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立
教
大
学
江
戸
川
乱
歩
記
念
大
衆
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
蔵
に

な
る
江
戸
川
乱
歩
の
旧
蔵
書
お
よ
び
書
庫
（
土
蔵
）
の
価
値
は
、
単

に
研
究
資
料
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
化
史
上
の
意
義
に
お
い
て
も
高
い

も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
現
今
の
文
化
的
環
境
に
つ
い
て
思
い
を
め

ぐ
ら
す
上
で
も
、
他
に
比
類
の
な
い
貴
重
性
を
備
え
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

従
来
、
日
本
の
学
者
・
研
究
者
、
作
家
は
、
自
己
の
相
当
量
の
蔵

書
を
背
景
に
執
筆
活
動
を
行
う
の
が
常
識
で
、
戦
前
の
例
で
は
徳
富

蘇
峰
、
佐
々
木
信
綱
、
日
夏
耿
之
介
、
辰
野
隆
、
南
方
熊
楠
、
大
佛

次
郎
ら
の
名
が
た
だ
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
。
一
九
七
一
年
に
創
設
さ
れ

た
私
立
図
書
館
（
公
財
）
大
宅
壮
一
文
庫
は
、
現
在
七
三
万
冊
の
雑

誌
と
七
万
の
書
籍
を
収
蔵
し
て
い
る
が
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は

大
宅
個
人
蔵
の
数
万
冊
の
雑
誌
で
あ
っ
た
。
近
年
物
故
し
た
山
口
昌

男
、
谷
沢
栄
一
、
草
森
紳
一
ら
も
、
各
三
、
四
万
冊
を
所
蔵
し
て
い

た
と
い
わ
れ
る
。

江
戸
川
乱
歩
の
蔵
書
形
成
期
は
、
主
要
部
分
は
昭
和
戦
前
か
ら
戦

後
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
四
十
数
年
間
に
わ
た
る
も
の
で
、
こ
の
間

未
曾
有
の
社
会
的
変
動
が
、
蔵
書
の
内
容
に
も
大
き
な
影
響
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
中
心
と
な
る
の
は
推
理
小
説
だ
が
、
全
冊
数
は
二
〇

〇
二
年
作
成
の
目
録
﹃
幻
影
の
蔵
﹄（
新
保
博
久
・
山
前
譲
編
）
に
収

録
の
推
理
小
説
と
そ
の
関
連
書
四
九
八
一
冊
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は

な
い
。
現
在
セ
ン
タ
ー
が
把
握
し
て
い
る
蔵
書
数
は
和
書
一
三
〇
〇

〇
冊
、
洋
書
二
六
〇
〇
冊
、
雑
誌
五
五
〇
〇
冊
、
古
典
籍
三
五
〇
〇

冊
（
八
五
〇
点
）、
合
計
二
二
〇
〇
〇
冊
と
い
う
規
模
と
な
る
（
こ
の

数
字
に
は
、
寄
贈
書
、
重
複
書
目
の
類
は
含
ま
れ
て
い
な
い
）。

古
典
籍
は
主
と
し
て
近
世
の
草
双
紙
や
男
色
文
献
だ
が
、
そ
の
他

の
複
製
・
注
釈
本
も
相
当
の
冊
数
に
達
し
、
と
く
に
専
門
家
向
け
の

吉
田
幸
一
編
﹁
古
典
文
庫
﹂
が
一
八
五
冊
ほ
ど
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の

日
本
人
の
蔵
書
志
向
と
江
戸
川
乱
歩

紀

田

順

一

郎
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は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
吉
田
と
の
縁
が
男
色
研
究
の

同
志
で
あ
る
岩
田
準
一
の
﹃
男
色
文
献
書
志
﹄（
一
九
五
六
）
の
出
版

を
依
頼
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
﹁
古

典
文
庫
﹂
に
親
し
ん
で
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
資
料
本
の
か
な
り
の
部
分
が
昭
和
初
期
の
円
本
（
一

冊
一
円
の
予
約
全
集
）
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ

は
本
格
的
蔵
書
を
志
し
た
時
期
が
、
円
本
ブ
ー
ム
に
ぴ
っ
た
り
重

な
っ
て
い
た
せ
い
も
あ
る
。
当
時
新
進
の
売
れ
っ
子
作
家
と
な
っ
た

乱
歩
の
、
そ
れ
ま
で
抑
え
つ
け
て
い
た
蒐
書
の
欲
求
を
爆
発
さ
せ
た

さ
ま
が
、
今
日
残
さ
れ
た
蔵
書
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。
ち
な
み
に
当

時
の
業
界
人
の
回
想
（
小
川
菊
松
﹃
出
版
興
亡
五
十
年
﹄
一
九
五
三
）

に
よ
る
と
、
全
集
叢
書
と
名
が
つ
く
出
版
物
は
無
慮
三
百
数
十
種
に

の
ぼ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
戦
後
一
九
六
〇
年
代
の
全
集
ブ
ー
ム
と
は

比
較
に
な
ら
な
い
。
連
日
の
新
聞
に
一
ペ
ー
ジ
大
の
予
約
〆
切
り
の

大
広
告
が
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
、
空
前
絶
後
の
出
版
景
気
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
出
版
史
上
類
例
の
な
い
時
期
を
、
一
棟
の
土
蔵
と

い
う
空
間
に
ま
と
め
た
形
で
反
映
さ
せ
て
い
る
点
、
乱
歩
の
蔵
書
は

他
に
例
を
見
な
い
出
版
文
化
史
的
な
意
義
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。

乱
歩
が
購
読
し
た
全
集
は
、﹃
明
治
大
正
文
学
全
集
﹄（
春
陽
堂
書

店
）
正
続
六
十
巻
を
は
じ
め
。﹃
世
界
美
術
全
集
﹄、
か
ら
﹃
俳
書
大

成
﹄﹃
フ
ロ
イ
ド
精
神
分
析
学
全
集
﹄
に
い
た
る
ま
で
広
が
り
、
選
択

買
い
の
よ
う
だ
が
﹃
国
訳
漢
文
大
成
﹄、﹃
世
界
名
作
大
観
﹄
な
ど
の

定
番
的
な
書
目
に
も
目
を
配
っ
て
い
る
あ
た
り
は
、
関
心
の
広
さ
を

示
す
。
大
佛
次
郎
、
吉
川
英
治
、
小
酒
井
不
木
ら
同
時
代
の
作
家
の

例
に
洩
れ
ず
、
乱
歩
も
ま
た
図
書
館
型
の
総
合
的
な
蔵
書
を
目
指
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
ブ
ー
ム
が
間
も
な
く
一
冊
五
十
銭
の

﹃
世
界
大
衆
文
学
全
集
﹄
や
﹃
世
界
探
偵
小
説
全
集
﹄﹃
日
本
探
偵
小

説
全
集
﹄
ほ
か
数
種
に
の
ぼ
る
小
型
版
全
集
に
移
行
、
乱
歩
自
身
も

そ
の
企
画
に
加
わ
っ
た
り
、
代
表
作
が
収
録
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に

な
る
。
乱
歩
人
気
の
す
さ
ま
じ
さ
を
側
面
か
ら
実
証
し
て
い
る
わ
け

だ
が
、
乱
歩
の
心
理
か
ら
す
れ
ば
、
作
家
的
地
位
の
上
昇
を
目
に
見

え
る
形
に
し
た
も
の
と
し
て
、
自
作
の
一
巻
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
全

巻
を
並
べ
る
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
乱
歩
の
群
書
志
向
は
こ
の
よ
う

な
面
か
ら
も
促
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
乱
歩
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
蔵
書
の
構
築

を
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
家
活
動
の
過
程
を
仔
細
に
見
る

と
、
主
と
し
て
次
の
四
期
に
整
理
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①
蔵
書
準
備
期

一
九
二
五
年
（
大
正
十
四
）
の
作
家
デ
ビ
ュ
ー
後
　
た
だ
ち
に
流

行
作
家
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
従
来
の
雌
伏
時
代
に
比
し
て
、
手

元
に
相
当
な
冊
数
の
資
料
を
用
意
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
が
考
え
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ら
れ
る
が
、
書
物
を
蓄
え
る
に
は
何
よ
り
も
ス
ペ
ー
ス
を
必
要
と
す

る
。
母
親
や
妻
子
、
そ
れ
に
同
居
人
を
含
め
た
一
家
の
居
住
空
間
も

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
し
で
も
多
く
の
間
取
り
を
求
め
て
、
乱

歩
の
苦
闘
が
は
じ
ま
る
。

②
蔵
書
形
成
期

一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
）
か
ら
翌
一
九
二
七
年
に
か
け
、
牛
込

区
（
現
在
新
宿
区
）
筑
土
八
幡
町
三
二
番
地
に
居
住
し
て
い
た
時
代

で
あ
る
。﹃
貼
雑
年
譜
﹄
に
描
か
れ
た
住
居
平
面
図
に
よ
れ
ば
、
二
階

の｢

太
郎｣

と
注
記
さ
れ
た
二
畳
間
の
隅
に
小
さ
く｢

ホ
ン
バ
コ｣

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
は
じ
め
て
書
籍
収
納
ス
ペ
ー
ス
が
描
き
こ
ま

れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
坪
の
書
斎
で
は
蔵
書
の
収
容
量
に
も
限
度
が

あ
っ
た
ろ
う
。﹃
幻
影
城
﹄
の
巻
末
に
あ
る
﹁
探
偵
小
説
叢
書
目
録
﹂

と
﹁
同
雑
誌
目
録
﹂
を
見
て
も
、
こ
の
時
期
の
刊
行
物
に
不
揃
い
が

目
立
つ
の
は
、
収
蔵
の
苦
労
を
反
映
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
二
度
の
転
居
を
経
て
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
）
四
月
、

芝
車
町
八
番
地
（
現
在
港
区
高
輪
）
の
土
蔵
付
き
家
屋
（
元
質
店
）

に
移
転
す
る
の
で
あ
る
が
、
再
び
﹃
貼
雑
年
譜
﹄
の
平
面
図
に
よ
れ

ば
、
玄
関
を
入
っ
て
右
手
に
あ
る
十
坪
ほ
ど
の
土
蔵
を
書
斎
兼
応
接

間
と
し
、
南
西
の
壁
一
面
を
﹁
ホ
ン
ダ
ナ
﹂
と
し
た
様
子
が
窺
え
る
。

そ
の
棚
を
背
に
し
た
乱
歩
の
満
足
そ
う
な
表
情
の
写
真
記
事
が
貼
り

込
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
棚
に
は
大
部
な
資
料
本
を
ズ
ラ
リ
と
並
べ

て
い
る
。

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
日
本
で
は
伝
統
的
に
書
籍
の
収

蔵
に
は
文
箱
か
櫃
（
経
巻
に
は
厨
子
）
を
、
大
量
な
蔵
書
に
は
置
き

棚
を
し
つ
ら
え
て
平
積
み
に
す
る
習
慣
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
私
は

二
十
年
ほ
ど
前
に
東
西
の
珍
籍
を
集
め
た
南
方
熊
楠
の
書
庫
を
見
学

し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
整
然
と
洋
書
を
並
列
し
た
棚
と
向
か
い
合
わ

せ
に
、
和
書
を
積
み
上
げ
た
見
栄
え
の
し
な
い
棚
や
、﹃
資
治
通
鑑
﹄

な
ど
の
叢
書
を
専
用
の
木
箱
に
収
納
し
た
も
の
が
目
に
つ
き
、
あ
ら

た
め
て
東
西
の
書
籍
の
形
状
か
ら
く
る
保
管
方
法
の
相
違
を
実
感
し

た
も
の
だ
。
わ
が
国
に
よ
う
や
く
西
洋
の
近
代
的
な
書
架
が
普
及
し

は
じ
め
た
の
は
、
国
民
文
庫
刊
行
会
な
ど
の
大
部
の
叢
書
が
出
現
し

た
大
正
時
代
以
降
で
、
そ
れ
ま
で
（
あ
る
い
は
昭
和
戦
前
ぐ
ら
い
ま

で
）
下
宿
の
学
生
な
ど
は
教
科
書
や
参
考
書
を
空
き
箱
な
ど
に
詰
め

て
保
存
し
て
い
た
。
桑
原
武
夫
の
回
想
（﹃
文
学
入
門
﹄）
に
、﹁
ミ
カ

ン
箱
に
岩
波
文
庫
を
い
っ
ぱ
い
所
持
し
て
い
る
﹂
な
ど
と
自
慢
し

合
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
正
時
代
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、

本
箱
を
全
集
の
予
約
読
者
に
サ
ー
ビ
ス
し
た
の
は
、
ま
だ
個
人
で
洋

式
書
棚
を
所
有
し
て
い
る
者
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

乱
歩
に
と
っ
て
も
﹁
ホ
ン
バ
コ
﹂
か
ら
﹁
ホ
ン
ダ
ナ
﹂
へ
の
進
化

こ
そ
、
書
生
時
代
、
雌
伏
時
代
か
ら
の
離
陸
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
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り
、
本
格
的
な
蔵
書
家
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
地
点
だ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
こ
こ
で
想
起
さ
る
べ
き
は
、
乱
歩
が
小
酒
井
不
木
の
推
挽
に

よ
っ
て
﹁
新
青
年
﹂
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
と
で
あ
る
。
そ
の
五
个

月
後
（
一
九
二
五
年
七
月
）
の
同
誌
口
絵
に
は
乱
歩
の
枠
入
写
真
と

と
も
に
重
厚
な
書
棚
を
バ
ッ
ク
に
し
た
小
酒
井
の
照
影
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。﹁
揃
っ
た
本
は
人
を
誘
う
﹂（
幸
田
文
）
と
い
う
こ
と
ば
通

り
、
も
と
も
と
教
養
世
代
で
あ
る
乱
歩
が
、
こ
れ
を
見
て
羨
望
の
念

を
抱
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

当
時
の
日
本
建
築
の
土
台
は
、
重
量
の
大
き
な
書
庫
に
は
全
く
不

適
で
あ
っ
た
が
、﹃
探
偵
小
説
四
十
年
﹄
に
よ
る
と
、
た
ま
た
ま
車
町

の
元
土
蔵
暮
ら
し
が
快
適
だ
っ
た
た
め
、
次
の
転
宅
に
も
土
蔵
付
き

を
狙
う
こ
と
と
し
、
奔
走
の
末
に
豊
島
区
池
袋
三
丁
目
、
立
教
大
学

の
隣
接
地
に
注
文
通
り
の
土
蔵
付
き
借
家
を
見
つ
け
、
一
九
三
四
年

（
昭
和
九
）
七
月
よ
り
入
居
し
た
。
現
在
の
旧
乱
歩
邸
で
あ
る
。
そ
の

家
の
前
所
有
者
は
売
れ
っ
子
の
経
済
評
論
家
谷
孫
六
で
、
建
坪
四
十

二
坪
半
（
約
一
四
〇
・
二
五
㎡
）
の
う
ち
、
土
蔵
部
分
は
二
階
建
て

の
十
五
坪
（
約
四
九
・
五
㎡
）、﹁
壁
は
厚
く
、
窓
は
小
さ
く
て
薄
暗

い
が
、
涼
し
い
と
こ
ろ
が
よ
い
﹂
と
い
う
の
で
気
に
入
っ
た
と
い
う
。

③
蔵
書
活
用
期

し
か
し
、
理
想
の
書
斎
と
書
庫
も
、
時
期
が
よ
く
な
か
っ
た
。
間

も
な
く
日
本
が
臨
戦
体
制
に
入
り
、
執
筆
活
動
が
徐
々
に
制
約
を
蒙

る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
整
備
さ
れ
た
書
庫
の
資
料
が
創
作
面
よ
り

も
、
む
し
ろ
書
誌
的
研
究
に
資
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
は
や
む
を
え

ま
い
。
し
か
し
、
戦
時
中
の
休
筆
に
よ
る
余
暇
が
、
回
想
録
（﹃
探
偵

小
説
四
十
年
﹄）
の
執
筆
を
は
じ
め
、
海
外
ミ
ス
テ
リ
、
怪
奇
小
説
研

究
な
ど
の
ほ
か
、
蔵
書
趣
味
（
同
性
愛
文
献
な
ど
）
を
も
満
足
さ
せ

る
の
に
役
立
っ
た
の
は
幸
い
だ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
蔵
書
の
体
系
的
な
整
備
が
、
戦
後
執
筆
の
﹁
原
始
法
医

学
書
と
探
偵
小
説
﹂、﹁
同
性
愛
文
学
史
﹂
な
ど
、﹃
幻
影
城
﹄
所
収
の

実
証
的
論
文
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
く
に
同
性
愛
文
学
の
研
究
で
は
、
少
し
遡
る
が
一
九
三
三

年
（
昭
和
八
）
の
﹁
精
神
分
析
﹂
に
連
載
さ
れ
た
﹁
Ｊ
・
Ａ
・
シ
モ

ン
ヅ
（
シ
モ
ン
ズ
）
の
ひ
そ
か
な
る
情
熱
﹂
が
乱
歩
作
品
の
同
性
愛

的
テ
ー
マ
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
客
観
的
、
美

学
的
価
値
を
探
求
し
た
本
格
的
論
考
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
乱
歩

が
早
く
か
ら
精
神
分
析
学
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
﹁
心
理
試

験
﹂
に
も
反
映
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
二
八
年
（
昭
和
三
）
本
邦
公
開

の
独
映
画
﹃
心
の
不
思
議
﹄（
Ｇ
・
Ｗ
・
パ
ブ
ス
ト
監
督
）
の
合
評

（﹁
新
青
年
﹂
一
九
二
八
・
三
）
の
さ
い
、﹁
精
神
分
析
の
学
説
を
入
れ

た
の
は
僕
だ
ろ
う
ね
﹂
と
誇
っ
て
い
る
の
で
も
わ
か
る
が
、
あ
く
ま

で
探
偵
作
家
と
し
て
の
関
心
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



6日本人の蔵書志向と江戸川乱歩

し
か
し
、
前
述
の
﹃
フ
ロ
イ
ド
精
神
分
析
学
全
集
﹄（
春
陽
堂
書
店
）

を
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
）
以
降
に
購
読
し
た
こ
と
で
、
同
性
愛
が

精
神
分
析
の
対
象
に
な
る
こ
と
を
知
り
、
全
集
の
企
画
者
・
訳
者
の

一
人
大
槻
憲
二
主
宰
の
精
神
分
析
研
究
会
の
例
会
に
出
席
し
は
じ
め

た
（﹃
探
偵
小
説
四
十
年
﹄
昭
和
八
年
の
項
）。

同
性
愛
に
対
す
る
精
神
分
析
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
同
性
愛
文
学

者
シ
モ
ン
ズ
の
著
書
を
読
破
す
る
過
程
で
（
乱
歩
は
そ
の
た
め
に
ギ

リ
シ
ャ
語
を
勉
強
し
て
い
る
）、
乱
歩
が
自
己
の
衝
動
を
昇
華
し
、
一

種
の
精
神
革
命
を
経
た
こ
と
は
、
戦
時
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
変
化
に
つ
な
が
る
と
い
う
意
味
で
、
き
わ
め
て
重

要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

④
蔵
書
保
守
（
維
持
）
期

蔵
書
の
た
め
の
本
格
的
な
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
（
土
蔵
）
を
備
え
た
直

後
、
時
代
は
戦
時
に
突
入
し
た
。
乱
歩
の
土
蔵
は
温
度
、
湿
気
と
も

個
人
の
蔵
書
環
境
と
し
て
は
ほ
ぼ
合
格
で
あ
る
か
ら
、
平
時
な
ら
貴

重
書
を
年
に
一
度
、
虫
干
し
す
る
程
度
の
手
間
で
済
ん
だ
は
ず
だ

が
、
東
京
空
襲
の
不
安
が
現
実
に
な
り
、
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
）

三
月
十
日
の
大
空
襲
に
は
焼
け
残
っ
た
も
の
の
、
四
月
十
三
日
と
五

月
二
十
五
日
の
空
襲
で
は
い
ず
れ
も
焼
夷
弾
を
浴
び
、
家
の
一
部
を

焼
か
れ
た
。
肝
心
の
土
蔵
は
屋
根
に
飛
ん
で
き
た
焼
夷
弾
の
油
脂
が

火
を
吹
い
た
が
、
近
所
の
人
が
屋
根
に
の
ぼ
っ
て
消
し
と
め
た
。
も

し
突
き
抜
け
て
い
た
ら
、
蔵
書
は
烏
有
に
帰
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ま
で
乱
歩
は
栄
養
失
調
に
よ
る
大
腸
カ
タ
ル
と
、
本
を
置
い
た
ま
ま

疎
開
す
る
気
に
な
れ
な
い
こ
と
で
東
京
に
止
ま
っ
て
い
た
が
。
こ
こ

に
い
た
っ
て
真
剣
に
蔵
書
疎
開
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
っ

て
も
、
場
所
は
家
族
の
い
る
福
島
県
伊
達
郡
保
原
町
（
現
、
伊
達
市
）

し
か
な
い
。
現
地
で
一
農
家
の
土
蔵
を
借
り
た
ま
で
は
よ
か
っ
た

が
、
戦
時
下
で
は
輸
送
の
ほ
う
が
大
変
だ
っ
た
。

﹃
探
偵
小
説
四
十
年
﹄
に
は
鉄
道
省
の
知
り
合
い
に
お
百
度
を
踏

ん
で
、
貨
車
一
台
を
借
り
、
梱
包
材
料
と
し
て
米
俵
百
俵
を
入
手
、

あ
ら
か
じ
め
新
聞
紙
に
包
ん
だ
書
籍
を
俵
に
入
れ
、
パ
ッ
キ
ン
グ
が

わ
り
の
サ
ン
ダ
ラ
ボ
ッ
チ
を
あ
て
が
っ
た
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
作
業
を
自
ら
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
重
労
働
で
あ
っ
た

ろ
う
。
乱
歩
は
記
し
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
貨
車
は
最
寄
り
の
国

鉄
池
袋
駅
に
は
回
送
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
運
送

業
者
に
依
頼
し
、
リ
ア
カ
ー
や
牛
車
で
操
車
場
の
あ
る
駅
ま
で
運

び
、
そ
こ
で
貨
車
に
移
し
替
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
戦
後
は
同
じ
工
程

を
逆
に
繰
り
返
し
、
梱
包
を
解
き
、
全
冊
を
階
上
の
書
架
に
戻
す
ま

で
に
一
个
月
か
け
、
ほ
と
ん
ど
一
人
で
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ひ
ど

く
体
調
を
崩
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
労
苦
は
察
す
る
に

余
り
あ
る
。
同
じ
こ
ろ
、
日
比
谷
図
書
館
の
館
長
が
、
学
生
の
力
を
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借
り
て
四
〇
万
冊
の
蔵
書
を
近
県
に
疎
開
さ
せ
た
と
い
う
話
が
あ
る

が
（
金
高
謙
二
﹃
疎
開
し
た
四
〇
万
冊
の
図
書
﹄
二
〇
一
三
）、
乱
歩

は
こ
れ
を
単
独
で
実
行
し
た
の
で
あ
る
。

乱
歩
邸
の
本
体
が
焼
け
残
っ
た
の
は
幸
運
中
の
幸
運
で
、
終
戦
直

後
の
十
二
月
十
四
日
、
家
族
と
と
も
に
蔵
書
を
貨
車
二
両
に
積
載

し
、
東
京
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き
た
。
正
確
に
は
乱
歩
だ
け
一
足
先

に
帰
京
、
接
触
し
て
く
る
出
版
社
と
旧
作
の
復
刊
を
計
画
し
、
新
探

偵
雑
誌
の
創
刊
へ
向
け
て
動
き
始
め
た
。
こ
の
雑
誌
は
も
の
に
な
ら

か
っ
た
が
、
翌
年
三
月
末
発
行
の
旧
﹁
宝
石
﹂（
岩
谷
書
店
）
創
刊
号

の
口
絵
に
は
、
痩
せ
て
ダ
ブ
ダ
ブ
の
服
を
着
た
姿
な
が
ら
、
背
景
の

床
の
間
に
ズ
ラ
リ
と
所
蔵
本
（
洋
書
お
よ
び
自
著
の
初
版
本
）
を
並

べ
、
意
気
軒
昂
な
と
こ
ろ
を
示
し
て
い
る
。
一
木
一
草
を
と
ど
め
な

い
荒
廃
状
態
の
中
で
、
す
べ
て
の
蔵
書
が
無
傷
で
残
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
ど
れ
ほ
ど
戦
後
の
再
出
発
に
あ
た
っ
て
、
大
き
な
励
み
と

な
っ
た
か
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

以
後
の
乱
歩
蔵
書
は
戦
後
大
量
に
出
回
っ
た
仙
花
紙
本
や
、
進
駐

軍
兵
士
の
読
み
捨
て
た
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ケ
ッ
ト
本
な
ど
が
加
わ
り
、

後
者
は
﹁
幻
影
城
通
信
﹂（﹁
宝
石
﹂）
や
﹁
ア
メ
リ
カ
の
探
偵
小
説
﹂

（﹁
雄
鶏
通
信
﹂）
な
ど
の
執
筆
資
料
と
な
り
、
さ
ら
に
﹁
ポ
ケ
ッ
ト
・

ミ
ス
テ
リ
﹂
の
監
修
・
解
説
執
筆
を
通
じ
、
探
偵
小
説
の
復
興
と
定

着
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

乱
歩
蔵
書
の
精
髄
は
、
前
述
の
よ
う
に
デ
ビ
ュ
ー
時
代
か
ら
一
九

四
〇
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
の
黄
金
時
代
に
蒐
集
さ
れ
た
も
の
と
、
戦
後

一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
十
数
年
間
の
出
版
物
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
晩
年
に
か
け
て
創
作
力
の
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
る
こ
ろ
に
は
執

筆
資
料
も
減
少
し
、
寄
贈
本
の
比
重
が
高
く
な
り
、
力
点
を
置
い
た

少
年
探
偵
団
シ
リ
ー
ズ
を
中
心
と
し
た
ジ
ュ
ヴ
ナ
イ
ル
も
の
が
増
加

し
て
い
る
。

 

し
か
し
、
乱
歩
蔵
書
の
真
価
は
探
偵
作
家
の
経
歴
を
物
語
る
以
上

に
、
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
の
旺
盛
な
探
究
心
、
読
書
欲
を
反
映
し
た

幅
広
い
書
目
に
よ
り
、
昭
和
文
化
の
一
側
面
（
大
衆
文
化
と
円
本
）

を
リ
ア
ル
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
こ
の
点

は
お
そ
ら
く
乱
歩
自
身
も
意
図
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、

と
か
く
探
偵
小
説
だ
け
に
目
が
行
き
そ
う
に
な
る
だ
け
に
、
今
後
評

価
さ
る
べ
き
要
素
と
い
え
る
。

乱
歩
の
意
図
と
い
う
こ
と
で
は
、
恒
久
的
な
保
存
施
設
と
し
て
土

蔵
に
着
目
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
作
家
の
遠
く
及
ば
な
い

と
こ
ろ
で
、
大
量
の
個
人
蔵
書
が
、
戦
時
を
く
ぐ
り
抜
け
て
現
在
ま

で
、
古
い
も
の
で
は
収
蔵
後
八
十
数
年
を
良
好
な
状
態
を
保
っ
て
い

る
の
は
。
わ
が
国
で
は
希
有
な
例
と
し
て
特
筆
さ
れ
よ
う
。

あ
ら
た
め
て
記
す
ま
で
も
な
く
、
近
代
日
本
人
の
蔵
書
志
向
は
西

洋
先
進
国
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
年
間
を
通
じ
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て
湿
度
が
高
く
、
地
震
や
火
災
が
多
い
上
に
、
ス
ペ
ー
ス
難
と
い
う

悪
条
件
が
加
わ
る
が
ゆ
え
に
、
岩
崎
家
や
五
島
家
の
よ
う
な
民
間
の

富
裕
な
蔵
書
家
は
例
外
と
し
て
、
一
般
に
は
長
期
に
わ
た
り
大
量
の

蔵
書
を
維
持
す
る
こ
と
は
物
理
的
に
も
経
済
的
に
も
不
可
能
に
近

か
っ
た
。
日
本
に
は
作
家
の
原
稿
な
ど
を
所
蔵
す
る
文
学
館
や
記
念

館
は
九
十
以
上
も
あ
る
が
、
江
戸
川
乱
歩
の
旧
蔵
書
と
書
庫
の
よ
う

に
、
個
人
作
家
の
全
経
歴
を
伝
え
る
形
で
の
完
璧
な
保
存
は
例
が
な

い
。高

度
紙
長
期
に
は
各
地
に
日
本
近
代
文
学
館
（
文
京
区
駒
場
）
を

は
じ
め
数
多
く
の
大
規
模
な
蔵
書
施
設
が
誕
生
し
た
が
、
そ
の
後
約

四
十
年
を
経
た
現
在
、
多
く
が
予
算
面
で
の
運
営
の
困
難
に
直
面

し
、
作
家
や
研
究
者
な
ど
旧
蔵
書
の
新
た
な
受
け
入
れ
も
不
可
能
と

な
り
、
結
果
と
し
て
少
な
か
ら
ぬ
冊
数
の
蔵
書
が
散
逸
に
任
さ
れ
て

い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
無
論
、
古
書
店
な
ど
を
通
じ
て
の
再
流
通

も
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
乱
歩
の
蔵
書
が
散
逸
し
た
場
合

を
想
像
す
れ
ば
、
文
化
的
損
失
の
大
き
さ
は
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

乱
歩
の
蔵
書
成
立
過
程
を
四
期
に
分
け
て
考
察
し
た
が
、
一
般
の

例
に
し
た
が
え
ば
、
さ
ら
に
蔵
書
衰
退
期
な
い
し
散
逸
期
が
続
く
の

が
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
超
え
て
多
年
に
わ
た
り
維
持
さ
れ

た
質
的
に
高
い
蔵
書
は
、
す
ぐ
れ
た
文
化
財
・
公
共
財
と
い
う
に
ふ

さ
わ
し
く
、
さ
ら
に
所
蔵
者
の
生
涯
と
営
為
と
が
〝
体
現
〟
さ
れ
て

い
る
と
い
う
意
味
で
、
創
作
に
劣
ら
な
い
〝
業
績
〟
と
い
い
得
る
も

の
で
あ
る
。
作
家
の
全
体
像
を
窺
う
に
は
蔵
書
に
如
く
も
の
な
し
。

こ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
の
が
江
戸
川
乱
歩
の
旧
蔵
書
な

の
で
あ
る
。

〇
本
稿
は
二
〇
〇
三
年
七
月
二
十
七
日
、
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン

パ
ス
に
お
け
る
同
大
学
江
戸
川
乱
歩
記
念
大
衆
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
主
催
の
講
演
に
手
を
入
れ
た
も
の
で
す
。

�

（
作
家
・
評
論
家
）




