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物
語

が
問
う
も
の

泉
鏡
花
「
山
海
評
判
記
」
と
小
村
雪
岱
の
挿
絵
か
ら

富

永

真

樹

一

泉
鏡
花
「
山
海
評
判
記
」
は
『
時
事
新
報
』
の
夕
刊
に
、
昭
和
四
年
七

月
二
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で
百
二
十
五
回
に
わ
た
り
連
載
さ

れ
た
長
編
小
説
で
あ
る
。
そ
の
後
本
作
が
単
行
本
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
は

な
く
、
再
び
読
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
鏡
花
の
没
後
、
昭

和
十
五
年
六
月
に
岩
波
版
『
鏡
花
全
集
』
に
収
録
さ
れ

１
）

た
際
で
あ
っ
た
。

以
降
、「
き
わ
め
て
異
質
」
な
「
難
解
な
構
成
の

２
）

作
品
」
と
評
さ
れ
て
き

た
よ
う
に
、「
山
海
評
判
記
」
は
鏡
花
作
品
の
中
で
も
複
雑
で
、
様
々
な

モ
チ
ー
フ
が
次
か
ら
次
へ
と
登
場
し
て
は
混
交
す
る
作
品
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
見
雑
多
な
印
象
を
受
け
る
そ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
群
は
、
作
品
を
読

み
進
め
る
に
従
っ
て
相
互
に
響
き
あ
い
、
結
び
つ
く
こ
と
で
一
つ
の
大
き

な
力
と
し
て
読
者
の
前
に
現
れ
る
。

そ
の
力
の
生
成
過
程
に
は
、
新
聞
連
載
時
に
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
た

小
村
雪
岱
の
挿
絵
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。「
山
海
評
判
記
」
が

発
表
さ
れ
た
昭
和
初
年
は
挿
絵
の
黄
金
期
と
い
わ
れ
、
挿
絵
画
家
の
地
位

は
上
が
り
、
読
者
が
挿
絵
に
寄
せ
る
関
心
も
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
本

作
の
前
後
に
同
じ
く
『
時
事
新
報
』
に
連
載
さ
れ
て
い
た
久
保
田
万
太

郎
、
江
戸
川
乱
歩
の
挿
絵
に
は
伊
藤
熹
朔
、
松
野
一
夫
と
い
う
よ
う
に
作

家
と
関
わ
り
の
深
い
画
家
が
起
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
例
に
洩
れ
ず
「
山

海
評
判
記
」
に
お
い
て
も
大
正
三
年
に
『
日
本
橋
』
の
装
幀
を
手
が
け
て

以
来
鏡
花
作
品
に
携
わ
り
続
け
た
日
本
画
家
・
小
村
雪
岱
が
選
ば
れ
て
い

る
。
こ
の
連
載
に
先
立
ち
、
鏡
花
は
「
作
者
よ
り
」
と
題
し
て
次
の
よ
う

な
文
を
『
時
事
新
報
』（
昭
和
四
年
六
月
三
十
日
）
に
寄
せ
て
い
る
。

お
知
合
の
方
だ
け
に
は
、
久
し
い
お
馴
染
で
あ
り
ま
す
が
、
新
聞
の

続
き
も
の
に
は
一
向
馴
れ
て
居
り
ま
せ
ん
。
当
社
の
御
懇
情
に
つ
け

て
も
、
こ
ゝ
を
一
つ
と
存
じ
ま
す
の
に
、
部
数
百
万
の
読
者
は
、
四

五
百
万
の
御
人
数
。
も
う
の
ぼ
せ
加
減
に
な
り
、
お
暑
さ
の
折
か

ら
、
汗
に
な
つ
て
勉
強
を
い
た
し
ま
す
。（
中
略
）
画
く
、
雪
岱
さ

ん
も
大
奮
発
。
此
篇
の
は
じ
め
に
、
一
寸
能
登
が
出
ま
す
が
、
そ
れ

に
は
及
ば
ぬ
と
申
し
て
も
、
其
の
地
へ
写
生
に
出
か
け
よ
う
と
し
た

処
、
私
な
ど
と
違
つ
て
酒
の
飲
み
す
ぎ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
日
ご
ろ
の

細
心
の
丹
精
、
此
の
梅
雨
の
入
に
身
体
を
弱
く
し
た
折
か
ら
と
て
、

お
医
者
に
と
め
ら
れ
、
口
惜
し
が
つ
て
居
る
次
第
、
其
の
意
気
組
の

絵
の
事
と
て
、
私
も
朝
夕
の
大
た
の
し
み
。

こ
こ
か
ら
、
鏡
花
の
意
気
込
み
と
と
も
に
、
挿
絵
を
担
当
す
る
に
あ
た
り
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「
大
奮
発
」
す
る
雪
岱
の
様
子
も
う
か
が
え
る
。
雪
岱
は
本
作
執
筆
の
様

子
を
「「
山
海
評
判
記
」
の
こ
と
」（『
鏡
花
全
集
月
報
』
岩
波
書
店
、
昭

和
十
五
年
六
月
）
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
回
想
す
る
。

こ
れ
よ
り
先
き
同
年
（
昭
和
四
年：

引
用
者
注
）
五
月
、
能
登
国
和

倉
温
泉
和
歌
崎
館
へ
遊
ば
れ
帰
途
金
沢
市
上
柿
木
畠
藤
屋
旅
館
へ
宿

ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
能
登
行
は
令
夫
人
と
そ
れ
か
ら
金
沢
市
で
針
屋

を
し
て
居
ら
れ
ま
し
た
鏡
花
先
生
の
従
姉
に
当
ら
れ
る
、
お
て
る
さ

ん
と
い
ふ
お
方
と
御
一
緒
で
、
あ
ま
り
旅
行
を
さ
れ
な
い
先
生
と
し

て
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
と
に
な
つ
て
見
ま
す
と
此

時
の
御
旅
行
の
こ
と
が
「
山
海
評
判
記
」
の
中
に
し
ば
し
ば
出
て
ま

ゐ
る
様
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
私
は
此
の
小
説
に
怪
し
げ
な
挿
絵

を
画
き
ま
し
た
の
で
殆
ど
毎
日
の
様
に
先
生
に
御
目
に
か
か
り
ま
し

た
が
、
先
づ
紙
芝
居
の
説
明
に
驚
き
ま
し
た
。（
中
略
）
此
小
説
は

起
稿
よ
り
御
脱
稿
迄
の
凡
五
ヶ
月
間
位
、
先
生
は
外
出
も
さ
れ
ず
、

あ
ま
り
人
に
遇
は
れ
ず
、
毎
日
必
ず
組
込
の
五
日
前
の
原
稿
を
一
回

宛
お
書
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
鏡
花
の
能
登
旅
行
の
体
験
を
下
敷
き
と
し
た
本
作
の
挿

絵
を
描
く
に
あ
た
り
雪
岱
は
鏡
花
宅
を
ほ
ぼ
毎
日
訪
ね
、
さ
ら
に
掲
載
の

五
日
前
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
原
稿
を
目
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ

ま
り
、
鏡
花
と
雪
岱
は
相
互
に
深
く
関
わ
り
な
が
ら
「
山
海
評
判
記
」
の

制
作
に
あ
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
鏡
花

に
よ
る
小
説
と
雪
岱
に
よ
る
挿
絵
か
ら
「
山
海
評
判
記
」
を
読
む
こ
と

で
、
作
中
の
諸
要
素
が
ど
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
の
か
、
そ
れ
ら
が
結
ば
れ

た
と
き
に
作
品
に
立
ち
表
れ
る
論
理
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
問
題
を
探
る
末
に
、
小
説
と
向
き
合
い
続
け
て
き

た
晩
年
の
鏡
花
の
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

二

多
様
な
イ
メ
ー
ジ
や
モ
チ
ー
フ
が
複
雑
に
交
錯
す
る
「
山
海
評
判
記
」

と
雪
岱
挿
絵
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
「
山
海
評
判

記
」
の
構
造
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
留
意
し
た
い
の
は
、

本
作
が
、
物
語
る
こ
と
へ
の
意
志
を
め
ぐ
る
二
つ
の
主
要
な
軸
を
有
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
互
い
に
密
接
に
関
わ
り
合
い
、
連
動
す
る

か
た
ち
で
物
語
を
動
か
し
て
い
る
が
、
ま
ず
は
そ
の
う
ち
の
第
一
の
軸
に

関
し
て
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
主
人
公
・
矢
野
誓
の
体
験
を
め
ぐ
る
物
語

の
軸
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
成
さ
れ
る
力
を
、
私
た
ち
は
怪
異
と
呼
ぶ
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
。

山
海
評
判
記
」
は
主
人
公
の
矢
野
が
東
京
か
ら
能
登
・
和
倉
へ
や
っ

て
来
る
こ
と
で
幕
を
開
け
る
。
物
語
に
お
け
る
怪
異
の
は
じ
ま
り
は
、
彼

と
按
摩
の
良
勘
の
や
り
と
り
の
中
で

長
太

伝
説

が
語
ら
れ
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
こ
こ
で
導
か
れ
る
「
長
太
居
る
か
」
で
は
じ
ま
る
唄
は
、
そ

の
後
も
作
品
全
体
に
く
り
返
し
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
反
復
の

あ
り
よ
う
が
「
山
海
評
判
記
」
の
怪
異
を
考
え
る
際
、
大
き
な
意
味
を
持

つ
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
一
つ
一
つ
の
不
可
解
な
出
来
事
が
繰
り

返
さ
れ
、
そ
れ
を
目
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
矢
野
、
あ
る
い
は
読
者
の

前
に
怪
異
が
現
出
す
る
と
い
う
構
造
を
本
作
が
も
っ
て
い
る
た
め
で
あ

る
。《
図
１
》
の

三
人
の
女
の
井
戸
覗
き

に
現
れ
た
、
ど
こ
か
不
気

味
で
強
烈
な
印
象
を
持
つ

三
人
の
女

の
モ
チ
ー
フ
は
、
小
説
の
記
述

に
即
し
つ
つ
、
こ
の
後
《
図
２
、
３
、
４
、
５
》
と
い
う
よ
う
に
繰
り
返

し
挿
入
さ
れ
る
。
井
戸
を
覗
く
三
人
に
は
じ
ま
る
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
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れ
単
独
で
は
不
気
味
で
は
あ
る
も
の
の
怪
異
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
こ
れ
が
、
安
場
の
演
じ
る
紙
芝
居
の
一
場
面
、
和
倉
の
宿
の

窓
か
ら
見
下
ろ
し
た
井
戸
覗
き
、
矢
野
が
か
つ
て
本
郷
の
花
屋
で
見
た
三

つ
の
女
の
顔
、
李
枝
を
伴
っ
た
富
来
へ
の
ド
ラ
イ
ブ
前
に
目
に
し
た
三
人

の
女
が
佇
む
姿
と
い
う
風
に
繰
り
返
し
目
撃
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
は

結
び
つ
き
一
つ
の
怪
異
と
な
っ
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、

自
ら
が
見
て
い
た
は
ず
の
数
々
の
光
景
が
、
実
は
見
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
矢
野
は
気
づ
く
。
そ
し
て
彼
は
次
の
よ
う
に
考
え
を
巡
ら
す

の
で
あ
る
。

其
ツ
切
分
ら
な
い
ん
だ
な
、
可よし
、
よ
く
は
な
い
が
、
ま
、
待
て
よ
。

軍
人
の
行
方
の
知
れ
な
い
の
も
、
私
が
こ
ゝ
で
酔
つ
て
る
の
も
、
一

つ
狸
の
所わ
業ざ
ら
し
い
。

い
や
、
飛とん
で
も
な
い
。
…
…
あ
ゝ
、
狸
は
飛
び
も
刎
ね
も
す
る

か
、
待
て
よ
、
狸
ぢ
や
あ
な
い
、
婦
三
人
の
井
戸
の
せ
ゐ
だ
。掛

蓑
）

井
戸
を
覗
く
女
た
ち
が
、
井
戸
の
中
に
何
か
を
見
て
い
た
の
で
は
な
く
、

そ
の
姿
を
自
分
に
見
せ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
物
語
内
部
の
力
関

係
に
反
転
が
生
じ
る
。
そ
し
て
矢
野
は
自
分
を
突
き
動
か
す
も
の
の
核
に

「
婦
三
人
の
井
戸
」
を
見
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
い
る
「
オ
シ
ラ
神

に
奉
仕
す
る
一
党
」
の
存
在
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

オ
シ
ラ
神

は
本
作
に
お
け
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
だ
が
、
こ
れ
が

導
か
れ
る
の
は
白
浜
橋
へ
の
ド
ラ
イ
ブ
の
途
中
、「
婦
の
生
首
」
を
見
た

と
い
う
運
転
手
・
相
良
に
対
し
て
、
矢
野
が
そ
の
正
体
に
関
す
る
推
測
を

展
開
す
る
「
学
問
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
矢
野
が
友
人
の
研
究
者
「
邦

村
柳
郷
」
か
ら
「
近
頃
仕
入
れ
た
ば
か
り
の
見
聞
」
と
さ
れ
る
が
、
既
に

複
数
の
先
行

３
）

研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
鏡
花
と
親
交
の
深
い
柳
田
国
男

の

オ
シ
ラ
神

に
関
す
る
論
考
を
主
に
下
敷
き
に
し
て
い
る
。

可
、
う
け
売
で
、
学
問
を
見
せ
つ
け
よ
う
。
生
首
だ
の
何
の
、
と
飛

で
も
な
い
！

そ
れ
は
、
あ
る
、
御
神
体
だ
よ
。
姫
神
の
お
姿

…
…
も
し
く
は
其
の
お
姿
の
う
つ
し
だ
よ
。（
中
略
）
私
の
想
像
が

あ
や
ま
ら
な
け
れ
ば
、
不
思
議
な
其
神
は
、
出
羽
奥
州
一
体
、
南

部
、
津
軽
、
秋
田
、
一
の
戸
、
八
の
戸
に
到
る
ま
で
、
在
々
所
々
、

秘
密
に

し
か
し
秘
密
と
云
つ
て
、
禁
を
犯
す
の
で
も
何
で
も
な

い
。
が
、
祭
る
も
の
が
内
証
に
す
る
か
ら
、
一
宇
の
殿
堂
も
社
閣
も

な
い
、
板
屋
茅
屋
の
す
ゝ
き
と
ゝ
も
に
、
草
に
隠
れ
、
森
に
忍
ん
で

居
ら
る
ゝ
と
云
ふ
の
だ
が
…
…

オ
シ
ラ
神
、
お
白
神
と
云
ふ
ん
だ
よ
。（
中
略
）
で
は
、
お
白
神

の
本
地
本
領
は
、
と
云
ふ
と
、
ま
た
い
ろ
〳
〵
説
が
あ
る
が
私
の
従

ひ
た
い
の
は
、
す
ぐ
其
処
に
…
…
（
中
略
）
雲
が
晴
れ
ゝ
ば
、
仰
が

れ
る
白しら
山やま
の
姫
神
、
白はく
山さん
の
女
体
権
現
で
あ
ら
れ
よ
う
と
考
へ
る
。

合
歓
の
葉
か
げ
）

こ
の
よ
う
に
、
奥
州
で
広
く
信
仰
さ
れ
る

オ
シ
ラ
神

の
「
本
地
本

領
」
が
加
賀
白
山
の
姫
神
で
あ
る
こ
と
が
矢
野
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
し

か
し
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
安
部
亜
由
美
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
柳

田
は
大
正
期
の
学
説
で
は

オ
シ
ラ
神

と

白
山
信
仰

を
繫
ぐ
も
の

の
、「
山
海
評
判
記
」
発
表
周
辺
の
昭
和
期
に
は
こ
の
学
説
を
棄
却
し
て

い
る
点
で

４
）

あ
る
。
当
時
、
歴
史
学
者
・
喜
田
貞
吉
と
柳
田
の
間
で
「
オ
シ

ラ
サ
マ
論
争
」
が
起
こ
り
、
そ
の
焦
点
と
し
て
人
々
の
関
心
が
集
ま
っ
た

の
は

オ
シ
ラ
神

の
起
源
で
あ

５
）

っ
た
。
こ
の
論
争
に
お
い
て
柳
田
が

オ
シ
ラ
神

の
起
源
と
し
て
主
張
し
た
の
は
、
漂
泊
の
巫
女
を
前
提
と
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し
た

白
山
信
仰

で
は
な
く
、「
家
の
神
」
へ
の
信
仰
で
あ
り
、
鏡
花

は
恐
ら
く
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
鏡
花
は
学
問
の
整
合

性
を
無
視
す
る
か
た
ち
で
既
に
否
定
さ
れ
た
論
を
引
用
す
る
。
そ
し
て
雪

岱
も
こ
の
鏡
花
の
意
図
に
応
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、《
図
６
》
に
挙

げ
た

オ
シ
ラ
神

及
び
そ
の
「
お
使
者
」
の
姿
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う

に
、

オ
シ
ラ
神

を
白
い
衣
と
紅
い
袴
と
い
う
巫
女
あ
る
い
は
姫
神
の

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
き
、

オ
シ
ラ
神

と

白
山
信
仰

及
び
そ
の
姫

神
と
の
繫
が
り
を
視
覚
化
し
て
い
る
。
両
者
の
結
び
つ
き
は
本
作
に
お
け

る
怪
異
の
要
で
あ
る
が
、
鏡
花
は
あ
え
て
こ
の
二
つ
を
繫
ぐ
こ
と
に
よ
っ

て
何
を
作
中
に
導
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
の
鍵
は

オ
シ
ラ
神

と

白
山
信
仰

が
根
ざ
し
て
い
る

場
、
す
な
わ
ち

オ
シ
ラ
神

が
信
奉
さ
れ
る
奥
州
と
、
そ
の
「
本
地
本

領
」
の
加
賀
白
山
が
繫
が
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
遠
く
離
れ
た

二
つ
の
場
が
繫
げ
ら
れ
る
際
そ
こ
に
重
ね
ら
れ
る
の
が
、
起
源
で
あ
る
白

山
に
帰
ろ
う
と
す
る
「
姫
神
」
の
意
志
で
あ
る
。
矢
野
は
自
ら
披
瀝
す
る

「
学
問
」
の
中
で
「
白
山
の
姫
神
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

そ
の
霊
徳
を
伝
う
る
た
め
に
、
白
山
権
現
、
こ
ゝ
に
は
主
に
姫
神
と

言
ひ
た
い
。
其
の
姿
を
奉
じ
て
、
む
か
し
、
出
羽
、
奥
州
へ
伝
教
、

布
説
し
た
も
の
が
あ
ら
う
と
思
ふ
。（
中
略
）
要
す
る
に
、
仏
蘭
西

へ
な
り
と
も
、
一
所
に
「
参
ら
う
よ
。」
と
言
ふ
活
潑
な
神
が
あ
る

や
う
に
、
何
百
、
何
千
、
出
羽
奥
州
に
存
在
す
る
お
白
神
の
中
に
、

姫
神
が
一
体
。
も
と
の
白
山
の
麓
へ
帰
ら
う
、
帰
つ
て
装
束
を
更
め

や
う
。
或
は
新
に
威
徳
を
標
さ
う
と
、
よ・
り・
か
、
夢
枕
か
、
其
の
意

を
人
間
に
通
じ
ら
れ
た
の
が
あ
つ
て
、
誰
か
ゞ
奉
仕
し
て
、
奥
筋
か

ら
上
つ
た
の
ぢ
や
あ
な
い
か
と
思
ふ
ん
だ
。

紫
の
桑
）

こ
の
「
姫
神
」
の
背
後
に
姫
沼
綾
羽
ら
の
一
党
が
い
る
の
は
間
違
い
な

く
、
よ
っ
て
作
中
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
怪
異
の
起
点
と
し
て
、
白
山
へ
帰

る
と
い
う
動
機
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
奥
州
か
ら
白
山
へ
向
か
う
構
図
は

作
中
に
度
々
登
場
す
る
。
矢
野
の
回
想
に
お
い
て
、
彼
が
守
る
三
羽
の
雀

を
殺
し
損
ね
た
巫
女
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

爾
時
、
蒼
白
い
長
い

で
、
笠
さ
が
り
に
、
ニ
ヤ
リ
と
笑
つ
た
の

が
、
一
番
不
気
味
だ
つ
た
。「
元
気
な
若
い
人
ぢ
や
…
…
雀
、
小
鳥

は
、
枝
か
ら
で
、
睨
め
ば
落
す
ほ
ど
の
通
力
は
持
つ
た
も
の
。
…
…

ま
だ
行
が
足
り
ぬ
さ
う
な
、

都
は
広
い
。
身
は
一
旦
奥
州
へ
帰

る
ぞ
よ
。」（
中
略
）
箱
を
負
つ
た
頸
を
少
し
上
へ
の
ば
し
て
、
雲
を

見
上
げ
た
の
は
、
刈
田
嶽
か
、
恐
山
か
、
其
の
奥
州
の
空
だ
ら
う
。

い
ら
た
か
）

こ
の
よ
う
に
、

オ
シ
ラ
神

信
仰
と
強
く
結
び
付
け
ら
れ
る
巫
女
は

「
刈
田
嶽
」「
恐
山
」
の
奥
州
へ
「
帰
」
る
と
語
る
。
こ
れ
は
安
場
の
場

合
も
同
様
で
あ
る
。「
も
の
凄
い
、
不
気
味
な
巫
女
に
附
随
し
て
」

オ
シ

ラ
神

を
信
奉
す
る
彼
が
警
告
の
手
紙
を
矢
野
に
送
っ
て
寄
こ
す
の
は
、

奥
州
「
み
ち
の
く
の
穂
屋
の
蔭
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
東
京
に

あ
っ
て
安
場
が
目
指
し
、「
帰
る
」
と
す
る
場
所
は
奥
州
で
は
な
い
。
安

場
は
李
枝
に
次
の
よ
う
に
話
す
。

さ
れ
ば
、
へ
い
、
能
州
…
…
能
登
の
和
倉
へ

小
児
衆
が
ご
ざ
つ

た
と
言
ふ
と
、
宙
を
飛
ん
だ
や
う
に
聞
こ
え
ま
す
な
。（
中
略
）
ま

た
、
そ
れ
に
近
頃
は
、
一
寸
先
づ
其
の
龍
宮
の
乙
姫
様
の
親
類
ぐ
ら

ゐ
な
女によ
性しやう
の
方
が
な
、
あ
の
辺
へ
お
出
ま
し
に
な
つ
て
居
り
ま
す

の
で
な
、
和
倉
あ
た
り
は
幻
の
喜
見
城
に
、
珊
瑚
の
根
が
生
へ
た
景

色
で
ご
ざ
い
ま
す
。
手
前
な
ぞ
は
恁
う
い
ふ
う
ち
に
も
、
ふ
い
と
雲
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に
の
り
ま
す
や
う
に
、
能
州
へ
行
つ
た
り
、
来
た
り
、
…
…
と
申
す

の
が
、
此
の
芝
居
の
、
種
仕
掛
が
、
外
題
に
よ
り
ま
す
と
、
そ
の
龍

宮
の
御
親
類
あ
ひ
か
ら
出
ま
す
の
で
な
。（
中
略
）
能
登
は
、
北
国

の
龍
宮
、
中
に
も
鳳
至
ふ
げ
し

と
申
す
は
、
文
字
の
義
に
於
て
、
お
ほ
と
り

至
る
で
ご
ざ
い
ま
す
、
…
…
自
慢
高
慢
に
わ
た
つ
て
、
他
所
、
他
国

と
は
申
し
ま
せ
ぬ
。
唯
一
国
だ
け
に
も
、
其
の
名
鳥
、
霊
禽
に
斉
し

き
、
御
婦
人
が
お
一
人
、
天
空
を
飛
び
舞
ふ
が
如
く
、
今
の
頃
は
能

登
の
地
に
ご
ざ
ら
れ
ま
す
る
。

こ
れ
が
即
ち
一
座
と
申
す
か
、
や
つ
が
れ
。

井
戸
覗
き
）

安
場
が
「
行
つ
た
り
、
来
た
り
」
と
往
復
す
る
場
は
能
登
で
あ
り
、
さ
ら

に
後
に
綾
羽
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
一
座
の
「
お
頭
」
と
さ
れ
る

女
性
が
身
を
置
く
の
は
「
北
国
の
龍
宮
」、
能
登
の
鳳
至
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
奥
州
と
白
山
を
繫
ぐ
場
と
し
て
の
能
登

と
い
う
土
地
の
意
味
で
あ
る
。
思
い
が
け
な
く
和
倉
で
李
枝
を
迎
え
、
散

歩
に
出
た
先
で
の
矢
野
の
心
情
を
見
て
み
た
い
。

忽
爾
こ
つ
じ

、
背
の
高
い
巫
女
い
ち
こ

の
影
が
射
し
た
や
う
で
、
は
つ
と
遠
近
に
目

を
注
ぐ
と
、
二
条
の
鉄
路
に
添
つ
て
、
其
の
影
は
、
三
つ
に
分
れ
、

二
つ
に
消
え
、
一
つ
遙
々
と
白
い
堤ど
防て
の
打
曲
る
山
際
へ
陽
炎
の
や

う
に
吸
は
れ
て
行
く
。
…
…

時
に
返
照
ケ
嶽
、
鉈
打
山
、
蓬
達
ケ
峰
は
、
僅
に
一
青
の
海
を
残

し
て
、
三
方
を
繞
り
囲
む
、
其
の
山
々
は
、
倶
利
伽
羅
を
続
き
に
、

雲
の
立
山
を
通
し
て
黒
姫
山
、
妙
高
山
、
白
根
の
わ
た
り
、
安
達
太

郎
山
、
磐
梯
山
、
田
代
、
岩
木
の
嶽
を
駈
け
、
刈
田
、
閉
伊
の
奥
を

分
け
て
、
八
甲
田
に
も
連
な
ら
う
。

遠
き
陸
奥
の
空
を
思
ふ

と
、
駅
の
彼
方
あ
な
た

に
、
沈
々
寥
々
と
し
て
、
水
幻
に
眠
れ
る
如
き
、
白

昼
の
大
沼
の
、
蘆
を
分
け
て
、
ひ
と
り
漕
ぐ
田
舟
を
さ
へ
、
我
か
他ひと

か
と
思
ふ
ま
で
、
矢
野
は
し
ば
ら
く
夢
見
心
に
、
茫
然
と
し
て
佇
ん

だ
。

「
あ
ゝ
、
い
ろ
〳
〵
の
世
を
す
ご
し
て
来
た
、

」

白
山
は
別
に
尚
ほ
高
い
。

「
前
途
ゆ
く
て

は
遠
い
。」

思
は
ず
右
の
手
を
擦
つ
た
、
愛
撫
し
且
つ
精
励
す
る
や
う
に
。

半
日
）

こ
の
よ
う
に
、
綾
羽
ら
の
み
で
な
く
矢
野
を
含
め
た
作
品
全
体
の
構
図
と

し
て
、
奥
州
か
ら
の
「
前
途
」
と
し
て
目
指
す
場
所
に
白
山
が
あ
り
、
両

者
を
繫
ぐ
場
に
能
登
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

オ
シ
ラ
神

を
巡
る
「
学
問
」
の
中
で
矢
野
が
語
る
よ
う
に
、
能
登
は
北
前
船
に
よ
っ

て
奥
州
と
深
く
繫
が
る
地
で
あ
り
、
鳳
至
は
能
登
に
お
け
る
北
前
船
の
拠

点
で
も
あ
っ
た
。
雪
岱
も
ま
た
奥
州
と
能
登
の
関
わ
り
を
、
視
覚
を
通
し

て
読
者
に
印
象
づ
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
能
登
を
出
た

オ
シ
ラ
神

が
東
北
へ
運
ば
れ
た
こ
と
を
矢
野
が
説
明
す
る
場
面
の
題
字
カ
ッ
ト
に
東

北
の
地
図
を
掲
げ
、
そ
の
左
上
に
北
前
船
を
添
え
て
お
り
（《
図
７
》）、

先
の
引
用
部
分
で
あ
る
巫
女
が
奥
州
へ
帰
る
場
面
の
題
字
カ
ッ
ト
に
は

「
最
上
川
」
の
文
字
が
見
え
る
（《
図
８
》）。
こ
の
よ
う
に

奥
州
｜
能

登
｜
白
山

と
い
う
構
図
は
「
山
海
評
判
記
」
の
根
幹
に
存
在
す
る
と
い

っ
て
よ
い
。三

以
上
の
よ
う
な
土
地
の
結
び
つ
き
は
、
作
中
の
怪
異
に
関
わ
る
も
う
一

つ
の
モ
チ
ー
フ
を
生
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
命
を
孕
み
生
む
と
い
う

―56―



産

の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
雪
岱
が
印
象
的
に
描

き
、
物
語
中
で
繰
り
返
さ
れ
る

三
人
の
女
の
井
戸
覗
き

に
固
く
結
ば

れ
て
い
る
。
田
中
励
儀
が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に

井
戸
覗
き

の
背
後

に
は
妊
娠
と
出
産
と
い
う
要
素
が
存
在
す

６
）

る
が
、
こ
れ
は
、
奥
州
と
能
登

が
繫
が
れ
る
こ
と
と
も
無
縁
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

李
枝
と
ド
ラ
イ
ブ
に
出
る
直
前
、
和
倉
の
宿
の
洗
面
台
で
目
に
す
る

三
人
の
女

の
姿
を
矢
野
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

つ
ゝ
か
け
に
廊
下
を
曲
つ
て
、
ア
ツ
と
引
返
し
た
。
渠
は
見
ま
じ
き

も
の
を
見
た
。
其
処
に
三
人
の
婦
が
居
た
。

年と
紀し
ご
ろ
は
、
お
な
じ
若
さ
だ
が
、
銀
杏
返
と
、
嶋
田
と
、
円
髷

と
、
皆
顔
が
蒼
く
、
肌
が
白
い
。
其
の
見
ま
じ
き
と
い
ふ
の
は
、
い

づ
れ
も
、
も
の
ゝ
隙
に
心
を
許
し
、
肌
を
解
い
て
、
余
り
に
し
ど
け

な
い
帯
紐
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

並
び
つ
ゝ
、
三
人
の
姿
見
に
向
つ
た
の
が
、
不
意
の
客
に
巴
に
よ

つ
た
。
就
中
、
其
の
見
ま
じ
き
と
い
ふ
意
味
は
、
嶋
田
の
一
人
の
横

向
に
立
つ
た
の
が
、
腹
帯
で
、
乳
の
下
を
。（
中
略
）
あ
の
、
腹
帯

を
見
た
か
。

六
人
の
生
命
に
か
ゝ
は
る

と
脊
の
高
い
巫
女
の
媼
の
い

つ
た
こ
と
を
覚
え
て
居
る
。
古
井
戸
に
鬼ほほ
灯づき
形なり
の
、
お
白
神
の
像
を

結
ん
で
、
若
い
婦
の
斉
し
く
念
願
を
籠
め
た
と
い
ふ
の
は
、
或
は
皆

揃
つ
て

歌
仙
貝
）

「
腹
帯
」、「
六
人
の
生
命
」
と
い
う
言
葉
か
ら
女
た
ち
が
妊
婦
で
あ
る
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
が
記
憶
の
中
の
古
井
戸
に
祀
ら
れ
た

「
鬼
灯
形
の
お
白
神
の
像
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な

ら
な
い
。
か
つ
て
矢
野
が
三
羽
の
雀
の
命
を
救
っ
た
後
に
長
屋
の
井
戸
の

内
に
見
た
も
の
は
以
下
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

幾
度
も
覗
い
た
井
戸
の
内
側
に
、
余
程
手
を
差
込
ん
だ
、
と
思
は
れ

る
処
に
、
赤
い
の
と
、
青
い
の
と
黄
ん
だ
の
も
あ
る
。
…
…
葉
が
交

つ
て
、
袋
を
飜
し
て
、
鬼
灯
の
頭
を
出
し
た
の
を
、
白
木
の
箸
に
さ

し
て
、
紅
白
の
水
引
で
結
え
つ
け
た
の
が

中
略
）

三
方
に

引
掛
け
て
あ
つ
た
ん
で
す
。
…
…

其
の
鬼
灯
だ
と
見
た
の
が
、

此
の
頃
に
な
つ
て
考
え
る
と
、

オ
シ
ラ
神
の
仮
の
形
代
で
、
頭
を
円
く
頸
を
結
え
て
、
布
切
を
被
け

て
あ
つ
た
も
の
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
ね
。

い
ら
た
か
）

こ
の
よ
う
に
、

井
戸
覗
き

あ
る
い
は

オ
シ
ラ
神

に
は
鬼
灯
が
結

ば
れ
、
雪
岱
は
こ
れ
に
応
じ
る
よ
う
に
《
図
９
、
10
》
で
、

オ
シ
ラ
神

も
し
く
は

白
山
信
仰

に
携
わ
る
女
が
鬼
灯
形
の
「
神
様
の
お
札
」
を

配
る
様
子
と
鬼
灯
そ
の
も
の
を
同
時
に
描
く
こ
と
で
、「
オ
シ
ラ
神
」
と

鬼
灯
の
結
び
つ
き
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
鬼
灯
に
は
一
般
に
堕
胎
の
薬
と
し
て
使
用
し
て
い
た
イ
メ

ー
ジ
が
強
く
存
在

７
）

す
る
。
よ
っ
て
先
の
引
用
の
末
尾
に
あ
る
「
若
い
婦
の

斉
し
く
念
願
を
籠
め
た
と
い
ふ
の
は
、
或
は
皆
揃
つ
て
、

」
と
切
ら

れ
る
文
の
そ
の
先
に
は
、
女
た
ち
の
堕
胎
を
巡
る
念
願
を
読
む
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
矢
野
が
か
つ
て
雀
の
命
を
巡
っ
て

対
峙
し
た
巫
女
は
「
い
ら
た
か
の
数
珠
」
を
持
つ
が
、
こ
れ
は
奥
州
の
イ

タ
コ
が
祈
禱
や
口
寄
せ
な
ど
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
数

珠
を
「
首
に
掛
け
る
」
イ
タ
コ
が

オ
シ
ラ
神

の
木
像
を
持
ち
歩
く
こ

と
は
柳
田
国
男
「
オ
シ
ラ
神
（
巫
女
考
・
五
）」（『
郷
土
研
究
』
大
正
二

年
七
月
）
に
記
さ
れ
て

８
）

い
る
。
こ
う
し
て
「
イ
ラ
タ
カ
の
数
珠
」
を
介
し

て

オ
シ
ラ
神

と
東
北
の
イ
タ
コ
が
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
イ
タ
コ
に
は
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恐
山
等
に
お
け
る
水
子
供
養
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
随
す
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
堕
胎
と
い
う
要
素
が
よ
り
濃
く
作
品
に
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
だ

ろ
う
。

こ
れ
に
加
え
能
登
と
い
う
土
地
と
の
関
わ
り
の
中
で
「
産
」
と
子
ど
も

を
め
ぐ
る
モ
チ
ー
フ
も
作
中
に
散
見
さ
れ
る
。
次
は
良
勘
と
矢
野
が

長

太

伝
説

を
語
り
合
う
際
に
挙
げ
る
童
唄
で
あ
る
。

暁
あかつき

起おき
に
空
見
れ
ば
、

頻
迦
の
や
う
な
女
房
が
。

空
色
の
小
袖
着
て
、

檳

子
の
帯
し
め
て
、

白
雪
山
の
薄
化
粧
。（
中
略
）

芥
子
の
真
紅
の
小
杯
、

玉
の
白
露
蘂
に
う
け
、（
中
略
）

思
は
色
に
移
れ
ど
も
。

柳
の
枝
に
珠
数
掛
け
て
。

長
太
居
る
か
）

幼
少
時
に
こ
の
唄
を
歌
っ
て
く
れ
た
娘
へ
の
思
慕
か
ら
矢
野
が
能
登
に
向

か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
が
怪
異
発
動
の
一
つ
の
契
機
と
も
い
え

る
が
、
こ
の
歌
は
恐
ら
く
鏡
花
が
序
文
を
寄
せ
る
『
諸
国
童
謡
大
全
』

（
春
陽
堂
、
明
治
四
十
二
年
九
月
）
収
載
の
以
下
の
子
守
唄
を
改
変
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

子
守
唄
（
鳳
至
郡
穴
水
村
）

赤
子
泣
く
な
い
ヤ
ー
、
ネ
ン
〳
〵
コ
ロ
リ
ン
、
タ
ン
コ
ロ
リ
ン
、
赤

子
が
母
親
ど
こ
い
ツ
た
（
中
略
）
宿
は
ど
こ
や
と
問
ふ
た
れ
ば
、
こ

の
向
ひ
の
小
屋
掛
け
で
、
蓆
は
狭
し
夜
は
長
し
、
暁
起
き
て
空
見
た

ら
、
天
気
が
好
う
て
楽
し
み
で
、
向
ひ
の
方
を
眺
む
れ
ば
、
雛
の
様

な
女
郎
達
が
、
赤
い
前
掛
ち
や
ん
と
し
て
、
杯
さ
ん
て
（
提
げ
て
）

酒
さ
ん
て
、（
後
略
）

こ
の
歌
が
採
録
さ
れ
た
の
は
綾
羽
ら
一
党
と
関
わ
り
の
深
い
能
登
の
鳳
至

で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
子
ど
も
の
モ
チ
ー
フ
は
作
中
随
所
に
登
場
す
る
。
矢

野
と
同
じ
宿
に
い
る
軍
人
と
そ
の
娘
・
宗
子
の
母
は
、
歌
人
と
し
て
も
知

ら
れ
る
良
寛
和
尚
の
歌
を
拡
め
る
男
と
と
も
に
消
え
た
と
さ
れ
て
お
り
、

作
中
、
良
寛
と
「
手
毬
」
と
の
関
わ
り
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の

モ
チ
ー
フ
を
引
き
立
た
せ
て
い
る
。
ま
た
矢
野
は

井
戸
覗
き

の
際
に

三
羽
の
雀
を
井
戸
か
ら
助
け
胸
に
入
れ
る
が
、
そ
の
様
子
は
「
懐
中
の
雀

は
、
三
羽
と
も
、
玉
が
動
く
や
う
に
、
ぽ
つ
と
膨
れ
て
、
羽
の
暖
ま
る
の

が
、
血
に
通
つ
て
む
く
〳
〵
、
男
で
も
乳
に
響
く
」
と
描
か
れ
る
。
さ
ら

に
和
倉
の
宿
に
李
枝
を
迎
え
た
後
に
、
過
去
と
未
来
に
想
い
を
巡
ら
せ
る

場
面
で
矢
野
は
、
子
雀
の
声
を
聞
き
こ
う
続
け
る
。

チ
イ
、
チ
イ
、
チ
イ
、
チ
イ
、
チ
イ
ツ
！

目
覚
る
声
に
、
傍
に
古
井
戸
の
あ
る
気
が
し
た
。

「
落
ち
る
な
よ
、
落
ち
る
な
よ
。

お
つ
ぱ
い
が
欲
し
い
の
だ

ら
う
。」

そ
ゞ
ろ
に
、
襟
を
片
手
で
開
い
て
、
胸
を
さ
し
む
け
た
と
思
ふ

と
、
旅
の
姿
の
蕭
条
た
る
に
、
瞼
に
ひ
と
り
春
た
け
な
は
な
る
血
が

上
る
。
…
…
襟
の
つ
ゝ
し
み
深
け
れ
ど
、
今
朝
の
お
李
枝
は
、
乳
の

あ
た
り
あ
ら
は
で
あ
つ
た
。

半
日
）

「
乳
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
矢
野
の
回
想
の
中
で
、
綾
羽
の
取
り
巻
き
に
追

わ
れ
倒
れ
た
際
に
も
登
場
す
る
。

「
お
母
さ
ん
、
お
母
さ
ん
。」
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真
う
つ
む
け
に
転
げ
て
、

「
お
乳
を
。」

と
云
つ
て
、
雪
を
含
ん
だ
。
雪
が
た
ら
〳
〵
と
甘
い
。
而
し
て
雪

が
ほ
ん
の
り
と
人
肌
に
暖
か
つ
た
。

以
来
、
雪
を
視
る
と
、
今

で
も
暖
か
く
美
し
い
気
が
す
る
よ
。

姫
沼
綾
羽
）

こ
の
よ
う
に
、
作
中
で
繰
り
返
し
登
場
す
る

産

の
モ
チ
ー
フ
は

オ

シ
ラ
神

や

白
山
信
仰

、
言
い
換
え
れ
ば
綾
羽
ら
一
党
に
よ
る
信
仰

や
、
矢
野
を
襲
う
怪
異
と
も
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

こ
こ
で
視
線
を
作
品
に
お
け
る
物
語
の
第
二
の
軸
に
移
す
が
、
そ
の
前

提
と
し
て
第
一
の
軸
が
生
み
出
す
怪
異
に
直
面
す
る
小
説
家
・
矢
野
の
造

形
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

前
述
の
よ
う
に
女
た
ち
に
よ
る

産

は
作
中
の
怪
異
と
分
か
ち
が
た

く
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
同
時
に
、
男
性
作
家
・
矢
野
に
は
そ
れ
と
関
わ

る
か
た
ち
で
も
う
一
つ
の
重
要
な
テ
ー
マ
が
差
し
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

が

書
く
こ
と

を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
作
中
に
お
い
て
、

書
く
こ

と

は

生
む
こ
と

さ
ら
に
は

生
き
る
こ
と

と
重
ね
て
展
開
さ
れ

る
。
矢
野
の
旧
友
で
あ
り
小
説
家
志
望
の
壺
田
が
失
敗
作
の
原
稿
に
河
豚

の
毒
血
を
塗
っ
て
送
り
寄
こ
し
た
の
が
「
胞
衣
だ
の
、
あ
と
産
の
お
り
も

の
だ
の
、
堕
胎
し
た
嬰
児
の
や
う
な
も
の
」「
男
が
孕
ん
で
堕
胎
し
た
」

も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
た
ち
の

産

の
モ
チ
ー
フ
は
作
家
た
ち
に

と
っ
て
の

書
く
こ
と

と
イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
馬
士
に

襲
わ
れ
る
物
語
の
末
尾
、
矢
野
が
李
枝
の
た
め
に
右
手
を
嚙
み
切
る
次
の

場
面
も
こ
こ
に
加
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

矢
野
は
、
な
き
母
の
乳
を
思
ひ
つ
ゝ
胸

い
や
、
胸
に
歯
の
届
か

ぬ
、
片
腕
を
、

左さ
の
腕
を
嚙
ん
で
裂
か
う
と
し
た
。

筆
を
取
る
右
の
手
を
庇かが
は
う
と
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
た
ゞ
、

わ
れ
一
人
、
手
段
を
誤
り
、
前
後
を
忘
じ
、
挙
措
を
失
し
た
。

か
く
て
、
群
狼
の
毒
牙
、
馬
妖
の
乱
脚
に
、
お
李
枝
の
白
身
の
四

肢
を
擲
つ
て
、
其
の
五
体
の
狼
籍
委
泥
さ
る
ゝ
を
、
面ま
の
あ
た
り
見

ね
ば
な
ら
な
い
、
目
を
潰
せ
、
胸
を
裂
け
、

そ
れ
で
済
む
か

腕
が
何
だ
！

い
ま
、
わ
れ
お
李
枝
を
救
ひ
得
ず
し
て
、
文
章
が
何
だ
、
小
説
が

何
だ
。
作
者
が
何
だ
。

廿
三
人
の
馬
士
）

書
く
こ
と

及
び
小
説
を

生
む

作
家
と
し
て
の
右
腕
に
流
れ
る
血

は
、
命
を
救
う
母
の
乳
と
重
な
り
、
さ
ら
に

生
き
る
こ
と

と

書
く

こ
と

の
放
棄
は
矢
野
の
中
で
同
時
に
行
わ
れ
る
。
和
倉
に
李
枝
を
迎

え
、
散
歩
に
出
た
折
の
矢
野
の
呟
き
を
再
び
引
く
。

「
あ
ゝ
、
い
ろ
〳
〵
の
世
を
す
ご
し
て
来
た
、

」

白
山
は
別
に
尚
ほ
高
い
。

「
前
途
は
遠
い
。」

思
は
ず
右
の
手
を
擦
つ
た
、
愛
撫
し
且
つ
精
励
す
る
や
う
に
。

（
半
日
）

矢
野
の
人
生
の
「
前
途
」
は
、
右
手
、
つ
ま
り
小
説
家
と
し
て
あ
る
こ
と

と
共
に
あ
る
。
矢
野
と
い
う
存
在
、
及
び
彼
の
生
は

書
く
こ
と

と
切

り
離
す
こ
と
が
で
き
ぬ
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
物
語
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
で
あ
る
、
故
郷
に
お
け
る
矢
野

の
少
年
時
代
、
彼
が
参
加
し
た
回
覧
雑
誌
に
関
わ
る
回
想
が
想
起
さ
れ

る
。
先
に
奥
州
、
能
登
に
対
す
る

オ
シ
ラ
神

の
起
源
と
し
て
の
加
賀
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白
山
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
金
沢
と
想
定
さ
れ
る
こ
の
地
は
、
同
時
に
、

綾
羽
と
矢
野
の
関
係
性
や
、
綾
羽
が

白
山
信
仰

と
結
ば
れ
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
作
家
・
矢
野
に
と
っ
て
の

書
く
こ
と

の
起
源
で
も
あ
り
、

矢
野
の
回
想
も
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
彼
は
、
美
し
く

才
能
が
あ
り
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
如
く
周
囲
か
ら
崇
め
ら
れ
る
綾
羽
に
対
し

て
、
た
だ
一
人
反
発
し
、
彼
女
ら
を
批
判
し
て
お
り
、
こ
れ
が
矢
野
の

書
く
こ
と

及
び
綾
羽
と
の
関
係
性
の
起
源
に
あ
た
る
。
そ
の
結
果
、

彼
は
綾
羽
の
取
り
巻
き
に
追
わ
れ
て
雪
の
中
に
倒
れ
る
が
、
思
い
が
け
ず

綾
羽
に
助
け
ら
れ
る
。
矢
野
が
彼
女
を
「
白
山
権
現
の
お
つ
か
わ
し
め
」

と
し
て

白
山
信
仰

と
結
び
つ
け
た
の
は
こ
の
と
き
で
あ
り
、
綾
羽
に

よ
る
救
済
と
い
う
構
図
は
「
山
海
評
判
記
」
末
尾
で
再
び
繰
り
返
さ
れ

る
。こ

の
よ
う
に
矢
野
に
と
っ
て
の

書
く
こ
と

の
起
源
に
綾
羽
へ
の
対

抗
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
綾
羽
を
中
心
と
す
る
一
党
と

矢
野
は
対
立
関
係
に
あ
る
よ
う
に
映
り
、
彼
が
綾
羽
ら
に
よ
る
怪
異
に
一

方
的
に
襲
わ
れ
、
結
果
的
に
敗
北
し
呑
み
込
ま
れ
る
と
い
う
構
図
が
作
ら

れ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
関
係
は
そ
の
よ
う
な
二
項
対
立
の
図
式
で
収
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
故
郷
を
離
れ
「
郡
の
多
額
納
税
者
の
寵
妾
」
に
な
っ

た
綾
羽
は
矢
野
に
「
逢
ひ
た
が
」
っ
て
お
り
、
矢
野
も
こ
れ
に
対
し
「
逢

へ
ま
す
か
」
と
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
、
彼
女
の
住
ま
い
を
訪
問
す
る
に

至
る
。
結
局
綾
羽
は
琴
の
影
に
身
を
隠
し
、
彼
ら
は
故
郷
を
離
れ
た
の
ち

言
葉
を
交
す
に
は
至
ら
ぬ
も
の
の
、
両
者
は
互
い
に
惹
か
れ
続
け
て
い
る

の
で
あ
る
。

和
倉
の
宿
の
部
屋
に
か
か
っ
た
絵
に
綾
羽
の
落
款
が
あ
る
こ
と
を
発
見

し
た
矢
野
は
、
あ
る
物
語
の
口
述
筆
記
を
李
枝
に
依
頼
す
る
。

其
処
で
、
前
刻
か
ら
話
し
た
、
姫
沼
綾
羽
が
、
寂
し
い
川
を
隔

て
ゝ
、
琴
に
か
く
れ
た
ま
で
を
、
こ
れ
か
ら
、
文
章
に
し
て
、
新
聞

に
出
せ
る
や
う
に
口
で
い
ふ
か
ら
、
お
化
粧
料
前
納
の
処
を
、
一
つ

働
い
て
お
く
れ
。

姫
沼
綾
羽
）

能
登
と
い
う
土
地
で
、
李
枝
へ
の
口
述
筆
記
の
か
た
ち
で
矢
野
が
書
こ
う

と
し
て
い
る
の
は

綾
羽
の
物
語

に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
彼
が
体

験
し
た
一
連
の
不
可
思
議
な
出
来
事
の
核
と
し
て
綾
羽
の
存
在
に
気
づ
か

さ
れ
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
物
語
と
い
え
る
。
宿
の
掛
軸
が
綾
羽
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
の
気
持
ち
を
、
矢
野
は
次
の
よ
う
に
語

る
。

此
二
三
日
の
処
置
ぶ
り
で
、
何
う
や
ら
、
対
手
の
様
子
が
、
軸
を
解

い
て
、
絵
巻
物
で
も
展
く
や
う
に
分
つ
た
の
だ
が
、
李
枝
ち
や
ん
が

い
ま
人
形
を
寝
か
し
て
く
れ
た
時
、
フ
ト
目
が
覚
め
た
や
う
に
、
此

の
波
が
真
白
な
雪
に
見
え
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
き
つ
ぱ
り
と
思
ひ

出
し
た
事
が
あ
る
。
は
じ
め
二
階
に
か
ゝ
つ
て
居
た
、
南
天
燭
の
花

と
、
猫
の
絵
だ
。
私
も
見
よ
う
、
李
枝
ち
や
ん
に
も
見
せ
よ
う
、
そ

れ
か
ら
話
さ
う
。

半
夜
）

こ
ゝ
で
見
る
こ
の
南
天
燭
の
根
の
、「
く
れ
は
」
の
名
は
、
其
処
ま

で
の
絵
巻
も
の
に
、
自
分
で
箱
が
き
、
い
や
落

を
し
て
く
れ
た
や

う
な
気
が
す
る
よ
。

姫
沼
綾
羽
）

こ
の
「
絵
巻
物
」
と
は
「
山
海
評
判
記
」
に
お
け
る
第
一
の
物
語
の
軸
、

つ
ま
り
矢
野
が
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
体
験
し
て
き
た
一
連
の
不
思

議
な
体
験
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を

矢
野
の
物
語

と
言
い
換
え

る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
一
方
、
読
者
は
彼
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
こ
の

物
語
の
一
部
を
見
る
、
も
し
く
は
見
せ
ら
れ
る
。
そ
の
発
端
に
あ
た
る
の
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が
安
場
に
よ
る

井
戸
覗
き

の
紙
芝
居
だ
が
、
こ
れ
に
関
し
て
、
安
場

は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

一
同
の
神
、
あ
が
仏
と
も
崇
め
申
す
、
早
く
申
せ
ば
お
頭
で
、
諸
事

万
端

子
供
衆
対
手
の
、
端
も
の
は
別
と
仕
り
、
主
意
と
仕
る

…
…
主
な
る
も
の
ゝ
、
く
り
ぬ
き
絵
の
立
役
、
立
女
形
を
は
じ
め
、

背
景
に
お
き
ま
し
て
は
、
山
川
草
木
、
巖
組
、
家
造
、
皆
、
其
の
雲

に
か
く
れ
、
霞
に
顕
は
れ
、
月
に
影
さ
す
御
婦
人
の
手
づ
か
ら
に
、

な
さ
る
ゝ
処
、

授
か
り
ま
す
る
や
つ
が
れ
ど
も
に
取
り
ま
し
て

は
、
霊
場
、
名
山
の
御
符
、
御
札
も
同
様
の
儀
に
ご
ざ
り
ま
し
て
、

名
劇
、
秘
曲
も
少
か
ら
ず
ご
ざ
い
ま
す
る
。
其
の
序
の
曲
を
一
齣
、

こ
ゝ
に
御
高
覧
に
備
へ
ま
す
る
が
、
…
…

井
戸
覗
き
）

綾
羽
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
安
場
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
「
名
劇
、
秘
曲
」

の
「
序
の
一
曲
」
と
し
て
の
紙
芝
居
は
、
矢
野
の
過
去
の
物
語
で
あ
る
と

同
時
に
、
矢
野
と
巫
女
、

オ
シ
ラ
神

と

白
山
信
仰

の
接
点
を
語

る
物
語
で
も
あ
っ
た
。

オ
シ
ラ
神

と

白
山
信
仰

が
結
ば
れ
る
中

で
矢
野
が
体
験
す
る
様
々
な
出
来
事
を
通
じ
て
、
綾
羽
は
「
絵
巻
物
で
も

展
く
や
う
に
」
過
去
か
ら
現
在
に
至
る

矢
野
の
物
語

を
展
開
し
て
み

せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
綾
羽
が
展
開
す
る

矢
野
の
物
語

と
、
矢
野
が
語

ろ
う
と
す
る

綾
羽
の
物
語

の
二
つ
の
軸
を
と
も
に
目
に
す
る
こ
と
で

初
め
て
、
読
者
は
「
山
海
評
判
記
」
を
貫
く
怪
異
の
全
貌
を
理
解
し
う
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
二
つ
の
物
語
は
、
そ
の
語
り
手
で
あ
る

矢
野
と
綾
羽
の
関
係
性
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
互
い
に
反
発
し
な
が

ら
も
補
完
し
あ
う
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
い

９
）

え
る
。
両
者
は
と
も
に
独
立

の
物
語
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
深
く
関
わ
り
あ
い
、
離

れ
が
た
い
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

矢
野
は
自
ら
が
体
験
し
て
き
た
一
連
の
出
来
事
を
「
絵
巻
物
」
に
喩
え

た
が
、
新
聞
連
載
時
の
「
山
海
評
判
記
」
は
本
文
と
と
も
に
あ
る
雪
岱
挿

絵
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
「
絵
巻
物
」
の
よ
う
に
読
者
の
前
に
展
開
さ
れ
て

い
た
。
例
え
ば
《

10
）

図
11
》
の
よ
う
に
、
雪
岱
は
そ
の
中
で
大
胆
な
画
面
割

り
を
行
い
、
さ
ら
に
《
図
12
、
図
13
》
の
よ
う
に

オ
シ
ラ
神

が
遠
ざ

か
っ
て
ゆ
く
様
子
や
、
視
点
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
く
様
子
を
草
双

紙
の
「
飛

11
）

び
絵
」
風
に
表
す
な
ど
、
通
常
の
挿
絵
に
は
見
ら
れ
な
い
様
々

な
試
み
を
行
っ
て
い
る
。

雪
岱
挿
絵
に
関
し
て
は
、
杲
由
美
、
田
中
励
儀
に
よ
る
細
密
な
論
が
あ

る
。
杲
は
、
当
時
の
読
者
が
「
切
抜
帳
」
に
新
聞
連
載
記
事
を
保
管
し
そ

れ
を
楽
し
ん
だ
と
し
た
上
で
、
く
り
返
し
描
か
れ
る
姫
神
と
関
わ
り
の
深

い
衣
桁
、
矢
野
を
襲
う
何
者
か
の
視
線
を
意
味
す
る
俯
瞰
表
現
と
い
っ
た

雪
岱
挿
絵
が
物
語
の
核
心
の
伏
線
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
こ
の
他
に
も
、
表
現
方
法
や
、
紅
葉
邸
と
い
っ
た
描
写
対
象
の
モ
デ

ル
な
ど
を
検
討
し
、「
テ
ク
ス
ト
を
補
っ
て
有
効
に
機
能
す
る
」「
挿
絵
の

視
覚
性
」
を
説

12
）

い
た
。
ま
た
田
中
は
、「
謎
解
き
の
手
順
」
と
も
い
う
べ

き
オ
シ
ラ
神
の
描
か
れ
方
の
変
遷
、

井
戸
覗
き

に
ま
つ
わ
る
三
人
の

女
の
展
開
、
本
文
に
先
行
す
る
挿
絵
な
ど
を
取
り
上
げ
、「
鏡
花
の
文
と

雪
岱
の
画
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
呼
吸
の
合
っ
た
や
り
と
り
」
の
「
魅

力
」
と
「
効
果
」
を
丁
寧
に
論
じ
て

13
）

い
る
。
こ
れ
ら
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
雪
岱
は
挿
絵
に
お
い
て
本
文
を
忠
実
に
再
現
し
、
読
者
の
理
解

を
助
け
た
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
《
図
14
》
は
「
横
が
竹
藪
に
な
り
、
う
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し
ろ
が
畑
に
な
る
、
畦
の
日
向
草
の
三
時
さ
が
り
に
、
石
盤
色
の
古
中
折

帽
を
ぢ
か
づ
け
に
枕
し
て
、
爪
さ
き
に
穴
の
あ
い
た
繻
子
の
紺
足
袋
を
草

履
な
り
に
踏
伸
ば
し
、
痩
せ
た
両
手
を
胸
さ
き
へ
肩
を
抱
く
や
う
に
引
拱

ぬ
い
て
仰
向
け
に
反
つ
て
寝
て
、
鼓
草
の
ほ
う
け
を
吹
き
飛
ば
し
て
居

た
、
四
十
ぢ
か
な
男
が
此
の
時
ぬ
く
り
と
起
直
つ
た
」
と
い
う
本
文
に
対

応
す
る
も
の
だ
が
、
挿
絵
に
は
草
む
ら
に
寝
る
矢
野
の
旧
友
・
壺
田
の
姿

が
、
そ
の
足
袋
の
穴
ま
で
描
か
れ
て
お
り
、
雪
岱
が
細
部
に
至
る
ま
で
本

文
を
再
現
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。《
図
15
》
で
は
文
中
に
登
場
す
る

「
こ
す
き
だ
と
い
ふ
雪
か
き
」
を
図
で
説
明
し
、《
図
16
》
で
は
そ
れ
以

前
に
描
か
れ
て
き
た
白
浜
橋
を
題
字
カ
ッ
ト
に
置
く
こ
と
で
、
語
ら
れ
る

舞
台
が
過
去
か
ら
現
在
の
和
倉
へ
移
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
、
作
中
で
複
雑

に
行
き
来
す
る
時
間
、
空
間
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
先
に
挙
げ
た

オ
シ

ラ
神

の
姿
の
反
復
に
加
え
、《
図
17
》
の
よ
う
に

三
人
の
婦

の
モ

チ
ー
フ
へ
と
繫
が
る
「
三
」
と
い
う
数
の
反
復
も
度
々
見
ら
れ
る
な
ど
、

読
者
の
印
象
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
雪
岱
挿
絵
は
本
文
に
添
い
、
読
者
の
作
品
理
解
を
助
け
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
決
し
て
本
文
に
対
し
従
属
的
な
位
置
に
の
み
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。

矢
野
の
物
語

を
覆
う
怪
異
に
は
「
見
せ
る
」
と
い
う
要
素
が
大
き

な
意
味
を
持
っ
て
い
た
が
、
雪
岱
挿
絵
も
ま
た
、
こ
れ
を
極
め
て
巧
み
に

使
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
山
海
評
判
記
」
と
い
う
世
界
を
創
り
出
す
に

あ
た
り
、
雪
岱
が
何
を
描
き
、
何
を
描
か
な
か
っ
た
の
か
、
つ
ま
り
は
読

者
に
最
終
的
に
呈
示
し
た
も
の
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
存

在
す
る
。《
図
18
》
は
「
長
太
居
る
か
」
の
声
が
聞
こ
え
る
宿
の
三
階
へ

と
向
か
う
途
中
の
押
入
れ
に
「
塗
枕
、
角
行
燈
」
が
入
れ
て
あ
る
風
景
を

見
て
「
女
が
寝
て
居
る
、
と
思
つ
た
」
と
い
う
矢
野
の
幻
視
に
応
じ
る
も

の
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
女
た
ち
が
寝
て
い
る
姿
が
浮
か
び
上
が
る
が
、

目
を
凝
ら
す
と
こ
れ
が
行
灯
の
紙
が
破
れ
た
も
の
と
わ
か
る
、
と
い
う

「
だ
ま
し
絵
」
的
な
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
雪
岱
は
登

場
人
物
の
錯
覚
や
認
識
、
あ
る
い
は
想
像
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
光
景

を
積
極
的
に
読
者
の
前
に
表
し
て
い
る
。《
図
19
》
は
い
ず
れ
も
姫
神
の

御
神
体
と
い
う
同
一
の
対
象
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
相
良
が
目
に
し
た
と

訴
え
る
「
婦
の
生
首
」
が
、
矢
野
の
想
像
を
経
て
池
を
の
ぞ
く
女
の
顔
と

い
う
幻
想
性
の
高
い
図
と
な
り
、
さ
ら
に
矢
野
の
「
学
問
」
に
よ
っ
て
衣

桁
に
乗
せ
ら
れ
た

オ
シ
ラ
神

の
御
神
体
へ
と
変
化
し
て
い
く
様
子
が

描
か
れ
る
。
ま
た
作
品
最
終
部
、
矢
野
た
ち
を
襲
う
馬
士
は
、
は
じ
め

《
図
20
》
の
よ
う
に
描
か
れ
る
が
、
物
語
が
展
開
す
る
に
つ
れ
《
図
21
》

さ
ら
に
は
《
図
22
》
へ
と
変
化
を
遂
げ
る
。
こ
れ
が
「
二
十
に
余
る
馬
士

の
面
は
、
一
人
づ
ゝ
、
赤
き
、
黒
き
、
灰
色
の
、
ま
た
蒼
い
、
馬
の
顔
に

変
」
ず
る
と
い
う
矢
野
の
と
ら
わ
れ
た
想
像
の
光
景
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
雪
岱
の
挿
絵
に
お
い
て
は
、
矢
野
の
視

覚
、
あ
る
い
は
彼
の
想
像
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
光
景
が
、
読
者
に
呈

示
す
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
る
。
つ
ま
り
雪
岱
は
実
景
な
ら
ざ
る
も
の
、

非
在
の
光
景
を
可
視
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
は
他
に
も
存
在
す
る
。《
図
23
》
の
よ
う
に
、
雪
岱
は
目

に
見
え
な
い
音
を
連
想
さ
せ
る
梟
、
拍
子
木
、
機
織
な
ど
を
主
に
題
字
カ

ッ
ト
に
描
き
、
作
中
に
響
く
音
を
視
覚
を
通
し
て
読
者
に
喚
起
さ
せ
る
。

ま
た
彼
は
《
図
24
》
の
よ
う
に
、
機
織
り
の
音
に
よ
っ
て
の
み
存
在
を
示

さ
れ
る
も
の
の
、
後
々
ま
で
矢
野
の
印
象
に
残
り
続
け
る
酒
屋
の
女
主
人

の
妹
な
ど
、
作
中
に
登
場
す
る
音
を
目
に
見
え
る
形
で
読
者
に
目
撃
さ
せ
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る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
雪
岱
が
挿
絵
と
し
て
選
択
す
る
固
有
の
対
象
と
し
て
、
文
中
に

お
け
る
比
喩
表
現
が
あ
る
。《
図
25
》
は
見
た
者
に
強
烈
な
印
象
を
与
え

る
絵
だ
が
、
こ
れ
は
「
ふ
い
と
雲
に
の
り
ま
す
や
う
に
、
能
州
へ
行
つ
た

り
、
来
た
り
」
と
い
う
安
場
の
こ
と
ば
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
雪
岱
は

比
喩
を
忠
実
に
挿
絵
に
落
と
し
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
文
が
示
す
状
態

か
ら
ず
れ
た
奇
妙
な
世
界
を
展
開
し
て
み
せ
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
《
図

26
》
は
一
見
何
の
変
哲
も
な
い
景
色
だ
が
、
こ
の
景
色
は
作
中
に
実
在
せ

ず
、
矢
野
か
ら
李
枝
ら
に
あ
て
た
「
柳
の
し
だ
る
ゝ
や
う
」「
雪
に
薪
木

を
抱
く
や
う
に
」
と
い
っ
た
比
喩
や
、
母
に
ま
つ
わ
る
幻
想
に
の
み
見
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
雪
岱
は
こ
と
ば
の
上
で
の
み
存
在
す
る
比
喩
と
し

て
の
非
現
実
を
も
風
景
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
雪
岱
挿
絵
自
体
の
持
つ
幻
想
性
が
関
わ
っ
て
も
い
る
。

《
図
27
》
は
矢
野
が
「
学
問
」
の
中
で
触
れ
る
、「
お
旗
本
の
老
人
が
」

「
孫
の
土
産
に
買
つ
た
、
ひ
よ
つ
と
こ
の
面
」
を
つ
け
た
ま
ま
挨
拶
の
た

め
に
駕
籠
か
ら
顔
を
出
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
、《
図
28
》
は
安
場
が
忘
年
会

の
余
興
に
芸
妓
の
緋
縮
緬
の
長
襦
袢
を
ま
と
い
、「
灯
を
入
れ
た
紅
提
灯

を
十
六
張
、
お
い
ら
ん
簪
に
盤
台
に
さ
し
廻
し
て
、
頭
へ
の
せ
」
て
踊
っ

た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
そ
れ
ぞ
れ
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
雪
岱
は
本
文

を
忠
実
に
絵
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
本
来
滑
稽
で
あ
る
は
ず
の
こ
れ
ら
の

場
面
が
雪
岱
の
筆
に
か
か
る
と
不
気
味
さ
の
漂
う
も
の
と
な
る
。
そ
れ
が

意
図
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
だ
が
、
雪
岱
挿
絵
が
不
気
味
さ
や
幻
想

性
を
引
き
上
げ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
本
文
の
記
述
か
ら
離
れ
、
作
品
の
幻
想
性
を
高
め
て
い
る
例
も
あ

る
。《
図
29
》
の
よ
う
に
雪
岱
は
挿
絵
の
中
に
不
思
議
な
炎
を
度
々
描
き

こ
ん
で
お
り
、
風
景
に
非
日
常
性
を
与
え
て
い
る
。《
図
30
》
は
本
文
中

で
は
琴
を
抱
く
裸
の
女
が
矢
野
に
目
撃
さ
れ
る
の
に
対
し
、
雪
岱
は
こ
れ

を
白
抜
き
の
蛇
を
思
わ
せ
る
者
と
し
て
描
く
。《
図
31
》
も
同
様
で
、
人

の
姿
を
持
つ
「
姫
神
様
」
を
、「
肩
に
と
ま
つ
た
一
枚
の
銀
杏
」
と
い
っ

た
本
文
中
の
細
か
な
表
現
ま
で
再
現
し
つ
つ
も
銀
杏
の
影
に
よ
っ
て
人
な

ら
ぬ
も
の
と
し
て
表
し
て
お
り
、《
図
32
》
の
よ
う
に
影
と
し
て
繰
り
返

さ
れ
る
姫
神
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
雪
岱
は
作

品
か
ら
幻
想
性
を
意
図
的
に
抽
出
し
、
そ
れ
を
高
め
、
挿
絵
と
し
て
展
開

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
例
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
雪
岱
が
積
極
的
に
選
ぶ
の
は
実
景
と

し
て
の
客
観
的
な
世
界
で
は
な
く
、
矢
野
を
中
心
と
す
る
人
々
の
感
覚
か

ら
生
じ
る
視
線
、
想
像
の
光
景
、
錯
視
や
幻
想
、
さ
ら
に
は
比
喩
表
現
と

い
っ
た
非
在
の
世
界
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
雪
岱
の
挿
絵
か
ら
は
非
在
を
実

在
に
変
え
て
ゆ
く
意
志
と
い
う
べ
き
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
り
、
物
語
内
の
現
実
と
い
う
実
景
の
背
後
に
存
在
す
る
、
宗
教
性
を

帯
び
た
大
き
な
力
や
怪
異
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
「
絵
巻
物
」
と
し
て
の

風
景
を
前
景
化
し
、
読
者
の
前
に
展
開
す
る
こ
と
に
深
く
関
わ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
雪
岱
挿
絵
は
鏡
花
に
よ
る
小
説
と
は
異
な
る
独
自
の

世
界
を
展
開
し
な
が
ら
も
、
本
質
的
な
論
理
を
共
有
し
、
連
動
し
な
が
ら

「
山
海
評
判
記
」
と
い
う
物
語
の
論
理
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

小
説
本
文
と
挿
絵
と
の
こ
う
し
た
関
係
は
、
主
人
公
・
矢
野
、
さ
ら
に

は
鏡
花
に
と
っ
て
の

書
く
こ
と

を
め
ぐ
る
問
題
と
も
深
く
関
わ
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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六

前
述
の
と
お
り
、「
山
海
評
判
記
」
は
、

矢
野
の
物
語

と

綾
羽
の

物
語

と
い
う
二
つ
の
物
語
に
向
か
う
意
志
を
内
包
し
て
い
る
が
、
両
者

は
と
も
に
補
完
し
あ
い
な
が
ら
も
、
そ
の
性
格
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
綾
羽
は

矢
野
の
物
語

の
序
曲
を

「
紙
芝
居
」
と
い
う
表
現
形
式
に
託
し
て
お
り
、
か
つ

オ
シ
ラ
神

信

仰
は
民
間
芸
能
の
起
源
と
し
て
描
か
れ
る
た
め
で
あ
る
。
矢
野
は

オ
シ

ラ
神

を
巡
る
「
学
問
」
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
（
オ
シ
ラ
神：

引
用
者
注
）
を
よ
そ
へ
運
ぶ
の
は
、
多
く
は
巫

女
で
、
祈
禱
に
も
、
う
ら
な
ひ
に
も
、
例
の
口
よ
せ
に
も
、
ま
じ
な

ゐ
に
も
、
利
益
に
授
け
奇
蹟
を
示
す
…
…
其
の
奉
仕
し
て
諸
国
を
め

ぐ
る
も
の
ゝ
う
ち
に
は
、
む
か
し
の
傀
儡
師
、
人
形
使
が
あ
り
尚

ほ
、
其
む
か
し
は
、
と
り
と
云
つ
て
、
唯
、
手
に
し
て
神
の
徳
を
語

つ
た
の
が
、
綾
と
な
り
、
か
ら
く
り
と
な
り
、
や
が
て
、
人
形
が
芝

居
に
な
り
、
語
る
の
が
浄
瑠
璃
に
な
つ
た
。

舞
、
謡
、
歌
舞
伎

の
は
じ
ま
り
に
も
関
係
が
あ
る
ん
だ
さ
う
だ
。

（
読
ま
る
ゝ
方
は
、
こ
ゝ
に
て
、
安
場
嘉
伝
次
の
飴
屋
芝
居
に
一

顧
を
た
ま
は
れ
。）

合
歓
の
葉
か
げ
）

す
な
わ
ち
、「
紙
芝
居
」
は

オ
シ
ラ
神

信
仰
に
ま
つ
わ
る
芸
能
の
一

種
に
他
な
ら
ず
、
芝
居
や
歌
舞
伎
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
が

オ
シ

ラ
神

信
仰
を
起
源
と
し
て
発
生
し
た
と
さ
れ
る
。
安
場
が
自
ら
の
一
座

を
、
能
登
・
鳳
至
に
由
来
す
る
「
鳳
来
座
」
と
名
付
け
、
綾
羽
の
一
党
で

あ
る
青
帽
女
子
が
自
分
た
ち
の
布
教
活
動
を
「
劇
団
」
に
喩
え
る
も
の
そ

こ
に
端
を
発
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
矢
野
が
故
郷
を
離
れ
た
後
、
綾
羽

が
「
女
役
者
…
…
女
優
」
や
「
芸
術
家
」
に
「
な
り
た
が
つ
て
居
る
」
と

い
う
の
も
こ
こ
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
綾
羽
ら
が

と
る
表
現
と
は
、
絵
画
や
芸
能
・
演
劇
と
い
っ
た
手
段
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
綾
羽
に
よ
っ
て
見
せ
ら
れ
、
自
ら
が
巻
き
込
ま
れ
た
物
語
を
、
矢
野

が
「
絵
巻
物
」
と
呼
ぶ
の
に
は
以
上
の
よ
う
な
背
景
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
奥
州
か
ら
白
山
へ
帰
ろ
う
と
す
る
姫
神

や
綾
羽
ら
一
党
の
意
志
に
、
絵
画
や
芸
能
的
表
現
の
本
源
へ
立
ち
帰
ろ
う

と
す
る
意
志
を
重
ね
て
読
む
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
小
説
家
・
矢
野
が
李
枝
を
介
し
口
述
筆
記
し
よ
う
と
す

る

綾
羽
の
物
語

は
本
作
と
同
様
新
聞
に
連
載
さ
れ
る

小
説

で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
綾
羽
と
矢
野
そ
れ
ぞ
れ
が
語
る

物
語

に
は
、
絵
画

や
芸
能
を
め
ぐ
る
表
現
史
的
な
視
座
に
対
す
る

近
代
小
説

と
い
う
、

表
現
形
式
に
お
け
る
対
比
の
構
造
が
重
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
対
比
は
、
認
識
の
あ
り
よ
う
に
も
反
映
し
て
い
る
。
不
可
思
議
な

情
景
を
繰
り
返
し
見
た
結
果
と
し
て
矢
野
の
前
に
怪
異
が
立
ち
現
れ
る
こ

と
が
示
す
よ
う
に
、
矢
野
の
視
覚
に
訴
え
る
こ
と
で
綾
羽
ら
は
そ
の
存
在

を
意
識
さ
せ
る
。
こ
こ
に
は
、
矢
野
の
認
識
方
法
を
知
り
尽
く
し
た
綾
羽

ら
の
意
図
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
宿
の
廊
下
か
ら
「
長
太
居
る
か
」
の

声
を
耳
に
し
た
矢
野
は
、
次
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
。

人
間
の
智
恵
と
言
ふ
の
も
…
…
待
つ
て
お
く
れ
、
私
の
智
恵
と
云
ふ

の
も
、
こ
こ
に
な
る
と
小
さ
な
も
の
で
、
だ
ら
し
の
な
さ
は
、
障
子

の
穴
で
す
。
ま
さ
か
唾
で
は
遣
ら
な
か
つ
た
が
、

あ
の
針
で
用

心
を
し
て
く
れ
た
、
廊
下
の
障
子
へ
穴
を
開
け
た
。

開
け
る
と
だ
ね
。

「
お
や
穴
を
開
け
た
よ
。」

―64―



す
ぐ
、
其
の
障
子
で
、
言
ふ
ぢ
や
あ
な
い
か
。（
中
略
）

「
人
間
の
智
恵
と
云
ふ
の
も
、
小
さ
な
も
の
だ
ね
、
障
子
の
穴
ほ
ど

だ
よ
。」（
中
略
）

「
塞
い
で
お
遣
り
よ
、
智
恵
の
目
を
。」

舌
も
飜
さ
ず
、
掌
を
返
す
が
如
し
さ
、
パ
ツ
と
其
の
穴
が
隠
れ
た

ん
だ
、

白
く
な
つ
て
。

紫
の
桑
）

怪
異
の
正
体
を
見
出
そ
う
と
す
る
矢
野
は
自
ら
の
視
覚
に
頼
り
、
そ
れ
は

「
智
恵
の
目
」
と
し
て
得
体
の
知
れ
ぬ
声
に
嘲
笑
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
小
説
家
・
矢
野
が
依
っ
て
立
つ
「
智
恵
の
目
」
は
綾
羽
ら
が
示
す
怪

異
の
前
に
は
矮
小
な
存
在
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て

は
、
矢
野
自
身
も
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
は
、
白
浜
橋
の

酒
屋
に
お
い
て
、
朝
六
館
で
盗
み
見
た
琴
を
抱
く
裸
体
の
女
の
話
を
す
る

際
、
聞
き
手
で
あ
る
三
人
に
「
目
を
塞
い
で
聞
け

悪
く
す
る
と
片
目

潰
れ
る
ぞ
」
と
呼
び

14
）

か
け
、
さ
ら
に
「
自
分
で
も
何
時
の
間
に
か
、
片
手

を
額
に
当
て
ゝ
、
話
し
な
が
ら
目
を
覆
う
て
居
る
の
に
心
着
」
い
て
「
人

知
れ
ず
悚
然
と
」
す
る
。
彼
が
見
た
女
の
姿
、
そ
れ
は
恐
ら
く
怪
異
の
中

心
で
あ
る
綾
羽
の
姿
で
あ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
姿
を
、
自
ら
の
視
覚
で
捉
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
自
分
に
向
か
っ
て
迫
り
来
る
怪

異
が
「
智
恵
の
目
」
の
届
か
ぬ
世
界
に
あ
る
こ
と
を
直
感
的
に
知
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
綾
羽
ら
に
よ
っ
て
矢
野
が
見
せ
ら
れ
る
も
の
、
さ
ら
に
い

え
ば
「
紙
芝
居
」
や
「
絵
巻
物
」
の
如
く
読
者
の
前
に
展
開
さ
れ
る
雪
岱

の
挿
絵
が
描
き
出
す
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
領
域
の
光
景
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。

矢
野
は
か
つ
て
綾
羽
の
姿
を
垣
間
見
た
体
験
を
、
李
枝
に
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

…
…
そ
れ
切
逢
は
な
い
。
が
、
し
か
し
、
も
う
一
度

七
八
年
あ

と
で
其
の
姿
を
視
た
事
が
あ
る
。
…
…
こ
れ
が
ね
、
視
た
の
が
、
視

な
い
よ
り
、
却
つ
て
、
綾
羽
が
、
世
に
も
人
に
も
遠
ざ
か
つ
て
、
雲

だ
か
、
山
だ
か
、
海
だ
か
づ
う
と
私
な
ど
か
ら
離
れ
て
、
隠
れ
は
て

た
も
の
ゝ
や
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。

姫
沼
綾
羽
）

矢
野
は
綾
羽
の
姿
を
確
か
に
目
に
す
る
が
、
そ
の
際
の
視
覚
の
あ
り
方

は
、
通
常
彼
が
依
っ
て
立
つ
認
識
と
は
正
反
対
の
も
の
、
対
象
を
明
ら
か

に
す
る
ど
こ
ろ
か
そ
の
謎
を
深
め
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味

で
、
小
説
家
・
矢
野
と
綾
羽
ら
と
の
間
に
は
根
本
的
な
差
異
が
横
た
わ
っ

て
い
る
。

作
品
末
尾
、
馬
士
た
ち
に
取
り
囲
ま
れ
る
危
機
的
状
況
の
中
で
、
矢
野

に
対
し
て

小
説

の
力
が
問
わ
れ
る
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
に
矢
野
と

綾
羽
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
場
に
そ
の
存
在
基
盤
を
置
く
構
図
が
あ
る
。
矢

野
が
李
枝
と
の
心
中
を
決
意
し
、
右
手
首
を
嚙
み
き
っ
て
血
を
飲
ま
せ
る

と
、
道
中
で
助
け
て
車
に
乗
せ
て
い
た
工
女
が
突
如
と
し
て
「
白
山
の
お

使
者
」
の
姿
を
顕
し
二
十
三
人
の
馬
士
を
次
々
と
倒
し
て
矢
野
ら
を
救
う

の
だ
が
、
そ
こ
で
彼
女
は
矢
野
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
歌
い
か
け
る
。

「

此
の
唄
を
お
聞
き
な
さ
い
な

長
太
居
る
か

私
は
曲
馬
の
娘
で
す
。

白
山
様
の
お
使
者
で
す
。

姫
神
様
を
知
ら
な
い
か
。

魔
も
の
だ
、
魔
も
の
だ
。

魔
も
の
だ
。

馬
は
助
け
て
。
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馬
は
助
け
て
。

馬
は
助
け
て
、
や
ー
い
、

馬
は
助
け
て
、
や
ー
の
。
…
…

唄
は
何ど
う
よ
、
唄
は
何
う
よ
。」

と
又
笑
つ
た
。

「
神
力
、
霊
験
に
恭
礼
し
ま
す
。」

と
其
の
杉
の
根
に
、
手
を
つ
い
て
跪
い
た
。
が
、
疲
れ
に
よ
ろ
め

き
な
が
ら
、
お
な
じ
木
の
根
に
腰
を
落
し
た
。

「
ほ
ゝ
ゝ
、
唄
は
。」

か
ば
か
り
の
女
を
自
在
に
使
ふ
、
其
の
言
ふ
綾
羽
の
、
隠
れ
た
る
威

力
を
讃
嘆
し
な
が
ら
、

「
唄
は
ま
づ
い
。」

と
、
い
つ
た
時
、
う
つ
か
り
持
つ
た
洋すて
杖つき
の
、
い
つ
か
折
れ
て
、

柄
の
も
と
少
々
残
つ
た
象
牙
の
、
血
だ
ら
け
な
の
を
軽
く
投
げ
た
。

白
山
の
使
者
）

歌
の
末
尾
に
矢
野
に
向
け
ら
れ
る
「
唄
は
何
う
よ
」
と
の
問
い
は
、
か
つ

て
学
生
時
代
に
矢
野
と
綾
羽
が
参
加
し
て
い
た
同
人
誌
で
行
わ
れ
た
「
批

評
」
か
ら
引
き
継
が
れ
る
矢
野
の
「
批
評
」
の
実
効
性
に
対
す
る
根
源
的

な
問
い
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
矢
野
は
小
説
家
と
な
り
、
綾
羽
も
一

時
東
京
へ
出
て
矢
野
と
「
競
争
の
気
」
で
「
文
学
を
志
し
」
て
い
る
こ
と

か
ら
み
て
も
、
か
つ
て
の
批
評
は
近
代
的
な
表
現
様
式
と
し
て
の

小

説

へ
の
志
向
を
内
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
問
い
か

け
は
同
時
に
、
作
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
怪
異
の
象
徴
で
も
あ
る
「
唄
」
と

い
う
表
現
形
式
に
対
す
る

小
説

へ
の
問
い
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

に
対
し
、
矢
野
は
「
唄
は
ま
づ
い
」
と
批
評
を
行
う
。
し
か
し
矢
野
の
批

評
が
真
に
問
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
真
夜
中
、
宿
に
再
び
響
く
女
た
ち
の
声

に
よ
っ
て
で
あ
る
。

白
山
権
現
、

お
ん
白
神
の
、

姫
神
様
の
、

お
つ
げ
を
聞
け
ば

お
李
枝
、
お
李
枝
、

お
李
枝
の
き
み
は
、

あ
な
た
へ
や
ら
ぬ
、

こ
な
た
へ
渡
せ
。

山
か
ら
な
り
と
、

海
か
ら
な
り
と
。（
中
略
）

む
か
ひ
に
参
り
さ
ふ
ら
ふ
。

む
か
ひ
に
参
り
さ
ふ
ら
ふ
。

い
か
に
作
家
、
冷
静
に
唄
の
批
判
を
為
し
得
る
か
。

長
太
居
る
か
、

長
太
居
る
か
、

居
る
は
何
ぢ
や
。

白
山
権
現
、

お
ん
白
神
の
、

姫
神
様
の
、

…
…
…
…

…
…
…
…

白
山
の
使
者
）

作
品
末
尾
に
響
く
李
枝
を
渡
せ
と
歌
う
声
は
、
李
枝
が
矢
野
の
も
と
を
離
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れ
綾
羽
ら
一
党
に
加
わ
る
未
来
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
矢
野
は
再

び
「
い
か
に
作
家
、
冷
静
に
唄
の
批
判
を
為
し
得
る
か
」
と
問
い
か
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
「
山
海
評
判
記
」
論
は
こ
う
し
た
矢
野
の
暗
い
未
来
へ
の
暗
示

等
を
も
っ
て
、
本
作
を
綾
羽
ら
に
よ
る
小
説
家
・
矢
野
へ
の
断
罪
の
物
語

と
し
て
意
味
づ
け
て
き
た
。
高
桑
法
子
「
山
海
評
判
記

井
戸
覗
き
が
意

味
す
る
も
の
」（『
国
文
学
』
昭
和
六
十
年
六
月
）
は
、
矢
野
が
過
去
に
女

た
ち
に
依
っ
て
体
現
さ
れ
る
「
他
界
性
」
を
「
見
捨
て
た
」「
罪
」
に
よ

っ
て
、
現
在
ま
さ
に
そ
の
「
他
界
性
」
に
よ
っ
て
襲
わ
れ
て
い
る
と
し
、

斎
藤
愛
「「
他
界
」
の
力
と
言
葉
の
力
の
拮
抗

泉
鏡
花
『
山
海
評
判

記
』
を
読
む
」（『
都
大
論
究
』
平
成
六
年
六
月
）
は
「
小
説
を
書
く
と
い

う
営
み
」
に
繫
が
る
、
矢
野
の
「
存
在
理
由
で
あ
る
、
言
葉
に
よ
る
世
界

の
相
の
言
い
取
り
」
に
よ
っ
て
綾
羽
を
「『
他
界
』
へ
押
し
や
っ
た
」
罪

を
指
摘
す
る
。
ま
た
清
水
潤
「
泉
鏡
花
「
山
海
評
判
記
」
に
つ
い
て
の
一

展
望

構
成
と
主
題
性
を
巡
っ
て

」（『
都
大
論
究
』
平
成
十
二
年

六
月
）
は
「「
産
む
」
と
い
う
営
為
の
擬
態
と
し
て
の
「
書
く
」
と
い
う

営
為
を
、
自
己
の
天
職
と
信
奉
し
て
遂
行
し
て
い
た
男
性
作
家
・
矢
野

は
、
女
性
た
ち
の
本
来
的
な
「
産
む
」
性
と
真
っ
向
か
ら
対
峙
す
る
に
際

し
、
無
力
を
露
呈
し
て
自
己
の
営
為
の
詐
称
性
を
認
識
さ
せ
ら
れ
る
」
と

し
て
、
そ
こ
に
鏡
花
と
矢
野
の
差
異
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上

に
見
て
き
た
「
山
海
評
判
記
」
の
物
語
構
造
は
、
こ
れ
を
「
断
罪
」
と
す

る
理
解
と
は
異
な
る
文
脈
を
読
者
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
本
作
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
絵
画
や
芸
能
と
い
っ
た
表
現
様
式
に
対

置
さ
れ
る

近
代
小
説

と
い
う
表
現
の
内
実
へ
の
本
質
的
な
問
い
で
あ

り
、
そ
れ
は
一
方
に
よ
る
一
方
の
否
定
・
断
罪
と
い
う
図
式
に
収
ま
る
も

の
で
は
な
い
。

本
作
を
形
づ
く
る
物
語
の
二
つ
の
軸
、

矢
野
の
物
語

と

綾
羽
の

物
語

の
関
係
性
に
つ
い
て
先
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
に
加
え
て
「
山
海
評

判
記
」
と
い
う
物
語
全
体
を
語
る
語
り
手
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
も
、
作
家
・
矢
野
と
同
業
者
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
こ
の

語
り
手
に
よ
り
、
作
品
に
さ
ら
な
る
包
摂
関
係
が
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
点
で
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
語
り
手
と
矢
野
の
関
係
で

あ
る
。名

告
る
の
を
惜
ん
だ
の
で
も
、
客
の
た
め
に
自
重
し
た
の
で
も
何
で

も
な
い
。
矢
野
誓
と
言
ふ
、
名
の
確
な
…
…
品
行
の
ほ
ど
は
よ
く
は

分
ら
な
い
が
、
仕
事
は
世
が
柔
か
い
も
の
と
す
る
、
小
説
の
作
者
で

あ
る
。
明
け
て
言
へ
ば
、
わ
れ
〳
〵
の
な
か
ま
で
あ
る
。
年
紀
ね
ん
き

は
、

筆
者
な
ど
よ
り
少
い
が
、
伎う
倆で
は
好
い
。
一
段
の
先
輩
で
、
真ほん
個たう

は
、
い
き
な
り
古
狸
の
対
手
に
す
る
の
は
、
気
の
毒
な
人ひと
品がら
で
あ

る
。

そ
の
呼
声
）

こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
あ
る
と
き
に
は
矢
野
へ
の
批
評
を
加
え
な
が
ら

三
人
称
視
点
で
物
語
を
進
め
て
お
り
、
矢
野
は
語
り
手
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
別
人
格
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
尾

崎
紅
葉
と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
矢
野
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
矢
野
と
関
わ
り

の
深
い
作
家
と
し
て
久
保
田
万
太
郎
、
水
上
瀧
太
郎
、
里
見
弴
、
谷
崎
潤

一
郎
と
い
っ
た
同
時
代
作
家
へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
、
矢
野
と
鏡
花
の
経

歴
の
一
致
な
ど
、
矢
野
に
は
明
ら
か
に
作
者
・
鏡
花
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね

ら
れ
て

15
）

い
る
。
そ
の
意
味
で
、
語
り
手
と
矢
野
は
ま
さ
に
共
犯
関
係
に
あ

り
、
そ
こ
に
は
「
潜
在
的
な
一
人
称
」
と
も
い
う
べ
き
視
点
が
成
立
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
作
品
全
体
の
構
造
を
、
私
た
ち
は
雪
岱
の
挿
絵
か
ら
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
雪
岱
挿
絵
に
関
し
て
焦
点
を
あ
て
た
の
は
雪

岱
に
よ
っ
て
「
描
か
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
が
、「
山
海
評
判
記
」
雪
岱

挿
絵
に
お
い
て
は
、
同
時
に
「
描
か
れ
な
か
っ
た
も
の
」
に
つ
い
て
も
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
描
か
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら

れ
る
の
が
、
主
人
公
で
あ
る
矢
野
の
姿
で
あ
る
。
矢
野
が
描
か
れ
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
先
の
「
潜
在
的
な
一
人
称
」
の
構
図
と
恐
ら
く
関
係
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
連
載
第
一
回
の
挿
絵
で
あ
る
《
図
33
》
は
到
着

し
た
宿
の
実
景
で
あ
る
と
同
時
に
、
衣
桁
の
置
か
れ
た
次
の
間
へ
の
矢
野

の
視
線
を
再
現
し
た

16
）

も
の
と
い
え
る
。
矢
野
の
視
線
を
読
者
に
見
せ
る
試

み
は
、
作
中
に
度
々
登
場
す
る
。《
図
34
》
に
は
「
女
湯
の
方
が
、
手
前

に
あ
つ
て
、
通
り
が
か
り
の
洗
面
所
と
真
向
の
や
う
に
成
つ
て
居
る
」
と

矢
野
が
語
る
宿
の
廊
下
の
構
図
が
な
ぞ
ら
れ
、
さ
ら
に
女
湯
の
戸
に
ほ
っ

そ
り
と
女
の
指
が
か
か
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
雪
岱
は

主
人
公
で
あ
る
矢
野
を
描
か
ず
、
彼
の
視
線
に
寄
り
添
う
こ
と
で
、
物
語

の
語
り
手
と
も
な
り
得
る
彼
の
立
ち
位
置
を
読
者
に
示
し
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
語
り
手
、
及
び

物
語

の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
で
見
え

て
く
る
の
は
、
作
品
の
二
つ
の
軸
を
包
摂
す
る
視
座
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま

れ
る
力
で
あ
る
。
本
作
に
は
、

矢
野
の
物
語

と

綾
羽
の
物
語

の

み
な
ら
ず
、
細
部
を
見
る
と
「
山
海
評
判
記
」
と
い
う
大
き
な
う
ね
り
に

引
き
込
ま
れ
る
数
々
の
物
語
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
俯
瞰
す
る
語

り
手
に
よ
る
物
語
の
層
が
あ
り
、
こ
れ
に
加
え
て
雪
岱
が
独
自
に
展
開
す

る

物
語

の
層
が
重
な
る
。
読
者
は
こ
れ
ら
の
幾
重
も
の
層
と
そ
の
応

答
を
通
し
て
、
錯
雑
た
る

物
語

の
力
を
感
じ
取
る
こ
と
に
な
る
。
次

は
作
品
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
。

客

旅
館

と
続
け
る
と
、
何
う
や
ら
心
持
ち
が
道
中
ら
し
く

成
る
。
…
…
其
処
で
、
道
の
記
は
、（
男
も
す
る
と
い
ふ
日
記
と
い

ふ
も
の
を
、
女
も
し
て
見
ん
と
て
す
る
な
り
。）
ご
ろ
か
ら
、
汁
だ
、

だ
と
、
直
ぐ
食
ひ
も
の
に
箸
を
つ
け
る
事
は
そ
の
昔
の
堂
上
方
を

は
じ
め
、
江
戸
時
代
の
文
人
騒
客
に
至
る
ま
で
、
余
り
し
な
い
事
に

成
つ
て
居
る
。

ゆ
う
浪
）

こ
の
よ
う
に
、「
山
海
評
判
記
」
の
語
り
は
、『
土
佐
日
記
』
に
は
じ
ま

り
、
能
や
歌
舞
伎
、
和
歌
、
軍
記
、
伝
承
、
童
唄
、
さ
ら
に
は
過
去
の
鏡

花

17
）

作
品
ま
で
様
々
な
物
語
世
界
を
引
き
込
ん
で
ゆ
き
、
そ
れ
ら
と
の
応
答

の
中
で
独
自
の

物
語

を
紡
い
で
ゆ
く
。
そ
し
て
雪
岱
も
ま
た
、
こ
う

し
た
作
品
の
あ
り
方
に
意
識
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
作

中
に
引
用
さ
れ
る
物
語
を
雪
岱
は
積
極
的
に
可
視
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。「
長
太
居
る
か
」
の
声
を
聞
い
た
矢
野
が
闇
の
中
に
思
い
浮
か
べ
る

伝
説
中
の
「
玉
菊
花
魁
」
の
姿
（《
図
35
》）、
安
場
が
語
る
和
倉
の
「
幻

の
喜
見
城
に
、
珊
瑚
の
根
が
生
え
た
景
色
」（《
図
36
》）
な
ど
が
こ
れ
に

あ
た
る
が
、
な
か
で
も
《
図
37
》
は
、
馬
士
た
ち
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
矢

野
が
李
枝
と
の
心
中
を
覚
悟
す
る
作
品
中
で
最
も
盛
り
上
が
り
を
み
せ
る

場
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
矢
野
た
ち
の
現
状
を
示
す
挿
絵
は
充
て

が
わ
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
、
筋
と
は
直
接
的
な
関
係
を
も
た
な
い
、
矢
野

が
ふ
と
思
い
出
し
た
虎
に
食
わ
れ
る
女
性
を
め
ぐ
る
「
支
那
の
昔
」
の
物

語
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
雪
岱
が
作
品
の
本
筋
よ
り

も
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
物
語
を
読
者
に
見
せ
る
こ
と
に
意
を
用
い
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

同
様
に
、
雪
岱
は
本
文
で
言
及
さ
れ
な
い
古
典
作
品
の
図
像
も
し
ば
し
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ば
挿
絵
に
引
用
す
る
。

長
太

伝
説

が
語
ら
れ
る
際
に
は
金
平
浄
瑠

璃
を
想
わ
せ
る
図
像
（《
図
38
》）、
先
の
「
玉
菊
花
魁
」
に
は
渓
斎
英
泉

の
美
人
画
を
模
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
（《
図
39
》）、
李
枝
の
家
の
貼

交
屛
風
に
は
月
岡
芳
年
、
歌
川
国
周
の
役
者
絵
（《
図
40
》）、
数
枝
が
口

に
す
る
皿
屋
敷
の
怪
談
へ
の
対
応
と
し
て
歌
川
国
周
の
役
者
絵
を
想
わ
せ

る
も
の
（《
図
41
》）、
宿
で
書
き
も
の
を
す
る
李
枝
の
姿
に
は
歌
川
国
貞

に
よ
る
『

紫
田
舎
源
氏
』
の
挿
絵
（《
図
42
》）、「
歌
仙
貝
」
の
名
所
・

富
来
へ
の
ド
ラ
イ
ブ
の
冒
頭
に
は
三
十
六
歌
仙
絵
巻
（《
図
43
》）、
そ
の

途
中
で
子
ど
も
た
ち
が
「
蛙
が
高
ら
か
に
鳴
く
」
よ
う
に
声
を
あ
げ
る
場

面
に
は
鳥
獣
人
物
戯
画
の
一
部
を
改
変
し
た
も
の
（《
図
44
》）
と
い
う
よ

う
に
、
鏡
花
が
触
れ
て
い
な
い
物
語
ま
で
入
れ
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ

る
。
小
説
家
・
矢
野
の
「
視
覚
」
を
中
心
化
す
る
実
体
論
的
な
認
識
と
は

異
な
る
視
覚
の
あ
り
よ
う
を
、
雪
岱
は
独
自
の

物
語

と
し
て
「
山
海

評
判
記
」
に
導
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

一
方
、
以
上
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
る
図
像
は
登
場
人
物
の
代
替
と
し
て

も
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
雪
岱
に
よ
っ
て
描
か
れ

な
か
っ
た
も
の
と
し
て
先
に
矢
野
の
姿
を
挙
げ
た
が
、
同
じ
く
主
要
人
物

で
あ
る
李
枝
と
綾
羽
の
姿
も
ま
た
、
挿
絵
に
は
描
か
れ
な
い
。
し
か
し
こ

の
二
人
に
は
紫
式
部
や
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
、
西
王
母
の
よ
う
に
、
歴
史
や
伝

承
と
い
っ
た
既
存
の
物
語
上
の
姿
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
彼
女

た
ち
は
個
か
ら
脱
却
し
、
一
種
の
普
遍
性
の
中
に
そ
の
存
在
を
重
ね
て
ゆ

く
。
こ
の
よ
う
に
人
々
を
類
似
性
に
よ
っ
て
重
ね
、
輪
郭
を
溶
か
し
、
繫

げ
て
ゆ
く
営
み
は
、
作
品
末
尾
で
工
女
を
車
に
乗
せ
て
や
り
な
が
ら
、
先

日
酒
屋
で
聴
き
続
け
た
機
織
の
音
の
主
の
姿
を
彼
女
に
重
ね
る
矢
野
の
思

考
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

聞
け
ば
、
い
か
に
も
と
頷
か
れ
る
。
一
目
の
其
の
容
子
を
視
て
さ

へ
、
確
に
然
う
ら
し
く
思
は
れ
た
。

の
み
な
ら
ず
…
…
前
日
、
床
し
く
可なつ
懐かし
い
ま
で
、
機
の
音
を
聞
い

た
矢
野
の
直
覚
と
で
も
言
は
ゞ
言
ふ
べ
き
想
像
で
は
、
そ
れ
が
今
し

が
た
通
抜
け
て
来
た
、
而
し
て
、
あ
の
日
の
女
房
も
居
合
は
さ
な
い

で
、
筧
の
水
に
も
、
ふ
と
街
道
の
寂
し
さ
を
感
じ
た
、
白
浜
橋
こ
な

た
の
小
さ
な
飲の
食み
店や
の
納
戸
に
、
人
目
を
避
け
る
や
う
に
し
て
居
る

と
い
ふ
、
其
の
婦
で
は
な
い
か
、
と
さ
へ
思
つ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
い
は
れ
の
な
い
、
余
り
物
語
風
な
当
推
量
で
あ
ら
う
も

知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
偶
然
は
、
時
に
奇
遇
を
生
ず
る
、
…
…
わ

け
て
音
の
み
の
梭をさ
の
響
き
は
、
伝
説
と
事
実
を
織
り
ま
ぜ
て
、
し
ば

〳
〵
落
莫
の
野
山
を
彩
る
…
…
断
じ
て
、
其
の
娘
で
な
い
と
誰
が
言

ひ
得
よ
う
。

歌
仙
貝
）

「
伝
説
と
事
実
を
織
り
ま
ぜ
」
た
「
い
は
れ
の
な
い
」「
物
語
風
な
当
推

量
」
は
、
作
中
で
多
分
に
発
揮
さ
れ
、
語
り
手
あ
る
い
は
聞
き
手
の
連
想

を
介
し
て
、
物
語
は
物
語
を
引
き
込
ん
で
ゆ
く
。

先
に
雪
岱
挿
絵
に
お
け
る
綾
羽
と
李
枝
の
結
び
つ
き
を
述
べ
た
が
、
矢

野
を
取
り
巻
く
二
人
の
女
は
白
と
い

18
）

う
色
、
あ
る
い
は
天
女
、
龍
宮
の
乙

姫
、
織
姫
な
ど
の
姿
に
重
ね
ら
れ
、
そ
の
比
喩
を
共
有
す
る
こ
と
で
相
互

に
結
ば
れ
る
。
ま
た
、
綾
羽
が
身
を
置
く
能
登
、
李
枝
が
矢
野
を
誘
っ
た

東
京
「
不
忍
の
池
」
は
龍
宮
の
比
喩
を
介
し
て
繫
が
れ
、
李
枝
の
和
倉
到

着
の
際
「
此
の
海
が
、
パ
ツ
と
不
忍
の
池
に
見
え
た
ん
だ
よ
。
向
ふ
の
嶋

に
、
龍
宮
の
や
う
な
お
堂
が
見
え
て
ね
」
と
矢
野
が
語
る
よ
う
に
、
遠
く

離
れ
た
土
地
は
連
想
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
。
矢
野
が
和
倉
に
至
る
ま
で
に

通
っ
て
き
た
土
地
を
列
挙
し
、「
其
処
で
聞
い
た
お
な
じ
や
う
な
湯
女
唄
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が
、
蒼
海
の
夜
の
波
に
、
両
方
で
、
と
け
て
、
も
つ
れ
て
、
結
ば
つ
て
、

ま
た
解
け
て
…
…
」
と
語
り
つ
つ
宿
の
廊
下
か
ら
聞
こ
え
る
「
長
太
居
る

か
」
の
声
を
聞
く
よ
う
に
、
土
地
や
人
、
そ
れ
ら
に
宿
る
物
語
は
、「
解

け
」「
結
ば
つ
て
」
つ
い
に
は
矢
野
が
宿
の
窓
か
ら

三
人
の
女

を
見

た
と
き
に
襲
わ
れ
た
よ
う
な
、「
場
所
は
一
体
、
和
倉
な
の
か
、
何
処
か
、

遠
い
嶋
の
面
影
か
、
前
世
の
幻
か
」「
自
分
な
が
ら
怪
し
く
な
る
」
世
界

が
作
中
に
現
出
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
構
造
を
踏
ま
え
た
上
で
先
の
綾
羽
ら
か
ら
の
問
い
を
再
び
見

て
み
た
い
。「
い
か
に
作
家
、
冷
静
に
唄
の
批
判
を
為
し
得
る
か
」

こ

の
一
文
は
綾
羽
ら
の
唄
と
は
区
分
さ
れ
る
形
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、
よ
っ

て
こ
れ
は
綾
羽
側
か
ら
の
問
い
で
あ
る
と
同
時
に
語
り
手
か
ら
の
問
い
で

あ
り
、
そ
こ
に
潜
在
的
一
人
称
の
構
造
を
重
ね
れ
ば
、
そ
れ
は
小
説
家
・

矢
野
の
自
ら
へ
の
問
い
で
も
あ
り
、
ひ
い
て
は
鏡
花
自
身
へ
の
問
い
と
も

な
る
。
何
よ
り
も
、
こ
の
問
い
が
「
作
家
」
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

既
に
み
た
よ
う
に
、
矢
野
に
と
っ
て
、
生
き
る
こ
と
は
書
く
こ
と
と
同

義
で
あ
っ
た
。「
あ
ゝ
、
い
ろ
〳
〵
の
世
を
す
ご
し
て
来
た
」
と
い
う
感

慨
と
と
も
に
見
つ
め
る
白
山
、
つ
ま
り
中
継
地
点
で
あ
る
能
登
に
立
つ
矢

野
に
と
っ
て
の
「
前
途
ゆ
く
て

」
は
、
や
は
り

書
く
こ
と

と
と
も
に
あ
る
。

こ
の
と
き
矢
野
は
「
倶
利
伽
羅
を
続
き
に
、
雲
の
立
山
を
通
し
て
」
次
第

に
奥
州
の
山
々
に
思
い
を
馳
せ
る
。
つ
ま
り
「
い
ろ
〳
〵
の
世
を
す
ご
し

て
来
た
」
と
し
て
振
り
返
る
山
々
は
、
故
郷
加
賀
を
起
点
と
し
て
現
在
に

至
る
自
ら
の
表
現
史
に
重
な
る
。
と
す
れ
ば
、
筆
を
も
つ
右
手
を
「
愛
撫

し
且
つ
精
励
す
る
や
う
に
」
し
つ
つ
「
白
山
は
尚
ほ
高
い
」「
前
途
は
遠

い
」
と
い
う
感
慨
を
抱
い
て
見
詰
め
る
「
白
山
」
と
は
、
な
お
先
に
あ
り

得
べ
き
表
現
形
態
の
表
象
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
そ
の
前
途
へ
の
過
程

に
お
い
て
、
彼
が
綾
羽
ら
の
問
い
に
明
確
な
答
え
を
出
せ
ぬ
葛
藤
の
う
ち

に
あ
る
こ
と
は
、
綾
羽
ら
の
問
い
の
ま
ま
に
閉
ざ
さ
れ
る
作
品
末
尾
が
示

唆
し
て
い
る
。

李
枝
に
口
述
筆
記
を
頼
み
矢
野
が
語
ろ
う
と
し
た
の
は
、
新
聞
に
掲
載

さ
れ
る

小
説

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
山
海
評
判
記
」
と
い
う

新
聞
連
載
小
説
に
包
摂
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
本
作
が
取
り
込
ん
だ
の
は

綾
羽
の
物
語

の
み
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
綾
羽
ら
が
展
開
す
る
「
絵

巻
物
」
と
し
て
の

物
語

が
あ
り
、
そ
し
て
連
想
に
よ
っ
て
引
き
込
ま

れ
て
ゆ
く
幾
多
の

物
語

が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の

物
語

を
俯
瞰
す

る
語
り
手
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
の
が
小
説
「
山
海
評
判
記
」
の
作
品
世
界

で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
雪
岱
挿
絵
と
い
う
独
自
の

物
語

世
界
が
加

わ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
諸
々
の
形
式
で
あ
り
層
で
あ
る

物
語

を
包
摂

す
る
か
た
ち
で
成
立
す
る
「
山
海
評
判
記
」
は
、
聖
も
俗
も
、
知
も
信
も

す
べ
て
を
抱
え
込
ん
だ
混
沌
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、

物
語

あ
る
い
は

物
語
る
こ
と

が
持
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

と
そ
の
力
と
を
描
き
得
た
と
い
っ
て
よ
い
。

矢
野
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
先
の
問
い
が
、
絵
画
や
芸
能
、
唄
と
い
っ
た

表
現
に
よ
っ
て

近
代
小
説

の
本
質
が
問
わ
れ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

「
山
海
評
判
記
」
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
が
そ
の
問
い
に
十
分
応
え
う
る

力
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
作
の
起
点
で
あ
る
「
長
太
居
る

か
」
の

物
語

が
綾
羽
の
側
に
立
つ
盲
目
の
良
寛
と
、「
智
恵
の
目
」

を
持
つ
小
説
家
・
矢
野
と
の
応
答
に
よ
っ
て
目
を
覚
ま
し
、
新
た
な

物

語

と
し
て
発
動
し
た
よ
う
に
、
本
作
品
は

小
説

と
い
う
表
現
に
よ

っ
て
、

近
代
小
説

と
い
う
枠
組
み
を
越
え
う
る

物
語

の
論
理
に
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触
れ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。「
山
海
評
判
記
」
と
は

物
語

か
ら
の
、
答
え
を
出
せ
な
い
問
い
で
あ
る
。
同
時
に
作
品
は
、

物
語

の
根
源
へ
向
か
う
綾
羽
ら
の
意
志
や
、

小
説

家
・
矢
野
の
葛
藤
を
も
、

包
摂
す
る
か
た
ち
で
成
立
す
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
山
海
評
判
記
」
こ

そ
が

物
語

が
問
う
も
の
に
対
す
る
、
鏡
花
、
雪
岱
に
よ
る
応
答
な
の

で
あ
る
。

注１
）
『
初
稿
・
山
海
評
判
記
』
別
冊
解
説
の
「
校
異
」
で
田
中
励
儀
が
示
す
よ
う

に
、
初
出
と
全
集
の
間
に
は
い
く
つ
か
の
異
同
が
あ
る
が
、
作
品
の
解
釈
に
関

わ
る
大
き
な
も
の
は
な
い
。

２
）

村
松
定
孝
「
鏡
花
小
説
・
戯
曲
解
題
」『
泉
鏡
花
事
典
』
有
精
堂
、
昭
和
五

十
七
年
。

３
）

主
な
も
の
に
、
小
林
輝
冶
「「
山
海
評
判
記
」
成
立
の
背
景

フ
ォ
ー
ク

ロ
ア
の
美
学

」（『
国
語
国
文
学
』
昭
和
五
十
四
年
二
月
）、
中
西
由
紀
子

「「
山
海
評
判
記
」
を
読
む
た
め
に

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
改
訂
再
考

」

（『
近
代
文
学
論
集
』
平
成
十
五
年
十
一
月
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

４
）

安
部
亜
由
美
「「
山
海
評
判
記
」

民
俗
学
と
の
関
わ
り
」（『
国
文
学

解

釈
と
鑑
賞
』
平
成
二
十
一
年
九
月
）
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
そ
も
そ

も
「
巫
女
考
」
は
大
正
初
頭
に
柳
田
が
力
を
注
い
だ
漂
泊
民
研
究
の
一
環
と
し

て
発
表
さ
れ
た
論
考
で
あ
り
、
オ
シ
ラ
神
を
め
ぐ
る
考
察
も
そ
れ
を
持
ち
歩
く

漂
泊
の
巫
女
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
」「
そ
し
て
、
オ
シ
ラ
神
も

こ
の
よ
う
な
「
殆
ど
漂
泊
と
も
言
ふ
べ
き
旅
行
を
以
て
、
権
現
の
信
仰
を
全
国

伝
播
し
た
」（「
オ
シ
ラ
神
」）
巫

た
ち
が
持
ち
歩
い
た
「
白
山
神
明
の
神
根

に
用
立
て
た
移
動
的
霊
位
即
ち
手
草
」（
同
）
で
あ
る
、
と
柳
田
は
推
測
す
る
。

╱
だ
が
、
昭
和
初
年
の
「
オ
シ
ラ
神
の
話
」「
人
形
と
オ
シ
ラ
神
」
で
は
、
こ

の
オ
シ
ラ
神＝

白
山
権
現
説
は
完
全
に
黙
殺
さ
れ
る
」。

５
）

オ
シ
ラ
サ
マ
論
争
」
の
始
ま
り
は
昭
和
三
年
に
柳
田
が
発
表
し
た
「
人
形

舞
は
し
雑
考
」（『
民
俗
芸
術
』
一
月
）、「
オ
シ
ラ
神
の
話
」（『
文
藝
春
秋
』
九

月
）
と
同
年
十
一
、
十
二
月
に
喜
田
が
発
表
し
た
「
オ
シ
ラ
神
に
関
す
る
二
三

の
憶
測

上
）・

下
）」（『
東
北
文
化
研
究
』）
に
お
け
る
見
解
の
相
違
で
あ
る
。

前
者
に
お
い
て
柳
田
は
、
神
ご
と
と
人
形
の
不
可
分
性
を
説
く
終
着
点
と
し
て

オ
シ
ラ
サ
マ
を
用
意
し
、
後
者
に
お
い
て
は
こ
れ
を
さ
ら
に
家
の
神
に
結
び
つ

け
た
。
つ
ま
り
彼
は
「
時
間
と
空
間
と
、
そ
し
て
心
意
の
連
続
性
を
共
有
す
る

精
神
共
同
体
的
な
「
日
本
」
の
す
が
た
」
を
オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
の
中
に
見
出
そ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
喜
田
は
、
柳
田
論
を
評
価
し
な
が
ら
も
オ

シ
ラ
サ
マ
の
起
点
を
「
ア
イ
ヌ
の
宅
神
」
で
あ
る
と
し
た
。「
オ
シ
ラ
サ
マ
を

日
本
信
仰
史
の
な
か
で
普
遍
化
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
柳
田
と
の
あ
い
だ
に
深
い

断
絶
」
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
当
時
柳
田
は
沖
縄
と
東
北
訪
問
を
経
て
、
日
本

は
「
ひ
と
つ
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
強
め
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
基
づ
く
民

俗
学
構
築
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
ん
な
彼
に
と
っ
て
喜
田
の
論
が
受
け
入
れ
ら

れ
る
は
ず
は
な
く
、
翌
年
四
月
「
人
形
と
オ
シ
ラ
神
」（『
民
俗
芸
術
』）
で
痛

烈
に
喜
田
を
批
判
し
て
い
る
。「
オ
シ
ラ
サ
マ
論
争
」
と
は
つ
ま
り
、「
日
本
構

想
」
を
め
ぐ
る
柳
田
と
喜
田
の
衝
突
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
（「
オ
シ

ラ
サ
マ
論
争
」
及
び
論
争
に
お
け
る
柳
田
、
喜
田
の
見
解
の
相
違
に
関
し
て
は

今
石
み
ぎ
わ
「
喜
田
貞
吉
の
み
た
オ
シ
ラ
サ
マ

柳
田
国
男
と
の
論
争
で
な

に
が
み
え
て
く
る
か

」（『
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

研
究
紀
要
』
平
成
十
五
年
三
月
）
を
参
照
し
た
。
引
用
も
こ
れ
に
拠
る
）。

６
）

田
中
励
儀
「『
初
稿
・
山
海
評
判
記
』
解
題
」（『
初
稿
・
山
海
評
判
記
﹇
別

冊
解
説
﹈』）
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「

井
戸
覗
き

の
習
俗
は
、
た
と
え

ば
名
古
屋
は
熱
田
神
宮
の
飛
地
境
内
に
あ
る
摂
社
、
高
座
結
御
子
神
社
に
も
み

ら
れ
る
。「
例
祭
は
六
月
一
日
で
「
子
育
て
神
」、（
中
略
）
こ
の
日
御
井
社
の

井
戸
を
拝
む
と
「
虫
封
じ
」
に
な
る
と
い
う
特
殊
信
仰
も
あ
り
、
俗
に
高
座
の

「
井
戸
の
ぞ
き
」
と
し
て
有
名
で
あ
る
」（
熱
田
神
宮
宮
庁
編
『
熱
田
神
宮
』

平
成
七
年
三
月
二
十
日
、
同
宮
庁
）。
も
と
も
と

井
戸
覗
き

が
子
育
て
に

関
わ
る
習
俗
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
山
海
評
判
記
」
に
お
け
る
女
た
ち

の
懐
胎
は
、
当
初
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
と
み
て
良
い
の
で
は
な
い
か
」。

７
）

尾
崎
紅
葉
「
紅
子
戯
語
」（『
我
楽
多
文
庫
』
明
治
二
十
一
年
十
一
月
）
に
は

「
あ
は
て
た
酸
漿
ぢ
や
な
い
が
よ
く
生
娘
の
腹
へ
這
入
て
微
妙
な
処
を
写
す
と

い
ふ
も
ん
だ
か
ら
」
と
あ
り
、
ま
た
樋
口
一
葉
「
た
け
く
ら
べ
」（『
文
学
界
』
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明
治
二
十
八
年
一
月
）
の
冒
頭
に
は
「
年
増
は
ま
だ
よ
し
、
十
五
六
の
小
癪
な

る
が
酸
漿
ふ
く
ん
で
此
姿
は
と
目
を
ふ
さ
ぐ
人
も
あ
る
べ
し
」
と
吉
原
の
情
景

を
描
く
一
文
が
あ
る
。
ま
た
遊
女
た
ち
の
証
言
を
集
め
た
竹
内
智
恵
子
『
鬼
灯

火
の
実
は
赤
い
よ

遊
女
が
語
る
廓
む
か
し
』（
未
来
社
、
平
成
三
年
五
月
）

の
「
あ
と
が
き
」
に
は
「
鬼
灯
火
は
常
に
子
の
闇
送
り
の
秘
薬
と
さ
れ
」「
廓

の
鬼
追
い
に
も
そ
の
秘
薬
は
用
い
ら
れ
、
鬼
灯
火
の
根
は
貧
し
い
子
持
ち
の
女

達
の
欠
く
事
の
で
き
な
い
密
か
ご
と
の
秘
薬
の
座
を
占
め
て
い
た
」
と
あ
る
。

８
）

柳
田
国
男
「
オ
シ
ラ
神
（
巫
女
考
・
五
）」（『
郷
土
研
究
』
大
正
二
年
七
月
）

に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
今
一
つ
由
来
の
解
ら
ぬ
物
は
巫
女
の
首

に
掛
け
る
数
珠
で
あ
る
。
絵
巻
物
に
あ
る
の
は
さ
ほ
ど
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

今
日
東
北
地
方
の
口
寄
せ
等
が
使
う
数
珠
は
む
や
み
に
長
い
。
長
さ
が
約
十
三

尺
、
無
患
子
の
珠
だ
け
で
も
三
百
三
十
三
箇
、
そ
の
ほ
か
鷲
の
爪
が
四
箇
、
白

い
何
か
の
角
が
四
箇
、
熊
の
牙
や
貂
の
上
顎
な
ど
が
数
箇
、
天
保
銭
や
寛
永
大

銭
を
も
通
し
て
お
く
。（
中
略
）
こ
れ
に
よ
っ
て
考
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る
イ
ラ

タ
カ
の
数
珠
は
梵
語
の
阿
利
叱
迦
か
ら
転
訛
し
た
と
い
う
通
説
は
ち
と
無
理

で
、
イ
ラ
は
す
な
わ
ち
尖
刺
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。（
中
略
）
か

の
地
で
は
こ
れ
を
何
と
い
う
か
聞
か
な
ん
だ
が
、
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
東
北
の

諸
国
で
オ
シ
ラ
神
、
オ
シ
ラ
サ
マ
ま
た
は
シ
ラ
ア
な
ど
と
称
す
る
物
で
、
イ
タ

コ
あ
る
い
は
モ
リ
コ
と
い
う
口
寄
せ
巫
が
持
ち
あ
る
く
木
の
神
体
で
あ
る
」。

９
）

森
田
健
治
「

物
語

の
複
数
性

龍
膽
と
撫
子
」
と
「
山
海
評
判
記
」」

（『
論
集
昭
和
期
の
泉
鏡
花
』
お
う
ふ
う
、
平
成
十
四
年
五
月
）
は
「〞
物
語
〝

の
複
数
性
」
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
を
「
収
斂
さ
せ
る
よ
う
な
「
ほ
ん
と
う
の
物

語
」
な
ど
そ﹅
こ﹅
に
は
な
」
く
、「「
ほ
ん
と
う
の
物
語
」
へ
と
複
数
の
〞
物
語
〝

を
収
斂
す
る
か
し
な
い
か
は
読
者
の
「
想
像
力
」
に
の
み
あ
る
」
と
す
る
。
こ

う
し
た
指
摘
は
作
品
の
本
質
に
迫
る
、
首
肯
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
各
〞
物
語
〝
が
互
い
を
「
徹
底
的
に
阻
害
」
す
る
「
独
立
的
」
な
も
の

で
、「〞
物
語
〝
の
複
数
性
を
維
持
し
つ
つ
小
説
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
へ
の
困

難
」
の
結
果
「
想
像
力
」
へ
と
「
テ
ク
ス
ト
」
が
「
開
」
か
れ
る
、
と
さ
れ
る

の
と
は
異
な
る
構
造
、
及
び
意
志
を
本
作
品
が
有
し
て
い
る
と
本
論
は
考
え

る
。

10
）
《
図
11
〜
13
》
の
引
用
は
慶
應
義
塾
大
学
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
蔵
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
版
『
時
事
新
報
』
に
拠
る
。

11
）

杲
由
美
「
挿
絵
の
機
能

新
聞
小
説
と
し
て
の
「
山
海
評
判
記
」」『
論
集

昭
和
期
の
泉
鏡
花
』
お
う
ふ
う
、
平
成
十
四
年
五
月
。

12
）

杲
由
美
、
前
掲
論
文
。

13
）

田
中
励
儀
、
前
掲
論
文
。

14
）

か
つ
て
矢
野
が
三
羽
の
雀
を
救
っ
た
際
、
巫
女
が
雀
の
目
を
潰
す
よ
う
要
求

し
た
こ
と
、
作
品
最
終
部
に
現
わ
れ
矢
野
ら
を
救
う
「
白
山
の
お
使
者
」
が
馬

子
ら
の
目
を
突
い
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
し
て
綾
羽
ら
の
集
団
に
近
づ
い
て
い
く
の

が
盲
目
の
良
勘
で
あ
る
こ
と
も
こ
れ
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

15
）

村
松
定
孝
（
前
掲
論
文
）
は
「
私
小
説
的
要
素
の
混
入
と
も
い
う
べ
き
叙
述

が
、
巧
み
に
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
に
よ
り
「
読
者
に
、
矢
野
こ
そ
鏡
花

そ
の
人
だ
と
い
う
迫
真
性
を
与
え
る
効
果
を
は
た
し
て
い
る
」
と
し
、
清
水
潤

（「
小
説
家
の
眼
差
し
の
彼
方
に

視
線
の
ド
ラ
マ
と
し
て
の
泉
鏡
花
「
山

海
評
判
記
」」『
物
語
研
究
』
平
成
二
十
二
年
三
月
）
は
「
鏡
花
は
矢
野
に
自
己

の
分
身
的
側
面
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
単
な
る
荒
唐
無
稽
な
絵
空
事
と
も
見
ら

れ
か
ね
な
い
そ
の
言
動
に
対
し
、
一
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
付
与
し
よ
う
と
目

論
ん
だ
」
と
す
る
。

16
）

こ
の
図
が
矢
野
の
視
線
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
異
な
る
文
脈
な
が

ら
既
に
杲
由
美
（
前
掲
論
文
）
が
指
摘
し
て
い
る
。

17
）

矢
野
が
三
羽
の
雀
を
め
ぐ
り
巫
女
と
対
峙
し
た
際
の
文
に
以
下
の
よ
う
に
あ

る
。「
胆
が
据
つ
た
よ
。
こ
れ
に
は
覚
え
が
あ
る
。

あ
る
其
の
私
立
女
学

校
の
校
長
婆
々
が
、
嫉
妬
で
、
う
つ
く
し
い
、
お
と
な
し
い
嫁
さ
ん
を
、
陰
険

に
、
残
忍
に
苛
め
る
奴
が
、
身
体
の
弱
い
の
は
、
も
の
ゝ
祟
り
だ
、
と
云
つ

て
、
嫁
さ
ん
を
田
舎
の
修
験
者
の
許
へ
連
出
し
て
、
釣
し
て
松
葉
燻
に
か
け
よ

う
と
す
る
途
中
、
俄
雨
に
逢
つ
て

然
う
だ
、
一
寸
恁
う
い
つ
た
形
の
飲
食

屋
へ
入
つ
た
の
に
、
私
た
ち
が
、
三
人
で
落
合
つ
た
事
が
あ
る
。
飲
ん
で
居
た

私
た
ち
を
蔑
ん
だ
面
を
す
る
、
校
長
婆
の
見
る
前
で
、
三
人
が
、
故
と
手
水
鉢

を
大
降
り
の
雨
樋
で
洗
つ
て
、
二
升
酒
を
打
ち
込
ん
で
。
ま
は
し
の
み
に
、
か

ツ
く
ら
つ
た
」。
こ
の
手
水
鉢
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ド
ラ
イ
ブ
前
に
三
人
の
女
を

見
た
矢
野
が
自
ら
を
奮
い
立
た
せ
る
際
も
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
少
年

行
」（
明
治
三
十
八
年
）
と
筋
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
お
り
、
こ
こ
に
は
不
気
味
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な
三
人
の
女
の
モ
チ
ー
フ
も
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
、
鏡
花
に
は
「
擬
少
年

行
」
と
し
て
「
ゆ
ふ
だ
ち
や
洗
つ
て
酒
を
手
水
鉢
」
と
い
う
句
も
あ
る
。

18
）

白
山
信
仰
と
結
ば
れ
る
綾
羽
が
白
と
い
う
色
と
深
く
関
わ
る
の
は
い
う
ま
で

も
な
い
が
、
李
枝
も
ま
た
、「
白
い
夕
顔
」
の
よ
う
に
そ
の
肉
体
の
「
白
」
さ

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

【
付
記
】

本
論
に
お
け
る
引
用
は
、
断
り
が
な
い
限
り
、
本
文
・
挿
絵
と
も
に
新
聞

連
載
時
の
初
出
型
を
収
録
し
た
田
中
励
儀
編
『
初
稿
・
山
海
評
判
記
』（
国

書
刊
行
会
、
平
成
二
十
六
年
七
月
）
に
拠
る
。

本
論
文
は
昭
和
文
学
会
第
五
十
五
回
研
究
集
会
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月

十
三
日
、
駒
沢
大
学
）
で
の
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
ご
意
見

を
い
た
だ
い
た
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

﹇
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版
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《
図
38
》
①

《
図
38
》
②

金
平
浄
瑠
璃
『
日
本
大
化
物
』
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《
図
40
》
①

《
図
40
》
②

月
岡
芳
年

五
代
目
尾
上
菊
五
郎
の

一
ツ
家
の
老
婆
い
ば
ら
」

《
図
39
》
③

渓
斎
英
泉
「
契
情
道
中
双
ろ
く

土
山

見
立
吉
原
五
十
三
対

丁
子
屋
内

名
山
」

《
図
39
》
②

渓
斎
英
泉
「
雲
龍
打
掛
の
花
魁
」

《
図
39
》
①
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《
図
41
》
③

歌
川
国
周
『
歌
舞
伎
座
中
満
久

皿
屋
鋪
化
粧
姿
鏡
』

部
分
）

《
図
41
》
①

《
図
41
》
②

歌
川
国
周
『
於
菊
亡
魂

市
村
羽
左
衛
門
』

部
分
）
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図
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歌
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国
周
『
戻
橋
恋
の
角
文
字
』
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《
図
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図
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④

『
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
巻
』
伊
勢

《
図
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》
①

《
図
44
》
②
『
鳥
獣
人
物
戯
画
』

甲
巻
（
部
分
）

《
図
42
》
①

《
図
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》
②

歌
川
国
貞
『

紫
田
舎
源
氏

巻
一
』

《
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《
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佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
巻
』
山
部
赤
人



﹇
図
像
出
典
﹈

《
図
38
》

東
京
大
学
附
属
図
書
館
・
情
報
基
盤
セ
ン
タ
ー
「
電
子
版
霞
亭
文
庫
」

（h
ttp
: //k

a
teib

u
n
k
o
.d
l.itc.u

-to
k
y
o
.a
c.jp

/k
a
tei /in

d
ex
 
src

h
.h
tm
l

）

（
参
照

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
七
日
）

《
図
39
》

千
葉
市
美
術
館
編
『「
浮
世
絵
師
溪
斎
英
泉
」
展
図
録
』
千
葉
市
美
術
館
、
平

成
二
十
四
年
五
月
。

《
図
40
》月
岡
芳
年
作
品：
太
田
美
術
館
編
『
没
後
一
二
〇
年
記
念

月
岡
芳
年
』
太
田

美
術
館
、
平
成
二
十
四
年
十
月
、
歌
川
国
周
作
品：

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」（h

ttp
: //

w
w
w
.en
p
a
k
u
.w
a
sed

a
.a
c.jp

/d
b
/

）（
参
照

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
七

日
）

《
図
41
》

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
・
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
」（h

ttp
: //w

w
w
.en
p
a
k
u
.w
a
sed

a
.a
c.jp

/d
b
/

）（
参
照

平

成
二
十
七
年
九
月
二
十
七
日
）

《
図
42
》

早
稲
田
大
学
図
書
館
特
別
資
料
室
「
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

（h
ttp
: //w

w
w
.w
u
l.w
a
sed

a
.a
c.jp

/k
o
ten

sek
i /in

d
ex
.h
tm
l

）
（
参
照

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
七
日
）

《
図
43
》

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
『
開
館
二
十
五
周
年
記
念
展

三
十
六
歌
仙
絵

佐

竹
本
を
中
心
に
』
昭
和
六
十
一
年
九
月
。

《
図
44
》

東
京
国
立
博
物
館
、
朝
日
新
聞
社
編
『
特
別
展
「
鳥
獣
戯
画
｜
京
都
高
山
寺

の
至
宝
｜
」』
朝
日
新
聞
社
、
平
成
二
十
七
年
四
月
。
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