
通
語
大
辞
典
』
松
本
商
会
出
版
部
、
一
九
一
九
年
、
二
〇
頁
（
「
【
ニ
コ
ニ
コ
シ
ユ
ー
】
ニ
コ
ニ
コ
臭
」
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の
項
）
。

（
二
四
）　

吉
川
守
圀
『
荊
逆
星
霜
史
：
日
本
社
会
主
義
運
動
側
面
史
』
不
二
出
版
、
一
九
八
五
年
、
九
九
頁
。

（
二
五
）　

彼
の
没
年
は
不
詳
で
あ
る
が
、
鎌
倉
の
東
慶
寺
に
墓
石
が
あ
る
よ
う
だ
。
彼
の
晩
年
と
没
後
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
前

掲
天
沼
雄
吉
『
棗
の
人　

棗
人
小
伝
』
、
二
〇
三
～
二
〇
四
頁
に
あ
る
。

（
二
六
）　

前
掲
一
記
者
「
『
夢
の
世
界
』
門
出
の
記
」
、
一
四
九
頁
。

（
二
七
）　

彼
の
経
営
し
た
「
不
動
貯
金
銀
行
」
は
そ
の
名
か
ら
不
動
尊
信
仰
と
関
係
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
牧
野
自

身
が
「
こ
の
不
動
貯
金
と
申
し
ま
し
た
の
は
、
動
か
さ
な
い
で
金
を
た
め
る
と
い
う
意
味
で
つ
け
た
の
で
、
不
動
さ
ん
に
関
係

あ
り
ま
せ
ん
」
（
前
掲
天
沼
雄
吉
『
棗
の
人　

棗
人
小
伝
』
、
一
七
頁
：
明
治
三
三
年
〈
一
九
〇
〇
〉
一
一
月
一
日
に
行
わ
れ
た

創
立
総
会
で
の
講
演
の
引
用
）
。

（
二
八
）　

牧
野
元
次
郎
『
ニ
コ
ニ
コ
全
集
』
弘
学
館
書
店
、
一
九
二
七
年
よ
り
転
載
。

（
二
九
）　

前
掲
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
、
一
七
三
二
頁
。

（
三
〇
）　

こ
の
辺
り
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
牧
野
元
次
郎
『
ニ
コ
ニ
コ
論
語
』
（
静
思
館
書
房
、
一
九
一
六
年
、
一
～
一
四
頁
）
に
詳
し

い
。

（
三
一
）　

港
区
教
育
委
員
会
事
務
局
編
『
港
区
教
育
史
』
第
三
巻
、
港
区
教
育
委
員
会
、
二
〇
二
二
年
、
三
三
一
～
三
三
二
頁
。

（
三
二
）　

『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』Japanknow

ledge Lib. W
eb

版
「
大
逆
事
件
」
の
項
。

（
三
三
）　

当
時
の
人
々
、
と
く
に
文
学
者
た
ち
が
こ
の
「
大
逆
事
件
」
を
ど
う
受
け
止
め
て
表
現
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
高
澤
秀
次
『
文

学
者
た
ち
の
大
逆
事
件
と
韓
国
併
合
』
（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
に
詳
し
い
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
三
四
）　

松
田
竹
の
島
人
「
米
国
人
の
無
邪
気
を
学
べ
」
『
ニ
コ
ニ
コ
』
第
二
七
号
、
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
、
一
九
一
三
年
五
月
、
四
二
～

四
三
頁
。

（
三
五
）　

『
ニ
コ
ニ
コ
』
第
一
〇
号
、
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
、
一
九
一
一
年
一
一
月
号
、
一
七
頁
。
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（
三
六
）　

同
前
。

（
三
七
）　

小
原
孝
夫
「
編
集
後
記
と
拾
遺
二
つ
」
前
掲
天
沼
雄
吉
『
棗
の
花　

棗
人
小
伝
』
、
二
九
〇
～
二
九
一
頁
。

（
三
八
）　

牧
野
元
次
郎
は
か
な
り
の
霊
感
が
あ
り
（
前
掲
天
沼
雄
吉
『
牧
野
元
次
郎
翁　

伝
記
で
な
い
伝
記
』
に
「
不
動
翁
と
心
霊
問
題
」

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
そ
こ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
）
そ
れ
を
信
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
今
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、

当
時
の
風
潮
と
し
て
こ
う
し
た
霊
能
力
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
こ
と
も
背
景
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
雑
誌
『
ニ
コ

ニ
コ
』
に
は
「
千
里
眼
事
件
」
で
有
名
な
福
来
友
吉
が
毎
号
の
よ
う
に
寄
稿
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
牧
野
だ
け
で
は
な
く
、

青
柳
有
美
ら
、
当
時
の
人
々
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
青
柳
の
次
の
言
葉
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
▼
不
景
気
は
、
声
の
催
眠
術
に
よ
り
て
世
に
作
ら
る
ゝ
も
の
也
。
不
景
気
は
其
の
初
を
心
理
状
態
に
発
し
、
後
に
之
を
産
業
状

態
に
及
ぼ
す
も
の
な
れ
ば
、
景
気
挽
回
の
第
一
策
は
、
先
づ
人
心
を
興
奮
せ
し
め
て
其
の
萎
靡
を
済
ふ
に
あ
り
」
（
「
寸
鉄
活
人

　

心
言
膽
語
」
『
実
業
之
日
本
』
第
一
二
巻
第
一
八
号
、
一
九
〇
九
年
九
月
一
日
、
実
業
之
日
本
社
、
五
五
頁
）
。

（
三
九
）　

渋
沢
青
淵
記
念
財
団
竜
門
社
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
別
巻
第
一
‘
日
記
（
一
）
、
渋
沢
青
淵
記
念
財
団
竜
門
社
、
六
七
七
頁
。

（
四
〇
）　https://w

w
w.facebook.com

/w
atch/?v=676131867249479

：
最
終
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
二
四
年
七
月
二
六
日
。

（
四
一
）　

松
永
敏
太
郎
「
不
動
貯
金
問
題　

赤
裸
の
告
白
（
一
）
」
『
夢
の
世
界
』
第
一
巻
第
七
号
、
一
九
一
八
年
一
〇
月
、
五
二
～
五
三

頁
。

（
四
二
）　

図
11
は
、
不
動
貯
金
銀
行
が
販
売
も
し
く
は
預
金
者
に
配
布
し
て
い
た
「
甲
子
大
黒
天
像
」
で
あ
る
。
三
つ
の
立
っ
た
俵
に
乗
っ

て
い
る
点
と
、
大
黒
天
の
顔
が
牧
野
の
顔
に
似
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
図
12
は
、
同
じ
く
不
動
貯
金
銀
行
か
ら
販
売

さ
れ
て
い
た
「
打
出
の
小
槌
」
で
あ
る
。
金
色
を
し
て
お
り
、
ず
っ
し
り
と
し
た
重
量
感
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
紹
介
し
な
い
が
、
他
に
も
大
黒
天
が
描
か
れ
た
「
ニ
コ
ニ
コ
風
呂
敷
」
や
メ
ダ
ル
な
ど
が
あ
り
、
筆
者
も
そ
れ
ら
を
所
持
し

て
い
る
。

（
四
三
）　

前
掲
牧
野
『
ニ
コ
ニ
コ
全
集
』
、
七
一
頁
。
筆
者
が
所
有
し
て
い
る
の
は
一
九
二
九
年
（
わ
ず
か
二
年
後
）
の
第
一
五
〇
版
で
あ
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る
。
一
回
に
何
部
刷
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
一
五
〇
回
も
版
を
重
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
か
な
り
広
く
読
ま
れ
た

書
物
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

（
四
四
）　

前
掲
小
原
孝
夫
「
編
集
後
記
と
拾
遺
二
つ
」
、
二
九
一
頁
。
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Process to the Publication of the “Nico-Nico” 
Magazine

In my article "The emergence of 'laughing photos' - The role of the magazine 'Nico-
Nico'" ('Japan Studies' No. 61, International Research Center for Japanese Studies, 
November 2020), I introduced the magazine 'Nico-Nico', which was published in 1911 by 
the “Nico-Nico Club” played a major role in helping Japanese people take pictures with 
smiles.

However, the circumstances under which this magazine was published remained a 
mystery for a long time. This is because the history is not written in the first issue. This 
paper clarified this point.

First, journalist Yumi Aoyagi introduced in 1909 in “Jitsugyo no Nippon” that a 
club whose credo was to put a smile on America's face was established, and that this 
movement had become a major movement. When Kozan Kuroda, a children's literature 
writer, saw this, he appealed in the magazine “Shonen Sekai” to create such a club in 
Japan. He even published a fantasy novel-like story about how this was realized in 
Japan. Fudo Savings Bank director Matsunaga Bintaro read them and suggested the 
establishment of such a club to the bank's president, Motojiro Makino, and on February 
11, 1911, the ``Nico-Nico Club'' was established. At the same time, the magazine ``Nico 
Nico'' was used to encourage and spread the movement.

This paper discusses this process in detail while introducing actual materials.

Keywords: The magazine “Nico-Nico”, Nico-Nico Club, Japanese smiles, Bank of Hudo 
Chokin, Motojiro Makino

IWAI Shigeki
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