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は
じ
め
に
 
 

明
治
三
十
年
代
に
主
に
『
讃
膏
新
聞
』
を
そ
の
舞
台
と
し
て
一
世
を
風
靡
し
た
女
学
生
小
説
は
、
明
治
の
女
性
を
二
極
化
し
て
描
 
 

き
出
し
た
。
西
洋
式
の
教
育
と
文
化
、
価
値
観
に
属
す
る
女
性
と
、
伝
統
的
な
教
育
と
文
化
、
価
値
観
に
属
す
る
女
性
で
あ
る
。
都
 
 

市
の
女
学
生
は
前
者
の
典
型
と
し
て
、
華
や
か
な
が
ら
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
表
象
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
女
性
像
が
、
一
つ
の
新
し
い
 
 

パ
タ
ー
ン
を
作
り
上
げ
る
の
が
、
小
栗
風
葉
の
青
春
』
と
い
う
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
薮
の
整
や
『
紺
暖
簾
』
と
い
っ
 
 

た
そ
れ
ま
で
の
作
品
の
中
で
も
、
派
手
で
積
極
的
な
女
学
生
と
、
お
と
な
し
く
控
え
め
な
女
性
と
の
対
比
は
な
さ
れ
て
き
た
が
、
作
 
 

中
の
女
学
生
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
存
在
を
ポ
ジ
テ
ィ
プ
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
周
囲
の
反
応
も
同
様
で
、
い
ず
れ
 
 

の
場
合
も
、
男
性
が
理
想
と
し
、
伴
侶
に
選
ぶ
の
は
後
者
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
『
青
憂
に
お
い
て
は
、
こ
の
図
式
に
変
化
が
起
 
 

こ
っ
て
い
る
。
主
人
公
関
欽
哉
は
、
お
と
な
し
く
従
順
で
あ
る
田
舎
の
い
い
な
づ
け
、
お
房
を
捨
て
て
、
都
会
の
女
学
生
、
小
野
繁
 
 

｛
1
〕
 
 

を
選
ぶ
の
だ
。
こ
の
作
品
の
結
末
は
女
学
生
に
と
っ
て
幸
福
な
も
の
と
は
言
い
難
い
が
、
欽
哉
に
と
っ
て
、
二
人
の
女
性
が
そ
れ
ぞ
 
 

れ
「
伝
統
」
と
「
文
明
」
の
象
徴
で
あ
る
、
と
い
う
点
は
注
目
に
催
す
る
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
の
両
者
の
遠
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
 
1
2
9
 
 
 

明
治
束
京
の
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見
舞
い
に
持
っ
て
き
た
菓
子
の
適
い
で
あ
る
。
欽
械
の
母
と
お
房
は
、
性
情
名
物
の
玉
限
を
持
っ
て
く
る
。
名
代
の
菓
子
と
は
い
い
 
 

な
が
ら
、
そ
れ
は
欽
哉
に
と
っ
て
は
「
昧
は
哺
甘
く
、
何
の
事
は
鰊
い
、
f
q
砂
糖
を
小
く
聞
く
し
た
や
う
な
物
」
で
あ
る
。
∵
ガ
で
 
 

繁
が
持
参
し
た
の
は
、
「
構
文
字
を
刷
っ
た
恨
漆
引
の
畔
か
な
ペ
エ
バ
ア
」
に
包
ま
れ
た
、
「
エ
ン
ゼ
ル
ス
フ
ウ
ト
」
と
い
う
西
澤
塵
 
 

子
な
の
だ
。
欽
栽
は
西
洋
菓
子
＝
「
文
明
」
に
属
す
る
繁
を
選
び
、
お
房
と
の
結
婚
を
拒
否
す
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
を
、
愛
の
な
 
 

い
義
理
資
の
結
婚
は
個
性
の
発
達
し
な
い
劣
等
人
種
に
行
わ
れ
る
準
で
あ
り
、
H
分
は
そ
れ
に
我
慢
が
な
ら
な
い
と
、
あ
く
ま
で
も
 
 

「
文
明
」
を
盾
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
 
 
 

本
稿
で
は
、
明
治
後
期
の
文
学
の
中
に
見
ら
れ
る
女
性
表
象
の
中
の
、
「
栢
命
の
女
」
に
弟
〓
し
て
み
た
い
。
日
本
文
学
に
お
け
 
 

る
「
宿
命
の
女
」
像
は
、
「
文
明
」
と
「
伝
統
」
 
へ
一
一
極
化
し
て
い
く
女
性
衣
象
の
、
一
つ
の
特
徴
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
 
 

る
。
 
 

ソ．  

十
九
世
紀
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
界
で
隆
盛
し
た
〝
訂
m
m
e
許
t
巴
e
″
、
「
柿
命
の
女
」
と
い
う
女
性
像
は
、
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
 
 

の
「
つ
れ
な
き
美
女
」
二
八
．
九
牢
）
な
ど
を
そ
の
原
点
と
し
、
世
紀
末
に
向
か
っ
て
柁
開
い
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
封
性
を
 
 

誘
惑
し
、
魅
了
し
、
破
滅
へ
と
樽
く
彼
女
た
ち
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
や
象
徴
派
の
絵
画
や
赫
の
主
題
に
好
ん
で
収
り
上
げ
ら
れ
た
。
 
 

文
学
の
世
界
に
お
い
て
も
、
多
く
の
作
家
た
ち
が
、
神
前
や
伝
脱
の
女
牲
た
ち
を
読
み
終
え
る
．
方
、
カ
ル
メ
ン
や
ナ
ナ
の
よ
う
な
 
 

新
し
い
ヒ
ロ
イ
ン
も
生
み
出
し
た
。
彼
女
た
ち
は
「
悪
女
」
の
．
変
種
だ
が
、
里
牲
た
ち
の
想
像
力
が
世
紀
末
の
退
廃
的
な
も
の
に
 
 

向
か
う
中
、
一
つ
の
理
想
と
し
て
芸
術
界
に
根
付
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

方
、
十
九
世
紀
後
半
の
日
本
で
は
、
「
毒
婦
」
と
い
う
「
悲
女
」
が
世
間
を
賑
わ
せ
て
い
た
。
明
治
の
初
糊
に
、
「
つ
づ
き
も
の
」
 
 

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
成
立
し
た
こ
と
と
、
そ
の
人
気
に
伴
い
、
い
わ
ゆ
る
「
轟
婦
も
の
」
が
流
行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
 
 

【
ソ
ニ
 
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
小
新
聞
が
日
常
生
暗
に
根
ざ
し
た
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
っ
て
読
者
を
ひ
き
つ
け
よ
う
と
し
た
際
、
「
君
田
八
十
八
 
 
 

「
翻
訳
の
中
の
「
宿
命
の
女
」
 
 

『
み
を
つ
く
し
』
 
と
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
 
 

130  
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の
詔
」
 
蒜
ヤ
仮
名
絵
入
所
聞
』
明
治
八
隼
巨
．
H
r
「
鳥
迫
ひ
お
松
の
伝
」
蒜
仮
名
酒
折
聞
』
明
治
十
年
十
二
月
）
や
「
金
之
助
の
 
説
∬
」
蒜
東
京
絵
人
新
 

聞
臨
肌
治
巨
∴
隼
八
‖
二
「
高
橋
お
伝
」
蒜
東
京
新
聞
‰
明
治
巨
∴
隼
．
．
H
）
と
い
っ
た
、
実
在
の
人
物
が
 
 

張
際
に
起
こ
し
た
車
件
を
読
ま
せ
る
連
戦
は
、
そ
の
格
好
の
舞
否
と
な
っ
た
＝
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
つ
づ
き
も
の
」
が
、
「
究
録
」
、
 
 

つ
ま
り
ニ
ュ
ー
ス
件
を
売
り
物
に
し
な
が
ら
も
、
実
際
の
興
味
は
、
肺
什
が
い
か
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
か
の
政
 
 

綱
に
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
＝
「
つ
づ
き
も
の
」
を
「
雑
報
の
史
学
で
あ
る
」
と
辞
し
た
の
は
柳
川
泉
だ
が
、
「
実
」
が
文
学
と
し
て
試
 
 

音
の
期
待
に
応
え
る
と
こ
ろ
に
「
つ
づ
き
も
の
」
 
の
本
領
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
当
時
の
社
会
の
中
で
最
も
煽
惰
性
が
 
 

高
い
素
材
の
組
み
合
わ
せ
、
す
な
わ
ち
「
美
女
」
 
の
「
凶
行
」
が
人
気
を
博
し
た
こ
と
は
当
然
と
も
い
え
る
の
だ
ゎ
そ
し
て
、
彼
女
 
 

た
ち
の
物
語
が
読
み
物
と
し
て
成
功
を
収
め
る
と
、
粟
際
の
小
作
を
伝
え
る
新
聞
紙
巨
で
も
、
「
仏
脱
に
い
ふ
囚
果
応
相
性
が
密
大
 
 

の
非
」
 
（
明
治
十
∴
牢
．
丹
二
巨
．
〓
、
高
橋
お
伝
の
処
刑
を
伝
え
る
『
仮
名
酒
折
聞
警
、
「
魔
ひ
を
含
み
て
か
む
し
ほ
ら
し
さ
毒
婦
 
 

と
し
て
尾
上
菊
五
郎
が
扮
す
る
よ
り
寧
ろ
成
敵
視
福
助
の
役
な
り
と
あ
る
人
許
せ
り
」
 
（
明
治
∴
ト
年
十
J
月
十
八
〓
、
花
井
お
梅
 
 

の
出
廷
の
様
子
を
伝
え
る
 
『
謂
更
新
聞
』
）
 
と
い
っ
た
凧
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
の
境
界
を
患
図
的
に
あ
い
ま
い
に
す
る
よ
う
な
衣
 
 

規
が
見
ら
れ
る
。
十
八
世
紀
半
ば
、
秋
川
藩
佐
竹
家
の
御
家
騒
動
が
、
馬
場
文
飾
の
 
『
秋
〓
杉
直
物
語
』
な
ど
を
経
て
講
談
『
姐
妃
 
 

の
お
打
』
や
歌
舞
伎
『
善
悪
両
面
児
手
酌
』
 
に
な
っ
た
よ
う
に
、
彼
女
た
ち
も
ま
た
、
講
談
や
歌
舞
伎
の
登
場
人
物
に
近
づ
い
て
い
 
 

く
の
で
あ
る
。
明
治
十
九
年
に
は
、
「
夜
嵐
於
衣
花
仇
夢
、
引
眉
毛
樅
豪
於
辰
、
茨
木
阿
滝
紛
∩
糸
、
南
棟
阿
伝
夜
叉
滞
、
鳴
渡
常
 
 

神
於
新
、
鳥
迫
阿
松
海
L
新
語
」
の
六
編
の
毒
婦
物
語
を
一
冊
で
読
め
て
し
ま
う
と
い
う
、
『
新
編
明
治
毒
婦
伝
』
も
出
版
さ
れ
、
 
 

、
茨
木
於
瀧
、
雷
神
於
新
、
夜
嵐
於
衣
、
糎
妻
於
辰
、
烏
 
 

翌
年
す
ぐ
に
増
刷
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
序
に
は
、
「
高
橋
於
傾
 
 

う
り
や
■
り
付
し
．
な
ム
 
 

迫
於
松
の
六
人
ハ
何
れ
も
審
貌
巨
人
勝
れ
た
る
美
人
な
る
も
そ
の
実
は
〓
ハ
容
貌
に
直
り
て
基
為
栗
の
心
の
程
ぞ
恐
る
ゝ
も
尚
ほ
僚
り
 
 

あ
る
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
強
調
さ
れ
る
の
が
「
美
女
」
 
の
 
「
凶
行
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
 
 
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
お
け
る
「
桁
命
の
女
」
と
い
う
女
性
像
は
、
翻
訳
を
過
し
て
日
本
に
紳
 
 

介
さ
れ
た
。
こ
こ
で
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
『
み
を
つ
く
し
』
 
の
存
在
だ
ろ
う
。
明
治
三
卜
四
年
に
山
版
さ
れ
た
上
附
敏
訳
 
 

の
美
文
艇
長
み
を
つ
く
し
』
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
溢
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
文
壇
か
ら
は
殆
ど
無
視
さ
れ
た
ら
し
い
n
 
Ⅲ
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『
太
陽
』
 
や
 
『
帝
国
文
学
』
 
の
人
々
や
高
山
樗
牛
一
派
の
間
で
は
、
『
み
を
つ
く
し
』
 
の
フ
ラ
ン
ス
風
の
ア
ン
カ
ツ
ト
な
装
帳
は
お
 
 

‖n  

二
日
 

先
走
り
の
キ
ザ
と
濁
ら
れ
、
「
文
字
に
な
ら
な
い
悪
口
が
い
つ
も
こ
の
酋
を
め
ぐ
つ
て
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
」
と
い
う
。
し
か
し
、
 
 

若
者
た
ち
が
『
み
を
つ
く
し
』
 
に
か
な
り
の
影
響
を
受
け
た
の
も
事
実
だ
っ
た
。
統
監
な
言
葉
で
綴
ら
れ
た
酉
欧
の
生
活
や
恋
愛
が
 
 

彼
ら
を
虜
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
番
を
献
じ
ら
れ
た
平
l
∵
H
禿
木
は
、
『
明
星
』
明
治
三
十
亙
牢
二
月
啓
に
早
速
「
「
み
を
つ
く
し
」
 
 

を
讃
み
て
」
を
寄
せ
、
 
 

ロ
テ
ィ
、
ダ
ヌ
ン
チ
オ
は
君
が
温
柔
、
浪
艶
の
筆
に
ふ
さ
は
し
か
る
べ
く
、
モ
オ
バ
ツ
サ
ン
が
痛
切
な
る
も
き
こ
え
ぬ
。
 
 

と
讃
辞
を
送
っ
て
い
る
が
、
確
か
に
、
禿
木
が
ま
さ
に
指
摘
し
た
、
『
み
を
つ
く
し
』
 
の
中
の
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
や
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
 
 

の
作
品
の
中
に
は
、
そ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
女
た
ち
が
描
き
出
さ
れ
て
い
た
。
酉
欧
文
学
の
移
入
は
、
新
し
い
女
性
像
 
 

の
発
見
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
『
み
を
つ
く
し
』
 
に
は
い
き
な
り
、
世
紀
末
の
雰
囲
気
の
色
漉
い
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
の
女
性
た
ち
 
 

も
が
描
き
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
み
を
つ
く
し
』
 
の
中
に
は
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
の
作
品
が
三
簡
訳
し
机
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
 
 

の
う
ち
の
二
筋
、
『
死
の
勝
利
』
 
の
抄
訳
に
つ
い
て
、
上
田
敏
は
 
『
み
を
つ
く
し
』
 
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 

上
段
二
筋
に
抄
詳
し
た
る
「
艶
女
物
譜
」
及
び
「
欒
野
」
は
〝
Ⅰ
－
ゴ
i
O
n
詳
d
e
l
－
a
呂
○
ユ
e
″
（
死
の
勝
利
）
 
の
抜
準
に
し
て
、
 
 
 

ニ
イ
チ
エ
、
ワ
グ
ネ
ル
の
感
化
著
る
し
き
を
以
て
名
あ
り
。
（
中
略
）
 
愛
欲
の
吾
が
み
、
悶
え
、
倦
じ
を
閤
し
て
、
深
刻
の
趣
 
 
 

を
姦
し
た
る
一
章
を
「
艶
女
物
語
」
と
過
し
、
ま
た
、
「
栗
野
」
の
名
を
附
し
て
ワ
グ
ネ
ル
の
燕
劇
「
ト
リ
ス
タ
ン
及
び
イ
ゾ
 
 

ル
デ
」
 
の
将
義
と
も
見
る
吋
き
を
和
ら
げ
た
り
。
 
 

『
死
の
勝
利
』
 
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
イ
ッ
ポ
ー
リ
タ
・
サ
ン
ツ
ィ
オ
は
、
主
人
公
に
と
っ
て
の
「
宿
命
の
女
」
で
あ
る
。
「
特
別
な
感
 
 

受
性
」
を
持
ち
、
「
神
経
過
敏
」
に
悩
ま
さ
れ
る
、
典
型
的
な
世
紀
末
デ
カ
ダ
ン
青
年
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ウ
リ
ス
パ
は
、
「
誘
惑
的
 
 

132   
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な
魅
力
」
に
満
ち
た
彼
女
を
見
い
だ
す
。
し
か
し
、
二
年
間
の
関
係
の
中
で
、
男
の
理
想
に
近
づ
い
た
女
は
、
い
つ
し
か
男
を
凌
掬
 
 

す
る
よ
う
に
な
る
。
繋
留
め
に
し
よ
う
と
蛾
を
ピ
ン
で
突
き
刺
す
イ
ッ
ポ
ー
リ
タ
の
「
残
忍
性
」
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
の
目
に
は
「
ゴ
 
 

ル
ゴ
ン
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
姿
」
と
映
る
が
、
彼
女
の
抗
い
が
た
い
性
的
魅
力
か
ら
は
、
背
痛
を
感
じ
な
が
ら
も
逃
れ
る
こ
と
が
で
 
 

き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
田
敬
白
身
が
「
愛
欲
の
苦
が
み
、
悶
え
、
倦
じ
を
関
し
て
、
深
刻
の
趣
を
姦
し
た
る
一
奉
」
と
述
 
 

べ
る
通
り
、
「
艶
女
物
語
」
は
『
死
の
勝
利
』
の
一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
部
分
（
筋
五
郎
）
 
の
題
名
が
「
破
 
 

滅
の
時
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
お
い
て
主
人
公
は
は
っ
き
り
と
、
女
が
自
分
を
破
滅
さ
せ
る
も
の
、
自
分
 
 

に
と
っ
て
の
 
「
打
ち
か
て
ぬ
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
の
で
あ
る
。
海
水
浴
場
で
、
男
は
女
の
高
ら
か
な
勝
利
宣
言
を
き
く
。
 
 

幕
の
ひ
と
す
み
に
す
べ
り
入
り
て
、
女
は
遠
ざ
か
り
ぬ
。
手
ば
や
く
黒
鯛
の
長
機
穿
ち
て
、
例
の
定
め
な
き
ゑ
み
を
伸
び
て
、
 
 

枇
ぢ
げ
な
く
戻
り
来
り
つ
。
足
を
男
の
前
に
投
げ
て
、
足
袋
如
し
つ
か
に
膝
頭
に
結
び
ぬ
。
狼
ら
な
る
笑
の
う
ち
、
巧
な
る
嘲
 
 

の
ふ
し
み
え
て
、
こ
の
お
そ
ろ
し
き
沈
黙
の
榊
口
に
こ
そ
、
明
ら
け
き
心
は
視
ま
れ
た
れ
。
日
く
、
「
わ
れ
は
常
に
敗
れ
じ
。
 
 

汝
は
わ
れ
と
限
り
な
き
欒
欲
を
た
の
し
び
、
わ
れ
は
、
は
て
な
き
汝
の
欲
を
激
す
る
い
つ
は
り
を
神
ぶ
可
し
。
汝
の
達
観
も
何
 
 

か
あ
ら
む
。
破
れ
た
る
幕
は
直
ち
に
つ
く
ろ
ひ
、
さ
き
た
る
紐
は
す
ぐ
結
ば
む
。
わ
れ
は
汝
の
心
よ
り
も
強
し
。
汝
の
心
の
う
 
 

ち
に
、
わ
れ
を
欒
ず
る
秘
訣
、
汝
の
眼
に
わ
れ
を
改
む
べ
き
け
は
ひ
と
言
葉
と
を
よ
く
知
れ
り
。
わ
が
は
だ
の
番
ひ
は
、
汝
に
、
 
 

【
り
∵
 
 

世
を
溶
す
べ
き
能
あ
る
を
知
ら
ず
や
。
」
 
 

こ
の
場
面
で
の
イ
ッ
ポ
ー
リ
タ
は
、
抗
い
が
た
い
、
恐
ろ
し
い
魅
力
で
男
に
迫
る
。
そ
し
て
、
男
は
そ
の
危
険
性
を
十
分
に
承
知
 
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
逃
げ
る
男
を
撫
理
や
り
破
滅
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
単
な
る
悪
女
と
し
て
扱
う
わ
け
に
も
い
か
 
 

な
い
。
男
に
対
す
る
宿
命
を
持
っ
た
女
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
半
ば
恐
れ
な
が
ら
、
半
ば
憧
れ
を
抱
く
男
た
ち
の
姿
が
見
え
て
く
る
 
 

よ
う
で
も
あ
る
。
非
常
に
危
険
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
魅
力
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
女
。
マ
リ
 
 

オ
・
プ
ラ
ー
ツ
は
、
「
ス
ウ
イ
ン
バ
ー
ン
の
宿
命
の
女
は
ダ
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
自
身
の
直
観
に
接
ぎ
木
さ
れ
て
、
そ
の
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
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ー
川
山
 
を
補
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
近
代
日
本
に
は
、
ロ
マ
ン
派
の
宿
命
の
女
よ
り
も
先
に
、
そ
こ
か
ら
影
響
を
受
け
た
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
 
 

イ
オ
の
宿
命
の
女
の
方
が
先
に
入
っ
て
き
た
と
い
う
の
も
興
味
深
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
部
分
に
は
、
「
桁
命
の
女
」
が
狽
 
 

の
幻
想
の
産
物
で
あ
る
こ
と
も
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
女
は
自
ら
口
を
開
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
全
て
は
男
の
幻
想
な
の
か
も
 
 

知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
「
柴
野
」
の
方
は
、
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
の
ワ
ー
グ
ナ
ー
諭
と
も
い
え
る
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。
酉
渾
音
楽
に
関
心
の
深
か
 
 

っ
た
上
田
敏
が
こ
の
部
分
を
耽
り
上
げ
た
の
は
当
然
と
も
い
え
そ
う
だ
が
、
こ
こ
に
現
れ
る
の
も
ま
た
、
「
宿
命
の
女
」
と
し
て
の
 
 

イ
ゾ
ル
デ
で
あ
る
。
 
 

こ
の
あ
ひ
だ
イ
ソ
ル
デ
の
眼
は
す
さ
ま
じ
き
光
を
添
へ
て
、
前
な
る
勇
士
挑
む
る
を
り
し
も
、
薄
命
の
翼
旨
は
「
幽
滞
」
の
う
 
 
 

ち
よ
り
上
り
ぬ
。
樺
と
死
と
の
恐
し
き
大
象
徴
、
う
ち
に
、
悲
し
き
物
語
の
髄
を
湛
ふ
。
紅
唇
や
を
ら
命
を
下
し
ぬ
。
「
わ
れ
 
 

【
‖
∵
 
 

に
選
ば
れ
、
わ
れ
に
失
は
れ
む
。
」
 
 

選
ぶ
の
は
イ
ゾ
ル
デ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
選
ば
れ
た
ト
リ
ス
タ
ン
は
も
う
逃
れ
ら
れ
な
い
。
媚
薬
を
飲
ん
だ
二
人
は
恋
に
落
ち
る
 
 

が
、
そ
れ
は
決
し
て
楽
し
い
恋
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
宿
命
の
女
」
と
の
楽
し
く
な
い
恋
の
果
て
に
待
っ
て
い
る
も
の
は
死
に
他
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

魂
迷
ふ
姻
欒
の
大
魔
力
は
、
死
出
に
捧
げ
ら
れ
た
る
梗
人
ふ
た
り
の
心
身
を
め
ぐ
り
て
、
こ
の
非
命
な
る
熱
烈
を
消
し
、
和
ぐ
 
 

る
も
の
た
え
て
あ
ら
じ
、
死
の
ほ
か
に
あ
ら
じ
。
あ
ら
ゆ
る
愛
撫
は
試
み
姦
し
て
効
な
く
、
心
の
安
を
捉
ら
へ
、
同
一
の
生
を
 
 
 

え
ま
く
し
て
、
こ
よ
な
き
抱
擁
に
全
力
を
集
む
る
も
な
ほ
甲
斐
な
し
。
歓
の
そ
の
吐
息
は
、
悶
の
う
め
き
と
な
り
、
排
け
撒
き
 
 
 

障
は
二
人
の
間
に
披
り
て
、
こ
れ
を
裂
き
、
之
を
遠
ざ
け
て
、
孤
狗
な
ら
し
む
。
肉
胎
や
、
自
我
や
、
こ
れ
ぞ
や
が
て
障
磯
な
 
 

（
1
2
】
 
 

る
。
憎
し
み
は
お
の
づ
か
ら
心
の
底
に
浮
び
、
消
え
む
か
な
、
失
せ
な
む
ず
、
殺
さ
む
、
死
な
む
の
願
望
お
こ
れ
り
。
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こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
が
『
死
の
勝
利
』
 
の
一
節
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
作
者
は
こ
の
部
分
 
 

を
主
人
公
た
ち
の
死
の
場
面
の
伏
線
と
し
て
揃
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
歓
び
が
悶
え
に
変
わ
り
、
そ
の
結
果
互
い
へ
の
 
 

「
憎
し
み
」
が
起
こ
っ
て
い
る
。
禁
じ
ら
れ
た
恋
の
結
末
と
し
て
の
死
は
、
も
は
や
「
死
ん
で
あ
の
世
で
結
ば
れ
よ
う
」
と
い
う
渓
 
 

な
が
ら
の
心
中
で
は
な
く
、
「
逃
れ
ら
れ
な
い
恋
だ
か
ら
、
死
ね
ば
楽
に
な
る
」
と
い
う
一
種
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
願
望
な
の
で
 
 

あ
る
。
 
 

二
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
強
者
 
 

「
艶
女
物
語
」
 
の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
強
烈
に
描
き
出
さ
れ
た
イ
ッ
ポ
ー
リ
タ
や
イ
ゾ
ル
デ
は
、
し
か
し
全
く
「
薄
綿
」
と
し
て
 
 

は
認
知
さ
れ
な
か
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
男
を
破
滅
さ
せ
る
「
悪
女
」
 
で
あ
り
な
が
ら
、
で
あ
る
。
「
艶
女
物
語
」
全
体
は
む
し
ろ
ロ
 
 

∴
」
－
 
 

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
ふ
し
も
あ
り
、
特
に
若
者
た
ち
を
感
動
さ
せ
た
作
品
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
島
崎
藤
村
が
、
 
 

｛
＝
1
‘
l
－
 
 

明
治
三
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
付
け
の
上
田
敏
宛
番
簡
に
「
ダ
ヌ
ン
チ
オ
の
謂
三
種
と
り
わ
け
め
で
た
き
は
申
す
も
吏
な
り
、
」
 
 

と
記
し
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
だ
ろ
う
。
後
に
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
の
翻
訳
を
辛
が
け
る
こ
と
に
な
る
生
田
長
江
や
森
田
草
平
も
、
北
 
 

原
白
秋
や
日
夏
秋
之
介
、
佐
藤
春
夫
も
こ
の
作
品
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
、
こ
れ
を
機
に
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
の
文
学
に
接
す
る
 
 

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
イ
ッ
ポ
ー
リ
タ
や
イ
ゾ
ル
デ
と
い
っ
た
「
宿
命
の
女
」
を
、
「
毒
婦
」
た
ち
か
ら
切
り
離
し
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
 
 

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
宿
命
の
女
」
を
巡
っ
て
の
議
論
の
中
の
、
エ
ク
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
 
 

れ
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
ー
ツ
の
 
「
異
国
趣
味
の
人
間
は
、
想
像
の
中
で
現
実
の
時
空
を
抜
け
出
し
、
そ
し
て
適
い
、
過
ぎ
去
っ
た
も
 
 

ー
t
r
l
＝
I
一
 
 

の
の
う
ち
に
、
自
己
の
官
能
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
絶
好
の
空
間
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
言
葉
を
ひ
い
て
お
こ
う
。
実
際
、
 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
創
造
し
た
「
宿
命
の
女
」
た
ち
は
、
そ
の
多
く
が
異
教
徒
で
あ
っ
た
り
、
異
人
種
で
あ
っ
た
り
し
た
。
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瞑
想
的
な
、
荘
重
な
、
ほ
と
ん
ど
厳
粛
な
顔
を
し
て
、
彼
女
は
み
だ
ら
な
舞
踊
を
は
じ
め
、
老
い
た
る
ヘ
ロ
ヂ
の
眠
れ
る
官
 
1
3
6
 
 
 

能
を
呼
び
さ
ま
す
。
乳
房
は
波
打
ち
、
渦
巻
く
首
飾
り
と
擦
れ
合
っ
て
乳
首
が
勃
起
す
る
。
汗
ば
む
肌
の
上
に
留
め
た
ダ
イ
ヤ
 
 

モ
ン
ド
は
キ
ラ
キ
ラ
輝
き
、
腕
輪
も
、
腰
帯
も
、
指
輪
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
火
花
を
散
ら
す
。
真
珠
を
縫
い
つ
け
、
金
銀
の
薄
片
 
 

で
飾
っ
た
、
家
督
な
衣
裳
の
上
に
羽
織
っ
た
黄
金
紳
工
の
組
惟
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
編
目
が
1
個
の
宝
石
で
出
来
て
お
り
、
燃
 
 
 

え
あ
が
っ
て
火
蛇
の
よ
う
に
交
錯
し
、
艶
消
し
の
肌
、
庚
申
番
彼
の
膚
の
上
に
、
あ
た
か
も
洋
紅
色
の
紋
と
曙
色
の
斑
点
を
お
 
 

■
川
）
 
 
 

び
、
鋼
色
の
唐
草
模
様
と
孔
雀
色
の
虎
斑
を
お
び
た
、
眩
い
鞘
親
類
の
昆
虫
の
群
の
ご
と
く
う
よ
う
よ
と
爛
集
す
る
。
 
 

こ
れ
は
J
・
－
K
・
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
 
『
さ
か
し
ま
』
 
（
一
八
八
八
年
）
 
に
お
い
て
、
主
人
公
の
デ
・
ゼ
ッ
サ
ン
ト
が
ギ
エ
ス
タ
ー
 
 

ヴ
・
モ
ロ
ー
の
《
ヘ
ロ
デ
王
の
前
で
踊
る
サ
ロ
メ
》
（
一
八
七
六
年
）
か
ら
想
像
力
を
飛
翔
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
。
デ
・
ゼ
ッ
サ
ン
 
 

ト
に
と
っ
て
の
サ
ロ
メ
は
、
「
古
代
の
へ
レ
ネ
の
よ
う
に
、
彼
女
に
近
づ
き
、
彼
女
を
見
つ
め
、
彼
女
が
触
れ
る
す
べ
て
の
も
の
に
 
 

什
1
7
〟
 
 

毒
を
与
え
る
、
無
関
心
で
無
賓
任
、
無
情
な
恐
ろ
し
い
怪
物
」
で
あ
り
、
「
極
東
の
神
々
の
系
譜
に
属
し
て
い
る
」
の
だ
。
そ
し
て
、
 
 

彼
が
夢
見
て
い
た
「
超
人
的
で
不
可
思
議
な
（
s
弓
b
日
日
乳
記
e
t
か
t
r
呂
g
e
）
」
サ
ロ
メ
を
描
き
出
し
た
画
家
が
、
モ
ロ
ー
な
の
で
 
 

あ
る
。
こ
こ
で
の
賢
a
n
g
e
が
「
不
思
議
な
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
興
国
の
」
と
い
う
意
味
を
も
は
ら
ん
で
い
る
こ
 
 

と
は
明
白
だ
ろ
う
。
 
 
 

翻
っ
て
み
れ
ば
、
明
治
の
日
本
の
文
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
や
風
俗
は
、
ま
さ
に
「
不
可
思
議
な
・
異
国
の
」
 
 

も
の
で
あ
っ
た
。
「
西
洋
」
と
い
う
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
空
間
の
中
で
、
女
た
ち
は
よ
り
魅
力
的
に
見
え
る
。
翻
訳
に
使
わ
れ
る
、
 
 

雅
語
を
も
ち
り
ば
め
た
美
文
も
、
そ
う
し
た
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
た
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
彼
女
た
ち
は
、
「
近
代
」
の
尺
度
で
計
 
 

っ
た
場
合
、
「
文
明
」
と
い
う
強
者
の
地
位
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
か
の
地
の
「
宿
命
の
女
」
た
ち
は
、
「
奇
術
」
を
取
り
巻
 
 

く
よ
う
な
嫌
悪
感
や
忌
避
感
か
ら
は
自
由
で
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

な
お
、
一
つ
付
け
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
『
み
を
つ
く
し
』
 
に
は
、
も
っ
と
露
骨
に
「
誘
惑
者
」
と
し
て
の
女
性
を
描
い
た
作
品
 
 

も
翻
訳
さ
れ
て
い
た
。
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
短
編
「
新
」
の
訳
「
ゐ
ろ
り
火
」
で
あ
る
。
き
ら
び
や
か
な
貴
族
の
生
活
の
中
の
世
紀
末
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デ
カ
ダ
ン
ス
を
描
い
た
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
と
、
自
然
主
義
の
手
法
で
市
民
生
晒
を
描
き
出
し
た
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
と
の
間
に
大
き
な
適
 
 

い
は
あ
る
が
、
「
ゐ
ろ
り
火
」
の
女
性
も
、
恐
ろ
し
い
誘
惑
者
で
あ
る
。
 
 

物
語
の
あ
ひ
だ
、
女
は
何
心
も
な
き
偽
啓
の
あ
ど
け
な
さ
を
粧
ひ
、
滞
圏
に
ゐ
よ
り
、
械
ぎ
ま
に
欒
寝
に
、
頭
を
わ
が
常
に
も
 
 
 

た
せ
て
、
裾
少
し
あ
げ
、
赤
き
足
袋
の
は
し
ほ
の
見
え
た
る
を
憾
火
を
り
〈
照
ら
し
ぬ
。
 
 
 

し
ば
し
あ
り
て
、
君
は
わ
れ
を
お
そ
ろ
し
と
思
ひ
給
ふ
か
と
間
ひ
け
る
に
、
否
と
答
ふ
る
と
き
、
頭
を
わ
が
胸
に
お
ろ
し
て
、
 
 
 

う
つ
む
き
た
る
ま
ゝ
、
わ
れ
い
ひ
よ
ら
ば
何
と
し
給
ふ
と
、
口
き
く
ひ
ま
も
あ
ら
ば
こ
そ
、
頸
に
腕
を
巻
き
て
、
早
く
も
わ
が
 
 

▲
川
－
 
 

頭
を
近
づ
け
、
ふ
た
り
の
唇
は
一
と
な
り
ぬ
。
 
 

女
の
技
巧
、
手
練
手
管
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
物
語
に
は
捕
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
敏
訳
の
女
の
方
が
、
原
文
よ
り
も
む
し
 
 

▲
川
｝
 
 

ろ
積
極
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
女
は
わ
ざ
と
洋
服
の
裾
を
少
し
引
い
て
赤
い
靴
下
を
男
に
見
せ
る
。
そ
の
効
果
を
十
分
狙
っ
て
 
 

一
紬
－
 
 

い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
も
し
も
私
が
、
あ
な
た
の
こ
と
が
好
き
だ
と
言
っ
た
ら
、
あ
な
た
ど
う
な
さ
る
？
」
と
い
う
女
の
言
張
は
、
「
わ
 
 

れ
い
ひ
よ
ら
ば
何
と
し
給
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
単
刀
直
入
な
、
肉
弾
し
た
も
の
に
か
わ
っ
て
い
る
。
男
は
、
そ
ん
な
女
を
嫌
 
 

悪
し
な
が
ら
も
誘
惑
に
負
け
そ
つ
に
な
り
、
暖
炉
か
ら
飛
び
出
し
た
一
本
の
新
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
女
は
、
 
 

ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
が
描
い
た
「
宿
命
の
女
」
た
ち
よ
り
も
「
苺
帰
」
に
近
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
や
は
り
そ
う
し
た
評
価
が
さ
れ
る
 
 

こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
西
洋
と
い
う
「
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
」
な
空
間
が
、
女
性
表
象
の
受
け
取
り
方
に
変
質
を
も
た
ら
し
 
 

た
の
だ
ろ
う
。
 
 

さ
て
、
は
じ
め
に
取
り
上
げ
た
『
青
春
』
 
の
、
二
人
の
女
と
一
人
の
男
、
と
い
う
図
式
を
踏
襲
し
て
い
る
の
が
、
漱
石
の
朝
日
新
 
 

三
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
と
「
新
式
の
男
」
 
 

『
虞
美
人
草
』
 
を
巡
っ
て
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聞
入
社
第
一
作
で
あ
る
 
『
虞
美
人
草
』
 
で
あ
っ
た
。
青
年
男
女
の
風
俗
の
点
な
ど
か
ら
見
て
も
、
漱
石
は
 
『
虞
美
人
草
』
 
と
そ
れ
に
 
 

続
く
冒
一
四
郎
』
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
 
『
青
春
』
を
参
考
に
し
て
い
る
部
分
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

『
廃
業
人
望
に
お
い
て
、
関
欽
哉
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
小
野
清
三
で
あ
る
。
恩
賜
の
時
計
を
得
て
卒
業
し
、
博
士
論
 
 

文
を
準
備
中
の
彼
は
、
「
新
式
の
男
」
と
L
て
登
場
す
る
。
品
の
良
い
英
語
利
織
の
背
広
か
ら
は
、
真
っ
白
な
カ
フ
ス
と
七
宝
の
夫
 
 

婦
釦
が
覗
い
て
い
る
。
金
の
吸
い
口
の
つ
い
た
エ
ジ
プ
ト
産
の
煙
草
を
ふ
か
す
彼
は
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
詩
集
を
読
み
、
そ
の
ハ
ン
カ
 
 

チ
か
ら
は
ヘ
リ
オ
ト
ロ
ー
プ
の
香
り
が
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
小
野
も
ま
た
、
人
の
世
話
に
な
っ
て
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
た
秀
才
で
あ
る
。
彼
に
は
京
都
に
他
藩
に
な
っ
た
先
生
、
井
上
 
 

孤
堂
が
お
り
、
先
生
は
そ
の
娘
、
小
夜
子
を
小
野
と
結
婚
さ
せ
る
棟
も
り
で
あ
る
。
小
野
も
そ
の
点
重
々
承
知
な
の
だ
が
、
束
京
で
 
 

会
っ
た
甲
野
藤
尾
に
心
奪
わ
れ
、
小
夜
子
と
の
こ
と
は
反
故
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
藤
尾
、
小
夜
子
 
 

を
め
ぐ
る
小
野
の
立
場
と
感
情
と
い
う
の
は
、
『
青
春
』
 
の
欽
哉
が
紫
と
お
房
に
対
し
て
抱
く
そ
れ
に
近
い
の
だ
が
、
な
か
で
も
、
 
 

小
野
が
小
夜
子
に
投
げ
か
け
る
ま
な
ざ
し
は
、
欽
哉
が
お
房
を
見
る
も
の
と
同
質
で
あ
る
。
彼
は
小
夜
子
の
こ
と
を
桃
っ
て
い
る
わ
 
 

け
で
は
な
い
し
、
孤
堂
に
受
け
た
恩
を
忘
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
『
魔
風
恋
風
』
の
束
吾
や
『
青
春
』
の
欽
裁
と
同
様
に
、
 
 

彼
も
ま
た
「
恩
で
愛
情
を
縛
る
こ
と
」
に
反
発
を
感
じ
る
。
彼
に
と
っ
て
も
、
孤
堂
と
小
夜
子
は
、
過
去
の
過
物
と
し
て
捨
て
去
り
 
 

た
い
も
の
な
の
だ
。
小
夜
子
は
小
野
が
「
打
ち
過
つ
た
過
去
」
 
に
属
す
る
女
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
女
の
 
「
い
ぢ
ら
し
さ
」
を
小
 
 

野
は
「
見
縫
」
り
、
彼
女
の
慎
ま
し
さ
は
、
「
何
故
斯
う
酪
連
せ
ぬ
の
か
」
と
小
野
を
い
ら
だ
た
せ
る
だ
け
で
、
彼
は
「
只
面
白
み
 
 

の
な
い
詩
趣
の
乏
し
い
女
」
だ
と
思
う
。
小
夜
子
は
琴
を
弾
く
が
、
そ
れ
も
「
古
く
て
尊
い
」
も
の
と
し
て
、
小
野
に
は
訴
え
な
い
。
 
 

博
覧
会
は
当
世
で
あ
る
。
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
尤
も
当
世
で
あ
る
。
驚
ろ
か
ん
と
し
て
滋
に
あ
つ
ま
る
者
は
骨
当
世
的
の
 
 

男
と
女
で
あ
る
。
た
だ
あ
つ
と
云
つ
て
、
当
世
的
に
生
存
の
自
覚
を
強
く
す
る
為
め
で
あ
る
。
御
互
に
御
互
の
顔
を
見
て
、
御
 
 

互
の
世
は
当
性
だ
と
黙
契
し
て
、
自
己
の
勢
力
を
多
数
と
認
織
し
た
る
後
家
に
帰
っ
て
安
眠
す
る
為
め
で
あ
る
。
小
野
さ
ん
は
 
 

一
別
一
 
 

此
多
数
の
当
世
の
う
ち
で
、
尤
も
当
世
な
も
の
で
あ
る
。
得
意
な
の
は
撫
埋
も
な
い
。
（
十
こ
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死
に
つ
い
て
も
、
「
此
時
毒
婦
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
は
例
の
艶
色
を
以
て
ア
ウ
グ
ス
ッ
ス
を
惑
わ
さ
む
と
し
た
れ
ど
も
」
失
敗
し
た
た
め
 
 

自
殺
し
た
、
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
使
用
さ
れ
る
、
「
毒
婦
」
と
い
う
言
葉
は
注
目
に
催
す
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

実
録
と
し
て
の
毒
婦
も
の
の
ブ
ー
ム
は
、
明
治
二
十
年
代
に
は
収
束
に
向
か
う
が
、
『
毒
婦
於
町
伝
・
朝
日
囁
明
治
複
懲
』
 
（
勝
諺
 
 

蔵
著
、
明
治
二
十
七
年
）
『
毒
婦
音
羽
 
探
偵
実
話
』
（
無
名
氏
著
、
明
治
三
十
年
）
な
ど
と
い
っ
た
作
品
は
出
版
さ
れ
続
け
て
い
た
。
 
 

こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
明
治
の
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
は
、
そ
の
 
「
艶
色
」
、
美
貌
と
色
香
で
カ
エ
サ
ル
ヤ
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
を
た
ぶ
ら
か
 
 

し
た
「
毒
婦
」
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
藤
尾
が
 
『
青
春
』
 
の
繁
と
異
な
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
 
 

に
あ
っ
た
。
「
新
式
の
男
」
を
め
ぐ
つ
て
地
方
の
許
嫁
と
争
い
、
一
旦
は
男
か
ら
選
ば
れ
る
、
し
か
し
な
が
ら
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
 
 

え
る
、
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
は
同
じ
な
の
だ
が
、
藤
尾
は
作
者
に
よ
っ
て
、
「
悪
い
女
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
学
 
 

生
小
説
の
主
人
公
た
ち
は
、
周
囲
の
悪
意
の
た
め
に
、
或
い
は
少
し
軽
率
だ
っ
た
り
、
意
固
地
だ
っ
た
り
し
た
た
め
に
、
結
果
的
に
 
 

一
方
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
藤
尾
は
、
東
京
と
い
う
都
市
に
属
す
る
女
性
で
あ
る
。
「
文
明
に
麻
蝉
し
た
る
文
明
の
民
」
 
の
一
員
で
あ
る
 
 

藤
尾
は
、
「
春
を
弛
ん
ず
る
紫
の
漉
き
一
点
を
、
天
地
の
眠
れ
る
な
か
に
、
鮮
や
か
に
滴
た
ら
し
た
る
が
如
き
女
」
と
し
て
、
プ
ル
 
 

ク
ル
コ
ス
の
 
『
英
雄
伝
』
 
の
英
番
と
共
に
登
場
し
、
そ
こ
に
登
場
す
る
「
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
」
に
も
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
。
 
 
 

ぴ
・
り
ふ
っ
ど
べ
す
ふ
ひ
ん
く
す
ち
上
う
が
が
く
ぎ
ょ
あ
ん
と
に
い
 
 
 
稜
錐
塔
の
空
を
焼
く
所
、
獅
身
女
の
砂
を
抱
く
所
、
長
河
の
鰐
魚
を
蔵
す
る
所
、
二
千
年
の
昔
妖
姫
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
安
図
尼
 
 

せ
ふ
せ
ふ
 

州
畏
｝
 
 

と
相
擁
し
て
、
舵
鳥
の
睾
笈
に
軽
く
玉
肌
を
払
へ
る
所
、
は
好
画
題
で
あ
る
ま
た
好
辞
料
で
あ
る
。
（
二
）
 
 

ク
レ
オ
パ
ト
ラ
は
、
こ
の
小
説
に
あ
る
よ
う
に
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
書
物
の
英
訳
や
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
 
『
ア
ン
ト
ニ
ー
と
ク
 
 

レ
オ
パ
ト
ラ
』
 
を
通
し
て
日
本
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
三
十
一
年
に
出
版
さ
れ
た
長
谷
川
誠
也
 
（
天
渓
）
 
編
『
通
俗
世
 
 

言
乙
 
け
り
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
は
曾
て
羽
可
〓
朝
川
を
迷
は
せ
し
 
 

界
歴
史
』
 
の
 
「
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
」
 
の
項
に
は
、
「
姦
に
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
に
遇
い
其
容
色
に
迷
ひ
て
填
及
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
に
行
 
 

」
と
い
う
よ
う
に
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
に
関
す
る
記
述
が
な
さ
れ
、
彼
女
の
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悲
劇
に
見
舞
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
藤
尾
の
悲
劇
は
、
そ
こ
に
破
綻
が
あ
る
に
せ
よ
、
と
り
あ
え
ず
「
勧
善
懲
悪
」
 
 
1
4
0
 
 

の
型
に
は
ま
る
も
の
な
の
だ
。
漱
石
が
藤
尾
を
縛
る
呪
文
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
女
は
さ
ら
に
、
「
清
姫
が
蛇
に
な
つ
た
の
 
 

は
何
歳
で
し
ょ
う
」
と
小
野
に
た
た
み
か
け
、
「
ホ
ホ
ホ
私
は
清
姫
の
よ
う
に
過
つ
懸
け
ま
す
よ
」
と
言
い
放
つ
。
さ
ら
に
は
、
後
 
 

の
場
面
で
は
、
「
藤
尾
は
丙
午
で
あ
る
。
」
と
描
写
さ
れ
る
。
明
治
園
十
年
の
時
点
で
二
十
四
才
の
藤
尾
が
、
丙
午
の
年
に
生
ま
れ
た
、
 
 

（
封
）
 
と
い
う
の
は
実
際
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
が
、
『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
の
時
代
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
て
 
 

き
た
清
姫
の
伝
説
や
、
干
支
を
巡
る
言
い
伝
え
を
も
取
り
込
ん
で
、
藤
尾
は
日
本
の
中
の
「
男
を
噴
い
殺
す
」
文
脈
と
、
エ
ジ
プ
ト
 
 

（
2
5
Y
 
 

の
「
毒
婦
」
の
文
脈
を
一
身
に
背
負
い
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
「
悪
女
」
と
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
「
悪
女
中
の
悪
女
」
に
初
期
設
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
藤
尾
は
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
君
臨
し
て
し
ま
う
こ
 
 

と
に
な
る
。
淑
石
自
身
が
小
宮
豊
隆
に
宛
て
た
手
紙
の
中
の
、
「
藤
尾
と
い
ふ
女
に
そ
ん
な
同
情
を
も
つ
て
は
い
け
な
い
。
あ
れ
は
 
 

嫌
な
女
だ
。
詩
的
で
あ
る
が
大
人
し
く
な
い
。
徳
義
心
が
欠
乏
し
た
女
で
あ
る
。
あ
い
つ
を
仕
舞
に
殺
す
の
が
一
篇
の
主
意
で
あ
る
。
 
 

（
中
略
）
だ
か
ら
決
し
て
あ
ん
な
女
を
い
ゝ
と
思
つ
ち
や
い
け
な
い
。
小
夜
子
と
い
ふ
女
の
方
が
い
く
ら
可
憐
だ
か
分
り
や
し
な
い
。
 
 

（
明
治
四
十
年
七
月
十
九
日
）
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
こ
の
作
品
を
論
じ
る
際
に
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
だ
が
、
 
 

こ
れ
も
、
作
者
の
意
図
に
反
し
て
、
藤
尾
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の
存
在
感
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
何
故
こ
の
 
 

よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
こ
で
『
虞
美
人
草
』
の
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
先
の
引
用
に
戻
っ
て
み
る
と
、
彼
女
は
「
妖
姫
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
 
 

ク
レ
オ
パ
ト
ラ
に
擬
さ
れ
る
藤
尾
は
、
「
春
に
い
て
春
を
制
す
る
深
き
限
」
を
持
ち
、
そ
の
「
魔
力
」
は
、
「
死
ぬ
る
ま
で
我
を
見
よ
 
 

と
」
迫
る
「
妖
星
」
の
夢
を
見
せ
る
。
「
蔵
せ
る
も
の
を
見
極
わ
め
ん
と
あ
せ
る
男
は
こ
と
ご
と
く
虜
と
な
る
」
し
か
な
い
。
こ
う
 
 

し
た
藤
尾
の
描
写
は
、
単
純
な
「
毒
婦
」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
は
は
み
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 
 

【
2
6
－
 
 
プ
ラ
ー
ツ
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
も
ま
た
、
「
宿
命
の
女
」
と
し
て
ロ
マ
ン
派
的
に
読
み
替
え
ら
れ
、
十
九
 
 

世
紀
に
華
々
し
く
再
登
場
す
る
女
性
だ
っ
た
。
テ
オ
フ
ィ
ー
ル
・
ゴ
ー
テ
ィ
エ
の
『
あ
る
夜
の
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
』
 
（
一
八
三
八
年
初
 
 

出
）
に
お
い
て
は
、
メ
イ
ア
ム
ー
ン
と
い
う
若
い
狩
人
が
、
美
し
い
少
女
に
想
わ
れ
な
が
ら
も
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
虜
に
な
る
。
彼
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は
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
に
殺
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
、
女
王
と
一
夜
を
と
も
に
過
ご
し
た
後
、
蝶
々
と
し
て
確
を
仰
ぐ
。
こ
の
物
語
に
お
い
 
 

ー
2
7
）
 
て
、
「
そ
の
一
瞥
が
世
界
の
半
分
を
破
滅
さ
せ
る
」
魅
力
の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ
る
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
は
、
ま
さ
に
光
り
輝
く
「
盈
」
 
 

と
も
形
容
さ
れ
る
が
、
そ
の
魔
力
は
藤
尾
に
も
通
じ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
膝
尾
の
「
緑
漉
き
黒
婁
」
は
「
蜘
蛛
の
田
」
で
あ
 
 

”
狐
n
 
 

り
、
「
自
と
引
き
掛
る
男
を
待
」
 
っ
て
い
る
。
「
男
を
弄
」
び
「
一
義
も
男
か
ら
弄
ば
る
る
串
を
許
さ
ぬ
」
、
流
既
な
美
文
に
彩
ら
れ
 
 

た
「
愛
の
女
王
」
で
あ
る
藤
尾
＝
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
は
、
ま
さ
に
「
宿
命
の
女
」
な
の
で
あ
る
。
「
文
明
」
と
エ
ク
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
 
 

両
方
を
手
に
す
る
彼
女
に
と
っ
て
は
、
自
分
こ
そ
が
強
者
で
あ
り
、
「
迷
へ
と
の
み
黒
い
陣
を
動
か
」
せ
ば
射
が
「
迷
ふ
て
、
苦
し
 
 

ん
で
、
狂
ふ
て
、
躍
る
」
 
の
も
、
当
然
の
こ
と
な
の
だ
。
 
 
 

9
 

そ
し
て
、
小
野
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
女
性
に
対
幡
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
男
性
で
あ
る
。
 
 

我
の
強
い
藤
尾
は
恋
を
す
る
為
め
に
我
の
な
い
小
野
さ
ん
を
択
ん
だ
。
（
中
略
）
我
の
女
は
牒
で
相
国
を
す
れ
ば
、
す
ぐ
来
る
 
 

も
の
を
喜
ぶ
。
小
野
さ
ん
は
す
ぐ
来
る
の
み
な
ら
ず
、
来
る
時
は
必
ず
詩
歌
の
堕
を
憾
に
抱
い
て
、
来
る
。
夢
に
だ
も
わ
れ
を
 
 

弄
ぶ
の
意
思
な
く
し
て
、
満
腔
の
誠
を
捧
げ
て
わ
が
玩
具
と
な
る
を
栄
誉
と
思
ふ
。
彼
を
愛
す
る
の
資
格
を
わ
れ
に
求
む
る
串
 
 

ひ
た
す
・
り
 
 

は
蕗
知
ら
ず
、
た
だ
愛
せ
ら
る
べ
き
資
格
を
、
わ
が
服
に
、
わ
が
眉
に
、
わ
が
唇
に
、
さ
て
は
わ
が
才
に
認
め
て
只
管
に
渇
仰
 
 

仙
2
〉
 
 

す
る
。
藤
尾
の
恋
は
小
野
さ
ん
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
（
十
二
）
 
 

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
小
野
は
藤
尾
の
 
「
玩
具
と
な
る
を
栄
誉
と
恩
」
う
。
島
崎
藤
村
の
 
『
老
嬢
』
 
の
主
人
公
、
夏
子
も
、
 
 

男
性
を
翻
弄
す
る
よ
う
な
言
動
は
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
男
女
の
力
関
係
の
逆
転
が
、
作
者
に
よ
っ
て
明
確
に
意
図
さ
れ
、
描
写
 
 

さ
れ
た
の
は
 
『
虞
美
人
草
』
 
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
「
新
式
の
男
」
は
「
新
し
い
男
」
 
で
も
あ
る
。
 
 
 

藤
尾
は
、
小
野
が
小
夜
子
を
選
ん
だ
こ
と
を
知
り
、
死
ぬ
こ
と
に
な
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
淑
石
も
彼
女
を
殺
す
こ
と
を
一
 
 

簡
の
主
意
と
し
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
藤
尾
が
こ
の
よ
う
に
「
栢
命
の
女
」
を
撃
鶉
と
さ
せ
る
の
は
、
漱
石
が
世
紀
末
的
な
感
受
性
 
 

－
 
 

華
 
を
強
く
持
っ
て
い
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
の
車
の
、
「
す
べ
て
が
美
く
し
い
。
美
く
し
い
も
の
の
な
か
に
械
わ
る
人
の
舶
も
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美
く
し
い
。
騒
る
眼
は
長
え
に
閉
じ
た
。
勝
る
眼
を
眠
つ
た
藤
尾
の
屑
は
、
額
は
、
黒
髪
は
、
天
女
の
ご
と
く
美
く
し
い
。
」
と
い
 
 

う
描
写
か
ら
は
、
ミ
レ
イ
の
《
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
》
の
よ
う
な
、
死
ん
だ
女
性
の
理
想
化
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 

プ
ラ
イ
ド
 
 
 

そ
し
て
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
物
語
の
中
で
の
藤
尾
の
「
耗
」
は
、
単
な
る
ひ
と
り
よ
が
り
や
虚
栄
を
超
え
て
、
「
主
体
 
 

性
」
と
も
解
釈
で
き
る
よ
う
な
類
の
も
の
だ
っ
た
。
「
『
虞
美
人
草
』
の
語
り
手
が
、
藤
尾
に
対
し
て
行
お
う
と
し
た
こ
と
は
、
や
は
 
 

一
3
1
）
 
 

り
、
傾
城
の
色
香
に
、
「
主
体
」
を
与
え
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
」
と
は
小
谷
野
敦
の
指
摘
だ
が
、
男
性
と
対
等
の
関
係
 
 

を
結
ぶ
こ
と
を
当
然
と
考
え
る
「
我
の
女
」
の
自
負
は
、
恋
愛
以
外
の
場
面
で
も
発
揮
さ
れ
る
。
彼
女
は
、
『
青
春
』
の
繁
と
園
枝
 
 

の
よ
う
に
、
い
や
も
っ
と
は
っ
き
り
と
、
旧
時
代
の
日
本
の
女
を
否
定
し
て
い
る
。
 
 

男
の
用
を
足
す
為
め
に
生
れ
た
と
覚
悟
を
し
て
ゐ
る
女
程
憐
れ
な
も
の
は
な
い
。
藤
尾
は
内
心
に
ふ
ん
と
思
つ
た
。
此
限
は
、
 
 
 

此
袖
は
、
此
詩
と
此
歌
は
、
鍋
、
炭
取
の
類
で
は
な
い
。
美
く
し
い
世
に
動
く
、
美
し
い
影
で
あ
る
。
実
用
の
二
字
を
冠
ら
せ
 
 

嶋
㍑
】
 
 
 

ら
れ
た
時
、
女
は
1
美
く
し
い
女
は
 
－
 
本
来
の
面
目
を
失
つ
て
、
無
上
の
侮
辱
を
受
け
る
。
二
八
）
 
 

「
実
用
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
 
－
 
「
男
の
用
を
足
す
」
こ
と
を
や
め
、
自
分
自
身
の
た
め
に
生
き
る
、
と
い
う
の
は
、
『
薮
 
 

の
鷺
』
の
女
学
生
た
ち
の
一
つ
の
夢
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
こ
で
も
、
藤
尾
は
時
代
の
先
端
へ
と
飛
翔
し
て
い
る
。
無
論
、
作
者
は
 
 

そ
れ
を
許
し
は
し
な
い
。
『
薮
の
想
』
で
「
女
学
士
」
の
夢
を
語
っ
た
女
学
生
た
ち
の
将
来
が
う
や
む
や
に
さ
れ
、
「
老
嬢
」
の
夏
子
 
 

が
発
狂
し
、
『
魔
風
恋
風
』
の
初
野
が
病
死
し
、
『
青
春
』
の
紫
が
妊
娠
・
堕
胎
を
経
験
し
た
よ
う
に
、
藤
尾
は
漱
石
に
「
し
ま
い
に
 
 

殺
」
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
学
作
品
に
お
い
て
女
性
像
が
二
極
化
し
て
い
く
中
で
、
藤
尾
が
、
新
し
い
男
女
関
係
を
模
索
す
 
 

る
人
々
、
特
に
若
い
知
識
階
級
の
男
女
を
ひ
き
つ
け
る
魅
力
を
持
っ
た
存
在
と
な
っ
た
こ
と
は
、
間
適
い
な
い
だ
ろ
う
。
林
芙
美
子
 
 

（
3
3
－
 
 

は
『
虞
美
人
草
』
に
つ
い
て
、
「
珍
し
く
、
藤
尾
さ
ん
と
い
ふ
偶
の
強
い
女
性
を
描
い
て
、
非
常
に
受
け
た
も
の
」
と
記
し
、
自
ら
 
 

も
「
や
さ
し
い
小
夜
子
や
糸
子
女
史
よ
り
も
、
最
も
淑
石
か
ら
制
裁
を
受
け
て
い
る
藤
尾
女
史
の
方
に
、
好
意
を
持
つ
」
と
し
て
い
 
 

る
が
、
発
表
当
時
に
藤
尾
に
惹
か
れ
た
人
々
は
、
の
ち
に
自
分
た
ち
の
手
で
藤
尾
の
発
展
形
を
描
き
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
「
宿
命
の
女
」
と
い
う
女
性
像
を
手
が
か
り
に
、
明
治
末
期
の
日
本
文
学
者
た
ち
は
、
男
を
翻
弄
す
る
都
会
の
女
 
 

と
、
そ
れ
に
あ
る
種
の
尊
び
を
感
じ
る
男
と
の
新
し
い
恋
愛
の
形
を
描
き
出
し
た
。
女
が
強
く
男
が
弱
い
と
い
っ
た
男
女
間
の
力
関
 
 

係
の
逆
転
は
、
女
が
「
文
明
」
＝
西
洋
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
西
洋
と
東
洋
の
関
係
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
 
 

う
。
エ
ク
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
「
西
洋
」
、
す
な
わ
ち
「
文
明
」
が
結
び
つ
い
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
日
本
に
お
け
る
「
宿
命
の
女
」
 
 

表
象
の
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
後
女
性
自
身
の
手
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
く
女
性
像
と
も
大
い
に
関
係
し
て
く
る
盛
宴
な
ポ
イ
 
 

ン
ト
だ
と
畢
っ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
こ
で
は
食
後
に
、
こ
う
し
た
「
楕
命
の
女
」
表
象
 
 

の
変
奏
と
し
て
、
二
つ
の
短
い
作
品
に
着
日
し
て
み
た
い
と
思
う
。
 
 
 

志
賀
直
哉
の
「
彼
と
六
つ
上
の
女
」
は
、
明
治
四
十
三
年
の
九
月
に
『
白
樺
』
に
発
表
さ
れ
、
大
正
二
年
の
第
一
創
作
集
『
留
女
』
 
 

に
収
録
さ
れ
た
、
ご
く
短
い
作
品
で
あ
る
。
後
に
志
賀
自
身
が
、
「
正
統
な
も
の
で
は
な
い
が
、
私
と
し
て
は
数
少
な
い
多
少
恋
愛
 
 

ら
し
い
材
料
を
扱
っ
た
も
の
。
番
き
方
を
出
来
る
だ
け
切
り
詰
め
る
串
で
甘
さ
か
ら
救
は
う
と
し
た
も
の
。
然
し
現
在
の
私
は
こ
の
 
 

（
3
4
｝
 
短
篇
に
は
愛
着
を
持
た
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
若
沓
き
」
、
実
験
作
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
 
 

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
こ
に
提
示
さ
れ
る
男
女
関
係
の
あ
り
方
は
、
当
時
の
彼
の
関
心
を
ひ
い
た
も
の
だ
っ
た
に
相
通
な
い
。
 
 
 

こ
の
物
語
は
、
主
人
公
、
「
彼
」
の
、
「
女
」
（
六
つ
年
上
、
と
い
う
こ
と
が
題
名
に
は
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
中
に
は
一
切
の
 
 

説
明
が
な
い
）
に
対
す
る
恋
愛
感
情
を
断
片
的
に
切
り
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
き
ま
つ
た
偲
ば
か
り
の
小
過
を
受
け
耽
っ
て
ゐ
」
 
 

る
「
彼
」
は
、
お
そ
ら
く
は
若
い
学
生
で
あ
る
。
足
り
な
く
な
っ
た
本
屋
へ
の
支
払
を
「
女
」
か
ら
暦
っ
た
被
は
、
そ
の
事
実
の
「
色
 
 

男
臭
」
さ
に
、
「
自
分
で
自
分
が
侮
辱
さ
れ
た
や
う
な
筑
が
」
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
続
く
文
革
は
、
「
が
、
同
時
に
彼
は
彼
の
成
心
が
 
 

二
櫻
の
満
足
を
感
じ
て
居
る
串
も
感
じ
た
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
「
男
」
は
は
っ
き
り
と
、
自
分
が
小
野
や
要
吉
の
よ
う
な
価
値
観
 
 

を
持
っ
た
「
新
し
い
男
」
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
 
 

お
わ
り
に
 
 

「
宿
命
の
女
」
の
変
奏
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彼
が
鏡
を
見
る
事
は
外
へ
出
る
時
、
戎
ひ
は
外
か
ら
帰
つ
た
時
の
殆
ど
癖
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
ど
う
か
す
る
と
我
な
が
ら
 
 

爪
革
 
 

自
分
の
顔
を
美
し
く
思
ふ
事
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

『
煤
煙
』
 
の
要
吉
や
『
そ
れ
か
ら
』
 
の
代
助
の
よ
う
に
鏡
を
覗
き
込
む
「
彼
」
の
姿
は
、
同
年
三
月
か
ら
『
ス
バ
ル
』
に
登
場
す
 
 

る
こ
と
に
な
る
森
鴎
外
の
 
『
青
年
』
 
の
主
人
公
、
小
泉
純
一
を
先
取
り
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
彼
」
は
涙
を
 
 

溜
め
て
、
「
今
、
そ
ん
な
事
を
云
つ
ち
や
嫌
だ
！
」
と
「
女
」
に
駄
々
を
こ
ね
る
男
で
も
あ
る
の
だ
。
 
 

一
方
の
女
は
、
「
F
O
宅
t
O
p
－
a
y
a
－
○
扁
S
C
e
ロ
e
と
云
ふ
事
を
よ
く
識
つ
た
女
」
で
あ
る
。
彼
女
は
、
前
も
っ
て
男
に
「
本
気
で
 
 

惚
れ
る
の
は
厭
で
す
よ
、
私
も
惚
れ
ま
せ
ん
か
ら
」
と
官
善
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
子
供
か
ら
小
説
や
戯
曲
に
番
さ
れ
て
居
た
」
 
 

彼
に
と
っ
て
は
、
彼
女
の
よ
う
な
女
性
が
魅
力
的
に
映
る
の
だ
。
そ
の
前
に
交
際
し
て
い
た
少
女
に
は
、
「
F
O
萄
t
O
 
p
－
a
y
 
a
－
○
扁
 
 

s
c
e
n
e
と
云
ふ
畢
」
を
知
ら
な
い
故
に
不
満
を
感
じ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
「
小
説
や
戯
曲
」
の
「
宿
命
の
女
」
 
へ
の
憤
慨
は
、
「
自
分
 
 

の
や
う
な
若
い
男
を
夢
中
に
さ
せ
る
 
－
 
そ
ん
な
事
は
此
女
に
と
つ
て
最
早
何
の
興
味
も
な
い
、
又
必
要
も
な
い
、
「
無
益
の
殺
生
」
 
 

で
あ
る
」
と
い
う
「
女
」
 
へ
の
、
な
ん
と
は
な
し
の
執
着
と
な
る
。
彼
は
本
代
を
貰
っ
た
お
返
し
に
女
に
何
か
あ
げ
よ
う
と
思
い
、
 
 

ギ
リ
シ
ア
の
古
銭
と
女
持
の
煙
管
の
ど
ち
ら
に
す
る
か
で
迷
う
。
 
 

煙
管
は
女
持
で
も
昔
物
で
今
の
男
持
よ
り
も
太
く
、
が
つ
し
り
と
し
た
抑
へ
だ
つ
た
。
吸
口
の
方
に
玉
藻
の
前
が
檎
扇
を
翳
し
 
 
 

て
居
る
所
が
象
俄
に
な
つ
て
居
る
。
緋
の
袴
が
銅
で
入
つ
て
居
る
。
雁
首
の
方
は
金
で
入
つ
た
九
尾
の
狐
が
尾
を
な
び
か
せ
て
 
 

赤
銅
の
黒
雲
に
来
つ
て
空
を
翔
け
て
居
る
有
様
で
あ
る
。
彼
は
其
の
鮮
か
な
細
工
に
暫
く
見
惚
れ
て
居
た
。
そ
し
て
、
身
長
の
 
 

高
い
、
眼
の
大
き
い
、
奥
の
高
い
、
美
し
い
と
云
ふ
よ
り
経
て
が
リ
ッ
チ
な
容
貌
を
し
た
女
に
は
如
何
に
も
こ
れ
が
似
合
ひ
さ
 
 

、
∬
）
 
 

う
に
思
つ
た
。
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こ
こ
で
「
女
」
は
、
藤
尾
の
よ
う
な
ハ
イ
プ
リ
デ
ィ
テ
ィ
ー
を
獲
得
し
て
い
る
。
「
身
長
の
高
い
、
眼
の
大
き
い
、
鼻
の
高
い
」
 
 

容
貌
と
形
容
さ
れ
る
彼
女
は
、
「
リ
ッ
チ
」
と
い
う
、
日
本
人
離
れ
し
た
、
新
し
い
美
的
感
覚
の
誕
生
を
促
す
。
そ
し
て
彼
女
に
似
 
 

合
い
そ
う
な
煙
管
に
は
、
伝
説
上
の
「
悪
女
」
、
玉
藻
の
前
が
象
放
さ
れ
て
い
る
。
「
リ
ッ
チ
」
な
美
を
持
つ
「
玉
藻
の
前
」
が
、
「
彼
」
 
 

に
と
っ
て
の
憧
れ
で
あ
り
、
彼
女
の
言
動
は
も
は
や
断
罪
さ
れ
る
必
要
が
な
い
。
 
 
 

島
村
抱
月
の
戯
曲
「
清
盛
と
彿
御
前
」
は
、
「
平
酒
盛
」
と
し
て
、
『
早
稲
田
文
学
』
第
六
十
二
号
（
明
治
四
十
四
年
一
月
）
に
掲
 
 

載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
祇
王
（
抱
月
の
作
品
で
は
妓
王
）
を
離
愛
し
て
い
た
平
滑
盛
が
仏
に
愛
情
を
移
す
と
い
う
、
『
平
家
物
語
』
 
 

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
基
づ
く
も
の
で
、
大
正
五
年
に
は
舞
台
化
さ
れ
、
仏
御
前
を
松
井
須
磨
子
が
演
じ
た
こ
と
で
も
話
題
に
な
っ
た
作
 
 

品
で
あ
る
。
歴
史
物
で
あ
る
こ
の
作
品
に
は
、
「
文
明
」
に
属
す
る
都
会
の
女
性
が
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
抱
月
が
、
 
 

十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
た
ち
の
よ
う
に
、
仏
御
前
の
読
み
替
え
を
行
っ
て
い
る
の
は
興
味
疎
い
。
 
 
 

第
一
幕
、
清
盛
は
、
妓
王
を
「
そ
ち
は
い
つ
も
心
許
な
さ
う
な
奴
ぢ
や
な
、
ち
や
う
ど
あ
の
花
の
や
う
奴
ぢ
や
、
見
事
は
見
事
ぢ
 
 

ゃ
が
、
今
に
も
散
り
さ
う
で
手
が
離
さ
れ
ぬ
、
」
と
評
し
、
「
も
つ
と
強
う
な
れ
、
強
う
な
れ
、
」
と
貰
う
。
そ
ん
な
清
盛
が
、
最
初
 
 

か
ら
「
大
臆
に
ぢ
つ
と
清
盛
を
見
」
つ
め
る
仏
に
ひ
か
れ
る
の
も
撫
埋
は
な
い
。
こ
の
戯
曲
で
の
仏
は
、
妓
王
の
こ
と
も
じ
っ
と
見
 
 

っ
め
、
彼
女
を
臆
さ
せ
る
。
妓
王
が
去
っ
た
彼
の
第
二
幕
で
、
清
盛
は
、
仏
に
身
の
上
話
を
さ
せ
る
が
、
そ
こ
で
仏
は
「
私
ゆ
ゑ
に
 
 

亡
ぼ
さ
れ
て
了
」
 
っ
た
男
た
ち
に
つ
い
て
語
り
、
「
私
が
思
ひ
の
ま
ゝ
に
身
を
任
す
男
は
日
本
国
中
で
一
番
強
い
男
で
な
う
て
は
な
 
 

ら
ぬ
」
と
清
盛
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
た
、
と
亭
っ
。
そ
し
て
、
妓
王
の
こ
と
を
き
い
た
宗
盛
に
、
「
併
し
傭
御
前
、
勝
ち
誇
る
ば
 
 

か
り
が
道
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
、
た
ま
に
は
負
け
て
お
や
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
、
「
右
大
将
さ
ま
、
そ
れ
が
私
に
は
出
来
ま
せ
 
 

ぬ
」
と
返
す
。
 
 
 

こ
の
物
語
に
お
け
る
仏
御
前
は
、
重
盛
の
反
対
を
い
な
し
て
清
盛
に
福
原
遷
都
を
勧
め
る
「
傾
城
の
悪
女
」
と
描
か
れ
る
。
し
か
 
 

し
、
清
盛
は
偶
に
向
か
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ム
ロ
詞
を
吐
く
。
 
 

（
3
7
－
 
 
 
私
は
あ
の
様
な
弱
い
女
は
嫌
ひ
ぢ
ゃ
、
美
し
う
て
強
い
、
そ
ち
の
や
う
な
女
子
で
な
く
て
は
私
の
心
に
は
手
ご
た
へ
が
無
い
、
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強
い
も
の
、
美
し
い
も
の
に
ひ
か
れ
る
と
い
う
、
新
し
い
男
の
心
情
を
、
こ
の
清
盛
も
共
有
し
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
抱
月
 
 

の
仏
御
前
も
、
「
宿
命
の
女
」
 
へ
と
近
づ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
l
）
 
神
聖
な
恋
愛
を
し
て
い
た
は
ず
の
二
人
の
間
は
ど
う
も
う
ま
く
行
か
な
く
な
り
、
繁
ほ
教
師
か
ら
紹
介
さ
れ
た
子
爵
と
の
結
婚
を
考
え
 
 
 

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
時
に
は
彼
女
は
既
に
妊
娠
し
て
い
る
。
欽
裁
と
し
て
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
紫
と
結
婚
し
ょ
う
と
い
う
気
に
は
な
ら
 
 
 

ず
、
結
局
二
人
は
堕
胎
を
敢
行
、
欽
哉
は
堕
胎
罪
で
逮
捕
さ
れ
る
。
こ
の
、
妊
娠
と
い
う
事
態
を
想
定
し
な
い
恋
愛
論
と
そ
の
結
果
の
堕
 
 
 

胎
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
美
奈
子
が
既
に
論
じ
て
い
る
が
、
繁
は
こ
こ
で
、
妊
娠
し
た
場
合
に
は
堕
胎
を
強
い
ら
れ
た
女
郎
と
重
な
る
だ
け
 
 
 

で
な
く
、
や
は
り
妊
娠
と
常
に
隣
あ
わ
せ
だ
っ
た
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
「
女
学
生
＝
グ
リ
ゼ
ッ
ト
」
の
姿
と
も
重
な
る
。
 
 

（
2
）
 
柳
田
泉
「
明
治
初
期
の
文
学
思
想
」
昌
明
治
文
学
研
究
』
第
四
巻
、
春
秋
社
、
昭
和
四
十
璧
、
興
津
要
「
『
つ
づ
き
も
の
』
の
研
究
」
 
 

（
萌
治
開
化
期
文
学
の
研
究
』
桜
楓
社
、
昭
和
四
十
三
年
）
、
平
田
由
美
「
毒
婦
の
誕
生
」
末
下
直
之
、
吉
見
俊
哉
編
冒
ユ
ー
ス
の
 
 
 

誕
生
－
か
わ
ら
版
と
新
開
錦
絵
の
情
報
世
界
1
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
・
竺
な
ど
を
参
照
。
 
 

（
3
）
 
柳
田
泉
「
明
治
初
期
の
文
学
思
想
」
 
山
0
0
頁
 
 

（
4
）
 
明
治
十
一
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
久
保
田
彦
作
罵
迫
阿
松
海
上
新
語
』
岡
本
勘
造
『
夜
風
於
衣
花
仇
夢
』
は
、
好
評
を
も
っ
て
迎
え
 
 

ら
れ
た
と
い
う
。
 
 

（
5
）
 
鈴
木
金
次
郎
編
『
新
編
明
治
毒
婦
伝
』
、
金
泉
堂
、
明
治
卜
九
年
、
三
貫
 
 

（
6
）
 
島
田
誰
二
「
冨
を
つ
く
し
』
解
題
」
貰
本
上
田
敏
全
集
』
第
二
巻
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
十
三
年
、
六
一
五
頁
 
 

（
ヱ
 
『
定
本
上
田
敏
全
集
』
第
四
巻
、
月
報
、
六
頁
 
 

（
8
）
 
『
定
本
上
田
敏
全
集
』
 
第
一
巻
、
三
四
頁
 
 

（
9
）
 
同
右
、
十
五
頁
 
 

（
1
0
）
 
マ
リ
オ
・
プ
ラ
ー
ツ
、
倉
智
恒
夫
他
訳
甫
体
と
死
と
悪
魔
－
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ア
ゴ
1
T
』
同
番
刊
行
会
、
一
九
八
六
年
、
三
六
 
 

四
頁
 
 

（
1
1
）
 
『
定
本
上
田
敏
全
集
』
第
一
巻
、
二
三
頁
 
 

（
1
2
）
 
同
右
、
二
八
頁
 
 

（
1
3
）
 
「
艶
女
物
語
」
に
描
か
れ
る
キ
ス
の
場
面
は
、
三
木
蕗
風
な
ど
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
形
響
を
与
え
て
い
る
。
 
 

（
1
4
）
 
『
島
崎
藤
村
全
集
』
第
十
九
巻
、
新
潮
社
、
昭
和
二
十
五
年
、
五
一
頁
 
 

（
1
5
）
 
マ
リ
オ
・
プ
ラ
ー
ツ
 
『
肉
体
と
死
と
悪
魔
』
 
二
六
三
貢
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（
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（
2
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（
2
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（
2
2
）
 
 

（
2
3
）
 
 

（
2
4
）
 
 

（
2
5
）
 
 
 

（
2
6
）
 
 

（
2
7
）
 
 

（
2
8
）
 
 

ー
・
K
・
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
、
漉
滞
龍
彦
訳
「
さ
か
し
ま
」
 
『
漉
滞
龍
彦
翻
訳
全
集
』
第
七
巻
、
河
出
書
房
新
社
、
六
七
－
六
九
頁
 
 
 

原
文
－
a
B
か
t
2
m
。
n
S
t
2
e
畠
e
∵
n
d
i
崇
r
e
n
t
e
】
i
ヨ
e
S
p
O
n
S
a
b
－
e
∵
n
s
e
n
s
i
b
訂
）
e
m
p
O
i
s
？
ロ
ロ
知
日
t
ゝ
e
m
か
m
e
q
u
e
－
－
H
監
n
e
P
出
T
 
 

t
i
q
完
ゝ
○
已
c
e
q
已
－
）
a
p
p
r
O
C
h
e
｝
t
O
已
c
e
q
u
〓
a
≦
i
t
）
t
O
已
c
e
q
屯
e
－
－
e
t
O
宍
h
e
．
 
 
 

『
定
本
上
田
敏
全
集
』
第
一
巻
、
六
三
頁
 
 
 

原
文
（
プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
版
に
よ
る
）
で
は
e
－
－
e
s
密
a
i
t
a
l
－
O
n
温
e
V
C
O
宍
F
厨
－
a
t
警
e
c
O
n
汀
e
m
O
n
甘
a
已
e
こ
a
r
O
b
e
 
u
n
p
e
u
 
 

r
2
－
2
象
2
こ
a
i
s
s
呂
t
苫
i
r
仁
n
b
a
s
d
e
s
O
i
e
r
O
仁
g
e
q
克
－
e
s
（
c
－
a
t
s
d
u
許
y
e
r
e
n
ロ
a
m
m
巴
e
n
t
p
a
r
i
n
s
t
P
n
t
S
．
と
な
っ
て
お
り
、
ス
 
 

カ
ー
ト
の
裾
は
た
ま
た
ま
少
し
め
く
れ
て
い
た
だ
け
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

原
文
 
《
S
i
j
e
＜
d
亡
玩
d
i
s
a
i
s
m
O
i
）
q
完
j
e
さ
u
S
a
i
m
e
）
q
完
許
ユ
わ
N
－
≦
u
S
ご
 
 
 

『
淑
石
全
集
』
第
由
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
二
〇
二
頁
 
 
 

『
淑
石
全
集
』
第
四
巻
、
二
六
頁
 
 
 

長
谷
川
誠
也
編
『
通
俗
世
界
歴
史
』
 
（
『
通
俗
百
科
全
書
』
第
二
編
）
、
博
文
館
、
明
治
三
十
一
年
、
七
八
頁
 
 
 

実
際
の
丙
午
の
年
は
、
一
九
〇
六
 
（
明
治
三
十
九
）
 
年
。
 
 
 

磯
田
光
一
は
、
「
藤
尾
は
い
わ
ゆ
る
″
毒
婦
も
の
″
 
の
系
譜
に
つ
な
が
る
女
性
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
磯
田
光
一
「
『
虞
 
 

美
人
草
』
 
の
文
脈
」
 
『
ユ
リ
イ
カ
』
九
巻
十
二
号
、
一
九
九
七
年
十
一
月
）
 
 
 

マ
リ
オ
・
プ
ラ
ー
ツ
 
『
肉
体
と
死
と
悪
魔
』
 
二
六
七
頁
 
 
 

G
a
u
t
i
e
r
〉
T
b
訂
p
b
i
－
e
．
q
莞
う
訂
れ
恥
札
内
C
～
私
宅
訟
r
e
）
国
d
i
t
i
O
n
A
．
謬
r
r
O
u
d
｝
P
a
ユ
s
」
0
0
冠
 
 
 

水
村
美
酋
は
、
『
虞
美
人
草
』
に
お
い
て
「
「
美
文
」
に
よ
っ
て
藤
尾
を
「
妖
婦
」
に
し
た
て
あ
げ
」
る
機
能
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
「
「
男
 
 

と
男
」
と
「
男
と
女
」
－
藤
尾
の
死
 
夏
日
淑
石
「
虞
美
人
草
」
を
め
ぐ
つ
て
」
『
批
評
空
間
』
第
六
号
、
一
九
九
二
年
七
月
）
 
が
、
第
 
 

一
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
西
洋
文
学
の
翻
訳
の
場
面
に
お
け
る
美
文
は
、
む
し
ろ
原
文
を
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
読
み
替
え
る
機
能
が
あ
っ
 
 

た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
『
虞
美
人
草
』
 
の
美
文
は
、
「
晴
姫
」
と
「
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
」
の
間
で
引
き
裂
か
れ
た
テ
ク
 
 

ス
ト
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

『
淑
石
全
集
』
 
第
四
巻
、
二
二
三
－
四
頁
 
 
 

声
相
仁
『
世
紀
末
と
淑
石
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
。
な
お
、
本
書
で
は
、
留
学
中
の
淑
石
が
テ
ー
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
実
際
に
ミ
 
 

レ
イ
の
《
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
》
を
見
て
お
り
、
そ
れ
が
『
草
枕
』
 
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

小
谷
野
敦
『
夏
日
淑
石
を
江
戸
か
ら
読
む
事
新
し
い
女
と
古
い
男
量
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
、
六
四
頁
 
 
 

『
漱
石
全
集
』
 
第
四
巻
、
一
〇
一
頁
 
 
 

林
芙
美
子
「
解
説
」
 
『
夏
日
漱
石
作
品
集
』
第
二
巻
、
創
元
社
、
昭
和
二
十
五
年
、
二
四
二
頁
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買
心
賀
直
哉
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
番
店
、
一
九
九
八
年
、
三
七
〇
頁
 
 

同
右
、
一
八
五
頁
 
 

同
右
、
一
八
八
頁
 
 

『
現
代
文
学
全
集
』
第
五
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
五
八
年
、
二
三
〇
頁
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