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紅

の

方

‐―
名
描
華

微
笑
」
を
中

心

と
し

て
―
―

一

明
治
十
三
年

一
月

「国
民
之
友
」
附
録
に
発
表
さ
れ
た

「描
華
微
笑
」
と
い

ふ
短
篇
が
あ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
紅
葉
作
品
の
系
列
か
ら
み
る
と
、
明
か

に
異
色
篇
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
は
ち
そ
の
前
年
出
世
作

「色
懺
悔
」
を
公
刊

し
て
以
来
、
「
や
ま
と
昭
君
」
「風
雅
娘
」
、
或
ひ
は

「関
東
五
郎
」
の
如
く
、

紅
葉
作
の
題
材
は
多
く
過
去
に
求
め
ら
れ
、
近
世
文
学
の
伝
統
が
色
濃
く
滲
出

て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
、
「江
戸
の
水
」
の
如
き
は
、
「
い
づ
れ
も
様
御
存
じ
。
江

戸
の
水
は
本
町
庵
三
馬
家
伝
の
売
薬
。」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
ゐ
る
ほ
ど
、
一二
馬

の
模
倣
を
敢
て
し
た
り
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
た

「南
無
阿
爾
陀
仏
」
は
、

津
波
梅
と
い
ふ
主
入
公
が
明
治
十
二
年
四
月
二
日
に
歿
し
た
こ
と
に
し
て
ゐ
る

の
で
、　
一
応
当
代
の
世
相
に
材
を
求
め
た
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
が
、
中
味
は
き

は
め
て
古
く
、
継
母
に
虐
待
さ
れ
て
苦
し
む
姉
妹
、
先
妻
の
遺
託
に
こ
た
へ
て

あ
く
ま
で
彼
等
を
庇
ひ
忠
義
を
つ
く
す
乳
母
及
び
そ
の
甥
等
を
中
心
人
物
と
し

て
、
不
治
の
病
に
冒
さ
れ
て
呻
吟
す
る
姉
が
、
つ
ひ
に
会
ふ
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
乳
母
の
甥
に
深
く
思
ひ
を
寄
せ
、
漸
く
届
い
た
写
真
を
か
た
く
抱
き
じ
め

な
が
ら
死
ん
で
行
く
と
い
ふ
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
明
か
に
近
世
文
学
の
中
に
そ
の

法 F

岡

保

生

類
型
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

か
か
る
作
品
を
公
け
に
し
て
ゐ
た
紅
葉
が
、　
こ
の

「描
華
微
笑
」

に
於
い

て
、
当
代
世
相
の
中
に
題
材
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

あ
る
下
級
官
吏
が
、
毎
朝
出
勤
の
途
中
、
車
上
の
美
人
に
出
遇
ふ
。
顔
馴
染

と
な
り
、
互
ひ
に
挨
拶
を
交
は
す
う
ち
に
、
や
が
て
恋
愛
に
進
行
す
る
。
し
か

し
、
そ
れ
を
打
明
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
相
手
の
心
も
な
に
は
っ
き
り
と
は
つ

か
め
な
い
ま
ま
に
、
あ
れ
こ
れ
と
物
思
っ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
事
件
が

契
機
と
な
り
、
双
方
の
誤
解
を
招
い
て
、
や
が
て
女
は
ド
ク
ト
ル
丸
山
某
と
結

婚
し
て
し
ま
ふ
。
以
上
が

「格
華
微
笑
」
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。

こ
の
作
で
注
目
す
べ
き
は
、
紅
葉
が
当
代
の
下
級
官
吏
を
主
人
公
と
し
、
そ

の
平
凡
な
る
日
常
生
活
の
行
き
ず
り
の
恋
愛
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
主
人
公
の
心

理
を
描
い
て
み
せ
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
下
級
官
吏
の
青
年
を
主
人
公
と

し
、
そ
の
恋
愛
心
理
を
描
写
し
た
作
品
と
し
て
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
二
葉
亭

四
迷
の

「浮
雲
」
（明
治
十
年
）
と
い
ふ
先
駿
が
あ
る
。
そ
し
て

「浮
雲
」
が
、

文
三
。
お
勢

・
昇
ら
の
性
格
乃
至
心
理
の
描
写
を
通
し
て
、
や
が
て
時
代
そ
の

も
の
を
明
瞭
に
、
全
円
的
に
描
き
出
し
て
ゐ
る
の
に
比
べ
れ
ば
、
紅
葉
の
本
作

は
所
詮
問
題
と
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
軽
妙
な
肇
致
を
買
ふ
べ
き

「潤
洒
な
」



,C ■ ■~

（徳
田
秋
声

「尾
崎
紅
葉
研
究
」
）
ス
ヶ
ッ
チ
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
へ
よ
う
。

田
山
花
袋
の
言
葉
に
よ
る
と
、
こ
の
作
は
、
そ
の
と
き
同
時
に

「国
民
之
友
」

に
発
表
さ
れ
た
鴎
外
の

「舞
姫
」
の
た
め
に
全
く
圧
倒
さ
れ
て
了
っ
た
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
が

（花
袋

「近
代
の
小
説
し
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
必
然
の
成
行
で

あ
っ
た
ら
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
や
う
な
題
材
に
進
ん
で
筆
を
着
け
て
、
依
然

面
白
を
か
し
く
物
語
ら
う
と
い
ふ
潜
在
意
識
か
ら
、
や
や
も
す
る
と
話
術
の
み

が
先
走
っ
て
ゐ
る
嫌
ひ
は
あ
る
が
、
こ
の
作
の
前
半
の
み
を
取
り
上
げ
る
な
ら

ば
、
紅
葉
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
少
く
と
も
本
格
的
な
成
長
を
予
見
せ
し
め
る
前
芽

を
見
せ
て
ゐ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
を
問
題
に
す
る
と
き
、
前
記
梗
概
か
ら

も
察
せ
ら
れ
る
や
う
に
、
本
作
の
後
半
、
当
事
者
両
人
の
誤
解
を
招
き
、
や
が

て
破
局
へ
の
途
を
暗
示
す
る
一
事
件
が
、
い
は
ば
木
作
の
ヤ
マ
と
見
な
す
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ま
で
は
、
徐
々
な
が
ら
両
人
の
恋
愛
は
順
調
に
進
行
し
て

き
た
。
こ
の
ま
ま
で
行
け
ば
、
二
人
の
前
に
は
幸
福
が
訪
れ
る
こ
と
は
必
至

だ
。
読
者
は
そ
れ
ま
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば
、
や
や
ま
ど
ろ
こ
っ
し
い
感
じ

を
抱
き
な
が
ら
、
随
い
て
き
た
だ
け
に
、
早
く
二
人
の
結
ば
れ
る
こ
と
を
期
待

し
な
が
ら
、
読
み
つ
づ
け
て
行
く
。
と
、　
一
転
、
物
語
は
全
く
逆
の
方
向
へ
進

み
は
じ
め
る
。
そ
し
て
や
が
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
失
恋
と
い
ふ
結
果
に
他

な
ら
な
い
。

（も
っ
と
も
こ
の
小
説
の
結
末
は
特
に
戯
作
調
が
濃
厚
で
、
失
恋

の
悲
哀
と
か
深
刻
味
は
全
然
感
じ
ら
れ
な
い
。
）

こ
の
大
き
な
転
回
を
見
せ
る
一
事
件
と
は
、
具
琳
的
に
い
へ
ば
、

「十
一
月

の
二
日
は
亡
父
の
命
日
。
母
ど
妹
と
此
男
二
人
連
に
て
、谷
中
天
王
寺
へ
参
り
、

南
無
阿
爾
陀
仏
と
花
を
手
向
け
て
戻
り
道
」
に
、
例
の
美
人
が
若
い
男
と
連
立

っ
て
、
母
親
と
従
者
を
従
へ
て
来
る
の
に
出
会
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
二

人
は
と
も
に
、
も
う
そ
れ
た
ヽ
結
婚
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
の
だ
と
誤
解
し
て
し

ま
ふ
。
こ
の
誤
解
が
引
き
起
し
た
悲
喜
劇
、
こ
れ
こ
そ
紅
葉
の
本
作
に
於
い
て

狙
っ
た
第

一
の
モ
テ
ィ
ー
フ
な
の
だ
。
現
実
の
人
生
に
お
い
て
も
、
ま
た
か
う

し
た
誤
解
に
も
と
づ
く
悲
喜
劇
は
、
い
く
ら
で
も
見
ら
れ
る
。
人
生
の
一
面
は

た
し
か
に
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
紅
葉
が
始
め
な

ら
さ
う
し
た
点
に
の
み
主
眼
を
お
い
て
、
こ
の
作
を
構
想
し
て
い
っ
た
と
見
ら

れ
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
所
謂
趣
向
主
義
と
こ
の
小
説
の
底
の
浅
さ
が
露
呈
し
て

ゐ
る
。

私
は
い
ま
、
紅
葉
の
こ
の
作
に
お
け
る
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
誤
解
か
ら
引
き
起

こ
さ
れ
る
悲
喜
劇
を
描
く
こ
と
だ
と
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
突
込
ん
で
い

へ
ば
、
紅
葉
は
先
づ
、
こ
の

「格
華
微
笑
」
に
お
い
て
、
前
記
谷
中
天
王
寺
の

増動は論けれ相激］螂噸、一髪ぃは景、二な詢かし力、“一【Ｃ脚朔媚り導ｒ

し
て
、
そ
れ
を
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
に
、
そ
こ
へ
到
達
す
る
ま
で
の
緩
慢
な

る
恋
愛
の
進
行
を
、
次
に
構
想
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
私
は
こ
の

や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
。二

情
景
。
あ
る
ひ
は
シ
ー
ン
、
場
面
な
ど
い
ろ
い
ろ
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ょ
う
。

一
体
、
小
説
に
お
い
て
、
場
面
の
重
要
性
は
い
ふ
必
要
も
な
い
が
、
紅
葉
ほ
ど

よ
く
こ
の
場
面
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
は
、
明
治
の
作
家
中
で
も
、
あ
ま
り
あ

る
ま
い
。

「新
著
月
刊
」
第
三
号

（明
治
三
十
年
六．
月
）
に
載
っ
た

「作
家
苦

心
談
」
に
よ
れ
ば
、
紅
葉
は

「小
説
の
結
構
」
と
い
ふ
間
に
対
し
て
、
次
の
如

く
語
っ
て
ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら

私
は
始
め
極
漠
然
と
し
た
事
柄
■
…
い
や
概
念
も
概
念
も
非
常
に
疎
い
概



念
を
先
に
搾
え
ま
し
て
ね
、
例
を
取
れ
ば
『金
色
夜
叉
』
で
云
ふ
と
、
ラ

″“稀“州瀬赫一期凛な」鰊）はど期回漱』編剛毅諄漱』だり

詰
り
初
中
終
の
三
つ
を
き
め
て
叉
其
の
小
割
を
三
つ
位
に
す
る
。
斯
う
ざ

っ
と
の
場
割
位
ま
で
は
考
へ
て
お
き
ま
す
…
…

こ
こ
で
は
場
割
と
い
ふ
こ
と
ば
を
用
ゐ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
場
割
を
先
づ
い
く

つ
か
設
定
し
、
そ
れ
を
後
で
つ
な
い
で
行
く
。
い
は
ば
歌
舞
伎
風
の
構
成
を
と

る
こ
と
が
、
彼
の
常
套
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
が
新
聞
小
説
と
マ
ッ
チ
し
て
、
い

は
ゆ
る
紅
葉
文
学
の
性
格
を
決
定
づ
け
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

誰
も
が
知
る
や
う
に
、
出
世
作
の

「色
酸
悔
」
が
す
で
に
、
「
信
長
記
』
か

何
か
に
、
若
武
者
が
雪
の
中
で
討
死
す
る
と
こ
ろ
」
か
ら
思
ひ
つ
い
て
、

「
卯

の
花
威
の
鎧
で
も
着
た
若
武
者
が
、
討
死
を
す
る
て
な
」
場
画
を
先
づ
設
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
お
ぼ
ろ
舟
」
（十
三
年
）
ま
た
冒

頭
の

「
日
入
屋
の
と
こ
ろ
を
か
い
て
見
た
か
っ
た
の
で
」
「西
鶴
風
で
や
っ
た
」

と
、
例
の

「五
人
女
」
巻
三

「姿
の
関
守
」
の
手
法
に
も
と
づ
く
場
面
の
設
定

か
ら
生
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
ゐ
る
¨
３
作
家
苦
心
談
」
―
な
は
こ
の
項
に
つ
い

て
は
近
藤
忠
義
氏

「尾
崎
紅
葉
」
「
明
治
文
学
作
家
論
上
」
所
収
〕
参
照
）

「粘
華
微
笑
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
や
う
な
手
法
の
と
ら
れ
た
こ
と
は
、
想

像
に
難
く
な
い
。
さ
う
し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
示
唆
を
与
へ
る
も
の
は
、

「紅
葉
遺
文
」
（
四
十
三
年
）
所
収
の

「恋
の
奥
津
城
」
と
題
す
る
一
文
で
あ
る
。

比
較
的
短
文
で
あ
る
か
ら
、
全
文
を
左
に
写
し
て
み
る
。

七
月
の
墓
参
の
日
、
赤
坂
某
寺
に
一
青
年
一
佳
人
と
累
塚
の
間
に
撞
見

す
。
男
は
彼
を
郎
の
魂
を
弔
ふ
者
と
な
し
、
女
は
又
彼
を
婦
の
墓
に
詣
づ

る
も
の
と
な
し
て
言
は
ず
語
ら
ず
の
間
、
互
に
神
往
き
魂
通
ふ
感
あ
る
ま

ゝ
に
、
お
の
づ
か
ら
な
つ
か
し
き
や
う
に
て
看

一
看
す
。

実
は
男
は
友
人
の
為
に
、
女
は
其
伯
父
の
為
に
掃
展
す
る
も
の
に
て
、
些

の
恋
あ
る
に
あ
ら
ぎ
る
を
互
に
付
度
臆
測
し
て
情
を
動
し
英
夜
互
に
夢
見

る
ば
か
り
に
思
ひ
き
。
後
々
迄
も
此
の
可
懐
し
さ
を
忘
れ
ず
。

一
読
し
て
知
ら
れ
る
や
う
に
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん

「描
華
微
笑
」
と
何
等
の

関
係
も
持
た
な
い
。
否
、
そ
れ
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
逆
の
場
合
だ
と
い
ふ
ベ

き
で
あ
ら
う
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
に
設
定
さ
れ
た
場
面
こ
そ
は
、

「描
華
微
笑
」
と

ほ
ゞ
似
通
っ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
場
面
を
、
紅

葉
が
ノ
ー
ト
し
て
ゐ
た
と
い
ぶ
こ
と
は
、
い
ま
問
題
に
し
て
ゐ
る

「活
・華
微
笑

」
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
だ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も

の
で
あ
り
、
あ
な
が
ち
一
片
の
空
想
と
片
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
も
な
か
ら
う

と
、
私
は
思
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
計
量
さ
れ
た
精
密
な
場

面
で
は
な
か

，
た
で
あ
ら
う
が
、
少
く
も
具
体
的
に
脳
裡
に
く
っ
き
り
と
描
か

れ
た
一
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
「恋
の
奥
津
城
」
か
ら
想
像
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
さ
う
し
て
、
紅
葉
は
そ
れ
を
お
し
進
め
て
、
ど
の
や
う
に
し
て
明
確
な
形

象
化
を
な
し
と
げ
た
か
。
こ
の
点
は
や
は
り
前
引
の

「作
家
苦
心
談
」
に
よ
っ

て
、
ほ
ゞ
察
知
し
う
る
の
で

ヽ
あ
』
。
す
な
は
ち
、
右

「苦
心
談
」
に
よ
る
と
、

例
へ
ば
或
男
と
女
が
暫
く
間
絶
え
て
、
偶
然
超
逓
し
た
と
云
ふ
こ
と
に
す

れ
ば
選
逓
し
た
時
候
は
花
の
咲
い
た
頃
で
、
奈
何
い
ふ
場
所
で
と
い
ふ
位

ま
で
は
考
へ
て
置
い
て
、
い
よ
ノ
ヽ
書
く
時
に
、
花
は
桃
か
、
桜
か
場
所

は
上
野
か
、
向
島
か
と
き
め
、
女
は
奈
何
い
ふ
こ
と
で
出
て
、
何
処
で
ど

う
い
ふ
具
合
に
出
あ
っ
て
、
料
理
屋
に
這
入
る
の
は
き
ま
り
が
悪
い
か
ら

と
云
ふ
の
で
、
其
所
ら
を
ぶ
ら
つ
い
て
話
し
た
と
か
、
或
は
水
茶
屋
の
奥

に
這
入
っ
た
と
か
云
ふ
こ
と
は
筆
を
執
る
際
に
き
め
ま
す
。



と
語
っ
て
を
り
、

「路
華
微
笑
」
に
お
け
る
谷
中
天
王
寺
の
墓
地
、
女
が
休
茶

屋
か
ら
立
出
で
て
の
登
場
、
男
が
路
傍
の
石
碑
の
墓
誌
を
読
み
終
っ
た
と
た
ん

に
顔
を
見
合
は
せ
る
件
等
々
、
そ
の
細
部
に
わ
た
る
描
写
は
上
記

「苦
心
談
」

か
ら
大
体
推
測
で
き
る
と
思
は
れ
る
。

三

か
ぐ
し
て

「描
華
微
笑
」
の
如
き
、　
一
見
か
な
り

「写
実
的
」
傾
向
の
短
篇

も
、
そ
の
成
立
過
程
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、

「色
懺
悔
」
以
来
の
作
風
を
襲
う

た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
や
う
な
場
面
場
面
に
力
点
が
お
か
れ
た
小
説
構
想
は
、
読
売
新

聞
の
連
載
小
説
を
発
展
す
る
に
い
た
っ
て
、
ま
す
ま
す
甚
だ
し
く
、
う
ら
若
い

女
性
の
全
裸
モ
デ
ル
と
な
る
場
面
を
書
く
た
め
に
の
み
作
ら
れ
た
か
の
如
き

「

む
き
玉
子
」
（十
四
年
）
や
、
冷
熱
二
つ
の
場
面
を
対
照
せ
し
め
よ
う
と
し
た

「冷
熱
」
（十
七
年
―
中
絶
）
の
如
く
、
題
名
だ
け
で
大
体
が
推
測
さ
れ
る
作

品
さ
へ
書
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
や
う
な
傾
向
は
、
さ
き
に
少
し
ふ
れ
た
が
、
歌
舞
伎
的
―

―
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と
い
へ
る
。
紅
葉
の
演
劇
、
戯
曲
に
対
す
る
親
近

性
を
呈
示
し
て
ゐ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

紅
葉
が
化
政
度
文
化
の
情
趣
を
享
楽
し
つ
つ
、

「我
楽
多
文
庫
」
時
代
を
過

し
、
演
劇
に
深
い
興
味
と
関
心
を
有
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、明
治
十
三
年
の
一
月
、

か
れ
ら
硯
友
社
同
人
が
は
じ
め
て
文
士
劇
を
試
み
、
そ
の
後
も
再
三
演
じ
て
ゐ

る
こ
と
で
、
明
か
に
看
取
さ
れ
る
。
（江
見
水
蔭

「
硯
友
社
と
紅
葉
」
等
）

の
み
な
ら
ず
紅
葉
に
は
、

「元
藤
二
人
形
」
と
い
ふ
脚
木
も
あ
り

（
十
五
年

の
作
―
江
見
水
蔭
前
掲
書
）、
ま
た

一‐色
懺
悔
」
の
脚
色
上
演
に
際
し
て
、
「
訣

別
の
巻
」
と
い
ふ

一
幕
を
新
た
に
書
珈

へ
た
り
し
て
ゐ
る

（同
年
―
同
水
蔭
著

に
よ
る
）。
モ
リ
エ
ー
ル
の
戯
曲
を
続
案
し
た

「夏
小
袖
」
（十
五
年
）
や

「恋

の
病
」
（
十
六
年
）
等
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
事
実
を
数

へ
立
て
る
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
。
彼
の
生
ひ
立
ち
、

環
境
、
交
友
、
教
養
等
、
す
べ
て
は
彼
の
文
学
に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を

与
へ
た
の
だ
。

紅
葉
が
今
少
し
長
生
き
し
た
ら
小
説
よ
り
は
脚
本
に
ヨ
リ
以
上
成
功
し
た

ら
う
。
最
後
の
落
付
き
場
は
或
は
劇
作
家
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

と
内
田
魯
庵
は
語
っ
て
ゐ
る
が

（
「思
ひ
出
す
人
々
」
）
、
紅
葉
文
学
を
よ
く
見

き
は
め
た
言
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

紅
葉
は

「描
華
微
笑
」
以
後
、
「恋
の
ぬ
け
が
ら
」

「此
ぬ
し
」

「
巴
波
川
」

等
を
こ
の
十
三
年
に
書
い
て
ゐ
る
。
い
づ
れ
も
当
代

「
写
実
物
」
と
見
て
よ
い
。

そ
の
な
か
で
短
篇
な
が
ら
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
塩
田
良
平
氏
も
指
摘
せ
ら
れ

た
や
う
に
、
「
巴
波
川
」
で
あ
ら
う
。
（塩
田
氏

「尾
崎
紅
葉
」

〔河
出
董
房

「

日
本
文
学
講
座
」
第
五
巻
所
収
じ

さ
う
し
て
こ
の
作
に
つ
い
て
、
塩
田
氏
が
右

「尾
崎
紅
葉
」
の
中
で
、

特
に
下
の
巻
の
発
端
、
お
蔦
が
団
一扇
で
螢
を
招
き
よ
せ
て
青
木
に
見
せ
る

情
景
の
色
め
か
し
さ
は
、
源
氏
物
語
に
も
そ
の
比
を
見
な
い
。

（傍
点
は

筆
者
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
を

と
説
か
れ
、
そ
れ
に
続
け
て

「其
日
暮
、　
二
人
権
子
に
腰
か
け
て
凍
み
け
る

が
、
…
・こ

と
そ
の
辺
の
原
文
を
引
用
し
て
を
ら
れ
る
が
、
氏
の
説
か
れ
る
と

ほ
り
、
こ
の
作
で
最
も
強
く
印
象
に
残
る
の
は
、
た
し
か
に
こ
の
情
景
で
あ
ら

う
。
そ
れ
は
恰
も
舞
台
面
か
ら
切
販
っ
た
や
う
な
美
し
さ
で
あ
り
、
そ
の
絵
画

的
情
趣
は
読
者
を
し
て
自
づ
と
歌
舞
伎
の
世
界
を
連

想
せ
し
め
る
も
の
が
あ

る
。
こ
の
や
う
な
印
象
的
な
場
面
を
生
む
に
至
っ
た
背
後
に
は
、
前
述
紅
葉
の

演
劇
に
対
す
る
傾
倒
が
潜
ん
で
ゐ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。



四

さ
て
、
作
家
紅
葉
の
成
長
の
あ
と
を
眺
め
る
と
、
「
心
の
闇
」
（十
六
年
）
以

後
、
漸
く
本
格
的
な
写
実
主
義
の
傾
向
に
進
み
、
特
に

「多
情
多
恨
」

（
十
九

年
）
は
紅
葉
リ
ア
リ
ズ
ム
の
頂
点
を
示
す

一
代
の
傑
作
で
あ
っ
た
と
は
、
従
来

の
文
学
史
が
説
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
後
期
紅
葉

女
学
に
つ
い
て

は
、
具
体
的
に

一
々
の
作
品
に
ふ
れ
つ
つ
、
考
察
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
思

は
れ
る
。
が
、
最
早
そ
の
余
裕
は
な
い
の
で
、
今
は
そ
の
中
の
代
表
作
で
あ
る

「多
情
多
恨
」
を
と
り
あ
げ
て
考
へ
て
み
よ
う
。

こ
の
作
品
の
主
人
公
鷲
見
柳
之
助
の
心
理
描
写
の
精
細
さ
と
か
、
葉
山
誠
哉

は
じ
め
主
要
人
物
の
性
格
描
写
の
成
功
と
か
、
い
づ
れ
も
後
年
田
山
花
袋
、
正

宗
白
鳥
等
自
然
主
義
文
学
者
た
ち
が
紅
葉
山
人
唯

一
の
名
作
と
評
価
し
た
所
以

で
あ
り
、
そ
の
構
想
に
お
い
て
も

「極
あ
っ
さ
り
し
た
縞
柄
の
織
物
」

（
綱
島

梁
川

「多
情
多
恨
合
評
」
「
早
稲
田
文
学
」
第
七
年
第

一
号
所
収
じ

に
た
と
へ

ら
れ
る
や
う
な
、
事
件
本
位
の
そ
れ
で
な
い
こ
と
も
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
。

し
か
し
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
描
か
れ
た
場
面
々
々
の
構
図
、
転
換
等
の
工

夫
に
は
、
や
は
り
紅
葉
独
自
の
方
法
が
見
ら
れ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
の
著

し
い
例
と
し
て
は
、
後
篇
の
第
二
章
、
待
合
の
場
面
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
鷲
見

の
亡
妻
に
よ
く
似
た
芸
者
が
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
に
会
は
せ
て
慰
め
よ
う
と
い
ふ

の
で
、
葉
山
は
鷲
見
を
連
れ
て
待
合
に
入
る
。
こ
こ
か
ら
第
二
章
は
始
ま
る
の

だ
が
、
こ
の
章
に
於
け
る
作
者
の
眼
は
、
決
し
て
綿
々
た
る
追
慕
の
情
に
瞬
時

と
し
て
亡
一妥
を
忘
れ
得
な
い
鷲
見
の
心
情
に
は
注
が
れ
て
ゐ
な
い
。
ま
し
て
、

友
人
葉
山
の
義
侠
心
と
か
鷲
見
へ
の
親
身
の
愛
情
と
か
は
、関
心
の
外
に
あ
）嶋

「貴
方
こ
そ
肖
て
ゐ
る
癖
に
」

と
い
は
れ
た
の
を
受
け
て
、

「乃
公
の
に
て

ゐ
る
の
は
土
鍋
の
お
粥
さ
」
と
酒
落
の
め
す
通
人
葉
山
と
、
野
暮
っ
た
く
芸
者

を
見
つ
め
て

「肖
て
居
ら
ん
も
の
は
肖
て
居
ら
ん
も
の
ぢ
や
な
い
か
」
と
突
放

し
、
「行
か
う
、
も
う
十
時
だ
。」
と
帰
る
鷲
見
と
、
そ
の
間
に
は
さ
ま
っ
て
ま

ご
つ
く
芸
者
と
。
彼
等
の
描
写
を
通
じ
て
、
日
清
戦
役
後
好
景
気
の
波
に
乗
り

隆
盛
に
赴
い
た
当
代
の
待
合
遊
興
の
風
俗
を
写
し
出
す
と
こ
ろ
に
、
作
者
の
興

味
は
集
中
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
紅
葉
生
来
の
傾
向
で
あ
り
、　
一
方
時
代
的
好
筒
に
対
す
る
敏
感
さ
を

示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
が
、
作
品
そ
の
も
の
に
即
し
て
い
へ
ば
、
此
処
は
前

篇
以
来
の
じ
め
じ
め
し
た
家
庭
内
の
空
気
か
ら

一
転
搭
せ
る
た
め
に
、
予
め
用

意
さ
れ
た
劇
的
場
面
の
一
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
は
、
こ
の
章
に
つ
い
て
は
、
田
山
花
袋
が

「
モ
デ
ル
が
あ
っ
て
も
、
作
者

が
面
白
が
っ
て
書
い
て
居
る
と
こ
ろ
は
、
屹
度
そ
の
真
相
が
出
て
ゐ
な
い
。
葉

山
と
鷲
見
と
、
待
合
に
行
く
と
こ
ろ
な
ど
は
そ
の
好
い
例
で
あ
る
ｏ
」

翁
花
袋

文
話
し

と
評
し
て
ゐ
る
が
、
自
然
主
義
者
花
袋
の
口
吻
を
よ
く
あ
ら
は
し
て

ゐ
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
花
袋
が

「兎
に
角
全
体
の
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン

が
ラ
イ
フ
ラ
イ
キ
と
言
ふ
処
を
現
っ
て
居
る
」

金
剛
掲
書
）

と
評
価
し
て
ゐ
る

に
も
か
か
は
ら
ず
、
こ
の
や
う
な
場
面
を
構
想
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
と

こ
ろ
に
、
か
へ
っ
て
紅
葉
の
面
目
は
出
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
近
代
文
学
へ
の
過
渡
期
を
代
表
し
、
明
治
文
学
の
進
路
を
開
拓
し
た

作
家
尾
崎
紅
葉
の
方
法
に
つ
い
て
考
へ
て
み
た
が
、
紅
葉
文
学
の
美
は
、
そ
の

艶
麗
な
る
情
景
描
写
に
あ
り
、
か
れ
自
ら
さ
う
し
た
す
ぐ
れ
た
感
覚
的
資
質
を

有
ち
、
た
え
ず
把
持
し
た
そ
の
方
法
に
も
と
づ
く
こ
と
を
、
政
め
て
認
識
し
た

い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

―

字
治
山
田
商
工
高
等
学
校
教
官
―




