
一
、
序
章

明
治
四
十
二
年
の
初
め
、
文
壇
を
賑
わ
せ
た
二
つ
の
作
品
が
あ
る
。

小
栗
風
葉
「
耽
溺
」（『
中
央
公
論
』、
明
治
四
十
二
年
一
月
）
と
岩
野

泡
鳴
「
耽
溺
」（『
新
小
説
』、
明
治
四
十
二
年
二
月
）
で
あ
る
。
当
時

の
流
行
語
で
あ
っ
た
「
耽
溺
」
と
い
う
語
を
題
に
据
え
た1

、
同
名
の
作

品
が
続
け
ざ
ま
に
出
た
た
め
、
こ
れ
ら
両
作
品
は
発
表
当
時
か
ら
も
多

く
比
較
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、「
成
る
程
之
は
同
じ

「
耽
溺
」
で
も
風
葉
氏
の
お
づ

く
し
た
の
と
は
違
ひ
、
泡
鳴
氏
式
に
、

実
感
も
事
実
も
、
き
び

く
と
遠
慮
無
く
書
き
現
は
さ
れ
て
居
る
」2

（
霹
靂
火
『
国
民
新
聞
』
明
治
四
十
二
年
二
月
十
六
日
）
等
の
同
時
代

評
、
あ
る
い
は
正
宗
白
鳥
『
自
然
主
義
盛
衰
史
』
で
の
、「
風
葉
の

「
耽
溺
」
は
、
泡
鳴
の
「
耽
溺
」
と
同
時
に
発
表
さ
れ
て
比
較
批
評
さ

れ
た
が
、
前
者
が
旧
時
代
の
耽
溺
で
、
後
者
が
新
時
代
の
耽
溺
で
あ
る

と
、
文
壇
で
噂
さ
れ
た
」3

と
い
う
回
想
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ず

れ
の
評
も
泡
鳴
「
耽
溺
」
を
推
す
こ
と
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
風
葉

「
耽
溺
」
は
古
く
時
代
遅
れ
の
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
、
泡
鳴
「
耽
溺
」

は
新
し
い
文
学
、
す
な
わ
ち
自
然
主
義
の
代
表
作
で
あ
る
と
見
な
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

文
学
史
的
観
点
か
ら
し
て
も
、
明
治
四
十
二
年
の
時
点
で
、
風
葉
は

文
壇
で
小
説
を
十
年
以
上
書
い
て
き
た
大
家
で
あ
る
が
、
岡
保
生
が
、

「
風
葉
が
創
作
活
動
に
自
信
を
失
い
、
文
壇
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
と
な

る
、
そ
の
決
定
的
な
要
因
は
、
こ
の
「
耽
溺
」
で
の
こ
こ
ろ
み
と
そ
の

不
評
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
」4

と
見
な
し
て
い
る
よ
う
に
、

風
葉
「
耽
溺
」
は
非
常
な
る
不
評
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
、
ま
た
「
耽
溺
」

発
表
の
数
カ
月
後
に
は
東
京
を
離
れ
、
中
央
文
壇
を
去
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
れ
と
対
照
的
に
、
泡
鳴
「
耽
溺
」
は
小
説
家
と
し
て
の
実
質
的

な
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
が
、
多
く
の
識
者
か
ら
好
評
を
受
け
、
自
然
主

義
の
作
家
と
し
て
文
壇
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

自
然
主
義
の
流
行
に
食
ら
い
つ
い
て
い
た
硯
友
社
作
家
小
栗
風
葉
か
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ら
、
新
進
気
鋭
の
自
然
主
義
作
家
岩
野
泡
鳴
へ
の
世
代
交
代
を
示
す
明

示
的
事
例
と
し
て
、
ま
た
自
然
主
義
な
る
理
念
は
何
を
示
し
て
い
る
の

か
を
考
察
す
る
上
で
も
、
今
な
お
よ
り
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
実
例

で
あ
る
。

さ
て
、
風
葉
の
「
耽
溺
」
に
対
す
る
同
時
代
評
は
数
多
く
あ
る
が
、

そ
の
中
で
も
最
も
痛
烈
か
つ
核
心
を
つ
い
た
も
の
と
し
て
、
片
上
天
弦

「
一
月
の
小
説
壇
」（『
早
稲
田
文
学
』、
明
治
四
十
二
年
二
月
）
で
の

「
耽
溺
」
批
評
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
が
作
者
の
実
体
験
で
あ
る
に
し
て
も
無
い
に
し
て
も
、
斯
の

事
実
に
対
す
る
作
者
と
し
て
の
反
省
考
察
を
欠
い
て
ゐ
る
以
上
、

そ
れ
を
唯
書
い
た
の
で
は
芸
術
品
に
は
な
ら
ぬ
。
言
ひ
換
え
る
と
、

斯
の
事
実
を
、
こ
の
事
実
だ
け
と
し
て
切
り
離
し
て
考
へ
な
い
で
、

そ
の
主
人
公
の
一
生
、
更
に
延
ひ
て
は
広
い
全
人
生
の
意
味
と
い

ふ
や
う
な
も
の
に
照
ら
し
て
見
た
上
で
書
く
の
で
な
く
て
は
、
無

意
味
だ
。

こ
こ
で
天
弦
は
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
実
体
験
で
あ
る
か
否
か
に

関
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
「
作
者
と
し
て
の
反
省
考
察
」
な
い
し
は

「
広
い
全
人
生
の
意
味
」
を
表
現
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
芸
術
の
意
味
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
天
弦
の
評
を
受
け
て
松
本
和
也
氏
は
、

そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
疑
問
は
残
る
。
当
時
、
小
説
に
お

い
て
《
煩
悶
》
や
《
内
省
》
は
ど
の
よ
う
に
し
て
描
き
得
た
の
だ

ろ
う
か
。
精
確
に
い
い
な
お
せ
ば
、
ど
の
よ
う
な
小
説
で
あ
れ
ば
、

同
時
代
の
批
評
／
読
者
に
よ
っ
て
、《
煩
悶
》
や
《
内
省
》
が
そ

れ
と
承
認
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
自
然
主
義
（
文
学
）

全
般
に
及
ぶ
難
問
で
も
あ
る
が
、
何
か
し
ら
明
示
的
な
指
標
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
（
も
と
よ
り
、
作
品
と
そ
の
描
法
の
み
で
評
価

が
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
、
そ
れ
以
外
の
諸
要

素
が
大
き
な
力
を
も
っ
た
こ
と
は
先
行
研
究
に
お
い
て
も
検
証
さ

れ
て
き
た
）5

。

と
述
べ
、「
明
示
的
な
評
価
軸
」
が
無
い
に
も
関
わ
ら
ず
風
葉
「
耽
溺
」

が
「
悪
評
一
色
に
染
め
あ
げ
ら
れ
た
」
こ
と
か
ら
、「
同
時
代
の
文
学

を
め
ぐ
る
場
や
自
然
主
義
（
文
学
）
と
い
う
理
念
の
編
成
（
の
さ
れ
方
）

を
問
い
な
お
す
」
試
み
を
行
っ
て
い
る6

。
ま
た
金
子
明
雄
氏
は
、
両
者

の
「
耽
溺
」
の
批
評
を
よ
り
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
で
、「
自
然
主
義

文
学
の
成
型
に
寄
与
し
た
批
評
の
枠
組
み
」
が
変
化
し
て
行
く
様
子
を

示
し
て
い
る7

。

し
か
し
、
た
と
え
当
時
「
明
示
的
な
評
価
軸
」
が
示
さ
れ
て
い
な
く

て
も
、
両
「
耽
溺
」
に
対
し
て
は
っ
き
り
と
異
な
る
評
価
が
下
さ
れ
た

根
本
的
な
要
因
及
び
そ
の
「
指
標
」
は
、
テ
キ
ス
ト
内
に
見
出
さ
れ
得

る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
然
、「
作
品
と
そ
の
描
法
の
み
で
評
価
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が
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
」
い
の
だ
と
し
て
も
、
た
と
え
「
風
葉
を

語
る
同
時
代
の
範
型
」
が
「
反
復
」
さ
れ
た
の
だ
と
し
て
も8

、
そ
の
原

因
の
根
底
は
「
耽
溺
」
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、

た
だ
同
時
代
の
受
容
の
在
り
方
及
び
批
評
の
枠
組
み
を
考
察
す
る
だ
け

で
は
、
泡
鳴
「
耽
溺
」
が
風
葉
「
耽
溺
」
に
対
し
て
評
価
が
高
か
っ
た

原
因
を
、
傍
証
的
に
し
か
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
見
地
に
立
ち
、
本
論
で
は
風
葉
「
耽
溺
」
と
泡
鳴
「
耽
溺
」

と
の
テ
キ
ス
ト
比
較
を
行
う
。
そ
の
手
法
と
し
て
、
語
り
手
が
ど
の
よ

う
に
各
「
耽
溺
」
を
語
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
に
基
づ
き
、
テ
キ

ス
ト
の
構
造
を
分
析
す
る
。
こ
れ
は
、
以
下
の
分
析
で
示
す
よ
う
に
、

「
作
者
」
と
い
う
概
念
か
ら
離
れ
、
テ
キ
ス
ト
自
体
の
構
造
を
分
析
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
そ
の
足
掛

か
り
程
度
で
あ
る
が
、
自
然
主
義
文
学
と
称
さ
れ
た
作
品
群
の
語
り
の

構
造
を
考
え
る
一
端
と
な
る
だ
ろ
う
。

二
、
花
袋
の
影
響

こ
の
二
作
品
の
テ
キ
ス
ト
比
較
を
す
る
前
提
と
し
て
、
両
作
品
を
比

較
す
る
こ
と
が
日
本
に
お
け
る
自
然
主
義
文
学
の
考
察
に
繋
が
る
か
否

か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
両
作
品
へ
の
花

袋
あ
る
い
は
「
蒲
団
」
の
影
響
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、
今
一
度
再

確
認
す
る
。

明
治
四
十
年
九
月
、『
新
小
説
』
誌
上
に
掲
げ
ら
れ
た
「
蒲
団
」
が
、

当
時
の
文
壇
で
非
常
に
評
判
と
な
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
周
知
の
事

実
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
最
も
敏
感
に
反
応
し
た
の
が
風
葉
で
あ
っ
た
こ

と
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、『
東
京
の
三
十
年
』
で
、

「
九
月
の
『
新
小
説
』
に
載
っ
た
そ
の
作
は
、
不
思
議
に
世
間
の
評
判

に
上
っ
た
。
一
番
先
に
、
小
栗
君
が
「
君
の
真
の
才
を
見
た
よ
う
な
気

が
し
た
。」
と
言
っ
て
よ
こ
し
た
」9

と
花
袋
が
記
録
し
て
い
る
よ
う
に
、

風
葉
は
誰
よ
り
も
早
く
「
蒲
団
」
に
反
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
十

月
に
『
早
稲
田
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
「『
蒲
団
』
合
評
」
で
、
白
鳥

や
抱
月
ら
と
共
に
風
葉
が
論
評
を
下
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
同

年
十
二
月
に
『
文
章
世
界
』
に
掲
載
し
た
「
覚
醒
せ
る
明
治
四
十
年
」

に
て
、「
と
こ
ろ
へ
発
表
さ
れ
た
の
が
田
山
君
の
新
小
説
の
「
蒲
団
」

で
あ
る
。
世
間
で
は
非
常
に
や
か
ま
し
く
兎
や
角
云
つ
た
や
う
で
あ
る

が
、
私
は
あ
の
作
を
読
む
に
及
ん
で
、
な
る
ほ
ど
、
あ
ゝ
行
つ
た
な
ら

ば
好
か
ら
う
と
い
ふ
こ
と
を
会
得
し
て
、
私
の
作
風
の
上
に
尚
ほ
一
転

化
を
来
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
蒲
団
」
以
後
、

風
葉
は
作
風
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
作
風
の
変
化
を
ま
ず
示
し
た
作
品
が
「
恋
ざ
め
」（『
日
本
新

聞
』、
明
治
四
十
年
十
一
月
十
八
日
〜
明
治
四
十
二
年
一
月
四
日
）
で

あ
る
。
そ
の
成
立
の
経
緯
は
岡
保
生
の
研
究
に
詳
し
い
が10

、
作
品
の
冒

頭
で
語
り
手
の
「
私
」
が
、
過
去
に
自
身
が
経
験
し
た
「
中
年
の
恋
」

を
告
白
す
る
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
こ
と
、
明
治
四
十
一
年
四
月

に
新
潮
社
か
ら
出
版
し
た
『
増
補
恋
ざ
め
』
の
序
文
が
花
袋
の
筆
に
よ
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る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
花
袋
を
強
く
意
識
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。

そ
れ
に
引
き
続
き
、「
恋
ざ
め
」
で
は
為
し
得
な
か
っ
た
、
あ
る
い

は
「『
蒲
団
』
合
評
」
で
の
風
葉
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
作
者
の
心
的

閲
歴
ま
た
は
情
生
涯
を
い
つ
は
ら
ず
飾
ら
ず
告
白
し
発
表
」
し
よ
う
と

試
み
、
自
身
の
実
体
験
を
告
白
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
が
、
こ
の

「
耽
溺
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
松
本
和
也
氏
の
研
究
に
あ
る
よ
う
に11

、

「
耽
溺
」
と
同
時
に
『
新
潮
』
に
て
、
松
原
至
文
「
耽
溺
の
人
風
葉

（
風
葉
論
の
一
節
）」
と
い
う
、
娼
家
に
入
り
浸
る
風
葉
の
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
、「
耽
溺
」
の
最
終
ペ
ー
ジ
に
妻
籌
子
の

「
留
守
居
」
と
い
う
、
妻
の
立
場
か
ら
「
耽
溺
」
頃
の
風
葉
を
描
い
た

作
品
の
予
告
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
、「
耽
溺
」
に
書
か
れ
た
こ
と
は

事
実
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
戦
略
」
を
風
葉
は
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
蒲
団
」
に
な
ら
い
自
己
暴
露
と
い
う
形
を
取
っ
た
こ
と
に
加
え
、
書

か
れ
て
い
る
こ
と
が
事
実
で
あ
る
と
分
か
る
よ
う
な
形
で
、
風
葉
は

「
耽
溺
」
を
掲
載
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
泡
鳴
の
「
耽
溺
」
も
ま
た
、
明
ら
か
に
「
蒲
団
」
を
意
識
し

て
執
筆
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
和
田
謹
吾
の
研
究
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ

う
に12

、「
耽
溺
」
以
前
の
小
説
作
品
と
し
て
は
、
処
女
小
説
「
芸
者
小
竹
」

（『
新
古
文
林
』、
明
治
三
十
九
年
三
月
）
か
ら
「
結
婚
」（『
中
学
世

界
』、
明
治
四
十
一
年
十
一
月
）
ま
で
八
作
品
が
数
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
ら
の
作
品
は
、
題
材
に
泡
鳴
の
経
験
が
関
わ
っ
て
い
た
り
一
人
称
で

描
か
れ
て
い
た
り
は
す
る
も
の
の
、
自
身
の
実
体
験
を
題
材
の
中
心
に

据
え
た
作
品
は
「
耽
溺
」
が
最
初
で
あ
る
。
ま
た
、『
自
然
主
義
盛
衰

史
』
で
は
、「「
田
山
が
範
を
示
し
た
か
ら
、
君
な
ん
か
も
随
い
て
行
つ

た
の
だ
ら
う
」
と
、
私
は
一
度
泡
鳴
に
訊
き
糺
し
た
が
、
泡
鳴
も
、

「
そ
れ
は
さ
う
だ
」
と
、
首
肯
し
た
」13

と
あ
る
よ
う
に
、
花
袋
の
「
蒲
団
」

を
機
に
泡
鳴
は
「
耽
溺
」
の
筆
を
執
っ
た
の
で
は
、
と
白
鳥
は
考
え
て

い
る
。
泡
鳴
自
身
、
明
治
四
十
三
年
五
月
に
易
風
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
、

単
行
本
版
『
耽
溺
』
の
「
序
に
代
ふ
」
に
て
、「
花
袋
君
よ
、
君
に
僕

の
最
初
の
小
説
集
『
耽
溺
』
を
献
じ
た
い
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
り
、

「
君
に
よ
つ
て
新
傾
向
に
就
い
た
も
の
は
、
故
独
歩
氏
も
さ
う
だ
ら
う
。

藤
村
氏
も
さ
う
だ
ら
う
。
僕
も
そ
の
一
人
た
る
を
否
ま
な
い
の
で
あ
る
。

君
は
年
齢
に
於
て
僕
の
長
た
る
と
同
時
に
、
新
ら
し
い
学
識
に
於
い
て

僕
の
兄
で
あ
る
」14

と
、
花
袋
に
よ
る
影
響
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
小
説

に
お
け
る
新
傾
向
の
表
れ
が
、「
耽
溺
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。以

上
の
よ
う
に
、
二
つ
の
「
耽
溺
」
は
多
か
れ
少
な
か
れ
共
に
花
袋

を
意
識
し
た
も
の
で
、「
蒲
団
」
の
影
響
の
元
に
描
か
れ
た
作
品
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
そ
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
の
差
は
あ
れ
、
共
に
当
時
の
流
行
で
あ
っ
た
「
自
然
主
義
」
な
る

も
の
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
作
品
の
内
容

も
、
自
身
の
実
体
験
に
基
づ
く
題
材
、
文
士
の
煩
悶
、
家
庭
か
ら
の
逃

亡
、
私
娼
あ
る
い
は
芸
者
へ
の
耽
溺
な
ど
類
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
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る
。花

袋
の
両
作
品
に
対
す
る
評
価
は
、
両
作
品
に
対
す
る
同
時
代
評
も

そ
れ
ぞ
れ
残
し
て
い
る
が15

、
後
に
花
袋
が
当
時
の
文
壇
を
回
想
し
て
書

い
た
、『
近
代
の
小
説
』
に
お
け
る
次
の
批
評
に
は
っ
き
り
と
表
れ
て

い
る
。こ

の
作
（
泡
鳴
「
耽
溺
」：

執
筆
者
注
）
の
出
る
半
年
ほ
ど
前
に
、

風
葉
の
作
に
同
じ
名
の
作
が
あ
つ
た
が
、
そ
れ
を
比
較
し
て
見
る

と
、
新
し
い
旧
い
と
い
ふ
区
別
が
よ
く
わ
か
つ
た
。
新
し
い
文
芸

が
、
そ
の
出
て
来
る
新
し
い
使
命
を
必
然
に
持
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ

事
が
よ
く
わ
か
つ
た
。
泡
鳴
の
『
耽
溺
』
に
は
少
し
も
遊
戯
気
分

が
な
か
つ
た
の
に
比
し
て
、
風
葉
の
に
は
、
わ
る
く
気
取
つ
た
や

う
な
と
こ
ろ
だ
の
、
キ
ザ
、
、

の
や
う
な
と
こ
ろ
だ
の
、
わ
る
く
人
に

見
せ
つ
け
る
や
う
な
と
こ
ろ
だ
の
が
あ
つ
た
。
一
目
し
て
何
方
が

本
当
で
何
方
が
鍍
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
つ
た16

。

端
的
に
言
え
ば
、
泡
鳴
「
耽
溺
」
は
自
然
主
義
の
本
物
の
作
品
で
あ

り
、
風
葉
「
耽
溺
」
は
自
然
主
義
に
見
せ
か
け
た
作
品
で
あ
る
と
い
う

評
価
で
あ
る
。
ま
た
、
花
袋
は
続
け
て
「
真
面
目
に
本
当
に
見
よ
う
と

い
ふ
心
持
」
が
当
時
の
作
者
の
胸
に
渦
巻
い
て
い
た
と
回
想
し
、
泡
鳴
、

白
鳥
、
秋
声
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
「
真
面
目
」
さ
を
見
て
い
る
。
無
論
、

そ
こ
に
風
葉
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
ま
で
で
両
「
耽
溺
」
は
共
に
、
花
袋
あ
る
い
は
「
蒲
団
」、
な

い
し
は
自
然
主
義
と
い
う
概
念
を
念
頭
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。
同
時
期
か
つ
同
名
の
作
品
に
お
い
て
類
似
し
た
設
定
が

為
さ
れ
た
こ
と
も
た
だ
の
偶
然
で
は
無
く17

、
そ
れ
故
に
、
こ
の
両
者
を

比
較
す
る
こ
と
は
自
然
主
義
文
学
考
察
の
上
で
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
か

ら
は
、
両
テ
キ
ス
ト
を
精
細
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
正
反
対
の
評
価
が

下
さ
れ
た
一
要
因
を
見
出
し
て
い
く18

。

三
、
風
葉
「
耽
溺
」
の
語
り
手

以
下
、
こ
の
論
文
で
は
「
語
り
手
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
両

「
耽
溺
」
は
、
語
り
手
が
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る

の
か
を
問
題
と
す
る
。
こ
こ
で
語
り
手
と
い
う
概
念
を
用
い
る
場
合
、

そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
内
に
の
み
存
在
す
る
概
念
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
外
に

存
在
す
る
「
作
者
」
と
い
う
概
念
と
は
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

前
提
で
議
論
を
進
め
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
作
者
が
テ
キ
ス
ト
に
対

し
て
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
せ
ず
、

泡
鳴
の
描
写
法
と
テ
キ
ス
ト
の
関
係
も
ま
た
考
慮
に
入
れ
な
い
。

風
葉
の
「
耽
溺
」
は
、
主
人
公
の
文
学
者
山
田
が
、
妻
子
を
含
め
十

人
か
ら
成
る
家
庭
か
ら
逃
げ
、
借
金
の
返
済
や
原
稿
の
督
促
か
ら
も
逃

げ
、
私
娼
窟
で
酒
に
溺
れ
女
に
明
け
暮
れ
る
。
常
に
山
田
は
家
に
帰
ら

な
け
れ
ば
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
が
、
家
で
待
つ
妻
と
借
金
取
り
の

こ
と
を
考
え
る
と
帰
る
気
力
が
ど
う
し
て
も
で
な
い
、
そ
の
煩
悶
の
様
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子
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
物
語
で
あ
る
。
岡
保
生
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
、

「
山
田
の
内
面
に
ふ
れ
た
叙
述
も
時
に
は
あ
る
が
、
主
と
す
る
と
こ
ろ

は
、「
行
燈
の
中
に
居
る
や
う
な
」
四
畳
半
の
小
座
敷
で
の
昼
夜
の
状

態
を
写
実
的
に
描
写
す
る
に
あ
っ
た
」19

と
述
べ
て
い
る
の
も
「
耽
溺
」

の
重
要
な
一
面
を
突
い
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
に
は
単
純
な

構
造
と
な
っ
て
い
な
い
。
三
人
称
の
形
を
取
り
、
主
人
公
の
山
田
を
軸

に
物
語
が
語
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
の
書
き
出
し
か
ら
し
て
、
同
じ
三
人

称
の
形
を
取
る
風
葉
の
大
作
『
青
春
』
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
形
で
、

語
り
手
は
物
語
を
紡
ぎ
始
め
る
。

「
私
最
う
、
階
下
へ
行
つ
て
よ
」

女
が
耳
の
端
で
恁
う
囁
い
た
の
を
夢
現
に
聞
い
て
、
そ
れ
か
ら

何
時
間
ば
か
り
経
つ
た
ら
う
。
其
間
山
田
は
眠
る
で
も
無
く
覚
め

る
で
も
無
く
、
全
で
熱
で
も
患
つ
て
居
る
や
う
に
半
醒
半
睡
の
間

を
昏
々
と
し
て
居
た
。

（
一
頁
）

「
耽
溺
」
は
、
山
田
が
私
娼
窟
で
目
覚
め
る
場
面
か
ら
語
ら
れ
始
め

る
。
山
田
は
前
夜
の
深
酒
の
た
め
に
熟
睡
で
き
ず
、
ま
ど
ろ
み
な
が
ら

眠
る
直
前
の
事
を
思
い
出
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
、「
そ
れ
か
ら
何
時

間
ば
か
り
経
つ
た
ら
う
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
確
な
よ
う
に
、

語
り
手
は
山
田
が
時
間
を
推
量
す
る
そ
の
在
り
方
に
従
っ
て
語
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
は
、
語
り
手
は
山
田
に
寄
り
添
い
、
そ
の
内
面
に
即
し
て

物
語
を
語
り
始
め
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

日
脚
も
高
く
、
外
は
好
い
天
気
ら
し
い
。
雨
戸
の
隙
間
を
洩
れ

入
る
日
の
光
が
、
幾
筋
か
縞
の
や
う
に
夜
具
の
上
を
流
れ
た
。

（
一
頁
）

優
し
い
唱
歌
の
声
も
聞
え
る
、
体
操
の
号
令
も
聞
え
る
。
彼
は

自
分
の
子
供
を
思
出
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
今
年

六
歳
に
な
る
男
の
子
で
、
毎
も
彼
が
外
泊
し
て
帰
る
と
、
行
成
飛

着
い
て
来
て
、

「
阿
父
さ
ん
、
何
所
へ
行
つ
て
た
の
、
僕
阿
母
さ
ん
と
二
人
で
寂

し
か
つ
た
よ
。」
と
、
然
う
言
ふ
。

（
六
頁
）

な
ど
の
箇
所
で
は
、
部
屋
の
中
に
居
る
山
田
の
知
覚
に
従
っ
て
語
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
部
屋
に
洩
れ
入
る
光
か
ら
、
山
田

は
外
の
天
気
を
推
量
す
る
。
ま
た
、
少
し
離
れ
た
小
学
校
の
唱
歌
や
体

操
の
号
令
の
音
だ
け
を
聞
き
、
そ
こ
か
ら
自
身
の
子
供
へ
と
思
い
を
馳

せ
、
家
に
帰
っ
た
時
の
子
供
の
振
る
舞
い
を
懐
か
し
む
。
以
上
の
よ
う

に
、
主
人
公
の
欽
哉
だ
け
で
な
く
様
々
な
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
言
わ

ば
鳥
瞰
的
に
語
る
『
青
春
』
の
語
り
手
と
は
異
な
り
、
主
人
公
の
山
田

に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
知
覚
や
心
情
の
変
化
に
基
づ
い
て
語
り
手
は
物

語
を
語
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。

そ
の
山
田
の
心
情
が
最
も
如
実
か
つ
強
烈
に
示
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
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ま
で
も
度
々
引
用
さ
れ
て
き
て
い
る
次
の
箇
所
で
あ
る
。

何
等
か
期
待
し
て
飽
か
ず
求
め
る
肉
の
享
楽
！
　
求
め
求
め

て
、
其
期
待
は
終
に
満
足
さ
れ
な
い
。
い
や
、
満
足
さ
れ
な
い
の

で
は
無
い
。
肆
ま
ゝ
な
る
享
楽
の
底
に
絶
え
ず
鉛
の
や
う
な
重
い

哀
愁
が
澱
ん
で
居
て
、
其
れ
が
満
足
の
度
と
共
に
段
々
心
の
表
へ

浮
上
が
つ
て
来
る
の
だ
。
羞
恥
と
悔
恨
、
其
れ
に
加
ふ
る
に
体
の

苦
痛
、
山
田
は
検
束
の
な
い
自
分
の
情
の
放
縦
と
堕
落
と
を
沁
々

浅
し
く
思
つ
た
。

（
三
七
頁
）

物
語
の
後
半
、
山
田
は
強
い
「
好
奇
心
」
に
動
か
さ
れ
、
馴
染
み
の

女
喜
代
と
白
昼
に
出
歩
く
が
、
そ
れ
に
何
の
楽
し
み
も
得
ら
れ
な
か
っ

た
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
喜
代
に
欺
か
れ
た
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
こ
に
夕

暮
れ
の
哀
愁
も
加
わ
り
思
わ
ず
涙
ぐ
み
、
そ
の
煩
悶
を
吐
露
す
る
。
こ

の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
は
、
例
え
ば
「
蒲
団
」
の
時
雄
が
、「
悲
し
い
、

実
に
痛
切
に
悲
し
い
。
こ
の
悲
哀
は
華
や
か
な
青
春
の
悲
哀
で
も
な
く
、

単
に
男
女
の
恋
の
上
の
悲
哀
で
も
な
く
、
人
生
の
最
奥
に
秘
ん
で
い
る

あ
る
大
き
な
悲
哀
だ
」20

と
心
情
を
吐
露
す
る
と
こ
ろ
に
現
れ
る
よ
う
に
、

登
場
人
物
の
痛
切
な
心
境
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ

の
登
場
人
物
の
真
摯
さ
及
び
深
刻
さ
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
貢
献
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
山
田
の
切
実
な
心
境
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
真
面
目
に
本
当
に
見
よ
う
と
い
ふ
心
持
」
が
表
現
さ
れ
た
作
品
と
し

て
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
前
述
し
た
天
弦
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、「
斯
の
事
実
に
対
す
る
作
者
と
し
て
の
反
省
考
察
を
欠
い
て

い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
る
背
景
と
し

て
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
語
り
手
は
常
に
山
田
の
内
面
に
寄
り
添
う

形
で
語
っ
て
い
る
訳
で
は
無
く
、
む
し
ろ
、
山
田
が
実
は
ど
の
よ
う
な

人
物
で
あ
る
か
を
自
ら
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
な
程
、
離
れ
た
位
置
か

ら
語
っ
て
お
り
、
更
に
は
、
山
田
の
言
動
及
び
そ
の
表
面
に
現
れ
た
心

情
の
裏
に
は
、
何
か
山
田
が
抑
圧
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、
語

り
手
が
暴
露
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
物
語
の
前
半
と
後
半
と
で
二
回
に
わ
た
り
、
山
田
が
ど
の
よ

う
な
人
物
で
あ
る
か
を
、「
案
外
」
と
い
う
語
を
繰
り
返
し
用
い
、
語

り
手
自
ら
が
判
断
す
る
。

家
族
を
減
ら
す
！
　
果
し
て
其
れ
が
明
日
に
も
実
行
出
来
る
事

だ
ら
う
か
と
又
考
へ
た
。
多
勢
引
受
け
て
養
つ
て
居
る
、
そ
れ
に

は
又
一
人

く
に
引
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
相
応
の
理
由
が
あ
つ
て
養

つ
て
居
る
の
だ
。
親
に
対
す
る
義
務
、
親
戚
に
対
す
る
義
理
、
而

し
て
出
来
る
も
の
な
ら
自
分
の
弟
妹
に
も
、
一
通
り
の
教
育
と
資

格
と
を
与
へ
て
や
り
た
い
と
云
ふ
骨
肉
の
情
、
其
等
を
一
切
振
棄

て
ゝ
、
明
日
か
ら
自
分
一
人
の
為
め
に
活
き
る
―
―
何
う
も
其
所

ま
で
の
決
心
と
勇
気
と
は
覚
束
無
い
。
彼
は
案
外
気
の
弱
い
、
而
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し
て
娑
婆
気
の
去
れ
な
い
男
な
の
だ
。
人
に
有
難
が
ら
れ
た
り
、

恩
に
着
ら
れ
た
り
す
る
の
が
内
心
好
な
の
だ
。

（
九
頁
）

山
田
は
有
繁
に
忸
怩
と
し
た
。
亭
主
に
小
使
銭
を
借
り
て
、
恁

う
い
ふ
女
を
引
張
つ
て
、
白
昼
恥
面
を
曝
ら
し
て
歩
く
。
如
何
に

己
れ
を
持
す
る
事
の
露
骨
な
、
本
能
的
の
彼
も
是
丈
は
些
つ
と
考

へ
た
。
彼
は
結
婚
以
来
自
分
の
妻
と
す
ら
一
緒
に
出
歩
い
た
事
は

無
い
の
だ
。
成
程
、
彼
の
万
事
の
遣
口
は
露
骨
で
無
貪
着
の
や
う

に
見
え
る
が
、
其
実
彼
は
案
外
心
細
か
く
見
え
坊
な
の
だ
。

（
三
五
頁
）

引
用
の
前
者
に
お
い
て
、「
家
族
を
減
ら
す
！
〜
覚
束
無
い
」
ま
で

は
山
田
の
内
面
に
即
し
て
語
る
形
を
取
っ
て
お
り
、
こ
こ
ま
で
は
山
田

の
思
考
に
従
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、「
彼
は

案
外
気
の
弱
い
、
〜
内
心
好
な
の
だ
」
の
箇
所
で
は
、
明
ら
か
に
山
田

の
内
面
か
ら
は
独
立
し
た
、
語
り
手
自
身
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。

引
用
の
後
者
で
も
、
山
田
に
対
し
て
「
其
実
彼
は
案
外
心
細
か
く
見
え

坊
な
の
だ
」
と
、
同
様
の
判
断
を
語
り
手
は
下
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
物
語
の
時
間
軸
上
主
人
公
と
等
し
い
位
置
に
立
ち
、
主

人
公
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
と
想
定
さ
れ
る
語
り
手
が
、
主
人
公
の
内

面
か
ら
は
独
立
し
た
別
の
立
場
か
ら
、
主
人
公
が
そ
れ
と
は
っ
き
り
気

付
い
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
気
付
こ
う
と
し
な
い
、
実
際
の
人
物
像
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
山
田
は
口
で
は
他
人
に

「
何
有
に
、
子
供
や
嚊
な
ん
か
、
何
時
だ
つ
て
放
り
出
し
て
了
ふ
さ
」

（
二
五
頁
）
と
気
の
強
い
事
を
言
う
が
、
実
際
に
は
家
族
の
事
や
他
人

の
目
が
気
に
な
る
気
の
弱
い
人
物
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
暴
露
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
山
田
の
内
面
に
即
し
て
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
は
ず
の
語
り
手
が
、
山
田
が
気
付
い
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
黙
秘
し

抑
圧
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
心
細
か
く
見
え
坊
」
で
あ
る
と
い
う
人
物

像
を
、
隠
蔽
す
る
こ
と
な
く
暴
露
す
る
と
い
う
構
造
を
取
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
山
田
と
い
う
人
物
が
相
対
化
さ
れ
る
効
果
が
生
じ
る
反
面
、
表

面
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
山
田
の
心
情
の
深
奥
に
は
、
何
か
山

田
自
身
が
隠
し
立
て
を
行
い
抑
圧
し
て
い
る
も
の
が
存
在
し
得
る
と
い

う
こ
と
を
露
呈
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
は
、
次
の
箇
所
で
は
、
語
り
手
が
山
田
の
表
情
か
ら
、
そ
の
心

情
を
類
推
す
る
。

「
待
人
つ
て
、
誰
だ
い
？
」
と
山
田
が
聞
く
と
、

「
習
志
野
よ
。」
と
女
は
笑
つ
た
が
、
直
ぐ
、「
嘘
、
待
人
な
ん

か
有
る
も
の
で
す
か
。
有
れ
ば
貴
方
よ
。」

「
瞞
か
さ
な
く
つ
て
も
可
い
。」
と
言
つ
た
山
田
の
顔
は
、
幾

ら
か
不
快
さ
う
だ
つ
た
。

（
三
六
頁
）

「
最
う
帰
つ
ち
や
何
う
で
す
。
大
分
は
あ
、
お
長
い
ぢ
や
有
り

ま
せ
ん
か
。」
房
州
者
全
出
し
の
、
最
粗
雑
な
口
の
利
方
を
し
て
、

「
先
生
も
暢
気
だ
ね
え
。
家
ぢ
や
奥
さ
ん
が
獨
り
で
困
つ
て
お
居
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で
だ
よ
、
坊
ち
や
ん
が
一
昨
日
か
ら
は
あ
、
熱
が
出
て
、
昨
夜
な

ん
か
マ
ン
ジ
リ
と
も
爲
さ
ん
ね
え
や
う
だ
が
ね
。」

「
風
邪
で
も
引
か
せ
た
ん
だ
ら
う
。」
と
事
も
無
げ
に
口
に
は

言
つ
た
が
、
山
田
の
顔
は
気
懸
り
ら
し
か
つ
た
。

（
四
二
頁
）

こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
い
て
語
り
手
は
、「
と
言
っ
た
山
田
の
顔
は
、

幾
ら
か
不
快
さ
う
だ
つ
た
」、「
山
田
の
顔
は
気
懸
り
ら
し
か
つ
た
」
と
、

山
田
の
表
情
を
基
に
、
そ
の
心
境
を
類
推
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ

ら
の
心
情
は
、
山
田
が
口
か
ら
発
し
た
、「
瞞
か
さ
な
く
つ
て
も
可

い
。」、「
風
邪
で
も
引
か
せ
た
ん
だ
ら
う
。」
と
い
う
平
気
な
様
子
を
示

す
言
葉
と
は
逆
の
心
境
で
あ
る
。

し
か
し
、
別
の
箇
所
で
は
、
例
え
ば
「
見
る

く
当
惑
の
色
が
其
の

腫
れ
ぼ
つ
た
い
睡
不
足
の
顔
に
現
れ
た
」（
二
八
頁
）
の
よ
う
に
、
山

田
の
表
情
が
変
化
し
た
要
因
で
あ
る
「
当
惑
」
と
い
う
心
情
を
、
語
り

手
は
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
心
情
に
関
し
て
山
田
は
何
ら
の

隠
し
立
て
を
せ
ず
、
語
り
手
は
山
田
の
内
面
に
即
し
て
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
不
快
さ
う
だ
っ
た
」、「
気
懸
り
ら
し
か
つ
た
」

と
い
う
類
推
の
形
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
山
田
が
そ
の
よ

う
な
心
情
を
抱
い
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
抑
圧
し
て
気
付
こ
う
と
し
て

い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
更
に
、
こ
れ
ら
の
心
情
は
、
山
田
の

言
動
に
現
れ
て
い
る
も
の
と
は
逆
の
心
情
で
あ
る
こ
と
を
加
味
す
れ

ば
、
こ
こ
で
も
語
り
手
は
、
山
田
と
は
別
の
立
場
か
ら
自
ら
の
判
断
を

下
し
、
山
田
の
意
識
に
上
ら
な
い
、
あ
る
い
は
山
田
が
隠
し
立
て
を
行

っ
て
い
る
心
情
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
風
葉
「
耽
溺
」
の
語
り
手
は
、
山
田
に
焦
点
を
当

て
、
山
田
の
知
覚
に
従
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
内
面
に
即
し
て
語
る
一

方
で
、
山
田
が
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
ま
で
も
語
っ
て
い
る
。
し
か
も

そ
れ
は
、「「
そ
れ
は
究
り
、
家
へ
帰
り
憎
い
か
ら
だ
。
帰
ら
ね
ば
気
に

懸
る
し
、帰
る
に
は
帰
り
憎
い
―
―
此
塩
梅
ぢ
や
今
夜
も
怪
し
い
わ
い
。」

と
古
川
は
心
に
思
つ
た
」（
二
一
頁
）
な
ど
の
箇
所
に
見
ら
れ
る
、
他

人
の
心
と
い
っ
た
、
山
田
が
知
り
得
な
い
こ
と
が
時
に
語
ら
れ
る
だ
け

で
は
な
い
。
こ
こ
で
語
り
手
は
、
山
田
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
、
山
田

の
実
際
の
人
物
像
を
暴
露
し
、
抑
圧
さ
れ
た
山
田
の
意
識
に
上
ら
な
い

領
域
に
ま
で
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
。
し
か
も
そ
の
語
り
手
は
、
表
面
的

な
山
田
の
言
動
や
心
情
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
語
り
つ
つ
も
、
時
に
姿
を

現
す
こ
と
で
、
山
田
が
正
直
に
は
認
め
た
く
な
い
心
の
深
奥
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
山
田
の
認
め
よ
う
と
し
な
い
本

心
に
関
し
て
は
語
り
手
が
姿
を
現
し
暴
露
す
る
こ
と
か
ら
、
切
実
に
見

え
る
心
情
の
吐
露
が
山
田
の
本
心
で
あ
る
と
い
う
担
保
が
な
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
存
在
に
よ
り
、
山
田
自
身

は
そ
の
よ
う
な
心
の
深
奥
と
向
き
合
っ
て
い
な
い
こ
と
も
同
時
に
明
ら

か
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
こ
そ
が
、
山
田
の
心
境
の
信
憑
性
を
弱

め
、
同
時
代
に
「
新
年
雑
誌
総
ま
く
り
（
一
）

早
稲
田
文
学
・
中
央

公
論
」（
無
署
名
『
東
京
二
六
新
聞
』
明
治
四
十
二
年
一
月
十
一
日
）
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で
は
「
此
の
作
に
沈
痛
の
趣
を
帯
ば
し
む
べ
き
耽
溺
の
人
自
身
の
深
刻

な
内
省
が
欠
け
て
居
る
」
と
批
評
さ
れ
、
花
袋
に
は
「
人
に
見
せ
つ
け

る
や
う
な
と
こ
ろ
だ
の
」
が
あ
り
、「
鍍
」
で
あ
る
と
断
じ
ら
れ
た
ゆ

え
ん
な
の
で
あ
る
。

四
、
泡
鳴
「
耽
溺
」
の
語
り
手

泡
鳴
「
耽
溺
」
は
、
や
は
り
文
学
者
の
主
人
公
田
村
が
、
脚
本
を
書

く
た
め
国
府
津
の
海
岸
で
一
夏
を
送
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
芸

者
吉
弥
と
馴
染
み
に
な
る
。
田
村
は
吉
弥
を
自
身
の
脚
本
で
用
い
る
女

優
に
し
よ
う
と
す
る
が
、「
見
ず
転
芸
者
」
で
他
に
も
男
が
お
り
、
そ

の
い
ざ
こ
ざ
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
最
終
的
に
、
田
村
が
一

部
の
金
を
払
い
吉
弥
を
受
け
出
す
が
、
後
に
東
京
の
吉
弥
の
実
家
で
再

会
す
る
と
、
梅
毒
で
菊
子
（
吉
弥
の
本
名
）
の
目
が
潰
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
。

僕
は
妻
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
以
つ
て
菊
子
の
毒
眼
を
買
ひ
、
両
方

の
病
気
を
以
つ
て
ま
た
僕
自
身
の
衰
弱
を
土
培
つ
た
様
な
も
の

だ
。
失
敗
、
疲
労
、
痛
恨
―
―
僕
一
生
の
努
力
も
、
心
に
な
ぐ
さ

め
を
得
な
い
か
ら
、
古
寺
の
無
縁
塚
を
あ
ば
く
様
で
あ
ら
う
。
た

だ
そ
の
朽
ち
て
行
く
に
ほ
ひ
が
生
命
だ
。

（
一
四
〇
頁
）

「
耽
溺
」
は
「
僕
」
と
い
う
一
人
称
で
語
ら
れ
、「
か
う
い
っ
た
象
徴

的
な
思
索
が
あ
ま
り
に
も
赤
裸
々
な
現
実
描
写
に
ま
ぢ
つ
て
ゐ
る
」21

と

あ
る
よ
う
に
、
僕
の
行
動
と
そ
れ
に
起
因
す
る
感
情
と
が
赤
裸
々
に
語

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
基
本
的
に
主
人
公
が
知
覚
す
る
こ
と
の
み
が
語

ら
れ
、
風
景
な
ど
も
主
人
公
の
感
情
を
動
か
し
た
も
の
だ
け
が
語
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
を
も
っ
て
花
袋
の
言
う
「
本
当
」
だ
と

す
る
の
は
無
論
早
計
で
あ
る
。
泡
鳴
「
耽
溺
」
で
は
語
り
手
が
ど
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
の
か
、
よ
り
精
密
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
主
人
公
で
あ
る
「
僕
」
に
関
し
て
、
回

想
的
に
物
語
を
語
る
語
り
手
が
、
本
文
全
体
を
通
じ
て
明
確
な
形
で
何

度
も
姿
を
現
す
こ
と
で
あ
る
。

或
日
、
正
ち
や
ん
は
、
学
校
の
な
い
の
で
、
午
前
十
一
時
頃
に

や
つ
て
来
た
。
僕
は
大
切
な
時
間
を
取
ら
れ
る
の
が
惜
し
か
つ
た

の
で
、
い
い
加
減
に
教
へ
て
す
ま
し
て
し
ま
う
と
、

『
う
ち
の
芸
者
も
先
生
に
教
へ
て
い
た
だ
き
た
い
と
云
ひ
ま
す
』

と
云
ひ
出
し
た
。

『
面
倒
く
さ
い
か
ら
、
厭
だ
よ
』
と
僕
は
答
え
た
が
、
跡
か
ら
思

ふ
と
、
そ
の
時
か
ら
既
に
そ
の
芸
者
は
僕
を
だ
ま
さ
う
と
し
て
ゐ

た
の
だ
。

（
四
七
頁
）

住
職
の
こ
と
は
、
そ
の
職
業
が
ら
も
あ
る
こ
と
だ
か
ら
、
余
り

こ
の
話
に
編
み
込
ま
な
い
方
が
や
か
ら
う
と
思
ふ
が
、
兎
に
角
、

渠
は
よ
く
遊
び
に
来
た
、
僕
も
亦
よ
く
遊
び
に
行
つ
た
。
酔
つ
て
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来
る
と
、
随
分
面
白
い
坊
主
で
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
や
べ
り
出

す
。

（
六
八
頁
）

一
方
に
は
そ
ん
な
し
ほ
ら
し
い
こ
と
を
云
つ
て
、
ま
た
一
方
で

は
偽
筆
を
書
く
、
僕
の
矛
盾
も
甚
だ
し
い
も
の
で
、
も
う
、
殆
ど

目
が
暗
ん
で
ゐ
た
の
だ
ら
う
。

（
六
九
頁
）

最
初
の
引
用
で
は
、
芸
者
が
僕
に
英
語
を
教
え
て
貰
い
た
が
っ
て
い

る
と
正
ち
ゃ
ん
が
言
い
だ
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
実
は
英
語
を
教
え

て
貰
う
と
い
う
口
実
で
芸
者
は
当
時
の
「
僕
」
に
近
付
こ
う
と
し
て
い

た
の
だ
と
、
語
り
手
が
回
想
的
に
語
っ
て
い
る
。「
そ
の
時
か
ら
既
に

そ
の
芸
者
は
僕
を
だ
ま
さ
う
と
し
て
ゐ
た
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

語
り
手
は
少
な
く
と
も
吉
彌
に
だ
ま
さ
れ
た
時
よ
り
後
の
時
点
か
ら
語

っ
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
り
、
物
語
の
時
間
軸
上
、
主
人
公
の
経
験

し
て
い
る
時
間
軸
よ
り
後
に
な
っ
て
初
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
、
語
り
手
は
補
足
的
に
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
引
用
で
は
、

そ
の
職
業
の
性
質
を
考
え
、
住
職
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
「
こ
の
話

に
編
み
込
」
む
か
ど
う
か
を
逡
巡
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
物
語
を
語
る
語
り
手
の
存
在
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

最
後
の
引
用
で
は
、「
殆
ど
目
が
暗
ん
で
ゐ
た
の
だ
ら
う
」
と
過
去
推

量
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
吉
彌
に
惚
れ
込
ん
で
い
た
当
時
の
主
人
公

を
語
り
手
が
客
観
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
大
久
保
典
夫
は
早
く
か
ら
、「「
耽
溺
」
に
お
い

て
は
〈
僕
〉
は
過
去
の
（
行
為
者
と
し
て
の
）〈
僕
〉
と
現
在
の
（
語

り
手
と
し
て
の
）〈
僕
〉
と
い
う
二
重
構
造
を
持
っ
て
現
れ
」22

て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る23

。
し
か
し
、
一
人
称
小
説
の
場
合
、
回
想
的
に
物

語
を
語
る
語
り
手
は
常
に
想
定
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で

よ
り
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
語
り
手
が
、「
明
確

な
形
」
で
「
何
度
も
」
姿
を
現
す
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、

前
述
し
た
風
葉
の
「
恋
ざ
め
」
は
一
人
称
の
形
を
と
り
、
第
一
節
で
語

り
手
が
か
つ
て
経
験
し
た
中
年
の
恋
を
告
白
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
そ

れ
以
降
の
節
で
は
主
人
公
の
「
私
」
の
中
年
の
恋
が
語
ら
れ
る
構
造
を

取
る
が
、
そ
の
主
要
な
節
で
は
回
想
し
て
い
る
語
り
手
が
姿
を
現
さ
な

い
。
そ
の
よ
う
な
一
人
称
小
説
に
対
し
、
泡
鳴
「
耽
溺
」
は
テ
キ
ス
ト

全
体
に
わ
た
り
、
一
度
な
ら
ず
何
度
も
回
想
す
る
語
り
手
が
姿
を
現
す
。

そ
の
た
め
、
現
在
進
行
中
の
主
人
公
の
経
験
に
対
し
、
頻
繁
に
回
想
的
、

反
省
的
な
語
り
が
介
入
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
泡
鳴
「
耽
溺
」
の
語
り
手
を
考
察
す
る
上
で
肝
要
な
の
は
、

全
二
十
六
節
中
、
妻
を
人
質
と
し
て
国
府
津
に
残
し
て
帰
京
し
た
た
め

に
、
主
人
公
が
登
場
し
な
い
二
十
二
節
及
び
二
十
三
節
の
場
面
で
あ
る
。

主
人
が
そ
の
代
わ
り
に
会
合
に
加
つ
て
、

『
も
う
、
何
と
か
返
事
が
あ
り
さ
う
な
も
の
で
す
が
―
―
』

『
さ
う
で
す
、
ね
え
』
と
、
僕
の
妻
は
最
終
の
責
任
を
感
じ
て
、

異
境
の
空
に
独
り
ぼ
つ
ち
の
寂
し
さ
を
お
ぼ
え
た
。
僕
は
、
出
発
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の
当
時
、
井
筒
屋
の
主
人
に
、
直
ぐ
、
僕
が
出
直
し
て
来
な
け
れ

ば
、
電
報
で
送
金
す
る
と
云
つ
て
置
い
た
の
だ
。

（
一
二
五
頁
）

こ
の
引
用
箇
所
で
は
、「
独
り
ぼ
つ
ち
の
寂
し
さ
を
お
ぼ
え
た
」
と

明
ら
か
に
妻
の
心
情
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
場
面
で
は
主
人

公
が
登
場
せ
ず
、
三
人
称
の
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
無
論
、
通
常
の
一

人
称
の
小
説
で
は
、
一
人
称
で
示
さ
れ
る
主
人
公
の
知
覚
に
従
っ
て
語

ら
れ
る
た
め
、
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
逸
脱
が
起
き
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、「
僕
は
、
出
発
の
当
時
、

井
筒
屋
の
主
人
に
、
直
ぐ
、
僕
が
出
直
し
て
来
な
け
れ
ば
、
電
報
で
送

金
す
る
と
云
つ
て
置
い
た
の
だ
」
と
、
回
想
的
に
語
る
語
り
手
が
姿
を

現
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
人
公
に
関
し
て
と
同
様
に
、
主
人
公

の
妻
に
関
し
て
も
、
当
時
置
か
れ
て
い
た
状
況
が
補
足
的
に
説
明
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
主
人
公
の
知
覚
に
の
み
制
限
さ
れ
ず
、

主
人
公
あ
る
い
は
そ
の
周
囲
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
位
置
か
ら
語
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
語
り
手
が
主
人
公
以
外
の
登
場
人
物
の
知
覚
ま
で
語
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
風
葉
「
耽
溺
」
の
語
り
手
と
同
様
で
あ
る

が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
風
葉
「
耽
溺
」
の
語
り
手
は
物

語
の
時
間
軸
上
、
主
人
公
と
等
し
い
位
置
か
ら
語
っ
て
お
り
、
か
つ
主

人
公
の
知
覚
し
て
い
な
い
こ
と
ま
で
語
り
手
が
介
入
す
る
こ
と
か
ら
、

語
り
手
と
主
人
公
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
は
想
定
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ

に
対
し
、
泡
鳴
「
耽
溺
」
は
語
り
手
と
主
人
公
と
は
明
ら
か
に
同
一
人

物
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
、
語
り
手
の
介
入
は
、
物
語
の
時
間
軸
上
、
主

人
公
と
等
し
い
位
置
か
ら
で
は
な
く
、
常
に
回
想
の
形
で
行
わ
れ
る
。

ま
た
、
他
の
登
場
人
物
の
知
覚
に
ま
で
語
り
が
及
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ

る
の
も
ま
た
、
専
ら
こ
の
語
り
手
と
主
人
公
と
の
間
に
存
在
す
る
時
間

的
距
離
に
依
る
。
泡
鳴
「
耽
溺
」
は
、
他
の
登
場
人
物
の
心
情
も
語
る

こ
と
が
可
能
な
語
り
手
に
よ
り
、
語
り
手
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
想
定

さ
れ
る
主
人
公
が
回
想
的
に
語
ら
れ
る
と
い
う
構
造
を
取
る
こ
と
で
、

主
人
公
「
僕
」
を
強
く
相
対
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
観
点
に
立
ち
、
泡
鳴
「
耽
溺
」
の
主
人
公
の
心
情
が
語
ら
れ
て

い
る
箇
所
を
検
討
す
る
と
、
風
葉
「
耽
溺
」
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
対

照
的
で
あ
る
。

然
し
、
不
愉
快
な
顔
を
見
せ
る
の
は
、
焼
き
餅
と
見
え
る
か
ら
、

僕
の
出
来
な
い
こ
と
だ
し
、
出
来
な
い
と
云
つ
て
も
、
全
く
こ
れ

を
心
か
ら
取
り
除
く
こ
と
は
為
し
得
な
か
つ
た
。
之
を
耐
へ
忍
ぶ

の
は
、
僕
が
こ
れ
ま
で
見
せ
て
来
た
快
濶
の
態
度
に
対
し
て
も
、

実
に
苦
痛
で
あ
つ
た
。

（
七
二
頁
）

さ
き
の
偽
筆
は
自
分
の
為
め
に
利
益
と
見
え
た
こ
と
だ
が
、
今

の
は
自
分
の
不
利
益
に
な
る
事
件
が
含
ん
で
ゐ
る
代
筆
だ
。
僕
は
、

何
事
も
成
る
様
に
な
れ
と
い
ふ
つ
も
り
で
、
苦
し
い
胸
を
押
さ
え

て
ゐ
た
。
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然
し
、
表
面
で
は
、
さ
う
沈
ん
だ
様
に
は
見
せ
た
く
な
い
の
で
、

『
区
役
所
が
一
番
恋
し
い
だ
ろ
う
？
』

（
一
一
一
頁
）

ど
ち
ら
の
引
用
に
お
い
て
も
、
主
人
公
は
表
面
的
に
は
そ
の
表
情
を

取
り
繕
う
が
、
そ
の
表
情
の
裏
で
主
人
公
が
ど
の
よ
う
な
心
情
に
あ
る

か
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見
せ
か
け
と
実
際
の
心
情
と
の
齟
齬
と
い

う
モ
チ
ー
フ
は
、
両
引
用
以
外
に
も
「
耽
溺
」
に
お
い
て
か
な
り
頻
繁

に
現
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
表
情
を
取
り
繕
う
に
至
っ
た
経
緯

が
明
示
的
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
風
葉
「
耽
溺
」
で

の
引
用
箇
所
で
は
、
山
田
が
実
際
に
「
不
快
」
で
あ
っ
た
か
は
明
確
で

な
く
、
山
田
の
表
情
が
「
不
快
さ
う
」
で
あ
る
と
い
う
語
り
手
の
判
断

だ
け
が
語
ら
れ
、
そ
こ
で
の
山
田
の
心
情
の
移
り
変
わ
り
は
当
然
語
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
泡
鳴
「
耽
溺
」
で
は
主
人
公
が

「
不
愉
快
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
自
身
の
プ
ラ
イ
ド
の
為
に
表
情

を
取
り
繕
う
と
す
る
、
日
常
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、

い
わ
ば
卑
し
く
醜
い
心
情
が
、
主
人
公
の
思
考
の
経
緯
従
っ
て
露
骨
に

語
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
前
の
引
用
に
あ
る
よ
う
な
、「
殆
ど
目
が
暗

ん
で
ゐ
た
の
だ
ら
う
」
な
ど
と
い
っ
た
、
物
語
の
時
間
軸
上
、
後
の
時

点
か
ら
で
し
か
語
り
得
な
い
事
柄
に
関
す
る
語
り
手
の
介
入
が
行
わ
れ

な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
主
人
公
の
あ
る
種
悲
痛
な
心
情
は
、
主
人

公
が
今
そ
の
場
で
実
際
に
感
じ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
担
保
が
な

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
人
公
の
「
煩
悶
」
が
「
実
感
」
を
持
っ
て
そ

こ
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
人
称
の
主
人
公
僕
が
現

在
経
験
中
の
こ
と
を
語
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
形
を
取
る
の
で
は
な

く
、
語
り
手
が
自
身
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
主
人
公
に
つ

い
て
語
り
つ
つ
も
、
主
人
公
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
距
離
か
ら

語
る
構
造
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、「
実
感
も
事
実
も
、
き
び

く

と
遠
慮
無
く
」
現
れ
て
お
り
、「
少
し
も
遊
戯
気
分
が
な
」
い
「
真
面

目
に
本
当
に
見
よ
う
と
い
ふ
心
持
」
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
受
け
取
ら

れ
た
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
、
終
章

以
上
の
よ
う
に
、
花
袋
あ
る
い
は
「
蒲
団
」
の
影
響
を
基
に
、
風
葉

泡
鳴
そ
れ
ぞ
れ
が
「
自
然
主
義
」
を
念
頭
に
お
い
て
執
筆
し
た
両
「
耽

溺
」
で
あ
っ
た
が
、
一
方
は
後
世
に
ま
で
自
然
主
義
の
代
表
作
と
称
せ

ら
れ
、
一
方
は
ほ
と
ん
ど
誰
も
顧
み
な
い
作
品
と
な
っ
た
。
両
作
品
は

類
似
し
た
題
材
を
用
い
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
特
色
が
現
れ
る

こ
と
と
な
り
、
特
に
文
章
表
現
の
巧
み
さ
に
お
い
て
は
、
風
葉
は
泡
鳴

を
圧
倒
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
い
ず
れ
の
同
時
代
評
に
お
い
て

も
泡
鳴
「
耽
溺
」
の
方
が
評
価
さ
れ
た
要
因
の
一
つ
に
、
こ
こ
で
は
語

り
手
が
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
構
造
の
違
い
が

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

無
論
、
こ
こ
で
分
析
し
た
テ
キ
ス
ト
の
構
造
の
違
い
の
み
に
よ
り
同

時
代
評
価
が
分
か
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
作
品
と
作
品
以
外
の
要
素
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の
ど
ち
ら
が
評
価
に
影
響
を
与
え
た
の
か
を
量
的
に
示
す
こ
と
も
、
お

よ
そ
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
然
、
評
価
の
対
象
と
な
る
作
品

が
存
在
す
る
こ
と
で
そ
の
評
価
が
生
ま
れ
る
た
め
、
テ
キ
ス
ト
の
分
析

も
よ
り
重
視
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
作
品
の
比

較
の
み
で
、
ど
の
よ
う
な
語
り
の
構
造
を
持
っ
た
作
品
が
自
然
主
義
文

学
と
称
さ
れ
た
の
か
を
示
す
こ
と
は
無
論
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
示
さ

れ
た
両
「
耽
溺
」
の
語
り
の
構
造
に
加
え
、
更
な
る
テ
キ
ス
ト
の
分
析

を
続
け
て
行
く
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
作
品
が
日
本
に
お
い
て
自
然
主

義
の
文
学
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
考
え
ら
れ
な
い
の
か
と

い
う
指
標
が
、
テ
キ
ス
ト
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
と
な

ろ
う
。

注1

例
え
ば
正
宗
白
鳥
『
自
然
主
義
盛
衰
史
』（
六
興
出
版
部
、
一
九
四
八
年
）

で
は
、「
こ
の
「
耽
溺
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
自
然
主
義
時
代
に
現
は
れ
た
流

行
語
で
あ
つ
た
」（
四
五
頁
）
と
回
想
し
て
い
る
。

2

以
降
、
引
用
の
際
は
、
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
直
し
、
ル
ビ
は
省
略
す
る
。

3

正
宗
白
鳥
、
前
掲
書
、
四
四
頁
。

4

岡
保
生
『
評
伝
　
小
栗
風
葉
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
一
年
）、
二
六
二
頁
。

5

松
本
和
也
「
小
栗
風
葉
「
耽
溺
」
を
め
ぐ
る
戦
略
／
頓
挫
」﹇『
文
芸
研
究
』

第
一
七
一
号
（
日
本
文
芸
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
三
月
）、
二
七
〜
三
九

頁
﹈、
三
〇
頁
。

6

松
本
和
也
、
前
掲
書
参
照
。

7

金
子
明
雄
「
文
学
の
争
闘
―
―
二
つ
の
「
耽
溺
」
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」﹇『
語

文
』
第
一
四
二
号
（
日
本
大
学
国
文
学
会
、
二
〇
一
二
年
三
月
）、
五
〜
二

二
頁
﹈
参
照
。

8

松
本
和
也
、
前
掲
書
参
照
。

9

田
山
花
袋
『
東
京
の
三
十
年
』（『
田
山
花
袋
全
集
』
第
十
五
巻
所
収
、
文

泉
堂
書
店
、
一
九
七
四
年
）、
六
〇
八
頁
。

10

岡
保
生
、
前
掲
書
参
照
。

11

松
本
和
也
、
前
掲
書
参
照
。

12

和
田
謹
吾
「
耽
溺
の
意
味
」﹇『
国
語
国
文
研
究
』
第
十
二
号
（
北
海
道
大

学
国
語
国
文
学
会
）、
二
五
〜
三
四
頁
﹈
参
照
。

13

正
宗
白
鳥
、
前
掲
書
、
三
六
〜
三
七
頁
。

14
『
岩
野
泡
鳴
全
集
』
第
十
五
巻
所
収
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
七
年
）、
四
四

三
頁
。

15

花
袋
の
同
時
代
評
と
し
て
、
風
葉
「
耽
溺
」
に
対
し
て
は
、
無
署
名
「
評

論
の
評
論
」﹇『
文
章
世
界
』
第
四
巻
第
一
号
（
博
文
館
、
一
九
〇
九
年
一

月
）﹈、
泡
鳴
「
耽
溺
」
に
対
し
て
は
、
田
山
花
袋
「
作
者
と
作
品
」﹇『
文

章
世
界
』
第
四
巻
第
六
号
（
博
文
館
、
一
九
〇
九
年
五
月
）﹈
が
あ
る
。

16

田
山
花
袋
『
近
代
の
小
説
』（『
田
山
花
袋
全
集
』
新
輯
別
巻
所
収
、
文
泉

堂
書
店
、
昭
和
四
十
九
年
）

17

ま
た
、
和
田
謹
吾
「
竜
土
会
の
足
跡
」﹇『
自
然
主
義
文
学
』
所
収
（
至
文

堂
、
一
九
六
六
年
）、
二
九
〜
五
六
頁
﹈
で
は
、
竜
土
会
の
際
に
先
に
脱
稿

し
て
い
た
泡
鳴
「
耽
溺
」
が
話
題
と
な
り
、
風
葉
が
そ
の
題
名
を
な
ら
い
、

先
に
雑
誌
に
掲
載
し
た
と
見
て
い
る
。
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18

な
お
底
本
と
し
て
、
風
葉
「
耽
溺
」
は
、
明
治
四
二
年
一
月
『
中
央
公
論
』

に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
用
い
る
。
ま
た
、
泡
鳴
「
耽
溺
」
に
関
し
て
、
そ

の
生
前
の
も
の
で
は
、
明
治
四
十
二
年
二
月
『
新
小
説
』
に
掲
載
さ
れ
た

も
の
の
他
に
、
貿
易
社
版
『
耽
溺
』（
貿
易
社
、
一
九
一
〇
年
）
と
新
潮
社

版
『
代
表
的
名
作
選
集
一
三
・
耽
溺
』（
新
潮
社
、
一
九
一
五
年
）
が
あ
り
、

特
に
新
潮
社
版
で
の
改
訂
は
『
耽
溺
』
を
分
析
す
る
上
で
非
常
に
重
要
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
本
論
の
目
的
及
び
風
葉
の
テ
キ
ス
ト
に
合
わ
せ
て
、

『
新
小
説
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
底
本
と
す
る
。

19

岡
保
生
、
前
掲
書
、
二
六
二
頁
。

20

田
山
花
袋
『
蒲
団
』（『
田
山
花
袋
全
集
』
第
一
巻
所
収
、
文
泉
堂
書
店
、

一
九
七
三
年
）、
五
四
七
頁
。

21

吉
田
精
一
『
自
然
主
義
の
研
究
』
下
巻
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
五
八
年
）、

二
九
五
頁
。

22

大
久
保
典
夫
『
岩
野
泡
鳴
』（
南
北
社
、
昭
和
三
八
年
）、
八
九
頁
。

23

な
お
、
高
橋
敏
夫
「
泡
鳴
「
耽
溺
」
序
論
―
―
〈
僕
〉
の
転
移
を
め
ぐ
っ

て
」﹇『
国
文
学
研
究
』
第
六
六
号
（
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
、
一
九
七
八

年
十
月
）、
三
六
〜
四
六
頁
﹈
で
は
、
大
久
保
典
夫
の
同
じ
箇
所
を
引
用
し
、

「「
跡
か
ら
思
ふ
と
」
と
は
、「
作
者
」
の
顔
出
し
と
い
う
よ
り
は
、
帰
京
後

の
〈
僕
〉
の
位
相
か
ら
の
注
釈
と
い
え
る
」（
四
一
頁
）
と
捉
え
て
い
る
。
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