
19

開かれた「窓」への感謝とともに

は
じ
め
に

令
和
二
年
〈
二
〇
二
〇
〉
三
月
十
三
日
（
金
）
の
午
後
、
流
通
経
済
大
学
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
一
号
館
十
三
階
特
別
会
議
室
に

お
い
て
、
三
月
末
に
定
年
を
迎
え
る
私
の
た
め
に
、
法
学
部
主
催
の
「
定
年
退
職
記
念
座
談
会
」
を
実
施
し
て
い
た
だ
い
た
。

定
年
に
あ
た
り
、
最
終
講
義
や
記
念
講
演
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
世
間
で
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
私

の
場
合
も
、
有
り
難
い
こ
と
に
前
年
の
う
ち
か
ら
退
職
記
念
の
何
か
を
と
の
お
話
は
い
た
だ
き
、
学
部
長
は
じ
め
諸
先
生
方
か
ら

何
度
も
ご
慫
慂
い
た
だ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
年
の
初
め
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
拡
大
の
一
途
を
た
ど
り
、
世
の

開
か
れ
た
「
窓
」
へ
の
感
謝
と
と
も
に

―
法
学
部
・
市
民
講
座
・『
更
級
日
記
』
―

	

和
　
田
　
律
　
子
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中
は
行
動
様
式
に
た
い
す
る
意
識
が
急
変
、
大
学
も
卒
業
式
の
開
催
さ
え
危
ぶ
ま
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
諸
事
情
を
考
え
る
と
、

ご
辞
退
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
い
、
お
気
持
だ
け
あ
り
が
た
く
お
受
け
し
て
終
わ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
法
学
部
で
は
、
三
月
十
三
日
と
日
程
ま
で
定
め
、
事
務
所
の
皆
さ
ま
に
感
染
防
止
の
対
策
に
つ
い
て
の
ご
協
力
も

事
前
に
お
願
い
し
、
万
端
の
ご
準
備
を
整
え
て
、
学
部
と
し
て
は
実
施
の
方
向
と
の
ご
連
絡
を
く
だ
さ
っ
た
。

当
日
は
、
広
い
会
議
室
で
、
人
数
も
限
定
さ
れ
、
感
染
防
止
策
が
講
じ
ら
れ
た
う
え
で
、
法
学
部
の
先
生
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
他
学
部
の
先
生
方
に
も
お
越
し
い
た
だ
い
て
、「
座
談
会
」
形
式
で
本
稿
の
表
題
に
も
掲
げ
た
内
容
を
中
心
に
拙
い
話
を
お

聞
き
い
た
だ
い
た
。
緊
張
し
つ
つ
も
和
や
か
な
ひ
と
時
を
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
日
本
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
急
速
な
拡
大
に
よ
る
非
常
事
態
が
続
き
、
結
局
卒
業
式
も
入
学
式
も
中

止
と
な
り
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
い
ま
思
え
ば
、「
座
談
会
」
も
、
あ
と
数
日
遅
か
っ
た
と
し
た
ら
実
施
は
困
難
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
私
に
と
っ
て
の
大
切
な
あ
の
時
間
は
幻
と
な
っ
て
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
思
う
と
き
、
あ
の
と
き
の
野
尻
学
長
の
ご
配
慮
と
信
太
学
部
長
の
確
固
た
る
お
考
え
に
基
づ
く
ご
判
断
、
諸
先
生
方
の

熱
心
な
ご
慫
慂
と
職
員
の
皆
さ
ま
の
お
心
の
こ
も
っ
た
周
到
な
ご
準
備
に
、
心
よ
り
の
感
謝
を
捧
げ
た
い
。

私
が
流
通
経
済
大
学
に
赴
任
し
た
の
は
、
平
成
十
一
年
〈
一
九
九
九
〉
四
月
で
あ
っ
た
。
当
時
は
ま
だ
法
学
部
は
開
設
さ
れ
て

は
お
ら
ず
、
流
通
情
報
学
部
所
属
の
教
員
と
し
て
、
初
め
て
大
学
人
と
し
て
の
歩
み
を
踏
み
出
し
た
。

そ
し
て
、
平
成
十
三
年
〈
二
〇
〇
一
〉
四
月
、
法
学
部
開
設
と
と
も
に
法
学
部
に
移
籍
し
て
以
来
、
二
〇
二
〇
年
三
月
ま
で
の

二
十
年
近
く
の
歳
月
を
法
学
部
の
一
員
と
し
て
過
ご
し
て
き
た
。
私
の
専
門
領
域
は
日
本
文
学
で
、
そ
れ
も
平
安
時
代
（
十
一
世

紀
中
心
）
の
文
学
文
化
を
中
心
に
扱
っ
て
い
る
。
法
学
部
と
は
ほ
と
ん
ど
接
点
の
な
い
世
界
で
、
初
め
の
う
ち
は
、
法
学
部
の
先

生
方
の
「
言
葉
」
が
理
解
で
き
ず
、
教
授
会
や
各
種
委
員
会
開
催
前
後
の
と
り
と
め
も
な
い
雑
談
や
、
研
究
室
の
廊
下
や
コ
ピ
ー

室
等
で
の
先
生
方
と
の
立
ち
話
の
機
会
が
、
私
に
と
っ
て
は
「
法
学
」
に
関
し
て
の
新
鮮
な
学
び
の
場
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
ど
ん
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な
に
か
学
生
た
ち
と
の
会
話
に
活
か
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
学
生
た
ち
と
の
距
離
を
近
づ
け
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
ま
さ
に
、「
門
前
の
小
僧
」
の
重
要
性
を
痛
感
し
た
日
々
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
ま
っ
た
法
学
部
生
活
の
思
い
出
は
尽
き
な
い
が
、
振
り
か
え
る
と
、
流
通
経
済
大
学
と
法
学
部
と
い
う

新
し
い
「
窓
」
を
と
お
し
て
、
い
く
つ
も
の
不
思
議
な
縁
と
出
会
い
、
そ
れ
が
研
究
教
育
活
動
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
社
会
的
活

動
等
の
場
に
お
い
て
、
大
き
な
力
を
与
え
て
い
た
だ
け
た
よ
う
に
思
う
。
と
く
に
、
法
学
部
と
い
う
新
し
い
「
窓
」
を
と
お
し
て

深
め
る
こ
と
の
で
き
た
知
見
は
、
私
に
と
っ
て
貴
重
な
糧
と
な
っ
た
。

そ
の
一
端
を
、
座
談
会
の
折
の
内
容
を
中
心
に
ご
披
露
し
て
、
感
謝
の
気
持
ち
に
替
え
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
う
。

市
民
講
座
と
「
源
氏
物
語
を
楽
し
む
会
」
の
成
立

着
任
後
、
大
学
の
仕
事
と
し
て
初
め
て
担
当
し
た
の
は
、
各
学
部
が
交
替
で
担
当
し
て
定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
市
民
講
座

の
講
師
で
あ
っ
た
。
授
業
で
話
す
こ
と
に
は
多
少
は
慣
れ
て
い
た
が
、
大
勢
の
市
民
の
方
々
の
前
で
話
す
こ
と
は
初
め
て
で
、
緊

張
の
連
続
で
あ
っ
た
。
以
後
、
龍
ケ
崎
市
と
の
連
携
企
画
の
市
民
講
座
の
講
師
を
何
度
か
経
験
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
大
学
の

社
会
的
役
割
に
つ
い
て
も
少
し
ず
つ
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
市
民
の
方

か
ら
継
続
講
座
の
ご
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
と
の
事
務
局
か
ら
の
打
診
が
あ
り
、
大
学
と
龍
ケ
崎
市
の
ご
助
力
を
得
て
、

市
民
自
主
講
座
の
講
師
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
源
氏
物
語
を
楽
し
む
会
」
の
誕
生
（
平
成
十
五
年
〈
二
〇
〇
三
〉）
で
あ
る
。

（
当
会
は
、
現
在
で
も
月
一
回
の
ペ
ー
ス
を
崩
さ
ず
、
龍
ケ
崎
市
民
を
中
心
に
し
た
近
隣
地
域
の
方
々
の
運
営
で
継
続
し
て
い
る
。

今
年
は
五
月
ま
で
休
会
、
六
月
以
降
は
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
と
し
て
実
施
中
）。
当
会
は
、
大
学
と
法
学
部
は
じ
め
関
係
諸
部
署
の

ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
教
室
で
実
施
し
て
き
た
が
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
学
生
に
寄
せ
る
眼
差
し
の
温
か
さ
に
心

打
た
れ
る
こ
と
再
三
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
機
縁
に
、
市
民
の
方
々
の
学
園
祭
「
つ
く
ば
ね
祭
」
へ
の
参
加
も
は
じ
ま
り
、
授
業
で
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短
歌
を
扱
っ
た
年
は
、
学
生
と
市
民
の
方
々
の
「
み
や
び
な
真
剣
勝
負
―
歌
合
わ
せ
（
＝
現
代
の
紅
白
歌
合
戦
）」
を
実
施
し
た

こ
と
も
あ
っ
た
（
二
〇
〇
六
年
〈
平
成
十
八
〉）。
ま
た
お
な
じ
く
学
園
祭
で
、
中
国
食
文
化
研
究
家
の
古
田
朱
美
先
生
と
お
茶
を

テ
ー
マ
に
し
た
講
演
会
「
中
国
と
日
本
の
文
化
交
流
」（
二
〇
〇
七
年
〈
平
成
十
九
〉）
を
実
施
し
、
茶
道
部
と
市
民
の
方
々
と
の
、

お
茶
を
と
お
し
て
の
交
流
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
活
動
を
と
お
し
て
、
授
業
の
場
で
は
な
か
な
か
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
活
き
活
き
と
し
た
学
生
た
ち
の
笑
顔
や
市
民
の
方
々
の
大
学
に
対
す
る
親
愛
の
情
に
触
れ
、
大
学
の
社
会
的
役
割
に

つ
い
て
、
さ
ら
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

二
　
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
開
校
と
国
文
学
者
岩
佐
美
代
子
氏

流
通
経
済
大
学
は
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
を
開
校
（
二
〇
〇
四
年
〈
平
成
十
六
〉）、
法
学
部
も
両
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
活
動
が
始

ま
っ
た
。
新
キ
ャ
ン
パ
ス
開
校
直
後
か
ら
、
松
戸
市
と
の
連
携
で
市
民
講
座
が
開
講
さ
れ
た
が
、
私
も
講
座
を
担
当
し
た
。
そ
こ

で
取
り
上
げ
た
の
は
『
枕
草
子
』
で
、
和
歌
文
学
研
究
の
第
一
人
者
岩
佐
美
代
子
先
生
（
当
時
、
鶴
見
大
学
教
授
）
の
『
枕
草

子
』
に
関
す
る
学
問
上
の
大
き
な
発
見
に
つ
い
て
、
御
著
書
も
示
し
な
が
ら
紹
介
し
た
。
岩
佐
先
生
は
古
典
文
学
研
究
者
の
間
で

は
「
超
」
が
つ
く
ほ
ど
有
名
な
研
究
者
で
、
私
な
ど
も
学
生
時
代
か
ら
雲
の
上
の
大
先
生
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
方
だ
っ
た
。
受
講

者
の
皆
さ
ま
も
岩
佐
先
生
の
新
説
に
つ
い
て
、
感
動
の
面
持
ち
で
聞
き
入
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
講
座
が
終
わ
り
、
教
室
を
出

よ
う
と
し
た
私
は
、
受
講
者
の
お
一
人
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
た
。
そ
の
ご
婦
人
は
、
私
が
手
に
し
て
い
た
岩
佐
先
生
の
御
著
書
を

見
な
が
ら
、「
岩
佐
美
代
子
は
私
の
伯
母
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
頭
が
ま
っ
し
ろ
に
な
る
と
は
あ
の
こ
と
、
今
で
も
、
こ
う

し
て
思
い
出
し
て
い
て
も
、
あ
の
と
き
の
驚
き
が
甦
る
。
驚
い
た
と
か
び
っ
く
り
し
た
と
か
、
そ
う
い
う
感
情
と
は
次
元
が
違
う
。

私
は
何
を
話
し
た
だ
ろ
う
…
鼓
動
が
突
然
速
ま
り
、
そ
の
方
に
何
と
お
答
え
し
た
の
か
、
思
い
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。



23

開かれた「窓」への感謝とともに

そ
れ
が
ご
縁
で
、
岩
佐
美
代
子
先
生
は
、
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
で
二
度
も
ご
講
演
く
だ
さ
っ
た
。
と
く
に
、
二
度
目
は
、
岩
佐

先
生
の
ご
仲
介
で
、
最
近
の
即
位
の
礼
、
立
皇
嗣
の
礼
等
で
も
使
用
さ
れ
た
伝
統
的
装
束
の
保
存
研
究
を
し
て
い
る
「
有
職
文
化

研
究
所
」
会
頭
仙
石
宗
久
氏
に
よ
る
伝
統
的
装
束
の
「
着
装
実
演
」
と
岩
佐
先
生
の
講
演
「
源
氏
物
語
の
衣
裳
」
が
実
施
さ
れ
、

開
校
間
も
な
い
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
講
堂
は
市
民
の
方
々
の
熱
気
で
あ
ふ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
岩
佐
美
代
子
先
生
は
、
既
述
の
よ
う
に
日
本
の
和
歌
文
学
研
究
者
と
し
て
著
名
な
方
で
あ
っ
た
が
、
講
座
実
施
に

あ
た
っ
て
の
事
前
報
告
と
し
て
提
出
し
た
略
歴
の
、

父
は
民
法
学
者
で
東
宮
（
現
上
皇
）
大
夫
穂
積
重
遠　

母
は
陸
軍
大
将
児
玉
源
太
郎
女
仲
子

祖
父
は
穂
積
陳
重　

陳
重
妻
は
渋
沢
栄
一
長
女
歌
子　
　
（
傍
線
和
田
）

の
部
分
に
法
学
部
の
先
生
方
の
ご
関
心
が
集
ま
っ
た
。
略
歴
に
は
、
岩
佐
先
生
が
「
昭
和
天
皇
第
一
皇
女
照
宮
成
子
内
親
王
の
ご

学
友
と
し
て
幼
少
時
よ
り
十
五
年
間
奉
仕
」
し
た
と
い
う
一
行
も
あ
っ
た
。

そ
れ
を
ご
覧
に
な
っ
た
先
生
方
の
懇
切
な
ご
解
説
に
よ
り
、
私
は
、「
和
歌
文
学
研
究
者
岩
佐
美
代
子
先
生
」
と
い
う
方
が
、

日
本
の
憲
法
や
民
法
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た
著
名
な
法
学
者
穂
積
家
の
方
で
、
渋
沢
栄
一
敬
三
と
も
深
い
縁
戚
関
係
に
あ
る

方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
等
を
知
っ
た
。
そ
う
い
え
ば
、
岩
佐
先
生
は
、
講
演
に
い
ら
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
き
、「
お
み
や
げ
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
和
本
一
冊
を
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
は
、
塙
保
己
一
が
ま
と
め
た
『
群
書
類
従
』（
国
文
学
歴
史
学
研
究
等
に
お
け

る
基
礎
文
献
の
ひ
と
つ
）
の
う
ち
の
一
冊
で
、
表
紙
に
は
「
青
淵
文
庫
」
の
印
が
あ
っ
た
。「
青
淵
」
が
渋
沢
栄
一
氏
の
号
で
あ

る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
「
お
み
や
げ
」
に
く
だ
さ
っ
た
深
い
意
味
は
、
当
時
の
私
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
の
ち

に
、
既
述
の
よ
う
に
法
学
部
の
先
生
方
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
、
岩
佐
美
代
子
先
生
の
別
の
側
面
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
本
学
と

渋
沢
家
と
の
深
い
関
係
を
併
せ
考
え
た
と
き
、「
青
淵
文
庫
」
の
お
み
や
げ
を
用
意
し
て
く
だ
さ
っ
た
岩
佐
先
生
の
深
い
御
配
慮

を
理
解
し
た
。「
お
み
や
げ
」
は
、
後
日
、
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
経
て
、
私
は
、
そ
れ
ま
で
の
岩
佐
先
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生
に
対
す
る
畏
敬
の
念
に
は
変
わ
り
は
な
い
が
、
そ
れ
と
と
も
に
雲
の
上
の
方
と
の
認
識
と
は
異
な
る
、
ご
縁
に
つ
な
が
る
親
愛

の
情
を
も
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

三
　
学
部
開
設
十
周
年
記
念
と
祭
魚
洞
文
庫
『
百
人
一
首
』

法
学
部
は
、
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
十
三
）
に
開
設
十
周
年
を
迎
え
た
。
学
部
紀
要
『
流
経
法
学
』
は
「
法
学
部
開
設
十
周
年

記
念
号
」
を
編
み
、
拙
稿
も
提
出
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
記
念
号
に
ふ
さ
わ
し
く
、
か
つ
、
法
学
部
と
接
点
の
あ

る
テ
ー
マ
設
定
に
は
苦
慮
し
た
。
そ
の
と
き
、
着
任
時
に
図
書
館
で
渋
沢
敬
三
氏
旧
蔵
文
庫
の
説
明
を
受
け
た
こ
と
を
思
い
出
し

た
。
特
別
文
庫
「
祭
魚
洞
文
庫
」
の
存
在
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
社
会
科
学
系
の
蔵
書
で
あ
る
「
祭
魚
洞
文
庫
」
中
に
は
多
少
の

文
学
資
料
も
含
ま
れ
て
い
て
、
と
く
に
『
百
人
一
首
全
』
と
い
う
和
本
は
非
常
に
珍
し
い
書
で
あ
る
と
、
当
時
の
図
書
館
職
員
の

方
々
か
ら
伺
っ
た
こ
と
も
思
い
出
し
た
。
当
時
は
何
気
な
く
伺
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
和
歌
文
学
研
究
者
岩
佐
美
代
子
先

生
の
別
の
側
面
を
知
っ
た
私
に
と
っ
て
、
こ
の
資
料
は
親
し
み
を
感
じ
る
資
料
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
専
門
外
な
が
ら
本
格

的
調
査
を
開
始
し
、
よ
う
や
く
の
思
い
で
原
稿
化
し
た
の
が
、「
流
通
経
済
大
学
所
蔵　

祭
魚
洞
文
庫
『
百
人
一
首　

全
』」（『
流

経
法
学
』
第
十
一
巻
第
二
号
、
二
〇
一
二
年
一
月
）
で
あ
っ
た
。

岩
佐
先
生
の
ご
講
演
を
き
っ
か
け
に
、
法
学
部
の
先
生
方
の
手
ほ
ど
き
に
よ
っ
て
私
の
皆
無
に
近
か
っ
た
「
法
学
・
法
学
部
」

と
穂
積
氏
一
家
に
つ
い
て
の
知
見
と
視
野
は
急
速
に
広
が
り
、
そ
れ
が
渋
沢
家
ゆ
か
り
の
「
祭
魚
洞
文
庫
」
へ
の
関
心
と
も
つ
な

が
り
、
私
の
専
門
分
野
へ
も
ふ
た
た
び
つ
な
が
る
と
い
う
、
大
学
と
法
学
部
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
「
窓
」
を
通
り
抜
け
た
後
に
た

ど
り
着
い
た
予
期
せ
ぬ
成
果
で
あ
っ
た
。

な
お
、「
祭
魚
洞
文
庫
」
に
つ
い
て
は
、
元
学
長
島
田
孝
一
先
生
の
「
流
通
経
済
大
学
所
蔵
『
祭
魚
洞
文
庫
目
録
』
序
」（
昭
和
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四
十
八
年
二
月
、
流
通
経
済
大
学
私
家
版
）
と
、
元
職
員
高
木
征
三
氏
「
祭
魚
洞
文
庫
に
つ
い
て
」（『『
流
通
経
済
論
集
』
ｖ
ｏ

ｌ
・
6　

Ｎ
ｏ
・
2　
ｐ
・
１
２
９
）
の
ご
論
考
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。「
祭
魚
洞
文
庫
」
が
い
か
に
貴
重
な
文
庫
で
あ
る
か
、

両
氏
の
詳
細
な
ご
解
説
に
よ
り
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、『
百
人
一
首　

全
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
発
表
時
に
、
併
せ

て
、『
Ｒ
Ｋ
Ｕ
Ｔ
ｏ
ｄ
ａ
ｙ
』（
19
号
、
二
〇
一
二
年
春
）
に
、「【
特
集
】
祭
魚
洞
文
庫
に
伝
わ
る
百
人
一
首
の
世
界
」
と
し
て
カ

ラ
ー
画
像
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
彩
色
の
美
し
さ
も
ご
紹
介
で
き
て
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
法
学
部
非
常
勤
講
師
中
村
弘
道
氏
（
浮
世
絵
研
究
家
）
に
よ
り
、
絵
画
資
料
と
し
て
の
当
該
本
の
希
少
性
に
つ
い
て
の
ご

高
論
も
発
表
さ
れ
（「
祭
魚
洞
文
庫
本
『
百
人
一
首
全
』
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」『
流
通
経
済
大
学
論
集
』
巻
第
51
巻
第
2
号
、

二
〇
一
六
年
十
月
）、
本
学
図
書
館
に
そ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
資
料
が
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
け

た
。と

こ
ろ
で
、
岩
佐
美
代
子
先
生
の
父
君
で
法
学
者
穂
積
重
遠
氏
の
百
人
一
首
蒐
集
は
文
学
研
究
の
方
面
で
も
有
名
で
、『
小
倉

百
人
一
首
類
書
目
録
』（
読
律
書
屋　

大
正
十
二
年
十
二
月
）、「
百
人
一
首
物
研
究
―
蒐
集
目
録
抜
萃
―
」（
新
潮
社　

日
本
文
学

講
座
19　

昭
和
三
年
）
と
い
う
御
著
書
が
あ
る
。
岩
佐
美
代
子
先
生
の
ご
高
論
の
な
か
に
も
「（
四
月
十
三
日
の
空
襲
）
父
の
集

め
た
百
人
一
首
の
も
じ
り
の
本
の
蒐
集
を
、
全
部
焼
い
た
の
は
可
哀
相
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
は
本
当
に
、
父
も
が
っ
く
り
し
て
い

ま
し
た
。
あ
と
何
も
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
も
の
。
そ
れ
は
異
種
百
人
一
首
と
い
う
の
で
、
江
戸
時
代
に
面
白
い
板
本
が
、
い
っ
ぱ

い
出
て
る
の
ね
。
父
は
そ
う
い
う
も
の
が
、
好
き
で
し
た
か
ら
。」
と
あ
り
興
味
深
い
（『
岩
佐
美
代
子
の
眼
―
古
典
は
こ
ん
な
に

お
も
し
ろ
い
』
笠
間
書
院
、
平
成
二
十
二
年
）。
穂
積
重
遠
氏
（
妻
は
渋
沢
栄
一
女
歌
子
）
と
渋
沢
敬
三
氏
は
い
と
こ
関
係
に
あ
り
、

民
俗
学
等
に
深
い
関
心
を
も
つ
敬
三
氏
と
は
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
と
に
よ
る
と
、
渋
沢
敬
三
氏
と
祭
魚
洞
文
庫
の

『
百
人
一
首
全
』
と
の
あ
い
だ
に
も
何
ら
か
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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四
　
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
開
校
か
ら
『
更
級
日
記
』
千
年
紀
へ

そ
の
よ
う
な
、「
窓
」
に
み
ち
び
か
れ
て
の
不
思
議
な
縁
の
広
が
り
は
、
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
開
校
以
後
も
い
く
つ
も
で
き
て

い
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
、『
更
級
日
記
』
を
専
門
に
研
究
し
て
き
た
私
に
と
り
、
常
陸
の
国
茨
城
県
―
龍
ケ
崎
キ
ャ
ン
パ
ス
、

房
総
の
国
千
葉
県
―
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
と
い
う
東
国
と
の
縁
は
印
象
的
で
あ
る
。

私
は
十
一
世
紀
を
中
心
に
し
た
日
本
古
典
文
学
、
と
く
に
『
更
級
日
記
』
と
そ
の
時
代
の
文
化
世
界
に
つ
い
て
長
年
考
え
て

き
た
。『
更
級
日
記
』
は
、
作
者
の
東
国
か
ら
の
上
洛
の
旅
の
記
か
ら
始
ま
る
作
品
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
二
〇
二
〇
年
は
、
作
者

の
上
洛
の
年
か
ら
ち
ょ
う
ど
千
年
と
い
う
節
目
の
年
に
当
た
っ
て
い
る
。『
更
級
日
記
』
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
は
重
要
な
意
味

を
持
つ
年
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
前
か
ら
そ
れ
を
意
識
し
て
は
い
た
が
、
華
や
か
で
も
な
い
小
さ
な
作
品
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
心

の
中
で
ひ
そ
か
に
そ
の
日
を
祝
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
が
開
校
し
、
松
戸
市
や
新
松
戸
周
辺
地

域
の
方
々
と
の
交
流
が
深
ま
る
に
つ
れ
、
私
の
心
に
変
化
が
生
じ
は
じ
め
た
。
も
う
十
年
位
前
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
何
か
の
用
で

新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
の
事
務
所
に
行
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
事
務
所
の
奥
で
来
客
と
話
し
て
い
た
職
員
の
方
と
偶
然
目
が
合
っ

た
。
と
、
突
然
、
名
前
を
呼
ば
れ
、
来
客
に
引
き
合
わ
さ
れ
た
。
松
戸
市
役
所
の
方
で
、
市
民
講
座
の
相
談
に
い
ら
し
た
と
の
こ

と
、
市
の
希
望
で
『
更
級
日
記
』
の
講
座
を
担
当
し
て
く
れ
る
人
を
探
し
に
い
ら
し
た
と
い
う
。
職
員
の
方
は
、「
ぴ
っ
た
り
で

す
！
」
と
担
当
者
に
私
を
紹
介
な
さ
っ
た
。
思
え
ば
、
松
戸
も
ふ
く
め
千
葉
県
湾
岸
沿
い
の
地
域
は
、
ま
さ
に
『
更
級
日
記
』
千

年
紀
に
深
く
か
か
わ
る
地
域
で
あ
る
。
と
く
に
、
新
松
戸
に
ほ
ど
近
い
「
矢
切
の
渡
し
」
付
近
は
、「
ま
つ
さ
と
の
渡
し
」
と
し
て
、

古
代
交
通
の
要
衝
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
し
、『
更
級
日
記
』
に
も
出
て
く
る
地
名
で
あ
る
。『
更
級
日
記
』
は
、
上
総
（
現
在

の
市
原
市
）
で
父
の
国
司
の
任
務
が
果
て
京
都
に
戻
る
作
者
（
十
三
歳
）
の
旅
の
記
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。「
ま
つ
さ
と
」
以
外

も
『
更
級
日
記
』
に
は
、
千
葉
市
を
は
じ
め
市
川
や
幕
張
の
あ
た
り
、
江
戸
川
隅
田
川
の
あ
た
り
、
と
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
周
辺
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の
地
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
松
戸
の
市
民
講
座
と
し
て
は
、
地
元
に
深
い
か
か
わ
り
の
あ
る
作
品
と
し
て
欠
か
せ
な
い
作
品
で

あ
ろ
う
。
う
か
つ
に
も
、
当
時
の
私
は
、
松
戸
市
の
市
民
講
座
と
『
更
級
日
記
』
が
ま
だ
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
経
緯
を
経
て
講
座
を
担
当
し
て
み
る
と
、「
ま
つ
さ
と
」
に
自
負
と
愛
着
を
お
も
ち
の
方
々
の
多
さ
、
そ
の
方
々
の
土
地
に
た

い
す
る
思
い
入
れ
の
強
さ
深
さ
を
実
感
さ
せ
ら
れ
、
研
究
書
か
ら
の
み
で
は
理
解
し
き
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
知
見
を
受
講
者
の
み

な
さ
ま
か
ら
た
ま
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
地
の
利
、
地
縁
、
地
元
愛
、
そ
れ
が
作
品
を
考
え
る
う
え
で
い
か
に
重
要
で
あ
る
こ
と

か
、
私
は
こ
の
講
座
を
き
っ
か
け
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
も
市
民
の
方
々
に
よ
る
自
主
運
営
講
座
で
あ
っ
た
り
大
学

と
の
共
催
で
あ
っ
た
り
、
形
式
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
松
戸
市
を
中
心
に
し
た
『
更
級
日
記
』
関
連
講
座
に
は
何
度
も
関
わ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
千
年
紀
を
翌
年
に
控
え
た
二
〇
一
九
年
秋
に
は
、
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
講
堂
に
お
い
て
、「『
更
級
日
記
』
東
国
上

総
（
市
原
市
）
か
ら
出
立
千
年
紀
記
念
講
座
」
が
開
催
さ
れ
、
外
部
か
ら
講
師
の
方
々
を
お
招
き
し
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
実
施

さ
れ
た
（「
更
級
日
記
の
世
界
―
上
総
国
〈
千
葉
県
市
原
市
〉
か
ら
上
洛
千
年
紀
―
」、
十
月
二
十
六
日
～
十
一
月
十
六
日
〈
全
三

回
〉）。
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
松
戸
市
近
隣
の
方
々
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
古
代
の
上
総
国
府
の
地
市
原
市
を
は
じ
め
千
葉
県
各
地

か
ら
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
も
い
ら
し
た
こ
と
で
、
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
の
開
か
れ
た
「
窓
」
の
先
に
広
い
地
域
と
の
ご
縁

が
深
ま
っ
た
こ
と
を
実
感
し
た
。
そ
の
よ
う
な
経
験
に
背
中
を
押
さ
れ
、
私
事
な
が
ら
論
集
『
更
級
日
記　

上
洛
の
記
千
年
紀
―

東
国
か
ら
の
視
座
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
二
〇
年
七
月
二
十
日
、
福
家
俊
幸
氏
と
共
編
）
の
刊
行
に
い
た
っ
た
。「
窓
」
は
ど
こ

ま
で
も
広
が
っ
て
い
る
の
だ
と
改
め
て
感
じ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。

ま
さ
か
、
着
任
早
々
に
大
学
の
業
務
の
一
環
と
し
て
担
当
し
た
市
民
講
座
が
、
形
を
変
え
つ
つ
も
退
職
の
日
ま
で
続
く
と
は
。

ま
さ
か
、
若
い
こ
ろ
か
ら
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
仰
ぎ
見
て
い
た
和
歌
文
学
研
究
者
岩
佐
美
代
子
先
生
が
法
学
部
に
縁
の
深
い
穂
積
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家
の
お
生
ま
れ
で
、
流
通
経
済
大
学
と
日
本
通
運
に
縁
の
深
い
渋
沢
栄
一
に
も
つ
な
が
る
方
で
い
ら
し
た
と
は
。
そ
し
て
、
ま
さ

か
、
そ
の
よ
う
な
縁
が
さ
ら
に
、
渋
沢
敬
三
氏
旧
蔵
の
大
学
図
書
館
特
別
文
庫
「
祭
魚
洞
文
庫
」
の
な
か
の
一
冊
『
百
人
一
首　

全
』
と
の
出
会
い
に
つ
な
が
る
と
は
。（
そ
の
本
は
、
も
し
か
す
る
と
、
岩
佐
美
代
子
先
生
の
父
君
穂
積
重
遠
氏
と
も
縁
が
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
）。
そ
し
て
、
そ
の
『
百
人
一
首　

全
』
は
、
先
述
の
部
分
で
は
書
き
そ
び
れ
た
が
、
後
日
、『
別
冊
太

陽
』（
浅
野
秀
剛
氏
「
不
思
議
な
版
本
―
祭
魚
洞
文
庫
『
百
人
一
首　

全
』」、『
百
人
一
首
へ
の
招
待
』
平
凡
社
、
二
〇
一
三
年
一

月
）
に
紹
介
さ
れ
て
広
く
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
「
ま
さ
か
」
の
お
ま
け
ま
で
つ
い
て
し
ま
っ
た
。

思
え
ば
私
の
流
通
経
済
大
学
で
の
生
活
は
、
大
学
と
い
う
「
場
」
が
与
え
開
い
て
く
だ
さ
っ
た
貴
重
な
「
窓
」
を
と
お
し
て

の
「
ま
さ
か
」
の
連
続
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
「
窓
」
は
、
授
業
の
場
に
お
い
て
、
教
職
員
の
み
な
さ
ま
と
の
仕
事
の
場

に
お
い
て
の
、
貴
重
で
か
け
が
え
の
な
い
通
路
に
よ
っ
て
そ
の
先
へ
と
つ
な
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
私
の
人
生
を
彩
る
大
切
な
宝
と

な
っ
た
。

本
稿
で
は
私
の
専
門
領
域
に
限
定
し
て
社
会
的
か
か
わ
り
を
中
心
に
大
学
で
の
思
い
出
の
一
端
を
記
し
た
が
、
大
学
を
離
れ
て

も
、
流
通
経
済
大
学
で
過
ご
し
た
二
十
余
年
を
、
折
に
触
れ
て
開
い
て
い
た
だ
い
た
た
く
さ
ん
の
「
窓
」
と
そ
の
奥
に
広
が
っ

た
か
け
が
え
の
な
い
出
会
い
の
か
ず
か
ず
と
と
も
に
、
懐
か
し
く
思
い
出
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
見
よ
、
富
士
か
す
み
、

筑
波
晴
れ
た
り
」
の
大
学
歌
の
一
節
で
は
な
い
が
、
晴
れ
た
筑
波
を
思
い
、
か
す
む
富
士
を
仰
ぐ
と
き
、
流
通
経
済
大
学
で
過
ご

し
た
日
々
に
思
い
を
い
た
し
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
深
い
感
謝
と
と
も
に
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。


