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エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
小
説

―
幸
田
露
伴
と
「
浮
城
物
語
」
論
争
―

桒
原
丈
和

一

幸
田
露
伴
の
「
辻
浄
瑠
璃
」
（
一
八
九
一
年
）（

１
）

の
冒
頭
近
く
、
名
前

を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
小
説
家
の
語
り
手
は
自
ら
の
歩
む
先
の
風
景
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

上
野
を
過
ぐ
る
途
す
が
ら
美
術
学
校
の
屋
根
を
眺
め
て
彼
堂
中
よ
り

う

へ

の

み
ち

び
じ
ゆ
つ
が
く
か
う

あ

の

な

か

必
ず
や
大
作
家
い
で
む
と
将
来
を
頼
も
し
が
り
、
音
楽
学
校
の
庭
樹

ゆ
く
す
ゑ

お
ん
が
く
が
く
か
う

に

は

き

に
鳴
く
禽
の
声
聞
て
汝
も
歌
へ
や
君
が
代
を
と
微
笑
み
、
動
物
園
前

と
り

き
い

な
れ

き
み

よ

ほ

ゝ

ゑ

ど
う
ぶ
つ
ゑ
ん
ぜ
ん

猛
獣
の
末
路
を
吊
し
、
大
仏
の
下
通
つ
て
貴
殿
も
頓
て
破
壊
さ
れ
む

て
い

だ
い
ぶ
つ

と
ほ

や
が

こ

わ

と
申
し
け
る
。

「
美
術
学
校
」
と
は
東
京
美
術
学
校
、
「
音
楽
学
校
」
と
は
東
京
音
楽

学
校
の
こ
と
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
一
八
八
七
年
十
月
に
開
設
さ
れ
た
「
美

術
」
と
「
音
楽
」
の
専
門
家
を
養
成
す
る
た
め
の
学
校
で
あ
る

（
２
）

。

「
辻
浄
瑠
璃
」
が
発
表
さ
れ
る
し
ば
ら
く
前
の
時
期
、
一
八
八
〇
年
代

に
、
現
在
「
美
術
」
や
「
音
楽
」
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
総
称
す
る
も
の
と

し
て
の
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
る
ジ
ャ
ン
ル
に
関
わ
る
様

々
な
制
度
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
学
校
は
そ
の
結
実
で
あ

り
、
ま
た
さ
ら
に
「
美
術
」
「
音
楽
」
そ
し
て
「
芸
術
」
を
確
立
し
て
い
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く
た
め
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
べ
く
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
制
度
が
「
美
術
」
「
芸
術
」
を
自
明
化
し
て
い
く
過
程
は
、
既
に
美
術

史
家
の
北
澤
憲
昭

（
３
）

、
木
下
直
之

（
４
）

、
佐
藤
道
信

（
５
）

た
ち
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
『
日
本
美
術
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（

６
）

の
よ
う
な
研
究
入
門
書
も
こ
れ
ら
の
成
果
を
前
提
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い

る
。「

美
術
」
が
自
明
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
美
術
」
と
「
美
術
」

で
は
な
い
も
の
と
の
間
の
境
界
線
が
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
点
で
『
美
術
と
い
う
見
世
物
』
に
始
ま
る
木
下
直
之
の
仕

事
は
そ
の
境
界
線
の
あ
り
よ
う
に
対
し
て
様
々
な
批
判
的
な
視
座
を
提
供

し
て
く
れ
る
。
『
美
術
と
い
う
見
世
物
』
で
は
、
幕
末
に
「
西
洋
画
」
が

ま
ず
は
「
見
世
物
」
の
一
つ
と
し
て
当
時
の
社
会
の
中
に
入
り
こ
ん
で
い

っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
同
じ
く
料
金
を
と
っ
て
客
に
「
見
」
せ
る
も
の

で
あ
る
は
ず
の
「
美
術
」
が
「
見
世
物
」
を
そ
の
近
傍
か
ら
排
除
し
て
い

っ
た
過
程
を
追
い
、
ま
た
本
人
の
戸
惑
い
を
よ
そ
に
「
仏
師
」
「
工
人
」

か
ら
「
彫
刻
家
」
「
芸
術
家
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
高
村
光
雲
の
置
か
れ

た
位
置
の
変
化
か
ら
「
職
人
」
と
「
芸
術
家
」
と
の
間
に
引
か
れ
て
い
る

恣
意
的
な
境
界
線
を
可
視
化
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
ハ
リ
ボ
テ
の
街
』

で
は
「
つ
く
り
も
ん
」
や
「
ハ
リ
ボ
テ
」
と
呼
ば
れ
る
造
形
物
が
「
美
術
」

と
認
め
ら
れ
て
い
な
い
状
況
や
、
「
作
品
」
と
「
つ
く
り
も
の
」
と
い
う

実
は
よ
く
似
た
言
葉
の
間
に
引
か
れ
て
い
る
境
界
線
の
奇
妙
さ
を
浮
上
さ

せ
て
い
る
。

こ
の
視
点
を
「
文
学
」
に
ず
ら
し
て
み
る
と
、
現
在
た
と
え
ば
「
文
学
」

と
同
じ
よ
う
に
言
葉
で
書
か
れ
て
読
ま
れ
る
も
の
を
「
文
学
」
な
ら
ざ
る

も
の
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
や
「
文
学
者
」
ま
た
は
「
作
家
」
と
同
じ
よ

う
に
言
語
表
現
で
収
入
を
得
て
い
る
職
業
と
の
間
に
引
か
れ
て
い
る
境
界

線
の
こ
と
が
連
想
さ
れ
る
。
ま
た
小
説
の
批
評
に
お
い
て
「
つ
く
り
も
の
」

と
い
う
言
葉
（
小
説
そ
の
も
の
に
対
し
て
使
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
小
説
中

の
人
間
を
指
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
が
、
否
定
的
に
用
い
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
の
奇
妙
さ
に
も
思
い
い
た
る
。
直
接
「
つ
く
り
も
の
」
と
い

う
言
葉
を
使
わ
な
く
て
も
、
登
場
人
物
が
実
際
の
人
間
の
よ
う
に
造
形
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
価
値
基
準
は
変
わ
ら
ず
強
い
力
を
持
っ

て
い
る
。

あ
る
言
語
表
現
や
表
現
者
を
他
の
言
語
表
現
や
表
現
者
と
区
別
し
、
明

ら
か
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
否

定
の
根
拠
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
「
文
学
」
を
自
明
化
す
る
た
め
に
境

界
線
を
引
き
、
「
文
学
」
で
は
な
い
も
の
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
と
関

係
し
て
い
る
。
「
美
術
」
と
同
じ
よ
う
に
「
文
学
」
に
お
い
て
も
境
界
線

が
「
文
学
」
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
間
に
引
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
文
学
」
と
い
う
言
葉
が
日
本
に
お
い
て
十
九
世
紀
（
明
治
前
期
）
ま

で
と
そ
れ
以
後
と
で
囲
い
こ
ん
で
い
る
領
域
を
変
え
て
い
る
の
は
あ
ら
た

め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
さ
ら
に
新
た
に
囲
い
こ
ま
れ
た
「
文

学
」
の
中
で
も
別
の
排
除
の
力
が
働
い
て
い
る
。
そ
の
境
界
線
は
補
強
さ

れ
続
け
、
常
に
曖
昧
さ
を
持
ち
つ
つ
そ
れ
ゆ
え
に
融
通
無
碍
に
有
効
で
あ
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り
続
け
る
。

「
美
術
学
校
」
や
「
音
楽
学
校
」
と
い
う
名
前
を
新
た
な
「
美
術
」
や

新
た
な
「
音
楽
」
を
生
み
出
す
制
度
と
し
て
自
ら
の
小
説
の
中
に
取
り
こ

ん
だ
幸
田
露
伴
自
身
も
、
同
じ
時
期
に
「
文
学
」
と
し
て
、
「
日
本
文
学

史
中
に
特
筆
す
べ
き
大
文
章
」
（
内
田
魯
庵
）（

７
）

と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
一
つ
の
「
文
学
」
観
に
従
っ
て
そ
れ
が
な
ぜ
「
文

学
」
と
言
え
る
の
か
が
積
極
的
に
語
ら
れ
て
い
く
一
方
で
、
そ
れ
以
上
の

強
さ
で
他
の
も
の
を
「
文
学
」
で
は
な
い
も
の
と
し
て
区
別
す
る
と
い
う

こ
と
が
行
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
時
、
「
文
学
」
で
は
な
い
も
の
こ
そ
が
「
文

学
」
を
「
文
学
」
た
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
大
き
な
役
割
を
担
い
、
そ
し

て
「
文
学
」
の
影
で
忘
れ
ら
れ
た
り
、
「
文
学
」
以
外
の
価
値
観
に
よ
っ

て
位
置
づ
け
ら
れ
直
し
た
り
し
て
い
る
。

本
論
で
は
、
幸
田
露
伴
の
小
説
が
「
文
学
」
と
な
っ
た
時
に
「
文
学
」

・
「
小
説
」
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ

る
「
浮
城
物
語
」
論
争
の
中
で
石
橋
忍
月
・
内
田
魯
庵
に
よ
っ
て
徹
底
的

に
否
定
さ
れ
た
矢
野
龍
渓
の
「
浮
城
物
語
」（

８
）

を
置
く
こ
と
に
す
る
。
囲

い
こ
ま
れ
た
幸
田
露
伴
の
小
説
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
排
除
さ
れ
た
「
浮

城
物
語
」
の
側
か
ら
「
文
学
」
・
「
小
説
」
の
境
界
線
と
そ
れ
を
無
効
化
す

る
「
小
説
」
ジ
ャ
ン
ル
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

二

「
美
術
」
や
「
音
楽
」
に
ま
つ
わ
る
制
度
の
名
前
を
「
辻
浄
瑠
璃
」
に

折
り
こ
ん
だ
幸
田
露
伴
は
、
ま
さ
に
一
八
九
〇
年
前
後
に
「
職
人
も
の
」

と
総
称
さ
れ
る
小
説
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
近

代
的
な
、
つ
ま
り
制
度
の
元
で
囲
い
こ
ま
れ
た
「
芸
術
」
に
関
わ
る
「
芸

術
家
」
像
で
あ
る
。
「
風
流
仏
」（

９
）

で
仏
師
、
「
一
口
剣
」（10

）

で
刀
鍛
冶
、

「
五
重
塔
」（11

）

で
大
工
が
登
場
す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
彼
ら
の
仕
事
そ
れ
自

体
は
「
美
術
」
（
「
芸
術
」
）
概
念
が
登
場
す
る
前
か
ら
続
い
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
幸
田
露
伴
の
小
説
に
お
い
て
は
、
「
芸
術
家
」
／
「
職

人
」
と
い
う
境
界
線
・
二
項
対
立
が
既
に
入
り
こ
ん
で
お
り
、
い
わ
ゆ
る

「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
、
制
作
そ
れ
自
体

を
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
な
「
芸
術
家
」
観
、
ま
た
制
作
の
果
て
に
そ
れ

が
個
人
の
制
作
物
を
超
え
た
存
在
へ
と
昇
華
し
て
い
く
と
い
う
「
芸
術
」

観
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
風
流
仏
」
の
珠
運
、
「
一
口
剣
」
の
正

蔵
、
「
五
重
塔
」
の
十
兵
衛
、
彼
ら
の
持
っ
て
い
る
自
意
識
自
体
は
、
た

と
え
ば
「
さ
り
な
が
ら
正
四
位
何
の

某

と
あ
つ
て
仏
師
彫
刻
師
を
聟
に

し

や

う
し

い

な
ん

な
に
が
し

ぶ

つ

し

は
為
た
が
ら
ぬ
も
無
理
な
ら
ぬ
人
情
」
（
「
風
流
仏
」
）
と
い
う
よ
う
に
、

し

自
ら
の
職
業
の
社
会
的
位
置
づ
け
を
低
い
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か

し
、
い
ず
れ
も
初
め
は
注
文
を
受
け
た
刀
や
塔
を
作
る
と
い
う
明
確
な
目

的
か
ら
出
発
し
て
い
な
が
ら
、
小
説
の
最
後
で
は
当
初
の
目
的
を
離
れ
て

制
作
物
自
体
が
価
値
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
こ
こ
に
「
美
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術
」
や
「
文
学
」
を
包
摂
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
上
位
概
念
「
芸
術
」
を

価
値
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
指
向
を
、
そ
し
て
そ
れ
を
題
材
と
し
て
描
い

て
い
る
「
文
学
」
や
「
小
説
」
そ
れ
自
体
の
価
値
づ
け
を
強
化
し
よ
う
と

す
る
指
向
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
芸
術
家
」
小
説
を
書
い
て
い
る
幸
田
露
伴
自
身

も
、
「
文
学
」
と
い
う
「
芸
術
」
に
関
わ
る
「
芸
術
家
」
と
し
て
遇
さ
れ

て
い
る
。
彼
の
小
説
を
「
文
学
」
と
し
て
評
価
し
た
当
時
の
批
評
と
し
て

は
た
と
え
ば
内
田
魯
庵
や
石
橋
忍
月
の
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

吾
人
は
風
流
仏
を
以
つ
て
敢
て
著
者
専
売
の
文
章
と
は
言
は
ず
、
然

れ
ど
も
其
字
句
の
総
て
錬
磨
熟
美
し
て
燦
然
光
彩
を
発
す
る
を
見
て

は

―
筆
滴
墨
汁
水
晶
の
如
く
真
珠
の
如
き
を
見
て
は
、
知
ら
ず

く
著
者
独
有
の
筆
鋒
な
り
と
賞
賛
せ
ざ
る
を
得
ず
、
（
石
橋
忍
月
）

（12

）
「
風
流
仏
」
は
日
本
文
学
史
中
に
特
筆
す
べ
き
大
文
章
な
り
。
文
字

は
西
鶴
よ
り
出
で
、
し
か
も
風
来
の
分
子
を
含
め
ば
寧
ろ
西
鶴
の
情

を
欠
く
も
気
燄
万
丈
の
力
あ
れ
ば
、
世
間
通
常
の

―
虎
を
画
い
て

猫
に
類
す
る

―
ヱ
セ
文
と
仝
様
に
語
る
べ
け
ん
や
。
（
内
田
魯
庵
）

（13

）

両
者
は
一
八
八
〇
年
代
後
半
に
『
女
学
雑
誌
』
に
評
論
を
掲
載
す
る
こ

と
か
ら
出
発
し

（14

）

、
そ
の
後
に
活
動
の
中
心
を
『
国
民
之
友
』
に
移
し
て

い
く
と
い
う
共
通
の
経
歴
を
持
ち
、
ま
た
こ
の
時
期
の
新
し
い
小
説
に
対

し
て
一
貫
し
て
批
評
し
続
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
評
論
で
取
り
上
げ
て
い
る

小
説
も
多
く
重
な
っ
て
い
る
。
特
に
幸
田
露
伴
の
小
説
に
関
し
て
は
両
者

と
も
に
ほ
ぼ
す
べ
て
を
取
り
上
げ
、
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
よ
う
な
讃
辞
を
記
し
て
は
い
る
も
の
の
、
両
者
と
も
明
確
に
幸
田
露

伴
の
小
説
が
ど
の
よ
う
に
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
は
記
し
て
は
い
な
い
。

そ
こ
か
ら
は
批
評
の
基
準
、「
文
学
」
の
中
の
優
劣
、
ま
た
何
を
も
っ
て
「
文

学
」
と
「
文
学
」
な
ら
ざ
る
も
の
（
「
ヱ
セ
文
」
）
を
分
け
て
い
る
か
と
い

う
基
準
は
読
み
と
り
に
く
い
。
こ
れ
は
こ
の
時
点
で
は
小
説
を
具
体
的
に

批
評
す
る
た
め
の
方
法
・
用
語
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も

関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
逆
に
「
ヱ
セ
文
」
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
否
定
的
な
評
価
を
与
え

ら
れ
る
小
説
は
ど
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

小
説
の
要
は
人
物
の
性

格
、
意

想
を
写
す
に
在
り
。
地
位
境
遇
の

キ
ア
ラ
ク
テ
ル

ア
イ
デ
ー
ヤ

変
化
は
其
性
質
、
意
想
の
発
現
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
や
を
画

い

か

く
に
在
り
。
社
会
一
般
若
く
は
一
部
分
の
風
俗
人
情
を
記
載
し
後
世

も
し

を
し
て
当
時
を
推
想
せ
し
む
る
に
在
り
。
熟
々
考
ふ
る
に
方
今
の
風

つ

ら

く

俗
は
卑
賎
の
風
俗
な
り
。
方
今
の
人
情
は
浮
薄
の
人
情
な
り
。
眼
中

宗
教
な
く
世
論
な
き
浮
華
の
少
年
と
無
操
の
婦
女
と
自
由
に
交
際
せ

ん
と
す
る
の
社
会
な
く
口
廉
潔
優
美
の
言
を
為
す
も
行
ひ
未
だ
必
ず
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し
も
之
に
伴
は
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば

苟

も
世
の
小
説
家
を
以
て
自

い
や
し
く

ら
任
ず
る
者
は
此
の
風
俗
此
の
人
情
此
の
社
会
を
実
写
す
る
こ
そ
其

本
分
と
云
ふ
可
け
れ
。
只

訝

る
近
世
輩
出
の
小
説
家
（
二
三
書
を
除

た
ゞ
い
ぶ
か

く
）
脚
色
の
為
め
に
人
物
を
動
か
し
人
物
の
為
め
に
脚
色
を
構
造
せ

し

く

み

し

く

み

ざ
る
こ
と
を
。
又
概
観
の
華
美
の
み
を
写
し
て
性
質
、
意
想
の
解
剖

を
な
さ
ゞ
る
こ
と
を
。
（
中
略
）
是
を
以
て
小
説
家
は

須

ら
く
知
る

す
べ
か

可
し
。
「
小
説
の
妙
は
表
面
に
現
は
る
ゝ
仮
粧
虚
飾
の
美
観
或
は
完
全

か
そ
う
き
よ
し
よ
く

の
人
物
爽
快
の
脚
色
に
在
ら
ず
し
て
性
質
、
意
想
と
地
位
境
遇
と
の

し

く

み

関
係
若
く
は
区
々
た
る
平
凡
の
人
物
が
之
を
行
為
に
現
は
す
迄
に
如

も
し

お
こ
な
ひ

何
な
る
経
過
あ
り
し
や
を
写
す
に
在
る
こ
と
を
」
。
（
石
橋
忍
月
）（15

）

広
く
世
間
を
見
る
に
な
ほ
小
説
を
游
戯
文
字
と
し
て
徒
ら
に
字
句
の

美
に
誇
り
趣
向
の
奇
に
慢
ず
る
ヱ
セ
文
学
者
も
ま
ゝ
見
ゆ
る
は
文
界

の
為
め
に
歎
息
す
べ
し
。
（
略
）
小
説
は
游
戯
文
字
に
あ
ら
ず
、
字

句
美
に
し
て
趣
向
奇
な
り
と
も
、
是
れ
ば
か
り
に
て
小
説
な
り
と
い

ふ
べ
か
ら
ず
。
北
邙
散
士
が
し
が
ら
み
草
紙
に
載
せ
た
る
小
説
家
の

責
任
の
如
き
は
最
も
悉
し
た
る
も
の
に
し
て
、
所
謂
真
理
の
発
揮
と

は
人
情
の
極
微
を
描
写
し
得
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
や
。
如
何
に
波
瀾

に
富
み
た
る
絶
代
の
立
案
な
り
と
も
如
何
に
錯
綜
し
た
る
稀
世
の
大

篇
た
り
と
も
人
情
の
極
微
を
巧
写
し
た
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
何
と
て
小

説
の
本
分
を
尽
し
た
り
と
云
ふ
べ
け
ん
や
。
（
内
田
魯
庵
）（16

）

石
橋
忍
月
の
方
は
後
で
も
あ
ら
た
め
て
ふ
れ
る
の
で
長
い
引
用
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
が
、
両
者
の
こ
の
よ
う
な
価
値
観
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
も

ち
ろ
ん
「
小
説
」
を
「
美
術
」
と
し
て
価
値
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
坪
内

逍
遙
の
「
小
説
神
髄
」
で
あ
り
、
有
名
な
「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
」

と
い
う
言
葉
で
あ
る

（17

）

。
彼
ら
の
批
評
は
「
小
説
神
髄
」
の
「
小
説
」
観

を
単
純
化
し
つ
つ
同
時
代
の
小
説
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
八
八
九

年
一
月
の
「
細
君
」
発
表
以
降
小
説
か
ら
離
れ
て
い
く
坪
内
逍
遙
に
成
り

代
わ
っ
て
「
小
説
神
髄
」
の
小
説
観
を
広
め
る
べ
く
闘
争
を
続
け
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
一
連
の
文
学
極
衰
論
争
や
「
浮
城
物
語
」
論
争
は
そ
の
闘

争
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

三

一
八
九
〇
年
前
後
の
時
期
、
他
に
も
幸
田
露
伴
を
評
価
す
る
批
評
が
あ

る
中
で
こ
の
石
橋
忍
月
と
内
田
魯
庵
の
批
評
を
特
に
取
り
上
げ
た
の
は
、

彼
ら
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
冒
頭
の
節
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
矢
野
龍
渓
の

「
浮
城
物
語
」
を
名
指
し
で
「
文
学
」
の
領
域
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
て

い
た
た
め
で
あ
る
。「
浮
城
物
語
」
は
「
文
学
」
な
ら
ざ
る
も
の
、「
脚
色
」

し

く

み

の
た
め
に
「
人
物
」
を
動
か
し
て
い
る
、
「
ヱ
セ
文
学
者
」
に
よ
る
「
游

戯
文
字
」
と
し
て
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
幸
田
露
伴
を
肯
定
す
る

際
に
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
両
者
の
「
文
学
」
観
・
「
小
説
」
観
は
、「
浮

城
物
語
」
を
否
定
す
る
際
に
は
明
ら
か
に
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
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れ
は
「
文
学
」
ま
た
は
そ
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
「
小
説
」
を
一
つ
の
価

値
観
に
よ
っ
て
囲
い
こ
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

人
あ
り
報
知
異
聞
は
好
小
説
な
り
と
言
ふ
、
然
れ
ど
も
小
説
は
美
術

的
の
文
字
た
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
、
「
美
」
の
約
束
を
守
ら
ざ
る
べ
か

ら
ず
、
人
間
生
活
を
写
す
を
以
て
目
的
と
な
さ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
人

と
運
命
と
の
間
を
規
定
す
る
天
然
の
法
則
を
出
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ず
、

動
力
と
反
動
力
と
よ
り
来
れ
る
行
為
を
写
さ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
好
小

説
が
之
を
吟
咏
咀
嚼
し
て
微
妙
雋
永
の
味
あ
る
所
以
は
、
必
竟
美
術

的
の
文
字
た
る
が
故
の
み
、
若
し
小
説
に
し
て
「
美
」
の
約
束
を
守

ら
ず
ん
ば
、
人
間
生
活
を
目
的
と
せ
ず
ん
ば
、
関
係
な
き
人
事
を
附

造
し
て
結
搆
の
眩
爛
を
喜
ぶ
と
せ
ば
、
是
れ
小
文
人
の
み
拙
技
の
み
、

吾
人
は
報
知
異
聞
が
「
美
」
の
約
束
を
守
ら
ざ
る
を
悲
し
む
、
人
間

生
活
を
目
的
と
せ
ざ
る
を
悲
し
む
、
人
と
運
命
と
の
間
に
生
ず
る
動

力
反
動
力
以
外
に
無
用
の
行
為
を
提
出
し
て
一
時
俗
人
の
歓
を
買
は

ん
と
欲
せ
し
を
悲
む
、
戦
争
冒
険
奇
禍
多
難
、
彼
れ
何
者
ぞ
、
是
れ

小
説
中
の
人
事
を
造
る
を
得
る
も
未
だ
小
説
中
の
人
物
を
造
る
も
の

に
は
非
ざ
る
な
り
、
（
石
橋
忍
月
）（18

）

余
は
考
ふ
、
小
説
は
人
間
の
運
命
を
示
す
も
の
な
り
、
人
間
の
性
情

を
分
析
し
て
示
す
も
の
な
り
。

而

し
て
最
も
進
歩
し
た
る
小
説
は

し
か
ふ

現
代
の
人
情
を
写
す
も
の
に
し
て
、
此
以
外
に
小
説
な
し
と
云
ふ
も

こ
の

可
な
り
。
あ
る
放
縦
論
者
は
或
は
居
量
狭
少
を
も
て
余
を
罵
ら
ん
か
、

余
は

自

ら
甘
ん
ず
べ
し
。
所
謂
英
雄
譚
或
は
寓
意
小
説
等
は
フ
イ

み
づ
か

ク
シ
ヨ
ン
（
仮
作
物
語
）
の
範
囲
内
に
属
す
べ
し
と
雖
ど
も
決
し
て

つ
く
り
も
の
が
た
り

ノ
ー
ベ
ル
と
云
ふ
を
得
ざ
る
な
り
。
（
内
田
魯
庵
）（19

）

基
本
的
な
「
小
説
」
観
・
「
文
学
」
観
は
前
節
で
見
た
も
の
と
一
貫
し
て

い
る
。
そ
し
て
小
説
は
「
人
間
」
の
「
生
活
」
や
「
運
命
」
や
「
人
情
」

を
「
写
す
」
も
の
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
基
準
に
立
っ
て
「
浮

城
物
語
」
を
否
定
す
る
筆
鋒
は
「
格
別
の
拙
作
」
（
石
橋
忍
月
）
や
「
是

れ
小
説
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
（
内
田
魯
庵
）
と
い
う
厳
し
い
も
の
に
な
っ

て
い
く
。
彼
ら
に
と
っ
て
「
小
説
」
は
「
文
学
」
で
あ
り
、「
文
学
」
は
「
美

術
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
美
術
」
な
ら
ざ
る
も
の
、
「
文
学
」
な
ら
ざ
る
も

の
、
「
小
説
」
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
間
に
明
ら
か
な
境
界
線
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

序
跋
無
効
の
今
日
に
幾
多
名
士
の
羊
頭
を
掛
け
て
売
出
し
た
る
「
浮

じ
よ
ば
つ

む

こ

う

よ
う
と
う

城
物
語
」
は
少
く
も
不
活
眼
社
会
を
驚
か
し
た
る
な
ら
ん
。
（
中
略
）

試
み
に
問
は
ん
、
龍
渓
居
士
は
小
説
の
何
た
る
を
知
る
か
。
居
士
は

曰
く
「
野
史
小
説
の
要
は
人
を
悦
ば
し
む
る
に
あ
り
」
と
。
小
説
実

や

し

に
如

斯
に
し
て
止
ま
ら
ん
に
は
、
天
下
小
説
家
た
る
事
易
々
の
み
。

か
く
の
ご
と
く

と
ゞ

角
兵
衛
獅
子
或
は
豆
蔵
の
芸
と
一
般
に
し
て
何
ぞ
文
学
界
に
重
き
を

置
く
を
得
ん
や
。
古
来
我
国
の
小
説
家
及
び
戯
曲
家
は
往
々
か
ゝ
る
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謬
見
を
抱
き
て
単
に
読
者
の
娯
楽
に
供
す
る
を
目
的
と
せ
し
為
め
毫

び
う
け
ん

も
先
人
の
区
々
た
る
域
を
脱
せ
ず
し
て
詩
の
妙
想
を
発
揮
す
る
能
は

ざ
り
き
。
（
内
田
魯
庵
）

「
小
説
」
は
「
游
戯
文
字
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
「
角
兵
衛
獅

子
」
や
「
豆
蔵
の
芸
」
の
よ
う
な
「
見
世
物
」
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
内
田
魯
庵
の
言
葉
は
、
冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
現
在
ま
で

続
く
「
美
術
」
を
「
見
世
物
」
と
切
り
離
そ
う
と
す
る
、
ま
た
そ
れ
を
自

明
と
考
え
疑
お
う
と
し
な
い
「
美
術
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
美
術
館
・

美
術
教
育
と
い
っ
た
制
度
・
視
点
と
重
な
っ
て
い
る

（20

）

。
「
小
説
」
は
、

ま
た
「
文
学
」
は
単
な
る
遊
戯
や
娯
楽
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
価
値
を

持
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
価
値
は
「
俗
人
」
で
は
な
い
、
「
活
眼
」
を
持
っ

た
限
ら
れ
た
人
間
に
し
か
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
木
下
直
之
の
言
う
と
お
り
「
美
術
」
と
「
見
世
物
」
と
の
間

に
境
界
線
を
引
く
こ
と
で
、
た
と
え
ば
ど
ち
ら
も
展
示
し
て
人
に
見
せ
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
同
じ
よ
う
に
、
あ

る
「
小
説
」
観
を
選
び
「
小
説
」
と
「
小
説
」
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
間
に

境
界
線
を
引
く
こ
と
で
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。こ

の
批
判
に
対
し
て
矢
野
龍
渓
が
反
論
し

（21

）

、
そ
れ
に
対
し
て
内
田
魯

庵
が
再
反
論
し
た

（22

）

と
こ
ろ
で
論
争
は
終
わ
る
。
そ
こ
で
は
互
い
の
異
な

る
「
小
説
」
観
の
す
れ
違
い
が
強
調
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
価
値
観
へ
の
相
互
影
響
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
。

石
橋
忍
月
や
内
田
魯
庵
の
「
文
学
」
観
に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
小
説

は
言
葉
で
あ
り
人
間
や
人
間
の
感
情
、
ま
た
人
間
が
生
き
て
い
る
世
界
を

写
し
た
り
描
き
出
し
た
り
は
し
な
い
、
と
い
う
「
小
説
」
観
で
批
判
す
る

こ
と
も
で
き
る
が

（23

）

、
本
論
で
は
ま
た
別
の
小
説
に
対
す
る
価
値
観
を
扱

う
こ
と
に
す
る
。
入
口
と
な
る
の
は
矢
野
龍
渓
の
「
小
説
」
観
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
小
説
」
と
「
小
説
」
な
ら
ざ
る
も
の
と

の
間
の
境
界
線
が
見
失
わ
せ
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

四

内
田
魯
庵
は
「
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
」
に
お
い
て
、
矢
野
龍
渓
が
単

行
本
『
浮
城
物
語
』
に
附
し
た
「
自
序
」
の
冒
頭
に
あ
る
「
野
史
小
説
の

要
は
人
を
悦
は
し
む
る
に
あ
り
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の

言
葉
自
体
は
「
居
量
狭
少
」
な
立
場
に
立
ち
さ
え
し
な
け
れ
ば
特
に
批
判

す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
続
く
「
憂
る
者
は
之
を
楽
し
ま
し

め
、
窮
す
る
者
は
之
を
達
せ
し
め
、
悶
を
遣
り
、
欝
を
洩
ら
さ
し
む
れ
は
、

読
者
乃
ち
悦
ふ
」
と
い
う
言
葉
な
ど
は
、
「
小
説
神
髄
」
の
「
小
説
の
裨

益
」
に
あ
る
「
感
情
に
投
合
し
て
も
て
人
心
を
た
の
し
ま
し
む
る
は
即
ち

美
術
家
の
務
に
し
て
我
小
説
家
の
目
的
な
り
」（24

）

と
い
う
言
葉
と
ご
く
近

い
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
小
説
を
読
ん
だ
読
者
の
よ
ろ
こ
び
方
、
た
の
し
み
方
に
も
様
々
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な
可
能
性
が
あ
り
う
る
。
石
橋
忍
月
や
内
田
魯
庵
の
「
人
間
」
や
「
人
情
」

に
拘
泥
す
る
立
場
で
さ
え
も
、
そ
こ
に
た
の
し
み
を
見
出
す
一
つ
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
述

の
と
お
り
矢
野
龍
渓
は
石
橋
忍
月
・
内
田
魯
庵
の
批
判
に
対
す
る
反
論
と

し
て
「
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
」
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

小
説
の
領
分
は
甚
だ
広
し
、
一
方
に
児
女
の
態
を
穿
つ
も
の
あ
れ
バ

た
い

う
が

一
方
に
は
偉
人
傑
士
の
心
事
を
写
し
出
す
も
の
あ
り
、
一
方
に
禽
鳥

魚
介
の
細
を
説
く
も
の
あ
れ
ば
一
方
に
は
天
地
山
川
の
大
を
説
く
も

の
あ
り
、
（
中
略
）
我
国
近
来
の
小
説
界
は
搆
思
深
邃
、
益
す

く

し
ん
す
ゐ

微
に
入
り
妙
に
入
ら
ん
と
す
。
文
運
の
進
歩
実
に
此
時
を
以
て
始
め

と
す
べ
し
。
然
る
に
惜
む
所
の
も
の
は
其
種
類
、
概
ね
人
情
も
の
に

限
る
が
如
し
。
是
に
於
て
か
世
の
知
ら
ざ
る
者
或
は
之
を
以
て
小
説

界
の
領
分
既
に
此
処
に
尽
く
と
為
し
、
（
中
略
）
広
大
無
辺
な
る
小

説
界
を
目
し
て
手
狭
な
る
菜
園
と
誤
想
し
小
説
と
さ
へ
聞
け
ば
男
女

の
情
を
写
す
に
止
り
、
快
濶
壮
大
な
る
娯
楽
を
到
底
此
界
に
望
み
難

き
者
と
す
。
遺
憾
と
云
は
ざ
る
可
け
ん
や
。（25

）

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
小
説
の
領
分
」
の
広
さ
、
「
広
大
無
辺
」
な

「
小
説
界
」
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
持
つ
大
き

な
可
能
性
を
見
据
え
た
も
の
で
あ
る
。
小
説
は
そ
の
一
つ
一
つ
が
多
種
多

様
な
広
い
情
報
を
提
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
共
に
、
そ
れ
ら
の
小
説
を

含
み
こ
む
ジ
ャ
ン
ル
総
体
が
百

科

全

書
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。

エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア

日
々
新
た
な
小
説
が
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
小
説
界
」
に
は
新
た
な

情
報
が
追
加
さ
れ
、
更
新
さ
れ
続
け
て
い
く
。

単
行
本
『
浮
城
物
語
』
に
附
さ
れ
た
跋
文
で
も
「
局
面
濶
大
、
驚
く
べ

く
、
喜
ぶ
べ
き
冒
険
の
事
業
、
坌
湧
し
て
来
る
、
其
変
転
宛
も
走
馬
燈
の

如
く
、
人
を
し
て
奇
と
呼
び
、
快
と
叫
ば
し
む
」
（
徳
富
蘇
峰
）
、
「
勇
絶
、

快
絶
、
悲
壮
絶
、
慷
慨
絶
、
一
言
す
れ
ば
偉
大
絶
の
観
を
以
て
血
肉
と
為

し
」
（
中
江
兆
民
）
、
「
一
言
以
て
之
を
評
す
れ
は
結
搆
雄
大
の
四
字
を
以

て
す
べ
し
」
（
犬
養
毅
）（26

）

と
い
う
よ
う
に
小
説
が
持
つ
ス
ケ
ー
ル
の
大

き
さ
広
さ
と
い
う
こ
と
を
価
値
基
準
と
し
て
採
用
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。

こ
れ
は
小
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
様
々
な
事
件
を
含
み
、
ま
た
日
本
の
外
の

土
地
を
舞
台
に
選
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
だ
ろ

う
が
、
中
江
兆
民
の
よ
う
に
「
作
良
立
花
両
雄
の
大
偉
業
を
全
編
の
旨
趣

と
し
軍
艦
、
大
砲
、
弾
薬
、
理
化
学
、
植
物
学
、
航
海
、
戦
争
、
捷
利
、

敗
北
、
殺
死
、
創
傷
等
の
事
抦
に
て
充
さ
れ
印
度
内
地
の
風
俗
地
理
を
挙

く
る
こ
と
極
て
密
な
り
」
と
「
浮
城
物
語
」
の
百

科

性
を
指
摘
し
た

エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
イ
ク

も
の
も
あ
る
。

こ
の
小
説
観
に
照
ら
し
て
「
浮
城
物
語
」
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
そ

こ
に
は
日
本
の
外
の
地
域
に
つ
い
て
の
、
ま
た
外
と
照
ら
し
て
開
か
れ
る

日
本
自
体
に
つ
い
て
の
新
た
な
視
野
と
い
う
よ
う
な
様
々
な
情
報
が
書
き

こ
ま
れ
て
い
る
の
が
見
え
て
く
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
情
報
は
い
わ
ゆ
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る
「
啓
蒙
」
と
い
う
こ
と
で
括
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。

最
近
、
国
民
国
家
論
や
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
と
い
う
新
た
な
視
座
の
導

入
と
共
に
従
来
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
浮
城
物
語
」

を
取
り
上
げ
た
研
究
論
文
が
増
え
て
き
て
い
る

（27

）

。
そ
こ
で
は
、
「
浮
城

物
語
」
論
争
や
こ
れ
ま
で
の
論
争
に
関
す
る
評
価
、
そ
れ
に
「
浮
城
物
語
」

自
体
に
つ
い
て
の
評
価
を
批
判
し
、
同
時
代
の
諸
言
説
の
中
で
新
た
な
位

置
づ
け
を
与
え
よ
う
と
す
る
指
向
が
あ
り
、
ま
た
「
浮
城
物
語
」
が
持
っ

て
い
た
政
治
性
が
あ
ら
た
め
て
論
じ
直
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
情
報
の

提
示
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
「
浮
城
物
語
」
が
含
む
情
報
は
政
治
的

な
啓
蒙
と
い
う
範
囲
か
ら
は
み
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

「
百

科

全

書
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
「
啓
蒙
」
と
元
々
強
い
関
係
を
結

エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア

ん
で
い
る
わ
け
で
、
そ
の
点
で
は
用
法
と
し
て
不
適
切
か
も
し
れ
な
い
の

だ
が
、
こ
こ
で
い
う
「
百
科
」
と
は
正
し
く
有
用
な
人
々
に
知
ら
せ
る
べ

き
情
報
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
小
説

は
、
嘘
の
情
報
、
誤
っ
た
情
報
を
時
に
含
み
こ
ん
で
い
る
も
の
だ
し
、
誤

っ
て
い
な
い
と
し
て
も
有
用
と
は
見
な
さ
れ
な
い
情
報
も
提
示
で
き
る

（
ま
た
は
し
て
し
ま
う
）
。
逆
に
架

空
の
知
識
・
無
用
の
知
識
が
、
実

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

際
の
知
識
・
有
用
な
知
識
と
共
存
し
時
に
拮
抗
す
る
こ
と
を
小
説
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
と
見
な
す
小
説
観
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
浮
城
物
語
」
「
第
十
回

大
演
習
」
「
第
十
一
回

新
発

明
」
で
は
各
分
野
の
専
門
家
達
が
作
り
出
し
た
様
々
な
新
兵
器
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
当
時
の
科
学
・
工
学
の
知
識
に
基
づ
い
て
い
る

も
の
の
、
未
だ
現
実
に
は
存
在
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
情
報
も
多
く
含

ま
れ
て
い
る
。

其
次
に
ハ
機
械
兼
電
気
専
務
梨
山
氏
の
受
持
に
係
る
電
気
の
試
験
あ

き

か

い

け
ん

で

ん

き

せ

ん

む

り
。
此
の
試
験
は

甚

た
異
様
な
り
。
別
に
見
る
へ
き
も
の
な
し
。
只

は
な
は

ゐ

よ

う

だ
五
週
間
「
ダ
イ
ナ
モ
ー
」
を
以
て
作
り
に
作
り
出
せ
る
電
気
を
一

で

ん

き

種
の
貯
蓄
函
に
盛
れ
る
も
の
幾
十
個
と
な
く
山
積
す
る
を
見
る
の
み
、

ち
よ
ち
く
か
ん

も

其
法
秘
し
て
人
に
示
さ
す
と
雖
も
函
は
蓋
し
彼
の
レ
ー
デ
ン
瓶
の
類

ひ

は
こ

る
い

に
し
て
多
力
且
つ
安
全
の
も
の
な
る
へ
し
、
両
先
生
其
の
函
数
を

改
あ
ら
た

め
見
た
り
。
夫
れ
よ
り
電
気
階
子
及
ひ
電
気
棒
の
試
験
あ
り
、
余
は

は

し

ご

生
来
始
て
斯
の
如
く
奇
異
な
る
者
を
見
た
り

か
く

き

ゐ

本
船
よ
り
小
舟
に
昇

降
す
る
階
子
（
船
の
左
右
に
各
ゝ
一
箇
つ
ゝ
あ

あ
が
り
お
り

は

し

ご

る
も
の
）
に
施
し
用
ふ
る
新
工
夫
の
電
気
試
験
を
行
へ
り
、
其
法
は

階
子
の
最
下
級
踏
段
と
其
の
上
の
一
二
段
と
に
電
気
線
を
通
し
、（
法

は

し

ご

い
ち
ば
ん
し
た
の
ふ
み
だ
ん

つ
う

を
用
ひ
て
電
気
の
迸
散
を
防
き
）
人
の
来
た
り

触

る
ゝ
者
あ
れ
は
忽

は

し

る

さ
は
る

ち
之
れ
に
伝
感
卒
倒
せ
し
む
る
を
目
的
と
す
、
而
し
て
階
子
の
電
気

か

ん

じ

そ
つ
と
う

は

し

ご

線
は

遙

に
甲
板
上
の
電
気
儲
蓄
函
に
通
す
、
此
函
に
、
螺
釘
あ
り
。

は
る
か

ち
よ
ち
く
か
ん

ね

じ

其
の
捻
し
方
た
次
第
に
て
或
は
階
子
に
電
気
を
通
し
或
は
之
を
止
む

ね

つ
う

へ
し
。
（
中
略
）
先
つ
階
子
の
電
気
を
止
め
彼
等
を
し
て
緩
歩
し
て

か

れ

ら

短

艇
に
下
ら
し
む
。
嘗
て
異
状
あ
る
こ
と
な
し
、
依
て
電
気
を
通
し
、

バ
ツ
テ
イ
ラ

彼
等
を
し
て
再
ひ
短
艇
よ
り
上
り
来
ら
し
む
、
第
一
に
上
り
来
る
者

か

れ

ら

「
ア
ツ
」
と
叫
ひ
滾

転
し
て
海
中
に
投
す
。（28

）

こ
ろ
く
こ
ろ
ぶ
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こ
の
箇
所
は
当
時
現
実
に
は
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の

叙
述
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
電
気
に
つ
い
て
は
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン

ク
リ
ン
の
雷
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
共
に
啓
蒙
的
な
科
学
書
に
よ
っ
て
紹
介
さ

れ
て
い
た
し
、
最
新
の
科
学
技
術
と
し
て
電
気
の
人
工
的
な
作
り
方
や
電

気
を
蓄
え
て
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
当
時
に
お
い
て
は
既
に
知
ら

れ
た
知
識
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
電
気
に
つ
い
て
あ
ま
り

詳
し
く
な
い
人
々
に
対
し
て
の
啓
蒙
と
い
う
目
的
を
持
っ
た
記
述
で
あ
る

（29

）

、
と
ひ
と
ま
ず
は
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
敵
か
ら
船
を
守
る
た
め

の
「
新
兵
器
」
と
し
て
実
用
化
す
る
と
い
う
叙
述
は
啓
蒙
と
い
う
こ
と
か

ら
は
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
電
気
の
持
つ
可
能
性
を
展
開
す
る
こ
と
で
得

ら
れ
る
記
述
で
は
あ
る
が
、
世
界
に
関
す
る
知
識
と
し
て
は
今
の
と
こ
ろ

有
効
で
は
な
い
し
、
た
と
え
ば
「
法
を
用
ひ
て
電
気
の
迸
散
を
防
き
」
と

は

し

る

い
う
曖
昧
な
記
述
は
、
不
正
確
な
知
識
を
与
え
て
い
る
と
す
ら
言
え
る
。

さ
ら
に
ジ
ャ
ワ
島
の
珍
し
い
植
物
に
つ
い
て
の
以
下
の
よ
う
な
記
述
は

当
時
に
お
い
て
は
誤
り
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
ず
し
も
有

用
な
知
識
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

松
本
氏
、
彼
者
に
問
ふ
「
三
人
の
憩
ひ
し
大
樹
の
葉
は
如
何
な
る
形

い
こ

な
り
し
ぞ
」
「
遠
方
の
事
ゆ
へ
詳
か
に
分
り
申
さ
ず
」
「
然
ら
は
木
の

恰
好
は
如
何
ん
」
「
日
本
の
楠
に
似
た
り
」
松
本
氏
膝
を
拍
て
曰
く

か
つ
こ
う

「
解
し
得
た
り

く
、
是
れ
必
す
ウ
ー
バ
ス
樹
の
毒
気
に
触
れ
た
る

わ

か

つ

た

も
の
な
り
、
是
の
有
名
な
る
毒
木
は
ジ
ヤ
バ
火
山
の
特
産
に
属
す
る

者
に
て
、
此
樹
下
に
憩
ふ
動
物
は
或
は
死
し
或
は
悶
絶
す
。
樹
上
を

翔
る
の
禽
鳥
亦
地
に
墜
つ
と
云
ふ
。
三
君
と
も
に
植
物
学
に
明
な
ら

さ
る
か
故
に
此
奇
禍
を
得
た
り
」
先
生
容
色
忽
ち
釈
然
と
し
て
曰
く

わ
ざ
わ
い

か
ほ
い
ろ

「
然
り

く
、
吾
全
く
彼
の
毒
樹
の
事
を
忘
れ
居
た
り
、
火
山
の
穴

中
な
る
毒
瓦
斯
を
地
中
よ
り
伝
て
樹
根
に
吸
入
し
樹
身
枝
葉
に
毒
気

ど
く

が

す

を
充
満
せ
し
め
、
又
其
毒
を
空
気
中
に
吹
出
て
動
物
を
斃
す
、
地
誌

た
を

中
に
於
て
（
ア
ン
チ
ア
リ
ス
、
ト
キ
シ
カ
リ
ヤ
）
の
羅
甸
名
を
附
す

ら

て

ん

る
も
の
な
る
へ
し
」
「
然
り
、
此
の
毒
樹
に
は
本
来
特
種
の
毒
液
あ
る

ど
く
し
る

に
は
あ
ら
ね
と
も
火
山
の
毒
瓦
斯
を
吸
入
す
る
に
因
る
な
り
。
速
に

解
毒
剤
を
用
ゆ
へ
し
」
と
。
余
は
此
時
始
て
彼
の
植
物
先
生
か
亦
た

げ

ど

く

ざ

い

大
に
人
生
に
入
用
あ
る
に
感
服
せ
り
。（30

）

か
ん
ぷ
く

こ
の
前
の
と
こ
ろ
で
は
、
生
物
学
担
当
の
松
本
が
戦
場
に
お
い
て
も
珍

し
い
動
植
物
の
採
集
に
夢
中
に
な
り
全
く
役
に
立
た
な
い
様
子
が
描
か
れ

て
お
り
、
そ
れ
に
対
比
し
て
こ
こ
の
記
述
で
は
最
後
に
あ
る
よ
う
に
一
見

「
入
用
」
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
生
物
学
の
重
要
性
を
啓
蒙
し
て
い
る

箇
所
と
し
て
読
め
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
開
陳
さ
れ
て
い
る
知
識
は
お
そ
ら

く
当
時
の
日
本
に
お
い
て
は
無
用
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
実
際
に
ジ

ャ
ワ
島
に
出
か
け
た
際
に
楠
の
木
に
似
た
木
を
見
つ
け
た
ら
毒
気
に
あ
た

ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る
こ
と
を
人
々
に
警
告
し
た
、
と
と
れ
な
い
こ

と
も
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
迂
遠
な
知
識
で
あ
る

（31

）

。
し
か
し
、
こ
の
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よ
う
な
無
用
と
も
思
え
る
情
報
が
小
説
の
面
白
さ
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
小
説
に
お
い
て
は
世
界
に
つ
い
て
の
架
空
の
情
報
が
語
ら

れ
も
す
る
し
、
「
浮
城
物
語
」
を
日
本
の
Ｓ
Ｆ
の
始
祖
と
す
る
評
価
が
以

前
か
ら
あ
る
よ
う
に

（32

）

、
現
実
と
大
な
り
小
な
り
離
れ
た
架
空
の
世
界
に

つ
い
て
の
情
報
さ
え
も
語
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
立
場
か
ら
「
浮
城
物
語
」
論
争
を
見
直
す
と
、
石
橋
忍

月
・
内
田
魯
庵
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
た
の
は
多
様
な
情
報
を
読
者
に

伝
え
る
、
小
説
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
可
能
性
だ
っ
た
こ

と
に
な
る
。

五

石
橋
忍
月
・
内
田
魯
庵
が
自
ら
の
小
説
観
を
基
準
に
高
く
評
価
し
た
幸

田
露
伴
の
小
説
も
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
側
面
を
当
然
持
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
本
論
の
初
め
に
引
用
し
た
「
辻
浄
瑠
璃
」
の
冒
頭
部

分
は
、
小
説
家
で
あ
る
語
り
手
が
「
街
頭
の
状
態
」
を
見
る
こ
と
で
「
少

ま

ち

や

う

す

し
は
益
も
あ
る
」
の
で
は
な
い
か
、
と
出
か
け
た
際
に
目
に
し
た
も
の
の

一
部
で
あ
る
。
「
音
楽
学
校
」
を
通
り
過
ぎ
た
後
で
は
、
言
葉
の
通
り
東

京
の
「
街
頭
の
状
態
」
、
現
代
の
風
俗
の
描
写
が
続
く
。
さ
ら
に
、
た
ま

ま

ち

や

う

す

た
ま
出
会
っ
た
叫
雲
老
人
の
語
る
話
の
中
で
は
、
江
戸
で
辻
浄
瑠
璃
語
り

と
し
て
暮
ら
す
主
人
公
虎
吉
の
側
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
幕
末
の
江
戸
の

「
見
世
も
の
」
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
小
説
の
冒
頭
で
語

ら
れ
て
い
る
「
美
術
学
校
」「
音
楽
学
校
」
、
さ
ら
に
「
動
物
園
」
や
「
仏
」

と
対
比
的
な
位
置
に
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
が
か
つ
て
は
「
見
世

も
の
」
と
近
い
場
所
に
あ
っ
た
、
ま
た
は
「
見
世
も
の
」
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
、
ま
た
「
芸
術
」
や
「
科
学
」
と
し
て
の
新
し
い
価
値
を
与
え

ら
れ
な
が
ら
も
未
だ
人
に
「
見
世
」
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
成
り
立
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る

（33

）

。

も
ち
ろ
ん
、
「
見
世
も
の
」
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
の

面
白
さ
も
あ
る
。

一
に
板
額
二
に

巴

三
に
さ
ら
し
な
勇
婦
伝
、
で
ろ
ん

く
と

は
ん
が
く

と
も
ゑ

ゆ

う

ふ

で

ん

錫
杖

の

頭

を
ふ
り
な
が
ら
葦
簀
張
り
の
中
で
祭
文
語
り
の
唸
る

し
や
く
ぢ
や
う

か
し
ら

よ
し
ず

ば

さ
い
も
ん
が
た

を
、
其
隣
り
で
は
打
消
す
や
う
な
大
声
で
、
是
は
奥
州
岩
鷲
山
の
麓

と
な

お
ほ
ご
ゑ

あ
う
し
う
い
は
わ
し
や
ま

の
大
蛇
取
り
の
娘
、
親
の
因
果
が
子
に
報
い
七
歳
八
歳
か
ら
長
虫
を

う
は
ゞ
み

と

な
ゝ
つ

や
つ

な
が
む
し

玩
弄
に
す
る
が
癖
で
と
蛇
遣
ひ
の

口
上

騒
が
し
く
、
其
他
足
芸
や
ら

お
も
ち
や

へ
び
つ
か

こ
う
じ
や
う

そ
の
ほ
か
あ
し
げ
い

血
塊

や
ら
賎
し
き
怪
し
き
見
世
も
の

立
並

て
、
夫
相
応
の
客
を
引

け
つ
く
わ
い

い
や

あ
や

た
ち
な
ら
び

そ
れ

く
間
に
は
稲
荷
鮨
の
黒
み
た
る
を
売
る
屋
台
店
、
切
餅
を
片
傍
に
積

い

な

り

ず
し

や

た

い

み
せ

き
り
も
ち

か
た
わ
き

み
て
烙
盤
の
上
に
土
瓶
敷
ほ
ど
の
大
福
を
食
嵩
で
あ
り
と
示
し
顔
に

や
き
ば
ん

ど

び

ん

し

き

だ
い
ふ
く

く

ひ

で

が
ほ

列
べ
た
る
店
、
唐
黍
団
子
、
は
じ
け
豆
、
お
化
の
飛
出
す
吹
矢
、
皆

な
ら

も
ろ
こ
し
だ
ん
ご

ば
け

折
助
守
り
児
な
ど
碌
で
な
い
も
の
達
が
栄
耀
に
備
は
る
久
保
町
の
原

を
り
す
け

も

こ

ろ
く

え

え

う

の
尽
頭
に
、
破
れ
三
味
線
抱
へ
て
其
の
節
悲
し
く
、
あ
の
二
階
で
弾

は

づ

れ

ざ

み

せ

ん

か
ゝ

ふ
し

ひ

く
三
味
線
は
何
時
ぞ
や
主
が
居
続
け
に
と
、
何
や
ら
余
所
の
身
の
上

さ

み

せ

ん

い

つ

ぬ
し

ど
う

よ

そ
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を
歌
ふ
ら
し
う
も
な
く
哀
れ
げ
に
声
絞
る
中

婆
あ
り
、
夫
よ
り
ず

し
ぼ

ち
ゆ
う
ば
ゞ
あ

そ
れ

つ
と
離
れ
て
山
庄
太
夫
の
覗

機

関
の
傍
で
、
す
つ
き
り
と
突
立
な
が

さ
ん
し
や
う
だ
い
ふ

の
ぞ
き
か
ら
く
り

そ
ば

つ
つ
た
ち

ら
小
さ
き
書
を
も
ち
、
春
は
花
咲
く
青
山
辺
で
と
鈴
木
主
水
が
浮

話

ち
い

ほ
ん

あ
お
や
ま
へ
ん

す

ゞ

き

も

ん

ど

う
か
れ
ば
な

し
を
読
売
り
に
す
る
男
、
編
笠
に
顔
は
知
れ
ね
ど
鼻
の
高
い
丈
は
見

あ
み
が
さ

だ
け

ゆ
る
事
可
笑
く
、
是
も
粋
の
と
ゞ
の
詰
り
芸
が
身
を
助
く
る
不

幸

者

お

か

し

こ
れ

す
ゐ

つ
ま

ふ
し
あ
は
せ
も
の

な
る
べ
し
と
、
万
人
評
し
て
通
る
道
の

遙

末
に
、
蓆
一
枚
布
い
て
殊

は
る
か

ご
ざ

し

勝
ら
し
く
其
上
に
危
坐
り
、
垢
づ
き
破
れ
て
地
の
色
見
え
ず
泥
と
汗

か
し
こ
ま

ぢ

に
染
つ
た
る
浴
衣
一
つ
衣
て
、
流
石
に
恥
は
忘
れ
ぬ
か

面

を
隠
す

そ
ま

ゆ

か

た

き

さ

す

が

お
も
て

浅
黄
手
拭
、
芳
原
冠
り
も
気
の
毒
な
姿
な
り
。（34

）

あ

さ

ぎ

て
ぬ
ぐ
ひ

か
ぶ

最
後
に
登
場
す
る
「
気
の
毒
な
姿
」
が
自
分
が
身
代
を
失
う
理
由
と
な

っ
た
辻
浄
瑠
璃
で
活
計
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
虎
吉
な
の
だ
が
、
そ
の
前

の
箇
所
で
は
延
々
と
「
見
世
も
の
」
と
そ
こ
の
回
り
に
集
ま
る
江
戸
の
下

層
の
人
々
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
と
さ
ら
長
い
引
用
を
し
た
の
は
、

ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
す
れ
ば
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
こ
の
「
見
世
も
の
」
の

描
写
は
必
ず
し
も
こ
こ
ま
で
過
剰
に
長
く
あ
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
自
体

と
し
て
情
報
と
し
て
際
だ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
描
写
は
当
時
に
お
い
て
新
し
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
幸

田
露
伴
に
独
特
な
も
の
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
逆
に
、
情
報
の
提
示
と

い
う
こ
と
が
「
浮
城
物
語
」
に
も
「
辻
浄
瑠
璃
」
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ

る
、
そ
し
て
そ
れ
は
他
の
多
く
の
小
説
に
も
見
ら
れ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も

見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

石
橋
忍
月
や
内
田
魯
庵
も
自
ら
小
説
を
書
い
て
い
る
が
、
彼
ら
の
小
説

も
当
然
「
社
会
」
「
世
態
風
俗
」
に
関
す
る
情
報
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。

内
田
魯
庵
な
ど
は
ま
さ
に
「
社
会
百
面
相
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
小
説
を

書
き

（35

）

、
そ
れ
は
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
日
本
の
様

々
な
職
業
・
階
層
の
「
百
科
」
と
い
う
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
あ
ら
た
め

て
彼
ら
の
「
小
説
」
観
の
基
底
に
あ
る
「
小
説
神
髄
」
の
「
小
説
の
主
脳

は
人
情
な
り
」
に
戻
る
と
、
実
は
そ
の
後
に
続
く
の
は
「
世
態
風
俗
こ
れ

に
次
ぐ
」
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
。
石
橋
忍
月
は
、
た
と
え
ば
二
節
の
引
用

（
「
浮
雲
の
褒
貶
」
）
に
あ
る
よ
う
に
「
世
態
風
俗
」
を
狭
く
「
人
情
」（
性

格
、

キ
ア
レ
ク
テ
ル

意

想
）
を
中
心
に
し
た
そ
れ
に
関
わ
る
「
社
会
」
の
変
遷
と
し
て
と
ら
え

ア
イ
デ
ー
ヤ

て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
も
矢
野
龍
渓
と
は
す
れ
違
っ
て
い
る
。
実

際
の
小
説
は
「
人
情
」
と
は
お
よ
そ
無
縁
の
よ
う
な
様
々
な
情
報
が
な
け

れ
ば
書
き
得
な
い
。
そ
の
点
に
限
っ
て
言
え
ば
、
様
々
な
情
報
を
含
み
こ

ん
で
い
る
他
の
小
説
以
外
の
言
語
表
現
と
の
間
に
大
き
な
差
異
は
見
出
せ

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
の
価
値
観
・
「
小
説
」
観
に
立
て
ば
大
き
な

差
異
が
あ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
そ
れ
ら
を
無
視
し
て
い
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
が
、
情
報
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
、
読
む
こ
と
が
持
つ
楽
し

み
の
う
ち
の
大
き
な
側
面
で
あ
る
こ
と
は
見
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

引
用
に
際
し
て
旧
字
を
新
字
に
あ
ら
た
め
た
。
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注（
１
）

『
国
会
』
一
八
九
一
年
二
月
一
日
～
二
十
六
日
。
引
用
は
『
露
伴
全
集
』

第
五
巻
（
岩
波
書
店
、
一
八
五
一
年
三
月
）
に
よ
る
。

（
２
）

こ
の
二
つ
の
学
校
は
そ
れ
ぞ
れ
現
在
の
東
京
芸
術
大
学
の
美
術
学
部
と
音

、
、

楽
学
部
と
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）

北
澤
憲
昭
『
眼
の
神
殿

―
「
美
術
」
受
容
史
ノ
ー
ト
』
美
術
出
版
社
、

一
九
八
九
年
九
月
、
『
境
界
の
美
術
史
―
「
美
術
」
形
成
史
ノ
ー
ト
』
ブ
リ

ュ
ケ
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
。

（
４
）

木
下
直
之
『
美
術
と
い
う
見
世
物
』
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
六
月
→
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
九
年
六
月
、
『
ハ
リ
ボ
テ
の
町
』
朝
日
新
聞
社
、
一

九
九
六
年
一
月
。

（
５
）

佐
藤
道
信
『
〈
日
本
美
術
〉
誕
生

近
代
日
本
の
「
こ
と
ば
」
と
戦
略
』
講

談
社
選
書
メ
チ
エ
、
一
九
九
六
年
十
二
月
、
『
明
治
国
家
と
近
代
美
術
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
四
月
。

（
６
）

中
村
興
二
・
岸
文
和
編
、
二
〇
〇
一
年
三
月
、
世
界
思
想
社
。

（
７
）

「
露
伴
子
の
『
風
流
仏
』
」
『
女
学
雑
誌
』
一
八
三
号
、
一
八
八
九
年
十
月

十
九
日
。
署
名
は
「
其
川
子
」
。
引
用
は
『
内
田
魯
庵
全
集
』
第
一
巻
（
ゆ

ま
に
書
房
、
一
九
八
四
年
一
月
）
に
よ
る
。

（
８
）

「
報
知
異
聞
」
の
タ
イ
ト
ル
で
『
郵
便
報
知
新
聞
』
一
八
九
〇
年
一
月
十

六
日
～
三
月
十
九
日
に
連
載
。
単
行
本
『

浮
城
物
語
』.

の
刊
行
は
報
知

報
知

異
聞

社
、
同
年
四
月
。

（
９
）

吉
岡
書
籍
店
、
一
八
八
九
年
九
月
。
引
用
は
『
露
伴
全
集
』
第
一
巻
（
岩

波
書
店
、
一
九
五
二
年
十
月
）
に
よ
る
。

（

）

『
国
民
之
友
』
九
十
一
号
附
録
、
一
八
九
〇
年
八
月
。

10
（

）

『
国
会
』
一
八
九
一
年
十
一
月
七
日
～
九
二
年
三
月
十
八
日
、
四
月
十
二

11

日
～
十
九
日
。

（

）

「
新
著
百
種
第
五
号
風
流
仏
」
『
国
民
之
友
』
六
十
五
号
、
一
八
八
九
年
十

12

月
十
二
日
。
署
名
は
「
肉
食
頭
陀
」
。
引
用
は
『
露
伴
全
集
附
録
』
（
岩
波
書

店
、
一
九
七
九
年
八
月
）
に
よ
る
。

（

）

「
露
伴
子
の
『
風
流
仏
』
」
（
前
出
）
。

13
（

）

最
初
の
評
論
と
し
て
石
橋
忍
月
は
「
妹
と
脊
鏡
を
読
む
」
を
『
女
学
雑
誌
』

14

の
四
十
七
～
四
十
九
号
（
一
八
八
七
年
一
月
十
五
～
二
十
九
日
）
に
、
内
田

魯
庵
は
「
山
田
美
妙
大
人
の
小
説
」
（
署
名
は
「
不
知
菴
主
人
」
）
を
一
三
二

号
（
一
八
八
八
年
十
月
二
十
一
日
）
に
発
表
し
て
い
る
。

（

）

「
浮
雲
の
褒
貶
」
『
女
学
雑
誌
』
七
十
四
・
七
十
六
・
七
十
九
・
八
十
号
、

15

一
八
八
七
年
九
月
三
日
・
十
七
日
・
十
月
八
日
・
同
十
五
日
。
引
用
は
『
明

治
文
学
全
集

山
田
美
妙

石
橋
忍
月

高
瀬
文
淵
集
』
（
筑
摩
書
房
、

23

一
九
七
一
年
八
月
）
に
よ
る
。

（

）

「
小
説
は
游
戯
文
字
に
あ
ら
ず
」
『
女
学
雑
誌
』
一
九
三
号
（
一
八
八
九
年

16

十
二
月
二
十
五
日
）
。
署
名
は
「
蘿
主
人
」
。
引
用
は
『
内
田
魯
庵
全
集
』
第

一
巻
に
よ
る
。

（

）

「
小
説
神
髄
」
第
二
冊
、
松
月
堂
、
一
八
八
五
年
九
月
。
引
用
は
『
名
著

17

復
刻
全
集
近
代
文
学
館

小
説
神
髄
』
（
日
本
近
代
文
学
館
、
一
九
六
八
年

十
二
月
）
に
よ
る
。
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（

）

「
報
知
異
聞
（
矢
野
龍
渓
氏
著
）
」
『
国
民
之
友
』
七
十
八
号
、
一
八
九
〇

18

年
四
月
三
日
。
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集

矢
野
龍
渓
集
』（
筑
摩
書
房
、

15

一
九
七
〇
年
）
に
よ
る
。

（

）

「
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
」
『
国
民
新
聞
』
一
八
九
〇
年
五
月
八
日
、
十
六

19

日
、
二
十
三
日
。
署
名
は
「
不
知
庵
主
人
」
。
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集
15

矢
野
龍
渓
集
』
に
よ
る
。
こ
の
次
の
長
い
引
用
も
同
様
。

（

）

木
下
直
之
『
美
術
と
い
う
見
世
物
』
（
前
出
）
。

20
（

）

「
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
」
『
郵
便
報
知
新
聞
』
一
八
九
〇
年
六
月
二
十
八

21

日
～
七
月
一
日
。
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集

矢
野
龍
渓
集
』
に
よ
る
。

15

（

）

「
龍
渓
居
士
に
質
す
」『
国
民
新
聞
』
一
八
九
〇
年
七
月
十
五
日
・
十
六
日
。

22

署
名
は
「
不
知
庵
主
人
」
。

（

）

拙
論
「
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
悪
意

―
現
実
と
小
説
の
（
無
）
関
係

―
」（
『
近

23

畿
大
学
日
本
語
・
日
本
文
学
』
四
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）
を
参
照
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

（

）

「
小
説
神
髄
」
第
三
冊

松
月
堂
、
一
八
八
五
年
九
月
。
引
用
は
『
名
著

24

復
刻
全
集
近
代
文
学
館

小
説
神
髄
』
に
よ
る
。

（

）

引
用
は
『
明
治
文
学
全
集

矢
野
龍
渓
集
』
（
前
出
）
に
よ
る
。

25

15

（

）

す
べ
て
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集

矢
野
龍
渓
集
』
（
前
出
）
に
よ
る
。

26

15

次
の
中
江
兆
民
の
引
用
も
同
様
。

（

）

山
田
俊
治
「
矢
野
龍
渓
『
浮
城
物
語
』
」
『
国
文
学
』
三
九
巻
七
号
・
一
九

27

九
四
年
六
月
、
山
口
信
行
「
『
浮
城
物
語
』
試
論
」
『
語
学
と
文
学
』
三
四
号

・
一
九
九
八
年
六
月
、
表
世
晩
「
『
浮
城
物
語
』
の
国
家
意
識

―
西
南
戦

争
と
上
井
清
太
郎
の
「
常
情
」
を
中
心
に

―
」
『
国
文
論
叢
』
二
九
号
・

二
〇
〇
〇
年
三
月
、
表
世
晩
「
明
治
二
十
年
代
の
「
南
進
」
論
を
越
え
て

―
矢
野
龍
渓
『
浮
城
物
語
』
の
国
際
感
覚
」
『
国
文
論
叢
』
三
十
号
・
二

〇
〇
一
年
三
月
、
高
橋
修
「
冒
険
小
説
の
政
治
学

―
『
報
知
異
聞
浮
城
物

語
』
の
世
界
像
」
『
岩
波
講
座
文
学

政
治
へ
の
挑
戦
』
二
〇
〇
三
年
十

10

月
。

（

）

引
用
は
『
明
治
文
学
全
集

矢
野
龍
渓
集
』
（
前
出
）
に
よ
る
。

28

15

（

）

「
浮
城
物
語
」
の
啓
蒙
性
は
、
漢
語
に
直
接
の
音
で
は
な
く
そ
の
語
に
意

29

味
の
近
い
日
常
的
で
よ
り
わ
か
り
や
す
い
他
の
言
葉
を
付
け
る
こ
の
当
時
し

ば
し
ば
見
ら
れ
る
ル
ビ
の
用
法
に
も
現
れ
て
い
る
。

（

）

「
第
五
十
七
回

鎮
台
、
三
路
に
大
兵
を
出
た
す
」
よ
り
。
引
用
は
『
明

30

治
文
学
全
集

矢
野
龍
渓
集
』
（
前
出
）
に
よ
る
。

15

（

）

な
お
ウ
パ
ス
（
学
名
ア
ン
チ
ア
リ
ス
・
ト
キ
シ
カ
リ
ア
）
は
樹
液
を
矢
毒

31

と
し
て
使
う
こ
と
で
有
名
な
樹
木
で
あ
る
が
（
『
朝
日
百
科

世
界
の
植
物

７
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
十
月
）
、
火
山
の
毒
ガ
ス
を
根
か
ら
吸
収

し
空
気
中
に
吹
き
出
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

（

）

横
田
順
彌
「
日
本
Ｓ
Ｆ
こ
て
ん
古
典

第
五
回

日
本
か
く
戦
え
り
！
」（
『
Ｓ

32

Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
』
一
九
七
三
年
六
月
号
、
単
行
本
は
『
日
本
Ｓ
Ｆ
こ
て
ん
古
典

１
』
早
川
書
房
、
一
九
八
〇
年
五
月
→
集
英
社
文
庫
、
一
九
八
四
年
八
月
）
、

越
智
治
雄
「
「
浮
城
物
語
」
か
ら
「
海
底
軍
艦
」
ま
で
」
（
『
国
文
学
』
一
九

七
五
年
三
月
臨
時
増
刊
号
）
な
ど
。

（

）

た
と
え
ば
現
在
で
も
動
物
園
は
、
動
物
に
関
し
て
の
正
し
い
知
識
を
与
え

33
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る
場
所
と
い
う
科
学
の
側
か
ら
の
位
置
づ
け
と
、
「
行
楽
」
の
た
め
の
場
所

と
い
う
「
見
せ
物
（
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
）
」（
動
物
に
よ
る
芸
す
ら
行
な
わ
れ
る
）

と
し
て
の
位
置
づ
け
を
同
時
に
与
え
ら
れ
て
い
る
（
渡
辺
守
雄
ほ
か
『
動
物

園
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
）
。

（

）

引
用
は
『
露
伴
全
集
』
第
五
巻
（
前
出
）
に
よ
る
。

34
（

）

博
文
館
、
一
九
〇
二
年
六
月
。

35


