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近
代
日
本
研
究
第
二
十
八
巻

(

二
〇
一
一
年)

特
集
２

事
典
が
ひ
ら
く
新
た
な
世
界

御
用
！
御
用
だ
！

関

場

武

は
じ
め
に

こ
の
た
び｢

慶
應
義
塾
史
事
典｣

に
続
い
て｢
福
沢
諭
吉
事
典｣

が
目
出
度
く
完
成
、
刊
行
さ
れ
た
。
慶
應
義
塾
関
係
者
に
と
っ

て
、
ま
た
福
沢
研
究
者
・
諭
吉
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
短
時
日
の
間
に
精
力
的
か
つ
堅
実
に
編
集
作
業
を

進
め
ら
れ
た
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
す
る
担
当
者
各
位
な
ら
び
に
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
に
敬
意
を
表
す
る
も

の
で
あ
る
。
辞
書
・
事
典
と
い
う
も
の
は
、
刊
行
さ
れ
た
時
に
は
既
に
旧
く
な
っ
て
い
る
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
、

誤
り
や
不
正
確
な
点
、
誤
植
も
、
校
正
の
際
に
は
気
が
付
か
な
く
、
出
来
上
が
っ
た
も
の
を
や
れ
嬉
し
や
と
開
い
て
み
る
と
、
途

端
に
見
つ
か
る
も
の
。
校
正
の
七
不
思
議
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
だ
活
版
印
刷
の
時
代
で
あ
っ
た
が
、
小
生
も
か
つ
て
辞
書
に
関
す

る
論
考
で
、｢

漢
字｣

が
何
故
か
す
べ
て

｢

漠
字｣

に
な
っ
て
お
り
愕
然
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
と
申
し
て
今
回
上
記
両
事
典
に
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何
か
過
誤
を
見
つ
け
た
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
無
い
。
も
し
万
一
見
付
か
っ
た
と
し
て
も
落
ち
込
む
必
要
は
無
く
、
再
刷
り
、

再
版
の
機
会
を
捉
え
て
訂
正
、
追
加
な
さ
れ
ば
よ
く
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
時
期
を
見
て
、
こ
の

｢

近
代
日
本
研
究｣

や

｢

福
沢
研

究
セ
ン
タ
ー
通
信｣

、
Ｈ
Ｐ
等
に
正
誤
表
や
追
加
情
報
を
お
載
せ
に
な
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
。
先
日
正
誤
表
を
お
送
り
頂
い

た
が
、
名
前
が
判
明
し
て
い
る
購
入
者
に
送
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
手
段
で
あ
る
。
執
筆
者
が
多
い
辞
書
・
事
典
の
表
記
の
統
一

は
大
変
な
作
業
で
あ
る
。
矢
面
に
立
と
う
と
も
或
る
一
人
の
人
物
が
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
を
通
覧
し
、
あ
ら
か
じ
め
原
稿
依
頼

の
際
に
執
筆
者
た
ち
に
通
知
し
て
お
い
た
一
定
の
基
準
に
則
っ
て
、
整
理
・
統
一
を
し
て
行
く
。
こ
れ
で
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
と
か

色
々
と
自
己
主
張
す
る
ひ
と
た
ち
は
無
視
を
す
る
。
執
筆
依
頼
の
時
に
、｢

な
お
、
表
記
等
に
つ
き
ま
し
て
は
最
終
的
に
編
集
部

で
統
一
を
取
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
悪
し
か
ら
ず
御
諒
承
を
賜
わ
り
た
く
存
じ
ま
す｣

と
い
う
一
文
を
添
え
て
お
く
の
も
手
で
あ
る
。

そ
の
位
で
な
い
と
如
何
し
て
も
で
こ
ぼ
こ
が
生
じ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
拙
稿
で
言
え
ば
、｢

漢
字
は
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
に｣

と
い
う
方
針
で
あ
る
の
で
、
せ
っ
か
く
苦
労
し
て
原
資
料
に
当
り
、
そ
の
通
り
の
表
記

(

旧
字
体)

に
し
た
の
に
、
と
思
っ
て
も

致
し
方
な
い
。
精
密
さ
を
競
う
資
料
集
で
あ
れ
ば
話
は
別
だ
が
、
ぐ
っ
と
堪
え
て
、
あ
、
そ
う
で
す
か
、
ハ
イ
ハ
イ
と
従
う
の
が

よ
い
の
で
あ
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
生
じ
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
か
で
あ
る
が
、
そ
う
な
っ
た
ら
記
述
に
精
粗
の
差
や
表
記

に
不
統
一
が
あ
る
の
が
こ
の
書
物
の
特
徴
、
個
性
で
あ
る
と
居
直
っ
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
再
度
申
し
上
げ
る
が
、
今
回
の

二
つ
の
事
典
が
そ
う
で
あ
る
と
申
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て
無
い
。
や
や
き
つ
い
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
小
生
の
過
去

の
経
験
か
ら
、
万
一
、
今
後
の
参
考
に
で
も
な
れ
ば
と
申
し
上
げ
た
次
第
で
あ
る
。

Ⅰ
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さ
て
、
辞
書
・
事
典
を
語
る
と
き
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
例
の
Ａ
・
ビ
ア
ス
の

｢

悪
魔
の

辞
典｣

の
辞
書
、
辞
書
編
纂
者
の
項
目

(

１)

お
よ
び
、
辞
典
、
字
典
、
事
典
の
違
い
に
つ
い
て
の
説
明
。
前
者
は
と
も
か
く
、
後
者
に

つ
い
て
は
、(

１)

【
辞
書
・
辞
典
】
五
〇
音
順
や
イ
ロ
ハ
順
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
と
い
っ
た
一
定
の
基
準
に
基
づ
き
こ
と
ば
を

排
列
し
、
そ
の
意
味
や
用
法
等
を
説
明
し
て
あ
る
書
物：

こ
と
ば
て
ん
、(

２)

【
字
書
・
字
典
】
部
首
別
、
画
引
き
、
字
音
・
字

訓
別
な
ど
一
定
の
基
準
に
よ
り
漢
字
を
排
列
し
、
そ
の
字
義
や
用
法
等
を
説
明
し
て
あ
る
書
物：

も
じ
て
ん
、(

３)

【
事
典
・
事

彙
】
分
野
別
あ
る
い
は
五
〇
音
順
等
一
定
の
基
準
で
事
柄
・
事
物
を
排
列
し
説
明
し
て
あ
る
書
物：

こ
と
て
ん
、
百
科
事
典
な
ど

と
説
明
す
る
の
が
普
通
で
あ
る

(

２)

。
こ
の
分
類
は
勿
論
妥
当
で
あ
る
が
、
新
旧
の
辞
書
・
事
典
類
の
す
べ
て
が
、
截
然
と
こ
の
三
分

類
の
中
の
一
つ
に
当
て
嵌
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。(

１)

と

(

２)

と
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
も
の
や
、(

１)

か
ら

(

３)

ま
で

が
一
体
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、｢

辞
典｣

｢

事
典｣

と
銘
打
ち
な
が
ら
排
列
基
準
が
曖
昧
で
、
辞
書
の
体
を
成
し
て
い
な
い

も
の
も
数
多
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
、｢

ヤ
バ
イ｣

と
い
う
こ
と
ば
が
流
行
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
文
献
で
見
る
限
り
江
戸
時
代
の
後
期
か
ら

あ
る
が
、
ヤ
バ
イ
方
面
す
な
わ
ち
ア
ウ
ト
ロ
ー
か
ら
出
た
語
で
、
本
来
は
良
い
意
味
に
使
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い

(

３)

。
と
こ
ろ
が
今
、

若
い
娘
さ
ん
達
を
中
心
と
す
る
若
者
達
は
、
良
い
意
味
に
も
悪
い
意
味
に
も
使
い
、
す
べ
て
を
ヤ
バ
イ
で
済
ま
す
。
ヤ
バ
イ
単
独
、

あ
る
い
は
マ
ジ
・
か
わ
い
い
・
ヤ
バ
イ
の
三
セ
ッ
ト
で
日
を
暮
ら
す
者
す
ら
居
る
。
か
つ
て
家
に
帰
る
と
風
呂
・
メ
シ
・
寝
る
の

三
語
で
済
ま
す
お
父
さ
ん
達
が
居
た
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
決
し
て
若
く
な
い
小
生
も
つ
い

｢

ヤ
バ
イ
！

｢

近
代
日
本
研

究｣

の
原
稿
の
締
め
切
り
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
！｣

等
と
使
っ
て
し
ま
う
程
で
あ
る
。
実
は
辞
書
・
事
典
に
も
ヤ
バ
イ
も
の
が
あ

る
。
検
閲
制
度
厳
し
き
頃
、
思
想
用
語
辞
典
で
な
く
と
も
隠
語
辞
典
や
ユ
ー
モ
ア
辞
典
で
ヤ
バ
イ
と
看
做
さ
れ
発
禁
を
食
ら
っ
た

も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
樋
口
麗
陽
著

｢〈

皮
肉
滑
稽
風
刺
諧
謔
〉
抱
腹
絶
倒
辞
典｣

(

大
正
九
〈
一
九
二
〇
〉
年
一
〇
月
大
明
堂
書

御用！ 御用だ！
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店)

。
こ
れ
は
Ａ
・
ビ
ア
ス
張
り
、
イ
ヤ
そ
れ
以
上
の
攻
撃
的
な
皮
肉
を
飛
ば
し
て
い
る
読
む
辞
典
で
あ
る
が
、
表
紙
見
返
し
に

｢
注
意

本
書
の
内
容
中
数
箇
所
欠
句
或
は
全
部
削
除
し
た
る
所
あ
る
は
其
筋
の
注
意
に
よ
り
削
除
し
た
る
も
の
な
り
。｣

と
印
刷

し
た
小
紙
片
が
貼
っ
て
あ
る
。
全
三
百
三
項
の
う
ち
軍
人
の
項
は
全
文
削
除
、
軍
艦
は

｢

国
民
の｣

と
書
き
出
し
た
後
、
空
白
が

続
き

｢
を
す
る
も
の｣

で
閉
じ
て
あ
り
何
の
こ
と
か
全
く
分
か
ら
な
い
。
そ
の
他
、
博
愛
主
義
、
資
本
家
、
労
働
階
級
な
ど
に
も

大
幅
な
削
除
が
見
ら
れ
、
都
合
一
〇
項
目
に
規
制
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
栗
田
書
店
編
輯
部
編

｢

隠
語
辞
典｣

(｢

新
聞
語
辞

典
附
録｣)

は
昭
和
八

(

一
九
三
三)

年
一
二
月
の
初
版
、
一
一
年
一
〇
月
に
改
訂
増
補
版
が
出
、
一
三
年
三
月
二
五
日
に
十
三

版
が
出
て
い
る
が
、｢
天
長
節

旗
日
と
同
じ｣

が
同
月
二
六
日
検
閲
に
引
っ
か
か
り
安
寧
禁
止
と
し
て
三
七
、
三
八
頁
が
切
り

取
ら
れ｢

三
十
七
頁
、
三
十
八
頁
ハ
其
ノ
筋
ノ
注
意
ニ
ヨ
リ
削
除
致
シ
マ
シ
タ
。
御
諒
承
願
ヒ
マ
ス｣

の
紙
片
が
貼
付
し
て
あ
る
。

そ
し
て
、
昭
和
三
年
四
月
の
初
版

(
弘
文
社)

以
降
、
指
導
を
受
け
て
文
字
を
削
っ
た
痕
跡
を
残
し
な
が
ら
結
構
出
回
っ
た
佐
藤

紅
霞

｢

世
界
艶
語
辞
典｣

は
、
昭
和
一
八
年
一
二
月
に
至
っ
て
発
禁
と
な
り
、
大
戦
後
の
昭
和
二
一
年
一
二
月
に
中
村
書
店
か
ら

伏
字
を
埋
め
た
か
た
ち
で
復
活
す
る

(

４)

。

Ⅱ

こ
れ
か
ら
俎
上
に
載
せ
る
事
典
は
、
そ
う
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
内
容
的
に
ヒ
ド
イ
と
い
う
意
味
で
ヤ
バ
イ
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
平
成
六

(

一
九
九
四)

年
一
〇
月
に
財
団
法
人
自
警
会
か
ら
自
警
文
庫
24
と
し
て
出
さ
れ
た

『〈

捕
物
小
説
に
学
ぶ
〉
江
戸

用
語
の
基
礎
知
識』

と
い
う
事
典
で
あ
る
。
書
名
は
勿
論
大
戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
三
年
一
〇
月
に
時
局
月
報
社
か
ら
出
、
現
在

に
続
い
て
い
る

『

現
代
用
語
の
基
礎
知
識1948

年
版』

(〈

特
集
雑
誌
〉
自
由
國
民
14
・
特
別
号)

を
襲
う
も
の
。
Ａ
５
判
箱
入

180



り
タ
テ
二
段
組
四
一
八
頁
の
本
書
は
、
は
じ
め
に
平
成
六
年
十
月
警
視
庁
警
務
部
教
養
課
長
・
篠
原
寛
氏
の
序
と
、
自
警
会
事
務

局
長
の
藤
原
鴻
一
氏
の

｢

発
刊
に
よ
せ
て｣

が
あ
り
、
目
次
を
経
て
本
文
に
入
る
。
本
文
は
五
〇
音
順
。
悪
場
所
、
揚
屋
、
浅
葱

裏
〜
若
衆
歌
舞
伎
、
若
党
、
渡
り
奉
公
ま
で
の
三
五
一
項
目
、
そ
れ
に
あ
行
、
か
行
と
い
っ
た
各
行
の
末
に

｢

脚
注｣

と
称
す
る

関
連
情
報
が
九
九
項
載
る
。
そ
の
二
七
一
番
目
の
項
目
と
し
て
出
て
来
る
の
が
図
版
に
掲
げ
た
こ
れ
か
ら
問
題
に
す
る

｢

百
物
語

【
ひ
ゃ
く
も
の
が
た
り】｣

で
あ
る
。
な
ぜ

｢

百
物
語｣

に
目
が
行
っ
た
か
と
い
う
と
、
か
つ
て
小
生
は
江
戸
時
代
初
期
の
散
文

文
藝
で
あ
る
仮
名
草
子
を
調
査
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
昭
和
五
二
年
四
月
に
勉
誠
社
か
ら
近
世
文
学
資
料
類
従
・
仮
名
草
子
編

の
一
本
と
し
て『

百
物
語

私
可
多
咄』

の
解
題
付
き
写
真
版
を
出
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
偶
然

｢

百
物
語｣

に
目
が
留
ま
っ
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、

解
説
に
色
々
と
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気

が
付
い
た
の
で
あ
り
、
最
初
か
ら
あ
ら

捜
し
を
目
的
に
本
書
を
見
て
い
た
訳
で

は
無
い(

以
下
図
版
を
参
照
さ
れ
た
い)

。

ま
た
、
本
書
の
こ
と
を
論
い
貶
め
る
意

図
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
事
実
誤
認

の
指
摘
で
あ
る
。

百
物
語
の
仕
方
に
は
い
く
つ
か
の
パ

御用！ 御用だ！
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タ
ー
ン
が
あ
る
。
は
じ
め
の

｢

夜
、
人
び
と
が
集
ま
り｣

以
下
の
説
明
に
間
違
い
は
無
い

(

５)

。
と
こ
ろ
が
、
下
段
の
二
行
目

｢

こ
う

い
う
怪
談
会
や
怪
談
を
百
集
め
た
噺
本

(

は
な
し
ぼ
ん)

、『

百
物
語』

が
、
万
治
二
年

(

一
六
五
九)

に
出
さ
れ
た｣

以
下
が
、

全
く
イ
ケ
ナ
イ
。
た
し
か
に

『

百
物
語』

は
万
治
二
年
に
出
版
さ
れ
た
仮
名
草
子
で
あ
る
が
、
怪
談
を
百
集
め
た
噺
本
で
は
全
く

な
い
の
で
あ
る
。
読
め
ば
す
ぐ
わ
か
る
が
、
た
と
え
ば
、

(

上)

卅
四

わ
る
口
い
ひ
の
お
ど
け
人
あ
り
け
る
が
。
あ
た
ま
の
き
ん
か
ん
な
る
人
を
見
て
。
た
る
ぼ

�
と
の
み
よ
び

て
。
名
を
い
は
ざ
り
け
れ
ば
。
さ
る
時
此
人
、
わ
れ
ら
を
た
る
ぼ
と
は
な
に
と
て
い
ふ
ぞ
と
た
づ
ね
し
か
ば
。
か
の
人
申
け

る
は
。
先
ほ
た
る
は
し
り
が
ひ
か
る
も
の
な
り
。
其
方
は
あ
た
ま
が
ひ
か
れ
ば
。
ほ
た
る
を
う
ち
か
へ
し
て
、
た
る
ほ
と
申

と
い
ひ
て
わ
ら
ひ
け
る
と
な
り
(

目
録
題：

人
に
異
名
い
み
や
う

付
る
事)

と
い
っ
た
笑
い
話
や
、
一
休
、
宗
祇
、
武
田
信
玄
、
赤
松
圓
心
ら
に
関
す
る
逸
話
、
足
利
尊
氏
と
夢
窓
国
師
、
藤
原
定
家
と
家
隆

の
歌
の
贈
答
、
細
川
幽
斎
と
雄
長
老
の
句
の
付
け
合
い
、
李
太
白
や
杜
子
美
ら
の
詩
句
の
解
釈
と
鑑
賞
等
を
載
せ
た
も
の
で
、
中

に
は
、

(

上)

三

或
寺
あ
る
て
ら

に
人
な
ぶ
り
の
浮う
き

蔵
主
ざ
う
す

有
け
る
が
。
門
外
を
か
う
じ
売う
り

の
通
と
を
り
け
る
を
よ
び
入
、
様
々
の
お
ど
け
を
云
て
な

ぶ
ら
れ
け
る
に
、
此
商
人

あ
き
ひ
と

を
ど
け
も
の
な
り
け
れ
ば
、
口
を
た
ゝ
き
て
日
を
暮く
ら

し
け
る
に
、
御
坊
ご
ば
う

は
や
か
へ
ら
れ
よ
、
門も
ん

を

さ
す
ぞ
と
申
さ
れ
け
れ
ば
。
彼
も
の
申
や
う
は
、
か
う
じ
門
を
出
ず
と
い
ふ
。
御
坊

ご
ば
う

も
よ
か
り
け
り
、
門
外

も
ん
ぐ
わ
い
へ
を
し
出
し
て
、

僧そ
う

は
た
ゝ
く
月
下
げ
つ
か

の
門も
ん

と
て
た
ゝ
か
れ
け
れ
は
、
笑
わ
ら
ひ
て
帰
ぬ

(

目
録
題：
麹
売

こ
う
じ
う
り
の
事)
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と
い
っ
た
故
事

(

こ
の
場
合
は
唐
の
詩
人
賈
島
が

｢

僧
推
月
下
門｣

と
い
う
句
を
得
た
が
、｢

推

(

お
す)｣

を

｢

敲

(

た
た
く)｣

と
し
た
方
が
良
い
の
で
は
と
悩
み
、
韓
愈
に
教
え
を
乞
い

｢

敲｣

に
決
定
し
た
と
い
う

｢

推
敲

(

す
い
こ
う)｣

の
故
事
。
前
半

は
勿
論

｢
麹
売｣

の

｢

麹｣

に
引
っ
か
け
て

｢

好
事
門
を
出
で
ず｣

を
利
か
せ
て
あ
る)

(『

昨
日
は
今
日
の
物
語』

『

戯
言
養
気

集』

と
い
っ
た
同
時
期
の
他
の
噺
本
に
も
類
話
が
載
る)

や
古
典
の
知
識
を
踏
ま
え
た
話
も
散
見
さ
れ
る

(

６)

。
や
や
長
く
な
る
が
序

の
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

此
物
語

も
の
か
た
り
を
百
物
語
と
名
づ
く
る
事
は
。
有
夜
あ
る
よ

の
徒
然
つ
れ

�
な
る
ま
ゝ
に
。
こ
ざ
か
し
き
童

わ
ら
は
よ
り
あ
つ
ま
り
て
あ
そ
び
し
に
。
一
人

申
出
せ
し
は
、
草く

さ

も
木き

も
わ
が
大
君
お
ほ
き
み

の
国
な
れ
ば
、
い
づ
く
か
鬼を
に

の
す
み
か
な
る
ら
ん
と
は
い
へ
ど
も
。
い
に
し
へ
は
、
あ

の
山
に
鬼を

に

あ
り
、
此
村む
ら

に
は
ば
け
物
出
し
な
ど
ゝ
伝
ヘ
し
事
お
ほ
し
、
此
比
の
御み

代
は
、
四
海か
ゐ

な
み
し
つ
か
に
お
さ
ま
り
。

風
枝え

だ

を
な
ら
さ
ぬ
時
な
る
に
や
。
世
中
に
ふ
し
ぎ
な
し
。

ま
こ
と
な
る
や
、
い
に
し
へ
�人
の
語か

た

り
伝
つ
た
へ
し
は
、
何
に
て
も
百
物
語
を
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず
こ
は
き
物
あ
ら
は
れ
出
る
と
う

け
給
は
り
し
。
今
宵

こ
よ
ひ

は
雨
も
そ
ぼ
ふ
り
物
す
ご
き
夜よ

な
れ
ば
、
し
め
や
か
に
百
物
語
し
て
、
こ
は
き
も
の
出
る
か
心
み
て
、

後
の
世
の
た
め
し
に
せ
む
と
い
ひ
け
れ
ば
。
を
の

�
然
る
へ
し
と
て
、
は
や
物
語

も
の
か
た
り
を
は
じ
め
け
る
。
先ま
づ

硯
す
ゞ
り

料
帋
れ
う
し

を
取
出

し
、
其
中
に
一
人
筆
と
り
に
て
書
付
け
る
に
、
か
た
は
ら
い
た
き
事
共
、
我
一
ゝ
と
語

か
た
り
し
ほ
ど
に
。
語
す
で
に
百も
ゝ

に
み
て
ん

と
す
る
、
今
一
つ
ふ
た
つ
に
な
り
し
時
、
す
は
や
と
子
ど
も
さ
は
ぎ
あ
ひ
て
、
灯

と
も
し
び
を
ふ
と
く
か
ゝ
げ
て
、
す
み

�
を
見

ま
は
し
。
に
げ
尻じ

り

に
な
り
て
か
た
り
し
に
。
は
や
物
語
は
も
ゝ
に
み
ち
け
れ
共
、
さ
ら
に
こ
は
き
も
の
も
出
ざ
り
け
れ
ば
。

惣そ
う

の
子
共
口
々
に
い
ひ
け
る
は
、
む
か
し
の
人
は
何
事
を
か
い
ひ
を
き
し
と
て
、
あ
ざ
け
り
あ
へ
り
。

御用！ 御用だ！
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其
中
に
こ
ざ
か
し
き
わ
ら

は
、
横
手

よ
こ
で

を
は
つ
た
と
打

て
、
こ
は
き
物
こ
そ
出
け

る
と
申
け
れ
ば
。
童

わ
ら
は
共
肝き
も

を
け
し
、
い
づ
方
へ
い
か

な
る
物
出
け
る
と
、
ふ
る

ひ

�
問と
ひ

け
れ
ば
。
し
づ

ま
り
給
へ
か
た

�
、
た
ゞ

今
咄は

な

し
給
ひ
し
其
中
に
、

こ
は
き
も
の
出
た
り
、
か

の
や
つ
こ
が
き
た
り
し

衣
裳

い
し
や
う

の
色

�
を
見
給
は

ず
や
、
牛う

し

首
布
く
び
ぬ
の

の
か
た
び

ら
。
の
り
ご
は
の
し
ぶ
か

た
ひ
ら
、
み
な

�
こ
は
き
も
の
な
り
。
お
さ
ま
り
し
此
御
代
み

よ

に
は
、
こ
れ
ら
よ
り
こ
は
き
も
の
は
、
百
物
語
の
事
は
を
き

て
、
一
貫

く
は
ん
物
語
に
て
も
出
ま
じ
き
ぞ
と
申
け
れ
ば
、
皆
々
み
な

�
色い

ろ

を
な
を
し
て
。
げ
に
是
は
い
は
れ
し
と
て
、
大
笑
わ
ら
ひ
し
て
立
さ
り

ぬ
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傍
線
を
施
し
た
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、
糊
で
ご
わ
ご
わ
に
な
っ
て
い
る
の
は

｢

み
ん
な
の
着
て
い
る
き
も
の｣

で
は
な
い
。
今
し

た
ば
か
り
の
話
の
中
に
出
て
来
た
例
の
奴

(

や
っ
こ)

が
着
て
い
た
衣
装：

牛
首
布
の
帷
子
、
糊
ご
わ
の
渋
染
め
の
帷
子
、
こ
れ

ら
が
強
い

(

こ
わ
い)

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
平
和
な
時
代
に
在
っ
て
は
、
こ
れ
以
上
に

｢

こ
わ
い

(

＝
強
い)｣

も
の
は

無
く
、
百
物
語
を
何
度
し
た
っ
て

｢

怖
い｣

物
な
ん
か
絶
対
に
出
て
く
る
訳
は
無
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
何
し
て
百
物

語
を
し
て
い
た
子
供
た
ち
の
着
物
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
、
全
く
も
っ
て
意
味
不
明
で
あ
る
。
そ
の
、
た
っ
た
今
し
た
咄
と
は
、

下
巻
第
五
十
話
、
す
な
わ
ち
こ
の

『

百
物
語』

の
最
終
話

(

目
録
題：

し
ぶ
か
た
ひ
ら
の
事)

の
こ
と
。
そ
こ
で
は
、

其
た
け
六
尺
あ
ま
り
の
お
と
こ
、
大
ひ
げ
を
ね
ぢ
あ
げ
。
ま
づ
は
だ
に
は
牛う

し

首
布
く
び
ぬ
の

の
か
た
び
ら
き
。
上
に
は
ふ
と
ぬ
の
ゝ
し

ぶ
ぞ
め
に
、
七
八
百
が
の
り
を
か
い
。
馬
の
か
わ
の
ふ
と
帯を

び

し
つ
か
と
し
め
。
く
ま
の
皮か
は

の
長な
か

ば
を
り
。
ま
つ
す
ぐ
な
る
大

小
十
も
ん
じ
に
さ
し
こ
な
し
た
る
け
し
き
。
身
の
毛け

も
よ
だ
つ
ば
か
り
に
候
ひ
し

(

以
下
略)

と
い
っ
た
具
合
に
と
て
つ
も
な
く
え
ぐ
い
東
国
の
奴

(

や
っ
こ)

の
風
体
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
死
ん
だ
も
同
然
、
龕

(

＝

棺
桶)

に
乗
り
敵
か
ら
奪
っ
た
鑓
を
振
り
回
し
て
暴
れ
ま
く
る
鑓
龕
兵
衛

(

や
り
が
ん
ひ
や
う
ゑ)

の
そ
の
名
前
の
由
来
が
語
ら

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
百
物
語
の
約
束
に
則
り
、
最
後
に

｢
身
の
毛
も
よ
だ
つ
ば
か
り
に｣

怖
く
強

(

こ
わ)

い
奴

(

や
っ
こ)

を
登
場
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

『

百
物
語』

は
上
手
く
作
っ
て
あ
る
。
普
通
百
物
語
と
い
う
と
怪
談
話
で
あ
る
の
で
、
そ

れ
を
期
待
し
て
読
み
進
ん
で
行
こ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
読
み
通
し
て
し
ま
っ
た
読
者
に
対
し
、
序
文
で
そ
う
で
は
な
い
の
で
す

よ
と
予
め
し
っ
か
り
と
お
断
り
を
し
、
非
難
を
回
避
す
る
と
と
も
に
苦
笑
い
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

御用！ 御用だ！
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Ⅲ

次
は
同
じ
く

『

江
戸
用
語
の
基
礎
知
識』

の
、
右
に
続
く
説
明
で
あ
る
。｢

落
語
の
種
に
も
な
り
、
以
後
怪
談
噺
が
生
れ
た｣

。

こ
れ
も
傍
線
を
施
し
た
部
分
に
お
か
し
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
怪
談
噺
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
る
。
以
後
と
い
う
こ
と
は
絶
対
無
い
の

で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
は
次
、｢

井
原
西
鶴
の

『

好
色
一
代
男』

の
〈
百
物
語
に
恨
が
出
る
〉
で
は｣

と
い
う
個
所
で
あ
る
。
結

論
を
先
に
言
え
ば
、
天
和
二

(

一
六
八
二)

年
刊
の

『

好
色
一
代
男』

に
そ
ん
な
話
は
無
い
。
あ
る
の
は
貞
享
元

(

一
六
八
四)

年
刊
の

『

諸
艶
大
鑑』

な
の
で
あ
る
。
同
書
は
題
簽
・
目
録
題
に

｢〈

好
色
二
代
男
〉
諸
艶
大
鑑｣

と
あ
り
、
目
録
の
そ
れ
に
は

｢

こ
う
し
よ
く｣

｢

し
よ
ゑ
ん
あ
ふ
か
ゝ
み｣

と
振
り
仮
名
が
付
く
。『

好
色
一
代
男』

が
大
当
た
り
し
た
の
で
、
柳
の
下
の
泥
鰌

よ
ろ
し
く
再
度
ヒ
ッ
ト
を
狙
い
、
一
代
男
の
主
人
公
世
之
介

(

よ
の
す
け)

の
遺
児
世
伝

(

よ
で
ん)

を
巻
頭
・
巻
末
に
登
場
さ

せ
て
、
遊
里
の
裏
面
や
そ
こ
に
生
き
る
人
間
の
諸
相
を
描
い
た
佳
作
で
あ
る
が
、
そ
の
巻
二
の
五
に

｢

百
ひ
や
く

物
語

も
の
が
た
り
に
恨
う
ら
み
が
出い
づ

る｣

が
あ
る
の
で
あ
る
。
話
の
後
半
、
眠
れ
な
い
ま
ま
に
年
明
き
前
の
肝
の
据
わ
っ
た
女
郎
を
中
心
に
何
人
か
で
百
物
語
を
始
め
る
。

最
初
は
化
け
物
の
話
な
ど
を
し
て
い
た
が
、
百
以
上
し
て
も
何
も
出
ず
、
話
は
、
自
分
に
入
れ
あ
げ
さ
せ
、
そ
の
た
め
に
没
落
し

て
し
ま
っ
た
か
つ
て
の
馴
染
み
の
客
達
の
噂
話
と
な
る
。
自
分
達
は
流
れ
の
身
と
言
い
な
が
ら
心
変
わ
り
を
し
て
し
ま
い
可
哀
そ

う
な
こ
と
を
し
た
と
悔
や
み
、
涙
を
流
し
た
り
し
て
い
る
時
に
、
突
然
家
鳴
り
が
し
、
今
し
が
た
話
し
た
男
達
が
零
落
し
た
姿
で

幻
の
よ
う
に
現
わ
れ
、
遊
女
か
ら
愛
の
証
に
も
ら
っ
た
心
中
立
て
の
品
々：

切
り
放
し
た
爪
や
黒
髪
、
毎
日
の
勤
め
を
記
録
し
た

帳
面
を

｢

如
何
し
て
く
れ
る
の
だ｣

と
ば
か
り
に
投
げ
つ
け
嘆
く
。
女
郎
達
は
一
同
恐
れ
を
な
し
、
様
々
に
詫
び
る
が
家
鳴
り
は

止
ま
な
い
。
そ
の
時
し
っ
か
り
し
た
女
郎
が
居
て
、｢

じ
ゃ
あ
、
皆
さ
ん
方
の
揚
屋
の
勘
定
の
未
払
い
の
分
は
ど
う
し
て
く
れ
る
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ん
で
す
か
？｣

と
声
高
に
な
じ
る
と
、

男
達
の
幽
霊
は
コ
レ
ハ
マ
ズ
イ
と
ば
か

り
に
姿
を
消
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

百
物
語
の
典
型
的
パ
タ
ー
ン
は
、
終

わ
り
の
方
に
な
る
と
、
上
の
方
か
ら
怪

し
い
も
の
が
落
ち
て
来
た
り
出
た
り
す

る
と
い
う
も
の
で
、
延
宝
五

(

一
六
七

七)

年
刊
の

『

宿
直
草』

(

と
の
ゐ
ぐ

さ)

巻
二
の
三

｢

百
物
が
た
り
し
て
蜘

(

く
も)

の
足
を
き
る
事｣

に
挿
絵
と

と
も
に
あ
る

(

７)

。
ま
た
、
後
の
も
の
に
な

る
が
宝
永
五

(

一
七
〇
八)

年
刊
の

『

か
す
市
頓
作』

巻
四
の

｢

食
類
百
物

か
た
り｣

で
は
、
侘
し
い
男
達
が
、
食

物
を
題
材
に
百
物
語
を
し
た
ら
、
旨
い

も
の
が
出
て
来
る
の
で
は
と
始
め
た
と

こ
ろ
、
五
十
番
を
過
ぎ
た
頃
、
う
ど
ん

桶
や
五
升
樽
、
吸
い
物
な
ど
が
次
々
と

御用！ 御用だ！

187

享保一一年版 『化生物語』 巻一挿絵 (部分)



天
井
か
ら
降
っ
て
く
る
。
し
め
た
と
い
う
訳
で
呑
み
か
つ
食
べ
ま
く
っ
て
い
る
と
、
八
十
番
目
あ
た
り
に
な
っ
て
家
鳴
り
が
し
、

前
掛
け
を
し
た
大
男
が
天
井
か
ら
落
ち
て
き
て
懐
か
ら
書
付
を
出
し
、
こ
れ
が
是
ま
で
の
分
の
請
求
書
で
ご
ざ
い
ま
す
と
手
渡
す

と
い
う
オ
チ
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
情
景
を
描
い
た
挿
絵
も
あ
る
。『

好
色
二
代
男』

の
話
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
挿
絵
に
は

女
郎
た
ち
の
話
し
に
出
た
零
落
し
た
モ
ト
彼
た
ち
の
姿
が
克
明
に
描
か
れ
て
お
り
、
話
の
理
解
を
助
け
て
い
る
。
西
鶴
と
い
う
人

は
、
西
鶴
だ
け
を
読
ん
で
い
る
と
、
そ
れ
程
と
は
思
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
の
作
者
が
書
い
た
作
品
を
読
む
と
、
そ
の
筆

力
の
素
晴
ら
し
さ
が
わ
か
っ
て
く
る
。
こ
の
話
も
そ
う
で
、
彼
一
流
の
語
り
口
で
よ
ど
み
無
く
話
が
進
行
し
て
い
る

(

８)

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書

『

江
戸
用
語
の
基
礎
知
識』

の
こ
の
記
述
は
あ
き
ら
か
な
間
違
い
で
あ
る
。
本
書
の
巻
末
に
は

『

江

戸
東
京
年
表』

『

日
本
大
百
科
全
書』

以
下
二
一
四
点
の

｢

参
考
引
用
文
献
一
覧｣

が
載
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
間
違
っ
て
い

る
何
ら
か
の
も
の
の
受
け
売
り
か
、
そ
れ
と
も
西
鶴
と
言
え
ば

｢

一
代
男｣

で

｢

二
代
男｣

の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
、
詳

細
は
不
明
で
あ
る
。
終
わ
り
に
あ
る

｢
化
物
を
一
本
ず
つ
消
す
物
語
り

柳
多
留｣

は
、
文
化
五

(

一
八
〇
八)

年
仲
夏
序
刊
の

川
柳
の
選
集

｢

誹
風
柳
樽｣

の
第
四
十
六
篇
27
オ
六
會
目

｢

化
物
一
題｣

に

｢

化
物
を
壹
本
ヅ
ヽ
消
す
物
語
り

竹
子｣

の
か
た

ち
で
出
て
く
る
も
の
で
、
間
違
い
は
な
い
。

Ⅳ

さ
て
、
最
後
は
本
項
目
の
上
段
、
岡
本
綺
堂
の

｢

半
七
捕
物
帳
・
津
の
国
屋｣

を
引
い
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
は
間
違
い

と
い
う
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
注
文
を
付
け
た
い
点
が
あ
る
。｢

｢

七
偏
人
が
百
物
語
を
し
た
の
は
、
こ
ん
な
晩
で
し
ょ
う
ね｣

と
、
わ
た
し
は
云
い
出
し
た｣

と
い
う
所
を
、
も
う
少
し
前
、
こ
の
物
語
の
書
き
出
し
の
部
分
か
ら
引
い
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
あ
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る
。
そ
の
始
ま
り
の
部
分
は

｢

秋
の
宵
で
あ
っ
た
。
ど
こ
か
で
題
目
太
鼓
の
音
が
き
こ
え
る
。
こ
の
場
合
、
月
並
の
鳴
物
だ
と
は

思
い
な
が
ら
も
、
じ
っ
と
耳
を
す
ま
し
て
聴
い
て
い
る
と
、
や
は
り
一
種
の
さ
び
し
さ
を
誘
い
出
さ
れ
た｣

と
あ
る

(

９)

。
そ
こ
か
ら

出
さ
な
い
と

｢

こ
ん
な
晩｣

と
い
う
の
が
い
つ
頃
の
ど
ん
な
晩
で
あ
る
の
か
が
判
ら
な
い
し
、
下
敷
き
に
し
て
い
る
梅
亭
金
鵞
作

の
滑
稽
本

『〈

妙
竹
林
話
〉
七し
ち

偏
人
へ
ん
じ
ん』

五
編
一
五
冊

(

安
政
四
〜
文
久
三
〈
一
八
五
七
〜
六
三
〉
年
刊)

を
活
か
し
て
い
な
い
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る

(

�)

、｢

七
偏
人｣

の

｢

百
物
語｣

は
そ
の
四
編

(

文
久
二
年
刊)

の
巻
之
中
に
始
ま
る
。
題
名
は
勿
論
か
の
竹

林
の
七
賢
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

｢

瀧
亭
り
う
て
い

大
人
う

し

が
八
笑
人
せ
う
じ
ん

は
、
八
人
の
連れ
ん

を
あ
げ
、
又
和
合
わ
が
ふ

人じ
ん

は
、
六
人
の
笑
客
せ
う
か
く

を
集つ
ど

へ
、
滑
稽
洒
落
し
や
ら
く

の
妙
を
は
き
、
人
を
笑
は
し
腹
の
皮
を
よ
ぢ
ら
し
し
、
其
筆
先
の
浦
山
う
ら
や
ま

し
さ
に
、
八
人
と
六
人
の
中な
か

を
と
り
、

七
人
の
懶
堕

の

ら

も
の
を
引
出
ひ
き
い
だ

し
て
、
七
偏
人
と
い
ふ
名
を
付つ
け

、
出
放
題
な
る
戲
言
た
は
こ
と

を
も
の
し｣

と
、
五
編
の
叙
で
自
ら
述
べ
て
い
る

如
く
、
瀧
亭
鯉
丈
ら
の

｢〈

花
暦
〉
八
笑
人｣

(

文
政
三
〜
嘉
永
二
〈
一
八
二
〇
〜
四
九
〉
年
刊)

、｢〈

滑
稽
〉
和
合
人｣

(

文
政
六

〜
弘
化
元
〈
一
八
二
三
〜
四
四
〉
年
刊)
の
二
作
が
重
な
る
。
内
容
は
単
な
る
茶
番
や
い
た
ず
ら
の
域
を
飛
び
越
え
た
も
の
で
、

あ
く
ど
く
汚
ら
し
い
悪
ふ
ざ
け
と
な
っ
て
お
り
、
小
生
は
通
読
に
耐
え
な
い
。
百
物
語
に
つ
い
て
は
、｢

エ
下
太
公
こ
の
秋
雨
あ
き
さ
め

の

極ご
く

森
閑
し
ん
か
ん

と
淋さ
み

し
い
と
こ
か
ら
思
ひ
付つ
い

た
の
だ
が
、
大
愚
が
來
た
ら
晩
ま
で
引
留
ひ
き
と
め

て
置
、
百
も
の
談
話
が
た
り

と
い
ふ
の
を
押お
つ

ぱ
じ
め
、
驚

か
し
て
遣や

ら

う
と
い
ふ
狂
言
だ｣

(

四
編
巻
之
中)

と
か
、｢
秋
の
末
ツ
か
た
、
し
か
も
此
様
に
雨
の
降
夜
ふ
る
よ

で
御
座
い
ま
す｣

(

巻
之

下)

等
と
あ
り
、
挿
絵
に
も

｢

だ
ん

�
に
消け

す
行
燈
あ
ん
ど
う

の
明あ
か

り
よ
り
暗く
ら

き
し
ゆ
か
ふ
の
百
物

ひ
や
く
も
の
が
た
り｣

と
い
う
狂
歌
が
載
る
。
そ

れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
こ
は
ど
う
し
て
も
季
節
は
秋
、
時
は
雨
の
降
る
夜
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
綺
堂
が
記
し
て
い
る

｢

秋
の
宵｣

は
消
し
て
は
い
け
な
い
大
事
な
設
定
な
の
で
あ
る
。
字
数
の
関
係
等
、
事
典
の
執
筆
に
は
苦
労
が
伴
う
の
で
あ
る
が
、

何
と
か
工
夫
を
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

…
…
と
い
う
こ
と
で
、
た
ま
た
ま

｢

百
物
語｣

と
い
う
項
目
が
目
に
と
ま
っ
た
た
め
、
思
わ
ぬ
誤
り
が
見
つ
か
り
困
惑
し
て
い

御用！ 御用だ！

189



る
次
第
。
一
つ
の
項
目
で
こ
う
も
怪
し
い
記
述
が
重
な
る
と
、
他
の
項
目
も
も
し
か
し
て
…
…
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
書
は

｢
捕
物
小
説
に
学
ぶ｣

と
い
う
冠
句
が
付
き
、
岡
本
綺
堂
の
他
に
、
野
村
胡
堂
の

｢

銭
形
平
次
捕
物
控｣

や
横
溝
正
史
の

｢

人
形

佐
七
捕
物
帳｣

、
佐
々
木
味
津
三

｢

右
門
捕
物
帖｣

、
柴
田
錬
三
郎

｢

岡
っ
引
き
ど
ぶ｣

な
ど
計
一
〇
名
の
作
家
の
作
品
を
引
き
説

明
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
本
当
な
の
か
ど
う
か
、
疑
念
も
生
じ
て
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
綺
堂
の

｢

半

七
捕
物
帳｣
か
ら
は
こ
の｢

津
の
国
屋｣

で
八
回
、｢

津
の
国
屋｣

を
含
め
た
全
体
で
一
九
三
回
程
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ほ
ど
の
間
違
い
を
仕
出
か
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
言
語
道
断
、
不
届
き
千
万
、｢

御
用
！
御
用
だ
！｣

、｢

神
妙
に
お
縄
を
頂

戴
し
ろ
い
！｣

の
世
界
で
あ
る
。
編
集
・
刊
行
と
も
お
上
の
所
業
で
あ
る
だ
け
に
、
余
計
残
念
な
気
持
ち
に
な
る
。
こ
ん
な
に
も

事
典
が
信
じ
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
！
如
何
し
て
く
れ
る
ん
だ
！
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。

Ⅴ

さ
て
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
も
一
つ

｢

ヤ
バ
イ｣
事
典
が
あ
る
。
そ
れ
は
良
い
意
味
で
の

｢

ヤ
バ
イ｣

事
典
で
、
そ
の
名
も
ズ

バ
リ

『

半
七
捕
物
帳
事
典』

。
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
で
も
あ
る
今
内
い
ま
う
ち

孜
つ
と
む
氏
の
編
著
。
平
成
二
二

(

二
〇
一
〇)

年
一
月
、
国
書
刊
行

会
刊
。
Ａ
５
タ
テ
三
段
組
カ
バ
、
口
絵
写
真
、
索
引
と
も
一
〇
一
二
頁
。
根
っ
か
ら
の
半
七
フ
ァ
ン
が
一
〇
年
の
歳
月
を
か
け
て
、

地
道
か
つ
マ
ニ
ア
ッ
ク
に
資
料
を
蒐
め
、
整
理
分
類
、
五
〇
音
順
に
排
列
・
説
明
し
た
事
典
で
あ
る
。
凡
例
に
よ
れ
ば
、｢

本
書

は
岡
本
綺
堂
著

『

半
七
捕
物
帳』

全
六
九
編
を
も
と
に
編
ん
だ
も
の｣
で
、｢

作
品
の
引
用
は
、
主
に
岡
本
綺
堂
が
存
命
中
の
一

番
新
し
い
春
陽
堂
版
全
集
を
底
本
に
し
、
そ
の
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
作
品
に
関
し
て
は
同
光
社
版
全
集
を
底
本
に
し
た
。

ま
た
全
体
に
渡
っ
て
新
作
社
版
全
集
と
春
陽
堂
文
庫
版
全
集
を
参
照
し
た｣

と
あ
る
。
そ
の
際｢

仮
名
遣
い
は
現
代
仮
名
遣
い
に
、
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旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た｣

由
で
あ
る
。
本
文
は
藍
、
相
合
傘
、
相
生
町
、
相
方
〜
藁
人
形
、
藁
の
円
座
、
悪
い
足
、
椀
盛
ま

で
。
そ
れ
に

｢

史
実
と
創
作
の
融
合｣

、『

半
七
捕
物
帳』

執
筆
の
動
機
、｢

捕
物
帳｣

世
に
出
る
、
綺
堂
の
書
斎
な
ど
、
コ
ラ
ム

が
五
七
あ
る
。
付
録
は

｢

岡
本
綺
堂
が
語
る

『

半
七
捕
物
帳』

、『

半
七
捕
物
帳』

発
表
誌
一
覧
、
主
な
登
場
人
物
一
覧
、
古
地
図

に
見
る
半
七
親
分
の
足
跡
な
ど
六
種
、
索
引
は
作
品
名
、
江
戸
言
葉
な
ど
、
芝
居
関
連
の
科
白
・
記
述
な
ど
、
芝
居
・
落
語
の
作

品
名
、
書
名
な
ど
、
故
事
伝
説
・
�
談
・
寓
話
関
連
の
五
部
に
分
け
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
音
順
に
排
列
。
参
考
文
献
は
前
出

『〈

捕
物

小
説
に
学
ぶ
〉
江
戸
用
語
の
基
礎
知
識』

を
含
む
七
九
点
を
挙
げ
る
。
今
後
、｢

半
七
捕
物
帳｣

を
調
べ
る
際
に
は
必
ず
参
照
す

べ
き
事
典
で
あ
る
。
小
生
な
ど
は
、
本
書
に
よ
っ
て

｢

津
の
国
屋｣

の
初
出
誌
な
ら
び
に
掲
載
時
の
副
題
が

｢

捕
物
奇
談｣

で
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
。
有
難
い
こ
と
で
あ
る
。
但
し
読

者
・
利
用
者
と
い
う
も
の
は
勝
手
な
も
の
で
、
す
ぐ

に
無
い
も
の
ね
だ
り
を
す
る
。
編
者
が
言
わ
れ
る

｢

全
集｣

と
い
う
呼
称
は
如
何
な
も
の
か
と
い
う
感

慨
を
抱
く
し
、
ま
た
そ
の

｢

全
集｣

等
の
収
録
作
品

の
リ
ス
ト
や
詳
細
な
書
誌
解
題
も
あ
っ
て
欲
し
か
っ

た
と
思
う
次
第
。
そ
れ
に
し
て
も
漢
字
を
新
字
体
に

改
め
ら
れ
た
こ
と
は
と
も
か
く
、
仮
名
遣
い
を
現
代

仮
名
遣
い
に
し
て
し
ま
わ
れ
た
こ
と
は
、
小
生
に
と
っ

て
は
残
念
至
極
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『

江
戸
用
語
の
基
礎
知
識』

と
直
接

御用！ 御用だ！
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関
係
は
無
い
が
、
も
う
一
つ
同
じ
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
が
著
さ
れ
た
ヤ
バ
イ
辞
典
が
あ
る
。
そ
の
名
を『

江
戸
川
乱
歩
小
説
キ
ー
ワ
ー

ド
辞
典』

と
言
い
、
平
成
一
九
年
七
月
東
京
書
籍
の
刊
。
著
者
は
平
山
雄
一
氏
、
監
修
が
新
保
博
久
・
山
前
譲
の
両
氏
。
Ａ
５
判
、

函
入
り
、
タ
テ
二
段
組
索
引
と
も
八
八
二
頁
。
付
録
と
し
てC

D
-R
O
M

が
付
く
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
、
相
生

橋
、
相
川
技
師
長
〜
ワ
ル
サ
ー
、
ワ
ン
タ
ン
屋
、
腕
白
、
英
字
記
号
と
し
て
Ａ
、
Ａ
湖
、
Ａ
子
〜
×
村
、
○
○
造
船
株
式
会
社
、

○
○
病
院
。
そ
れ
に
作
品
一
覧
、
参
考
文
献
、
索
引
を
付
す
。
凡
例
に

｢

定
本
に
つ
い
て｣

(

注：

こ
れ
は

｢

底
本｣

と
言
っ
た

方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る)

が
あ
り
、｢

本
辞
典
は

『

江
戸
川
乱
歩
推
理
文
庫』

(

全
六
十
五
巻
、
一
九
八
七
〜
一
九
八
九
年
刊
、
講

談
社)

の
う
ち
、
小
説
作
品
で
あ
る
第
一
巻

『

二
銭
銅
貨』

か
ら
第
四
十
七
巻

『

新
宝
島』

の
そ
れ
ぞ
れ
初
版
を
定
本
と
し
た｣

云
々
と
あ
る
。
説
明
は
要
を
得
て
的
確
。
乱
歩
の
小
説
を
読
む
際
の
必
携
文
献
と
言
え
る
。
凡
例
の
第
五
項
に

｢

本
辞
典
は
江
戸

川
乱
歩
作
品
の
愛
読
者
・
研
究
者
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
ト
リ
ッ
ク
、
犯
人
な
ど
を
随
所
で
明
か
し
て
い
る
。

利
用
に
当
た
っ
て
は
十
分
注
意
さ
れ
た
い｣

と
あ
る
の
は
、
普
段
こ
の
方
面
に
疎
い
小
生
に
と
っ
て
成
る
程
と
感
心
さ
せ
ら
れ
た

注
意
書
き
で
あ
っ
た
。
項
目
間
の
関
連
の
指
摘
も
密
で
、
本
辞
典
を
見
て
い
て
、
逆
に
原
作
品
を
読
み
た
く
な
る
と
い
う
効
果
も

あ
る
。
例
え
ば
項
目
の
中
に
は

｢

七
偏
人｣

が
あ
り
、
出
典
は

『

書
下
し
推
理
小
説
全
集』

１

(

昭
和
三
四
〈
一
九
五
九
〉
年
一

一
月
桃
源
社)

に
収
め
ら
れ
た

｢

ぺ
て
ん
師
と
空
気
男｣
。｢

梅
亭
金
鵞
の
作
品
で
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
・
ジ
ョ
ー
ク
を
題
材
に
し

て
い
る｣

と
い
う
原
作
に
則
っ
た
説
明
が
あ
る

(

�)

。
参
照
項
目
の
梅
亭
金
鵞
に
つ
い
て
は
殆
ど
一
行
情
報
し
か
な
い
が
、
プ
ラ
ク
テ
ィ

カ
ル
・
ジ
ョ
ー
ク
は
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
・
ジ
ョ
ー
カ
ー
と
共
に
立
項
さ
れ
、｢

手
の
込
ん
だ
い
た
ず
ら
、
冗
談
の
こ
と
。
プ
ラ
ク

テ
ィ
カ
ル
・
ジ
ョ
ー
カ
ー
は
そ
の
実
行
者
。
伊
東
錬
太
郎
が
研
究
を
し
た｣

と
あ
る
。
そ
こ
で
伊
東
錬
太
郎
を
見
る
と
、
そ
の
妻

美
耶
子
が
出
て
来
、
美
耶
子
を
見
る
と
不
倫
の
相
手
に
嵌
め
ら
れ
た
野
間
五
郎
が
出
、
野
間
を
見
る
と

｢

物
語
の
語
り
手
で
、
物

忘
れ
の
大
家
で
あ
だ
名
を

｢

空
気
男｣

と
い
う｣

云
々
と
説
明
が
あ
り
、
さ
ら
に｢
空
気
男｣

へ
と
繋
が
る
。
一
方｢

作
品
一
覧｣
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の

｢

ぺ
て
ん
師
と
空
気
男｣

に
は
発
表
年
や
初
刊
、
あ
ら
す
じ
が
載
る
。

し
か
し
、
愛
読
者
・
研
究
者
の
た
め
の
辞
典
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
本
書
の
利
用
者
の
皆
様
先
刻
ご
承
知
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
が
、
作
品
年
表
や
作
品
集
・
全
集
の
収
録
作
品
一
覧
が
無
い
の
は
、
小
生
の
よ
う
な
初
心
者
に
と
っ
て
は
辛
い
。
文

学
関
係
で
言
え
ば
、
何
人
か
の
作
家
に
つ
い
て
個
人
事
典
、
作
品
事
典
が
出
て
い
る
が

(

�)

、
辞
書
・
事
典
に
完
璧
と
い
う
こ
と
は
無

い
と
思
っ
て
い
て
よ
い
。
す
ぐ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
て
も
、
物
足
り
な
い
点
や
誤
謬
が
し
ば
し
ば
見
つ
か
る
。
は
じ
め
に
申

し
上
げ
た
が
、
そ
れ
が
辞
書
・
事
典
の
宿
命
な
の
で
あ
る
。
完
璧
を
期
す
に
も
、
項
目
数
や
字
数
の
ほ
か
、
頁
数
、
価
格
、
発
売

予
定
日
等
を
含
む
販
売
政
策
上
の
制
約
が
絡
み
、
口
で
言
う
程
簡
単
で
は
な
い
。
自
分
達
が
編
集
し
た
も
の
の
誤
り
を
知
っ
た
場

合
、
苦
い
思
い
は
当
然
あ
る
が
、
気
に
病
む
こ
と
な
く
、
よ
り
良
い
も
の
に
す
る
た
め
に
地
道
な
改
訂
作
業
を
積
み
重
ね
、
な
る

べ
く
早
く
悪
び
れ
ず
に
そ
の
事
実
と
訂
正
を
公
表
す
る
。
そ
れ
が
一
番
良
い
の
で
あ
る
。

注

(

１)
｢

自
選
全
集
第
七
巻｣

一
九
一
一
年
所
収TH

E
D
EV
IL
�S
D
IC
TIO
N
A
R
Y

。
西
川
正
身
選
訳

『

悪
魔
の
辞
典』

(

一
九
六
四
年
六
月

岩
波
書
店)

に
よ
れ
ば
、｢

辞
書

(D
IC
TIO
N
A
R
Y
)｣

は

｢

一
つ
の
言
語
の
自
由
な
成
長
を
妨
げ
、
そ
の
言
語
を
弾
力
の
な
い
固
定
し

た
も
の
に
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
、
悪
意
に
み
ち
た
文
筆
関
係
の
仕
組
み
。
と
は
い
う
も
の
の
、
本
辞
典
に
限
り
、
き
わ
め
て
有
用
な

製
作
物
で
あ
る｣

。(｢

辞
書
編
纂
者(LEX

IC
O
G
R
A
PH
ER
)｣

は
長
文
に
亙
る
の
で
省
略
す
る
。
翻
訳
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
い)

。
な
お
、

同
氏
に
は
、
そ
の
後
、｢

悪
魔
の
辞
典｣

の
前
身
に
当
た
る

｢

冷
笑
家
用
語
集｣

(

一
九
〇
六
年)

、
Ｅ
・
Ｊ
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
に
よ
っ
て
編

纂
さ
れ
た
増
補
版

(

一
九
六
七
年)

の
三
本
を
併
せ
て
編
訳
し
た

『
新
編
悪
魔
の
辞
典』

(

一
九
八
三
年
五
月

同)

が
あ
り
、
現
在
で

は
岩
波
文
庫

(

一
九
九
七
年
一
月)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
他
に
全
訳
と
し
て
は
、
奥
田
俊
介
・
倉
本
護
・
猪
狩
博

『〈

完
訳
〉
悪
魔
の

辞
典』

(

一
九
七
一
年
一
月
、
創
土
社)

(

一
九
七
五
年
四
月
の
角
川
文
庫
・
改
訂
縮
約
版
あ
り)

、
郡
司
利
男

『

ビ
ア
ス
悪
魔
の
辞
典』

御用！ 御用だ！
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(

一
九
七
四
年
八
月
、
こ
び
あ
ん
書
房)

(｢

対
訳
篇｣

と｢

評
註
篇｣

に
分
か
れ
二
冊
一
函
。
奥
田
氏
ら
の
訳
を
厳
し
く
批
判)

、
同『

続
・

悪
魔
の
辞
典』

(

一
九
七
七
年
五
月
、
同)

(

対
訳
形
式
で
ホ
プ
キ
ン
ズ
版
よ
り
ビ
ア
ス
全
集
版
と
重
複
し
な
い
項
目
や
記
述
内
容
の
異
な

る
項
目
を
訳
出
、
奥
田
氏
ら
の
訳
を
再
び
批
判)

、
同

『

正
・
続
全
訳
悪
魔
の
辞
典』

(

一
九
八
二
年
三
月
、
同)

(

原
文
を
削
り
、
正
・

続
は
別
立
て
の
ま
ま
合
冊)

、
奥
田
俊
介

『〈

新
�
・
新
訳
〉
悪
魔
の
辞
典』

(

二
〇
〇
〇
年
一
一
月
、
講
談
社K

O
D
A
N
SH
A
SO
PH
IA

B
O
O
K
S)
(

全
集
収
録
以
外
の
項
目
も
選
定
、
一
四
〇
〇
項
目)

、
筒
井
康
隆

『

筒
井
版
悪
魔
の
辞
典
〈
完
全
補
注〉』

(

二
〇
〇
二
年
一

〇
月)

(D
ELL

PU
B
LISH

IN
G

版
の
訳
、
郡
司
氏
の
訳
お
よ
び
評
註
篇
に
助
け
ら
れ
た
旨
の
前
書
き
あ
り)

(

二
〇
〇
九
年
一
月
、
講

談
社
＋
α
文
庫
、
加
筆
・
修
正
二
冊
本
あ
り)

が
あ
る
。

(

２)

小
学
生
向
け
の
も
の
で
あ
る
が
金
田
一
京
助
編

『〈

小
学
館
〉
学
習
国
語
新
辞
典』

全
訂
第
二
版

(

二
〇
〇
六
年
一
月)

で
は
、
字
典
、

事
典
、
辞
典
の
順
に
立
項
し
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
た
同
じ
頁
に
、｢

お
も
し
ろ
コ
ラ
ム｣

と
し
て
イ
ラ
ス
ト
入
り
で
、｢

｢

字
典｣

は
漢
字
の

読
み
方
と
意
味
を
、｢

事
典｣
は
、
い
ろ
い
ろ
な
事
が
ら
を
、｢

辞
典｣

は
こ
と
ば
の
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
た
も
の
で
す
。
ち
が
い

が
わ
か
る
よ
う
に
、｢

も
じ
典｣
｢
こ
と
典｣

｢

こ
と
ば
典｣

と
よ
ん
で
、
く
べ
つ
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す｣

(

振
り
仮
名
略)

と
再
度
丁
寧

な
解
説
が
あ
る
。

(

３)

ヤ
バ
イ
は
短
縮
形
ヤ
バ
で
も
使
わ
れ
、
両
者
と
も

『

日
本
隠
語
集』

(

広
島
県
警
部
稲
山
小
長
男
編

明
治
二
五
年
八
月
、
広
島
・
後

藤
待
賓
館
蔵
版)

に
既
に
載
る
。
同
書
は
部
類
別
か
つ
地
域
別
に
な
っ
て
お
り
、
ヤ
バ
イ
は
各
地
の
例
が
載
る
。
語
意
を
よ
く
表
し
て
い

る
も
の
と
し
て
は
第
一
類
言
語
及
ヒ
動
作
之
部
の
大
阪
府
管
内
ニ
通
ス
ル
語
の

｢

ヤ
バ
イ

(

又
ハ
ヒ
ー
ヤ
ン：

危
キ
�
ヲ
云
フ
、
則
チ
犯

罪
ノ
発
覚
セ
ン
ト
シ
、
又
ハ
逮
捕
セ
ラ
レ
ン
ト
ス
ル
場
合
ノ
コ
ト
ヲ
云
フ｣

が
あ
る
。
ま
た
、
語
源
に
つ
い
て
は
二
通
り
の
説
が
あ
る
。

一
は｢

や
ば：

刑
事
巡
査
―
隠
語

｢

や
ば
い｣

(

危
虞
ノ
念)

ノ
転
訛｣

｢

や
ば
い：

刑
事
巡
査
―
危
虞
ノ
念
慮
ヲ
意
味
ス｣

｢

や
ば
な
を：

売
春
婦｣

(

富
田
愛
次
郎
監
修
・
高
芝
羆
著

『

隠
語
輯
覧』

大
正
四
年
一
一
月
、
京
都
府
警
察
部)

(

注：

同
一
〇
年
一
月
刊
改
題
本

『

隠

語
辞
典』

ア
リ)

、｢

矢
場：

１
、
表
面
大
弓
場
に
て
内
々
に
女
を
抱
え
客
を
引
か
し
む
る
家
。
２
、
不
都
合
な
る
こ
と
、
奇
怪
な
る
こ
と
、

関
西
の
方
言｣

(

自
笑
軒
主
人

『

秘
密
辞
典』

同
九
年
六
月
、
千
代
田
出
版
部)
、｢
ヤ
バ

(

矢
場)

私
娼
宿
、
揚
弓
を
看
板
に
し
て
密
淫
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売
せ
し
宿｣

｢

ヤ
バ
オ
ン
ナ

(

矢
場
女)

揚
弓
場
の
雇
女
、
内
実
は
売
春
婦
の
こ
と｣
(

太
田
柏
露

『

隠
語
辞
典』

昭
和
三
年
一
一
月
、
文

僊
堂)

、｢

や
ば
い：

身
の
危
険
な
こ
と
。
危
険
な
場
所
の
こ
と
。
或
は
犯
罪
発
覚
せ
ん
と
す
る
場
合
。
又
は
下
手
を
し
た
こ
と
。
刑
事
の

こ
と
大
阪
地
方
の
こ
と
等
を
い
ふ｣

｢

や
ば
な
を：

｢

矢
場
の
女｣

と
い
ふ
意
に
て
売
春
婦
の
こ
と
。｢

矢
場｣

参
照

(

注：

矢
場
に
つ
い

て
の
説
明
は

『

秘
密
辞
典』

１
の
丸
取
り
。
通
俗
的
な
辞
書
に
は
と
く
に
こ
の
手
合
い
が
多
い)

。｢

な
を｣

は
女
の
こ
と｣

(

樋
口
栄

『

隠
語
構
成
の
様
式
并
其
語
集』

同
一
〇
年
六
月
、
大
阪
府
警
察
部
内
警
察
協
会
大
阪
支
部)

な
ど
を
参
考
に
、
矢
場
＝
ア
ブ
ナ
イ
場
所

か
ら
来
て
い
る
と
す
る
も
の
、
も
う
一
つ
は

｢

や
ば
い

(

犯)：

危
険
な
る
事
を
い
ふ
。
夜
間
匍
匐
す
る
意
か
ら
名
け
た
も
の
で
あ
ら
う｣

(

宮
本
光
玄『
か
く
し
言
葉
の
字
引』

昭
和
四
年
一
一
月
初
、
同
一
二
月
改
訂
版
、
誠
文
堂)

(

注：

同
二
五
年
一
〇
月
グ
リ
ン
ハ
ウ
ス
刊
、

笠
井
緑
編
、
改
題
修
訂
本

『

隠
語
辞
典』

ア
リ)

、｢

ヤ
バ
イ：

危
険
き
け
ん

な
こ
と
。
危
険
き
け
ん

な
時と
き

は
夜よ
る

、
匍
匐
ほ
ふ
く

し
て
呼
吸
い

き

を
こ
ら
す
か
ら｣

(

長

岡
規
矩
雄

『〈

時
勢
に
後
れ
ぬ
〉
新
時
代
用
語
辞
典』

同
五
年
七
月
、
磯
部
甲
陽
堂)

(

注：

同
年
一
一
月
文
武
書
院
刊
、
増
補
改
題
本

『〈

新
時
代
の
〉
尖
端
語
辞
典』
ア
リ)

、｢

や
ば
い

(

犯)：

危
険
な
こ
と
を
い
ふ
。
夜
匍
か
ら
の
転
語｣

(

栗
田
書
店
編
集
部
編

『

新
聞
語

辞
典
附
録
隠
語
辞
典』

同
一
二
年
五
月
改
訂
増
補
十
一
版
、
栗
田
書
店)

の
よ
う
に
、
辞
書
の
内
部
で
説
明
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。｢

夜

間
の
匍
匐｣

と
か

｢

夜
匍｣

は
い
さ
さ
か
苦
し
く
、
二
つ
の
中
で
は
前
者
の
説
の
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
今
回
取
り
上
げ
た
岡
本
綺
堂

｢
半
七
捕
物
帳
・
津
の
国
屋｣

に
は
お
兼
と
い
う
矢
場
女
が
登
場
す
る
。
最
終
章
の
九
に

｢

お
安

の
幽
霊
に
化
け
た
の
は
、
浅
草
の
お
兼
と
い
う
矢
場
女
で
、
見
か
け
は
十
七
八
の
初
心
う

ぶ

な
小
娘
ら
し
い
が
、
実
は
も
う
二
十
を
二
つ
も
越

し
て
い
る
と
い
う
莫
連
ば
く
れ
ん

者も
の

で
、
熊
吉
の
世
話
で
こ
れ
も
こ
の
一
件
の
徒
党
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た｣

と
あ
る
。
さ
す
が
に
的
確
で
あ
る
。

(

４)

こ
の
戦
後
版
は
、
わ
ら
半
紙
に
刷
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
奥
付
は
上
部
が
切
り
取
ら
れ
、
管
見
に
入
っ
た
一
本
は
ガ
リ
版
刷
り
で

｢

昭

和
廿
一
年
十
二
月
五
日
印
刷
／
昭
和
廿
一
年
十
二
月
廿
日
発
行｣
と
記
し
た
紙
片
を
貼
り
、
定
価
の
部
分
に
も

｢

定
価
拾
八
円｣

と
謄
写

版
印
刷
を
し
た
小
紙
片
を
糊
付
け
す
る
。
他
の
一
本
は
年
記
の
部
分
が
活
版
印
刷
の
紙
片
、
定
価
の
部
分
も
活
版
で
拾
五
円
と
あ
り
さ
ら

に
そ
の
上
か
ら
25
の
青
ゴ
ム
印
を
捺
し
て
あ
る
。
大
戦
後
間
も
な
く
の
頃
の
出
版
界
の
混
乱
を
示
す
一
例
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
に
は
慶

應
義
塾
に
と
っ
て
不
名
誉
な
こ
と
ば
が
載
っ
て
い
る
。｢

ト
ラ
ガ
ソ

(

注：
｢

ソ｣
は

｢

リ｣

の
誤
植)

(

虎
狩)

慶
應
学
生
連
に
依
つ
て

御用！ 御用だ！
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初
め
ら
れ
た
る
通
語
に
し
て
、
慶
應
学
生
が
、
虎
の
門
女
学
校

(

東
京
女
学
館
今
は
青
山
に
あ
り)

の
生
徒
を
待
ち
受
け
、
其
の
後
を
追

つ
駆
け
る
こ
と
を
云
ふ
。
即
ち
虎
の
門
の
虎
を
題
目
と
し
て
追
ひ
廻
す
こ
と
を
狩
と
し
、
女
学
生
の
尻
を
追
ひ
廻
す
こ
と
を
加
藤
清
正
に

ち
な
ん
で

｢

虎
狩｣

と
称
し
た
の
で
あ
る｣

と
あ
る
。
ち
な
み
に
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
流
行
っ
た
モ
ダ
ン
語
辞
典
の
中
に
も
、

慶
應
関
連
の
別
な
不
名
誉
、
で
あ
る
が
ち
ょ
っ
ぴ
り
可
笑
し
い
こ
と
ば
が
載
る
。
曰
く

｢

で
か
る

慶
應
で
発
明
さ
れ
た
言
葉
で
怠
け
遊

ぶ
意
味｣

(『〈

時
勢
に
後
れ
ぬ
〉
新
時
代
用
語
辞
典』)

、｢

で
か
る

慶
應
義
塾
の
学
生
が
云
ひ
出
し
た
言
葉
で
、
怠
け
遊
ぶ
意
味
で
あ
る
。

例：

今
日
は
ど
う
も
勉
強
す
る
気
に
な
れ
な
い
か
ら
、
ひ
と
つ
で
か
る
か
な｣

(

小
島
徳
彌
著
・
昭
和
六
年
一
一
月
、
教
文
社
刊

『

分
類

式
モ
ダ
ン
新
用
語
辞
典』)

。
勿
論
こ
の
語
が

｢

デ
カ
ダ
ン｣

か
ら
来
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。『

新
時
代
用
語
辞
典』

の

｢

和

製
英
語｣

の
部
に

｢
で
か
る

デ
カ
ダ
ン
を
動
詞
化
し
た
語
で
あ
つ
て
、
な
ま
け
る
、
遊
ぶ
、
だ
れ
る
等
の
意｣

と
出
て
い
る
そ
れ
で
、

サ
ボ
る
や
ネ
グ
る
等
と
同
じ
で
あ
る
。

(

５)

例
え
ば
浅
井
了
意
の
怪
談
話
集
『

伽
婢
子』

(

お
と
ぎ
ぼ
う
こ)

(

寛
文
六
〈
一
六
六
六
〉
年
刊)

巻
一
三
―
八

(

す
な
わ
ち
本
書
の
最

終
話)

｢

恠
く
わ
い
を
話
か
た
れ
ば
恠
至

く
わ
い
い
た
る

る｣
(
目
録
題

｢

百
物
語
の
事｣)

に
は
、｢

む
か
し
よ
り
人
の
云
ひ
つ
た
へ
し
、
お
そ
ろ
し
き
事
。
あ
や
し
き

事
を
あ
つ
め
て
百
話

も
の
か
た
り
す
れ
ば
。
か
な
ら
ず
お
そ
ろ
し
き
事
、
あ
や
し
き
事
あ
り
と
い
へ
り
、
百
物
語
に
は
法
式
ほ
う
し
き

あ
り
、
月
く
ら
き
夜
。

行
灯
あ
ん
ど
う

に
火
を
点て
ん

じ
、
そ
の
行
燈
は
青
き
紙
に
て
は
り
た
て
、
百
筋す
ぢ

の
灯
心
と
う
し
ん

を
点て
ん

じ
。
ひ
と
つ
の
物
語
に
灯
心
一
筋
づ
ゝ
引
き
と
り
ぬ
れ
は
。

座
中
漸
々
暗く
ら

く
な
り
。
青
き
紙
の
色
。
う
つ
ろ
ひ
て
。
何
と
な
く
物
す
ご
く
な
り
行
也
。
そ
れ
に
話
か
た
り
つ
ゞ
く
れ
ば
、
か
な
ら
ず
あ
や
し
き

事
、
お
そ
ろ
し
き
事
あ
ら
は
る
ゝ
と
か
や
。
下
京
邊
の
人
五
人
あ
つ
ま
り
。
い
ざ
や
百
話

も
の
か
た
り
せ
ん
と
て
。
法
の
こ
と
く
火
を
と
も
し
。
め
ん

�
み
な
あ
を
き
小
袖
着き

て
な
み
ゐ
て
か
た
る
に
。｣

云
々
と
あ
る
。

(

６)

仮
名
草
子

『

百
物
語』

の
版
本
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
Ⅰ
類
本

(

Ａ)

万
治
二

(

一
六
五
九)

年
初
夏
上
旬

松
長
伊
右
衛

門
版
、
大
本
二
冊
。(

Ｂ)
『

聖
泰
百
物
語』

[

元
禄]

頃
刊
、
大
本
四
冊
。
Ａ
の
改
題
分
冊
本
。
序
文
の
後
段
に

｢

お
さ
ま
り
し
此
御
代

に
は
、
こ
れ
ら
よ
り
こ
は
き
も
の
は
、
百
物
語
の
事
は
を
き
て
、
一
貫
物
語
に
て
も
出
ま
じ
き
ぞ｣

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
想
を
得
て
の
命

名
か
。(

Ｃ)
『

世
説
雑
話』

宝
暦
四

(

一
七
五
四)

年
正
月

田
原
屋
平
兵
衛
版
。
Ｂ
の
改
題
・
修
逓
版
。
大
本
四
冊
。
こ
れ
も
、
江
戸
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初
期
の
笑
話
本
は
、
例
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
笑
い
ば
な
し
だ
け
で
は
な
く
、
機
知
に
富
ん
だ
話
や
実
話
、
故
事
・
因
縁
話
等
、

雑
多
な
は
な
し
か
ら
成
っ
て
お
り
、
雑
話
集
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
勿
論
新
し
い
作
品
に
見
せ
か
け
る
た
め
の
改
題
で
あ
る
が
、
内
容

を
見
て
の
改
題
か
も
し
れ
な
い
。
Ⅱ
類
本

(

ｄ)

明
暦
二

(

一
六
五
六)

年
八
月
版
。
小
本
三
冊
。(

Ｅ)

万
治
三
年
二
月

山
本
九
兵

衛
版
。
絵
入
り
中
本
三
冊
。
Ａ
本
の
下
巻
第
二
八
話(

は
か
な
き
物
語
の
事)

の
代
わ
り
に
紀き
の

貫
之
つ
ら
ゆ
き

冠
か
ふ
り
を
と
す
事
が
入
っ
て
い
る
。(

Ｆ)
同
後
印
修
逓
本
。
Ｅ
本
の
内
題
や
尾
題
、
柱
題
・
刊
記
の
一
部
を
削
る
。
中
本
三
冊
。
石
川
俊
一
郎
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
Ⅰ
類
本
に

中
本
で
絵
の
無
い
二
冊
本

(

中
巻
欠
か)

が
あ
る
由
で
あ
る
。

(

７)

管
見
に
入
っ
た

『

化
生
物
語』

は
巻
一
と
五
の
零
本
。
巻
一
は

『

宿
直
草』

の
序
文
と
巻
二
、
巻
五
は
同
じ
く
巻
四
に
当
た
る
。
柱
刻

は
白
口
で
巻
分
け
と
丁
付
の
み
。
巻
一
は
序
文
一
、
本
文
三
二
丁
、
巻
五
が
二
九
丁
。
巻
一
の
丁
付
に
二
十
九
、
又
二
十
九
と
重
な
る
個

所
が
あ
る
。
本
文
は

(
巻
五)

第
十
七
�
へ
び

を
う
む
を
ん
な
の
事

｢

宮
ゐ
の
し
る
し
も
、
す
ぎ
し
代よ

な
ら
で
、
今
も
か
ゝ
る
事
は
ん
へ
り｣

と『

宿
直
草』

巻
四
―
十
七
と
同
じ
行
文
で
終
わ
る
が
、
続
け
て
す
ぐ
に｢

此
書
享
保
二
年
改
板
候
へ
共｣

と
入
木
に
よ
る
一
文
が
あ
り
、

そ
こ
で
切
れ
、
二
行
分
の
空
白
を
置
い
て
左
に｢

享
保
十
一
年
今
月
吉
日
改
正
／
寺
町
四
条
下
ル
町
／
菊
屋
長
兵
衛
板｣

と
刊
記
が
あ
る
。

こ
の
部
分
刷
り
が
悪
い
。
こ
の
他
、
末
に

｢
京
寺
町
四
条
下
ル
丁
／
菊
屋
長
兵
衛
板｣

と
あ
る

｢

目
録｣

が
一
丁
分
あ
り
、
一
休
諸
国
物

語

全
部
五
冊
・
ひ
ら
か
な
ゑ
入
〜
誹
諧
打
出
槌

全
部
一
冊
・
笠
付
前
句
付
ま
で
の
計
二
三
点
を
載
せ
る
。
宝
永
〜
享
保
頃
の
浮
世
草

子
類
が
多
い
。
本
書
の
広
告
も
あ
り

｢

化
生
物
か
た
り
、
全
部
五
冊
、
ひ
ら
か
な
絵
入
、
ば
け
物
ば
な
し｣

と
あ
る
。『

宿
直
草』

は
後

印
本
や
修
逓
本
の
関
係
が
複
雑
で
あ
る
。
本
書
が
ど
の
版
の
後
印
或
い
は
修
逓
に
当
る
の
か
に
つ
い
て
は
軽
々
に
判
断
出
来
な
い
。
後
考

を
俟
ち
た
い
。

(

８)
｢〈

好
色
二
代
男
〉
諸
艶
大
鑑｣

の
テ
キ
ス
ト
は
色
々
あ
る
が
、
近
年
の
も
の
で
は

『

決
定
版
対
訳
西
鶴
全
集
２』

(

平
成
四
年
五
月
、

明
治
書
院)

が
原
文
と
現
代
語
訳
、
注
釈
、
語
句
索
引
付
で
読
み
易
い
。
ま
た

『

新
編
西
鶴
全
集
第
一
巻
・
本
文
篇』

(

平
成
一
二
年
二

月
、
勉
誠
出
版)

は
、
原
文
の
影
印
と
翻
刻
が
対
照
に
な
っ
て
い
る
。
注
釈
は
無
い
が
挿
絵
に
つ
い
て
は
説
明
が
あ
り
理
解
に
役
立
つ
。

『

宿
直
草』

は
外
題

｢

御
伽
物
語｣

の
名
で
、
小
学
館
の

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

64
・
仮
名
草
子
集

(

平
成
一
一
年
九
月)

に
原

御用！ 御用だ！
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文
と
現
代
語
訳
・
注
付
で
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
挿
絵
に
つ
い
て
の
説
明
も
あ
り
便
利
。

(

９)
｢

半
七
捕
物
帳
・
津
の
国
屋｣

は

｢

娯
楽
世
界｣

大
正
九
年
六
〜
八
月
号
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
、
夙
く
新
作
社
版

(

大
正
一
二
〜
一

四
年)

や
春
陽
堂
版

(

昭
和
四
年)

の

『

半
七
捕
物
帳』

、
そ
れ
に
著
者
自
選
の
平
凡
社
版

『

現
代
大
衆
文
学
全
集
11
・
岡
本
綺
堂
集』

(
同)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
未
見
。
今
便
宜
上
光
文
社
文
庫
・
時
代
推
理
小
説

『

半
七
捕
物
帳

(

二)』
(

昭
和
六
一
年)

に
拠
っ
た
。

な
お
、
光
文
社
文
庫
版
は
青
空
文
庫
に
収
録
さ
れ
て
お
り

(

平
成
一
九
年
一
一
月
一
七
日
修
正
版)

、
一
方
新
装
版

(

平
成
一
三
年
一
一

月)

も
出
て
い
る
。
ま
た
、
ち
く
ま
文
庫
に
北
村
薫
・
宮
部
み
ゆ
き
編

『

読
ん
で
、｢

半
七｣

！』
(｢

半
七
捕
物
帳
傑
作
選｣

一)
(

平
成

二
一
年
五
月)
が
あ
る
。(

青
空
文
庫
閲
読
に
つ
い
て
は
松
村
友
視
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
御
礼
を
申
し
上
げ
る)

。

(

10)
｢〈

妙
竹
林
話
〉
七
偏
人｣

の
テ
キ
ス
ト
は
幾
つ
か
あ
る
が
、
昭
和
二
年
一
月
に
出
た『

日
本
名
著
全
集
・
江
戸
文
藝
之
部：

滑
稽
本
集』

(

日
本
名
著
全
集
刊
行
會)
に
収
め
ら
れ
た
も
の
が
、
他
と
比
べ
校
訂
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
本
稿
も
そ
れ
に
拠
っ
た
。

(

11)
｢

ぺ
て
ん
師
と
空
気
男｣
３

｢
ジ
ョ
ー
カ
ー｣

に

｢

日
本
で
も
滝
亭
鯉
丈
の

『

八
笑
人』

や
梅
亭
ば
い
て
い

金
鵞
き
ん
が

の

『

七し
ち

偏
人
へ
ん
じ
ん』

な
ど
が
大
が
か

り
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
・
ジ
ョ
ー
ク
を
題
材
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
の
ジ
ョ
ー
ク
は
大
が
か
り
な
わ
り
に
、
創
意
は
乏
し
い
で
す
ね｣

云
々
と
伊
東
錬
太
郎
に
語
ら
せ
て
い
る(
光
文
社
文
庫
・
江
戸
川
乱
歩
全
集
22
巻
、
平
成
一
七
年
九
月
に
よ
る)

。
同
全
集
は
新
保
博
久
・

山
前
譲
氏
の
監
修
。
本
作
品
に
つ
い
て
の
詳
し
い
解
題
と
校
異
、
註
釈
が
あ
る
。
ま
た
、
同
全
集
29
巻

『

探
偵
小
説
四
十
年

(

下)』
(

同

一
八
年
二
月)

追
記

｢

昭
和
三
十
二
年
以
降
・
四
つ
の
著
書｣

に
、
乱
歩
自
身
の
述
懐
が
あ
る
。

(

12)

近
年
は

｢

事
典｣

と
銘
う
た
ず
に
、｢

全
作
品
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク｣

と
か

｢

全
仕
事｣

と
称
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
熱
烈
な
半

七
フ
ァ
ン
で
あ
る
宮
部
み
ゆ
き
に
は

『

宮
部
み
ゆ
き
全
小
説
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク』

が
あ
る

(

平
成
二
三
年
五
月

洋
泉
社M

O
O
K
)
(

Ａ
５

判
二
二
四
頁)

。
ミ
ス
テ
リ
＆
Ｓ
Ｆ
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
＆
ジ
ュ
ブ
ナ
イ
ル
、
時
代
小
説
の
三
部
に
分
け
、
計
四
七
作
を
紹
介
す
る
。
三
に

は
近
作
の

｢

お
そ
ろ
し
―
三
島
屋
変
調
百
物
語
事
始｣

｢

あ
ん
じ
ゅ
う
―
三
島
屋
変
調
百
物
語
事
続｣

も
入
っ
て
お
り
、
コ
ラ
ム
に

｢

百

物
語
事
始｣

、
ト
ピ
ッ
ク
に｢

百
物
語
の
本
当
の
作
法｣

が
あ
る
。
微
に
入
り
細
に
入
り
の
も
の
で
は
な
い
が
、
作
品
年
表
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

な
ど
も
あ
り
、
程
良
い
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
。
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