
v まえがき

ま
え
が
き

光
吉
夏
弥
と
い
え
ば
、
戦
後
ま
も
な
い
一
九
五
三
年
、
岩
波
書
店
の
「
岩
波
の
子
ど
も
の
本
」
と
い
う
絵
本
シ

リ
ー
ズ
の
刊
行
に
た
ず
さ
わ
り
、『
は
な
の
す
き
な
う
し
』『
ひ
と
ま
ね
こ
ざ
る
』
な
ど
を
翻
訳
し
た
こ
と
で
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
経
歴
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
ほ
ど
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
著
者
紹
介
で
も
た
い
が
い
は
「
一
九
〇

四
年
、
佐
賀
県
に
生
ま
れ
る
。
慶
應
義
塾
大
学
卒
業
。
毎
日
新
聞
記
者
を
へ
て
、
絵
本
、
写
真
、
バ
レ
エ
の
研
究
、

評
論
に
活
躍
す
る
」
と
い
う
説
明
の
あ
と
に
、
代
表
的
な
著
作
が
並
ん
で
、
そ
れ
で
お
し
ま
い
で
す
。

こ
の
著
者
紹
介
は
あ
ま
り
に
も
簡
単
で
、
実
際
の
生
涯
は
波
乱
に
満
ち
た
も
の
で
す
。
し
か
も
、
絵
本
、
写
真
、

バ
レ
エ
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
で
活
躍
し
な
が
ら
、
そ
の
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て

い
た
の
か
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
活
動
期
間
は
一
九
二
五（
大
正
一
四
）年
か
ら
始
ま
り
、
六
〇
年

間
に
も
及
ぶ
も
の
で
し
た
。
時
代
も
戦
前
、
戦
中
、
戦
後
と
ま
た
が
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
大
き
な
時
代
の
変
動

が
あ
り
ま
し
た
。

私
は
福
音
館
書
店
に
入
社
し
た
あ
と
、
児
童
文
学
専
門
誌
「
子
ど
も
の
館
」（
福
音
館
書
店
、
一
九
七
三
〜
八
三
）の
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編
集
部
に
異
動
し
て
、
光
吉
の
連
載
「
子
ど
も
の
本
の
世
界
か
ら
」
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
八
〇
年

の
連
載
終
了
ま
で
続
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
光
吉
の
晩
年
に
接
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
か
、
何
人
か
の
光
吉
夏
弥
研
究
者
か
ら
取
材
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
で
も
そ
の
取
材
は
、

あ
く
ま
で
も
児
童
文
学
に
限
っ
て
、
絵
本
の
翻
訳
研
究
に
限
っ
て
の
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
光
吉
は
三
つ
の
異

な
る
ジ
ャ
ン
ル
で
業
績
を
あ
げ
た
作
家
で
す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
ど
の
分
野
の
活
躍
も
明
ら
か
に
し
な
い
と
光

吉
夏
弥
研
究
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
舞
踊
、
写
真
に
は
ま
っ
た
く
の
素
人
な
が
ら
、
と
に
か
く

足
跡
だ
け
で
も
た
ど
り
た
い
と
、
調
査
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

き
っ
か
け
は
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
戦
前
の
こ
と
を
何
気
な
く
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら

「
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
軽
く
い
な
さ
れ
ま
し
た
。
で
も
そ
こ
に
は
強
い
拒
否
の
意
志
を
感
じ
て
、
話
は

終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
拒
否
に
は
ど
の
よ
う
な
思
い
が
潜
ん
で
い
た
の
か
、
今
も
考
え
て
い
ま
す
。

「
岩
波
の
子
ど
も
の
本
」
に
つ
い
て
は
、「
絵
本
コ
レ
ク
タ
ー
、
光
吉
夏
弥
の
協
力
を
得
て
」
と
い
う
惹
句
が
つ

き
ま
と
っ
て
い
ま
す
。
光
吉
は
自
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
開
示
し
た
だ
け
で
な
く
、
原
書
を
提
供
し
、
さ
ら
に
そ

の
原
書
を
ば
ら
し
て
版
下
の
作
成
に
あ
た
り
ま
し
た
。
一
九
五
三
年
一
二
月
に
六
冊
、
五
四
年
四
月
に
六
冊
の
刊

行
が
終
わ
っ
た
と
き
、
同
じ
編
集
部
の
石
井
桃
子
は
岩
波
書
店
を
退
社
し
て
、
ア
メ
リ
カ
へ
と
旅
立
ち
ま
す
。
光

吉
以
下
残
さ
れ
た
面
々
は
九
月
、
一
二
月
と
刊
行
を
続
け
、
第
一
期
二
四
冊
を
無
事
完
結
さ
せ
ま
す
。

石
井
桃
子
が
著
作
だ
け
で
は
な
く
自
身
に
ま
つ
わ
る
文
章
を
残
し
た
の
と
違
っ
て
、
光
吉
に
は
心
情
を
綴
っ
た

手
紙
も
メ
モ
も
み
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
伝
的
な
文
章
も
な
く
、
さ
ら
に
身
辺
雑
記
を
書
く
こ
と
も
あ
り
ま
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せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
光
吉
夏
弥
が
ど
の
よ
う
な
内
的
動
機
を
も
っ
て
絵
本
に
向
か
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
舞
踊
、
写
真
な

ど
の
分
野
を
ど
の
よ
う
に
発
見
し
た
の
か
、
そ
れ
ら
を
検
証
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
で
き

る
だ
け
資
料
を
集
め
、
そ
の
足
跡
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
ま
し
た
。
本
書
は
そ
の
報
告
で
す
。
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第
一
章

そ
れ
は
父
か
ら
始
ま
っ
た

父
・
光
吉
元
次
郎

光
吉
夏
弥
は
︑
い
つ
︑
ど
こ
で
生
ま
れ
︑
ど
の
よ
う
に
成
長
し
︑
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
経
験
を
積
ん
で
光
吉
夏

弥
に
な
っ
た
の
か
︒
そ
れ
を
知
ろ
う
と
思
う
と
︑
ま
ず
父
親
で
あ
る
光
吉
元も
と

次じ

郎ろ
う

に
触
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

元
次
郎
は
明
治
維
新
の
前
年
︑
一
八
六
七（
慶
應
三
）年
︑
佐
賀
藩
士
族
の
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
︒
小
学
校

を
卒
業
す
る
と
長
崎
の
長
崎
中
学
校
英
文
中
学
部
に
入
学
︑
卒
業
す
る
と
長
崎
外
国
語
学
校
英
学
部
に
入
り
ま
す
︒

か
つ
て
佐
賀
藩
は
江
戸
時
代
末
期
︑
藩
主
・
鍋
島
閑か
ん

叟そ
う

の
も
と
で
語
学
教
育
が
さ
か
ん
で
し
た
︒
と
い
う
よ
り
強

制
的
に
藩
主
が
語
学
教
育
を
指
導
し
︑
幕
末
の
諸
藩
の
な
か
で
は
際
立
っ
て
近
代
化
を
推
進
し
た
藩
で
し
た
︒
反

射
炉
を
つ
く
っ
て
製
鉄
を
試
み
︑
模
型
で
は
あ
り
ま
し
た
が
蒸
気
機
関
車
を
製
作
︑
さ
ら
に
は
当
時
最
高
の
技
術

で
あ
っ
た
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
砲
を
試
作
し
︑
日
本
で
最
初
に
種
痘
を
施
し
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
︒
で
も

や
は
り
英
語
教
育
で
は
長
崎
の
ほ
う
が
ぬ
き
ん
で
て
い
た
の
で
し
ょ
う
︒
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長
崎
外
国
語
学
校
を
卒
業
す
る
と
︑
一
八
八
九（
明
治
二
二
）年
︑
慶
應
義
塾
別
科
に
入
学
し
ま
す
︒
こ
の
別
科

は
七
八（
明
治
一
一
）年
に
晩
学
生
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
し
た
︒
入
学
し
た
翌
年
の
一
月
︑
慶
應
義
塾
で

は
大
学
部（
文
学
︑
理
財
︑
法
律
）が
発
足
し
︑
私
立
で
最
初
の
総
合
大
学
と
な
り
︑
今
ま
で
あ
っ
た
正
科
お
よ
び
別

科
を
普
通
部
と
し
ま
す
︒
元
次
郎
は
九
一（
明
治
二
四
）年
に
こ
の
普
通
部
を
卒
業
し
ま
す
︒﹃
慶
應
義
塾
百
年
史
﹄

の
人
名
索
引
に
は
光
吉
元
次
郎
の
名
前
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
九
〇（
明
治
二
三
）年
︑
三
田
演
説
会
が
改
組
に
な
っ

て
か
ら
の
第
一
回
演
説
会
の
幹
事
六
名
に
︑
別
科
・
光
吉
元
次
郎
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
卒
業
す
る

と
九
二（
明
治
二
五
）年
︑
日
本
綿
花
株
式
会
社
に
入
社
︒
綿
花
の
取
引
の
た
め
に
イ
ン
ド
・
ボ
ン
ベ
イ（
現
・
ム
ン

バ
イ
）へ
出
張
し
ま
す
︒
九
五（
明
治
二
八
）年
︑
帰
国
︒
九
六（
明
治
二
九
）年
に
な
る
と
今
度
は
ア
メ
リ
カ
を
歴
訪

し
︑
九
七（
明
治
三
〇
）年
に
帰
国
︒
そ
し
て
日
本
綿
花
を
退
社
し
ま
す
︒

以
上
が
元
次
郎
の
前
半
の
経
歴
で
す
︒
一
八
八
九（
明
治
二
二
）年
慶
應
義
塾
入
学
と
な
れ
ば
︑
ま
だ
福
沢
諭
吉

が
存
命
で
し
た
か
ら
︑
も
し
か
し
た
ら
会
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
日
本
綿
花
は
︑
綿
花
の
輸
入
を
目
的
と

し
て
︑
発
起
人
二
五
人
中
二
四
人
が
大
阪
の
商
人
で
創
立
し
た
会
社
で
し
た
︒
ま
だ
商
法
は
制
定
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
が
︑
経
理
は
当
然
︑
複
式
簿
記
で
し
ょ
う
︒
複
式
簿
記
と
い
え
ば
︑
や
は
り
福
沢
諭
吉
・
訳
に
よ
る
﹃
帳
合
之

法
﹄（
Ｈ
・
Ｂ
・
ブ
ラ
イ
ヤ
ン
ト
︑
Ｈ
・
Ｄ
・
ス
ト
ラ
ッ
ト
ン
共
著
︑
慶
應
義
塾
出
版
局
︑
一
八
七
三
）が
そ
の
嚆こ
う

矢し

で
す
︒

そ
の
序
文
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
︒

学
ぶ
べ
き
こ
と
を
学
ば
な
い
で
悪
い
慣
わ
し
に
陥
っ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
皆
商
売
を
軽
蔑
し
て
︑
こ
れ
を
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学
問
と
思
わ
な
い
の
は
罪
な
こ
と
で
あ
る
︒
今
こ
の
よ
う
な
学
者
も
金
持
ち
も
こ
の
﹃
帳
合
之
法
﹄
を
学
べ

ば
︑
西
洋
実
学
が
い
か
に
大
切
か
を
知
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
︒
学
者
も
自
ら
の
愚
か
さ
を
知
り
︑
金
持
ち

も
自
分
自
身
の
賎
し
く
な
い
こ
と
を
悟
っ
て
︑
双
方
と
も
こ
の
実
学
を
勉
強
す
れ
ば
学
者
も
金
持
ち
と
な
り
︑

金
持
ち
も
学
者
と
な
っ
て
世
の
経
済
活
動
が
更
に
面
目
を
改
め
︑
国
力
が
増
進
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
︒
訳
者

が
深
く
願
う
と
こ
ろ
で
あ
る
︒ 

（﹃
帳
合
之
法
﹄
水
野
昭
彦
・
現
代
語
訳
︑
二
〇
〇
九
）

複
式
簿
記
は
会
社
の
経
営
状
態
を
知
る
技
術
な
の
で
す
が
︑
福
沢
諭
吉
ら
し
い
と
い
う
か
︑
簿
記
は
﹃
学
問
の

す
ゝ
め
﹄
と
双
璧
を
な
し
て
︑﹁
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
﹂
と
い
う
福
沢
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
つ
な
が
る
の
で

す
︒
事
実
︑
維
新
後
︑
あ
わ
た
だ
し
く
殖
産
興
業
が
お
こ
り
︑
さ
ら
に
富
国
強
兵
へ
と
時
代
は
動
い
て
い
き
ま
し

た
︒
ち
な
み
に
日
本
綿
花
は
創
立
当
時
︑
社
長
一
人
︑
取
締
役
七
人
︑
監
査
三
人
に
対
し
て
︑
社
員
七
名
︑
雇
員

一
名
︑
小
使
い
一
名
と
い
う
組
織
で
し
た
︒

退
社
し
て
か
ら
の
元
次
郎
は
︑
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
・
鉱
油
部
長
︑
細
糸
紡
績
・
常
務
取
締
役
︑
大
阪
人
造
肥

料
・
常
務
取
締
役
︑
久
原
鉱
業
／
久
原
商
事
・
顧
問
︑
内
外
物
産
貿
易
・
支
配
人
心
得
な
ど
の
要
職
に
就
き
ま
す
︒

い
ず
れ
も
明
治
時
代
の
基
幹
産
業
で
す
︒
外
国
語
が
で
き
て
︑
し
か
も
外
国
の
会
社
と
交
渉
の
経
験
が
あ
る
元
次

郎
は
願
っ
て
も
な
い
人
材
だ
っ
た
で
し
ょ
う
︒
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
は
ア
メ
リ
カ
で
は
市
場
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い

た
企
業
で
し
た
の
で
︑
そ
の
日
本
で
の
支
店
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒
他
の
会
社
も
そ
の
後
を
追
跡
す
る
こ
と
は

難
し
い
︒
こ
の
時
代
は
会
社
が
創
立
さ
れ
た
か
と
思
う
と
︑
あ
っ
と
い
う
間
に
倒
産
し
た
り
︑
吸
収
合
併
さ
れ
た
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り
︑
安
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
資
本
の
集
中
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
す
︒
例
え
ば
︑
渋
沢

栄
一
ら
が
お
こ
し
た
大
日
本
人
造
肥
料
株
式
会
社（
創
立
時
は
︑
東
京
人
造
肥
料
会
社
）は
︑
一
八
八
七（
明
治
二
〇
）年

に
創
立
し
て
か
ら
一
九
三
六（
昭
和
一
一
）年
ま
で
の
ほ
ぼ
半
世
紀
に
か
け
て
︑
帝
国
肥
料
株
式
会
社
︑
大
阪
硫
酸

肥
料
株
式
会
社
な
ど
︑
お
よ
そ
一
〇
社
を
吸
収
合
併
し
て
い
ま
す
︒

そ
の
後
の
元
次
郎

元
次
郎
は
二
冊
の
翻
訳
書
を
だ
し
ま
し
た
︒
ま
ず
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ド
ー
ソ
ン
﹃
国
家
社
会
制
﹄（
哲
学
書
院
︑

一
八
九
二
︑
図
1
─1
）。﹁
日
本
に
お
い
て
最
初
の
体
系
的
な
社
会
保
険
の
紹
介
書
﹂（
西
村
万
里
子
﹁
三
田
学
会
雑
誌
﹂

慶
應
義
塾
経
済
学
会
︑
一
九
九
一
）で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
中
味
は
そ
れ
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
︒
鉄
道
の

国
有
化
︑
少
年
の
労
働
の
制
限
な
ど
︑
い
く
つ
も
の
項
目
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
次
い
で
︑
リ
ッ
チ

モ
ン
ド
・
ス
ミ
ス
﹃
移
住
論
﹄（
経
済
雑
誌
社
︑
一
九
〇
六
）︒
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
・
ス
ミ
ス
は
社
会
統
計
学
︑
経
済
統

計
学
な
ど
の
著
作
の
あ
る
学
者
で
︑﹃
移
住
論
﹄
は
移
住
の
歴
史
か
ら
始
ま
り
︑
移
住
に
関
す
る
諸
問
題
を
取
り

あ
げ
て
い
ま
す
︒
当
然
︑
こ
れ
は
植
民
地
政
策
に
つ
な
が
り
ま
す
︒
こ
れ
も
ま
た
先
駆
的
な
文
献
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す（
金
持
一
郎
﹁
経
済
論
叢
﹂
京
都
帝
国
大
学
経
済
学
会
︑
一
九
三
四
）︒

と
こ
ろ
が
元
次
郎
は
な
に
を
思
っ
た
の
か
︑
江
戸
時
代
の
儒
学
者
︑
頼ら
い

山さ
ん

陽よ
う

の
研
究
・
注
釈
に
没
頭
し
ま
す
︒

初
め
に
﹃
日
本
外
史
﹄
の
さ
ま
ざ
ま
な
異
本
を
二
十
数
年
に
わ
た
っ
て
調
査
し
︑
そ
の
結
果
を
得
て
︑﹃
日
本
外
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図 1─1　国家社会制（1892）

史
詳
注
﹄
を
執
筆
す
る
の
で
す
が
︑
そ
れ
は
﹁
註
は
漢
文
に
な
つ
て
ゐ
る
が
︑
世
間
有
り
触
れ
の
注
釈
本
と
は
選

を
異こ
と

に
し
︑
一
ト
通
り
字
義
を
注
す
る
の
で
は
な
く
︑
一
々
出
典
に
溯
り
︑
佩は
い

文ぶ
ん

韻い
ん

府ぷ

な
ど
の
孫
引
で
は
誤ご
び

謬ゅ
う

が

あ
る
か
ら
と
い
う
て
︑
原
書
に
溯
つ
て
︑
一
々
考
証
を
施
し
て
ゐ
る
﹂（
市
島
春
城
﹃
随
筆
頼
山
陽
﹄
早
稲
田
大
学
出
版

部
︑
一
九
二
五
）と
い
う
厳
密
な
も
の
で
し
た
︒
岩
波
文
庫
の
﹃
日
本
外
史
﹄（
全
三
巻
︑
頼
成
一
・
頼
惟
勤
訳
︑
一
九
七

六
～
八
一
）の
解
説
に
も
光
吉
元
次
郎
の
名
前
が
で
て
き
ま
す
︒
市
井
の
研
究
者
で
は
異
色
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ

う
︒
そ
し
て
元
次
郎
は
︑
徳
富
猪い

一い
ち

郎ろ
う（

徳
富
蘇
峰
）︑
木
崎
愛
吉
と
と
も
に
一
七
〇
〇
ペ
ー
ジ
に
も
及
ぶ
﹃
頼
山

陽
書
翰
集
﹄（
全
三
巻
︑
民
友
社
︑
一
九
二
七
）の
編
纂
に
取
り
か
か
り
ま
す
が
︑
刊
行
を
目
前
に
し
て
急
死
し
て
し

ま
い
︑
同
じ
編
纂
者
で
あ
っ
た
木
崎
愛
吉
が
後
書
き
の
な
か
で
元
次
郎
の
死
を
悼
ん
で
い
ま
す
︒

積
男
か
ら
夏
弥
へ

一
八
九
七（
明
治
三
〇
）年
に
帰
国
し
た
元
次
郎
は
︑

大
阪
府
北
区
北
野
茶
屋
町
に
居
を
定
め
ま
し
た
︒
そ

こ
で
石い
し

谷が
や

な
を
と
結
婚
し
ま
す
︒
一
九
〇
四（
明
治

三
七
）年
に
積つ
む

男を
（
夏
弥
）が
生
ま
れ
︑
続
い
て
〇
八（
明

治
四
一
）年
に
長
女
の
善
子
︑
一
二（
明
治
四
五
／
大
正

元
）年
に
次
男
・
餘
之
助
︑
一
五（
大
正
四
）年
︑
三
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男
・
慶
緒
︑
一
八（
大
正
七
）年
︑
四
男
・
有
慶
と
続
き
ま
す
が
︑
慶
緒
は
翌
年
亡
く
な
り
︑
有
慶
は
四
四（
昭
和
一

九
）年
に
サ
イ
パ
ン
で
戦
死
し
ま
す
︒

積
男（
夏
弥
）は
地
元
の
府
立
北
野
中
学
校
に
入
学
し
ま
す
が
︑
四
年
を
終
え
た
一
九
二
一（
大
正
一
〇
）年
︑
慶

應
義
塾
普
通
部
へ
転
入
︒
翌
年
修
了
の
の
ち
︑
慶
應
義
塾
経
済
学
部
予
科
へ
入
り
ま
す
︒
予
科
三
年
本
科
三
年
の

と
こ
ろ
︑
な
ぜ
か
予
科
に
四
年
か
か
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
予
科
の
四
年
目
︑﹁
婦
人
画
報
﹂（
一
九
二
五
︑
一
月
号
）に

﹁
近
代
舞
踊
絵
巻
序
観
﹂
を
光
吉
夏
弥
名
で
執
筆
し
ま
す（
図
1
─2
）︒
こ
れ
が
光
吉
夏
弥
︑
最
初
の
評
論
で
し
た
︒

今
こ
れ
を
読
む
と
そ
の
大
仰
な
文
体
に
驚
き
ま
す
︒
冒
頭
部
分
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
︒

輝き

然ぜ
ん

た
る
芸
術
の
炬き
ょ

火か

に
し
て
中
世
紀
の
暗
黒
時
代
の
濃
霧
の
中
に
隠
蔽
さ
れ
た
も
の
は
数
多
い
が
︑
舞

踊
芸
術
の
燎り
ょ

火う
か

ほ
ど
深
く
幽
秘
さ
れ
︑
近
世
迄
全
く
忘
却
さ
れ
て
来
た
も
の
は
あ
る
ま
い
︒

芸
術
の
最
初
に
完
成
せ
ら
れ
た
希ギ
リ

臘シ
ヤ

の
盛
代
を
遠
く
回
顧
す
る
時
︑
吾わ
れ

々わ
れ

は
そ
こ
に
美
し
く
咲
く
舞
踊
の

燭し
ょ

火っ
か

を
見
る
︒
近
世
に
迄
残
存
さ
れ
た
希
臘
人
の
な
せ
る
成
熟
せ
る
彫
刻
を
見
る
時
︑
吾
々
は
そ
の
孰い
ず

れ
に

も
美
し
き
古
代
の
舞
容
を
見
出
す
︒
凡あ
ら

ゆ
る
優
雅
を
含
蓄
し
た
美
し
い
舞
踊
の
線
の
中
に
︑
仄ほ
の

か
な
古
代
芸

術
の
不
滅
の
輝
き
を
感
じ
る
︒

こ
の
よ
う
に
し
て
文
章
は
始
ま
っ
て
い
き
ま
す
︒
こ
の
過
剰
と
も
思
え
る
形
容
を
取
り
除
い
て
﹁
序
観
﹂
を
読

ん
で
い
く
と
︑
要
す
る
に
か
つ
て
ギ
リ
シ
ャ
に
あ
っ
た
舞
踊
は
忘
却
さ
れ
た
が
︑
近
年
︑
そ
れ
は
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
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な
ど
天
才
的
な
ダ
ン
サ
ー
の
出
現
と
︑
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
に
代
表
さ
れ
る
舞
踊
団
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
︑
再
び
生

気
躍
動
し
た
舞
踊
が
目
の
前
に
現
れ
た
と
い
う
の
で
す
︒

併
し
︑
幸
福
な
事
に
舞
踊
の
炬
火
は
不
滅
で
あ
つ
た
︒
近
世
人
の
芸
術
的
感
覚
が
鋭
敏
に
さ
れ
て
行
き
︑

其
洗
練
せ
ら
れ
て
行
く
芸
術
的
知
識
の
向
上
と
共
に
神
秘
の
霧
は
一
枚
一
枚
は
が
れ
て
行
つ
て
燁
々
た
る
芸

術
の
炬
火
は
吾
々
の
眼
に
輝
か
し
い
光
明
を
投
げ
た
の
で
あ
つ
た
︒
か
く
し
て
舞
踊
は
復
活
し
た
︒
新
し
い

復
活
の
芸
術
が
吾
々
の
上
に
恵
ま
れ
た
︒
光
明
の
日
は
来
た
︒
光
栄
の
日
は
来
た
れ
り
︒
吾
人
は
こ
の
舞
踊

芸
術
の
復
活
を
祝
福
し
た
︒

図 1─2　婦人画報（1925 ，1 月号）



8

形
容
過
多
の
文
章
を
な
ん
と
か
通
読
す
る
と
︑
外
国
の
史
料
を
か
な
り
あ
た
っ
て
い
る
の
は
感
じ
と
れ
ま
す
︒

セ
ル
ゲ
イ
・
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
が
主
宰
し
た
ロ
シ
ア
の
バ
レ
エ
団
︑
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
島
崎

藤
村
︑
小
山
内
薫
︑
石
井
柏は

く

亭て
い

な
ど
に
よ
り
そ
の
情
報
は
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
で
す
か
ら
こ
の
評

論
で
特
に
新
し
い
情
報
は
な
い
よ
う
に
み
え
ま
す
︒
た
だ
︑
次
の
よ
う
な
箇
所
は
注
目
に
値
す
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
︒

言
語
よ
り
も
早
く
存
在
し
て
居
つ
た
事
の
認
識
し
え
ら
る
ゝ
事
は
︑
小
児
が
未
だ
言
葉
に
感
情
を
表
し
え

ざ
る
時
に
於
い
て
︑
彼
が
歓
喜
せ
る
如
き
場
合
︑
即
す
な
わ
ち︑
感
情
の
発
露
を
止
め
え
ざ
る
時
に
︑
手
を
踊
ら
せ
足

を
踏
む
を
見
て
も
推
察
し
得
ら
る
ゝ
事
で
あ
る
︒
又
眼
点
を
転
じ
て
未
開
の
種
族
を
観
る
が
よ
い
︒

舞
踊
が
言
語
以
前
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
の
眼
差
し
は
︑
光
吉
が
子
ど
も
の
世
界
︑
そ
し
て
未

開
社
会
に
関
心
を
も
つ
姿
勢
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
し
た
︒
こ
こ
に
は
批
評
活
動
と
し
て
も
際
立
っ
た
特
徴

を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

と
こ
ろ
で
光
吉
よ
り
三
つ
年
下
で
同
じ
慶
應
義
塾
で
学
び
︑
光
吉
の
影
響
で
舞
踊
の
評
論
を
書
き
始
め
た
蘆あ
し

原は
ら

英え
い

了り
ょ
う︑

二
二
歳
の
文
章
を
次
に
挙
げ
ま
す
︒
こ
の
一
九
二
九（
昭
和
四
）年
に
書
か
れ
た
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
の
死
を
悼

ん
だ
文
章
は
今
で
も
十
分
に
読
め
る
も
の
で
す
︒
そ
の
最
後
の
部
分
︒
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ヂ
ァ
ギ
レ
フ
の
死
は
た
だ
単
に
露ロ

シ

ア
西
亜
舞
踊
団
の
最
後
を
暗
示
す
る
も
の
の
み
な
ら
ず
︑
近
代
舞
踊
の
進

展
に
少
か
ら
ぬ
障
碍
を
与
へ
る
も
の
で
あ
ら
う
︒
近
代
舞
踊
の
新
相
へ
の
発
展
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
で
あ

ら
う
︒
残
さ
れ
た
バ
ラ
ン
シ
ン
︑
リ
フ
ァ
ル
は
余
り
に
若
い
︒
ヂ
ァ
ギ
レ
フ
な
く
し
て
彼
等
が
ど
れ
だ
け
に

活
躍
出
来
る
で
あ
ら
う
か
︒

私
は
廿
世
紀
初
頭
の
舞
踊
界
の
余
り
に
も
偉
大
な
り
し
ヂ
ァ
ギ
レ
フ
の
死
の
前
に
︑
た
だ
呆
然
と
し
遠
く

哀
悼
の
意
を
述
べ
る
の
み
で
あ
る
︒

（﹁
ヂ
ァ
ギ
レ
フ
の
死
﹂
昭
和
四
年
一
〇
月
︑﹃
現
代
舞
踊
評
話
﹄
西
東
書
林
︑
一
九
三
五
）

光
吉
も
ま
た
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
の
死
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
し
た
︒

即
ち
︑
バ
レ
エ
・
リ
ユ
ツ
ス
も
︑
も
う
終
り
だ
ら
う
で
あ
る
︒

た
と
へ
︑
今
直
ぐ
解
散
と
云
ふ
事
は
な
く
て
も
︑
こ
の
最
大
の
﹃
バ
レ
エ
王
﹄
を
失
つ
て
は
︑
最
早
や
な

ん
の
躍
進
も
望
め
な
い
︒

紐ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク育
タ
イ
ム
ズ
の
舞
踊
記
者
Ｊ
・
マ
ア
テ
ィ
ン
な
ど
は
︑
既
に
基
礎
が
固
つ
て
ゐ
る
か
ら
大
丈
夫
だ
と
︑

ひ
ど
く
楽
観
的
な
予
想
を
述
べ
て
ゐ
る
が
︑
こ
れ
丈
け
の
大
世
体
（
マ
マ
）を

背
負
ひ
︑
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
ほ
ど
の
度
胸

と
経
験
と
姉
妹
芸
術
家
の
動
員
的
手
腕
を
も
つ
た
大
イ
ン
プ
レ
ザ
リ
オ
が
再
現
し
な
い
限
り
︑
バ
レ
エ
・
リ

ユ
ツ
ス
は
︑
も
う
止
ま
り
だ
と
み
る
よ
り
外
は
な
い
︒
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（﹁
露
西
亜
舞
踊
と
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
の
死
﹂︑﹁
劇
場
街
﹂
一
九
二
九
︑
一
一
月
号
）

蘆
原
が
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
の
死
を
悲
し
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
︑
光
吉
は
そ
の
死
に
よ
っ
て
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
の

趨
勢
を
客
観
的
に
判
断
し
て
い
る
の
が
じ
つ
に
対
照
的
で
す
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
に
は
﹁
近
代
舞
踊
絵
巻
序
観
﹂
に

み
ら
れ
た
よ
う
な
妙
な
文
体
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
す
る
と
﹁
近
代
舞
踊
絵
巻
序
観
﹂
の
文
体
は
︑
自
ら
戦
略
的
に
選

ん
だ
も
の
だ
と
考
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒
で
は
な
ぜ
こ
う
し
た
文
体
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
き

ま
す
︒
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