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初

期

山

花

袋

論

田ー

l
紀
行
文
と
小
説
と
の
谷
間
｜
｜

宮

俊

介

内

近
代
の
作
家
達
の
中
で
田
山
花
袋
ほ
ど
多
量
の
紀
行
文
を
残
し
た
作
家
は
い
な
い
。
生
前
の
単
行
本
だ
け
で
も
明
治
三
十
二
年
の
『
日
光
』
を
皮
切
り
に
四

十
冊
を
超
す
。
こ
の
紀
行
文
へ
の
傾
倒
が
何
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
。
確
か
に
明
治
時
代
全
般
に
わ
た
っ
て
紀
行
文
が
多
く
発
表
さ
れ
て
は
い
る
が
、
紀
行
文

だ
け
が
特
に
盛
ん
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
或
い
は
、
吉
田
晒
軒
・
石
井
可
汲
・
岡
谷
繁
実
、
兄
の
実
弥
登
等
か
ら
学
ん
だ
漢
詩
、
松
浦
辰
男
か
ら
学
ん
だ

和
歌
、
の
二
つ
の
系
統
の
素
養
が
そ
の
源
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
、
明
治
二
十
三
年
一
年
間
に
「
頴
才
新
誌
」
に
投
稿
、
発
表
さ
れ
た
漢

詩
四
十
六
首
の
内
、

ほ
と
ん
ど
が
「
途
上
所
見
」
「
江
上
夜
帰
」
「
渓
村
早
行
」
「
足
尾
途
上
」
と
い
う
旅
に
於
け
る
風
景
・
人
事
の
嘱
目
を
そ
の
内
容
と
し
て

い
る
。
元
々
旅
が
好
き
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
花
袋
の
最
初
期
の
作
品
が
旅
に
於
け
る
漢
詩
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
花
袋
の
紀
行
文
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
小
説
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
、
紀
行
作
家
花
袋
と
小
説
家
花
袋
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
と
思
う
。
そ
の
時
特
に
問
題
に
な
る
の
が
、
付
紀
行
の
構
成
を
基
に
し
た
小
説
、

ω
一
人
称
小
説
の
問
題
、
臼
モ
デ
ル
問
題
、
の
三
点
で
あ
る
。

花
袋
が
作
家
と
し
て
登
場
し
た
の
は
「
瓜
畑
」
（
明
加
）
か
ら
だ
が
、
第
二
作
の
「
寺
の
秋
」
（
明
お
）
に
早
く
も
紀
行
文
を
基
と
し
た
構
成
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
末
尾
に
は
（
未
完
）
と
あ
る
が
、
そ
の
後
書
き
つ
が
れ
た
形
跡
は
な
い
。
発
表
さ
れ
た
部
分
は
下
野
国
豊
代
村
の
風
景
描
写
に
終
始
し
て
お
り
、

八
都
の
塵
に
汚
れ
た
る
精
神
を
洗
〉
お
う
と
友
の
い
る
豊
代
村
へ
の
旅
に
出
た
主
人
公
〈
我
〉
が
、
そ
の
村
で
異
様
な
婆
様
を
見
か
け
、
そ
の
婆
様
に
ま
つ
わ

q
h
 

円
＆



る
話
を
友
人
か
ら
聞
こ
う
と
す
る
所
で
終
っ
て
い
る
。
こ
の
末
尾
〈
帰
り
て
主
人
に
こ
の
事
を
語
れ
ば
、
あ
の
婆
様
程
気
の
毒
な
る
人
は
、
広
き
世
の
中
に
亦

一
人
と
あ
る
ま
じ
と
い
ふ
。

債
は
由
縁
あ
る
事
か
と
聞
け
ば
。
V
を
見
た
だ
け
で
も
容
易
に
想
像
が
つ
く
よ
う
に
、

書
き
つ
が
れ
な
か
っ
た
気
の
毒
な
婆
様
に

ま
つ
わ
る
話
が
こ
の
作
の
主
眼
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
私
の
眼
に
触
れ
た
範
囲
で
の
最
も
早
い
紀
行
文
は
「
探
勝
日
記
」
（
明
幻
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
二
十
二
年
夏
、
郷
里
館
林
か
ら
日
光
へ
と
経

巡
っ
た
旅
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
歌
三
首
、
漢
詩
一
首
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
花
袋
の
残
し
て
い
る
歌
及
び
漢
詩
の
大
部
分
が
旅
に
於
け
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
紀
行
文
そ
の
も
の
が
、
花
袋
の
持
情
詩
の
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
明
ら
か
に
表
わ
れ
て
い
る
の
は
、
八
人
馬
雑
沓
、
車
馬
絡
緯
の
都
府
に
奔
走
し
て
、
黄
塵
十
丈
の
中
に
埋
没
せ
ら
れ
、
俗
事
に
営
々
た
る
は
、
如
何
に
も
快

か
ら
ぬ
事
に
し
て
、
目
の
見
る
所
、
耳
の
聞
く
所
、
悉
く
俗
物
た
ら
さ
る
は
な
き
此
人
為
界
に
棲
息
し
、
夢
に
た
に
天
然
の
美
観
に
接
せ
す
ん
は
、
如
何
ん
そ

人
の
思
想
を
し
て
高
速
な
ら
し
む
る
を
得
へ
き
、
如
何
な
る
想
像
力
に
富
む
と
も
、
終
始
此
の
俗
境
に
閉
息
せ
ら
れ
て
は
、
争
て
か
其
技
何
を
高
尚
の
域
に
振

ふ
を
得
へ
き
〉
と
い
う
一
節
で
、
都
会
で
の
俗
な
日
常
を
離
れ
た
、
田
舎
の
世
界
に
何
も
の
か
を
求
め
よ
う
と
い
う
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
夢
想
が
見
ら
れ
る
。
俗

町、
u

n
F
M
 

ヮ“

な
る
都
会
と
聖
な
る
自
然
（
田
舎
）
と
い
う
図
式
は
特
に
明
治
の
二
十
年
代
に
入
っ
て
一
般
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
脱
都
会
の
主
体
が
詩
人
で
あ
る
こ
と
に

注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
口
調
は
、
「
寺
の
秋
」
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
後
の
紀
行
文
、

何
ら
か
の
形
で
旅
を
素
材
と
し
て
取
り
込
ん
だ
作
品
に
、

常

套
的
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
持
情
性
、
感
傷
性
を
支
え
て
い
る
。

次
い
で
こ
の

「
寺
の
秋
」

の
形
式
が
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
の
は
「
吾
妻
川
」
（
明
灯
）
で
あ
る
。

暑
中
休
暇
を
利
用
し
た
旅
の
途
中
、

四
万
に
二
泊
し
た

〈
我
〉
は
、
隣
室
の
美
し
く
悲
し
げ
な
少
女
に
心
を
と
め
る
が
、
後
日
、
そ
の
美
少
女
が
四
万
に
来
て
い
た
の
は
従
兄
と
の
結
婚
話
の
破
談
が
理
由
で
気
欝
症

に
な
っ
た
た
め
で
、
結
局
吾
妻
川
に
入
水
し
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
少
女
に
つ
い
て
の
詳
し
い
叙
述
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
に
触
れ
耳
に
触
れ

た
程
度
の
こ
と
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
四
万
や
、
草
津
か
ら
伊
香
保
へ
向
う
途
上
の
自
然
の
美
し
い
景
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ

は
一
つ
一
つ
の
景
色
の
特
徴
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
描
写
で
は
な
く
、
〈
美
し
い
景
色
V
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
へ
の
詠
嘆
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
〈
こ
の
少

女
の
美
は
。
こ
の
少
女
の
美
は
、
こ
の
世
に
あ
り
得
ベ
き
美
に
は
あ
ら
じ
。
又
こ
の
つ
れ
な
き
浮
世
に
、
い
つ
ま
で
も
残
り
で
あ
る
べ
き
美
に
も
あ
ら
じ
と
、



わ
れ
は
か
な
し
く
も
心
に
感
じ
ぬ
。
V
と
い
っ
た
少
女
へ
の
詠
嘆
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
少
女
の
美
が
、

俗
な
る
こ
の
世
に
於
い
て
は
よ
く
堪

え
得
な
い
神
聖
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
旅
の
行
き
ず
り
に
ふ
と
見
知
っ
た
少
女
の
は
か
な
い
運
命
を
、

そ
の
背
景
と
な
る
自
然
の
美
し
い
景
と
同
じ
く
、
は
か
な
い
景
と
し
て
の
み
感
傷
的
に
、
そ
の
事
と
直
接
か
か
わ
る
こ
と
な
く
写
し
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
作
が
二
年
後
「
文
学
界
」
に
再
掲
さ
れ
る
こ
と
、
後
の
紀
行
文
「
浅
間
横
断
記
」
（
明
白
）
で
の
詠
嘆
の
存
在
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
当
時
の
「
文
学
界
」

を
中
心
と
す
る
西
洋
風
な
浪
漫
的
雰
囲
気
を
花
袋
も
側
面
か
ら
支
え
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
花
袋
の
紀
行
文
の
構
成
を
と
っ
た
作
品
と
し
て
表
わ
れ
て

い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
t

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
旅
に
出
た
主
人
公
が
そ
の
旅
先
で
出
会
っ
た
人
物
・
事
件
に
ま
つ
わ
る
話
を
語
る
と
い
う

構
成
は
、
そ
の
後
の
花
袋
の
作
品
の
中
で
一
つ
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
は
こ
れ
を
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
呼
び
た
い

0

44
匹、

例
え

「
狂
女
」
（
明
幻
）
「
夏
野
」
「
逢
初
橋
」
（
共
に
明
お
）
等
は
こ
の
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
の
み
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
こ
の
パ
タ
ー
ン

を
基
礎
に
他
の
要
素
を
付
加
し
て
成
立
し
た
作
品
も
多
い
。
高
名
な
作
で
言
え
ば
、
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
（
明
白
）
も
そ
の
例
に
洩
れ
な
い
。

語
り
手
の
富
山
の
職
業
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
詩
人
風
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
八
十
年
都
会
の
塵
に
ま
み
れ
て
、
些
の
清
い
空
気

-224ー

を
だ
に
得
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
自
分
は
長
野
の
先
の
牟
礼
の
停
車
場
で
下
り
〉
て
友
人
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
は
か
ら
ず
も
藤
田
重
右
衛
門
の
悲
劇
に
出
会

う
の
で
あ
る
。
作
品
の
冒
頭
そ
の
他
に
ツ
ル
ゲ
ネ
l
フ
、
重
右
衛
門
の
設
定
に
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
の
影
響
が
あ
る
、
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
基

本
構
造
は
、
「
猟
人
日
記
」
を
入
手
し
た
と
い
わ
れ
る
明
治
三
十
四
年
、
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
の
一
世
を
風
擁
し
た
三
十
年
代
以
前
の
「
寺
の
秋
」
と
同
じ
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
〈
あ
〉
本
当
に
そ
の
仙
境
は
何
ん
な
処
で
あ
ろ
う
か
。
〉
〈
そ
れ
を
想
像
す
る
と
、
空
想
は
空
想
に
枝
葉
を
添
へ
て
何
だ
か
自
分
の
限
の
前
に

リ

ー

ダ

ー

フ

主

リ

ー

は
西
洋
の
読
本
の
中
の
仙
女
の
故
郷
が
ち
ら
つ
い
て
何
う
も
な
ら
ぬ
。
V
と
い
う
主
人
公
の
感
概
は
、
漢
文
口
調
で
書
か
れ
た
「
探
勝
目
記
」
以
上
に
明
ら
か

な
性
格
を
表
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
た
だ
パ
タ
ー
ン
に
よ
り
か
か
る
の
み
で
は
な
く
、
友
人
と
の
交
遊
、
異
常
な
入
物
の
造
型
等
の
描
写
を
行
な
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
文
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
作
品
に
そ
れ
だ
け
の
幅
を
作
り
出
し
て
い
る
点
に
、
花
袋
の
成
長
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
当
時
か
ら
論
難
さ
れ
て
い
る
蛇
足
と
も
思
え
る
第
十
一
・
十

二
章
に
於
け
る
主
人
公
の
詠
嘆
の
、
花
袋
自
身
に
と
っ
て
の
必
要
性
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
吾
妻
川
」
と
の
関
連
で
言
う
な
ら
ば
、

俗
界
に
堪
え
え
な



い
神
聖
な
美
を
持
つ
少
女
が
自
殺
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
良
く
も
悪
し
く
も
純
粋
な
自
然
人
で
あ
っ
た
重
右
衛
門
は
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ

て
、
俗
な
る
都
会
を
逃
れ
て
き
た
主
人
公
、
神
聖
な
も
の
、
純
粋
な
も
の
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
主
人
公
は
、
そ
の
事
件
の
真
の
悲
劇
性
を
見
抜
い
た
上
で

詠
嘆
す
る
の
で
あ
る
。
末
尾
の
〈
諸
君
自
然
は
覚
に
自
然
に
帰
っ
た
。
V
と
い
う
主
人
公
の
叫
び
は
、
「
吾
妻
川
」
に
於
け
る
〈
あ
は
れ
か
の
少
女
の
美
は
、
ま

こ
と
に
こ
の
天
地
聞
に
存
在
す
べ
き
美
に
て
は
あ
ら
ざ
り
き
。

か
く
思
ひ
て
、

わ
れ
は
亦
も
戦
標
し
た
り
。
V
と
い
う
少
女
の
死
に
対
す
る
詠
嘆
と
同
質
の
感

傷
性
を
持
っ
て
い
る
。
又
、
飽
く
ま
で
富
山
は
旅
人
で
あ
り
、
重
右
衛
門
の
内
部
に
入
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
背
景
と
な
る
上
信
の
自
然
の
中
の
一
景
と
し

て
眺
め
て
い
る
と
い
う
構
成
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
こ
の
作
品
に
言
及
す
る
場
合
常
に
引
用
さ
れ
る
「
事
実
の
人
生
」
（
明
鈎
）
の
八
詰
り
各
種
の
方

面
か
ら
同
村
の
地
方
的
特
色
を
描
い
て
、

一
冊
の
長
篇
を
作
る
目
的
で
し
た
か
ら
V
と
い
う
言
葉
も
、
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
の
構
成
の
説
明
と
も
考
え
ら
れ

る
。
同
様
の
、
明
治
三
十
八
年
か
ら
四
十
四
年
に
か
け
て
「
文
章
世
界
」
を
中
心
に
行
っ
た
「
懸
賞
小
説
の
評
」
に
見
ら
れ
る
〈
こ
の
一
篇
の
中
に
人
生
の
一

面
が
分
明
に
出
て
居
て
、
地
方
の
属
吏
の
さ
ま
が
眼
の
前
に
見
え
る
や
う
で
は
な
い
か
。
V
（
明
鈎
）
八
上
州
の
片
ほ
と
り
、
菓
子
屋
の
隣
り
の
旅
龍
屋
に
は
ど

う
も
か
う
い
ふ
あ
は
れ
な
女
が
居
り
さ
う
だ
。
V
〈
い
か
に
も
地
方
色
が
鮮
か
に
出
て
居
て
好
い
。
〉
（
共
に
明
却
）
〈
こ
れ
を
読
む
と
東
北
地
方
の
田
舎
町
、
其

町
に
住
む
人
間
の
さ
ま
が
眼
に
浮
ば
ず
に
置
か
ぬ
。
〉
（
明
4
）
と
い
っ
た
評
に
も
三
十
年
代
の
郷
土
文
学
・
地
方
色
の
濃
い
文
学
の
運
動
の
残
津
だ
け
で
は
な
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く
、
花
袋
自
身
の
紀
行
文
好
き
の
資
質
及
び
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
事
実
性
へ
の
傾
斜
を
見
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
重
右
衛
門
の
最
後
』
と
同
じ
こ
と
は
「
女
教
師
」
（
明
初
）
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
「
女
教
師
」
の
モ
デ
ル
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
花
袋
が
通
勤
の
途

上
代
々
木
で
見
か
け
る
女
性
で
あ
っ
た
。
「
蒲
団
」
に
於
け
る
竹
中
時
雄
の
浮
気
の
空
想
は
明
ら
か
に
「
女
教
師
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

し
か
も
時
雄
の

八
神
楽
坂
あ
た
り
の
小
待
合
に
連
れ
て
行
っ
て
、
人
目
を
忍
ん
で
楽
し
ん
だ
ら
〉
〈
細
君
に
知
れ
ず
に
、
二
人
近
郊
を
散
歩
し
た
ら
V
と
い
う
空
想
は
不
自
然

で
は
な
い
の
に
、
「
女
教
師
」
の
舞
台
は
態
々
入
間
郡
萱
田
村
と
い
う
辺
部
な
所
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
故
な
の
か
。
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
「
寂
し
き

人
々
」
の
背
景
に
倣
っ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
風
景
描
写
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
十
カ
所
近
い
風
景
描
写
に
力
を
入

れ
た
場
面
が
あ
る
が
、
そ
の
内
数
カ
所
、
性
格
の
は
っ
き
り
し
た
所
を
挙
げ
る
な
ら
、
先
ず
第
四
章
の
冒
頭
で
あ
る
。
こ
れ
は
舞
台
の
説
明
だ
け
に
少
し
長
く

な
っ
て
い
る
。
同
様
な
性
格
の
湖
の
描
写
が
第
五
章
半
ば
に
も
あ
る
。
つ
い
で
、
第
四
章
で
触
れ
ら
れ
第
七
章
で
細
叙
さ
れ
る
埠
頭
の
風
景
を
挙
げ
よ
う
。
主



人
公
広
瀬
が
崇
拝
者
黒
瀬
か
ら
渡
し
の
話
を
聞
い
て
答
え
た
〈
『
そ
れ
は
、
中
々
詩
的
で
す
ね
、
一
寸
小
品
文
位
に
は
為
る
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
』
V
と
い
う
言

葉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
先
に
触
れ
た
、
自
然
主
義
の
一
つ
の
性
格
と
し
て
花
袋
が
地
方
の
「
文
章
世
界
」
の
読
者
に
推
奨
し
た
、
八
地
方
色
V
の
一
例

と
し
て
点
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
異
様
と
も
思
え
る
第
九
章
の
描
写
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
広
瀬
と
の
仲
に
罪
の
意
識
を
感
じ
て
去
っ
て

行
く
女
教
師
渡
辺
国
子
を
広
瀬
が
所
沢
の
駅
ま
で
追
っ
て
行
く
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
如
何
に
後
か
ら
の
回
想
と
は
言
え
、
こ
の
悠
長
な
、
場
違
い
な
風
景

描
写
、
あ
る
い
は
情
死
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
れ
ら
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
直
接
か
か
わ
っ
て
こ
な
い
噴
末
な
風
景
描
写
に
、
花
袋

の
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
の
影
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
勿
論
こ
の
作
品
は
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
主
要
テ
l
マ
と
し
て
は
「
小
詩
人
」
（
明
お
）

以
来
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
舞
台
を
地
方
に
置
い
た
と
た
ん
に
、
そ
の
地
方
の
自
然
・
風
俗
を
読
者
に
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
紀
行
文
家

の
面
影
が
あ
ら
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
基
本
的
に
は
広
瀬
が
旅
人
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る

Q

三
月
か
ら
六
月
ま
で
足
掛
け
四
カ
月
萱
田
村
に
住
ん

で
居
た
訳
で
あ
る
が
、
飽
く
ま
で
広
瀬
は
萱
田
村
を
一
時
的
に
通
り
過
ぎ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
一
日
で
あ
ろ
う
と
四
カ
月
で
あ
ろ
う
と
基
本
的
に
は
変
ら

こ
の
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、
『
田
舎
教
師
』
（
明
必
）
に
集
大
成
さ
れ
て
、
そ
の
後
の
花
袋
は
一
応
こ
れ
を
放
棄
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
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な
い
の
で
あ
る
。

の
が
私
の
見
通
し
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
花
袋
の
紀
行
文
と
小
説
の
関
係
を
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
い
う
視
点
か
ら
把
え
て
行
く
な
ら
ば
、
花
袋
の
紀

行
文
が
、
単
な
る
地
誌
的
な
紀
行
文
な
の
で
は
な
く
、
持
情
詩
の
役
割
を
果
し
て
お
り
、

危
う
い
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

一
歩
踏
み
外
せ
ば
そ
の
紀
行
文
が
小
説
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、

そ
の
紀
行
文
の
性
格
は
、

一
人
称
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

先
の
「
寺
の
秋
」
は
〈
我
V
の
一
人
称
小
説
で
あ
り
、
〈
今
は
か
く
東
都
に
家
を
成
し
て
、
い
つ
か
は
蜜
魚
の
群
に
入
ら
ん
も
の
と
勉
む
る
〉
と
、
文
筆
に

関
わ
り
の
あ
る
事
は
知
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
説
明
は
な
い
。
こ
の
、
文
筆
に
関
わ
り
の
あ
る
〈
我
V
と
い
う
以
上
に
個
性
の
与
え
ら
れ
て
い
な
い
主
人
公
の



登
場
は
重
要
で
あ
る
。

同
じ
く
「
吾
妻
川
」
も
八
我
〉
の
一
人
称
小
説
で
あ
り
、
「
浅
間
横
断
記
」
の
叙
述
か
ら
あ
る
程
度
ま
で
実
見
談
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
よ
う
な
、
花
袋
自
身
の
実
見
談
を
〈
我
V
と
い
う
個
性
の
は
っ
き
り
し
な
い
主
人
公
の
一
人
称
で
小
説
化
し
て
い
く
形
式
は
、
明
ら
か
に
一
人
称
に

よ
る
紀
行
文
の
構
成
か
ら
の
制
約
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
無
名
の
主
人
公
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
感
情
を
よ
り
普
遍
的
な
も
の
と

し
よ
う
と
す
る
意
図
が
当
初
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
花
袋
が
文
名
を
揚
げ
て
行
く
に
つ
れ
、
花
袋
自
身
に
も
読
者
の
側
に
も
、
主
人
公

u
花
袋
と
い
う

図
式
を
暗
黙
の
う
ち
に
成
立
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
花
袋
の
側
で
意
識
さ
れ
て
い
る
と
分
る
の
は
、
「
老
僧
」
（
明
白
）
で
あ
ろ
う
。
日

光
照
尊
院
の
住
職
の
夢
の
成
り
行
き
を
語
る
こ
の
作
品
は
〈
自
分
V
と
い
う
語
り
手
の
一
人
称
小
説
で
あ
る
が
、
八
日
光
と
さ
へ
言
へ
ば
何
時
で
も
こ
の
寺
に

泊
る
〉
〈
其
翌
々
年
の
秋
作
品
を
完
成
せ
ん
が
為
め
に
自
分
は
一
月
ほ
ど
の
予
定
で
日
光
に
行
っ
た
。
V
等
の
叙
述
か
ら
、

こ
れ
ま
で
日
光
へ
の
紀
行
文
を
五

篇
も
発
表
し
、
紀
行
文
集
『
日
光
』
も
上
梓
し
て
い
る
花
袋
と
、
主
人
公
を
重
ね
合
わ
せ
な
い
読
者
は
あ
る
ま
い
。
寺
で
働
く
婆
さ
ん
に
た
だ
一
か
所
主
人
公

を
〈
宮
田
さ
ん
〉
と
呼
ば
せ
て
い
る
の
は
、
始
息
な
手
だ
て
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
冒
頭
の
名
所
案
内
め
い
た
書
き
出
し
、
八
と
、
ま
だ
出
来
な
い
そ
の
川

原
の
酒
亭
の
さ
ま
や
、
橋
を
渡
っ
て
来
る
田
舎
芸
者
の
姿
な
ど
が
眼
の
前
に
浮
ん
で
来
る
。
詩
材
／
詩
材
／
こ
ん
な
お
も
し
ろ
い
詩
材
が
又
と
こ
つ
こ
の

な
ど
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
が
も
う
一
歩
で
紀
行
文
あ
る
い
は
随
筆
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
を
は
ら
ん
で
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世
に
あ
ら
う
か
。
〉
と
い
う
主
人
公
の
叫
び
、

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
点
か
ら
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
V
系
の
作
品
を
眺
め
て
い
る
と
、
面
白
い
事
実
に
気
が
つ
く
。
そ
れ
は
、
先
の
「
探
勝
日
記
」
（
明
幻
）
か
ら
「
日

光
山
の
奥
」
（
明
却
）
ま
で
紀
行
文
が
一
篇
も
書
か
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
間
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
の
要
素
を
持
つ
作
品
は
、
「
寺
の
秋
」

「
雨
中
山
」
「
小
詩
人
」
「
吾
妻
川
」
「
狂
女
」
「
タ
霜
」
「
夏
野
」
「
逢
初
橋
」
「
小
桃
源
」
「
蕎
麦
の
花
」
「
溝
萩
」
と
、
こ
の
間
発
表
し
た
散
文
作
品
の
三
分
の

一
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
花
袋
の
伝
記
を
あ
る
程
度
ま
で
知
り
得
る
我
々
は
、
各
々
の
作
品
の
背
景
と
な
っ
た
花
袋
自
身
の
旅
行
を
ほ
ぼ
正
確
に
辿
り
得

る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
八
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
の
構
成
を
持
っ
た
作
品
は
、
先
に
述
べ
た
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
の
よ
う
な
作
品
を
も
含
め
て
、
紀
行
文
の
代

償
の
よ
う
な
性
格
を
一
面
持
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
紀
行
文
と
同
じ
く
持
情
詩
的
な
性
格
を
内
に
秘
め
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
’
の
で
あ
る
。

例
え
ば
「
小
桃
源
」
（
明
お
）
は
、
明
治
二
十
六
年
四
月
、
都
々
古
別
神
社
宮
司
八
槻
猷
良
と
の
間
の
養
子
縁
組
の
話
の
為
福
島
県
棚
倉
の
従
兄
石
井
収
を



訪
ね
た
旅
で
、
ほ
ぼ
経
過
及
び
登
場
人
物
の
描
写
、
年
立
て
等
は
事
実
に
即
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
主
人
公
の
〈
我
V
に
は
鉄
也
と
い
う
名
前
が
与
え
ら

れ
て
は
い
る
が
一
人
称
で
書
き
進
め
ら
れ
て
い
る
。
〈
わ
れ
は
詩
人
ぞ
、
天
地
を
負
う
て
不
朽
に
立
ん
と
す
る
詩
人
な
る
も
の
を
、
如
何
に
し
て
家
柄
を
貴

び
、
虚
飾
を
事
と
す
る
神
官
等
の
養
子
と
な
り
て
、

う
以
上
の
個
性
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
作
中
で
は
、
岩
代
国
入
野
の
自
然
、
従
兄
の
家
庭
の
さ
ま
、
不
適
な
詩
人
と
し
て
の
心
の
揺
れ
動
き
、
等
に
筆
が
費

や
さ
れ
、
養
子
縁
組
の
話
題
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
形
造
る
為
の
枠
組
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
又
、
題
名
も
〈
今
の
文
壇
の
到
底
我
を
容
れ
ざ
る
ベ
訪

こ
の
貴
き
一
生
を
終
る
べ
き
。
V
と
叫
ぶ
〈
我
V
は
、
未
だ
世
に
容
れ
ら
れ
ざ
る
不
適
な
る
詩
人
、
と
い

説
き
、

か
〉
る
穏
か
な
る
山
里
に
住
ひ
て
、

静
か
に
筆
を
執
る
事
の
い
か
に
幸
福
な
る
べ
き
か
を
も
語
り
ぬ
。
〉
八
あ
は
れ
我
は
今
し
も
そ
の
景
色
よ
き
山
水

再
び
紅
塵
深
き
都
へ
帰
ら
ん
と
せ
り
。
V
と
い
っ
た
叙
述
か
ら
、
先
に
述
べ
た
定
型
化
し
て
し
ま
っ
た
自
然
へ
の
憧
れ
を
表
わ
し
て
い
る
と

そ
し
て
、
『
重
右
衛
門
の
最
後
」
に
於
い
て
〈
仙
女
の
故
郷
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
八
桃
源
境
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
点
に
、
発
想
・
文
体

の
地
を
去
り
て
、

分
る
の
で
あ
る
。

共
に
こ
の
時
点
で
は
漢
詩
文
の
影
響
が
よ
り
大
き
い
こ
と
も
分
る
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
自
己
の
旅
行
体
験
を
作
品
の
枠
組
に
用
い
て
い
る
例
と
し
て
、
「
小
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桃
源
」
と
同
じ
旅
を
素
材
と
し
た
「
二
十
日
月
」
（
明
幻
）
を
み
よ
う
。
こ
の
作
品
は
、
父
母
に
生
死
別
し
た
西
川
絹
が
養
子
親
子
に
家
を
い
び
り
出
さ
れ
て
故

郷
で
寂
し
く
死
ぬ
、
と
い
う
内
容
を
、
川
上
と
呼
ば
れ
る
網
の
幼
馴
染
の
八
自
分
V
が
物
語
っ
て
行
く
形
式
で
あ
る
。
絹
と
自
分
の
故
郷
は
磐
城
の
棚
倉
町
、

東
京
で
の
住
居
は
牛
込
二
十
騎
町
で
あ
り
、
花
袋
知
悉
の
地
で
あ
る
。
こ
の
作
で
は
絹
の
追
い
出
さ
れ
る
経
過
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
石
井
に
嫁
し
た
花
袋

の
長
姉
い
つ
の
死
、
兄
実
弥
登
の
嫁
の
死
と
母
の
嫁
い
び
り
、
等
が
連
想
さ
れ
て
興
味
深
い
が
、
や
は
り
一
つ
の
章
は
故
郷
棚
倉
の
風
景
描
写
に
あ
て
ら
れ
て

お
り
、
八
右
に
あ
る
の
は
都
々
古
別
の
神
社
。
左
に
あ
る
の
は
、
中
伊
野
の
茅
屋
、
前
面
に
横
ッ
て
ゐ
る
林
の
中
か
ら
、
少
し
ば
か
り
露
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、

積
雲
寺
の
敗
瓦
。
〉
と
い
っ
た
描
写
は
、
「
小
桃
源
」
と
共
通
す
る
、

一
年
前
に
花
袋
自
身
の
眺
め
た
景
な
の
で
あ
る
。

紀
行
文
と
小
説
の
境
の
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
危
う
さ
が
、
一
人
称
で
書
き
進
め
ら
れ
る
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ

チ
〉
小
説
群
に
常
に
見
ら
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
旅
を
そ
の
作
中
に
取
り
込
ん
だ
作
品
で
、
し
か
も
一
人
称
で
語
ら
れ
る
作
品
に
於
い

て
、
語
り
手
或
い
は
主
人
公
H
花
袋
の
図
式
を
、
作
品
そ
の
も
の
が
要
求
し
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
紀
行
文
と
、
〈
紀
行

風
ス
ケ
ッ
チ
V
小
説
と
を
、
意
識
の
中
で
は
っ
き
り
と
区
別
し
き
っ
て
い
な
い
、
花
袋
自
身
の
小
説
観
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、

先
に
述
べ
た
、



も
三
十
年
代
ま
で
は
、
自
己
の
旅
行
体
験
を
下
敷
き
と
し
た
作
品
が
多
い
の
で
あ
る
。
〈
こ
と
に
我
は
空
想
に
耽
り
易
き
身
の
、
景
に
よ
り
て
境
を
思
ひ
、
境

に
よ
り
て
人
を
思
ひ
て
、
こ
の
山
と
山
の
聞
に
挟
ま
れ
た
る
一
小
谷
地
（
注
、
群
馬
県
坂
本
の
こ
と
）
を
、
殆
別
天
地
の
や
う
に
思
ひ
、
殆
わ
が
理
想
に
ゑ
が

き
た
る
仙
境
の
や
う
に
も
思
ひ
、

わ
が
小
説
の
腹
稿
中
の
人
物
を
こ
の
山
水
の
聞
に
点
綴
し
て
、

い
ろ
／
＼
と
夢
よ
り
甚
し
き
空
想
に
す
ら
耽
り
た
り
き
。
V

（
「
碓
氷
の
古
道
」
明
ロ
）
と
い
う
花
袋
の
回
想
は
そ
の
聞
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
事
実
坂
本
を
舞
台
に
取
っ
た
作
品
を
三
篇
発
表
し
て
い
る
の
で
あ

る。
「
思
ふ
ど
ち
」

「
み
や
ま
鷺
」
「
山
ふ
と
こ
ろ
」
が
そ
れ
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
「
み
や
ま
鷺
」
（
明
お
）
を
考
え
て
み
よ
う
。

登
場
す
る
の
は
、

山
県
泰

造
、
そ
の
姪
杉
山
重
、
泰
造
の
友
人
黒
田
繁
雄
の
三
人
で
あ
る
。
坂
本
に
隠
れ
住
ん
で
い
る
泰
造
の
世
話
を
、
姪
で
あ
り
元
郡
長
の
娘
で
あ
る
阿
重
が
し
て
い

る
が
、
そ
こ
に
泰
造
の
親
友
で
大
学
の
文
科
二
年
生
の
黒
田
が
訪
ね
て
来
る
。
阿
重
は
黒
田
に
ひ
か
れ
る
が
、
そ
の
帰
京
の
日
ま
で
心
を
打
ち
明
け
る
こ
と
も

出
来
ず
別
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
筋
の
合
間
に
、
泰
造
と
黒
田
の
恋
愛
論
〈
恋
と
い
ふ
も
の
は
、
青
春
の
時
不
意
に
定
ま
る
も
の
に
は
あ
ら
で
、
稚
き
時
否
生
れ

た
る
時
、
己
に
定
ま
り
て
居
る
も
の
な
り
。
V
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
は
、

幼
馴
染
の
恋
、

運
命
に
よ
っ
て
そ
の
成
就
の
定
ま
っ
て
い
る
恋
、
と
し
て
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花
袋
の
作
品
に
頻
出
す
る
も
の
で
、
こ
の
恋
愛
論
を
軸
と
し
て
、
阿
重
は
黒
田
と
結
ぼ
れ
る
運
命
に
な
か
っ
た
、
と
い
う
悲
恋
物
語
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ

か
む
め

り
、
そ
の
舞
台
を
、
花
袋
が
心
ひ
か
れ
た
坂
本
の
地
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
三
人
称
で
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
物
語
の
進
行
上
要
と
な
る
人

物
の
泰
造
は
、
〈
其
夜
泰
造
は
友
に
お
の
が
著
作
の
筋
を
語
り
、
併
せ
て
短
き
詩
三
つ
四
つ
読
み
て
き
か
せ
ぬ
。
V
と
い
う
叙
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
詩

人
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
そ
の
個
人
的
な
背
景
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
大
学
の
文
科
に
進
ん
で
い
る
黒
田
の
恋
愛
譜
か
ら
、
そ
の
モ
デ
ル
が
柳
田
国
男

で
あ
り
、
元
郡
長
の
娘
と
い
う
こ
と
か
ら
、
阿
重
の
モ
デ
ル
が
石
井
あ
い
で
あ
る
こ
と
、
泰
造
が
花
袋
自
身
で
あ
る
こ
と
は
我
々
に
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
当
時
の
読
者
が
正
確
に
モ
デ
ル
の
指
摘
を
な
し
得
た
か
ど
う
か
を
私
が
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ

と
で
あ
る
。
当
然
花
袋
周
囲
の
少
数
の
読
者
は
モ
デ
ル
の
指
摘
を
な
し
得
た
で
あ
ろ
う
し
、
他
の
大
多
数
の
読
者
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
主
人
公
又
は
そ

れ
に
近
い
存
在
を
花
袋
自
身
だ
と
読
み
と
っ
て
は
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
今
私
が
こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
現
在
私
の
知
り
得
る
モ
デ
ル
関
係

を
も
と
に
、
花
袋
が
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
想
定
し
た
上
で
作
品
を
構
成
し
て
い
く
と
い
う
、
花
袋
自
身
の
創
作
意
識
な
の
で
あ
る
。
こ
の
確
認
を
終
え
た
上



で
、
私
は
三
番
目
の
論
点
、
モ
デ
ル
問
題
に
進
も
う
。

「
み
や
ま
鷺
」
に
於
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
八
妾
は
最
早
何
処
か
の
軍
人
に
嫁
く
や
う
に
極
り
て
居
れ
り
と
聞
き
た
る
も
の
を
〉
と
い
う
農
夫
の
娘
の
阿

重
に
つ
い
て
の
言
葉
で
あ
る
。
阿
重
は
美
し
い
少
女
で
あ
る
か
ら
縁
談
も
一
・
二
あ
る
ん
だ
、
と
い
う
阿
重
の
存
在
の
自
然
ら
し
さ
を
側
面
か
ら
支
え
る
言
葉

と
も
見
え
る
が
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
石
井
あ
い
が
海
軍
の
河
合
竹
四
郎
と
結
婚
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
我
々
は
、
花
袋
が
事
実
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
。
さ
ら
に
、
「
こ
も
り
江
」
（
明
鈎
）
と
「
島
の
心
中
」
（
明
鈍
）
も
思
い
浮
べ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
こ
も
り
江
」
は
、
木
元
房
雄
（
花
袋
）
と

阪
本
重
（
石
井
あ
い
）
の
二
人
が
主
人
公
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
柳
田
国
男
は
結
末
で
房
雄
の
友
人
の
大
学
生
と
し
て
申
し
訳
程
度
に
登
場
す
る
の
み
で
あ

る
。
一
年
程
前
に
、
片
恋
の
人
を
持
ち
な
が
ら
不
幸
に
も
海
軍
小
主
計
と
結
婚
し
た
姪
の
お
重
を
房
雄
が
慰
め
に
行
く
、
と
い
う
筋
で
、
そ
の
片
恋
の
相
手
が
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柳
田
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
横
須
賀
へ
の
八
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
V
の
側
面
を
も
持
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
み
で
は
柳
田
の
位
置
が
は
っ
き
り
し
な
い

が
、
「
島
の
心
中
」
を
参
照
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。
相
沢
常
雄
と
杉
山
袖
と
は
幼
馴
染
で
許
婚
で
あ
っ
た
が
、
両
家
の
不
和
に
よ
り
袖
は
沢
渡
謹
一
郎

と
い
う
横
須
賀
の
水
雷
の
書
記
に
嫁
入
る
。
嫁
入
っ
た
も
の
の
袖
が
欝
々
と
し
て
楽
し
ま
な
い
の
を
聞
き
、
過
去
を
忘
れ
て
新
し
い
生
活
に
と
け
こ
む
こ
と
を

勧
め
よ
う
と
、
叔
父
と
偽
わ
り
、
相
沢
は
袖
に
会
い
に
来
る
が
、
結
果
と
し
て
袖
を
説
得
で
き
な
い
で
心
中
し
て
し
ま
う
。
相
沢
と
袖
と
の
関
係
は
型
通
り
で

一
応
の
筋
立
て
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
又
、
六
つ
の
章
に
各
々
小
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
あ
た
り
、
硯
友
社
風
の
古
い
型
の
小
説
に
ひ
か
れ
た
部
分
が
あ
る
と

は
い
え
、
眼
目
で
あ
る
横
須
賀
へ
の
相
沢
訪
問
が
、
基
本
的
に
「
こ
も
り
江
」
の
房
雄
の
訪
問
と
同
一
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
の
為
、
「
み
や
ま
鷺
」

の
存
在
や
、
〈
打
見
た
る
所
年
齢
二
十
三
四
ば
か
り
、
色
白
く
、
鼻
高
く
、
眉
清
く
、
い
か
に
も
才
す
ぐ
れ
た
ら
ん
と
思
は
る
斗
容
貌
〉
と
い
う
柳
田
の
描
写

に
定
型
化
し
た
表
現
が
相
沢
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

一
応
の
モ
デ
ル
は
柳
田
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
明
ら
か
に
花
袋
そ
の
人
が
相
沢
の
中
に
感

情
移
入
さ
れ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
家
名
再
興
の
為
に
東
京
の
四
畳
半
の
下
宿
で
苦
闘
し
て
い
る
姿
、
詩
人
で
あ
る
こ
と
、
袖
の
夫
沢
渡
を
俗
物

と
し
て
頭
か
ら
軽
蔑
す
る
姿
、
袖
が
「
兄
様
／
＼
」
と
相
沢
を
慕
う
様
子
等
、

花
袋
自
身
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
こ
も
り
江
」
に
於



い
て
八
一
年
程
前
に
不
幸
福
に
結
婚
し
た
る
V
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
房
雄
の
横
須
賀
訪
問
は
花
袋
の
伝
に
ひ
き
直
す
と
二
十
九
年
で
あ
り
、
末
尾
の
〈
そ
れ
よ

り
三
年
後
V
は
三
十
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
三
十
年
発
表
の
作
で
あ
り
な
が
ら
、
三
十
二
年
以
後
の
執
筆
と
い
う
形
に
な
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ

た
よ
う
に
読
者
と
は
関
係
の
な
い
作
者
花
袋
の
意
識
の
問
題
で
は
あ
る
。
「
こ
も
り
江
」
に
し
ろ
「
島
の
心
中
」
「
み
や
ま
鷺
」
に
し
ろ
、
花
袋
の
空
想
の
産
物

で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。
作
中
の
よ
う
な
事
実
は
な
か
っ
た
し
、
く
り
返
し
に
な
る
が
、
「
碓
氷
の
古
道
」
に
よ
っ
て
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
テ
l
マ
に
触
発

さ
れ
た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
が
分
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
花
袋
の
意
識
の
中
で
は
、
モ
デ
ル
の
事
実
と
年
立
て
、
作
中
の
事
実
と
年
立
て
、
の
相
互
が
見

す
え
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
の
に
、
何
故
「
こ
も
り
江
」
に
於
け
る
よ
う
に
、
年
立
て
の
ズ
レ
を
も
冒
し
て
構
成
さ
れ
た
の
か
。
又
、
柳
田
を
モ
デ
ル
と
し
た

作
品
は
こ
の
三
作
以
外
に
も
数
多
い
が
、
柳
田
の
苦
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
花
袋
は
単
な
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
モ
デ
ル
に
と
ど
め
な
い
で
、
地
名
に
し

ろ
何
に
し
ろ
柳
田
を
す
ぐ
連
想
さ
せ
る
描
き
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
＠
そ
こ
に
は
二
つ
の
原
因
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
よ
く
言
わ
れ
る
花
袋
の
空
想
力
・
構
想
力
の
欠
如
で
あ
る
。
自
に
触
れ
耳
に
し
た
事
実
に
ほ
ん
の
僅
か
な
脚
色
を
加
え
て
作
品
化
す
る
、
花
袋
の
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方
法
で
あ
る
。
そ
の
脚
色
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
来
て
い
る
よ
う
に
、
飽
く
ま
で
事
実
そ
の
も
の
を
究
め
つ
く
し
た
上
で
の
も
の
で
は
な
く
、
花
袋
の
主

観
に
ひ
き
ょ
せ
た
、
或
い
は
主
観
の
枠
に
は
ま
る
よ
う
に
余
分
な
も
の
を
切
り
落
し
た
脚
色
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
で
あ
る
。
高
名
な
〈
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
は
不
自
然
に
思
は
れ
で
も
実
際
で
あ
っ
た
が
為
め
に
書
け
。
実
際
に
な
い
こ

と
は
い
か
に
自
然
に
思
は
れ
で
も
、
実
際
で
な
い
故
に
書
く
な
。
V

（
「
自
然
と
不
自
然
」
明
却
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
花
袋
は
ど
の
よ
う
な
形
で
読
者
に
対

し
〈
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
V
を
保
証
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
の
異
常
時
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
保
証
し
て
い
る
の
は
、
ツ
ル
ゲ
ネ

！
フ
張
り
の
語
り
手
富
山
の
実
見
談
と
い
う
構
成
で
あ
り
、
そ
の
富
山
H
花
袋
と
読
者
が
受
け
る
と
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
読
者
を
そ
の
よ
う
に
思

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
こ
も
り
江
」
以
下
の
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
モ
デ
ル
で
あ
る
柳
田
と
い
う
存
在
に
か
か

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
柳
田
は
次
兄
井
上
通
泰
の
関
係
で
「
し
が
ら
み
草
紙
」
の
創
刊
勿
々
か
ら
歌
や
文
章
を
発
表
し
て
お
り
、
三
十
年
に
は
花
袋

ら
と
共
に
『
持
情
詩
』
を
民
友
社
か
ら
発
行
、
こ
の
頃
に
は
花
袋
・
柳
田
の
共
通
の
サ
ー
ク
ル
は
、
松
浦
辰
男
門
の
和
歌
仲
間
、
『
文
学
界
』
の
グ
ル
ー
プ
、

硯
友
社
の
新
人
達
と
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
サ
ー
ク
ル
内
の
人
達
や
、
そ
の
周
辺
の
人
達
は
、
主
人
公
や
作
品
内
の
事
件
を
即
座
に
柳
田
に
結

わ
せ
る
富
山
の
設
定
に
よ
る
の
で
あ
る
。



び
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
が
「
土
手
の
家
」
（
明
日
叫
）
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
小
林
一
郎
氏
の
調
査
（
『
花
袋
と
ふ
る
さ
と
』
）
に
よ
り
、
旅
店
兼
料
理
店
の
モ
デ
ル

が
川
俣
に
於
け
る
花
袋
の
定
宿
田
中
屋
の
隣
の
吉
川
屋
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
土
手
の
家
」
に
先
立
つ
随
筆
「
古
駅
」
（
明
鈎
）

が
、
「
士
手
の
家
」
の
下
敷
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
小
林
氏
の
指
摘
は
そ
こ
で
止
ま
っ
て
い
る
が
、
「
古
駅
」
の
内
容
は
興
味
深
い
。
〈
私

の
世
話
に
な
っ
て
居
た
旅
店
も
無
論
料
理
屋
兼
帯
で
、
白
い
顔
を
し
た
酌
婦
が
二
人
も
居
る
。
い
や
、
其
隣
の
旅
店
に
行
け
ば
、
ま
だ
少
し
上
品
で
、
客
種
は

少
し
は
好
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
私
の
旅
店
は
、
女
主
人
が
客
を
面
白
く
遊
ば
せ
る
と
か
の
評
判
で
、
四
辺
の
村
の
収
入
役
な
ど
が
、
間
断
な
し
に
飲

み
に
来
て
、
其
の
幅
を
利
か
せ
る
こ
と
移
し
い
。
V
と
花
袋
は
自
分
の
宿
所
を
描
い
て
い
る
が
、
実
際
の
花
袋
の
定
宿
は
八
其
隣
の
旅
店
〉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、

花
袋
は
こ
こ
で
、
誰
が
見
て
も
事
実
そ
の
ま
ま
が
書
い
て
あ
る
と
思
う
随
筆
の
中
で
、
意
識
的
な
虚
構
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
古

駅
」
の
中
に
「
土
手
の
家
」
と
同
様
の
虚
構
が
な
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
女
主
人
公
が
共
に
「
お
源
」
と
い
う
名
前
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
土
手
の
家
」
の
構
想
が
、
こ
の
三
十
九
年
三
月
の
時
点
で
あ
る
程
度
固
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
も
な
る
が
、
し
か
し
最
も
大
き
な
問
題
は
、
作
家
同
士
の
生
活
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を
あ
る
程
度
知
悉
し
て
い
る
文
壇
と
い
う
狭
い
社
会
、
あ
る
い
は
一
人
の
作
家
を
追
い
か
け
て
い
る
文
学
青
年
の
存
在
等
を
逆
手
に
取
り
、
「
太
陽
」
「
中
央
公

論
」
と
い
う
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
、
随
筆
「
古
駅
」
に
よ
っ
て
小
説
「
土
手
の
家
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
結
果
と
し
て
確
保
し
て
い
る
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
花
袋

は
後
に
「
痴
愚
」
と
白
か
ら
称
し
、
他
か
ら
は
「
愚
鈍
」
と
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
土
手
の
家
」
の
よ
う
に
は
っ
き
り
し
た

例
を
他
に
見
つ
け
て
い
な
い
の
で
決
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
『
田
舎
教
師
』
の
モ
デ
ル
小
林
秀
三
死
亡
月
日
に
対
す
る
花
袋
発
言
の
矛
盾
を
め
ぐ

る
、
未
だ
に
解
決
し
て
い
な
い
論
争
の
存
在
等
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
古
駅
」
の
虚
構
は
、
花
袋
特
有
の
早
と
ち
り
で
も
何
で
も
な
く
、
「
土
手
の
家
」

の
リ
ア
リ
テ
ィ
確
保
の
為
に
花
袋
が
計
算
の
上
で
行
な
っ
た
も
の
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
紀
行
に
於
け
る
実
見
談
が
、
小
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
花
袋
の
心
情
内
部
で
支
え
、
紀
行
と
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
の
境
を
暖
昧
に
し
、

主
人
公
H
花
袋
の
図
式
を
形
成
し
て
い
っ
た
道
行
き
を
、
も
う
一
歩
進
め
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
に
於
い
て
、
二
つ
の
原
因
と
見
え
る
も
の

が
、
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
い
う
一
本
の
幹
か
ら
の
二
本
の
枝
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



〈
腫
大
な
作
品
の
根
底
を
貫
い
て
流
れ
て
い
る
も
の
は
一
に
彼
の
感
傷
癖
で
あ
る
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
〉
〈
小
説
さ
え
が
や
は
り
事
実
の
記
録
で
あ
る
紀

行
文
を
中
心
と
し
て
派
生
し
た
も
の
〉
（
『
自
然
主
義
文
学
』
和
田
謹
吾
）
と
い
う
先
学
の
論
を
な
ぞ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
又
、
〈
紀
行
文
と
小

説
と
の
谷
間
〉
の
副
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紀
行
文
に
触
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
谷
間
と
は
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
小
説

群
で
あ
り
、
花
袋
に
於
け
る
紀
行
文
、
所
調
地
誌
的
な
紀
行
文
と
は
異
な
っ
た
持
情
詩
の
役
割
を
持
っ
た
そ
れ
、
の
役
割
を
肩
が
わ
り
し
た
〈
紀
行
風
ス
ケ
ッ

チ
V
の
存
在
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
八
紀
行
風
ス
ケ
ッ
チ
〉
の
持
つ
特
色
、

一
人
称
・
モ
デ
ル
の
存
在
、
と
い
っ
た
事
柄
が
花
袋
の
後

の
創
作
活
動
を
制
約
し
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
先
ず
第
一
に
花
袋
自
身
の
内
面
で
行
な
わ
れ
た
す
り
か
え
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
後
に
は
読

者
を
も
巻
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

主
人
公
H
作
者
の
図
式
で
あ
る
。

し
か
も
、

花
袋
は
そ
の
時
八
事
実
〉
の
み
で
は
な
く
、
作
家
ら
し
く

即
ち
、

八
事
実
ら
し
さ
〉
を
点
綴
す
る
こ
と
も
知
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
、
自
分
自
身
か
ら
も
、
読
者
か
ら
も
、
そ
の
す
り
か
え
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
な
く
作
家
主
体

を
生
き
延
び
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
共
に
紀
行
文
の
持
情
性
も
生
き
延
び
て
し
ま
っ
た
。

も
う
一
つ
、
「
小
詩
人
」
の
持
つ
フ
ァ
ク
タ
ー
が

加
わ
れ
ば
、
「
蒲
団
」
と
「
蒲
団
」
に
至
る
作
家
活
動
の
評
価
は
変
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ワ－


