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月 岡 芳 年 
「新形三十六怪撰 大森彦七道に怪異に逢ふ図」

（明治二十二年板行）

「「桜の森の満開の下」について」の本文に付した注（12）の絵。大森彦七が背負っているの
は女であるのに、水には角が映っているため鬼だとわかる絵である。（筆者蔵）

浅子逸男　「桜の森の満開の下」について　図版



一
七

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
つ
い
て

　
　

Ⅰ

　
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
は
、
昭
和
二
十
二
年
六
月
『
肉
體
』
創
刊

号
に
発
表
さ
れ
た
。
だ
が
そ
の
一
ヶ
月
前
に
単
行
本
『
い
づ
こ
へ
』
に

掲
載
さ
れ
た
た
め
、
初
出
の
は
ず
の
雑
誌
が
作
品
を
収
録
し
た
単
行
本

よ
り
も
あ
と
か
ら
発
行
さ
れ
る
と
い
う
不
思
議
な
か
た
ち
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
検
閲
に
よ
っ
て

作
品
発
表
に
狂
い
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
ろ
の
安
吾
は
単
行
本
の『
白
痴
』（
昭
和
22
・５
）と『
堕
落
論
』

（
昭
和
22
・
６
）
に
よ
っ
て
流
行
作
家
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
昭
和
二
十
三
年
に
は
銀
座
出
版
社
か
ら『
坂
口
安
吾
選
集
』

が
刊
行
さ
れ
は
じ
め
た
。
全
巻
福
田
恆
存
に
よ
る
解
説
が
付
さ
れ
て
い

る
が
、
第
三
巻
（
昭
和
23
・
４
）
の
解
説
が
注
目
に
あ
た
い
す
る
。

　

第
四
巻
と
第
五
巻
と
の
解
説
か
ら
二
つ
の
結
論
が
出
て
く
る
―
―

こ
ゝ
に
集
録
し
た
作
品
が
つ
ご
う
よ
く
そ
れ
に
こ
た
へ
て
く
れ

る
。「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」「
風
博
士
」「
霓
博
士
の
廃
頽
」
の
笑

劇
形
式
の
作
品
と
、「
閑
山
」「
紫
大
納
言
」「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」

の
説
話
形
式
の
作
品
と
の
二
つ
で
あ
る
。

と
。
そ
の
第
三
巻
に
は
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」「
風
博
士
」「
霓
博
士
の

廃
頽
」「
閑
山
」「
紫
大
納
言
」「
盗
ま
れ
た
手
紙
の
話
」「
桜
の
森
の
満

開
の
下
」「
道
鏡
」
の
八
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
説
話
的
と
言
わ

れ
る
作
品
群
は
福
田
恆
存
に
よ
っ
て
系
列
づ
け
さ
れ
た
。

　

人
間
存
在
そ
の
も
の
の
本
質
に
つ
き
ま
と
ふ
悲
哀
―
―
そ
れ
を

追
求
し
よ
う
と
し
て
、
素
材
の
も
つ
現
実
性
が
邪
魔
に
な
り
、
坂

口
安
吾
は
「
閑
山
」「
紫
大
納
言
」「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
ご

と
き
説
話
形
式
に
想
ひ
い
た
つ
た
と
い
へ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
福
田
は
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
と
ら
え
方
に
、

の
ち
に
書
か
れ
る「
夜
長
姫
と
耳
男
」（
昭
和
27
・
６
）を
加
え
る
こ
と
で
、

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
つ
い
て

浅　

子　

逸　

男



一
八

こ
れ
ら
の
作
品
を
ひ
と
つ
の
系
列
に
置
く
読
み
方
が
確
定
さ
れ
た
。
た

と
え
ば
檀
一
雄
は
創
元
社
版『
坂
口
安
吾
選
集
』第
四
巻
の
解
説（

１
）で

、「
桜

の
森
の
満
開
の
下
」
と
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
が
安
吾
の
「
気
質
の
最
も

代
表
的
な
作
品
」
だ
と
語
っ
た
の
は
、
福
田
の
と
ら
え
方
の
延
長
線
上

に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
檀
は
こ
の
解
説
で
発
表
誌
の
こ
と
に
触
れ
て
い

た
。

　
　

�　

安
吾
の
願
っ
て
い
る
根
本
の
文
芸
が
、
そ
の
奉
仕
の
精
神
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
は
な
は
だ
独
自
で
あ
る
か
ら
の
こ
と
で
、
例
え
ば

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
な
ど
と
い
う
傑
作
で
さ
え
、
或
る
雑
誌

で
没
書
に
な
っ
て
い
る
。
か
け
出
し
の
作
家
の
作
品
な
ら
ま
だ
し

も
の
こ
と
だ
。
既
に
「
白
痴
」
を
書
き
「
堕
落
論
」
を
書
い
た
ブ

ー
ム
の
時
代
に
さ
し
か
か
っ
て
お
り
、
ま
た
、
没
書
に
し
た
当
の

編
集
長
は
気
骨
の
あ
る
見
識
の
広
い
ジ
ャ
ー
リ
ス
ト
で
知
ら
れ
て

い
る
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
時
に
、
安
吾
の
文
芸
の
容
易
な
ら

ぬ
孤
独
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。

と
、
一
度
ボ
ツ
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
「
当
の
編
集

長
」
の
こ
と
も
当
該
雑
誌
の
こ
と
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
。

　

そ
の
こ
と
を
明
記
し
た
の
は
七
北
数
人
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
七
北

氏
は
、

　
　

�　
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
は
「
白
痴
」
の
次
ぐ
ら
い
に
書
か
れ

た
も
の
で
、
は
じ
め
『
新
潮
』
に
渡
さ
れ
た
が
、
当
時
の
編
集
長
・

斎
藤
十
一
に
「
こ
れ
は
小
説
で
は
な
い
」
と
し
て
返
却
さ
れ
て
し

ま
う
。

と
『
堕
落
論
・
特
攻
隊
に
捧
ぐ
』
の
解
説（

２
）で

述
べ
て
い
る
。

　

生
前
奥
野
健
男
か
ら
、『
新
潮
』
が
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
を
ボ

ツ
に
し
た
た
め
『
暁
鐘
』
に
ま
わ
っ
た
こ
と
と
、
不
掲
載
に
し
た
編
集

者
は
斎
藤
十
一
だ
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。『
坂
口
安
吾
』（
昭
和
47
・
９
、

文
藝
春
秋
社
）
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
で
あ
る
。
七

北
氏
の
言
と
重
な
る
内
容
で
あ
っ
た
。
も
し
か
し
た
ら
七
北
氏
は
奥
野

氏
か
ら
聞
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

　
『
新
潮
』
に
不
掲
載
に
な
る
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
て
「
桜
の
森
の
満

開
の
下
」
は
『
肉
體
』
と
い
う
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

安
吾
の
「
戯
作
者
文
学
論
」（
昭
和
22
・
１
）
に
「
暁
鐘
の
沖
塩
徹

也
君
来
訪
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
原
稿
依
頼
を
受
け
た
安
吾
は
承
諾

し
て
い
る
。
だ
が
雑
誌
『
暁
鐘
』
は
昭
和
二
十
一
年
十
月
発
行
の
第
四

号
ま
で
発
行
さ
れ
た
が
、
ど
の
号
に
も
坂
口
安
吾
の
作
品
は
掲
載
さ
れ

て
い
な
い
。「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
が
掲
載
さ
れ
た
『
肉
體
』
を
手

に
取
る
と
、『
暁
鐘
』
を
刊
行
し
た
暁
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
ば
か

り
で
な
く
、
創
刊
号
の
編
輯
後
記
に
は
「
苦
闘
半
年
」
の
の
ち
に
よ
う

や
く
発
刊
に
こ
ぎ
つ
け
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
安
吾
が
『
暁



一
九

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
つ
い
て

鐘
』
に
渡
し
た
原
稿
が
『
肉
體
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
安
吾
に

原
稿
依
頼
を
し
た
沖
塩
徹
也
が
阿
部
知
二
研
究
会
の
会
員
で
あ
る
こ
と

知
り
、
氏
が
出
席
さ
れ
る
日
に
私
の
都
合
が
つ
か
な
か
っ
た
た
め
、
美

濃
千
鶴
、
内
倉
尚
嗣
の
両
氏
に
沖
塩
氏
か
ら
話
を
聞
い
て
も
ら
っ
た
。

「
戯
作
者
文
学
論
」
に
記
さ
れ
て
い
る
依
頼
が
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」

と
し
て
編
集
部
に
す
ぐ
に
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
ど
こ
か
他
の
雑
誌
に

渡
し
て
い
た
も
の
を
取
り
戻
し
て
回
し
た
ら
し
い
こ
と
を
聴
き
取
っ
て

く
れ
た
。
た
だ
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
検
閲
に
つ
い
て
は
語
っ
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
沖
塩
氏
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
発
刊
さ
れ
た『
姫
路
文
学
』

１
０
６
号（

３
）に

掲
載
さ
れ
た
略
歴
に
は
、
一
九
四
六
年
の
項
に
「「
暁
鐘
」

（
東
京
、
暁
社
発
行
）
編
集
長
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
新
潮
』
で
不
掲
載
と
さ
れ
た
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
不
運
は

ま
だ
続
く
。
そ
の
こ
と
を
黄
益
九
が
坂
口
安
吾
研
究
会
（
平
成
18
年
３

月
18
日
）
の
席
上
で
明
ら
か
に
し
た（

４
）。「

桜
の
森
の
満
開
の
下
」
が
掲

載
さ
れ
る
は
ず
の
『
暁
鐘
』
第
五
号
は
最
終
校
正
ま
で
済
ま
せ
て
い
た

が
、
他
の
作
品
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
検
閲
に
か
か
っ
た
た
め
刊
行
で
き
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
同
誌
は
四
号
で
廃
刊
と
な
り
、後
継
誌『
肉

體
』
と
し
て
創
刊
さ
れ
た（

５
）。「

桜
の
森
の
満
開
の
下
」
を
収
録
し
た
単

行
本
『
い
づ
こ
へ
』
が
二
十
二
年
五
月
発
行
の
奥
付
を
持
つ
の
に
、
雑

誌
発
表
が
一
ヶ
月
あ
と
と
い
う
不
思
議
な
現
象
も
解
き
あ
か
さ
れ
た
。

『
定
本�

坂
口
安
吾
全
集
』
第
三
巻
（
昭
和
43
・
７
）
の
解
題
に
は
、

　
　

�　

初
出
誌
が
初
収
単
行
本
『
い
づ
こ
へ
』
よ
り
も
発
行
月
日
が
遅

れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
①
原
稿
を
早
く
渡
し
て
い
た
に
も
拘

ら
ず
、
雑
誌
の
発
刊
が
遅
延
し
て
い
た
。
②
戦
後
の
傾
向
に
従
っ

て
雑
誌
の
日
付
は
六
月
十
日
で
あ
る
が
、
五
月
に
刊
行
さ
れ
て
い

た
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
こ
と
が
よ
う
や
く
判
明

し
た
。
ま
た
『
肉
體
』
創
刊
号
の
編
輯
後
記
で
事
情
を
書
く
こ
と
が
で

き
ず
、「
苦
闘
半
年
」
と
し
か
記
せ
な
か
っ
た
思
い
も
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
　

Ⅱ

　

研
究
史
の
な
か
で
、
作
品
の
内
部
に
入
り
込
ん
だ
の
は
清
田
文
武
の

「「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」の
世
界（

６
）」で

あ
る
。
女
に
よ
る
首
遊
び
は「
武

州
公
秘
話
」
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、「
明
日
は
天
気
に

な
れ
」
の
「
桜
の
花
ざ
か
り
」（
昭
和
28
・
４
・
５
）
に
記
さ
れ
て
い

る
経
験
が
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
生
か
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

た
し
か
に
安
吾
の
「
桜
の
花
ざ
か
り
」
に
は
、

　
　

�　

三
月
十
日
の
初
の
大
空
襲
に
十
万
ち
か
い
人
が
死
ん
で
、
そ
の

死
者
を
一
時
上
野
の
山
に
集
め
て
焼
い
た
り
し
た
。



二
〇

　
　

�　

ま
も
な
く
そ
の
上
野
の
山
に
や
っ
ぱ
り
桜
の
花
が
さ
い
て
、
し

か
し
そ
こ
に
は
緋
の
モ
ー
セ
ン
も
茶
店
も
な
け
れ
ば
、
人
通
り
も

あ
り
ゃ
し
な
い
。
た
だ
も
う
桜
の
花
ざ
か
り
を
野
ッ
原
と
同
じ
よ

う
に
風
が
ヒ
ョ
ウ
ヒ
ョ
ウ
と
吹
い
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て

花
ビ
ラ
が
散
っ
て
い
た
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
安
吾
が
住
ん
で
い
た
蒲
田
地
区
の
空
襲
は
四
月

十
五
日
で
、
そ
の
と
き
の
こ
と
も
、

　
　

�　

私
の
住
ん
で
る
あ
た
り
で
は
ち
ょ
う
ど
桜
の
咲
い
て
る
と
き
に

空
襲
が
あ
っ
て
、
一
晩
で
焼
け
野
原
に
な
っ
た
あ
と
、
三
十
軒
ば

か
り
焼
け
残
っ
た
と
こ
ろ
に
桜
の
木
が
二
本
、
咲
い
た
花
を
つ
け

た
ま
ま
や
っ
ぱ
り
焼
け
残
っ
て
い
た
の
が
異
様
で
あ
っ
た
。

と
回
想
さ
れ
て
い
る
。

　

次
い
で
笠
原
伸
夫
に
よ
る
「
花
の
闇�

花
の
呪（

７
）」

が
読
解
を
深
め
た
。

笠
原
氏
は
引
用
し
て
い
な
い
が
、安
吾
が「
青
春
論
」（
昭
和
17
・
11
）で
、

　
　

�　

…
…
微
妙
な
心
、
秘
密
な
匂
ひ
を
ひ
と
つ

く
意
識
し
な
が
ら

生
活
し
て
ゐ
る
女
の
人
に
と
つ
て
は
、
一
時
間
一
時
間
が
抱
き
し

め
た
い
や
う
に
大
切
で
あ
ら
う
と
僕
は
思
ふ
。
自
分
の
身
体
の
ど

ん
な
小
さ
な
も
の
、
一
本
の
髪
の
毛
で
も
眉
毛
で
も
、
僕
等
に
分

ら
ぬ
「
い
の
ち
」
が
女
の
人
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

と
述
べ
た
こ
と
と
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
女
が
、
櫛
、
笄
な
ど

の
断
片
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
美
を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
が
つ
な
が

る
の
で
、
女
が
花
の
形
代
だ
と
笠
原
が
言
う
こ
と
に
得
心
が
い
く
。

　

そ
の
よ
う
な
女
性
に
対
し
、
男
性
で
あ
る
自
分
自
身
は
ど
う
か
と
い

う
と
、

　
　

�　

…
…
僕
の
毎
日
の
生
活
な
ど
は
ま
る
で
中
味
が
カ
ラ
ッ
ポ
だ
と

言
つ
て
い
ゝ
ほ
ど
一
時
間
一
時
間
が
実
感
に
乏
し
く
、
且
、
だ
ら

し
が
な
い
。
て
ん
で
い
の
ち
が
籠
つ
て
を
ら
ぬ
。
一
本
の
髪
の
毛

は
愚
か
な
こ
と
、
一
本
の
指
一
本
の
腕
が
な
く
な
つ
て
も
、
そ
の

不
便
に
就
て
の
実
感
や
、
外
見
を
怖
れ
る
見
栄
に
就
て
の
実
感
な

ど
は
あ
る
に
し
て
も
、
失
は
れ
た
「
小
さ
な
い
の
ち
」
と
い
ふ
も

の
に
何
の
感
覚
も
持
た
ぬ
で
あ
ら
う
。

と
い
う
違
い
を
感
じ
て
い
た
。「
微
妙
な
心
、
秘
密
な
匂
ひ
」
を
意
識

し
、「
一
本
の
髪
の
毛
で
も
眉
毛
」
で
も
大
切
に
す
る
女
性
の
美
意
識

が
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
女
性
に
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
櫛
、笄
、

簪
、
紅
と
い
っ
た
美
の
断
片
を
集
め
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
美
を
結

晶
さ
せ
る
。
だ
が
、
男
は
そ
れ
を
理
解
で
き
な
い
。
た
だ
そ
の
不
思
議

を
見
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。「
一
時
間
一
時
間
が
実
感
に
乏
し
」
い
と

は
、
生
き
て
い
る
う
え
で
の
区
切
り
が
な
く
、
断
片
断
片
の
つ
な
が
り

を
自
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
失
は
れ
た
「
小
さ
な
い
の
ち
」
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「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
つ
い
て

と
い
ふ
も
の
」
は
髪
で
あ
っ
た
り
、
指
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
過

ぎ
ゆ
く
一
時
間
一
時
間
で
あ
り
、
ま
た
女
が
大
切
に
す
る
美
の
断
片
で

も
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
命
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
命
の
断
片
を
意

識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
女
性
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
安
吾
は
そ
の
よ
う
な
感
覚
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
山
賊
が
美
の
断

片
を
理
解
で
き
ず
、「
こ
ん
な
も
の
が
な
あ
」
と
言
う
し
か
な
か
っ
た

よ
う
に
。
女
の
美
は
断
片
の
美
の
集
合
体
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
花
び

ら
の
一
枚
一
枚
が
ひ
と
つ
の
花
を
形
づ
く
り
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
花
が

集
ま
っ
て
一
本
の
枝
と
な
り
、
さ
ら
に
一
本
の
木
と
な
り
、
そ
れ
ら
が

集
ま
る
こ
と
で
桜
の
森
と
な
る
よ
う
に
。
桜
の
美
し
さ
は
女
の
美
と
同

じ
よ
う
に
、
断
片
の
総
体
で
あ
る
。

　
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
末
尾
で
、
息
を
引
き
と
っ
た
女
が
花
び

ら
に
埋
も
れ
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
は
、
美
の
総
体
で
あ
っ
た
女
が
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
美
に
戻
っ
て
い
き
、
花
び
ら
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

　
　

Ⅲ

　

さ
て
、
清
田
文
武
が
指
摘
し
た
「
桜
の
花
ざ
か
り
」
を
確
認
し
て
い

き
た
い
。
昭
和
二
十
年
に
墨
田
江
東
地
区
へ
の
空
襲
で
死
ん
だ
人
た
ち

の
上
に
は
満
開
の
桜
が
咲
き
誇
っ
て
い
た
。
墨
田
江
東
地
区
へ
の
爆
撃

は
三
月
十
日
で
あ
る
。
桜
の
満
開
は
四
月
上
旬
。「
白
痴
」
に
も
記
さ

れ
る
よ
う
に
安
吾
は
墨
田
江
東
か
ら
上
野
に
か
け
て
空
襲
の
あ
と
を
見

て
歩
い
て
い
た
。

　
　

�　

三
月
十
日
の
大
空
襲
の
焼
跡
も
ま
だ
吹
き
あ
げ
る
煙
を
く
ゞ
つ

て
伊
沢
は
当
も
な
く
歩
い
て
ゐ
た
。
人
間
が
焼
鳥
と
同
じ
や
う
に

あ
つ
ち
こ
つ
ち
に
死
ん
で
ゐ
る
。ひ
と
か
た
ま
り
に
死
ん
で
ゐ
る
。

ま
つ
た
く
焼
鳥
と
同
じ
こ
と
だ
。
怖
く
も
な
け
れ
ば
、
汚
く
も
な

い
。
犬
と
並
ん
で
同
じ
や
う
に
焼
か
れ
て
ゐ
る
屍
体
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
全
く
犬
死
で
、
然
し
そ
こ
に
は
そ
の
犬
死
の
悲
痛
さ
も
感

慨
す
ら
も
有
り
は
し
な
い
。
人
間
が
犬
の
如
く
に
死
ん
で
ゐ
る
の

で
は
な
く
、
犬
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
じ
や
う
な
何
物
か
ゞ
、

ち
や
う
ど
一
皿
の
焼
鳥
の
や
う
に
盛
ら
れ
並
べ
ら
れ
て
ゐ
る
だ
け

だ
つ
た
。

　

こ
う
記
さ
れ
て
い
る
の
は
空
襲
直
後
で
あ
る
。「
白
痴
」
の
主
人
公

は
蒲
田
に
住
ん
で
い
る
の
で
こ
の
と
き
の
爆
撃
に
は
遭
っ
て
い
な
い
。

猛
火
に
追
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
焼
け
出
さ
れ
て
も
い
な
い
と
き
で
あ

る
。
墨
田
江
東
地
区
の
空
襲
で
は
死
者
は
八
万
三
千
六
百
人
に
お
よ
ん

だ
と
い
う（

８
）。『

ド
キ
ュ
メ
ン
ト�

東
京
大
空
襲
』
に
は
、
数
多
く
の
焼
死

者
の
写
真
に
「
上
野
両
大
師
脇
に
収
容
し
た
惨
死
体
。
３
月
10
日
の
大

空
襲
に
火
葬
能
力
を
は
る
か
に
超
え
た
多
数
の
焼
死
体
は
、隅
田
河
畔
、
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六
義
園
な
ど
に
も
一
時
仮
埋
葬
さ
れ
た
」
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
つ

け
ら
れ
て
い
る
。
上
野
公
園
に
集
め
ら
れ
た
死
体
の
多
く
は
火
葬
さ
れ

る
こ
と
も
な
く
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
安
吾
が
「
桜
の
花
ざ

か
り
」
に
記
し
た
光
景
は
ま
さ
に
四
月
の
桜
の
花
の
季
節
で
あ
る
。
伊

沢
が
「
焼
鳥
の
や
う
に
盛
ら
れ
並
べ
ら
れ
て
」
い
る
死
体
に
出
会
っ
た

の
は
、「
ま
だ
吹
き
あ
げ
る
煙
を
く
ゞ
つ
て
」
焼
け
跡
を
歩
い
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
桜
の
花
ざ
か
り
」
の
上
野
は
一
ヶ
月
後
の

桜
の
花
の
季
節
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
「
白
痴
」
と
は
別
物
の
光
景

で
あ
る
。「
桜
の
花
ざ
か
り
」
で
安
吾
が
見
た
場
所
に
は
三
月
の
空
襲

で
亡
く
な
っ
た
人
々
の
遺
体
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　
　

�　

ま
も
な
く
そ
の
上
野
の
山
に
や
っ
ぱ
り
桜
の
花
が
さ
い
て
、
し

か
し
そ
こ
に
は
緋
の
モ
ー
セ
ン
も
茶
店
も
な
け
れ
ば
、
人
通
り
も

あ
り
ゃ
し
な
い
。
た
だ
も
う
桜
の
花
ざ
か
り
を
野
ッ
原
と
同
じ
よ

う
に
風
が
ヒ
ョ
ウ
ヒ
ョ
ウ
と
吹
い
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て

花
ビ
ラ
が
散
っ
て
い
た
。

と
安
吾
は
記
し
て
い
る
が
、
花
の
下
は
死
体
が
集
め
ら
れ
て
い
た
場
所

で
あ
っ
た
。
も
し
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
死
体
の
上
に
は
花
び

ら
を
舞
い
散
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
月
に
息
を
引
き
取
っ
た
死
者

が
火
葬
も
さ
れ
ず
埋
葬
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
状
態

に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
で
描
か
れ
る
首
遊
び

の
場
面
で
、
首
の
鼻
が
欠
け
た
姿
に
な
る
の
は
、
上
野
の
山
の
死
体
が

桜
の
季
節
に
な
る
一
ヶ
月
間
で
変
容
し
て
い
く
様
な
の
で
は
な
い
か
。

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
、「
姫
君
の
首
も
大
納
言
の
首
も
も
は
や
毛

が
ぬ
け
肉
が
く
さ
り
ウ
ジ
虫
が
わ
き
骨
が
の
ぞ
け
て
ゐ
ま
し
た
。
二
人

の
首
は
酒
も
り
を
し
て
恋
に
た
わ
ぶ
れ
、
歯
の
骨
と
噛
み
合
つ
て
カ
チ

く
鳴
り
、
く
さ
つ
た
肉
が
ペ
チ
ャ

く
く
つ
つ
き
合
ひ
鼻
も
つ
ぶ
れ

目
の
玉
も
く
り
ぬ
け
て
ゐ
ま
し
た
」
と
描
か
れ
る
ほ
ど
、
桜
の
下
の
死

体
は
腐
敗
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
安
吾
は
、「
桜
の
花
ざ
か
り
」
で

触
れ
た
上
野
の
桜
と
、
そ
の
下
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
死
体
を
「
桜
の
森

の
満
開
の
下
」
の
な
か
で
用
い
た
の
で
あ
る
。
焼
鳥
と
か
わ
ら
な
い
死

体
か
ら
肉
が
く
さ
っ
て
ウ
ジ
も
わ
い
た
死
体
は
、
い
わ
ば
屍
体
変
相
図

の
様
相
で
あ
る
。

　

三
月
の
墨
田
江
東
地
区
の
空
襲
の
被
害
を
直
後
に
目
撃
し
、
つ
い
で

上
野
で
死
体
が
集
め
ら
れ
て
い
た
場
所
に
咲
く
満
開
の
桜
の
花
を
見
、

さ
ら
に
四
月
十
五
日
の
蒲
田
地
区
へ
の
空
襲
に
遭
っ
た
安
吾
は
、
死
者

た
ち
を
「
白
痴
」
と
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
描
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
く
と
、
黄
益
九
に
よ
る
「
桜
の
森
の
満
開
の

下
」
が
書
か
れ
た
時
期
に
つ
い
て
の
考
察
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
単

行
本
『
い
づ
こ
へ
』
に
収
録
さ
れ
た
の
が
昭
和
二
十
二
年
五
月
で
、『
肉
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「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
つ
い
て

體
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
が
昭
和
二
十
二
年
六
月
だ
が
、本
来
は
『
暁
鐘
』

第
五
号
に
載
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
い
や
、
そ
の
前
に
『
新
潮
』
に
蹴
ら

れ
た
と
い
う
経
緯
ま
で
あ
っ
た
。七
北
数
人
が「「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」

は
「
白
痴
」
の
次
ぐ
ら
い
に
書
か
れ
た
も
の
」
と
述
べ
た
の
は
、
い
か

な
る
資
料
に
よ
っ
た
た
め
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」

は
「
閑
山
」「
紫
大
納
言
」
か
ら
の
流
れ
に
た
つ
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ

「
白
痴
」
と
切
り
離
せ
な
い
作
品
と
し
て
考
察
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　

Ⅳ

　
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
で
は
、
男
が
女
を
背
負
っ
た
と
こ
ろ
、
女

は
鬼
に
変
身
す
る
。
鬼
を
組
み
伏
せ
絞
め
殺
す
と
、
や
は
り
女
で
あ
っ

た
と
い
う
結
末
で
あ
る
。
鬼
が
女
に
化
け
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
鬼

に
見
え
た
の
は
男
の
錯
覚
だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
女
の
正
体
は
鬼
だ

と
い
う
の
か
。
男
が
背
負
っ
た
の
は
鬼
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

怪
異
を
背
負
う
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は『
捜
神
記
』の「
定

伯
売
鬼
」
で
あ
ろ
う
。
男
が
背
負
う
の
は
鬼
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
死
者
で
あ
り
幽
霊
の
こ
と
で
あ
る
。
男
が
幽
霊
を
だ
ま
す
と
い
う

話
な
の
で
怪
奇
的
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
背
負
っ
た
相
手
を
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
無
防
備
な
姿
勢
で
あ
る
こ
と
は
、
会
話
に
よ
っ
て
は

不
気
味
な
気
配
を
漂
わ
せ
る
。『
夢
十
夜
』
の
「
第
三
夜
」
が
そ
の
雰

囲
気
を
濃
厚
に
湛
え
る
。
高
山
宏
は
、「
負
わ
れ
た
方
は
全
て
が
見
え

る
が
、
負
う
側
は
た
だ
ひ
と
つ
自
分
の
背
と
そ
こ
に
乗
る
何
者
か
の
み

が
見
え
な
い（

９
）」

と
解
す
る
。

　

高
山
の
言
は
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
魅
力
を
再
認
識
さ
せ
て
く

れ
た
。
は
じ
め
て
女
を
背
負
っ
た
男
は
こ
う
言
う
の
だ
。

　
　

�　

眼
の
玉
が
頭
の
後
側
に
あ
る
と
い
ふ
わ
け
の
も
の
ぢ
や
な
い
か

ら
、
さ
つ
き
か
ら
お
前
さ
ん
を
オ
ブ
つ
て
ゐ
て
も
な
ん
と
な
く
も

ど
か
し
く
て
仕
方
な
い
の
だ
よ
。
一
度
だ
け
下
へ
降
り
て
か
は
い

い
顔
を
拝
ま
し
て
も
ら
ひ
た
い
も
の
だ

　

顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
男
は
女
に
頼
む
が
、
女
の
返
事
は
に
べ

も
な
い
。
こ
の
場
面
で
は
怖
ろ
し
く
も
な
ん
と
も
な
い
が
、
小
説
の
末

尾
で
男
は
再
び
女
を
背
負
う
が
、
鬼
だ
と
気
づ
く
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う

に
描
か
れ
る
。

　
　

�　

男
は
満
開
の
花
の
下
へ
歩
き
こ
み
ま
し
た
。
あ
た
り
は
ひ
つ
そ

り
と
、
だ
ん

く
冷
め
た
く
な
る
や
う
で
し
た
。
彼
は
ふ
と
女
の

手
が
冷
め
た
く
な
つ
て
ゐ
る
の
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
俄
に
不
安

に
な
り
ま
し
た
。
と
つ
さ
に
彼
は
分
り
ま
し
た
。
女
が
鬼
で
あ
る

こ
と
を
。
突
然
ど
ッ
と
い
ふ
冷
め
た
い
風
が
花
の
下
の
四
方
の
涯

か
ら
吹
き
よ
せ
て
ゐ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
男
は
鬼
の
姿
を
見
て
い
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
女
の
手
が
冷
た
く
な
っ
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て
い
る
こ
と
で
鬼
を
背
負
っ
て
い
る
の
だ
と
気
づ
く
。
ふ
た
り
が
出
会

っ
た
と
き
と
ま
っ
た
く
同
じ
位
置
関
係
に
あ
り
、
男
に
は
女
の
姿
が
見

え
な
い
こ
と
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　

鬼
が
女
に
化
け
る
話
は
『
今
昔
物
語
』
や
能
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、

美
女
を
背
負
っ
た
と
こ
ろ
鬼
に
変
身
し
た
と
い
う
話
の
有
名
ど
こ
ろ
は

『
太
平
記
』
の
第
二
十
三
「
大
森
彦
七
が
事
」
で
あ
ろ
う
か
。
大
森
彦

七
に
滅
ぼ
さ
れ
た
楠
正
成
は
、
恨
み
を
の
ん
で
怨
霊
と
な
り
大
森
彦
七

を
襲
う
。『
太
平
記
』
で
は
正
成
の
霊
が
女
に
化
け
、
首
尾
よ
く
彦
七

に
背
負
っ
て
も
ら
っ
て
殺
そ
う
と
す
る
。
こ
の
話
は
人
気
が
あ
っ
た
よ

う
で
、
慶
応
三
年
に
瀬
川
如
皐
が
「
太
平
記
百
怪
物
語）

（1
（

」
と
い
う
芝
居

に
仕
立
て
た
。『
太
平
記
』
以
降
、『
絵
本
太
平
記
』
で
も
こ
の
場
面
は

人
気
が
高
く
、
大
森
彦
七
は
浮
世
絵
で
も
國
貞
、
國
芳
を
は
じ
め
た
び

た
び
描
か
れ
て
い
る
。
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
も
芳
年
、
周
延
あ
た
り

が
思
い
浮
か
ぶ
。

　

も
と
も
と
美
女
の
正
体
は
紛
れ
も
な
く
鬼
＝
怨
霊
な
の
だ
が
、
明
治

三
十
年
に
福
地
櫻
癡
が
芝
居
に
し
た
と
き
は
正
成
で
は
な
く
娘
の
千
早

姫
と
い
う
設
定
を
と
っ
た
。
男
の
怨
霊
が
祟
る
の
で
あ
れ
ば「
怨
霊
事
」

と
な
り
「
凄
い
と
い
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
恐
ろ
し
く
、
繊
巧
と
い
ふ
よ
り

も
粗
放）

（（
（

」
と
い
う
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　

安
吾
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
も
ち
ろ
ん
断
言
で
き
な

い
。
だ
が
、
江
戸
時
代
に
は
太
平
記
読
み
に
よ
っ
て
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
た
。
さ
ら
に
芝
居
、浮
世
絵
等
に
よ
っ
て
も
親
炙
さ
れ
た
話
で
あ
る
。

　

背
負
う
体
勢
か
ら
は
女
の
姿
が
見
え
な
い
の
だ
が
、
大
森
彦
七
を
描

い
た
浮
世
絵
は
水
に
映
っ
た
の
が
鬼
の
顔
だ
っ
た
た
め
、
彦
七
は
女
の

正
体
を
知
る
。
國
貞
、
國
芳
の
絵
は
あ
き
ら
か
に
鬼
の
顔
が
水
に
映
さ

れ
て
い
る
。
芳
年
の
「
新
形
三
十
六
怪
撰�

大
森
彦
七
道
に
怪
異
に
逢

ふ
図）

（1
（

」
も
水
に
映
る
の
だ
が
、
鬼
の
顔
で
は
な
く
角
に
よ
っ
て
鬼
と
わ

か
る
描
き
方
で
あ
る
。

　

鬼
女
を
背
負
う
男
の
姿
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
急
速
に
伝
わ
ら
な
く
な

っ
た
の
は
昭
和
三
十
年
代
以
降
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

安
吾
が
鬼
女
に
つ
い
て
も
っ
と
も
強
く
語
っ
て
い
る
の
は「
青
春
論
」

で
あ
ろ
う
。「
青
春
論
」
で
「
檜
垣
」
を
紹
介
す
る
安
吾
は
、
老
女
の

後
シ
テ
を
「
妄
執
の
鬼
女
」
と
記
し
て
い
る
。

　
　

�　

自
分
は
年
老
ゆ
る
と
共
に
、
若
か
つ
た
頃
の
美
貌
が
醜
く
変
つ

て
行
く
の
に
堪
へ
ら
れ
ぬ
苦
し
み
を
持
つ
や
う
に
な
つ
た
。
さ
う

し
て
、
そ
の
こ
と
を
気
に
し
て
悩
み
ふ
け
つ
て
死
ん
で
し
ま
つ
た

が
、
そ
の
た
め
に
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
い
ま
だ
に
妄

執
を
地
上
に
と
ゞ
め
て
迷
つ
て
ゐ
る
。

と
言
っ
て
和
尚
に
回
向
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
み
、「
妄
執
の
鬼
女
の
姿
」

を
あ
ら
わ
す
。
安
吾
が
こ
こ
で
「
妄
執
の
鬼
女
」
と
捉
え
た
こ
と
こ
そ
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「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
つ
い
て

安
吾
流
の
解
釈
で
あ
る
。「
謡
曲
を
よ
く
御
存
じ
の
方
は
飛
ば
し
て
読

ん
で
下
さ
い
。
ど
ん
な
デ
タ
ラ
メ
を
言
ふ
か
知
れ
ま
せ
ん
よ
」と
か「
僕

が
文
学
と
し
て
読
ん
で
は
ゐ
て
も
舞
台
と
し
て
殆
ん
ど
見
た
こ
と
が
な

い
」
と
留
保
し
て
い
る
の
は
、
自
分
は
こ
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
と
揚

言
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
没
後
発
表
さ
れ
た「
世
に
出
る
ま
で
」

（
昭
和
30
・
４
）
に
は
「
歌
舞
伎
な
ぞ
も
ず
い
ぶ
ん
立
見
に
通
っ
た
し
、

能
も
、
人
形
も
、
寄
席
も
（
こ
れ
は
子
供
の
時
か
ら
通
っ
て
い
た
が
）、

新
劇
も
、
美
術
の
展
覧
会
も
、
音
楽
会
も
―
―
少
女
歌
劇
以
外
は
な
ん

で
も
見
て
ま
わ
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
歌
舞
伎
に
し
て
も
能

に
し
て
も
け
っ
し
て
素
養
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

高
田
衛）

（1
（

は
、「
白
痴
」
で
伊
沢
が
歩
く
三
月
十
日
の
焼
跡
の
描
写
に

つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。

　
　

�　

…
…
ご
ま
か
し
よ
う
の
な
い
事
実
と
し
て
眼
前
に
あ
り
、
そ
の

ご
ま
か
し
よ
う
の
な
さ
か
ら
、
そ
れ
ら
は
焼
鳥
と
同
じ
こ
と
で
、

怖
く
も
汚
く
も
な
い
と
見
え
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
事
実
だ

か
ら
。

　

そ
れ
と
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
冒
頭
の
箇
所
を
対
比
さ
せ
、

　
　

�　
「
白
痴
」
の
正
反
対
の
書
き
方
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
坂
口
安
吾

の
癖
が
見
え
て
い
る
。
つ
ま
り
怪
談
な
の
で
あ
る
。

　
　

�　

桜
の
花
の
満
開
の
森
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
人
が
い
な
い
と
ど
う

し
て
怖
ろ
し
い
の
か
、
怖
ろ
し
い
ど
こ
ろ
か
こ
れ
以
上
の
美
観
は

な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
読
む
者
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
ち
ら
の
方

が
多
数
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

�　

し
か
し
、
わ
た
し
な
ど
、
戦
争
の
む
ご
た
ら
し
さ
を
知
っ
て
い

る
世
代
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
な
ま
じ
江
戸
文
学
な
ど
読
ん
だ
種
類

の
人
間
に
と
っ
て
は
、
人
が
ひ
と
り
も
い
な
い
桜
の
森
は
「
死
」

の
世
界
に
他
な
ら
な
い
。

と
言
う
の
だ
。「
白
痴
」
に
描
か
れ
る
死
体
は
怖
ろ
し
く
も
不
気
味
で

も
な
い
。
し
か
し
「
死
」
の
世
界
へ
の
入
口
で
あ
る
桜
の
森
と
同
じ
く

「
怪
」
を
出
現
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
は
発
表
に
い
た
る
ま

で
に
不
運
に
見
舞
わ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
ず
、

『
暁
鐘
』
に
回
し
た
と
こ
ろ
で
他
の
作
品
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
検
閲
に
か
か
っ

た
た
め
雑
誌
が
廃
刊
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
七
北
数
人
は
「
白
痴
」
の

次
ぐ
ら
い
に
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
が
、
も
し
そ
う
だ

と
す
れ
ば
三
月
と
四
月
の
東
京
大
空
襲
が
こ
の
ふ
た
つ
の
作
品
に
投
影

さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
と
も
に
戦
後
文
学
の
な

か
に
お
い
て
も
屹
立
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
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（
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）

（
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、
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庫
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集
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（
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。
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。

（
11
）�
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・
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平
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