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「
そ
め
ち
が

へ
」
と

「
か
く
れ
ん
ぼ
」

―
明
治
三
十
年

の
鴎
外
―

須

田

喜

代

次

一

明
治
三
十
年
六
月
、
博
文
館
は
、
そ
の
創
業
十
周
年
を
記
念
し
て
、
雑
誌

『
太
陽
』
の
臨
時
増
刊
号
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
の
本
文
だ
け
で

も
六
百
九
十
頁
余
に
も
及
ぶ
大
冊
の

一
巻
に
は
、
「皆
之
れ
他
日
明
治
の
小
説
歴
史
に
於
て
重
要
な
る
位
地
を
占
む
べ
き
も
の
」
（大
橋
新
太
郎

「
博
文
館
創
業
十
週
年
紀
念
臨
時
増
刊
の
辞
し

と
し
て

「
当
代
文
壇
の
大
家
七
氏
の
名
作
」
（明
３０

．
６

・
７
付

『読
売
新
聞
』
掲
載
広
告
）

が

一
挙
に
再
録
掲
載
さ
れ
た
わ
け
な
の
だ
が
、
こ
の

「
当
代
文
壇
の
大
家
七
氏
」
の
一
人
に
鴎
外
も
そ
の
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
。
そ
し
て
同
誌

に
彼
の
作
品
と
し
て
採
ら
れ
た
の
は
、
明
治
二
十
三
年
四
月
か
ら
二
十
五
年
四
月
ま
で
断
続
的
に
十
回
に
渡

っ
て

『柵
草
紙
』
に
連
載
さ
れ
、

の
ち

『
水
沫
集
』
（明
２５

・
７
、
春
陽
堂
）
に
も
収
録
さ
れ
た
翻
訳
作
品

「
埋
木
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
芸
術
と
悲
恋
を
テ
ー
マ
と
す
る
小
説
に
関
し
て
は
、
同
誌
に
唯

一
書
き
お
ろ
し
で
発
表
さ
れ
た

「
明
治
の
小
説
」
な
る

一
文

に
お

い

て
、
樗
牛
高
山
林
次
郎
も

「
舞
姫
、
空
象
の
記
、
埋
木
等
は
、
紅
葉
、
露
伴
の
外
に
独
得
の
風
趣
を
保
ち
て
、
永
く
後
代
の
珍
と
な
す

に
足

る
」

（傍
点
原
文
、
以
下
特
に
断
ら
な
い
限
り
同
様
）
と
し
て
い
た
作
品
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
、
特
に
当
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
藤
村

が
い
ち
は
や
く
嗅
き
取
っ
た

「
明
治
二
十
年
代
の
早
い
科
」
の
香
り
を
多
分
に
た
た
え
た
作
品
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。

「
そ
め
ち
が
へ
」
と
「
か
く
れ
ん
ぼ
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



一
〇
〇

も
っ
と
も
当
代
文
壇
の
大
家
の
一
人
に
数
え
ら
れ
た
と
は
い
っ
て
も
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
小
説
家
と
し
て
の
鴎
外
は
、
明
治
二
十

四
年

一
月

「
文
づ
か
ひ
」
を
発
表
し
て
以
来
六
年
間
沈
黙
の
人
と
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
批
評
活
動
に
お
い
て
も
ま
た
、
ド

イ
ツ
か
ら
の
帰
国
後
数
年
間
の
よ
う
な
は
な
ば
な
し
い
活
動
は
影
を
ひ
そ
め
て
い
た
。

そ
ん
な
鴎
外
漁
史
に
対
し
て
は
、
ニ
カ
月
後
の
明
治
三
十
年
八
月
二
十
日
発
行

『
太
陽
』
第
三
巻
第
十
七
号
誌
上
に
お
い
て
、
こ
う
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

「
雲
中
語
に
隠
れ
て
古
作
家
の
古
作
を
云
々
す
る
が
如
き
は
、
吾
等
鴎
外
の
為
め
に
甚
だ
取
ら
ず
。
鴎
外
果
し
て
捲
土
重
来
の
意
気
な
き

か
。」

そ
し
て
実
は
右

『太
陽
』
誌
に

「
捲
土
重
来
」
を
促
さ
れ
る
の
と
相
前
後
す
る
、
同
月
五
日
発
行
の

『新
小
説
』
第
二
年
第
九
巻
誌
上
に
、

鴎
外
は
六
年
ぶ
り
の
小
説
を
公
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
鴎
外
小
説
作
品
史
上
、
前
後
十
五
年
以
上
に
も
及
ぶ
空
白
期
間

の
た
だ
中

に
、
ポ
ツ
ン
と
発
表
さ
れ
た
作
品

「
そ
め
ち
が
へ
」
で
あ
る
。

二

「
そ
め
ち
が
へ
」
発
表
に
先
立
つ
半
年
前
、
明
治
三
十
年
二
月
の

『太
陽
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た

「
今
の
文
学
界
」
と
題
す
る
記

事

の
中

で
、
鴎
外
は
記
者
の
質
問
に
答
え
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
僕
は
余
り
雑
誌
な
ど
へ
は
書
か
な
い
で
本
を
持
ら
へ
や
う
と
思
ふ
、
僕
が
少
し
で
も
書
く
と
彼
是
批
評
し
て
五
月
蠅
い
、
フ
ン
成
程
、

そ
れ
は
批
評
家
な
ど
は
眼
中
に
置
か
ん
で
も
善
か
ら
う
が
、
あ
ま
り
彼
是
と
言
は
れ
た
く
も
無
い
の
さ
、」

「
余
り
雑
誌
な
ど
へ
は
書
か
な
い
」
つ
も
り
だ
っ
た
鴎
外
が
、
い
つ
「
そ
め
ち
が
へ
」
の
構
想
を
得
、
執
筆
に
着
手
し
た
の
か
、
あ
る
い
は

い
つ
脱
稿
し
た
の
か
と
い
っ
た
本
作
品
の
舞
台
裏
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
こ
れ
を
徴
す
べ
き
資
料
が
な
い
。
た
だ
発
表
前
月
の
、
明
治
三
十



年
七
月
五
日
発
行

『
新
小
説
』
第
二
年
第
八
巻
巻
末
に
掲
載
さ
れ
た
次
号
予
告
に
は
、

「
左
の
諸
文
豪
に
請
ふ
て
執
筆
認
諾
の
栄
を
得
た
り
」

と
あ
り
、
そ
の

″
諸
文
豪
″
の
中
に
す
で
に
鴎
外
の
名
が
見
え
て
お
る
の
で
、
具
体
的
な
作
品
構
想
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
執
筆
の
約
束
は

す
で
に
こ
の
時
点
で
で
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

彼
に
と
も
か
く
も
六
年
ぶ
り
に
小
説
の
筆
を
執
ら
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
に
つ
い
て
は
、
当
時
の

『
新
小
説
』
の
編
集
責
任
者
で
あ
り
、　
ョ

一

人
冗
語
」
。
「
雲
中
語
」
を
通
じ
て
の
仲
間
で
あ

っ
た
幸
田
露
伴
の
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
、
や
は
り

一
番
大
き
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な

お
、
同
年
七
月
二
十
六
日
発
行
の

『
め
さ
ま
し
草
』
巻
之
十
九
に
は

「
鴎
外
漁
史
作
　
そ
め
ち
が

へ
　
近
刊
新
小
説
所
載
　
春
陽
堂
」
と
い
う

∧
特
別
広
告
∨
が
載

っ
て
お
り
、
「
そ
め
ち
が
へ
」
の
完
成
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
し
て
発
表
さ
れ
た
六
年
ぶ
り
の
鴎
外
作
品
は
、
彼
の

「
あ
ま
り
彼
是
と
言
は
れ
た
く
も
無
い
の
さ
」
と
い
う
気
持

ち
と
は
裏
腹
に
、
発
表
当
初
か
な
り

「
彼
是
批
評
」
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
寄
せ
ら
れ
る
批
評
は

一
様
に
冷
た
い
と
言

っ
て
い
い
。

の
剪
裁
の
筆
、
遥
に
下
れ
る
も
の
平
。」

（
注
５
）

と
し
て

一
蹴
す
る
と
と
も
に
、
本
作
品
に
お
け
る
西
鶴

・
緑
雨
の
影
響
を
い
ち
は
や
く
指
摘
し
、
以
後
の
作
品
評
価
の
基
本
線
と
も
言
う
べ

き
も
の
を
打
ち
出
し
て
い
る
し
、
『
反
省
雑
誌
』
（明
３０

．
１０
）
は
ま
た

「
新
小
説
』
中
鴎
外
の

『
そ
め
ち
が
へ
』
は
お
れ
で
も
斯
ん
な
事
は
書
け
る
よ
と

一
寸
多
芸
の
工
合
を
示
し
た
る
も
の
な
る
べ
し
、
さ
れ

ど

『
埋
木
』
流
に
あ
ら
ね
ば
作
者
の
柄
に
合
は
ぬ
な
り
、
西
鶴
流
は
世
に
余
る
程
あ
り
、
余
計
な
方
面
に
手
を
出
し
て
其
派
の
通
と
や
ら

む
言
は
る
ヽ
人
々
に
笑
は
れ
ぬ
こ
そ
よ
か
る
べ
け
れ
、」

と
し
、
ニ
カ
月
前
に

『太
陽
』
誌
上
を
飾
っ
た

「
埋
木
」
流
に
あ
ら
ざ
る

「
そ
め
ち
が
へ
」
を
否
定
的
に
評
価
す
る
。
こ
の

『
反
省
雑
誌
』

の
論
調
の
延
長
線
上
に
は
、

「観
風
的
眼
光
の
燃
犀
を
認
む
と
云
ふ
者
あ
れ
ど
、
吾
等
は
其
品
卑
く
し
て
情
い
や
し
き
を
見
る
。
文
字
は
流
石

「
そ
め
ち
が
へ
」
と
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
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一
〇
二

に
苦
心
の
跡
見
え
て
簡
勁
嘉
す
べ
し
と
雖
も
、
吾
等
は

『
埋
れ
木
』
、
『舞
姫
』
の
高
韻
を
澤
ぶ
」
と
い
う

『太
陽
』

（明
３０

．
９

・
５
）
の
批

判
が
存
在
す
る
っ

さ
ら
に
は
ま
た
、

「
殊
に
鴎
外
の

『
そ
め
ち
が
ひ
』
に
至
り
て
は
全
篇
軽
浮
淫
猥

一
読
唾
し
て
捨
て
む
と
欲
す
。

（略
）
今
後
益
々
醜
匝
文
字
の
文
壇
に
跛

屋
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
吾
人
は
断
じ
て
鴎
外
の
罪
に
帰
せ
む
。
渠
亦
老
ひ
た
る
か
な
」
。

と
い
う
痛
罵
に
近
い
批
評
も
、
こ
れ
を

『
よ
し
あ
し
草
』

（明
３。

．
９
）
誌
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も

「
雲
中
語
」
に
お
い
て

す
ら
そ
れ
は
、
「
然
此
種
之
文
、
究
党
非
鴎
外
当
行
本
色
」
と
評
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

「
明
治
二
十
年
代
の
早
い
春
」
を
感
じ
さ
せ
た
作
品
群
と
は
、　
一
転
、
趣
を
変
え
た
鴎
外
初
め
て
の
試
み

（藤
村
言
う
と
こ
ろ
の

「
あ
る

一

転
機
し

を
人
々
は
支
持
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
と
ど
の
つ
ま
り

「
鴎
外
漁
史
が
そ
め
ち
が
へ
は
鴎
外
漁
史
が
そ
め
ち
が
へ
な
り
得
意

の
作

に
あ
ら
ぎ
る
べ
し
」
∩
鴎
外
氏
の
新
作
」
『文
芸
倶
楽
部
』
明
３０
．
９
）
と
い
う
有
名
な
斎
藤
緑
雨
の
発
言
に
収
叙
さ
れ
る
評
価
し
か
え
ら
れ
な
か
っ

た
作
品
で
あ
り
、
そ
う
し
た
作
品
評
価
は
、
発
表
当
初
の
み
な
ら
ず

「
内
容
も
文
体
も
硯
友
社
の
亜
流
に
近
い
」
翁
口田
精
〓
『筑
摩
全
集
類
衆

森
鴎
外
全
集
１
矢
〔筑
摩
書
房
∨
解
説
し
、
「紅
葉
な
ど
の
後
塵
を
拝
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
…
」
（山
室
静

『評
伝
　
森
鴎
外
』∧
実
業
之
日
本
社
∨
）、
「内
実

は
硯
友
社
以
前
、
た
と
え
ば
斎
藤
緑
雨
の
亜
流
と
呼
ぶ
ほ
う
が
も

っ
と
正
確
」

（三
好
行
雄

「反
時
代
の
小
説
ム

そ
め
ち
が
ヘ
ヒ

『
鴎
外
と
漱
石
　
明

治
の
エ
ー
ト
ス
』
∧
力
富
書
房
∨
所
収
）
と
い
う
近
年
の
評
価
に
ま
で

一
貫
し
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

鴎
外
作
品
群
の
中
で
も
、
も

っ
と
も
軽
視
、
あ
る
い
は
も

っ
と
言
え
ば
無
視
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る

「
そ

め
ち
が

へ
」

一
篇
は
、
や
は
り
そ
う
さ
れ
る
だ
け
の
実
質
し
か
持
ち
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

が
、
明
治
三
十
年
、
久
々
に
筆
を
執

っ
た
鴎
外
は
、
で
は
こ
の
い
わ
ば

″失
敗
作
″
に
お
い
て

一
体
何
を
試
み
た
の
か
。
彼
が
、
西
鶴
ま
が

い
の
、
緑
雨
の
亜
流
の
よ
う
な
作
品
を
、
こ
の
時
期
に
書
く
必
然
性
は
何
だ
っ
た
の
か
。

確
か
に
彼
は
こ
の
時
期
、
先
に
見
た
よ
う
に

「
雑
誌
な
ど
へ
は
書
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
言

っ
て
は
い
る
。
が
、
同
時
に
、

「本
を
持
ら



へ
や
う
と
思
ふ
」
と
も
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
沈
黙
し
て
い
る
と
は
い
え
文
学
に
対
す
る
意
欲

・
関
心
ま
で
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
は
毛
頭
な
い
。
事
実
、
彼
は
友
人

（文
学
上
の
友
人
で
あ
ろ
う
）
が
多
く
作

っ
て
い
る
材
料
帳
に
な
ら
■
一

『
小
紺
珠
』
な
る
材
料
帳
を
作

り
、
こ
の
時
期
使
用
し
て
い
る
。
創
作
活
動
へ
の
意
欲
が
あ

っ
て
こ
そ
、
こ
の
材
料
帳
は
意
味
を
持
つ
は
ず
だ
。

と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
露
伴
の
懲
憑
に
従

っ
て
、
す
な
わ
ち
外
発
的
な
働
き
か
け
が
あ

っ
て
初
め
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
作
品
で
は
あ

っ
た

に
し
て
も
、
そ
し
て
、
た
と
え
そ
れ
が
結
果
的
に
失
敗
作
品
で
あ

っ
た
に
し
て
も
、
本
作
品
に
は
こ
の
時
期
の
鴎
外
の
文
学
へ
の
姿
勢
、
あ
る

い
は
当
代
文
壇

へ
の
関
わ
り
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
下

「
目
不
酔
草
時
代
只
森
潤
二
郎
）
唯

一
の
小
説
作
品

「
そ
め
ち
が
へ
」
の
世
界
を
わ
た
く
し
な
り
に
見
直
し
、
明
治
三
十
年
代
初
頭
、

い
わ
ゆ
る
小
倉
時
代
直
前
の
鴎
外
の
一
側
面
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三

森
潤
三
郎
著

『
鴎
外
森
林
太
郎
』
∧
森
北
書
店
∨
に
、
日
付
不
詳
な
が
ら

「
そ
め
ち
が
へ
」
に
関
し
て
の
、
鴎
外
宛
賀
古
鶴
所
書
簡
が
写
真

入
り
で
掲
載
さ
れ
て
唾
犯
。
長
い
書
簡
の
末
尾
の
一
節
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
中
で
賀
古
は
言
う
。

「
染
ち
が
ひ

一
枚
ふ
と
ん
に
枕
二
つ
の
あ
た
り
実
景
其
ま
ゝ
に
て
ど
う
し
て
も
待
ち
合
ひ
遊
び
を
知
ら
ぬ
人
の
筆
に
な
り
た
り
と
は
思
は

れ
ぬ
と
い
ふ
も
の
多
し
、
き
む
す
め
は
些
と
読
み
か
ね
る
所
が
あ
る
と
い
ふ
。
小
生
に
は
例
の
モ
タ
ノ
ヽ
し
た
舌
た
る
ひ
話
を
誠
に
あ

っ

さ
り
と
気
持
ち
好
く
読
下
し
た
る
や
う
に
覚
え
候
」

賀
古
は

「
ど
う
し
て
も
待
ち
合
ひ
遊
び
を
知
ら
ぬ
人
の
筆
に
な
り
た
り
と
は
思
は
れ
ぬ
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
鴎
外
作
品
中
唯

一
の
花

柳
界
を
舞
台
に
し
た
こ
の
小
説
に
関
し
て
は
、
鴎
外
の
直
属
の
部
下
で
あ
っ
た
飯
島
茂
も
ま
た

「
殆
ん
ど
芸
者
遊
び
に
経
験
の
無
か
っ
た
鴎
外

が
、
よ
く
も
あ
れ
ほ
ど
描
い
た
も
の
だ
と
感
心
し
て
い
た
」
と
い
う

（河
村
敬
吉

「
鴎
外
の
性
生
活
と
そ
の
意
見
」
『若
き
鴎
外
の
悩
み
』
∧
現
代
社
∨

「
そ
め
ち
が
へ
」
と
「
か
く
れ
ん
ぼ
」　
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所
収
）。

が
、
ど
う
や
ら
こ
の
小
説
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
そ
の
も
と
と
な

っ
た
実
話
が
あ

っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
す
で
に
発
表
直
後
に
緑
雨
が

「
聞

く
こ
は
実
話
な
り
と
」
（前
掲
文
）
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
な
の
だ
が
、
右
の
賀
古
書
簡
で
も

「
例
の
モ
タ
ノ
ヽ
し
た
舌
た
る
ひ
話

云

々
」
と

あ
り
、
そ
の

″
話
″
を
賀
古
も
知

っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
し
め
る
。
も
ち
ろ
ん
今
、
そ
の
原

「
そ
め
ち
が

へ
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

″
話
″

の
存
在

・
内
容
は
確
か
め
よ
う
も
な
い
の
だ
が
、
作
品
発
想
の
原
点
に
そ
う
し
た
実
話
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は

一
応
確
認
し
て
お
い
て
よ
い

だ
ろ
う
。

が
、
そ
れ
だ
け
で
作
品
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
以
上
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
緑
雨
が
、
や
は
り

前
掲
文
中
に
お
い
て

「
西
鶴
よ
り
出
づ
と
白
蓮
庵
氏
言

へ
り
さ
ら
ば
初
歩
の
み
わ
が
知
れ
る
西
鶴
は
此
の
如
き
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
い
る

点
だ
。

後
半
部
の
緑
雨
の
批
判
は
今
は
措
く
。
白
蓮
庵
、
す
な
わ
ち
森
田
思
軒
が

「
西
鶴
よ
り
出
づ
」
と
言

っ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
彼
は

「
そ
め
ち
が

へ
」
発
表
に
先
立

つ
ニ
カ
月
程
前
の
明
治
三
十
年
六
月
十
二
日
、
観
潮
楼
に
お
い
て
行
わ
れ
た

「
好

色

一
代

女
」
合
評
会
の
参
加
メ
ン
バ
ー
の

一
人
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
席
上
、
鴎
外
が
、
当
時
刊
行
さ
れ
る
た
び
に
発
禁
処
分
と
い
う
憂
目
を
見
て
い

（
注
９
）

た
西
鶴
を
、
イ
タ
リ
ア
の
ボ
ッ
カ
チ
オ
に
比
し
い
ち
は
や
く
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
彼

は

「
一
代
女
」
の
各
巻
各
章
ご
と
に
、
三
木
竹
二
の
梗
概
に
引
き
続
い
て
寸
評
を
加
え
て
お
り
、
そ
の
勉
強
ぶ
り
を
う
か
が
わ
し
め
る
。
そ
し

て
、
実
は
こ
の
合
評
会
の
模
様
を
ま
と
め
た

「
標
新
領
異
録
」
。
「好
色

一
代
女
」
編
が
そ
の
巻
頭
を
飾
っ
た

『
め
さ
ま
し
草
只
明
３０

．
７

・
％

刊
）
巻
末
に
こ
そ
、
先
に
紹
介
し
た

「
そ
め
ち
が
へ
」
の
∧
特
別
広
告
∨
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
作
品

「
そ
め
ち
が
へ
」
の
執
筆
月
日
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
が
、

『
新
小
説
』
誌
の
依
頼
を
受
け
て
か

ら
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
か
ら
、
早
く
て
六
月
の
末
、
お
そ
ら
く
は
七
月
上
～
中
旬
の
執
筆
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
す
な
わ
ち
鴎
外
は
、

「
好
色

一
代
女
」
を
合
評
会
で
勉
強
し
て
か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
時
期
、
そ
の
模
様
を

「
標
新
領
異
録
」
に
ま
と
め
あ
げ



る
作
業
と
相
前
後
し
て

「
そ
め
ち
が
へ
」
執
筆
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
だ
。

「
西
鶴
よ
り
出
づ
」
と
い
う
白
蓮

庵
の
発
言
は
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
事
情
を
知

っ
て
の
上
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
も
そ
も

「
好
色

一
代
女
」
な
ら
ぬ

「
そ
め
ち
が
へ
」
の
主
人
公
で
あ
る
芸
者
兼
吉
は
、
好
色
な
女
と
呼
ん
で
も
よ
い
よ
う
な
人
物
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
小
花
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
自
ら

「
御
存
じ
の
通
の
私
が
身
持
、
昨
日
は
誰
今
日
は
誰
と
浮
名
の
立
つ
を
何
と

も
思
は
ず
」
と
述
べ
、
あ
る
い
は

「
可
笑
な
事
申
す
様
で
は
あ
れ
ど
色
々
の
男
と
寝
た
こ
と
あ
る
私
」
と
言
い
、
さ
ら
に
は

「
今
迄
も
不
身
持

な
女
子
の
こ
の
末
は
ど
う
な
り
申
す
べ
き
か
、
我
身
で
我
身
が
分
り
申
さ
ず
」
と
書
い
て
も
い
る
。
ま
さ
に

「
好
色

一
代
女
」
中
の
一
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
担
う
こ
と
の
で
き
そ
う
な
女
性
と
言
え
よ
う
が
、
作
者
は
事
件
が
落
着
し
た
作
品
の
末
尾
に
お
い
て
も
な
お
、

「
兼
吉
は
ま
た
け
ふ
が

日
迄
、
河
岸
を
変
へ
て
の
浮
気
勤
、
寝
て
見
ぬ
男
は
誰
様
の
外
な
し
と
、
書
か
ば
大
不
敬
に
も
坐
せ
ら
る
べ
き
こ
と
云
ひ
て
」
と
相
変
わ
ら
ず

の
好
色
女
ぶ
り
を
書
き
留
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
物
設
定
が
、

「
全
篇
軽
浮
淫
猥
」
と
い
う
批
判
を
生
む
こ
と
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
実

は
こ
の
作
品
の
主
眼
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ば

″
好
色
女
〃
た
る
べ
き
兼
吉
が

「
（清
二
郎
ヲ
）
罪
に
堕
す
こ
と
の
出
来
ぬ
様
な
何
と
も
知

れ

ぬ

心
」
に
な
っ
た
点
を
記
す
こ
と
に
こ
そ
あ
る
。

話
は
こ
う
で
あ
る
。

馴
染
の
客
を
朋
輩
の
芸
者
お
徳
に
奪
わ
れ
た
兼
吉
が
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
代
地
の
待
合

・
朝
倉
に
来
合
わ
せ
た
客
の
三
谷
が
憂

晴
ら
し
に
誰
か
気
に
入
り
の
男
を
呼
べ
と
け
し
か
け
る
。
そ
こ
で
兼
吉
は
、
友
達
の
芸
者
小
花
の
馴
染
客
、
か
ね
て
秘
か
に
思
い
を
寄
せ
て
い

た
競
呉
服
店
中
屋
の
次
男
、
清
二
郎
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
や
っ
て
来
た
清
二
郎
と
兼
吉
は
別
室
に
。
清
二
郎
の
ラ
ム
ネ
の
注
文
を
、

扱
ば
か
り
に
な
っ
た
兼
吉
が
階
下
に
言
い
や
る
と
こ
ろ
を
見
た
お
万
の
話
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
知

っ
て
ふ
さ
ぎ
こ
む
小
花
。
そ
の
彼
女
の
も
と

に
兼
吉
か
ら
の
長
い
文
が
届
き
、　
一
際
の
顛
末
が
明
ら
か
に
な
る
。

「
さ
て
女
の
性
は
悪
し
き
も
の
と
我
な
が
ら
驚
き
候
は
、
大
人
し
く
横
に
な
つ
て
居
た
清
さ
ん
の
領

へ
私
が
手
を
遣
り
し
事
に
候
、
其
時

「
そ
め
ち
が
へ
」
と
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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に
清
さ
ん
は
身
を
縮
め
て
ぶ
る
ノ
ヽ
と
震
ひ
な
さ
れ
侯
、
女
の
肌
知
ら
ぬ
人
と
い
ふ
で
は
な
し
、
可
笑
な
事
申
す
様
で
は
あ
れ
ど
色
々
の

男
と
寝
た
こ
と
あ
る
私
、
つ
ひ
に
な
い
事
、
は
つ
と
思
つ
て
手
を
引
き
候
と
た
ん
何
と
も
申
さ
う
様
の
な
い
心
持
致
し
、
そ
れ
迄
燃
え
立

つ
様
に
覚
え
候
胸
の
直
様
水
を
浴
せ
ら
れ
候
ふ
様
に
な
り
、
ふ
つ
ゝ
り
と
思
ひ
切
つ
て
…
」

こ
れ
が

「
何
と
も
知
れ
ぬ
心
」
の
実
体
だ
。
浮
気
な
芸
妓
兼
吉
の
心
に
宿
る
清
廉
さ
を
鴎
外
は
書
き
留
め
る
。

西
鶴

「
一
代
女
」
は
、
そ
の
長
い
性
の
閲
歴
の
物
語
を
語
り
終
え
る
に
あ
た
っ
て

「
た
と
へ
流
れ
を
立
て
れ
ば
と
て
、
心
は
濁

り

ぬ
べ
き

や
」
と
い
う
こ
と
ば
で

一
篇
を
し
め
く
く
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
今
そ
の
こ
と
ば
に
な
ら
え
ば
、
そ
の
濁
ら
ぬ
心
の
所
在
を
こ
そ
兼
吉
は
示
し

た
と
も
言
え
よ
う
か
。

そ
し
て
こ
の

「
い
か
に
も
鴎
外
ら
し
い
倫
理
的
収
束
と
い
え
ば
い
え
そ
う
」
舎
一好
氏
、
前
掲
論
文
）
な
結
末
は
、
（ま
た
し
て
も
結
果
的
に

同
時
代
評
の
確
認
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
）
本
作
品
執
筆
の
上
で
鴎
外
が
も

っ
と
も
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
斎
藤
緑
雨
、
そ
れ
も
具
体
的
に

言
え
ば
作
品

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
対
す
る
も
の
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
結
末
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
や
先
走

っ
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、

鴎
外
を
し
て
久
々
の
小
説
に
筆
を
染
め
さ
せ
た
外
的
な
要
因
を
先
の

『新
小
説
』
誌

・
露
伴
の
懲
憑
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
的
要
因
は
、
こ
の
も

う

一
人
の

「
三
人
冗
語
」
の
仲
間
、
緑
雨
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

四

明
治
二
十
四
年
七
月
、
春
陽
堂
版
新
作
小
説
叢
刊

『文
学
世
界
』
第
六
号
に
発
表
さ
れ
た
短
篇
小
説

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
は
、
緑
雨
花
柳
小
説

の
代
表
作
と
し
て
、
つ
と
に
名
高
い
作
品
で
あ
る
。
岡
野
他
家
夫
氏
は
、本
作
品
を

「
い
わ
ば
明
治
の
色
道
残
酷
物
説
］
と
ま
と
め
て
い
る
が
、

ふ
と
こ
ろ
育
ち
の

「
ぼ
ツ
ち
や
ん
」

・
山
村
俊
雄
と
い
う

一
青
年
が
、
ふ
と
仲
間
に
誘
わ
れ
て
芸
者
遊
び
を
覚
え
て
以
後
、
次
か
ら
次
へ
と
い

ろ
い
ろ
な
芸
者
と
関
係
し
て
行
く
と
い
う
物
語
だ
。



と
こ
ろ
で
こ
の
明
治
二
十
四
年
発
表
の
作
品
が
、
丸
六
年
後
の
明
治
三
十
年
六
月
、
文
壇
内
外
に

一
つ
の
物
議
を
醸
し
出
す
こ
と
に
な
る
。

と
言

っ
て
も
、
作
品
そ
の
も
の
が
、
と
い
う
よ
り
も
、
作
品
に
対
す
る
作
者
緑
雨
の
談
話
が
ひ
き
起
こ
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
。

き
っ
か
け
は
明
治
三
十
年
五
月
二
日
発
行
の

『新
著
月
刊
』
第
二
号
に
掲
載
さ
れ
た

「
作
家
苦
心
談
」
中
の
、

「斎
藤
緑
雨
氏
が

『
か
く
れ

ん
ぼ
』
の
由
来
及
び
色
道
論
、
恋
愛
総
割
」
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
表
題
か
ら
も
う
か
が
え
る
通
り
、
緑
雨
の
、
自
作

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
対
す

る
談
話
を
後
藤
宙
外
が
聞
き
役
と
し
て
筆
記
し
た
も
の
な
の
だ
が
、
こ
れ
が
た
め
に

『新
著
月
刊
』
編
集
人
で
も
あ

っ
た
宙
外
は

「
警
視
庁
に

召
換
さ
れ
」
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
（鮮
咆

問
題
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の

「
色
道
論

・
恋
愛
論
等
」
の
部
分
で
あ
る
。

た
と
え
ば
緑
雨
は
言
う
。

「
道
徳
は
誰
れ
に
だ
ツ
て
あ
る
。
唯
道
徳
の
綱
の
下
に
か
ゞ
ん
で
平
伏
し
て
ゐ
る
の
は
つ
ま
ら
な
い
、
道
徳
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
気
で

な
く
て
は
い
け
な
い
、
其
れ
を
不
道
徳
だ
と
い
ふ
奴
は
ま
だ
道
徳
の
本
義
を
知
ら
な
い
の
だ
。」

あ
る
い
は
言
う
。

「
自
分
の
考
へ
で
は
、
恋
の
性
質
か
ら
云
ツ
て
、
夫
婦
な
ん
て
云
ふ
も
の
を
持
へ
る
の
必
要
が
な
い
と
思
ふ
。
須
く
都
会
毎
に
一
大
倶
楽

部
を
起
こ
し
て
、
貴
賤
老
若
あ
ら
ゆ
る
男
女
を
随
意
に
這
入
ら
し
て
、
勝
手
放
題
に
す
い
た
奴
と
会
ふ
こ
と
に
し
た
ら
よ
か
ら
う
。
若
し

子
が
出
来
た
ら
、
倶
楽
部
の
入
場
料
で
養
育
す
る
が
よ
い
。
決
し
て
是
れ
で
富
国
強
兵
に
害
は
な
い
。
徹
頭
徹
尾
恋
愛
は
神
聖
だ
な
ぞ
と

云
ふ
こ
と
は
嘘
だ
。
体
の
い
ヽ
こ
と
を
云
ふ
の
は
虚
偽
だ
。
夫
婦
な
ん
か
は
い
ら
な
い
。」

さ
ら
に
は

「
す
い
た
同
志
は

一
所
に
ね
ろ
と
云
ふ
の
だ
」
と
か

「
人
間
の
一
生
は
色
だ
、
色
に
限
る
、
誰
れ
で
も
色
で

一
生
が
送
ら
れ
ゝ
ば

送
る
に
違
ひ
な
い
」
な
ど
と
い
う
言
辞
に
接
す
る
に
及
ん
で
、
当
代
文
壇
は
、
い
っ
せ
い
に
緑
雨
発
言
に
対
す
る
反
駁
を
、
翌
六
月
の
諸
雑
誌

に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
彼
が
説
く
と
こ
ろ
は
、全
然
道
徳
を
破
壊
す
る
に
あ
り
。
色
慾
を
以
て
人
生
の
目
的
と
す
る
に
あ
り
、共
婚
主
義
を
主
張
す
る
に
あ
り
。

一
切
の
倫
常
を
挙
げ
て
獣
慾
の
犠
牲
と
す
る
に
あ
り
。
而
し
て
之
を
行
る
に
卑
猥
言
ふ
に
忍
び
ざ
る
の
文
字
を
以
て
し
、
到
る
と
こ
ろ
標

「
そ
め
ち
が
へ
」
と
「
か
く
れ
ん
ぼ
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七



一
〇
八

客
娼
婦
の
情
事
を
穿
撃
し
て
、
却
て
得
々
た
る
も
の
の
如
し
。
あ
は
れ
人
は
如
何
に
せ
ば
、
其
徳
性
の
堕
落
、
心
情
の
卑
劣
、
果
し
て
能

く
是
の
如
き
を
得
べ
き
か
。」

と
い
う
の
は

『
太
陽
』
（明
３。

．
６

・
５
）
時
評
欄
中
の
文
言
だ
。
『帝
国
文
学
』
（明
３０

．
６
）
記
者
も
ま
た

「
緑
雨
の
論
の
如
き
是
れ
寧
ろ
人
間
を
侮
辱
せ
る
も
の
に
し
て
、
余
輩
憫
然
言
の
加
ふ
べ
き
を
知
ら
ず
。
彼
は
到
底
道
徳
の
何
た
る
を
解

せ
ず
、
発
達
進
化
の
理
を
知
ら
ず
、
又
人
間
美
の
如
何
を
覚
り
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
。」

と
し
て
縁
雨
論
を
切
り
棄
て
る
。
他
雑
誌
の
論
調
も
、
大
む
ね
右
二
誌
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。

こ
れ
ら
の
緑
雨
発
言
を
め
ぐ

っ
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
反
響
は
、
当
然
鴎
外
の
目
に
も
触
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
其
筆
に
長
所
の
あ
る
の

を
愛
し
て
友
と
し
て
い
た
」

（小
金
井
喜
美
子

「次
ぎ
の
兄
」

『森
鴎
外
の
系
族
』
∧
大
岡
山
書
店
∨
所
収
）
緑
雨
が
批
判
の
矢
面
に
立
た
さ
れ

て

い

る
問
題
に
、
彼
が
無
関
心
で
あ

っ
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
時
、
鴎
外
は

『新
小
説
』
誌
か
ら
の
執
筆
依
頼
を
受
け
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
時
、　
六
年
ぶ
り
に
小
説
の
筆
を
執
ら
ん
と
す
る
彼
は
、　
こ
う
し
た
情
況
に
対
し
て
、　
作
品
と
い
う
形
を
通
し
て
の
、
彼
な
り
の

敏
感
な
反
応
を
示
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ほ
ど
に
、

「
そ
め
ち
が
へ
」
の
世
界
は
、
緑
雨

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
世
界
の
設
定
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
今
物
議
を
醸
し
出
し
て
い
る
の
は
緑
雨
文
の
う
ち
の

「
色
道
論
」
、
あ
る
い
は

「
恋
愛
論
」
と
い
っ
た
部
分
で
あ
り
、
ど

う
し
て
も
そ
こ
に
目
が
行
き
が
ち
だ
が
、
そ
も
そ
も
緑
雨
談
話
は
、
い
わ
ば

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
楽
屋
話
を
語
る
こ
と
に
そ
の
主

眼
が

あ

っ

た
。
だ
か
ら
本
来
先
の
緑
雨
の
発
言
も
、

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
と
の
関
連
の
上
で
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
を
切
り

離
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
は
、
緑
雨
の
真
意
を
曲
解
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
談
話
の
中
で
、
た
と
え
ば
作
品
題
名
で
あ
る

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
つ
い
て
、
緑
雨
は
そ
れ
が
上
方
唄
の

「
朝
顔
の
さ
か
り

は
に
く
し
迎
ひ
駕
籠
、
よ
る
は
松
虫
、
ち
ん
ノ
ヽ
ノ
ヽ
、
ち
ろ
リ
ノ
ヽ
、
見
え
つ
か
く
れ
つ
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
う
し
た
作
品
題
名
の
出
来
か
ら
し
て
、
観
外
は
緑
雨
か
ら
学
び
取

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。



「
そ
め
ち
が
へ
」
と
い
う
題
名
が
作
品
末
尾

「
雨
の
日
を
三
度
の
迎
に
唯
だ
往
き
返
り
那
加
屋
好
の
濡
浴
衣
惜
か
模
様
は
染
違
」
と
い
う
荻

江
節
の

一
節
か
ら
来
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
う
し
た
題
名
の
由
来
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
他
な
ら
ぬ
荻
江
節
と
し
た
こ

と
に
も
先
の
緑
雨
談
話
を
鴎
外
が
読
ん
だ
上
で
の
設
定
と
思
わ
せ
る
ふ
し
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
二
作
品
に
共
通
の
こ
と
と
し
て
作
品
舞
台
が
と
も
に
柳
橋
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と

に
関
連
し
て
、
緑
雨
は
自
作
の
欠
点
と
し
て

「
河
東
の

『
か
し
小
袖
』
を
さ
ら
ふ
云
々
と
あ
る
の
は
不
都
合
だ
、
吉
原
な
ら
ば
知
ら
ぬ
こ
と
、

柳
橋
あ
た
り
で
は
余
り
歌
へ
る
者
が
な
い
と
云
ふ
こ
ツ
て
す
」
と
し
た
あ
と
で
、
続
け
て

「
荻
江
の
も
の
を
挙
げ
り
や
ア
よ
か
ツ
た
」

（傍
点

須
田
）
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
荻
江
節
を
鴎
外
は
自
作
に
使
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
細
か
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
緑
雨
談
話
は

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
登
場
す
る
芸
者
に
は
皆
実
在
の
モ
デ
ル
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
主
人
公

山
村
俊
雄
が
最
初
に
関
係
す
る
芸
者
小
春
は
現
実
に
は

「
小
花
」
と
い
う
女
で
あ
り
、

「雪
江
と
あ
る
は
小
万
と
云
ツ
た
芸
者
で
」
あ
る
こ
と

を
告
げ
て
い
る
。
ま
た
作
中
で
、
い
っ
た
ん
は
俊
雄
と
別
れ
な
が
ら
最
後
に

「
再
び
焼
付
い
た
腐
れ
縁
」
と
な
る
の
は

「
…
…
通
町
辺
の
若
旦

那
に
真
似
の
な
ら
ぬ
寛
濶
と
極
随
俊
雄
へ
打
込
ん
だ
」
「
歳
ニ
ッ
上
の
冬
吉
」

（傍
点
須
田
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
緑
雨
談
話
や
作
品
の
設
定
は
鴎
外
作
品
の
中
で
、
清
二
郎
馴
染
の
芸
者

「
小
花
」
と
か
、
三
谷
馴
染
の

「
お
万
」
と
か
、

「
お
前

様
と
い
ふ
も
の
あ
る
清
さ
ん
に
年
上
な
る
身
を
も
恥
ぢ
ず
思
を
掛
け
」
る
、
清
二
郎
よ
り

一
つ
二
つ
歳
上
の
兼
吉
、
と
い
う
設
定
の
中
に
生
か

さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
ま
り
、
緑
雨
は
自
ら
の
作
品
完
成
後
、
そ
れ
が
西
鶴
の

「
一
代
女
」
や

「
一
代
男
」
に
類
似
し
て
い
る
の
を
見
て
、

「ぎ
よ
つ
と
し
た
事

が
あ
つ
た
」
と
し
な
が
ら
も

「
勿
論

『
か
く
れ
ん
ぼ
』
に
は
本
か
ら
取
つ
て
来
て
、
覧
だ
け
を
取
か
へ
た
や
う
な
女
は
居
な
い
」
と
き
っ
ば
り

言
い
切

っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
と
鴎
外
の
事
情
に
即
し
≦
一言
え
ば
、
鴎
外

「
そ
め
ち
が
へ
」
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
、
清
二
郎

を
も
含

め

て
、
多
分
に
緑
雨
作
中
人
物
の

「
重
だ
け
を
取
か
へ
た
」
よ
う
な
面
が
あ
り
そ
う
な
の
だ
。

そ
し
て
、
だ
と
す
れ
ば
鴎
外
は
、
緑
雨
の
言
う
次
の

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
執
筆
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
も
、
当
然
注
意
を
払
う
と
こ
ろ
が
あ

っ
た

「
そ
め
ち
が
へ
」
と
「
か
く
れ
ん
ぼ
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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に
違
い
な
い
。

「
あ
れ
を
書
く
気
に
自
分
を
さ
せ
た
の
は
、
魯
文
以
来
、
千
篇

一
律
に
な
ツ
た
芸
娼
妓
も
の
が
、
猥
妻
だ
と
云
ふ
ん
で
排
斥
さ
れ
て
ゐ
ま

し
た
ネ
、
此
の
風
潮
に
対
し
て
ヤ
ケ
に
さ
か
さ
ま
に
出
か
け
て
見
や
う
と
思
ツ
た
の
で
、
芸
娼
妓
だ
ツ
て
恋
も
知
ツ
て
ゐ
る
し
、
人
間
ら

し
い
所
も
あ
る
と
云
ふ
の
を
見
せ
て
や
ら
う
、
と
云
ツ
た
や
う
な
つ
も
り
で
、
『
か
く
れ
ん
ぼ
』
の
如
き
途
方
も
な
い
も

の
を
書

い
た

が
、
…
…
」

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
果
た
し
て
ど
れ
だ
け

「
芸
娼
妓
だ
ツ
て
恋
も
知
ツ
て
ゐ
る
し
、
人
間
ら
し
い
所
も
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
表
現
し
え
て

い
る
か
は
改
め
て
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
が
、
ま
さ
に

「
そ
め
ち
が
へ
」
の
鴎
外
は
、
そ
の
こ
と
を
、
先
に
見
た
兼
吉
の
行
動

・
心
情
の
中

に
示
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
か
。

そ
し
て
、
芸
娼
妓
も
の
即
猥
褻
、
と
い
う
魯
文
以
来
の
狭
い
、
固
ま
っ
た
既
成
概
念
を
崩
そ
う
と
す
る
姿
勢
に
お
い
て
、
鴎
外

・
緑
雨
は
こ

の
時
共
通
の
地
盤
に
立
っ
て
い
た
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

五

「
そ
め
ち
が
へ
」
が
、
登
場
人
物
や
舞
台
設
定
等
の
面
に
お
い
て

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
そ
れ
に
類
似
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
二
つ
の
作
品
世

界
の
内
実
は
、
も
ち
ろ
ん
全
く
正
反
対
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
対
照
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
否
、
鴎
外
は
意
識
的
に
、
批
判
の
渦
中
に
あ
る

緑
雨
作
品
と
同
様
の
設
定
の
中
か
ら
別
種
の
世
界
を
描
き
出
す
こ
と
を
こ
そ
目
ざ
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
意
味
で
は
確
か
に

「
緑
雨

の
亜
流
」
に
は
違
い
な
い
。
も

っ
と
も
結
果
的
に
は
、
彼
の
作
品
も
ま
た

「
軽
浮
淫
猥
」
と
の
評
を
受
け
て
は
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
。
こ
の
二

作
品
の
違
い
を
、
二
人
の
作
家
と
し
て
の
資
質
の
違
い
に
帰
す
こ
と
は
簡
単
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
作
品
執
筆
時
の
緑
雨
発
言
を
め
ぐ
る

一
連
の

動
き
に
対
す
る
、
鴎
外
の
意
図
的
な
反
応
を
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。



た
と
え
ば
、
同
じ
く
初
心
な
青
年
と
し
て
作
品
に
は
登
場
し
な
が
ら
、
山
村
俊
雄
が
次
々
と
新
し
い
芸
者
と
関
わ
り
を
持

っ
て
行
く
の
に
対

し
て
、
中
屋
の
清
二
郎
は
、
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
冬
吉
に
あ
た
る
べ
き
兼
吉
の
誘
惑
を
退
け
、
「
何
遍
言
う
て
も
あ
の
女
で
な
い
女
房
は
生
涯
持

ち
ま
せ
ぬ
」
と
頑
固
に
そ
の
純
情
さ
を
貫
き
通
し
、
め
で
た
く
小
花
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も

「
恋
の
有
難
く
な
い
証
拠
は
、
初
恋

の
や
つ
が
添
ツ
た
例
が
、
今
ま
で

一
つ
も
な
い
、
（略
）
夫
婦
だ
な
ん
て
威
張
ツ
た
ツ
て
つ
ま
ら
な
い
。
真
の
愛
か
ら
出
来
た
の
ぢ
や
な
い
」
と

し
た
緑
雨
発
言
に
対
す
る
か
の
よ
う
に
、

「初
恋
の
や
つ
が
添
ツ
た
例
」

と
し
て

「
真
の
愛
」

か
ら
晴
れ
て
夫
婦
に
な
る
二
人
を
描
い
て
い

る
。
そ
の
愛
は
、
手
練
手
管
に
た
け
た
兼
吉
さ
え
も
、

「
罪
に
堕
す
こ
と
の
で
き
ぬ
様
な
何
と
も
知
れ
ぬ
心
」
に
さ
せ
る
だ
け
の
力
を
持

っ
て

い
る
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
う
し
た
創
作
活
動
の
あ
り
方
自
体
は
、
後
に
彼
自
身
が
使
う
こ
と
ば
に
従
え
ば
、
ま
さ
に

「
あ
そ
び
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
彼
の
姿
勢
と
、
先
に
見
た
作
品
評
価
の
低
さ
と
は
無
関
係
で
は
あ
り
え
ま
い
。

が
、
は
か
ら
ず
も
本
作
品
に
は
、
明
治
三
十
年
、
雌
伏
す
る
文
学
者
鴎
外
の
当
代
文
壇
に
対
す
る
十
分
な
関
心
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
あ
え
て

「
今
の
文
壇
の
創
建
に
先
だ
つ
て
、
生
埋
の
運
命
に
迫
ら
れ
た
」

∩
鴎
外
漁
史
と
は
誰
ぞ
し
　
一
人
で
あ
る

緑
雨
に
拠

っ
た
と
こ
ろ
に
、
や
が
て
当
代
文
壇
を

「
末
流
時
代
の
文
壇
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
鴎
外
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
う
の
で
あ
る
。

注
１
　
収
録
作
家
と
そ
の
作
品
名
を
目
次
に
よ
っ
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
明
治
三
十
年
と
い
う
時
点
に
お
け
る

一

よ

う

。

「
当
世
書
生
気
質
　
　
　
　
坪
内
　
道
逢

当
世
商
人
気
質
　
　
　
　
饗
庭
　
堂
村

浮
　
　
　
　
雲
　
　
　
　
長
谷
川
四
迷

浮

城

物

電
”　
　
　
　
矢
野
　
龍
漢

「
そ
め
ち
が
へ
」
と

「
か
く
れ
ん
ぼ
」

つ
の

″評
価
軸
″
を
見
る
こ
と
も
で
き



二 埋 大

套詩
房 木 人

尾 森 幸
崎  田

鴎
紅  露
葉 外 伴

明
治

の
小
説
　
　
　
一昌
山
林
次
郎
」

注
２
　
「
『
水
沫
集
』

一
巻
は
、
青
春
の
書
と
言
ふ
に
は
あ
ま
り
老
成
な
や
う
な
気
も
す
る
が
、
明
治
二
十
年
代
の
早
い
春
は
あ
の
集
の
ど
の
頁
に
も
残
つ
て
ゐ

る
。」

（島
崎
藤
村

「
『千
曲
川
の
ス
ケ
ツ
チ
』
奥
書
」
『
定
本
版
藤
村
文
庫
　
第
二
篇
　
早
春
』
所
収
）

注
３
　
創
作
小
説
作
品
と
し
て
は
、
明
治
二
十
四
年

一
月
発
表
の

「
文
づ
か
ひ
」
の
あ
と
、
間
に

「
そ
め
ち
が
へ
」
を
は
さ
ん
で

「
朝
寝
」
が
発
表

さ
れ

る

の

は
、
明
治
三
十
九
年
十

一
月
の
こ
と
で
あ
る
。

注
４
　
小
堀
桂

一
郎
氏
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
こ
の
当
時
の

『
新
小
説
』
は
盟
友
幸
田
露
伴
の
編
輯
で
あ
つ
た
。
（略
）
『
そ
め
ち
が
へ
』
の
執
筆
も
、
こ
れ
は
応
援
で
は
な
い
が
、
露
伴
の
文
業
と
位

置
と
に
触
発
さ
れ
て
―
―
、
と
い
ふ
の
が
ま
た

一
面
の
動
機
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。」
（『森
鴎
外
―
文
業
解
題
　
創
作
篇
穴

岩
波
書
店
∨
）

注
５
　
『
文
学
界
』

（明
３０

．
９
）
に
は

「
文
の
趣
と
い
ひ
、
作
の
性
質
と
い
ひ
、
何
や
ら
平
生
友
と
せ
ら
る
ゝ
緑
雨
、
露
伴
の
も
の
に
似
た
る
節
あ
り
」
と
い

う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

注
６
　
「
そ
の
後
に
、
鴎
外
漁
史
は
め
づ
ら
し
く
創
作
の
筆
を
執
つ
て
、

『
そ
め
ち
が
へ
』

一
篇
を

『
新
小
説
』
誌
上
に
発
表
し
た
。
私
は
そ
れ
を
読
ん
で
漁
史

の
や
う
な
人
に
も
あ
る

一
転
機
の
来
た
こ
と
を
感
じ
た
。」
（注
２
に
同
じ
）

注
７
　
「
小
紺
珠
」
冒
頭
に
鴎
外
は
こ
う
書
き
記
し
て
い
る
。

「
友
人
多
く
材
料
張
を
作
る
。
わ
れ
も
亦
蟹
に
倣
う
て
、
小
紺
珠
を
編
す
。
あ
は
れ
、
か
や
う
な
る
煩
き
事
、
能
く
い
つ
ま
で
続
く
べ
き
か
。
覚
東
な
き
限

な
り
か
し
。」

注
８
　

『鴎
外
』
誌
第
二
号
に
掲
載
さ
れ
た

一
〇
二
通
の
鴎
外
宛
賀
古
書
簡
に
は
見
当
ら
な
い
。

注
９
　
「
井
原
西
鶴
の
好
色
も
の
と
為
永
春
水
の

『
梅
暦
』
と
は
、
刊
行
さ
れ
る
た
び
に
発
禁
と
な
り
…
…
」

（
「
発
売
禁
止
主
要
書
目
解
題
」

『
日
本
近
代
文

学
大
事
典

・
第
六
巻
』
∧
講
談
社
∨
所
収
）

「
こ
の

『
西
鶴
全
集
』
（筆
者
注
、
明
２７

・
５

・
６
刊
、
『帝
国
文
庫
』
２３
編

・
２４
編
）
は
、
当
局
を
考
慮
し
て
風
紀
上
害
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
と
こ
ろ
は

伏
字
に
し
て
出
版
し
た
の
で
あ

っ
た
が
発
売
後
ま
も
な
い
明
治
二
十
七
年
七
月
五
日
に
発
売
禁
上
の
処
分
を
う
け
た
。
や
む
な
く
内
容
を
さ
ら
に
削
除
し
、

『
西
鶴
名
著
集
』
二
冊
と
し
て
出
版
し
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
発
禁
と
な
っ
た
。」

（「
研
究
史
通
観
」
、
鋼
鵬
帰
雌
編

『
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
１１

西
鶴
』

∧
三
省
堂
Ｖ
所
収
）

一
一
二



注
１０
　

『
日
本
近
代
文
学
大
事
典

・
第
二
巻
』
Ａ
講
談
社
Ｖ

注
Ｈ
　
こ
れ
は
後
に

『
唾
玉
集
』

（後
藤
宙
外

・
伊
原
青
々
園
編
、
明
３９

・
９
、
春
陽
堂
）
に
収
録
さ
れ
た
。

注
１２
　

「
○
斎
藤
緑
雨
　
氏
が
新
著
月
刊
の
恋
愛
論
の
た
め
、
後
藤
宙
外
氏

ハ
警
視
庁
に
召
換
さ
れ
た
り
と
云
ふ
」
∩
読
売
新
聞
』
明
３０

．
５

・
２４
）

「
そ
め
ち
が
へ
」
と

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
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