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は
じ
め
に

論
者
は
以
前
、
江
戸
川
乱
歩
の
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
を
取
り
上

げ
た
こ
と
が
あ
る
（「
雲
を
凌
ぐ

―
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
と
浅
草

十
二
階

―
」『
大
衆
文
化
』
平
成
二
十
年
三
月
）。
前
稿
で
は
レ
ン

ズ
に
よ
る
変
化
に
着
目
し
、
蜃
気
楼
や
兄
、
押
絵
の
娘
、
そ
し
て
浅

草
十
二
階
な
ど
と
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
、
ま
た
作
品
の
成
立
と
関

東
大
震
災
の
影
響
に
つ
い
て
述
べ
た
。

本
稿
で
は
、
前
回
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の

恋
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。
則
ち
、「
兄
」
の
恋
愛
対
象
が
な
ぜ
八

百
屋
お
七
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
お
七
が
な
ぜ
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の

人
形
だ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
は
な
ぜ
レ
ン
ズ
を
通
し
て
覗
き
見
る
必

要
が
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
乱
歩
の
趣

味
や
実
生
活
、
ま
た
先
行
作
品
な
ど
踏
ま
え
て
分
析
し
て
い
く
。
な

お
、
と
く
に
注
記
の
な
い
限
り
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
初
出
『
新

青
年
』（
昭
和
四
年
六
月
）
か
ら
、
そ
の
他
の
乱
歩
作
品
は
『
江
戸
川

乱
歩
全
集
』（
講
談
社　

昭
和
五
十
三
、
五
十
四
年
）
か
ら
引
用
し
、

ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

１　

八
百
屋
お
七
と
古
書
収
集

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
は
、
全
編
を
通
し
て
八
百
屋
お
七
が
登
場

す
る
が
、
彼
女
に
は
恋
の
相
手
と
成
り
得
る
程
の
魅
力
的
な
「
絵
」

と
し
て
の
小
道
具
的
な
役
割
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
お
七
で
な

く
と
も
話
は
成
立
す
る
  1
。

覗
か
れ
る
も
の
／
覗
く
も
の

丹　

羽　

み
さ
と

― 
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
再
考 

―
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片
岡
あ
い
は
、
恋
の
相
手
が
お
七
で
あ
っ
た
理
由
と
し
て
、
お
七

が
錦
絵
や
落
語
な
ど
で
「
広
く
馴
染
み
の
深
い
も
の
」
だ
っ
た
こ
と

や
、
月
岡
芳
年
な
ど
の
「
梯
子
を
上
っ
て
半
鐘
を
鳴
ら
さ
ん
と
し
て

い
る
お
七
の
錦
絵
」
を
「
現
代
で
も
よ
く
目
す
る
」
こ
と
、「
愛
す
る

男
と
の
再
会
を
夢
見
て
梯
子
を
上
っ
た
お
七
」
と
「
見
初
め
た
女
性

を
も
う
一
度
見
つ
け
る
た
め
に
螺
旋
階
段
を
上
っ
て
行
っ
た
「
兄
」」

の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
る
こ
と
か
ら
、「「
押
絵
」
の
人
形
は
「
八
百
屋

お
七
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
  2
。

し
か
し
、
錦
絵
や
落
語
で
馴
染
み
深
い
女
性
は
何
も
お
七
だ
け
で

は
な
く
、
梯
子
を
登
る
絵
姿
以
外
に
も
、
書
院
で
吉
三
郎
と
肩
を
並

べ
る
お
七
な
ど
他
の
様
式
も
多
く
、
イ
メ
ー
ジ
の
類
似
だ
け
で
は
お

七
が
登
場
す
る
必
然
性
に
乏
し
い
。

そ
こ
で
、
依
然
残
り
続
け
る
疑
問
、
な
ぜ
お
七
が
押
絵
の
少
女
と

し
て
選
ば
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
物
語
の
成
立
時
期
で
あ
る

近
世
期
の
古
典
籍
と
、
そ
れ
に
対
す
る
乱
歩
の
関
心
か
ら
考
え
て
い

き
た
い
。

乱
歩
が
、
江
戸
時
代
の
古
書
収
集
家
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
  3
。
本
格
的
に
収
集
を
始
め
た
の
は
戦
後

だ
っ
た
が
、
昭
和
十
三
年
の
『
日
本
蒐
書
家
名
簿
』（
日
本
古
書
通
信

社
）
に
は
す
で
に
「
文
芸
、
歴
史
、
性
、
科
学
に
関
す
る
も
の
」
の

収
集
家
と
し
て
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
乱
歩
の

言
葉
を
借
り
る
と
「
仮
名
草
子
、
浮
世
草
子
、
八
文
字
屋
本
な
ど
が

主
で
、
西
鶴
の
小
説
の
め
ぼ
し
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
そ
ろ
っ
て
い

る
。
そ
の
他
日
本
、
中
国
の
怪
談
書
、
探
て
い
小
説
の
先
祖
で
あ
る

裁
判
物
語
な
ど
。
ほ
か
に
江
戸
末
期
の
草
双
紙
が
ど
っ
さ
り
あ
る
  4
」

と
い
う
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

乱
歩
は
幼
少
の
頃
か
ら
和
本
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
が
、
収
集
の

直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
二
、
三
年
頃
か
ら
始
ま
っ

た
岩
田
準
一
と
の
「
同
性
愛
文
献
あ
さ
り
」
で
あ
っ
た
  5
。
猟
書
の

成
果
は
『
男
色
文
献
書
志
』（
古
典
文
庫　

昭
和
三
十
一
年
）
と
し
て

結
実
し
て
お
り
、
乱
歩
の
同
性
愛
文
献
に
関
す
る
造
詣
の
深
さ
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
  6
。

こ
の
よ
う
な
乱
歩
の
読
書
遍
歴
を
示
す
自
筆
稿
本
に
、
同
性
愛
に

関
す
る
新
旧
様
々
な
資
料
を
ま
と
め
た
『
家
蔵
同
性
愛
関
係
書
』
が

あ
る
  7
。
同
性
愛
関
連
箇
所
を
示
す
該
当
ペ
ー
ジ
も
記
さ
れ
た
ノ
ー

ト
で
あ
る
。

成
立
時
期
は
、
昭
和
十
一
年
頃
か
ら
昭
和
二
十
九
年
頃
で
あ
り
、

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
発
表
以
降
で
は
あ
る
が
、
旧
蔵
書
と
の
重
な
り

も
多
く
、
乱
歩
の
関
心
と
、
古
典
収
集
の
ひ
と
つ
の
基
準
を
示
す
資

料
で
あ
る
。

『
家
蔵
同
性
愛
関
係
書
』
の
「
日
本
之
部
」
に
は
、「
日
本
名
著
全
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集
本
「
西
鶴
名
作
集
」
上
」
を
底
本
と
す
る
井
原
西
鶴
『
好
色
五
人

女
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、「（
巻
四
）
第
五
話
。（
巻
五
）
第

一
、
第
二
、
第
三
、
第
四
。
男
色
あ
り
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

内
、「
巻
四
」
が
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
お
七
の
話
で
あ

り
、「
第
五
話
」
と
は
、
お
七
の
恋
人
吉
三
郎
が
墓
所
で
彼
女
の
卒
塔

婆
を
見
付
け
、
生
き
な
が
ら
え
た
自
分
が
、
世
間
体
も
悪
く
男
ら
し

く
も
な
い
と
、
自
害
を
図
る
最
後
の
場
面
で
あ
る
。
吉
三
郎
の
口
か

ら
は
、
お
七
に
死
に
お
く
れ
た
自
分
を
恥
じ
て
嘆
き
悲
し
む
言
葉
が

語
ら
れ
る
が
、
そ
の
悔
悟
に
は
、
松
前
に
行
っ
て
い
る
衆
道
関
係
の

兄
分
（
念
者
）
に
対
し
、
弟
分
（
若
衆
）
の
操
を
立
て
る
べ
き
身
で

あ
り
な
が
ら
、
お
七
に
情
を
移
し
た
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。

乱
歩
旧
蔵
の
『
西
鶴
名
作
集　

上
』
日
本
名
著
全
集　

第
一
期　

江
戸
文
芸
之
部　

第
一
巻
（
日
本
名
著
全
集
刊
行
会　

昭
和
四
年
）

の
「
好
色
五
人
女
」
巻
四
―
五
を
見
て
み
る
と
、
表
題
「
様
子
あ
つ

て
の
俄
坊
主
」
の
上
に
黒
丸
が
書
き
入
れ
ら
れ
、
赤
鉛
筆
で
次
の
部

分
に
傍
線
が
引
か
れ
て
い
る
。

　

�　
「
子
細
は
そ
な
た
の
兄
弟
契
約
の
御
か
た
よ
り
当
寺
へ
預
ケ
置

給
へ
ば
」

　

�　
「
其
身
は
念
比
に
契
約
の
人
わ
り
な
く
愚
僧
を
た
の
ま
れ
預
り

お
き
し
に
」

　

�　
「
舌
喰
切
色
」

　

�　
「
古
今
の
美
僧
是
を
お
し
ま
ぬ
は
な
し
惣
し
て
恋
の
出
家
ま
こ

と
あ
り
吉
三
郎
兄
分
な
る
人
も
古
里
松
前
に
か
へ
り
」

特
に
乱
歩
は
、
松
前
の
念
者
と
若
衆
の
吉
三
郎
の
関
係
を
、
吉
祥

寺
の
僧
侶
が
把
握
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
吉
三
郎
の
男

色
主
義
が
周
知
さ
れ
て
い
た
と
理
解
す
る
と
、
乱
歩
が
敢
え
て
「
押

絵
と
旅
す
る
男
」
で
お
七
を
恋
の
相
手
に
設
定
し
た
の
も
、
お
七
が

吉
三
郎
を
女
色
に
変
え
る
ほ
ど
の
魅
力
を
備
え
て
い
た
か
ら
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
乱
歩
の
古
典
に
対
す
る
関
心
は
、
ひ
と
つ
に
は
同
性

愛
研
究
に
立
脚
し
て
い
る
。
異
性
愛
を
同
性
愛
と
の
比
較
か
ら
捉
え

直
し
、
お
七
が
若
衆
を
魅
了
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
判
断
し
た
こ
と

か
ら
、「
日
頃
女
に
は
一
向
冷
淡
で
あ
つ
た
兄
」
が
、「
ゾ
ツ
と
寒
気

が
し
た
程
も
、
す
つ
か
り
心
を
乱
さ
れ
て
し
ま
つ
た
」
相
手
と
し
て
、

「
此
の
世
の
も
の
と
も
思
へ
な
い
、
美
し
い
」
お
七
が
乱
歩
に
選
ば
れ

た
の
だ
ろ
う
。

２　

八
百
屋
お
七
と
の
ぞ
き
か
ら
く
り

も
う
ひ
と
つ
、「
の
ぞ
き
か
ら
く
り
」
の
押
絵
人
形
だ
っ
た
こ
と

も
、
八
百
屋
お
七
が
恋
の
相
手
と
な
っ
た
理
由
に
挙
げ
ら
れ
る
。
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色
々
な
露
店
に
並
ん
で
、
一
軒
の
覗
き
か
ら
く
り
屋
が
、
ピ
シ

ヤ
ン
〳
〵
と
鞭
の
音
を
立
て
ゝ
、
商
売
を
し
て
居
り
ま
し
た

（
中
略
）
覗
き
の
眼
鏡
を
覗
い
て
見
ま
す
と
、
そ
れ
は
八
百
屋
お

七
の
覗
き
か
ら
く
り
で
し
た
。
丁
度
吉
祥
寺
の
書
院
で
、
お
七

が
吉
三
に
し
な
が
れ
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
絵
が
出
て
居
り
ま
し
た
。

忘
れ
も
し
ま
せ
ん
。
か
ら
く
り
屋
の
夫
婦
者
は
、
し
わ
が
れ
声

を
合
せ
て
、
鞭
で
拍
子
を
取
り
な
が
ら
、「
膝
で
つ
つ
ら
つ
い

て
、
目
で
知
ら
せ
」
と
申
す
文
句
を
歌
つ
て
ゐ
る
所
で
し
た
。

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
ぞ
き
か

ら
く
り
は
、
箱
の
内
側
に
絵
を
立
て
か
け
、
レ
ン
ズ
を
は
め
込
ん
だ

穴
を
覗
き
見
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
か
ら
続
く
見
世
物

の
ひ
と
つ
で
あ
り
  8
、
正
徳
五
年
に
は
す
で
に
人
々
の
目
を
楽
し
ま

せ
て
い
た
  9
。
中
の
絵
は
「
浮
絵
」
と
呼
ば
れ
る
極
度
の
遠
近
法
で

描
か
れ
て
お
り
、
ゆ
が
ん
だ
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
見
る
こ
と
で
、
平
面

か
ら
立
体
へ
と
、
現
実
の
光
景
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
起

こ
さ
せ
る
 10
。「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
お
七
の
背
景
に
あ
る
「
青
畳

と
格
子
天
井
」
も
、「
角
度
を
無
視
し
た
」、「
極
度
の
遠
近
法
」
で
描

か
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
「
浮
絵
」

と
同
じ
手
法
で
あ
る
。

の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
画
題
は
、
は
じ
め
風
景
を
主
と
し
て
き
た

が
、
口
上
が
あ
る
た
め
か
、
徐
々
に
物
語
を
語
り
聞
か
せ
る
ス
タ
イ

ル
に
な
っ
て
い
っ
た
。
平
面
絵
の
背
景
に
、「
人
物
は
押
絵
」
で
作

り
、
立
体
感
を
持
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
遠
近
法
の
影
響
外

に
置
く
こ
と
で
、
登
場
人
物
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
効
果
を
狙
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
今
で
も
八
百
屋
お
七
の
の
ぞ
き
か
ら
く

り
が
新
潟
市
巻
郷
土
資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
主
要

な
人
物
部
分
は
全
て
押
絵
人
形
と
な
っ
て
い
る
。

の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
題
材
に
、
八
百
屋
お
七
の
物
語
が
取
り
上
げ

ら
れ
始
め
た
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
嘉
永
四
年
に
、
町
名
主
の

斎
藤
月
岑
が
筆
写
し
た
『
八
百
屋
於
七
の
考
抄
録
 11
』
に
は
、
お
七

の
「
の
ぞ
き
か
ら
く
り
う
た
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
其
頃
本
郷
弐

丁
目
に
名
た
か
き
八
百
屋
の
久
兵
衛
ハ
、
普
請
成
就
す
る
間
、
親
子

三
人
も
ろ
共
に
、
旦
那
寺
な
る
駒
込
の
、
吉
祥
院
へ
仮
住
居
、
寺
の

小
性
の
吉
三
さ
ん
、
寺
院
屋
敷
の
奥
の
間
て
、
あ
い
の
ふ
す
ま
や
か

ら
か
み
を
そ
つ
と
あ
け
、
学
も
ん
な
さ
れ
し
後
か
ら
、
ひ
ざ
て
つ
ゝ

ひ
て
目
て
知
ら
せ
」
と
あ
り
、「
膝
で
つ
つ
ら
つ
い
て
、
目
で
知
ら

せ
」
部
分
な
ど
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
記
述
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

ま
た
こ
の
文
の
最
後
に
は
、「
豊
芥
云
、
是
ハ
寛
政
享
和
の
頃
の
哥

也
、
今
う
た
に
ハ
此
文
章
の
う
ち
を
略
し
、
或
ハ
増
し
て
い
た
く
異

な
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
八
百
屋
お
七
の
の
ぞ
き
か
ら
く
り
が
、

寛
政
か
ら
享
和
頃
ま
で
に
は
巷
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
わ
か
る
。
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明
治
以
降
も
の
ぞ
き
か
ら
く
り
で
お
七
の
物
語
が
演
じ
ら
れ
る
こ

と
は
多
く
、
永
井
荷
風
 12
や
竹
久
夢
二
 13
な
ど
も
作
品
に
取
り
上
げ
て

い
る
。
近
世
か
ら
昭
和
ま
で
、
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
八
百
屋
お
七
は
、

一
種
定
型
と
な
っ
て
い
た
。

竹
野
静
雄
は
、
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
お
七
に
つ
い
て
、「
郷
土
芸
能

の
お
七
物
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
都
市
文
芸
の
場
合

と
同
様
、
海
音
系
浄
瑠
璃
で
あ
る
。
海
音
の
『
八
百
や
お
七
』（
正
徳

末
年
）
は
越
後
瞽
女
歌
の
母
胎
と
な
り
、
ま
た
簡
略
化
さ
れ
て
覗
き

か
ら
く
り
節
と
な
っ
た
 14
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、「
押
絵
と
旅

す
る
男
」
の
展
開
に
、
紀
海
音
作
品
の
影
響
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ

は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
乱
歩
が
近
世
資
料
と
作
品
と
の
融

合
に
意
欲
的
で
な
か
っ
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
、
の
ぞ
き
か
ら
く
り
が
行
わ
れ
て
い
た
場

所
は
、
浅
草
の
「
観
音
様
の
境
内
」
で
あ
る
。
浅
草
は
江
戸
時
代
か

ら
の
ぞ
き
か
ら
く
り
が
よ
く
興
行
さ
れ
る
盛
り
場
で
あ
っ
た
。
山
東

京
伝
の
『
御
存
商
売
物
』（
天
明
二
年
 15
）
に
は
、「
浮
絵
」
を
擬
人

化
し
た
男
が
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
前
に
座
り
な
が
ら
、
客
寄
せ
に
太

鼓
を
叩
い
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
丁
の
前
後
に
は
、

「
青
本
」
を
擬
人
化
し
た
主
人
公
ら
が
、「
観
音
」
す
な
わ
ち
浅
草
寺

に
参
詣
す
る
道
中
と
、
そ
の
境
内
、
二
十
軒
茶
店
の
店
先
で
吉
原
遊

女
に
扮
し
た
「
錦
絵
」
ら
を
見
掛
け
る
場
面
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、

の
ぞ
き
か
ら
く
り
が
浅
草
で
の
興
行
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
御

存
商
売
物
』
に
描
か
れ
た
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
大
き
さ
は
、
男
性
の

身
長
（
江
戸
時
代
の
平
均
男
性
身
長
約
百
六
十
㎝
）
と
の
ぞ
き
か
ら

く
り
の
屋
台
の
巾
（
身
長
の
約
半
分
）
か
ら
推
測
す
る
に
、
横
幅
八

十
㎝
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
中
の
絵
は

「
二
尺
に
三
尺
程
」、
つ
ま
り
縦
六
十
・
六×

横
九
十
・
九
（
㎝
）
の

も
の
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
御
存
商
売
物
』
と
同
規
模
で
あ
る
。
な

お
、『
新
青
年
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
初
出
の
挿
絵

に
は
、
老
人
が
持
つ
浮
絵
は
縦
長
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
の
ぞ
き
か

ら
く
り
の
も
の
は
基
本
的
に
横
長
で
あ
る
。

明
治
以
降
も
浅
草
の
奥
山
花
屋
敷
で
の
ぞ
き
か
ら
く
り
は
興
行
さ

れ
て
い
た
 16
。
伊
藤
晴
雨
は
「
明
治
頃
盛
ん
に
御
縁
日
や
、
祭
り
場

所
の
境
内
に
出
て
、
小
供
達
を
喜
ば
し
て
ゐ
て
、
現
在
で
も
ま
だ
よ

く
見
か
け
ら
れ
る
 17
」
と
述
べ
て
お
り
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
が
執

筆
さ
れ
た
頃
に
も
、
よ
く
見
ら
れ
た
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
乱

歩
は
浅
草
に
し
ば
し
ば
出
か
け
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
実
際
に
浅
草

で
お
七
の
の
ぞ
き
か
ら
く
り
を
見
て
、
小
説
に
組
み
込
ん
だ
も
の
と

思
わ
れ
る
。

勿
論
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
演
目
は
八
百
屋
お
七
以
外
も
存
在
す

る
。
忠
臣
蔵
や
一
ノ
谷
の
合
戦
 18
、
小
栗
判
官
一
代
記
や
源
頼
光
大

江
山
入
道
 19
な
ど
も
江
戸
時
代
か
ら
人
気
の
作
品
で
あ
っ
た
。
し
か
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し
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
 20
が
成
立
し
た
の
と
同

じ
年
、
昭
和
二
年
四
月
二
十
八
日
、
お
七
の
二
百
五
十
年
忌
を
記
念

し
て
笹
川
臨
風
や
三
田
村
鳶
魚
、
木
村
毅
、
渥
美
清
太
郎
な
ど
を
発

起
人
と
す
る
「
お
七
祭
」
が
上
野
自
治
会
館
で
大
々
的
に
催
さ
れ
、

そ
こ
で
「
蜀
山
人
作
の
「
お
七
か
ら
く
り
唄
」」
も
披
露
さ
れ
た
 21
こ

と
は
、
乱
歩
に
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
お
七
を
さ
ら
に
印
象
付
け
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
乱
歩
は
同
性
愛
研
究
へ
の
関
心
や
、
の
ぞ
き
か

ら
く
り
興
行
の
定
番
を
背
景
と
し
て
、
お
七
を
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」

の
恋
人
役
に
据
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

３　

乱
歩
の
先
行
作
品
に
み
る
視
覚
の
効
果

の
ぞ
き
か
ら
く
り
に
は
、
レ
ン
ズ
が
不
可
欠
で
あ
る
。「
押
絵
と
旅

す
る
男
」
に
は
、
の
ぞ
き
か
ら
く
り
以
外
に
も
、
蜃
気
楼
を
生
み
出

す
「
大
気
の
レ
ン
ズ
」
や
老
人
の
顔
を
「
異
様
に
大
き
く
」
拡
大
す

る
双
眼
鏡
の
レ
ン
ズ
な
ど
が
印
象
深
く
記
さ
れ
て
い
る
。

乱
歩
の
先
行
作
品
で
レ
ン
ズ
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の
は
二
つ
あ

る
。
レ
ン
ズ
を
駆
使
し
た
「
隙
見
」
を
行
い
、
殺
人
を
目
撃
す
る
「
湖

畔
亭
事
件
」（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
大
正
十
五
年
一
～
五
月
）
と
、
レ

ン
ズ
の
凹
凸
や
不
思
議
な
作
用
に
興
味
を
持
ち
す
ぎ
た
男
が
発
狂
す

る
「
鏡
地
獄
」（『
大
衆
文
芸
』
大
正
十
五
年
十
月
）
で
あ
る
。
レ
ン

ズ
へ
の
強
す
ぎ
る
関
心
を
、「
性
癖
 22
」「
嗜
好
 23
」
と
表
現
し
、
レ
ン

ズ
を
通
し
て
「
見
る
」
非
日
常
の
世
界
に
心
を
奪
わ
れ
る
。
先
行
研

究
で
も
、
乱
歩
の
視
覚
へ
の
関
心
は
指
摘
さ
れ
て
お
り
 24
、「
押
絵
と

旅
す
る
男
」
で
も
浅
草
十
二
階
と
い
う
高
所
か
ら
見
る
行
為
の
意
味

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
 25
。
本
稿
で
は
乱
歩
作
品
の
視
覚
表
現

を
分
析
し
、
特
に
覗
き
見
る
行
為
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
生
ん
で
い

る
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
本
作
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
か
考

察
し
て
い
き
た
い
。

発
表
の
機
会
が
な
い
ま
ま
眠
ら
せ
て
い
た
習
作
「
火
縄
銃
」（
大
正

四
年
執
筆
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
第
十
一
巻　

平
凡
社　

昭
和
七
年

四
月
に
所
収
）
を
別
に
す
る
と
、
乱
歩
は
「
二
銭
銅
貨
」（『
新
青
年
』

大
正
十
二
年
四
月
）
か
ら
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」（『
新
青
年
』
昭
和

四
年
六
月
）
ま
で
の
六
年
と
い
う
短
期
間
に
、
四
十
点
も
の
作
品
を

発
表
し
て
い
る
 26
。
既
に
「
視
覚
」
は
重
要
な
構
成
要
素
と
な
っ
て

お
り
、
例
え
ば
五
感
の
中
で
視
覚
が
話
の
展
開
を
左
右
す
る
「
火
星

の
運
河
 27
」
や
「
芋
虫
 28
」、
恋
す
る
相
手
を
見
な
い
で
接
近
す
る
方

法
が
記
さ
れ
る
「
人
間
椅
子
 29
」、
自
分
の
姿
を
見
る
こ
と
に
恐
怖
を

覚
え
た
「
双
生
児
 30
」
等
が
あ
る
。
中
で
も
特
に
多
い
パ
タ
ー
ン
が
、

自
分
の
姿
を
見
ら
れ
ず
に
相
手
を
「
隙
見
」（
覗
き
）
す
る
行
為
で
あ

る
。（
以
下
傍
線
は
論
者
加
筆
）
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１�　
「
天
井
か
ら
の
隙
見
と
い
う
も
の
が
、
ど
れ
ほ
ど
異
様
に
興

味
の
あ
る
も
の
だ
か
は
、
実
際
や
っ
て
み
た
人
で
な
け
れ
ば
お

そ
ら
く
想
像
も
で
き
ま
す
ま
い
。」

�
（「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」『
新
青
年
』
大
正
十
四
年
八
月
）

２�　
「
誰
し
も
感
じ
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、
自
分
の
女
房
が
ね
、
自
分

以
外
の
男
に
、
つ
ま
り
間
男
に
だ
ね
、
接
す
る
時
の
様
子
を
す

き
見
し
た
ら
、
さ
ぞ
変
な
味
が
す
る
だ
ろ
う
」

�

（「
一
人
二
役
」『
新
小
説
』
大
正
十
四
年
九
月
）

３�　
「
障
子
の
破
れ
か
ら
茶
の
間
の
中
を
覗
い
て
み
る
と
、
さ
あ

大
変
、
山
名
宗
三
、
青
く
な
っ
て
硬
直
し
た
。
と
い
う
の
は
、

そ
こ
に
、
い
と
も
不
思
議
な
光
景
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら

で
。」�

（「
接
吻
」『
映
画
と
探
偵
』
大
正
十
四
年
十
二
月
）

４�　
「
三
郎
は
、
浴
場
の
隙
見
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ほ
ど
異
様
な

感
じ
の
も
の
だ
と
は
、
か
つ
て
想
像
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ

こ
に
は
、
覗
き
か
ら
く
り
の
、
或
い
は
映
画
の
、
あ
の
不
可
思

議
な
戦
慄
と
興
味
が
あ
っ
た
。」

�

（「
闇
に
蠢
く
」『
苦
楽
』
大
正
十
五
年
一
～
十
一
月
）

５�　
「
天
井
板
の
隙
間
か
ら
見
た
「
下
界
」
の
光
景
の
不
思
議
さ

は
、
ま
こ
と
に
想
像
以
上
で
あ
っ
た
。」

�

（「
陰
獣
」『
新
青
年
』
昭
和
三
年
八
～
十
月
）

６�　
「
彼
ら
と
同
じ
家
に
泊
り
こ
み
、
或
い
は
襖
の
そ
と
か
ら
、
或

い
は
壁
ひ
と
え
の
隣
室
か
ら
、
時
に
は
、
そ
の
壁
に
隙
見
の
穴

さ
え
あ
け
て
、
彼
ら
の
一
挙
一
動
を
監
視
し
た
（
そ
れ
を
相
手

に
悟
ら
れ
な
い
た
め
に
、
彼
は
ど
れ
ほ
ど
の
艱
難
辛
苦
を
嘗
め

た
こ
と
で
あ
ろ
う
）。」

�

（「
虫
」『
改
造
』
昭
和
四
年
六
～
七
月
）

「
隙
見
」
は
、
観
察
対
象
に
自
分
の
存
在
を
悟
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

見
た
い
も
の
を
心
ゆ
く
ま
で
眺
め
る
た
め
の
一
方
的
な
行
為
で
あ

る
。「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
は
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
に
現
れ
た
作
品
と

し
て
、
誰
し
も
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
乱
歩
が
こ
の
要
素
を
好
ん

で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、「
闇
に
蠢
く
」
で
は
、
浴

室
に
お
け
る
「
隙
見
」
が
「
覗
き
か
ら
く
り
」
を
見
る
と
き
と
同
等

の
興
奮
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
感
覚
が
「
押
絵
と
旅
す

る
男
」
で
、
の
ぞ
き
か
ら
く
り
と
い
う
小
道
具
が
設
定
さ
れ
た
理
由

の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
も
見

る
行
為
の
多
く
は
、「
隙
見
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

私
が
、
不
可
思
議
な
大
気
の
レ
ン
ズ
仕
掛
け
を
通
し
て
、
一
刹

那
、
こ
の
世
の
視
野
の
外
に
あ
る
、
別
の
世
界
の
一
隅
を
、
ふ

と
隙
見
し
た
の
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
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作
品
冒
頭
に
記
さ
れ
た
こ
の
一
文
の
他
に
も
、「
双
眼
鏡
を
覗
い

て
ゐ
る
」「
覗
き
の
眼
鏡
を
覗
い
て
見
ま
す
と
」「
遠
眼
鏡
を
さ
か
さ

に
し
て
、
兄
を
覗
く
」
な
ど
類
義
語
が
頻
出
し
て
お
り
、
い
か
に
乱

歩
が
「
隙
見
」（
覗
き
）
に
執
着
し
て
い
た
の
か
が
よ
く
わ
か
る
。
兄

が
固
執
す
る
少
女
の
絵
が
、
例
え
ば
浅
草
十
二
階
に
何
度
も
陳
列
さ

れ
た
美
人
画
 31
で
は
な
く
、
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
中
の
絵
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
、
彼
女
が
レ
ン
ズ
穴
か
ら
「
隙
見
」
を
し
て

見
る
対
象
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

兄
の
恋
す
る
相
手
は
押
絵
人
形
で
あ
り
、
何
ら
の
反
応
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
見
返
り
を
求
め
な
い
献
身
的
な
恋
と
い
え
ば
聞
こ
え

が
い
い
が
、
心
ゆ
く
ま
で
自
分
主
体
で
あ
る
と
い
う
点
で
、「
覗
き
」

と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。「
人
で
な
し
の
恋
」（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』

大
正
十
五
年
十
月
）
な
ど
、
人
形
を
相
手
と
す
る
恋
愛
話
を
書
い
て

い
た
乱
歩
だ
が
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、

人
形
し
か
愛
せ
な
い
嗜
好
と
い
う
よ
り
も
、
一
方
的
な
愛
情
で
あ

る
。穴

場
文
野
は
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
恋
愛
を
「
視
覚
装
置
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
 32
、「
自
分
の
欲
望
を
満
た

す
」
た
め
に
「
理
想
女
性
」
を
弄
ぶ
よ
う
な
「《
見
る
主
体
＝
男
》
／

《
見
ら
れ
る
客
体
＝
女
》」
に
構
造
化
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て

い
る
。
し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、
乱
歩
は
こ
の
時
期
、
同
性
愛
研

究
を
進
め
て
お
り
、
視
線
に
対
す
る
乱
歩
の
表
現
が
こ
の
よ
う
な
男

女
の
二
項
対
立
と
い
っ
た
単
純
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に
由
来
す
る
も
の

と
は
考
え
に
く
い
。

加
え
て
、
恋
愛
を
主
と
し
た
乱
歩
の
先
行
作
品
を
見
て
も
、
男
性

＝
強
者
、
女
性
＝
弱
者
の
構
成
心
理
は
希
薄
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

例
え
ば
、「
算
盤
が
恋
を
語
る
話
」（『
写
真
報
知
』
大
正
十
四
年
三

月
）
は
、
算
盤
の
数
字
を
い
ろ
は
順
に
並
べ
替
え
た
暗
号
で
告
白
を

し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
が
、
相
手
に
は
通
じ
ず
、
失
恋
す
る
男

の
話
で
あ
る
。「
日
記
帳
」（『
写
真
報
知
』
大
正
十
四
年
三
月
）
も
、

手
紙
を
出
し
た
日
付
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
し
た
暗
号
で
告
白
を
し

た
も
の
の
、
こ
ち
ら
も
全
く
相
手
に
通
じ
ず
、
失
望
す
る
男
の
話
で

あ
る
。
ま
た
「
人
間
椅
子
」（『
苦
楽
』
大
正
十
四
年
十
月
）
も
、
椅

子
の
中
で
人
知
れ
ず
恋
を
繰
り
返
す
男
の
物
語
で
あ
り
、
最
終
的
に

手
紙
で
思
い
を
告
げ
る
も
の
の
、
実
は
全
て
が
作
り
話
だ
と
白
状
す

る
こ
と
で
、
自
己
完
結
し
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
も
相
手
に
自
分
の
恋

心
を
伝
え
よ
う
と
す
る
手
段
が
迂
遠
で
あ
り
、
女
性
を
「
弄
ぶ
」
よ

う
な
強
者
の
姿
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
片
恋
の
パ
タ
ー
ン
だ
が
、
夫
婦

の
恋
も
同
様
の
傾
向
に
あ
る
。

「
接
吻
」（『
映
画
と
探
偵
』
大
正
十
四
年
十
二
月
）
は
、
恋
女
房
が

他
人
を
慕
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
心
暗
鬼
に
陥
る
も
、
う

ま
く
か
わ
さ
れ
る
男
の
話
で
あ
る
。
夫
は
、
別
の
男
の
写
真
を
大
切
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に
し
て
い
た
こ
と
を
妻
に
直
に
問
い
た
だ
す
が
、
見
間
違
い
だ
と
説

明
さ
れ
る
と
素
直
に
納
得
し
て
し
ま
う
「
お
人
好
し
」
で
あ
る
。
ま

た
「
人
で
な
し
の
恋
」（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
大
正
十
五
年
十
月
）
は
、

人
形
し
か
愛
せ
な
い
美
し
い
夫
が
妻
を
娶
る
が
、
や
は
り
人
形
へ
の

愛
が
比
重
を
増
し
、
妻
を
お
ざ
な
り
に
す
る
。
そ
れ
と
悟
っ
た
妻
が

人
形
を
破
壊
す
る
と
、
夫
は
妻
の
行
為
を
責
め
る
こ
と
な
く
、
人
形

と
と
も
に
自
害
す
る
。

男
女
の
恋
が
描
か
れ
た
こ
れ
ら
の
先
行
作
品
に
共
通
す
る
の
は
、

相
手
に
面
と
向
か
っ
て
自
己
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
な
く
、
傷
付
か
な

い
形
で
恋
の
成
就
を
願
う
姿
で
あ
る
。
乱
歩
の
恋
愛
小
説
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
の
は
、
一
方
的
に
女
性
を
抑
圧
す
る
強
い
男
性
像
で
は
な

く
、
恋
愛
に
関
し
て
奥
手
で
臆
病
な
男
性
像
で
あ
る
。

自
分
の
姿
を
悟
ら
れ
ず
に
観
察
す
る
「
隙
見
」
と
、
そ
れ
に
象
徴

さ
れ
る
愛
情
表
現
は
、
確
か
に
一
方
的
で
あ
り
、
自
分
本
意
の
方
法

で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
彼
ら
の
よ
う
な
、
女
性
か
ら
見
ら
れ
る

臆
病
さ
、
反
応
を
恐
れ
る
気
弱
さ
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

自
分
の
存
在
を
悟
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
場
所
（
浅
草
十
二
階
の
屋

上
）
か
ら
、
決
し
て
反
応
が
返
っ
て
く
る
こ
と
の
な
い
女
性
（
押
絵

人
形
）
を
遠
眼
鏡
で
見
つ
め
る
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
兄
に
も
、

同
様
の
性
格
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
の
後
の
兄
は
お
七
と
恋
仲
で
あ
っ
た
吉
三
郎
を
画
面
か
ら
追
い

出
し
、
自
分
が
お
七
の
恋
人
に
成
り
代
わ
る
こ
と
で
、
強
制
的
に
己

の
恋
を
成
就
さ
せ
る
。
乱
歩
の
描
く
「
隙
見
」
す
る
臆
病
な
男
性
像

と
は
相
反
す
る
か
の
よ
う
な
行
動
だ
が
、
そ
こ
に
は
紀
海
音
の
万
屋

武
兵
衛
の
よ
う
に
借
金
返
済
の
代
わ
り
と
し
て
計
画
的
に
お
七
に
結

婚
を
迫
る
強
引
さ
は
な
い
。
単
に
「
悲
し
い
こ
と
だ
が
あ
き
ら
め
ら

れ
な
い
」
と
思
い
詰
め
、「
い
ゝ
こ
と
を
思
ひ
つ
い
た
」
と
、
絵
の
中

に
入
り
込
む
方
法
を
ひ
ら
め
い
て
、
衝
動
的
に
「
押
絵
の
中
の
男
に

な
つ
て
」
し
ま
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
押
絵
人
形
と
な
っ
た
ば
か
り
の

兄
は
、「
嬉
し
相
な
顔
」
を
し
て
い
た
が
、「
私
」
が
み
た
「
三
十
年

の
余
」
の
後
に
は
、「
苦
悶
の
相
」「
悲
痛
と
恐
怖
と
の
混
り
合
つ
た

一
種
異
様
の
表
情
」「
悲
し
げ
な
顔
」「
苦
し
相
な
顔
」
を
す
る
よ
う

に
な
る
。
こ
の
表
情
は
、
如
何
に
兄
が
そ
の
後
を
推
測
す
る
余
裕
が

当
時
無
か
っ
た
の
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
本
文
で
は
悲
壮
感
漂
う
表

情
の
理
由
は
、「
相
手
の
娘
は
い
つ
ま
で
も
若
く
て
美
し
い
の
に
、
自

分
ば
か
り
が
汚
く
老
い
込
ん
で
行
く
」
た
め
で
あ
り
、「
美
少
年
で
あ

つ
た
兄
が
、
も
う
あ
の
様
に
白
髪
に
な
つ
て
、
顔
に
は
醜
い
皺
が
寄

つ
て
」
い
る
か
ら
だ
と
、
美
醜
の
問
題
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
先
行

研
究
で
も
、
中
谷
克
己
は
絵
に
な
り
き
れ
ず
身
体
の
解
放
が
果
た
せ

な
か
っ
た
た
め
と
し
 33
、
森
岡
美
帆
は
「
人
間
の
限
界
性
と
人
形
の

永
遠
性
」
と
い
う
「
超
え
て
は
な
ら
な
い
境
界
線
」
を
超
え
た
が
故

の
「
苦
痛
」
で
あ
る
と
 34
、
精
神
で
は
な
く
肉
体
的
側
面
か
ら
考
察
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さ
れ
て
い
る
。
兄
の
「
苦
悶
」
は
、
理
想
の
恋
人
同
士
の
図
像
か
ら

離
れ
て
い
く
自
分
へ
の
失
望
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
恋
が
「
隙

見
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
兄
も
先
行
作
品
同

様
、
自
分
の
存
在
を
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
に
不
慣
れ
だ
っ
た
か
ら

と
、
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
極
く
極
く
内
気
な
」
兄
が
、「
こ
の

娘
さ
ん
と
話
が
し
て
見
た
い
」
勢
い
で
押
絵
と
な
っ
た
後
、
お
七
か

ら
見
ら
れ
続
け
る
「
恐
怖
」、
そ
し
て
弟
を
始
め
と
し
て
、
他
者
か
ら

否
応
な
し
に
姿
を
見
ら
れ
続
け
る
「
苦
悶
」、
そ
れ
を
拒
否
で
き
な
い

「
悲
し
」
さ
。
そ
れ
は
見
る
者
が
見
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
た
と
き
の

「
苦
し
」
さ
で
も
あ
る
。

乱
歩
の
先
行
作
品
と
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
共
通
点
は
多
い
。

一
方
的
に
視
覚
的
満
足
を
も
た
ら
す
「
覗
き
」、
自
分
主
体
の
「
愛
情

表
現
」
な
ど
、
乱
歩
が
好
ん
だ
小
説
の
構
成
要
素
が
こ
の
作
品
に
は

凝
縮
さ
れ
て
い
る
 35
。
乱
歩
が
本
作
に
満
足
を
覚
え
た
の
は
、
こ
れ

ら
の
要
素
を
う
ま
く
形
に
で
き
た
と
い
う
自
負
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。お

わ
り
に

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
、
乱
歩
の
重
層
化
し
た
嗜
好
が
垣
間
見
え

る
作
品
で
あ
る
。「
兄
」
の
恋
愛
対
象
が
八
百
屋
お
七
で
あ
っ
た
の

は
、
同
性
愛
文
献
を
対
象
と
し
た
乱
歩
の
古
典
籍
収
集
の
基
準
に
基

づ
い
て
お
り
、
ま
た
お
七
が
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
人
形
だ
っ
た
の

は
、
覗
き
見
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
見
る
者
の
視
線
に
反
応
し
な
い

対
象
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
恋
す
る
者
の
弱
さ
は
、
乱
歩
の
先
行
作

品
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
作
の
典
拠
に
つ
い
て
、
他
作
家
の
先
行
作
品
か
ら
新

た
な
一
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
典
拠
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
、
浜
田
雄
介
に
よ
る
霧
島
ク
ラ
ラ
（
渡
辺
温
 36
）「
風
船
美

人
」（『
新
青
年
』
昭
和
三
年
六
月
）
で
あ
る
 37
。
こ
の
作
品
は
、
双

眼
鏡
を
使
用
し
た
一
目
惚
れ
と
空
中
（
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
や
気
球
）

か
ら
の
探
索
、
恋
の
相
手
が
マ
ネ
キ
ン
人
形
で
あ
る
点
な
ど
、
共
通

点
が
多
く
、「『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
の
一
典
拠
と
考
え
ら
れ
る
」
と

い
う
意
見
に
も
首
肯
で
き
る
。
ま
た
浜
田
は
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
風
潮

の
中
で
古
め
か
し
い
物
語
に
拘
る
乱
歩
」
に
と
っ
て
、
渡
辺
温
が

「〈
ク
ラ
シ
カ
ル
〉」
に
属
す
る
作
家
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て

お
り
、
同
士
を
見
出
し
た
か
の
よ
う
な
肯
定
感
を
持
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
、「
古
い
型
の
小
説
」
で
あ
る
夢

野
久
作
の
「
押
絵
の
奇
蹟
」（『
新
青
年
』
昭
和
四
年
一
月
）
を
乱
歩

が
絶
賛
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
り
、
典
拠
と
明
示
は
し
な
い

ま
で
も
、
本
作
の
成
立
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
て
い
る
。
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更
に
近
年
、
宮
本
和
歌
子
は
乱
歩
が
鏡
花
作
品
を
愛
読
し
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、「
人
工
物
の
中
に
人
間
が
入
り
込
み
、
そ
の
中

で
生
命
活
動
を
維
持
す
る
」
点
で
泉
鏡
花
「
革
鞄
の
怪
」（『
淑
女
画

報
』
大
正
三
年
二
月
）
を
一
典
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
 38
。

そ
し
て
、
今
回
、
芥
川
龍
之
介
「
西
郷
隆
盛
」（『
新
小
説
』
大
正

七
年
一
月
）
を
そ
の
一
つ
に
加
え
た
い
。

「
西
郷
隆
盛
」
は
、「
維
新
史
」
を
研
究
し
て
い
る
帝
大
の
学
生
が
、

京
都
を
午
後
九
時
に
発
す
る
「
上
り
列
車
」
に
乗
る
物
語
で
あ
る
。

暇
つ
ぶ
し
に
食
堂
車
に
行
く
も
の
の
、
妙
に
気
分
が
沈
み
、
次
第
に

「
重
苦
し
く
心
を
お
さ
へ
始
め
」、「
物
に
脅
さ
れ
た
や
う
な
眼
を
あ

げ
て
」、
車
内
を
見
回
す
と
、「
た
つ
た
一
人
」
の
客
が
視
界
に
入
る
。

そ
の
、
ど
こ
と
な
く
見
覚
え
が
あ
る
「
西
洋
人
じ
み
た
顔
」
を
し
、

「
決
し
て
上
等
な
洋
服
で
は
な
い
」「
黒
の
背
広
」
を
着
た
「
老
人
」

の
客
は
突
然
歩
み
寄
り
、
自
分
を
知
っ
て
い
る
か
と
話
し
か
け
る
。

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
学
業
や
西
南
戦
争
の
記
録
の
信
憑
性
へ
と
話

が
進
み
、
死
ん
で
い
る
は
ず
の
西
郷
隆
盛
が
生
き
て
い
る
か
の
よ
う

な
不
思
議
な
体
験
を
す
る
こ
と
と
な
る
。

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
は
、
魚
津
か
ら
上
野
に
向
か
う
夕
方
六
時

発
の
上
り
の
汽
車
に
、
蜃
気
楼
見
学
に
行
っ
た
男
が
乗
車
す
る
。
二

等
車
は
ガ
ラ
ン
と
し
て
い
て
、「
私
の
外
に
た
つ
た
一
人
の
先
客
」
し

か
お
ら
ず
、「
西
洋
の
」
魔
術
師
の
様
な
風
采
を
し
た
そ
の
客
は
、
非

常
に
古
風
な
「
黒
い
背
広
服
」
を
着
て
お
り
、
四
十
歳
前
後
に
も
「
六

十
位
」
に
も
見
え
、
不
気
味
な
感
じ
を
与
え
た
。
そ
の
恐
怖
心
が
「
無

限
に
大
き
く
、
身
体
中
一
杯
に
拡
が
」
り
、
遂
に
は
「
産
毛
の
先
ま

で
も
怖
さ
が
満
ち
て
、
た
ま
ら
な
く
な
」
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
話

し
か
け
に
行
き
、
レ
ン
ズ
が
も
た
ら
し
た
不
思
議
な
話
を
聞
く
こ
と

に
な
る
。

夜
間
、
上
り
の
あ
る
車
両
に
、
乗
客
が
二
人
し
か
い
な
い
緊
張
感

の
あ
る
状
況
で
、
黒
い
背
広
を
着
た
年
長
者
と
不
可
思
議
な
話
を
す

る
場
面
設
定
や
、
こ
れ
が
物
語
の
導
入
部
分
に
位
置
す
る
作
品
全
体

の
構
成
、
中
心
人
物
の
経
歴
や
経
験
が
、
年
長
者
の
話
と
繋
が
り
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
西
郷
隆
盛
」
と
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」

と
は
よ
く
似
て
い
る
。「
西
郷
隆
盛
」
も
ま
た
、
本
作
の
典
拠
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

芥
川
作
品
は
、
一
時
期
の
乱
歩
の
愛
読
書
で
も
あ
っ
た
。

大
正
五
年
に
早
稲
田
を
出
て
か
ら
、
探
偵
小
説
の
職
業
作
家
に

な
っ
た
大
正
十
四
年
の
は
じ
め
ま
で
の
八
年
間
に
（
中
略
）
谷

崎
さ
ん
の
小
説
は
欠
か
さ
ず
読
む
よ
う
に
な
り
、
つ
づ
い
て
佐

藤
春
夫
、
芥
川
龍
之
介
、
宇
野
浩
二
を
愛
読
し
た
。

（「
江
戸
川
乱
歩
」『
私
の
履
歴
書
』
第
三
集　

日
本
経
済
新
聞

昭
和
三
十
二
年
）
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「
西
郷
隆
盛
」
は
丁
度
乱
歩
が
芥
川
作
品
を
耽
読
し
て
い
た
時
期

に
当
た
る
。
夢
か
現
か
、
真
実
の
有
り
所
が
曖
昧
な
こ
の
作
品
に
対

し
て
、
渡
辺
温
や
夢
野
久
作
、
泉
鏡
花
に
抱
い
た
の
と
同
様
の
好
ま

し
さ
を
乱
歩
は
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
乱
歩
の
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
に
は
、
話
の
導
入

や
恋
愛
に
関
す
る
事
柄
な
ど
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
典
拠
が
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
お
七
を
登
場
さ
せ
た
こ

と
、
レ
ン
ズ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
浅
草
公
園
・
浅
草
十
二
階

が
主
な
舞
台
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
乱
歩
独
自
の
観
点
と
見

做
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

【
注
】

１　

拙
稿
「
江
戸
川
乱
歩
の
半
生
と
近
世
資
料
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
平
成

十
七
年
十
二
月
）
に
お
い
て
既
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

2　

片
岡
あ
い｢

江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
論

―
閉
じ
込
め
ら
れ
た

隙
間

―
」『
あ
い
ち
国
文
』
平
成
二
十
四
年
九
月

3　

拙
稿
「
江
戸
川
乱
歩
の
古
書
蒐
集
と
そ
の
時
代
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

別
冊　

平
成
十
六
年
八
月
、
同
前
掲
「
江
戸
川
乱
歩
の
半
生
と
近
世
資
料
」
参

照
4　

江
戸
川
乱
歩
「
私
の
本
だ
な
」『
読
売
新
聞
』
昭
和
二
十
九
年
二
月
七
日

5　

江
戸
川
乱
歩
「
同
性
愛
文
学
史
に
つ
い
て

―
岩
田
準
一
君
の
思
出

―
」

『
人
間
探
求　

別
冊　

秘
版
艶
本
の
研
究
』
第
一
出
版
社　

昭
和
二
十
七
年
五

月
。
の
ち
『
乱
歩
随
筆
』
青
蛙
房
、
昭
和
三
十
五
年
に
加
筆
の
上
、
所
収
さ
れ

た
。

6　

月
川
和
雄
「
Ｊ
・
Ａ
・
シ
モ
ン
ズ
と
熊
楠
、
乱
歩

―
男
色
論
の
周
辺
か

ら
」『
本
』
平
成
五
年
四
月
、
古
川
誠
「
江
戸
川
乱
歩
の
ひ
そ
か
な
る
情
熱

―

同
性
愛
研
究
家
と
し
て
の
乱
歩

―
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
六
年
十

二
月
、
渡
辺
憲
司
「
江
戸
川
乱
歩
と
男
色
物
の
世
界
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞　

別
冊
江
戸
川
乱
歩
と
大
衆
の
二
十
世
紀
』
平
成
十
六
年
八
月
、
拙
稿
「
江
戸
川

乱
歩
自
筆
稿
本
『
家
蔵
同
性
愛
関
係
書
』
目
録　

１　

―
日
本
之
部

―
」

『
大
衆
文
化
』
平
成
三
十
年
一
月
、
拙
稿
「
江
戸
川
乱
歩
自
筆
稿
本
『
家
蔵
同

性
愛
関
係
』
目
録　

２

―
和
本
目
録
、
洋
書
目
録
、
西
洋
に
関
す
る
も
の
、

東
洋
に
関
す
る
も
の

―
」『
大
衆
文
化
』
平
成
三
十
年
三
月

7　

立
教
大
学
平
井
家
寄
託
資
料
。
翻
刻
は
拙
稿
前
掲
「
江
戸
川
乱
歩
自
筆
稿
本

『
家
蔵
同
性
愛
関
係
書
』
目
録　

１　

―
日
本
之
部

―
」「
江
戸
川
乱
歩
自

筆
稿
本
『
家
蔵
同
性
愛
関
係
』
目
録　

２

―
和
本
目
録
、
洋
書
目
録
、
西
洋

に
関
す
る
も
の
、
東
洋
に
関
す
る
も
の

―
」
に
掲
載
。

8　

高
級
玩
具
と
し
て
一
人
用
の
小
さ
な
の
ぞ
き
か
ら
く
り
も
存
在
し
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
浮
絵
（『
眼
鏡
絵
日
本
及
和

蘭
名
所
図
』）
は
、
縦
十
四
・
七×

横
十
六
・
七
（
㎝
）
の
小
型
で
あ
り
、
一

人
用
も
し
く
は
少
人
数
用
で
あ
る
。

9　
「
覗
か
ら
く
り
を
ビ
イ
ド
ロ
な
し
に
、
大
津
絵
を
生
で
見
た
る
け
し
き
」（
増

穂
残
口
『
艶
道
通
鑑
』
巻
之
四　

正
徳
五
年
）

10　
「
浮
絵
を
見
る
も
の
ハ
、
壺
中
の
仙
を
思
ひ
硝
子
細
工
に
た
か
る
群
集
ハ
、

夏
の
氷
柱
か
と
疑
ふ
」（
平
賀
源
内
『
根
南
志
具
佐
』
四
之
巻　

宝
暦
十
三
年
）
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11　

東
京
大
学
洒
竹
文
庫
。
引
用
の
読
点
は
私
に
付
し
た
。

12　
「
カ
ラ
ク
リ
の
爺
は
眼
の
く
さ
つ
た
元
気
の
な
い
男
で
、
盲
目
の
歌
ふ
や
う

な
物
悲
し
い
声
で
、「
本
郷
駒
込
吉
祥
寺
、
八
百
屋
の
お
七
は
お
小
姓
の
吉
三

に
惚
れ
て
…
…
。」
と
節
を
つ
け
て
云
ひ
な
が
ら
、
カ
ラ
ク
リ
の
絵
板
に
つ
け

た
綱
を
引
張
つ
て
ゐ
た
」（
永
井
荷
風
「
伝
通
院
」『
三
田
文
学
』
明
治
四
十
三

年
八
月
）

13　
「
観
音
堂
の
境
内
は

　
　

の
ぞ
き
か
ら
く
り
犬
芝
居
（
中
略
）

　
　

花
の
お
江
戸
は
八
百
八
町

　
　

音
に
き
こ
え
た
八
百
屋
の
娘

　
　

年
は
十
五
で
丙
午

　
　

そ
な
た
は
十
四
で
あ
ら
う
が
の

　
　

い
え
い
え
十
五
で
ご
ざ
ん
す
る
。

　
　

八
百
屋
お
七
が
お
し
お
き
の

　
　

お
眼
が
と
ま
れ
ば
千
客
様
」

　
　

�

（
竹
久
夢
二
「
ど
ん
だ
く
」『
ど
ん
た
く
』
実
業
之
日
本
社　

大
正
二
年
）

　
　

な
お
、
こ
の
節
回
し
は
年
齢
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
馬
場
文
耕

『
近
世
江
都
著
聞
集
』
系
統
で
あ
る
。

14　

竹
野
静
雄
「「
八
百
屋
お
七
」
の
地
方
伝
承

―
歌
謡
を
中
心
に

―
」『
芸

能
』
昭
和
六
十
一
年
一
月

15　

水
野
稔
校
注
『
黄
表
紙　

洒
落
本
集
』
岩
波
書
店　

昭
和
三
十
三
年

16　

齋
藤
月
岑
「
百
戯
述
略
」
明
治
十
一
年
以
後
成
立
（『
新
燕
石
十
種
』
第
四

巻　

中
央
公
論
社　

昭
和
五
十
六
年
）、
石
井
研
堂
『
明
治
事
物
起
源
』
春
陽

堂　

昭
和
元
年

17　

伊
藤
晴
雨
「
の
ぞ
き
か
ら
く
り
」『
江
戸
と
東
京　

風
俗
野
史
』
城
北
書
院　

第
六
巻　

昭
和
六
年

18　

十
返
舎
一
九
『
金
儲
花
盛
場
』
文
政
十
三
年

19　

菊
池
貴
一
郎
著　

鈴
木
棠
三
編
『
絵
本
江
戸
風
俗
往
来
』
平
凡
社　

昭
和
四

十
年

20　
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
昭
和
二
年
秋
に
は
一
旦
完
成
し
て
い
た
。（
江
戸
川

乱
歩
「
合
作
組
合
「
単
耽
綺
社
」」『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
13　

講
談
社　

昭
和

四
十
五
年
」）

21　
「
八
百
屋
お
七
が
天
和
三
年
旧
三
月
二
十
八
日
鈴
ヶ
森
で
火
あ
ぶ
り
の
刑
に

処
せ
ら
れ
て
か
ら
今
年
は
丁
度
二
百
五
十
年
目
に
当
る
の
で
笹
川
臨
風
、
藤

澤
衛
豊
、
三
田
村
鳶
魚
、
木
村
毅
、
渥
美
清
太
郎
の
諸
氏
が
発
起
し
て
二
十
八

日
午
後
一
時
か
ら
上
野
自
治
会
館
で
「
お
七
祭
」
を
催
す
（
中
略
）
お
七
の
ぼ

提
寺
白
山
円
乗
寺
の
住
職
も
乗
だ
し
蜀
山
人
作
の
「
お
七
か
ら
く
り
唄
」
や

「
お
七
和
讃
」
な
ど
も
あ
る
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
和
二
年
四
月
二
十
八
日
）

22　
「
私
自
身
の
世
の
常
な
ら
ぬ
性
癖
に
つ
い
て
、
私
自
身
「
レ
ン
ズ
狂
」
と
呼

ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
道
楽
に
つ
い
て
、
お
話
し
し
て
お
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。」（
江
戸
川
乱
歩
「
湖
畔
亭
事
件
」『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
大
正
十
五
年

一
～
五
月
）

23　
「
彼
は
そ
ん
な
時
分
か
ら
、
物
の
姿
の
映
る
物
、
た
と
え
ば
ガ
ラ
ス
と
か
、

レ
ン
ズ
と
か
、
鏡
と
か
い
う
も
の
に
、
不
思
議
な
嗜
好
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で

す
。」（
江
戸
川
乱
歩
「
鏡
地
獄
」『
大
衆
文
芸
』
大
正
十
五
年
十
月
）

24　

武
田
信
明
「
眼
の
レ
ッ
ス
ン

―
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
論
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―
」『
島
大
国
文
』
平
成
五
年
三
月
、
川
辺
さ
や
か
「
江
戸
川
乱
歩
短
編
集

に
見
る
、
視
覚
と
触
覚
」『
芸
文
攷
』
平
成
十
九
年
十
二
月
ほ
か

25　

林
淑
美
「
見
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
高
さ
と
い
う
こ
と

―
「
あ
る
崖

上
の
感
情
」
と
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
を
め
ぐ
っ
て

―
」『
立
正
大
学
国
語

国
文
』
平
成
七
年
三
月

26　

①　
「
二
銭
銅
貨
」（『
新
青
年
』
大
正
十
二
年
四
月
）

　
　

②　
「
一
枚
の
切
符
」（『
新
青
年
』
大
正
十
二
年
七
月
）

　
　

③　
「
恐
ろ
し
き
錯
誤
」（『
新
青
年
』
大
正
十
二
年
十
一
月
）

　
　

④　
「
二
癈
人
」（『
新
青
年
』
大
正
十
三
年
六
月
）

　
　

⑤　
「
双
生
児
」（『
新
青
年
』
大
正
十
三
年
十
月
）

　
　

⑥　
「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」（『
新
青
年
』
大
正
十
四
年
一
月
）

　
　

⑦　
「
心
理
試
験
」（『
新
青
年
』
大
正
十
四
年
二
月
）

　
　

⑧　
「
黒
手
組
」（『
新
青
年
』
大
正
十
四
年
三
月
）

　
　

⑨　
「
算
盤
が
恋
を
語
る
話
」（『
写
真
報
知
』
大
正
十
四
年
三
月
）

　
　

⑩　
「
日
記
帳
」（『
写
真
報
知
』
大
正
十
四
年
三
月
）

　
　

⑪　
「
赤
い
部
屋
」（『
新
青
年
』
大
正
十
四
年
四
月
）

　
　

⑫　
「
幽
霊
」（『
新
青
年
』
大
正
十
四
年
五
月
）

　
　

⑬　
「
盗
難
」（『
写
真
報
知
』
大
正
十
四
年
五
月
）

　
　

⑭　
「
白
昼
夢
」（『
新
青
年
』
大
正
十
四
年
七
月
）

　
　

⑮　
「
指
環
」（『
新
青
年
』
大
正
十
四
年
七
月
）

　
　

⑯　
「
夢
遊
病
者
の
死
」（『
苦
楽
』
大
正
十
四
年
七
月
）

　
　

⑰　
「
百
面
相
役
者
」（『
写
真
報
知
』
大
正
十
四
年
七
月
）

　
　

⑱　
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」（『
新
青
年
』
大
正
十
四
年
八
月
）

　
　

⑲　
「
一
人
二
役
」（『
新
小
説
』
大
正
十
四
年
九
月
）

　
　

⑳　
「
疑
惑
」（『
写
真
報
知
』
大
正
十
四
年
九
～
十
月
）

　
　

㉑　
「
人
間
椅
子
」（『
苦
楽
』
大
正
十
四
年
十
月
）

　
　

㉒　
「
接
吻
」（『
映
画
と
探
偵
』
大
正
十
四
年
十
二
月
）

　
　

㉓　
「
湖
畔
亭
事
件
」（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
大
正
十
五
年
一
～
五
月
）

　
　

㉔　
「
踊
る
一
寸
法
師
」（『
新
青
年
』
大
正
十
五
年
一
月
）

　
　

㉕　
「
毒
草
」（『
探
偵
文
芸
』
大
正
十
五
年
一
月
）

　
　

㉖　
「
覆
面
の
舞
踏
者
」（『
婦
人
の
国
』
大
正
十
五
年
一
～
二
月
）

　
　

㉗　
「
闇
に
蠢
く
」（『
苦
楽
』
大
正
十
五
年
一
～
十
一
月
）

　
　

㉘　
「
灰
神
楽
」（『
大
衆
文
芸
』
大
正
十
五
年
三
月
）

　
　

㉙　
「
火
星
の
運
河
」（『
新
青
年
』
大
正
十
五
年
四
月
）

　
　

㉚　
「
モ
ノ
グ
ラ
ム
」（『
新
小
説
』
大
正
十
五
年
六
月
）

　
　

㉛　
「
お
勢
登
場
」（『
大
衆
文
芸
』
大
正
十
五
年
七
月
）

　
　

㉜　
「
人
で
な
し
の
恋
」（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
大
正
十
五
年
十
月
）

　
　

㉝　
「
鏡
地
獄
」（『
大
衆
文
芸
』
大
正
十
五
年
十
月
）

　
　

㉞　
「
木
馬
は
廻
る
」（『
探
偵
趣
味
』
大
正
十
五
年
十
月
）

　
　

㉟�　
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
談
」（『
新
青
年
』
大
正
十
五
年
十
月
～
昭
和
二
年
四

月
）

　
　

㊱�　
「
一
寸
法
師
」（『
東
京
・
大
阪
朝
日
新
聞
』
大
正
十
五
年
十
二
月
八
日

～
昭
和
二
年
二
月
二
十
・
二
十
一
日
）

　
　

㊲　
「
陰
獣
」（『
新
青
年
』
昭
和
三
年
八
～
十
月
）

　
　

㊳　
「
芋
虫
」（『
新
青
年
』
昭
和
四
年
一
月
）

　
　

㊴　
「
虫
」（『
改
造
』
昭
和
四
年
六
～
七
月
）
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㊵　
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」（『
新
青
年
』
昭
和
四
年
六
月
）

27　
「
音
も
な
く
、
匂
い
も
な
く
、
肌
触
り
さ
え
な
い
世
界
の
故
か
。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
の
聴
覚
、
嗅
覚
、
触
覚
が
、
た
っ
た
一
つ
の
視
覚
に
集
め
ら
れ
て
い
る
」

（「
火
星
の
運
河
」『
新
青
年
』
大
正
十
五
年
四
月
）

28　
「
廃
人
の
両
眼
か
ら
ま
っ
赤
な
血
が
吹
き
出
し
て
、
ひ
っ
つ
り
の
顔
全
体

が
、
ゆ
で
だ
こ
み
た
い
に
上
気
し
て
い
た
。
時
子
は
そ
の
時
、
す
べ
て
を
ハ
ッ

キ
リ
意
識
し
た
。
彼
女
は
無
残
に
も
、
彼
女
の
夫
の
た
っ
た
ひ
と
つ
残
っ
て
い

た
、
外
界
へ
の
窓
を
、
夢
中
に
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。」（「
芋
虫
」

『
新
青
年
』
昭
和
四
年
一
月
）

29　
「
椅
子
の
中
の
恋
！
（
中
略
）
そ
れ
は
、
た
だ
、
触
覚
と
、
聴
覚
と
、
そ
し

て
僅
か
の
嗅
覚
の
み
の
恋
で
ご
ざ
い
ま
す
。
暗
や
み
の
世
界
の
恋
で
ご
ざ
い

ま
す
。」（「
人
間
椅
子
」『
苦
楽
』
大
正
十
四
年
十
月
）

30　
「
私
は
彼
を
殺
し
た
翌
日
か
ら
鏡
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
鏡
ば
か

り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
の
の
姿
の
う
つ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
恐
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。」（「
双
生
児
」『
新
青
年
』
大
正
十
三
年
十
月
）

31　

浅
草
十
二
階
で
は
、
明
治
二
十
四
年
七
月
か
ら
百
美
人
芸
妓
写
真
（『
読
売

新
聞
』
明
治
二
十
四
年
七
月
十
六
日
記
事
、『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
五
年
九

月
十
三
日
記
事
、『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
六
年
一
月
十
三
日
記
事
等
）
や
、
美

人
図
（『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日
記
事
等
）
が
し
ば
し
ば

展
示
さ
れ
、
好
評
を
博
し
て
い
た
。
兄
が
押
絵
と
な
っ
た
「
明
治
二
十
八
年
の

四
月
」
の
直
前
、
明
治
二
十
七
年
十
二
月
六
日
に
も
、
尾
形
月
耕
「
百
美
人
額
」

の
内
、「
天
和
享
保
年
間
よ
り
当
代
に
い
た
る
迄
」
の
完
成
し
た
十
五
枚
が
六

階
に
掲
出
さ
れ
た
記
事
が
『
読
売
新
聞
』
に
見
え
る
。

　
　
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
に
は
「
日
清
戦
争
」
の
「
油
絵
」
が
「
一
方
の
壁
に

ず
つ
と
懸
け
並
べ
て
あ
り
ま
す
」
と
あ
る
が
、
明
治
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日

か
ら
の
展
示
は
「
大
勝
利
海
陸
戦
争
実
況
」
と
「
日
本
絵
百
美
人
」
が
同
時
に

開
催
さ
れ
て
お
り
、
乱
歩
が
敢
え
て
美
人
画
へ
の
言
及
を
避
け
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
（『
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
七
年
十
月
二
十
四
日
広
告
）。
ま
た
明
治

二
十
八
年
七
月
か
ら
は
、「
日
清
戦
争
に
関
す
る
戦
況
、
人
物
、
風
景
等
」
の

ジ
オ
ラ
マ
が
飾
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
「
諸
国
の
風
景
を
用
ひ
」
た
ジ

オ
ラ
マ
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
本
書
の
舞
台
設
定
時
、
必
ず
し
も

浅
草
十
二
階
と
戦
争
の
油
絵
が
結
び
つ
い
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
（『
朝
日
新

聞
』
明
治
二
十
八
年
七
月
十
日
記
事
）。

32　

穴
場
文
野
「
覗
く
男
、
覗
か
れ
る
女

―
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る

男
』

―
」『
近
代
文
学　

研
究
と
資
料　

第
二
次
』
平
成
二
十
六
年
三
月

33　

中
谷
克
己
「「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
論

―
江
戸
川
乱
歩
の
深
層
構
造

―
」

『
青
須
我
波
良
』
平
成
五
年
六
月

34　

森
岡
美
帆
「
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
論

―
境
界
を
め
ぐ
っ
て

―
」『
玉
藻
』
平
成
十
一
年
九
月

35　

武
田
信
明
は
「
一
面
で
は
、
き
わ
め
て
常
套
的
な
モ
チ
ー
フ
が
扱
わ
れ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
」
が
「
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
、
美
し
い
作

品
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（「
眼
の
レ
ッ
ス
ン

―
江
戸
川
乱
歩
「
押

絵
と
旅
す
る
男
」
論

―
」『
島
大
国
文
』
平
成
五
年
三
月
）

36　

宮
本
和
歌
子
は
「
霧
島
ク
ラ
ラ
」
は
渡
辺
温
と
横
溝
正
史
の
合
作
用
の
ペ
ン

ネ
ー
ム
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（「
泉
鏡
花
「
革
鞄
の
怪
」
と
江
戸

川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」」『
京
都
大
学
国
文
学
論
叢
』
平
成
二
十
五
年
三
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月
）。

37　

浜
田
雄
介
「
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』

―
レ
ン
ズ
仕
掛
け
の

「
語
り
」

―
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
三
年
四
月

38　

前
掲　

宮
本
和
歌
子
「
泉
鏡
花
「
革
鞄
の
怪
」
と
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅

す
る
男
」」

�

（
立
教
大
学
）


