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は
じ
め
に

明
治
三
八
年
一
月
一
日
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
八
巻
第
四
号
に
は
、
漱

石
の
小
説
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
第
一
回
が
掲
載
さ
れ
、
巻
末
に
附
録
と
し

て
、
子
規
の
壮
絶
な
闘
病
記
録
「
仰
臥
漫
録
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
編
集
発
行
人
の
虚
子
の
苦
悩
も
含
め
、
と
も
に
明
治
の
新
し

い
時
代
を
自
ら
切
り
開
こ
う
と
す
る
三
人
の
渾
身
の
思
い
と
立
場
を
伝
え
る
も

の
で
あ
る
。

な
か
で
も
夏
目
漱
石
は
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
が
空
前
の
人
気
を
博
し
た
事

を
出
発
点
と
し
て
、
小
説
家
と
し
て
成
功
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
を
目
の
当
た
り
し

て
、
も
と
も
と
小
説
家
を
強
く
志
向
し
て
い
た
虚
子
は
自
ら
も
小
説
を
書
く
傍

ら
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
文
芸
誌
へ
の
転
換
を
強
力
に
押
し
進
め
る
。
し
か
し
や

が
て
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
発
行
部
数
減
少
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
虚
子

は
、
俳
壇
を
席
巻
し
て
い
た
碧
梧
桐
の
新
傾
向
俳
句
へ
の
対
抗
、
俳
壇
復
帰
を

強
く
望
む
中
川
四
明
や
、
俳
句
誌
と
し
て
の
購
読
を
望
む
読
者
の
強
力
な
要
請

に
応
え
る
か
た
ち
で
、
再
び
俳
壇
に
復
帰
す
る
。
こ
の
俳
壇
復
帰
の
要
因
と
な

る
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
衰
退
の
一
因
に
、
漱
石
の
朝
日
新
聞
入
社
に
よ
る
執
筆
制

限
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
根
拠
は
、
例
え
ば
虚
子
の
次
の
様
な
記
述
に

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

私
が
国
民
新
聞
社
に
入
社
し
て
国
民
文
学
と
い
ふ
仕
事
に
携
は
り
、「
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
に
は
益
々
俳
句
の
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
又
漱
石
は
朝
日
新

聞
に
入
社
し
て
、他
の
も
の
に
は
筆
を
取
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
、従
つ
て
「
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
に
も
執
筆
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、「
ホ
ト
ト
ギ
、

ス
」
の
読
者
が
非
常
に
激
減
し
ま
し
て
、
維
持
が
困
難
に
な
つ
て
き
た
と

い
ふ
事
の
為
に
、（
略
） 

遂
に
国
民
新
聞
社
を
退
く
事
に
決
心
し
ま
し
た
。

（
高
浜
虚
子
「
国
民
新
聞
を
退
く
」

『
俳
句
の
五
十
年
』
昭
17
・
12　

中
央
公
論
社
）
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漱
石
と
虚
子
の
関
係
を
伝
え
る
発
言
と
し
て
は
、
何
れ
も
虚
子
の
著
作
で
あ

る
『
漱
石
氏
と
私
』（
大
７
・
１　

書
店　

ア
ル
ス
）、「「「
猫
」
の
頃
」（『
漱
石

全
集
』
昭
和
三
年
版
月
報
第
一
号　

岩
波
書
店
）、「
漱
石
と
私
」（『
俳
句
の

五
十
年
』）等
が
あ
る
。
そ
し
て
、当
然
で
は
あ
る
が
長
命
で
あ
っ
た
虚
子
に
は
、

そ
の
執
筆
年
代
に
よ
っ
て
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
見
て
と
れ
る
。

一
方
漱
石
側
に
は
特
に
虚
子
を
特
定
し
て
そ
の
交
流
を
ま
と
め
た
も
の
は
見

当
た
ら
な
い
。
漱
石
は
、
明
治
四
〇
年
、
四
一
歳
で
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
て

小
説
家
に
転
身
し
、
大
正
五
年
、
五
〇
歳
で
没
す
る
ま
で
、
後
世
に
残
る
数
々

の
名
作
を
残
し
た
が
、
虚
子
の
よ
う
に
、
自
ら
の
人
生
を
回
顧
す
る
十
分
な
時

間
は
持
ち
得
な
か
っ
た
。

本
稿
は
数
少
な
い
漱
石
側
の
言
及
の
中
か
ら
、
主
と
し
て
漱
石
の
書
簡
に
注

目
す
る
。
そ
し
て
、
虚
子
に
宛
て
た
も
の
、
朝
日
新
聞
入
社
に
関
わ
っ
た
、
坂

元
雪
鳥
に
宛
て
た
も
の
等
を
点
検
し
、
虚
子
の
俳
壇
復
帰
の
要
因
と
な
る
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
衰
退
の
原
因
が
、
漱
石
に
あ
る
と
す
る
通
説
に
疑
問
を
呈
す
る
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
引
用
す
る
漱
石
書
簡
の
末
尾
に
示
し
た
数
字
は
『
漱
石
全

集
』
の
書
簡
篇
（
上
・
中
・
下
）
の
通
し
番
号
で
あ
る
。

一　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
文
章
熱
の
勃
興

明
治
三
六
年
一
月
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
か
ら
帰
国
し
た
漱
石
は
、
東
京
帝
国
大

学
、
及
び
第
一
高
等
学
校
の
教
師
と
な
る
。
そ
し
て
二
年
後
の
明
治
三
八
年
一

月
、虚
子
の
編
輯
す
る
俳
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
新
年
号
に
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

を
発
表
し
、
小
説
家
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

当
時
の
様
子
を
虚
子
は
「
漱
石
と
私
」・「
我マ

マ

輩
は
猫
で
あ
る
」（『
俳
句
の

五
十
年
』）
で
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

漱
石
が
、本
郷
の
彌
生
町
に
住
ま
つ
て
を
つ
た
頃
の
事
で
あ
り
ま
す
が
、

私
は
よ
く
そ
の
家
を
訪
ね
た
も
の
で
し
た
。（
略
）
元
来
、
天
才
的
の
人

で
あ
つ
た
も
の
で
す
か
ら
し
て
、
普
通
の
人
が
考
へ
る
や
う
な
風
に
萬
事

が
行
か
な
く
な
つ
て
、
い
く
ら
か
神
経
衰
弱
に
か
ゝ
つ
た
人
が
考
へ
る
や

う
な
、
軌
道
に
乘
ら
な
い
考
へ
方
も
あ
つ
た
事
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ

で
細
君
が
漱
石
の
言
行
に
手
古
摺
つ
て
、
暇
が
あ
つ
た
な
ら
ば
漱
石
を
少

し
連
れ
出
し
て
何
處
か
に
行
つ
て
、
気
保
養
を
さ
し
て
く
れ
な
い
か
と
い

ふ
や
う
な
事
を
私
に
頼
ん
だ
事
も
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
（
略
）。

「
山
會
」
と
稱
へ
た
文
章
會
は
、
子
規
の
生
前
の
時
分
か
ら
致
し
て
を

つ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
子
規
歿
後
も
や
は
り
そ
れ
を
續
け
て
や
つ
て

を
り
ま
し
た
。 

（「
漱
石
と
私
」『
俳
句
の
五
十
年
』）

あ
る
時
私
は
漱
石
が
文
章
で
も
書
い
て
み
た
な
ら
ば
気
が
紛
れ
る
だ
ら

う
と
思
ひ
ま
し
て
、
文
章
を
書
い
て
見
る
事
を
勧
め
ま
し
た
。（
略
）
そ

の
日
に
な
つ
て
立
寄
つ
て
み
ま
す
と
、
非
常
に
長
い
文
章
が
出
来
て
お
り

ま
し
て
、
頗
る
機
嫌
が
良
く
、（
略
）
讀
ん
で
み
て
く
れ
ろ
と
い
ふ
話
で

あ
り
ま
し
た
。（
略
）
漱
石
の
家
で
讀
ん
だ
時
分
に
、
題
は
ま
だ
定
め
て

あ
り
ま
せ
ん
で
し
て
、「
猫
傳
」
と
し
よ
う
か
と
い
ふ
話
が
あ
つ
た
の
で



漱石の執筆制限と『ホトトギス』

─ 39 ─

あ
り
ま
す
が
、「
猫
傳
」
と
い
ふ
よ
り
も
（
略
）、冒
頭
の
一
句
を
そ
の
ま
ゝ

標
題
に
し
て
「
我マ

マ

輩
は
猫
で
あ
る
」
と
い
ふ
事
に
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う

と
、
漱
石
は
、
そ
れ
で
も
結
構
だ
、
名
前
は
ど
う
で
も
い
ゝ
か
ら
し
て
、

私
に
勝
手
に
つ
け
て
く
れ
ろ
、
と
い
う
話
で
あ
り
ま
し
た
。

（「
我マ

マ

輩
は
猫
で
あ
る
」『
俳
句
の
五
十
年
』）

こ
う
し
て
、
有
名
な
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
題
が
決
ま
っ
た
。
そ
の
後
、

虚
子
が
推
敲
し
て
「
二
、三
ケ
所
削
り
」（「
我
輩
は
猫
で
あ
る
」『
俳
句
の
五
十

年
』）、
活
版
所
に
廻
し
て
一
月
号
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
発
表
し
た
。
す
る
と

「
大
変
な
反
響
を
起
し
ま
し
て
、
非
常
な
評
判
と
な
り
ま
し
た
」（
同
）
と
い
う

状
況
に
な
る
。
こ
れ
は
虚
子
が
「
文
章
で
も
書
い
て
み
た
な
ら
ば
」（
同
）
と
、

漱
石
に
勧
め
た
何
気
な
い
一
言
か
ら
、
小
説
家
夏
目
漱
石
誕
生
へ
の
重
要
な
契

機
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
漱
石
は
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
を
執
筆
し
た
明
治
三
八
年
当
時
の
こ

と
を
、
ど
う
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
三
九
歳
で
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
を

書
い
て
か
ら
全
速
力
で
休
む
間
も
な
く
書
き
続
け
、
五
〇
歳
で
没
し
た
漱
石
に

は
、
自
ら
の
人
生
を
回
顧
す
る
十
分
な
時
間
と
心
の
余
裕
が
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
文
章
世
界
』
に
掲
載
し
た
評
論
、「
時
機
が
來
て
ゐ
た

ん
だ
」
は
貴
重
な
言
及
の
一
つ
で
あ
る
。

私
の
處
女
作
…
…
と
言
へ
ば
先
ず
『
猫
』
だ
ら
う
が
、
別
に
追
懐
す
る

程
の
こ
と
も
な
い
や
う
だ
。
た
ゞ
偶
然
あ
ゝ
い
ふ
も
の
が
出
来
た
の
で
、

私
が
さ
う
い
ふ
時
機
に
達
し
て
居
た
と
い
ふ
ま
で
で
あ
る
。

と
い
ふ
の
が
、
も
と
〳
〵
私
に
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ

と
が
な
か
つ
た
。
勿
論
生
き
て
居
る
か
ら
何
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す

る
以
上
は
自
己
の
存
在
を
確
實
に
し
、
此
處
に
個
人
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と

を
他
に
も
知
ら
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
位
の
了
見
は
常
人
と
同
じ
様
に
持
つ
て
ゐ

た
か
も
知
れ
ぬ
。
け
れ
ど
も
創
作
の
方
面
で
自
己
を
発
揮
し
や
う
と
は
、

創
作
を
や
る
前
迄
も
別
段
考
へ
て
ゐ
な
か
っ
た
。（
略
）

さ
て
正
岡
子
規
君
と
は
元
か
ら
の
友
人
で
あ
つ
た
の
で
、
私
が
倫
敦
に

居
る
時
正
岡
に
下
宿
で
閉
口
し
た
模
様
を
手
紙
に
か
い
て
送
る
と
、
正
岡

は
そ
れ
を
「
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
」
に
載
せ
た
。「
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
」
と
は
元
か
ら

関
係
が
あ
つ
た
が
、
そ
れ
が
近
因
で
私
が
日
本
に
歸
つ
た
時
（
正
岡
は
も

う
死
ん
で
居
た
）
編
輯
者
の
虛
子
か
ら
何
か
書
い
て
呉
れ
な
い
か
と
嘱た

の

ま

れ
た
の
で
始
め
て
「
我マ

マ

輩
は
猫
で
あ
る
」
と
い
ふ
の
を
書
い
た
。
所
が
虛

子
が
そ
れ
を
讀
ん
で
、
こ
れ
は
不い

　
け可
ま
せ
ん
と
云
ふ
。
譯
を
聞
い
て
見
る

と
段
々
あ
る
。
今
は
丸
で
忘
れ
て
仕
舞
つ
た
が
、
兎
に
角
尤
も
だ
と
思
つ

て
書
き
直
し
た
。

今
度
は
虛
子
が
大
い
に
賞
め
て
そ
れ
を
「
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
」
に
載
せ
た
が
、

實
は
そ
れ
一
回
き
り
の
つ
も
り
だ
つ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
虛
子
が
面
白
い

か
ら
續
き
を
書
け
と
い
ふ
の
で
、
だ
ん
〳
〵
書
い
て
居
る
う
ち
に
あ
ん
な

に
長
く
な
つ
て
了
つ
た
。
と
い
ふ
よ
う
な
譯
だ
か
ら
、
私
は
た
ゞ
偶
然
そ
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ん
な
も
の
を
書
い
た
と
い
ふ
だ
け
で
、
別
に
當
時
の
文
壇
に
対
し
て
ど
う

か
う
と
い
ふ
考
も
何
も
な
か
つ
た
。
た
ゞ
書
き
た
い
か
ら
書
き
、
作
り
た

い
か
ら
作
つ
た
ま
ゝマ

マ

で
、
つ
ま
り
言
へ
ば
私
が
あ
ゝ
い
ふ
時
機
に
達
し
て

居
た
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
書
き
初
め
た
時
と
、
終
る
時
分
と
は
餘
程
考

が
違
つ
て
居
た
。
文
體
な
ど
も
人
を
眞
似
る
の
が
い
や
だ
つ
た
か
ら
あ
ん

な
風
に
や
つ
て
見
た
に
過
ぎ
な
い
。

何
し
ろ
そ
ん
な
風
で
今
日
迄
や
つ
て
来
た
の
だ
が
、
以
上
を
綜
合
し
て

考
へ
る
と
私
は
何
事
に
對
し
て
も
積
極
的
で
な
い
か
ら
考
へ
て
自
分
で
も

驚
ろ
い
た
。
文A科
に
入
つ
た
の
も
友
人
の
す
ゝ
め
だ
し
、
教B師
に
な
つ
た

の
も
人
が
さ
う
言
つ
て
呉
れ
た
か
ら
だ
し
、
洋C行
し
た
の
も
、
帰Dつ
て
來

て
大
學
に
勤
め
た
の
も
、「
朝E日
新
聞
」
に
入
つ
た
の
も
、
小F説
を
書
い

た
の
も
皆
さ
う
だ
。
だ
か
ら
私
と
い
ふ
者
は
、
一
方
か
ら
言
へ
ば
他ひ

と

が
造

つ
て
呉
れ
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。（
夏
目
漱
石「
時
機
が
来
て
ゐ
た
ん
だ
」

（
処
女
作
追
懐
談
）『
文
章
世
界
』
第
三
巻
第
十
二
号　

明
41
・
９　

博
文

館
）

こ
れ
を
書
い
た
明
治
四
一
年
の
漱
石
は
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
明
治

三
八
年
か
ら
ま
だ
三
年
余
の
時
期
に
あ
た
る
が
、『
文
章
世
界
』
の
「
処
女
作

追
懐
談
」
に
応
じ
て
そ
れ
ま
で
を
振
り
返
り
、「
私
と
い
ふ
者
は
、
一
方
か
ら

言
へ
ば
他
が
造
つ
て
呉
れ
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
率
直
に
、
そ
し
て
謙
虚

に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
漱
石
の
文
章
の
「
他
」
と
は
誰
か
を
具
体
的
に
示
す
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

Ａ
「
文
科
に
入
つ
た
の
も
友
人
の
す
ゝ
め
だ
し
」（
米
山
保
三
郎1

）

Ｂ
「
教
師
に
な
つ
た
の
も
人
が
さ
う
言
つ
て
呉
れ
た
か
ら
だ
し
」（
菅
虎
雄2

）

Ｃ
「
洋
行
し
た
の
も
」（
中
川
元
校
長3

）

Ｄ
「
帰
っ
て
來
て
大
學
に
勤
め
た
の
も
」（
狩
野
亨
吉4

、
菅
虎
雄2

、
大
塚
保
治5

）

Ｅ
「
朝
日
新
聞
に
入
つ
た
の
も
」（
鳥
居
素
川6

、
池
邊
三
山7

）

Ｆ
「
小
説
を
書
い
た
の
も
」（
高
浜
虚
子
）

人
生
の
転
機
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
周
囲
の
人
々
の
導
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
感
謝

し
な
が
ら
も
、
そ
の
恩
恵
を
経
た
の
ち
、
処
女
作
『
猫
』
を
書
い
た
の
は
、「
私

が
さ
う
い
ふ
時
機
に
達
し
て
居
た
」
と
強
く
実
感
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
か
で
も
「
正
岡
子
規
君
と
は
元
か
ら
の
友
人
で
あ
っ
た
の
で
」、
深
く
思

い
を
致
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、漱
石
の「
時

機
が
來
て
ゐ
た
ん
だ
」
の
文
中
に
あ
る
、
た
ゞ
書
き
た
い
か
ら
書
き
、
作
り
た

い
か
ら
作
つ
た
ま
で
で
と
い
う
一
節
は
、
子
規
が
ロ
ン
ド
ン
の
漱
石
に
書
き

送
っ
た
最
後
の
手
紙
と
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
書
キ
タ
イ
コ
ト
ハ

多
イ
ガ
、
苦
シ
イ
カ
ラ
許
シ
テ
ク
レ
玉
ヘ
、
と
い
う
子
規
の
言
葉
が
あ
る
。
漱

石
は
「『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル 

中
編
』
序
」
に
、
こ
の
「
僕
ハ
モ
ー
ダ
メ
ニ
ナ
ツ

テ
シ
マ
ツ
タ
」
で
始
ま
る
子
規
の
手
紙
の
ほ
ぼ
全
文
を
掲
載
し
、
以
下
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

（
子
規
は
）
に
く
い
男
だ
が
、
書
き
た
い
こ
と
は
多
い
が
、
苦
し
い
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ら
許
し
て
く
れ
玉
へ

0

0

0

0

0

0

0

0

抔
と
云
は
れ
る
と
気
の
毒
で
堪
ら
な
い
。
余
は
子
規

に
對
し
て
此
の
気
の
毒
を
晴
ら
さ
な
い
う
ち
に
、
と
う
〳
〵
彼
を
殺
し
て

仕
舞
つ
た
。（
略
）
墨
汁
一
滴
の
う
ち
で
暗
に
余
を
激
勵
し
た
故
人
に
對

し
て
は
、
此
作
を
地
下
に
寄
す
る
の
が
或
は
恰か

つ
こ
う好

か
も
知
れ
ぬ
。
季注

子
は

剣
を
墓
に
か
け
て
、
故
人
の
意
に
酬
い
た
と
云
ふ
か
ら
、
余
も
亦
「
猫
」

を
碣け

つ
と
う頭
に
献
じ
て
、
往
日
の
気
の
毒
を
五
年
後
の
今
日
に
晴
ら
さ
う
と
思

ふ
。（
略
）
子
規
は
今
ど
こ
に
ど
う
し
て
居
る
か
知
ら
な
い
。
恐
ら
く
は

据
ゑ
る
べ
き
尻
が
な
い
の
で
落
付
き
を
と
る
機
械マ

マ

に
窮
し
て
ゐ
る
だ
ら

う
。
余
は
未
だ
に
尻
を
持
つ
て
居
る
。
ど
う
せ
持
つ
て
ゐ
る
も
の
だ
か
ら
、

先
ず
ど
つ
し
り
と
、
お
ろ
し
て
、
さ
う
人
の
思
は
く
通
り
急
に
は
動
か
な

い
積
り
で
あ
る
。

（
夏
目
漱
石
「『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル 

中
編
』
序
」（
明
39
・
11　

大
倉
・

服
部
書
店
）

（
注　

季き

子し

…
呉
の
季
子
が
、
徐
君
の
墓
に
自
ら
の
剣
を
掛
け
て
、
生
前
に
そ

の
剣
を
欲
し
て
い
た
故
人
に
報
い
た
と
い
う
、『
史
記
』
に
あ
る
故
事
）。

漱
石
は
「
さ
う
い
ふ
時
機
に
達
し
た
」
い
ま
、
返
事
を
書
か
な
か
っ
た
子
規

の
手
紙
に
向
き
合
い
、
書
キ
タ
イ
コ
ト
ハ
多
イ
ガ
、
苦
シ
イ
カ
ラ
許
シ
テ
ク
レ

玉
へ
、
と
言
う
他
は
な
か
っ
た
子
規
の
無
念
に
、
今
更
の
ご
と
く
想
い
到
る
。

当
時
の
漱
石
の
心
境
を
山
崎
甲
一
氏
は
、
漱
石
の
句
「
ど
つ
し
り
と
尻
を
据
ゑ

た
る
南
瓜
か
な
」（『
漱
石
全
集
』
第
一
七
巻
）
を
挙
げ
て
次
の
様
に
解
説
す
る
。

子
規
に
応
え
得
る
創
作
と
い
う
仕
事
の
備
わ
り
が
、
死
後
で
あ
っ
た
と

い
う
、
動
か
し
よ
う
の
な
い
事
実
に
他
な
ら
ぬ
。
こ
の
尻
の
座
り
が
身
に

備
わ
っ
た
時
に
初
め
て
、「
故
人
の
意
」
の
在
り
所
を
、
そ
し
て
、
亡
き

子
規
が
自
分
に
促
す
「
約
束
の
履
行
」
の
内
容
を
創
り
出
す
こ
と
に
成
る

の
で
あ
る
。

「
生
キ
テ
ヰ
ル
ノ
ガ
苦
シ
イ
ノ
ダ
」
と
言
い
つ
つ
、
な
お
、
子
規
の
「
筆

力
は
垂
死
の
病
人
と
は
思
へ
ぬ
程
確
か
で
あ
る
」
と
漱
石
が
記
す
と
き
、

見
て
い
た
も
の
は
、
文
字
に
自
己
を
託
す
者
の
底
知
れ
ぬ
凄
ま
じ
さ
で
あ

ろ
う
。（「『
猫
』
の
終
焉
（
中
）」　
『
鶴
見
大
学
紀
要
第
16.
号
』
昭
54
・
２
）

 

子
規
の
「
書
キ
タ
イ
コ
ト
ハ
多
イ
ガ
苦
シ
イ
カ
ラ
許
シ
テ
ク
レ
玉
へ
」
と
い

う
言
葉
は
、「
中
編
序
」
以
降
、
漱
石
の
心
に
住
み
つ
き
、「
墨
汁
一
滴
」
に
止

ま
ら
ず
、
折
に
触
れ
て
漱
石
を
衝
き
動
か
す
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
の
虚
子
は
思
い
が
け
ず
大
好
評
を
得
た
『
猫
』
の
後
の
こ
と
を
、
次
の

様
に
続
け
る
。

そ
れ
か
ら
「
我マ

マ

輩
は
猫
で
あ
る
」
が
、
大
変
好
評
を
博
し
た
も
の
で
す

か
ら
し
て
、
そ
れ
は
一
年
と
八
ヶ
月
続
き
ま
し
て
、
続
々
と
続
編
を
書
く
、

而
も
そ
の
続
編
は
こ
の
第
一
篇
よ
り
も
遙
か
に
長
い
も
の
を
書
い
て
、「
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
は
殆
ど
そ
の
「
我
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
続
編
で
埋
ま
つ
て
し

ま
ふ
と
い
ふ
や
う
な
勢
ひ
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
為
に「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
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も
ぐ
ん
〳
〵
と
毎
号
部
数
が
増
し
て
行
く
と
い
ふ
や
う
な
勢
ひ
で
あ
り
ま

し
た
。 

 
 

（「
我
輩
は
猫
で
あ
る
」『
俳
句
の
五
十
年
』）

発
行
部
数
は
多
い
時
で
八
千
に
も
及
ん
だ
と
い
わ
れ
る
（
新
潮
日
本
文
学
ア

ル
バ
ム
『
高
濱
虚
子
』
平
６
・
10
）。

ひ
と
り
こ
れ
が
漱
石
の
一
身
上
に
重
大
な
変
化
を
来
す
原
因
に
な
つ
た

ば
か
り
で
な
く
、
我
々
仲
間
の
者
も
漱
石
の
刺
激
を
受
け
て
、
皆
一
様
に

文
章
熱
が
勃
興
す
る
と
い
つ
た
や
う
な
有
様
で
あ
り
ま
し
た
。

（「
文
章
熱
の
勃
興
」『
俳
句
の
五
十
年
』）

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
は
こ
の
文
章
熱
の
勃
興
で
漱
石
、
虚
子
以
外
に
も
、
様
々

な
新
人
作
家
の
小
説
を
掲
載
し
、
俳
句
雑
誌
か
ら
文
芸
雑
誌
へ
と
強
力
に
転
換

を
図
る
。
そ
ん
な
中
で
漱
石
は
野
村
伝
四
宛
て
書
簡
で
次
の
よ
う
に
虚
子
を
擁

護
し
て
い
る
。

（
虚
子
は
）
文
章
に
関
し
て
は
一
隻
眼
を
有
し
て
居
る
。
あ
る
方
面
に

癖
（
僻
）
し
て
居
る
か
も
し
れ
ん
が
彼
の
云
ふ
所
は
理
屈
も
何
も
つ
け
ず

し
て
直
ち
に
其
根
底
に
突
き
入
る
断
案
を
下
す
に
於
て
到
底
大
学
の
博
士

や
学
士
の
及
ぶ
所
で
な
い
。
か
ゝ
る
人
の
云
ふ
事
は
傾
聴
す
べ
き
価
値
が

あ
る
。
か
ゝ
る
人
に
く
さ
ゝ
れ
た
ら
其
く
さ
ゝ
れ
た
理
由
を
知
る
の
は
作

家
に
と
つ
て
寧
ろ
愉
快
で
あ
る

（
明
治
三
八
年
六
月
二
七
日　

野
村
伝
四
宛
漱
石
書
簡　

４
４
０
）

漱
石
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
を
十
一
回
に
渡
り
掲
載

す
る
傍
ら
、
三
八
年
だ
け
で
も
「
倫
敦
塔
」「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」「
幻
影
の

盾
」「
琴
の
そ
ら
音
」「
一
夜
」「
薤
露
行
」
を
執
筆
し
、
一
〇
月
に
は
『
吾
輩

ハ
猫
デ
ア
ル
』
上
編
を
大
倉
・
服
部
書
店
よ
り
刊
行
す
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
虚
子
に
書
簡
を
送
り
「
や
め
た
き
は
教
師
、
や
り
た
き
は

創
作
」
と
語
る
。
三
八
年
九
月
頃
か
ら
す
で
に
、
生
活
が
成
り
立
つ
な
ら
創
作

一
本
で
暮
ら
し
た
い
、
と
い
う
願
望
が
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。

小
生
は
生
涯
の
う
ち
に
自
分
で
満
足
の
出
来
る
作
品
が
二
三
篇
で
も
出

来
れ
ば
あ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
と
云
ふ
寡
欲
な
男
に
候
処
。
そ
れ
を
や
る

に
は
牛
肉
も
食
は
な
け
れ
ば
な
ら
ず
玉
子
も
飲
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
と
云

ふ
始
末
か
ら
し
て
遂
々
心
に
も
な
き
商
売
に
本
性
を
忘
れ
る
と
い
ふ
顛
末

に
立
ち
至
り
候
。
何
と
も
残
念
の
至
り
に
候
。（
と
は
滑
稽
で
す
か
ね
）

と
に
か
く
や
め
た
き
は
教
師
、
や
り
た
き
は
創
作
。
創
作
さ
え
出
来
れ
ば

夫
丈
で
天
に
対
し
て
も
人
に
対
し
て
も
義
理
は
立
つ
と
存
候
。
自
己
に
対

し
て
は
無
論
の
事
に
候
。

（
明
治
三
八
年
九
月
一
七
日　

虚
子
宛
漱
石
書
簡　

４
６
６
）

翌
三
九
年
（
１
９
０
６
）
四
月
か
ら
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

の
掲
載
を
始
め
る
が
、
一
月
に
は
虚
子
に
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
奮
起
を
促
す
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書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

僕
つ
ら
〳
〵
思
ふ
に
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
は
今
の
様
に
毎
号
版マ
マ

で
押
た
様
な
事

を
十
年
一
日
の
如
く
つ
ゞ
け
て
行
つ
て
は
立
ち
行
か
な
い
と
思
ふ
。
俳
句

に
文
章
に
も
つ
と
英
気
を
鼓
舞
し
て
刷
新
を
し
な
け
れ
ば
い
か
な
い
で
す

よ
。
と
申
し
て
別
に
名
案
も
な
い
か
ら
只
主
人
公
た
る
君
が
大
奮
発
を
す

る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
。
文
庫
新
声
抔
一
時
景
気
の
よ
い
も
の
が
皆
駄

目
に
な
る
の
は
時
候
遅
れ
だ
か
ら
だ
と
思
ひ
ま
す
。
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
も
売
れ

る
う
ち
に
色
々
考
へ
て
置
か
ぬ
と
な
ら
ん
で
せ
う
。

先
づ
巻
頭
に
毎
号
世
人
の
注
意
を
ひ
く
に
足
る
作
物
を
一
つ
宛
の
せ
る

事
が
肝
心
で
す
ね
。
夫
か
ら
君
は
毎
号
俳
話
を
か
い
て
、
四
方
太
は
文
話

で
も
か
い
た
ら
ど
う
で
す
（
略
）。
と
に
か
く
も
つ
と
活
気
を
つ
け
た
い

で
す
ね
。
小
生
余
計
な
世
話
を
焼
い
て
失
敬
だ
が
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
が
三
四
千

出
る
の
は
寧
ろ
異
数
の
観
が
あ
る
。
決
し
て
常
態
で
は
な
い
油
断
を
し
て

は
困
る
事
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
ん
な
ら
僕
に
何
か
か
け
と
来
る
か
も
知
れ
ん
が
僕
は
取
り
の
け
別
問

題
で
す
。
一
寸
手
紙
を
か
く
序
が
あ
る
か
ら
是
を
差
し
上
げ
ま
す
。
苦
い

顔
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん 

頓
首

（
明
治
三
九
年
一
月
二
六
日　

虚
子
宛
漱
石
書
簡　

５
２
７
）

漱
石
は
す
で
に
、『
猫
』
が
終
了
し
な
い
こ
の
段
階
で
、十
年
一
日
の
如
き
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
の
行
く
末
を
心
配
し
、「
油
断
を
し
て
は
困
る
事
に
な
る
と
思
い

ま
す
」
と
忠
告
す
る
。
そ
し
て
『
猫
』
の
好
評
で
売
れ
行
き
を
伸
ば
し
て
い
る

今
の
う
ち
に
、
時
候
遅
れ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
刷
新
す
る
事
。
そ
の
た
め
に
は

「
巻
頭
に
世
人
の
注
意
を
ひ
く
に
足
る
作
物
を
一
つ
宛
の
せ
る
事
」、
虚
子
自
身

に
は
「
毎
号
俳
話
を
書
く
」
こ
と
な
ど
、
ま
る
で
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
将
来
と

虚
子
の
俳
句
の
才
能
を
見
抜
い
て
で
も
い
る
か
の
よ
う
な
助
言
で
あ
る
。

そ
し
て
次
の
書
簡
で
は
、
値
上
げ
し
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
売
れ
行
き
を
心

配
す
る
。拝

啓
雑
誌
五
十
二
銭
と
は
驚
い
た
。
今
迄
雑
誌
で
五
十
二
銭
の
は
あ
り

ま
せ
ん
ね
。
夫
で
五
千
五
百
部
売
れ
た
ら
日
本
の
経
済
も
大
分
進
歩
し
た

も
の
と
見
て
是
か
ら
五
十
二
銭
を
出
し
た
ら
よ
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
其

の
代
り
う
れ
な
か
つ
た
ら
是
に
こ
り
て
定
価
を
御
下
げ
な
さ
い
。
中
央
公

論
は
六
千
刷
つ
た
さ
う
だ
。
ほ
と
と
ぎ
す
の
五
千
五
百
は
少
な
い
と
い
ふ

て
居
ま
し
た
。来
月
も
か
け
と
は
恐
れ
入
り
ま
し
た
ね
。さ
う
は
命
が
つ
ゞ

か
な
い
。
来
月
は
君
の
独
舞
台
で
目
ざ
ま
し
い
奴
を
出
し
給
へ

 （
明
治
三
九
年
四
月
一
日　

虚
子
宛
漱
石
書
簡　

５
５
２
）

虚
子
の
強
い
小
説
志
向
を
知
る
漱
石
は
、
虚
子
と
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
が 

漱

石
の
作
品
に
依
存
せ
ず
、
自
ら
の
努
力
と
作
品
で
自
立
す
る
事
を
強
く
促
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
中
で
九
月
に
は
虚
子
の
招
待
で
、
一
高
講
師
モ
リ
ス
を
交
え
靖
国

神
社
能
楽
堂
の
能
に
出
か
け
て
和
や
か
な
時
間
も
過
ご
し
て
い
る
。



─ 44 ─

二　

漱
石
資
料
に
み
る
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
執
筆
制
限
の
こ
と

明
治
四
〇
年
（
１
９
０
７
）
漱
石
は
四
一
歳
と
な
る
。

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
新
年
号
に
「
野
分
」
が
、「
国
民
新
聞
」
に
「
漱
石
氏
の
写

生
文
論
」
が
掲
載
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
月
、
春
陽
堂
書
店
よ
り
『
鶉
籠
』
が
刊

行
さ
れ
た
。こ
れ
を
朝
日
新
聞
大
阪
本
社
に
い
た
鳥
居
素
川
が
読
ん
だ
こ
と
で
、

漱
石
に
転
機
が
訪
れ
る
。
す
な
わ
ち
朝
日
新
聞
へ
の
入
社
の
打
診
で
あ
る
。
素

川
は
「
漱
石
君
を
悼
む
」
で
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。

自
分
は
夏
目
君
を
東
大
よ
り
我
社
に
奪
つ
た
発
頭
人
と
し
て
感
慨
殊
に

深
い
の
で
あ
る
。
夏
目
君
は
文
学
の
大
家
で
あ
る
こ
と
は
疾
く
何
人
も
知

つ
て
居
た
だ
ろ
う
が
、
自
分
は
知
ら
な
か
つ
た
。

（
略
）
殊
に
自
分
は
小
説
嫌
ひ
で
あ
る
。
読
ま
ず
嫌
ひ
で
あ
る
。
小
説

な
る
も
の
は
男
女
の
関
係
を
書
い
た
も
の
で
、
士
君
子
の
手
に
す
べ
き
で

な
い
。
書
く
者
の
人
物
は
勿
論
、
之
を
読
む
者
も
卑
し
む
べ
し
と
い
ふ
独

断
か
ら
、
所
謂
小
説
と
い
ふ
も
の
を
読
ま
な
か
っ
た
。（
鳥
居
素
川
「
漱

石
君
を
悼
む
」（
大
正
五
年
十
二
月
十
一
日
大
阪
朝
日
新
聞
掲
載
・『
漱
石

全
集
』
昭
和
三
年
版
月
報
第
十
一
号
）

新
聞
記
者
と
い
う
、
時
代
の
最
前
線
に
い
て
、
尤
も
進
歩
的
で
あ
ろ
う
は
ず

の
立
場
の
人
物
が
、
当
時
の
「
小
説
」
に
対
す
る
認
識
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。
作
家
と
い
う
職
業
の
、
社
会
的
地
位
の

低
さ
に
今
昔
の
感
が
あ
る
。
そ
の
素
川
が
、
評
判
の
『
猫
』
を
読
ん
で
も
何
の

感
興
も
得
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
た
ま
た
ま
勤
務
に
疲
れ
た
春
の
夕
方
、

漱
石
の
著
作
を
今
一
度
読
ん
で
み
よ
う
と
思
い
立
つ
。
素
川
は
『
鶉
籠
』
を
袖

に
し
て
草
原
に
寝
転
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の
中
の
「
草
枕
」
に
感
動
し
、
漱
石
獲

得
に
動
き
出
す
。
素
川
は
村
山
社
長
に
願
い
出
て
、
東
京
朝
日
新
聞
主
筆
の
池

邊
三
山
に
相
談
す
る
。
こ
の
、
た
っ
た
一
人
の
感
動
と
行
動
が
後
の
文
豪
漱
石

を
作
り
上
げ
る
重
大
な
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
二
月
二
四
日 

熊
本
第
五
高
等
学
校
の
漱
石
の
教
え
子
、
白
仁
三

郎
（
の
ち
坂
元
雪
鳥
）
が
池
邊
三
山
の
意
を
受
け
、
朝
日
新
聞
入
社
の
打
診
で

漱
石
宅
を
訪
れ
る
。
雪
鳥
は
良
好
な
感
触
を
得
て
早
々
に
辞
去
し
、
漱
石
と
同

じ
西
方
町
の
二
葉
亭
四
迷
宅
で
待
つ
朝
日
新
聞
関
係
者
に
報
告
し
て
い
る
。

（「
坂
元
雪
鳥
「
漱
石
入
社
前
後
」
に
つ
い
て
」『
漱
石
全
集
』
昭
和
十
年
版

月
報
第
二
号
）

三
月
四
日
、
漱
石
は
雪
鳥
に
手
紙
を
書
き
（
雪
鳥
宛
漱
石
書
簡　

７
９
４
）、

「
御
話
の
義
は
篤
と
考
へ
た
く
と
存
候
」
と
前
向
き
で
あ
る
事
を
伝
え
る
。
主

筆
の
池
邊
三
山
の
名
を
知
っ
て
お
り
「
池
邊
氏
と
直
接
御
目
に
か
ゝ
り
御
相
談

を
遂
げ
度
と
存
候
」
と
希
望
す
る
。
そ
し
て
大
学
を
や
め
る
事
を
前
提
に
、
手

当
の
こ
と
、
執
筆
条
件
の
こ
と
、
身
分
保
障
の
こ
と
、
な
ど
を
細
か
く
問
い
合

わ
せ
る
。
そ
し
て
追
白
と
し
て
「
大
學
を
出
て
江
湖
の
士
と
な
る
は
今
迄
誰
も
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や
ら
ぬ
事
に
候
夫
故
、一
寸
や
つ
て
見
度
候
。
是
も
變
人
た
る
所
以
か
と
存
候
」

と
密
か
に
楽
し
む
気
持
ち
す
ら
垣
間
見
え
る
。

三
月
七
日 
雪
鳥
は
漱
石
の
質
問
書
簡
に
対
す
る
、
朝
日
新
聞
社
か
ら
の

回
答
を
持
っ
て
漱
石
宅
を
訪
問
。
そ
し
て
翌
八
日
、
前
日
の
回
答
に
補
足
す
る

手
紙
を
書
く
。

昨
日
は
御
邪
魔
仕
奉
萬
謝
候
。早
速
社
の
方
へ
参
り
委
細
申
通
じ
候
処
、

一
同
前
途
の
有
望
な
る
可
き
を
欣
び
居
り
候
。
彼
時
差
上
置
候
箇
条
書
の

内
、
小
説
以
外
の
御
執
筆
に
就
き
、
尚
御
相
談
可
仕
旨
記
載
有
之
候
は
、

決
し
て
先
生
に
多
大
の
御
労
力
を
願
ふ
意
味
に
無
之
、
却
而
御
都
合
次
第

に
て
分
量
・
度
数
を
減
軽
す
可
余
地
を
示
し
た
る
も
の
ゝ
由
申
居
候
。（
略
）

又
時
勢
に
関
す
る
も
の
或
は
文
運
に
関
す
る
も
の
な
ど
の
御
高
説
は
、
是

を
第
三
面
の
第
一
欄
（
主
筆
執
筆
の
欄
）
へ
掲
げ
度
き
希
望
の
旨
、
話
有

之
候
。
社
説
と
し
て
従
来
全
く
文
芸
欄
無
き
は
、
密
に
編
輯
局
員
の
遺
憾

と
す
る
処
な
り
し
由
に
候
。

（
明
治
四
〇
年
三
月
八
日　

坂
元
雪
鳥
よ
り
漱
石
宛
書
簡
）

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
前
日
に
持
参
し
た
朝
日
新
聞
社
か
ら
の
回
答
を

「
彼
時
差
上
置
候
箇
条
書
」
と
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
後
に
虚
子
が
問
題
と

す
る
朝
日
新
聞
の
「
文
芸
欄
」
構
想
が
す
で
に
こ
の
と
き
、
ま
た
は
そ
れ
以
前

か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

雪
鳥
が
三
月
七
日
に
持
参
し
た
、朝
日
新
聞
社
か
ら
の
回
答
の「
箇
条
書
」は
、

漱
石
の
質
問
と
朝
日
の
回
答
が
よ
く
整
理
さ
れ
た
貴
重
な
資
料
な
の
で
全
文
を

掲
載
す
る
。
出
処
は
小
宮
豊
隆
が
『
漱
石
全
集
』
昭
和
十
年
版
月
報
第
一
号
に
、

「
漱
石
入
社
前
後
」
と
し
て
、
解
説
を
添
え
て
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

此
所
に
「
彼
時
差
上
置
箇
条
書
」
と
あ
る
。
是
は
、
漱
石
が
参
考
の
為

に
承
知
し
て
置
き
た
い
と
言
つ
て
三
月
四
日
の
手
紙
の
中
に
、
書
い
た
條

條
を
、
半
紙
を
横
に
二
つ
に
折
っ
て
、
上
段
に
、
恐
ら
く
雪
鳥
が
、
筆
で

一
一
箇
条
書
き
に
書
い
て
行
つ
た
も
の
の
下
段
に
、
恐
ら
く
當
時
の
東
京

朝
日
の
主
筆
池
邊
三
山
が
、
ペ
ン
で
一
一
答
を
書
い
て
行
つ
た
、
そ
の
書

附
け
を
さ
す
の
で
あ
る
。
其
所
に
は
か
う
あ
る
。

１　

手
当
月
額
如
何
。
並
に
其
額
は
固
定
す
る
か
或
は
累
進
す
る
か
。

月
俸
二
百
圓
、
累
進
式
ナ
リ
、
但
し
僕
の
如
キ
怠
ケ
者
ハ
動
モ
ス
レ
バ

固
定
シ
易
キ
傾
向
ア
リ

２　

 

無
暗
に
免
職
せ
ぬ
と
云
ふ
如
き
保
証
出
来
る
や
。
池
邊
氏
或
は
社
主

に
よ
り
保
証
さ
れ
得
べ
き
か
。

ご
希
望
と
ア
ラ
バ
正
式
ニ
保
証
サ
ス
ベ
シ

３　

 
退
隠
料
或
は
恩
給
と
で
も
い
ふ
様
な
も
の
ゝ
性
質
如
何
。
並
に
其
額

は
在
職
中
の
手
当
の
凡
そ
幾
割
位
に
當
る
や
。
夫
等
の
慣
例
如
何

既
ニ
草
案
ハ
ア
ル
も
未
ダ
確
定
ニ
至
ラ
ズ
、
併
シ
早
晩
社
則
ガ
出
来
ル
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ナ
ラ
ン
ト
信
ズ
、
先
ズ
御
役
所
並
位
ノ
處
ト
見
當
ヲ
附
ケ
テ
居マ

イマ

テ
戴

キ
タ
シ

４　
 

小
説
は
年
に
一
回
に
て
可
な
る
か
。
其
連
続
回
数
は
何
回
位
な
る
可

き
か

年
ニ
二
回
、
一
回
百
回
位
ノ
大
作
ヲ
希
望
ス
、
尤
モ
回
数
ヲ
短
ク
シ
テ

三
回
ニ
テ
モ
宜
敷
候

５　

作
に
対
し
て
營
業
部
よ
り
苦
情
出
て
も
構
わ
ぬ
か

營
業
部
ヨ
リ
苦
情
ノ
出
ル
抔
イ
フ
事
ハ
絶
對
的
ニ
ナ
キ
コ
ト
ヲ
確
保
ス

６　

 

自
分
の
作
は
新
聞
（
現
今
の
）
に
は
不
向
き
と
お
も
ふ
、
夫
で
も
差

支
無
や
。
又
其
内
今
の
様
に
流
行
せ
ぬ
様
に
漱
石
の
名
が
な
つ
て
も

差
支
無
や
。

差
支
ナ
シ
、
先
生
ノ
名
声
ガ
後
来
朝
日
新
聞
ノ
流
行
ト
共
ニ
益マ

マ

世
間
ニ

流
行
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
確
信
シ
切
望
ス

７　

 

小
説
以
外
に
書
く
可
き
事
項
は
、
随
意
の
題
目
と
し
て
一
週
に
幾
回

出
す
可
き
か
、
又
其
一
回
の
分
量
は
幾
何

此
事
ハ
其
時
々
ニ
御
相
談
致
シ
タ
シ
。
多
作
ハ
希
望
セ
ズ
、
又
ソ
ー
無

理
ナ
コ
ト
ハ
願
ハ
ズ
、
其
時
々
社
モ
希
望
ヲ
述
ベ
、
先
生
ノ
御
希
望
モ

伺
ヒ
臨
機
ニ
都
合
ヨ
ク
取
極
メ
タ
シ

８　

 

雑
誌
に
は
今
日
の
如
く
執
筆
の
自
由
を
許
さ
れ
可
き
か

従
来
御
関
係
ノ
深
キ
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
ヘ
ハ
御
執
筆
御
自
由
ノ
コ
ト
、

其
他
一
二
ノ
雑
誌
ヘ
論
説
御
寄
稿
ハ
差
支
ナ
シ
、
但
シ
小
説
ハ
是
非
一

切
社
ニ
申
受
タ
シ
、
又
他
ノ
新
聞
ヘ
ハ
一
切
御
執
筆
ナ
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ

希
望
ス

９　

 

誌
上
に
載
せ
た
る
一
切
の
作
物
を
纏
め
て
出
版
す
る
版
権
を
得
ら
る

可
き
か

差
支
ナ
シ

雪
鳥
は
、
自
分
が
仲
に
立
つ
て
ゐ
て
、
双
方
の
意
志
を
曖
昧
に
も
し
く

は
誤
つ
て
伝
へ
て
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
心
遣
ひ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
か
う
い

ふ
文
書
を
作
成
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。

（
小
宮
豊
隆
「
漱
石
入
社
前
後
」『
漱
石
全
集
』
昭
和
十
年
版
月
報
第
一
号
）

漱
石
は
、
さ
き
に
雪
鳥
に
送
っ
た
質
問
書
簡
（
書
簡
７
９
４
）
に
対
す
る
、

三
月
七
日
の
朝
日
か
ら
の
回
答
「
彼
時
差
上
置
箇
条
書
」、
お
よ
び
三
月
八
日

の
雪
鳥
か
ら
の
補
足
書
簡
を
見
て
、
三
月
一
一
日
、
雪
鳥
に
返
信
す
る
（
雪
鳥

宛
漱
石
書
簡
７
９
７
）。
そ
こ
に
は
「
多
忙
中
未
だ
熟
考
せ
ざ
れ
ど
も
大
約
左

の
如
き
申
出
を
許
可
相
成
候
へ
ば
進
ん
で
池
邊
氏
と
会
見
致
し
度
と
存
候
」
と

前
置
き
し
、
自
ら
の
要
望
の
最
終
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
の
重
要

部
分
を
摘
記
す
る
と
骨
子
は
お
よ
そ
次
の
様
で
あ
る
。

一
、
小
生
の
文
學
的
作
物
は
一
切
を
挙
げ
て
朝
日
新
聞
に
掲
載
す
る
事

一
、
そ
の
分
量
と
種
類
と
長
短
と
時
日
の
割
合
は
小
生
の
随
意
た
る
事

一
、
も
し
文
學
的
作
物
に
て
他
の
雑
誌
に
不
得
己
掲
載
の
場
合
に
は
、
其

都
度
朝
日
社
の
許
可
を
得
べ
く
候
。（
是
は
事
實
と
し
て
殆
ど
な
き
事
と
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存
候
。
既
に
御
許
容
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
雖
ど
も
、
入
社
以
後
は
滅
多
に
執

筆
は
せ
ぬ
覚
悟
に
候
）

一
、
但
し
全
く
非
文
学
的
な
らマ

ぬマ

も
の
（
誰
が
み
て
も
）
或
い
は
二
三
頁

の
端
も
の
、
も
し
く
は
新
聞
に
不
向
き
な
る
學
説
の
論
文
等
は
、
無
断
に

て
適
当
な
所
へ
掲
載
の
自
由
を
得
度
と
存
候

こ
れ
ら
の
書
面
か
ら
、
漱
石
が
文
学
的
作
物
の
一
切
を
朝
日
新
聞
に
掲
載
す

る
事
を
条
件
に
、
報
酬
の
事
、
地
位
の
安
全
の
事
な
ど
、
注
意
深
く
契
約
を
進

め
て
い
る
こ
と
が
解
る
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
へ
の
執
筆
に
つ
い
て
は
、
三
月
七

日
の
朝
日
か
ら
の
回
答
で
は
「
従
来
御
関
係
ノ
深
キ
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
へ
ハ
御

執
筆
御
自
由
ノ
コ
ト
」
と
あ
る
が
、
三
月
一
一
日
の
書
簡
（
７
９
７
）
で
は
漱

石
の
方
か
ら
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
雖
ど
も
、
入
社
以
後
は
滅
多
に
執
筆
は
せ
ぬ
覚

悟
に
候
」
と
申
し
入
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
一
度
大
学
を
出
て
野
の
人
と
成

る
以
上
は
、
再
び
教
師
抔
に
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
、
漱
石
の
固
い
覚
悟
が
見
え

て
い
る
。

三
月
一
五
日 

東
京
朝
日
新
聞
主
筆
池
邊
三
山
が
、
自
分
の
方
か
ら
漱
石
を

訪
ね
て
来
た
。
漱
石
は
そ
の
時
の
事
を
、
三
山
の
遺
著
『
明
治
維
新
三
大
政
治

家
』
再
版
の
序
文
「
池
邊
君
の
史
論
に
就
い
て
」（
明
45
・
５　

新
潮
社
）
に
、

哀
悼
を
込
め
て
書
い
て
い
る
。
三
山
に
は
じ
め
て
会
い
、
人
間
と
し
て
の
信
頼

感
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
朝
日
新
聞
入
社
を
決
意
す
る
。

話
が
着
々
進
行
し
て
略
纏
ま
る
段
に
な
つ
た
に
は
な
つ
た
が
、
何
だ
か

不
安
心
な
所
が
何
処
か
に
残
つ
て
ゐ
た
。
然
る
に
今
日
始
め
て
池
邊
に
合

つ
た
ら
其
不
安
心
が
全
く
消
え
た
。
西
郷
隆
盛
に
会
つ
た
や
う
な
心
持
ち

が
す
る
。
―
ざ
つ
と
斯
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
。（「
池
邊
君
の
史
論
に
就
い

て
」）。

漱
石
は
以
上
の
経
過
を
経
て
「
創
作
さ
え
出
来
れ
ば
」
と
い
う
自
ら
の
希
望

を
実
現
す
る
。

し
か
し
虚
子
と
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
対
し
て
は
猶
気
懸
か
り
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
こ
の
と
き
す
で
に
虚
子
か
ら
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
応
募
小
説
の
選
抜
と

正
月
号
へ
の
執
筆
依
頼
の
打
診
を
受
け
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
件
に
つ
き
、「
小

生
が
朝
日
へ
書
き
得
る
分
量
次
第
か
と
存
候
」
と
事
情
を
伝
え
、「
と
も
角
も

出
来
得
る
限
り
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
為
に
御
用
を
務
め
る
事
に
致
す
べ
く
候
」（
明

治
四
〇
年
三
月
二
三
日
虚
子
宛
漱
石
書
簡　

８
０
４
）
と
、
配
慮
の
気
持
ち
を

滲
ま
せ
る
。

こ
の
項
の
終
わ
り
に
、
も
う
一
度
執
筆
制
限
を
確
認
す
る
と
、
ま
ず
小
説
に

関
し
て
は
、「
一
切
朝
日
新
聞
社
だ
け
と
す
る
」
こ
と
で
双
方
が
了
解
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
小
説
以
外
の
「
文
学
的
作
物
」
で
、
こ
れ
に
つ
い
て

「
従
来
御
関
係
の
深
き
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
へ
は
御
執
筆
御
自
由
の
こ
と
」
で
あ

る
が
、
几
帳
面
な
漱
石
は
「
既
に
御
許
容
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
雖
ど
も
入
社
以
後

は
滅
多
に
執
筆
は
せ
ぬ
覚
悟
に
候
」
と
申
し
入
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
そ
れ
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以
外
の
非
文
学
的
な
も
の
の
掲
載
の
自
由
」を
入
社
の
条
件
と
し
て
希
望
す
る
。

こ
の
結
果
、
漱
石
は
虚
子
の
「
国
民
新
聞
」
に
多
く
の
寄
稿
を
し
、
支
援
し
て

い
く
事
に
な
る
。

で
は
虚
子
の
方
は
ど
う
思
っ
て
い
た
の
か
。当
時
か
ら
一
〇
年
以
上
を
経
た
、

大
正
七
年
の
『
漱
石
氏
と
私
』
に
、
や
や
複
雑
な
心
境
を
滲
ま
せ
て
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

（
漱
石
氏
）
は
朝
日
新
聞
社
員
と
な
つ
た
以
上
は
新
聞
の
爲
に
十
分
の

力
を
盡
し
て
職
責
を
空
し
く
し
な
い
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ

強
い
責
任
感
を
持
つ
て
い
た
。
そ
こ
で
新
聞
社
の
方
で
は
他
の
雑
誌
、
少

な
く
と
も
其
出
身
地
で
あ
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
時
々
稿
を
寄
せ
る
位
の
事
は

差
支
な
い
事
と
し
て
ゐ
た
ら
し
か
つ
た
が
―
―
こ
れ
は
私
が
澁
川
玄
耳
君

か
ら
聞
い
た
事
で
あ
つ
た
―
―
漱
石
氏
は
他
の
雑
誌
に
書
く
と
そ
れ
だ
け

新
聞
に
書
く
べ
き
物
を
怠
る
や
う
に
な
る
と
い
ふ
理
由
か
ら
新
聞
以
外
に

は
一
切
筆
を
取
ら
な
い
と
定
め
た
や
う
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
創
作
が
道
楽

で
な
く
な
つ
て
職
業
と
な
り
原
稿
用
紙
に
向
ふ
こ
と
に
興
味
の
念
の
薄
く

な
つ
て
来
た
以
上
止
む
を
得
ぬ
傾
向
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

虚
子
は
、
漱
石
が
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
書
か
な
く
な
っ
た
理
由
を
、
職
業
作

家
と
な
っ
た
こ
と
で
朝
日
新
聞
以
外
に
、「
原
稿
用
紙
に
向
ふ
こ
と
に
興
味
の

念
の
薄
く
な
つ
て
来
た
」
か
ら
と
し
て
い
る
が
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。
三
月
二
三

日
の
虚
子
へ
の
書
簡
（
前
掲
８
０
４
）
の
「
小
生
が
朝
日
に
書
き
得
る
分
量
次

第
か
と
存
候
」
が
正
直
な
本
音
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
事
は
、
虚

子
の
若
い
頃
か
ら
の
強
い
小
説
家
志
望
を
最
も
よ
く
知
る
漱
石
は
、
虚
子
が
小

説
家
と
し
て
独
り
立
ち
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

事
実
『
猫
』
の
成
功
で
、
文
芸
誌
に
舵
を
切
っ
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
か
ら
は
、

伊
藤
左
千
夫
「
野
菊
の
墓
」、
鈴
木
三
重
吉
「
千
鳥
」、
長
塚
節
「
土
」（
漱
石

の
意
向
で
東
京
朝
日
新
聞
に
連
載
）、
野
上
弥
生
子
「
縁
」
な
ど
が
誕
生
す
る
。

漱
石
は
自
分
を
小
説
の
道
に
導
い
て
く
れ
た
虚
子
の
為
に
、「
小
説
家
虚
子
」

の
支
援
に
ま
わ
ろ
う
と
し
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。こ
の
推
測
の
根
拠
と
し
て
は
、

漱
石
が
朝
日
新
聞
に
入
社
以
降
、
多
忙
の
中
で
も
常
に
虚
子
の
作
品
に
目
を
通

し
、
実
に
こ
ま
め
に
小
説
の
批
評
や
、
励
ま
し
の
書
簡
を
送
っ
て
い
る
事
。
ま

た
、
例
え
ば
前
掲
虚
子
宛
て
書
簡
（
５
２
７
）
の
「
只
主
人
公
た
る
君
が
大
奮

発
す
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」、
同
じ
く
書
簡
（
５
５
２
）
の
「
来
月
は
君

の
独
舞
台
で
目
ざ
ま
し
い
奴
を
出
し
た
ま
え
」、
さ
ら
に
漱
石
の
朝
日
新
聞
入

社
と
時
を
同
じ
く
し
て
虚
子
も
非
常
に
精
力
的
に
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
巻
頭
に

作
品
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
漱
石
の
、「
長
い
小
説
の
面
白
い
奴
」

を
書
い
て
「
朝
日
新
聞
へ
出
し
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
誘
い
（
虚
子
宛
書
簡

９
１
１
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

漱
石
は
三
月
二
五
日
、
大
学
へ
辞
表
を
郵
送
し
、
同
二
八
日
京
都
着
、
学
友

の
狩
野
亨
吉
、
菅
虎
雄
に
迎
え
ら
れ
る
。
三
一
日
、
虚
子
へ
の
書
簡
（
８
０
８
）

で
「
所
々
を
ぶ
ら
つ
き
候 

枳
穀
邸
と
か
申
す
も
の
を
見
度
候 

句８

仏
へ
御
紹
介
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を
願
は
れ
ま
じ
く
や
」
と
頼
む
。
四
月
四
日
、
東
本
願
寺
の
枳
穀
邸
を
見
学
、

大
谷
光
演
（
句
仏
）
に
会
う
「
カ
ス
テ
ラ
を
包
ん
で
く
れ
る
、
カ
ス
テ
ラ
入
れ

る
所
な
し
」（
日
記
）。

そ
の
後
京
都
に
来
た
虚
子
と
二
人
で
平
八
茶
屋
へ
行
き
、
夜
「
一
力
」
に
遊

ぶ
。や

が
て
発
表
さ
れ
た
「
京
に
着
け
る
夕
」
は
、
子
規
と
の
思
い
出
の
京
都
で

あ
る
。
は
じ
め
て
訪
れ
た
あ
の
時
、
こ
れ
が
京
都
だ
と
思
っ
た
赤
い
ぜ
ん
ざ
い

の
大
提
灯
が
今
も
ゆ
れ
て
い
る
の
に
「
―
あ
あ
子
規
は
死
ん
で
仕
舞
つ
た
」
と

思
う
。「
夏
蜜
柑
を
食
い
な
が
ら
」
妓
楼
の
道
の
真
ん
中
を
歩
く
漱
石
を
見
て

笑
っ
て
居
た
子
規
。「
し
か
し
死
ん
だ
も
の
は
笑
い
た
く
て
も
、（
寒
さ
に
）
震

え
て
い
る
も
の
は
笑
わ
れ
た
く
て
も
、
相
談
に
な
ら
ん
」
と
淋
し
さ
を
呑
み
込

ん
で
、「
よ
も
や
、
漱
石
が
教
師
を
や
め
て
新
聞
屋
に
な
ら
う
と
は
思
わ
な
か
っ

た
ろ
う
。（
略
）
や
っ
ぱ
り
気
取
っ
て
い
る
ん
だ
と
冷
笑
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。

子
規
は
冷
笑
が
好
き
な
男
で
あ
っ
た
」
と
、
子
規
が
人
知
れ
ず
自
分
に
与
え
て

く
れ
る
陰
徳
、
そ
の
友
情
に
深
く
思
い
を
馳
せ
る
。

ま
た
、
朝
日
新
聞
読
者
へ
の
挨
拶
を
か
ね
た
「
入
社
の
辞
」（
東
京
朝
日
新

聞　

五
月
三
日
）
で
は
、「
大
学
で
は
年
俸
八
百
円
を
頂
戴
し
て
い
た
。
子
供

が
多
く
て
、
家
賃
が
高
く
て
八
百
円
で
は
到
底
暮
ら
せ
な
い
。
仕
方
が
な
い
か

ら
他
に
二
三
軒
の
学
校
を
駆
け
あ
る
い
て
、
漸
く
其
日
を
送
つ
て
い
た
」
と
す

る
。
し
か
し
そ
の
あ
と
に
「
近
来
の
漱
石
は
な
に
か
書
か
な
い
と
生
き
て
い
る

気
が
し
な
い
の
で
あ
る
。（
略
）
変
り
者
の
余
を
変
り
者
に
適
す
る
様
な
境
遇

に
置
い
て
く
れ
た
朝
日
新
聞
の
為
に
、
変
り
者
と
し
て
出
来
得
る
限
り
を
尽
く

す
は
余
の
嬉
し
き
義
務
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
読
む
限
り
漱
石
の

大
学
教
師
か
ら
新
聞
社
へ
の
転
身
の
主
な
理
由
は
、
経
済
的
事
情
と
、
書
か
な

い
で
は
生
き
て
居
る
気
が
し
な
い
と
い
う
、
自
ら
の
激
し
く
動
か
し
が
た
い
、

内
な
る
衝
動
で
あ
っ
た
事
が
推
測
さ
れ
る
。

三　

朝
日
新
聞
入
社
以
後
の
漱
石
と
虚
子
、
季
子
の
剣

漱
石
の
明
治
四
〇
年
四
月
の
朝
日
新
聞
入
社
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
虚
子
も

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
精
力
的
に
執
筆
を
は
じ
め
る
。
す
な
わ
ち
、一
月
「
欠
び
」、

三
月
「
楽
屋
」、四
月
「
風
流
懺
法
」、五
月
「
斑
鳩
物
語
」、七
月
「
大
内
旅
館
」、

八
月
「
同
窓
会
」、
九
月
「
雑
魚
網
」、
そ
し
て
同
九
月
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
第

十
巻
第
十
二
号
）
に
は
、
小
説
雑
誌
、
文
学
雑
誌
と
な
る
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

の
「
進
歩
発
達
也
」
と
宣
言
す
る
。

ホ
ト
ヽ
ギ
ス
は
文
学
雑
誌
と
し
て
起
こ
れ
り
。
当
時
我
等
同
人
研
鑽
せ

る
処
の
も
の
主
と
し
て
俳
句
な
り
し
が
故
に
俳
句
雑
誌
た
り
。
其
後
写
生

文
の
新
研
究
起
こ
る
に
及
び
て
半
ば
俳
句
雑
誌
た
り
。
半
ば
写
生
文
雑
誌

た
り
。
今
や
写
生
文
の
研
究
更
に
歩
を
進
め
て
小
説
に
及
ぶ
。
今
後
時
に

或
は
小
説
雑
誌
た
る
べ
し
。
是
文
学
雑
誌
と
し
て
の
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
の
進
歩

也
発
達
也
。
而
し
て
実
に
自
然
の
経
路
也
。
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こ
の
よ
う
な
虚
子
に
漱
石
は
こ
ま
ご
ま
と
気
を
配
り
、応
援
の
書
簡
を
送
る
。

「
大
内
旅
館
」
は
あ
な
た
が
今
迄
か
い
た
も
の
ゝ
う
ち
で
別
基
軸
だ
と

思
い
ま
す
。（
略
）
即
ち
あ
な
た
の
作
が
普
通
の
小
説
に
近
く
な
つ
た
と

云
ふ
意
味
と
、
夫
か
ら
普
通
の
小
説
と
し
て
見
る
と
あ
る
点
に
於
い
て
独

特
の
見
地
（
作
者
側
）
が
あ
る
様
に
見
え
る
事
で
あ
り
ま
す
。（
略
）
と

に
か
く
色
々
な
生
面
を
持
つ
て
居
る
と
い
ふ
事
は
そ
れ
自
身
に
能
力
で
あ

り
ま
す
。
奮
励
を
祈
り
ま
す
。

（
明
治
四
〇
年
七
月
一
六
日　

虚
子
宛
漱
石
書
簡　

８
７
９
）

長
い
小
説
の
面
白
い
奴
を
書
い
て
御
覧
な
さ
ら
な
い
か
。
さ
う
し
て
朝

日
新
聞
へ
出
し
ま
せ
ん
か
。
今
度
の
「
同
窓
会
」
は
駄
目
で
す
ね
。
あ
れ

は
駄
目
で
す
よ
。
あ
な
た
を
目
に
す
る
に
作
家
を
以
て
す
る
か
ら
無
闇
に

ほ
め
ま
せ
ん
。
ほ
め
な
い
の
は
あ
な
た
を
尊
敬
す
る
所
以
で
あ
り
ま
す
。

（
明
治
四
〇
年
八
月
五
日　

虚
子
宛
漱
石
書
簡　

９
１
１
）

一
二
月
二
三
日
に
は
漱
石
の
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
が
『
東
京
朝
日
新
聞
』

に
掲
載
さ
れ
、「
余
裕
の
あ
る
小
説
」、「
低
徊
趣
味
」、
が
評
判
と
な
る
。

「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
は
、
虚
子
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
発
表
し
た
短
編

を
『
鶏
頭
』
と
し
て
出
版
す
る
た
め
、漱
石
に
序
文
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。

序
文
は
原
稿
用
紙
で
一
七
枚
余
の
長
文
で
あ
っ
た
。

漱
石
は
小
説
に
は
「
余
裕
の
あ
る
小
説
」
と
、
な
い
小
説
が
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
「
余
裕
の
な
い
小
説
」
の
例
と
し
て
イ
プ
セ
ン
を
あ
げ
、「
人
生
の
死

活
問
題
を
拉
し
来
っ
て
、
切
実
な
る
運
命
の
極
地
を
写
す
の
を
特
色
と
す
る
」

と
云
う
。
一
方
「
余
裕
の
あ
る
小
説
」
と
は
、「
名
の
示
す
如
く
逼せ

ま

ら
な
い
小
説
」

で
、「
非
常
」
と
云
う
字
を
避
け
た
、「
普
段
着
の
小
説
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ

れ
は
、「
左
か
ら
眺
め
た
り
右
か
ら
眺
め
た
り
し
て
容
易
に
去
り
難
い
と
云
ふ

風
な
」、「
低
回
趣
味
」
が
あ
ら
わ
れ
る
も
の
だ
と
云
う
。
虚
子
の
小
説
は
「
余

裕
の
あ
る
小
説
」
で
あ
る
と
し
、「
虚
子
は
俳
句
に
於
い
て
長
い
間
苦
心
し
た

男
で
あ
る
。
従
っ
て
所
謂
俳
味
な
る
も
の
が
流
露
し
て
小
説
の
上
に
あ
ら
わ
れ

た
の
が
、
一
見
禅
味
か
ら
来
た
余
裕
と
一
致
し
て
、
こ
ん
な
余
裕
を
生
じ
た
の

か
も
知
れ
な
い
」
と
、
親
し
み
を
込
め
て
解
説
す
る
。
こ
れ
以
後
『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
の
作
者
は
「
余
裕
派
」
と
呼
ば
れ
た
り
し
た
が
、
漱
石
は
ど
ち
ら
も
「
存

在
の
権
利
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。『
鶏
頭
』
は
翌
、
四
一
年
一
月
、
春
陽

堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

明
治
四
一
年
（
１
９
０
８
）
四
月
、
漱
石
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
、「
創
作

家
の
態
度
」、
五
月
に
は
松
根
東
洋
城
と
の
合
作
「
俳
句
片
々
」、
七
月
に
「
倫

敦
と
い
ふ
処
」
を
掲
載
。
三
月
一
九
日
、虚
子
宛
書
簡
（
１
０
４
９
）
に
は
、「
近

日
来
の
俳
諧
師
大
い
に
ふ
る
ひ
候
。
敬
服
の
外
無
之
候
。
益マ

マ

ご
健
筆
を
御
揮
び

可
然
候
」
と
励
ま
し
、
ま
た
七
月
に
は
懇
切
な
書
簡
を
送
る
。

拝
復
小
光
は
も
っ
と
さ
か
ん
に
御
書
き
に
な
っ
て
可
然
候
決
し
て
御
遠

慮
被
成
る
間
敷
候
今
消
え
て
は
大
勢
上
不
都
合
に
候
。（
略
）
ド
ー
デ
の
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サ
ツ
フ
ォ
ー
と
云
ふ
奴
を
一
寸
御
読
み
に
な
ら
ん
事
を
希
望
致
し
候
名
作

に
御
座
候
。
俳
諧
師
の
著
者
に
は
大
い
に
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
と
存
候
。

盆
に
つ
き
親
類
よ
り
金
を
借
り
に
参
り
候
。
小
生
か
ら
金
を
借
り
る
も

の
に
限
り
遂
に
返
さ
ぬ
を
法
則
と
致
す
や
に
被
存
甚
だ
遺
憾
に
候
。
お
れ

が
困
る
と
餓
死
す
る
許
り
で
人
が
困
る
と
お
れ
が
金
を
出
す
ば
か
り
か
な

あ
と
長
嘆
息
を
漏
ら
し
茲
に
御
返
事
を
認
め
申
候　

頓
首

（
明
治
四
一
年
七
月
一
日　

虚
子
宛
漱
石
書
簡　

１
０
８
１
）

小
光
は
、
虚
子
が
「
国
民
新
聞
」
に
連
載
中
の
「
俳
諧
師
」
に
出
て
く
る
女

義
太
夫
。
次
の
七
月
四
日
の
書
簡
と
共
に
、
虚
子
の
小
説
創
作
の
背
後
に
漱
石

の
こ
の
よ
う
な
親
身
な
ア
ド
バ
イ
ス
の
あ
っ
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。

ま
た
、
後
の
、
自
伝
的
小
説
と
さ
れ
る
『
道
草
』
に
よ
る
と
、
漱
石
は
養
父

か
ら
の
養
育
費
や
折
に
ふ
れ
て
の
親
類
か
ら
の
金
銭
の
無
心
に
、
た
び
た
び
悩

ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

拝
啓
又
余
計
な
事
を
申
し
上
げ
て
済
み
ま
せ
ん
が
小
光
入
湯
の
所
は

少
々
綿
密
過
ぎ
て
く
だ
〳
〵
敷
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
小
光
を
も
描
か
ず
小

光
と
三
蔵
と
の
関
係
も
描
か
ず
、
云
は
ゞ
大
勢
に
関
係
な
き
も
の
に
て
只

風
呂
桶
に
低
徊
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
さ
う
し
て
其
低
徊
そ

れ
自
身
に
於
い
て
あ
ま
り
面
白
く
な
い
。
ど
う
か
小
光
と
三
蔵
と
双
方
に

関
係
あ
る
事
で
段
々
発
展
す
る
様
に
書
い
て
戴
き
た
い
。
さ
う
で
な
い
と

相
撲
に
な
ら
な
い
。
妄
言
多
罪

（
明
治
四
一
年
七
月
四
日　

虚
子
宛
漱
石
書
簡　

１
０
８
４
）

漱
石
は
、
九
月
に
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
談
話
「
正
岡
子
規
」
を
掲
載
、
こ

の
年
は
子
規
の
七
回
忌
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
二
月
二
六
日
虚
子
宛
書
簡
で
、

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
広
く
同
人
の
小
説
を
掲
載
す
る
と
同
時
に
大
い
に
同
人
間
の

論
客
を
御
養
成
如
何
に
や
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
る
。

ま
た
、
十
月
に
は
虚
子
の
国
民
新
聞
入
社
に
伴
い
、
漱
石
は
そ
の
文
芸
欄
に

次
の
よ
う
な
評
論
や
談
話
を
寄
稿
し
て
虚
子
を
支
援
す
る
。

明
治
四
一
年

一
〇
月
二
一
日　

談
話
「
小
説
中
の
人
名
」（
国
民
新
聞
）

一
一
月
七
日　
　

評
論
「
田
山
花
袋
君
に
答
ふ
」（
国
民
新
聞
）

一
一
月
二
〇
日　

談
話
「
新
年
物
と
文
士
」（
国
民
新
聞
）

明
治
四
二
年
（
１
９
０
９
）、
二
月
五
日
漱
石
は
「「
俳
諧
師
」
に
就
い
て
」

を
東
京
毎
日
新
聞
に
掲
載
。
ま
た
前
年
度
に
引
き
続
き
、
虚
子
が
所
属
す
る
国

民
新
聞
に
、
談
話
、
評
論
な
ど
を
精
力
的
に
寄
稿
し
て
虚
子
を
支
え
る
。
四
月

五
日
に
は
虚
子
に
『
文
学
評
論
』
を
届
け
に
出
掛
け
、「
自
分
も
常
に
似
ず
呑

ん
で
駄
弁
を
揮
う
」（
日
記
）
と
あ
り
、
虚
子
と
会
っ
て
寛
ぐ
漱
石
が
見
え
る
。

五
月
一
二
日
、
二
人
で
明
治
座
に
い
き
、
同
一
五
日
、
国
民
新
聞
に
「
明
治
座

の
所
感
を
虚
子
君
に
問
れ
て
」
を
書
く
。
そ
し
て
こ
の
年
の
秋
、
九
月
二
日
か

ら
一
〇
月
一
四
日
ま
で
中
村
是
公
の
招
き
で
満
州
、
朝
鮮
に
出
か
け
る
。

明
治
四
二
年
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一
月
九
日　
　

談
話
「
文
士
と
酒
、
煙
草
」（
国
民
新
聞
）

一
月
一
二
日　

談
話
「
小
説
に
用
ふ
る
天
然
」（
国
民
新
聞
）

一
月
三
〇
日　

評
論
「
コ
ン
ラ
ツ
ド
の
描
き
た
る
自
然
に
就
い
て
」（
国

民
新
聞
）

五
月
一
五
日　

評
論「
明
治
座
の
所
感
を
虚
子
君
に
問
れ
て
」（
国
民
新
聞
）

五
月
二
一
日　

談
話
「
メ
レ
デ
ィ
ス
の
訃
」（
国
民
新
聞
）

八
月
六
日　
　

談
話
「
テ
ニ
ソ
ン
に
就
い
て
」（
国
民
新
聞
）

八
月
一
〇
日　

談
話
「
文
士
と
八
月
」（
国
民
新
聞
）

九
月
三
日　
　

談
話
「
執
筆 
時
間
、
時
季
、
用
具
、
場
所
、
希
望
、
経
験
、

感
想
、
等
」（
国
民
新
聞
）

一
〇
月
一
九
日　

漱
石
氏
談
片マ

マ「
汽
車
の
中
―
国
府
津
よ
り
新
橋
ま
で
―
」

（
国
民
新
聞
）

一
〇
月
二
九
日　

談
話
「
昨
日
午
前
の
日
記
」（
国
民
新
聞
）

一
一
月
九
日　
　
「「
夢
の
如
し
」
を
読
む
」（
国
民
新
聞
）

明
治
四
三
年
（
１
９
１
０
）
四
四
歳
の
漱
石
は
八
月
一
七
日
、
転
地
療
養
先

の
修
善
寺
温
泉
菊
屋
旅
館
で
吐
血
し
、
人
事
不
省
に
陥
る
。
八
月
二
五
日
に
は

虚
子
が
見
舞
い
に
行
く
。

修
善
寺
に
て
は
御
見
舞
を
う
け
難
有
候
、
猶
入
院
中
の
事
と
て
御
礼
に

も
ま
か
り
出
ず
失
礼
致
居
候
。（
略
）当
節
は
小
説
も
雑
誌
も
き
ら
ひ
に
て
、

日
本
書
は
ふ
る
い
漢
文
か
詩
集
の
よ
う
な
も
の
然
ら
ざ
れ
ば
外
国
の
小
六

ず
か
し
き
も
の
を
手
に
致
し
候
夫
が
た
め
文
海マ

マ

の
動
静
に
は
不
案
内
に

候
。
其
方
却
つ
て
う
れ
し
く
候
。
新
聞
も
実
は
見
た
く
な
き
気
持
い
た
し

候
。　
（
明
治
四
三
年
一
一
月
二
一
日　

虚
子
宛
漱
石
書
簡　

１
３
７
５
）

修
善
寺
の
大
患
の
こ
の
明
治
四
三
年
、
漱
石
は
久
方
ぶ
り
に
俳
句
に
集
中
し

九
九
句
を
残
し
て
い
る
（
坪
内
稔
典
編
『
漱
石
俳
句
集
』
平
２
・
４
岩
波
書
店
）。

「
小
説
も
雑
誌
も
き
ら
ひ
に
て
（
略
）
新
聞
も
実
は
見
た
く
な
き
気
持
ち
」
と

い
う
心
身
の
衰
弱
の
中
で
、
心
を
託
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
「
俳
句
」
と
い

う
一
七
文
字
の
世
界
で
あ
り
、
ま
た
、
漢
詩
で
あ
っ
た
。
今
も
多
く
の
人
に
愛

さ
れ
る
漱
石
の
俳
句
は
、
こ
の
と
き
の
も
の
が
多
い
。

別
る
る
や
夢
一
筋
の
天
の
川

秋
の
江
に
打
ち
込
む
杭
の
響
き
か
な

生
き
て
仰
ぐ
空
の
高
さ
よ
赤
蜻
蛉

あ
る
ほ
ど
の
菊
抛
げ
入
れ
よ
棺
の
中

腸
は
ら
わ
たに
春
滴
る
や
粥
の
味

同
年
秋
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
は
一
宮
瀧
子
の
「
を
ん
な
」
を
掲
載
し
て
九
月

号
発
売
禁
止
と
な
る
。
虚
子
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
経
営
に
力
を
入
れ
る
た
め
、

国
民
新
聞
を
退
社
す
る
。

明
治
四
四
年
（
１
９
１
１
）
一
〇
月
、
東
京
朝
日
新
聞
主
筆
池
辺
三
山
が
退
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社
し
、
朝
日
新
聞
文
芸
欄
も
廃
止
と
な
る
。
漱
石
も
退
社
を
申
し
出
る
が
、
三

山
の
強
い
慰
留
で
踏
み
止
ま
る
。

 

虚
子
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
〇
月
号
（
第
一
五
巻
第
一
号
）「
本
誌
刷
新
に

就
い
て
」
で
、「
主
と
し
て
経
済
上
の
理
由
に
基
づ
き
、
社
員
組
織
を
解
き
、

原
稿
料
も
全
廃
す
る
」
と
し
、
独
力
で
書
く
こ
と
を
宣
言
す
る
。

本
紙
の
盛
時
に
比
べ
る
と
今
日
残
存
し
て
ゐ
る
読
者
の
数
は
三
分
の
一

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
此
の
人
々
に
対
し
て
は
自
分
は
感
謝
の
意
を

表
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
あ
る
と
思
ふ
。
如
何
と
な
れ
ば
、
自
分
が
俳
句

本
位
の
雑
誌
で
あ
つ
た
本
誌
を
廣
き
意
味
の
文
学
雑
誌
と
改
め
た
と
い
ふ

事
が
一
般
に
非
難
の
理
由
で
あ
つ
た
に
拘
ら
ず
、
諸
君
は
自
分
の
志
を
諒

と
し
て
、
或
は
之
を
寛か

ん
か暇

し
、
若
く
は
暗
黙
の
う
ち
に
助
力
さ
れ
た
も
の

と
自
分
は
考
へ
る
か
ら
で
あ
る
。
而
も
尚
ほ
子
規
居
士
の
餘
徳
や
漱
石
先

輩
の
勢
力
が
諸
君
と
本
誌
を
結
び
附
け
る
大
き
な
鎖
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
と

は
い
ふ
迄
も
無
い
こ
と
で
あ
る
。

と
、
子
規
と
漱
石
、
そ
し
て
購
読
者
に
感
謝
し
つ
つ
、
揺
れ
る
心
を
読
者
に

披
瀝
す
る
。

こ
こ
に
虚
子
が
残
存
す
る
読
者
は
盛
時
の
三
分
の
一
と
記
す
の
で
、
こ
れ
ま

で
の
資
料
か
ら
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
発
行
部
数
の
推
移
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

明
治
三
〇
年
一
月　
　

柳
原
極
堂
が
松
山
で
創
刊　

 

一
巻
一
号　

三
〇
〇
部

明
治
三
一
年
一
〇
月　

東
遷
（
子
規
・
虚
子
時
代
）
二
巻
一
号
二
〇
〇
〇
部

明
治
三
九
年
一
月　
　

漱
石
書
簡
（
５
２
７
）　 

三
～
四
〇
〇
〇
部

　
　
　

同　

四
月　
　

漱
石
書
簡
（
５
５
２
）　 

五
五
〇
〇
部

盛
時
（
推
定
）　 

八
〇
〇
〇
部

（「
部
数
は
多
い
時
で
八
千
に
も
及
ん
だ
と
い
わ
れ
る
」
新
潮
日
本
文
学
ア
ル

バ
ム
『
高
浜
虚
子
』）

虚
子
の
『
子
規
居
士
と
余
』（
大
４
・
６
日
月
社
）
に
よ
る
と
、
東
遷
（
明

治
三
一
年
一
〇
月
）
後
の
初
版
（
二
巻
一
号
）
は
、
千
五
百
部
が
売
り
切
れ

五
百
部
再
版
、
第
二
号
は
千
二
百
部
、
第
三
号
は
千
部
、
第
四
号
以
下
は

千
二
三
百
部
か
ら
千
四
五
百
部
、
で
あ
っ
た
と
い
う
。

明
治
四
五
年
（
大
正
元
年
１
９
１
２
）
三
月
、虚
子
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
第

一
五
巻
第
六
号
）
に
、
購
読
者
数
減
少
の
た
め
「
先
輩
知
友
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
の

購
読
を
望
む
の
記
」
を
書
く
。

余
は
昔
は
他
に
向
つ
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
購
読
し
て
く
れ
と
い
ふ
勇
気
が

無
か
つ
た
。（
略
）
今
余
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
全
力
を
注
い
で
居
る
。
自
分

の
全
力
を
注
い
で
居
る
と
い
ふ
自
信
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
購
読
を
他
に
要
望

し
得
る
勇
気
の
根
源
で
あ
る
（
略
）。
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大
阪
に
在
る
古
き
俳
人
の
一
人
は
旧
年
下
の
如
き
意
味
の
書
を
寄
せ

た
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
俳
句
に
疎
遠
に
な
っ
て
以
来
も
う
暫
く
読
ま
な
か
つ

た
。
け
れ
ど
も
刷
新
さ
れ
た
と
聞
い
て
か
ら
又
購
読
す
る
こ
と
に
し
た
。

云
々
。
そ
れ
か
ら
余
の
俳
壇
に
再
起
す
べ
き
こ
と
な
ど
が
縷
々
と
し
て
忠

告
し
て
あ
つ
た
。（
略
）

文
筆
に
携
る
も
の
ゝ
第
一
の
報
酬
は
自
分
の
文
章
を
人
のマ

マ

読
ん
で
く
れ

る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

次
の
、
四
月
二
一
日
、
東
京
日
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
漱
石
の
書
簡
は
、
日

程
か
ら
み
て
虚
子
と
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
窮
状
を
察
し
た
漱
石
が
、
作
家
と
し

て
の
虚
子
を
励
ま
す
た
め
、『
朝
鮮
』
を
評
価
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

五
月
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
第
一
五
巻
第
八
号
）
の
「
子
規
庵
保
存
寄
付
金
報
告
」

に
も
漱
石
の
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。

拝
啓
、
久
し
く
書
物
を
読
ま
ず
に
居
り
ま
し
た
処
、
二
三
日
前
あ
な
た

か
ら
頂
戴
し
た
『
朝
鮮
』
を
読
む
気
に
な
り
ま
し
て
只
今
読
み
き
り
ま
し

た
。
私
も
朝
鮮
へ
参
り
ま
し
た
が
、
と
て
も
あ
あ
は
書
け
ま
せ
ん
。
お
京

さ
ん
と
い
ふ
の
が
天
真
楼
の
何
と
か
い
ふ
女
中
の
や
う
な
気
が
し
ま
す
。

豊
隆
は
平
壌
の
方
を
く
さ
し
た
や
う
に
記
憶
し
て
ゐ
ま
す
が
怪
し
か
ら
ん

没
分
暁
漢
で
す
。
や
は
り
結
構
で
す
。
仕
舞
の
舟
遊
び
楽
屋
総
出
で
賑
や

か
な
事
で
す
。
私
は
前
後
を
通
じ
て
あ
な
た
が
（
？マ

マ

）
お
筆
と
い
ふ
女
と

仮
の
夫
婦
に
な
っ
て
帰
る
処
と
、
夫
か
ら
そ
の
お
筆
の
手
紙
と
が
一
番
好

き
で
す
。

　

中
々
う
ま
い
で
す
。
一
寸
敬
意
を
表
し
ま
す
。 

頓
首
。

　
（
四
月
二
一
日
東
京
日
日
新
聞
に
掲
載　

四
月
一
八
日
虚
子
宛
漱
石
書
簡

１
６
２
２
）

五
月
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
第
一
五
巻
第
八
号
）「
子
規
庵
保
存
寄
付
金
報
告 

第
八
回
」
に
掲
載
。

「
一
金
五
十
圓
也　
　

牛
込
区
早
稲
田
南
町　
　

夏
目
漱
石
」

同
時
掲
載
の
他
の
四
名
の
金
額
は
、
各
五
圓
、
参
圓
、
弐
円
、
壱
圓
で
、
漱

石
の
五
十
圓
は
破
格
で
あ
る
。
子
規
、
虚
子
に
対
す
る
漱
石
の
思
い
が
見
て
と

れ
る
。
漱
石
の
月
収
が
契
約
時
の
ま
ま
の
二
百
円
で
あ
る
と
す
る
と
月
収
の
四

分
の
一
を
寄
付
し
た
事
に
な
る
。

そ
う
し
た
中
、虚
子
は
同
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
第
一
五
巻
第
八
号
）
の
「
消
息
」

で
、よ
う
や
く
俳
句
に
目
を
向
け
雑
吟
の
選
を
や
っ
て
み
る
こ
と
を
予
告
す
る
。

小
生
は
次
号
以
下
雑
吟
の
選
を
当
分
遣
つ
て
見
る
こ
と
に
致
し
候
。
近

来
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
俳
句
愈
ゝ
不
振
を
極
は
め
、
投
句
家
も
各
選
者
も
気
乗

り
の
せ
ざ
る
事
夥
し
く
、
現
に
本
号
の
如
き
も
一
題
も
選
稿
に
接
せ
ざ
る

始
末
に
て
、
愈
ゝ
全
然
廃
止
す
る
か
、
其
と
も
小
生
自
身
で
出
来
る
だ
け

の
事
を
遣
つ
て
見
る
か
と
い
ふ
瀬
戸
際
に
立
至
り
候
為
め
、
取
り
敢
へ
ず

雑
吟
の
選
で
も
と
思
ひ
立
ち
た
る
義
に
候
。
嘗
て
は
屡
々
小
生
自
身
の
口
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よ
り
俳
句
廃
止
の
事
を
提
議
致
し
置
乍
ら
、
愈
ゝ
其
時
が
来
て
見
る
と
多

少
未
練
が
残
り
申
候
。
小
生
と
し
て
は
今
は
忙
余
の
閑
事
業
、
門
外
漢
の

片
手
間
仕
事
た
る
に
過
ぎ
ず
、
到
底
碌
な
こ
と
は
出
来
ま
じ
け
れ
ど
、
他

に
致
方
無
之
、
当
分
の
間
試
み
見
る
べ
く
候
。

こ
の
文
章
に
あ
る
「
今
は
忙
余
の
閑
事
業
、
門
外
漢
の
片
手
間
仕
事
た
る
に

過
ぎ
ず
、
到
底
碌
な
こ
と
は
出
来
ま
じ
け
れ
ど
」
は
、
小
説
に
熱
中
す
る
虚
子

の
眼
中
に
、
俳
句
が
い
か
に
遠
い
も
の
で
あ
る
か
が
窺
わ
れ
る
。
が
、
し
か
し
、

一
五
巻
一
号
で
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
刷
新
を
掲
げ
て
か
ら
半
年
余
、
多
く
の
読

者
の
声
に
応
え
て
、
つ
い
に
俳
句
に
活
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
決
意
も
見
え
隠

れ
し
て
い
る
。

い
ま
手
許
に
あ
る
、
東
遷
後
の
子
規
、
虚
子
に
よ
る
最
初
の
発
行
と
な
っ
た

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
二
巻
第
一
号
（
明
治
三
一
年
一
〇
月
）
を
紐
解
く
と
、
総

頁
数
六
〇
、
そ
の
う
ち
俳
句
及
び
俳
句
関
連
の
記
事
が
四
八
頁
、
つ
ま
り
お
よ

そ
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
俳
句
で
あ
り
、
そ
の
他
が
子
規
の
「
小
園
の
記
」、
虚

子
の
「
浅
草
寺
の
く
さ
〴
〵
」
等
の
写
生
文
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
明
治

四
五
年
五
月
に
は
、
俳
句
は
「
一
題
も
選
稿
に
接
せ
ざ
る
始
末
に
て
、
愈
ゝ
全

然
廃
止
す
る
か
、」
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
を
り
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
が
い
か
に

様
変
わ
り
し
て
し
ま
っ
た
か
に
驚
く
の
で
あ
る
。

漱
石
の
名
が
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
み
え
る
の
は
、
こ
の
年
の
九
月
号
（
第

一
五
巻
第
一
二
号
）「
海
辺
よ
り
」
に
、『
レ
オ
ナ
ー
ル
ド
・
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
』
の

連
載
に
つ
い
て
の
、
感
想
書
簡
が
最
後
と
な
っ
た
。

大
正
二
年
（
１
９
１
３
）
一
月
、
虚
子
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
第
一
六
巻
第

四
号
）
に
「
高
札
」
を
掲
げ
て
決
意
を
述
べ
、
三
月
号
（
第
一
六
巻
第
五
号
）

に
「
暫
く
ぶ
り
の
句
作
」
を
発
表
し
俳
壇
に
復
帰
す
る
（
二
月
号
休
刊
）。

　
　

高
札

一
、
虚
子
全
力
を
傾
注
す
る
事

　
　
　
　

虚
子
即
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
心
得
居
る
事

一
、
號
を
重
ぬ
る
毎
に
改
善
を
試
む
る
事

　
　
　
　

ゆ
く
〳
〵
は
完
備
せ
る
文
學
雑
誌
と
す
る
事

一
、
新
年
號
の
外
は
如
何
な
る
事
情
あ
る
も
定
價
を
動
か
さ
ゞ
る
事

　
　
　
　

漫
に
定
價
を
動
か
す
は
罪
悪
と
心
得
居
る
事

一
、
毎
號
虚
子
若
く
は
大
家
の
小
説
一
篇
を
掲
載
す
る
事

　
　
　
　

 

こ
れ
は
大
正
二
年
よ
り
新
計
画
の
事
。
大
家
の
原
稿
を
請
ふ
場

合
に
は
乏
し
き
経
費
の
う
ち
よ
り
原
稿
料
を
し
ぼ
り
出
す
事

一
、
写
生
文
壇
を
率
ゐ
て
驀
進
す
る
事

　
　
　
　

 

こ
の
う
ち
よ
り
専
門
家
、
非
専
門
家
の
文
豪
を
輩
出
せ
し
む
る

事

一
、
平
明
に
し
て
餘
韻
あ
る
俳
句
を
鼓
吹
す
る
事

　
　
　
　

新
傾
向
句
に
反
対
す
る
事

一
、「
さ
し
繪
」
を
一
藝
術
品
と
し
て
取
扱
ふ
事
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常
に
新
味
を
追
ふ
事

こ
れ
を
見
る
と
や
は
り
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
「
完
備
せ
る

文
学
雑
誌
」
で
あ
り
、
漱
石
の
よ
う
な
「
文
豪
を
輩
出
す
る
」
の
が
大
き
な
目

標
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
辛
う
じ
て
そ
の
目
指
す
文
学
雑
誌
の
片
隅
に
、
平

明
に
し
て
餘
韻
あ
る
俳
句
の
鼓
吹
と
、「
さ
し
繪
」
を
芸
術
品
と
し
て
取
り
扱

う
事
と
い
う
二
項
目
が
あ
り
、期
せ
ず
し
て
そ
れ
が
「
新
味
」
と
な
っ
て
い
る
。

大
正
二
年
六
月
一
〇
日
、
漱
石
は
『
全
集
』
で
は
最
後
の
も
の
と
な
る
虚
子

へ
の
書
簡
を
送
る
。

 　

 

ホ
ト
ヽ
ギ
ス
は
漸
次
御
発
展
の
由
是
亦
恭
賀
小
生
も
何
か
差
上
度
所
存
丈

は
と
う
か
ら
有
之
候
へ
ど
も
身
体
や
ら
心
や
ら
其
他
色
々
の
事
情
の
た
め

つ
い
故
人
に
疎
遠
に
相
成
る
や
う
の
傾
甚
だ
無
申
訳
四
十
を
越
し
候
と
人

間
も
碌
な
事
に
は
出
合
は
ず
た
ゞ
斯
う
し
た
い
と
思
ふ
の
み
に
て
何
事
も

さ
う
出
来
し
事
無
之
耄
碌
の
境
地
も
眼
前
に
相
見
え
情
な
く
候
御
能
へ
は

多
分
参
ら
れ
る
事
と
存
居
候
万
事
は
其
節　

匆
々
頓
首

（
大
正
二
年
六
月
一
〇
日　

虚
子
宛
漱
石
書
簡　

１
８
６
１
）

漱
石
は
、「
身
体
や
ら
心
や
ら
」
の
事
情
の
た
め
思
う
に
任
せ
な
い
中
で
、

虚
子
の
俳
壇
復
帰
以
後
、
購
読
者
の
戻
り
つ
つ
あ
る
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
発
展

を
喜
び
、
肩
の
荷
が
下
り
た
よ
う
な
安
堵
が
感
じ
ら
れ
る
書
簡
で
あ
る
。
も
う

自
分
が
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
、
こ
れ
か
ら
は
又
昔
の
よ
う
に
共
通
の
趣
味
で

あ
る
能
楽
を
、
そ
し
て
も
し
か
し
た
ら
俳
句
も
、
共
に
楽
し
も
う
、
そ
ん
な
期

待
が
感
じ
ら
れ
る
。

大
正
四
年
（
１
９
１
５
）
三
月
、
虚
子
は
か
つ
て
漱
石
が
勧
め
た
東
京
朝
日

新
聞
へ
の
小
説
掲
載
を
実
現
し
て
、
子
規
の
事
を
伝
え
る
『
柿
二
つ
』
を
執
筆

す
る
。

大
正
五
年
（
１
９
１
６
）
一
二
月
九
日
、
漱
石
は
胃
潰
瘍
の
た
め
亡
く
な
っ

た
、
五
〇
歳
。
一
二
日
、
葬
儀
。
葬
儀
委
員
長
は
中
村
是
公
。

四　
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
衰
退
の
真
因

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
虚
子
が
、
漱
石
の
『
猫
』
の
成
功
で
た
ち
ま
ち
小

説
に
熱
中
す
る
と
こ
ろ
に
は
漱
石
の
強
い
影
響
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
俳
壇
復

帰
の
要
因
と
な
る
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
衰
退
が
漱
石
の
朝
日
新
聞
入
社
が
原
因

と
す
る
通
説
に
は
首
肯
で
き
な
い
。
も
と
も
と
小
説
家
志
望
の
強
か
っ
た
虚
子

が
小
説
に
熱
中
し
た
と
き
、
そ
の
小
説
を
常
に
評
価
し
て
支
え
て
い
る
の
が
漱

石
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

漱
石
と
虚
子
は
子
規
を
通
し
て
知
り
合
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
を
重
ね
て

き
た
。

『
漱
石
氏
と
私
』
や
『
俳
句
の
五
十
年
』
に
よ
る
と
、
漱
石
が
松
山
中
学
か

ら
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
に
赴
任
す
る
明
治
二
九
年
四
月
、
偶
々
帰
省
し
て
い
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た
虚
子
を
誘
い
一
等
船
客
で
厳
島
（
宮
島
）
に
寄
り
一
泊
す
る
。（『
俳
句
の

五
十
年
』
に
は
一
〇
月
と
あ
る
が
、『
漱
石
研
究
年
表
』
で
は
四
月
一
四
日
、

第
五
高
等
学
校
教
授
に
赴
任
し
て
い
る
）。

熊
本
の
高
等
学
校
に
赴
任
す
る
時
分
に
、
漱
石
が
す
ゝ
め
る
ま
ゝ
に
厳マ

マ

島
ま
で
一
緒
の
船
に
乗
つ
て
行
つ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
分
に

漱
石
は
私
に
、
自
分
は
少
し
月
給
を
沢
山
貰
ふ
や
う
に
な
つ
た
か
ら
、
若

干
の
金
を
君
に
や
る
か
ら
少
し
勉
強
を
し
ろ
と
い
ふ
や
う
な
事
を
い
つ
た

事
が
あ
り
ま
し
た
。（
略
）
月
々
五
円
で
あ
つ
た
か
十
円
で
あ
つ
た
か
の

金
を
（
略
）
続
け
て
一
年
ば
か
り
送
つ
て
く
れ
て
を
つ
た
や
う
に
思
い
ま

す
が
、
漱
石
が
細
君
を
貰
ふ
や
う
に
な
つ
た
の
を
境
に
し
て
か
、
そ
れ
を

辞
退
し
ま
し
た
。 

（「
松
山
時
代
の
漱
石
」『
俳
句
の
五
十
年
』）

こ
の
前
年
、
明
治
二
八
年
の
一
二
月
、
虚
子
は
子
規
か
ら
道
灌
山
に
呼
び
出

さ
れ
、
後
継
者
と
な
る
た
め
に
勉
強
す
る
事
を
強
く
要
請
さ
れ
る
。
し
か
し
子

規
を
重
く
感
じ
て
い
た
虚
子
は
こ
れ
を
断
る
。
こ
の
と
き
の
子
規
の
落
胆
は
大

き
く
、「
小
生
が
心
中
は
狂
乱
せ
り
筆
頭
は
混
雑
せ
り
」
で
は
じ
ま
る
五
百
木

瓢
亭
宛
の
書
簡
（
明
治
二
八
年
一
二
月
一
〇
日
頃
）
に
委
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
出
来
事
を
後
日
、
子
規
も
虚
子
も
そ
れ
ぞ
れ
に
漱
石
に
相
談
を
し
た
と
思

わ
れ
、
漱
石
か
ら
子
規
宛
て
の
、
虚
子
を
か
ば
う
書
簡
が
残
っ
て
い
る
。

先
日
虚
子
よ
り
も
大
兄
と
の
談
判
の
模
様
相
報
じ
来
り
申
候
。（
略
）

色
々
の
事
情
も
あ
る
べ
け
れ
ど
先
ず
堪
忍
し
て
今
迄
の
如
く
御
交
際
あ
り

度
と
希
望
す
。
小
生
の
身
分
は
固

も
と
よ
り

何
時
免
職
に
な
る
か
辞
職
す
る
か
分

か
ら
ね
ど
出
来
る
だ
け
は
虚
子
の
為
に
せ
ん
と
て
約
束
し
た
る
事
な
り

（
略
）小

生
が
余
慶
な
事
な
が
ら
虚
子
に
か
ゝ
る
事
を
申
し
出
た
る
は
虚
子
が

前
途
の
為
な
る
は
無
論
な
れ
ど
同
人
の
人
物
が
大
い
に
松
山
的
な
ら
ぬ
淡

泊
な
る
処
、
の
ん
き
な
る
処
、
気
の
き
か
ぬ
処
、
不
器
用
な
る
点
に
有
之

候 

大
兄
の
観
察
点
は
如
何
な
る
か
知
ら
ね
ど
先
ず
普
通
の
人
間
よ
り
ハ

好
き
方
な
る
べ
く
左
す
れ
ば
左
程
愛
想
づ
か
し
を
な
さ
る
る
に
も
及
ぶ
ま

じ
き
か
（
明
治
二
九
年
六
月
八
日　

子
規
宛
漱
石
書
簡　

９
２
）。

と
、
虚
子
に
好
意
を
寄
せ
て
い
る
。
漱
石
は
元
々
虚
子
の
人
柄
を
気
に
入
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

自
ら
の
命
の
残
り
時
間
を
自
覚
し
て
、
虚
子
に
後
継
者
と
し
て
学
ぶ
こ
と
を

強
く
迫
る
子
規
に
対
し
、
虚
子
の
為
に
学
資
援
助
迄
し
て
勉
強
す
る
よ
う
に
諭

し
、
結
果
的
に
子
規
と
虚
子
の
間
を
も
取
り
な
そ
う
と
す
る
、
漱
石
の
心
遣
い

が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
柄
の
漱
石
に
、
虚
子
は
何
と
は
な
し
に
甘
え

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。末
子
が
長
兄
に
対
す
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
る
。

た
と
え
ば
最
初
に
提
示
し
た
「（
漱
石
が
）「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
も
執
筆
し
な
い

こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」の
読
者
が
非
常
に
激
減
し
ま
し
て
、

維
持
が
困
難
に
な
つ
て
き
た
と
い
ふ
事
の
為
に
」
と
い
う
よ
う
な
書
き
方
に
も

そ
れ
が
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
、
虚
子
本
人
の
言
葉
、「（
漱
石
が
）
執
筆
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し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
て
」、「
維
持
が
困
難
に
な
つ
て
」
と
い
う
点
が
繰
り

返
さ
れ
、
反
復
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
実
は
そ
の
一
方
で
漱
石
が
、
虚
子
が

望
む
「
小
説
家
」
と
し
て
の
自
立
と
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
経
営
上
の
安
定
の

た
め
に
様
々
な
配
慮
を
し
て
い
た
事
実
が
見
落
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

『
俳
句
の
五
十
年
』
は
昭
和
一
七
年
、
虚
子
が
俳
人
と
し
て
成
功
し
て
か
ら

執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
、
来
し
方
を
振
り
返
る
余
裕
が
感
じ
ら
れ
る

一
文
も
あ
る
。

も
と
〳
〵
小
説
の
方
に
興
味
を
持
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
、
中

頃
漱
石
に
刺
激
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
、
一
時
は
そ
の
方
に
熱
心
の

餘
り
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
に
俳
句
の
影
が
薄
く
な
り
、
そ
の
た
め
讀
者

の
反
感
を
買
ひ
、
又
国
民
文
学
欄
の
創
設
に
携
は
り
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を

お
留
守
に
し
た
と
い
ふ
の
で
益
々
讀
者
の
同
情
を
失
っ
た
の
で
あ
り
ま
し

た
。 

（「
三　

四
年
の
脇
道
」『
俳
句
の
五
十
年
』）

つ
ま
り
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
衰
退
の
原
因
は
、
こ
こ
に
虚
子
が
記
す
通
り
、

又
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
折
々
に
も
見
ら
れ
る
通
り
、
俳
句

雑
誌
で
あ
っ
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
、
虚
子
自
身
の
小
説
志
向
、
漱
石
の
成
功

な
ど
に
よ
り
、文
学
雑
誌
に
変
更
し
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。そ
れ
に
よ
っ

て
俳
句
を
学
び
た
い
読
者
に
は
魅
力
の
無
い
も
の
と
な
り
、
そ
う
し
た
購
読
者

を
次
々
に
失
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
な
っ
た
と
き
、
虚
子

に
と
っ
て
最
も
切
実
な
問
題
は
、
成
功
の
時
期
を
特
定
出
来
な
い
「
完
備
す
る

文
学
雑
誌
」
や
、「
文
豪
の
輩
出
」、
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
先
ず
は
『
ホ
ト
ト

ギ
ス
』
の
購
読
者
を
増
や
す
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
紹
介
し
た
「
先
輩
知

友
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
購
読
を
望
む
の
記
」
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
確
実
な
方
策
は
、俳
句
の
購
読
者
に
応
え
る
俳
句
欄
の
充
実
で
あ
る
こ
と
に
、

虚
子
は
よ
う
や
く
気
が
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
即
ち
、
結
果
と
し
て
、
子
規
が
『
俳
諧
大
要
』
の
冒
頭
で
「
俳
句
は

文
学
の
一
部
な
り
」
と
高
ら
か
に
宣
言
し
て
、人
々
の
心
に
あ
か
り
を
灯
し
た
、

そ
の
原
点
に
立
ち
返
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
虚
子
の
覚
醒
と
行
動
と
が
、『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
を
、虚
子
を
、そ
し
て
子
規
が
憂
慮
し
た
俳
句
の
滅
亡
を
も
、救
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
虚
子
が
俳
句
に
対
し
て
、
漱
石
の
い
う
隻
眼
（
前
掲

野
村
伝
四
宛
漱
石
書
簡 

４
４
０
）
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
自
ら

の
道
が
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

虚
子
は
「
平
凡
化
さ
れ
た
漱
石
」（「
改
造
」
九
巻
六
号　

昭
２
・
６
）
に
「
漱

石
が
創
作
家
を
以
て
立
つ
や
う
に
な
っ
て
か
ら
の
私
と
の
関
係
は
ど
う
も
そ
の

昔
ほ
ど
無
邪
気
に
行
か
な
か
つ
た
」
と
、
複
雑
な
感
情
を
匂
わ
せ
る
。
そ
し
て

「
私
の
我
儘
な
心
持
ち
か
ら
云
つ
た
な
ら
ば
い
つ
ま
で
も
漱
石
は
大
學
の
教
師

で
あ
つ
て
、た
ゞ
餘
技
と
し
て
文
章
を
書
き
俳
句
を
作
る
人
で
あ
り
た
か
つ
た
。

さ
う
し
て
私
と
共
に
談
笑
し
て
二
時
間
も
三
時
間
も
無
用
の
こ
と
を
談
笑
し
時
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に
は
謡
を
う
た
つ
て
時
間
を
空
費
す
る
人
で
あ
り
た
か
つ
た
」と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
も
、
あ
た
か
も
肉
親
に
対
す
る
よ
う
な
、
漱
石
に
対
す
る
虚
子
の
甘
え

が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
虚
子
に
よ
っ
て
俵
口
を
解
か
れ
た
漱
石
の
才
能
は
、

最
早
無
邪
気
な
時
間
を
空
費
す
る
暇い

と
まを
与
え
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
漱
石
は
そ

の
よ
う
な
時
機
に
達
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
自
覚
し
て
い
た
。虚
子
に
す
れ
ば
、

自
ら
も
深
く
関
わ
っ
て
誕
生
し
た
と
自
負
す
る
作
家
漱
石
。
そ
し
て
著
名
な
作

家
と
な
っ
て
手
の
届
き
難
い
存
在
と
な
っ
た
漱
石
。
し
か
し
漱
石
は
、
盟
友
子

規
の
忘
れ
形
見
の
よ
う
な
虚
子
と
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
、
終
生
真
っ
直
ぐ
に
応

援
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
漱
石
と
交
流
を
重
ね
た
、
掛
け
替
え
の

な
い
歳
月
を
経
て
、虚
子
も
つ
い
に
「
進
む
べ
き
俳
句
の
道
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

大
４
・
４
）
に
辿
り
着
く
の
で
あ
る
。

注（
1
）
米
山
保
三
郎
（
１
８
６
９
～
１
８
９
７
）
金
沢
生
ま
れ
。
哲
学
者
。

建
築
家
を
志
し
て
い
た
漱
石
に
「
文
学
な
ら
ば
勉
強
次
第
で
幾
百
年
幾
千
年
の
後

に
伝
へ
る
可
き
大
作
も
出
来
る
」（
談
話
「
落
第
」）
と
語
り
、
漱
石
は
工
科
か
ら

文
科
に
進
路
を
変
更
し
た
。

『
吾
輩
ハ
「
猫
」
デ
ア
ル
』
の
天
然
居
士
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
。
二
九
歳
で
夭
折
。

（
2
）
菅
虎
雄
（
１
８
６
４
～
１
９
４
３
）
久
留
米
生
ま
れ
。
教
育
者
・
書
家
。

漱
石
を
松
山
中
学
に
斡
旋
、
第
五
高
等
学
校
に
招
聘
。
漱
石
の
帰
国
後
の
家
探
し

に
奔
走
す
る
。

漱
石
が
朝
日
新
聞
入
社
を
決
め
、
京
都
を
訪
ね
た
折
は
狩
野
と
と
も
に
京
都
駅
に

出
迎
え
る
（「
京
に
着
け
る
夕
」）。
長
く
第
一
高
等
学
校
の
教
授
を
務
め
る
。
漱

石
の
墓
碑
の
題
字
を
揮
毫
し
、
雑
司
ヶ
谷
墓
地
に
今
に
残
る
。

（
3
）
中
川
元は
じ
め

第
五
高
等
学
校
校
長
が
推
挙
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
貴
族

院
書
記
官
長
を
し
て
い
た
岳
父
の
陰
の
力
も
あ
っ
た
か
と
推
定
も
で
き
る
（
河
盛

好
藏
）（
荒
正
人
・
小
田
切
秀
雄
『
増
補
改
訂　

漱
石
研
究
年
表
』
集
英
社　

昭

59
・
５
）

（
4
）
狩
野
亨
吉
（
１
８
６
５
～
１
９
４
２
）
秋
田
県
大
館
生
ま
れ
。
第
一
高
等
学

校
校
長
・
京
都
大
学
学
長
。

漱
石
の
推
挙
で
熊
本
第
五
高
等
学
校
に
着
任
。
漱
石
と
小
天
温
泉
を
訪
ね
る
。
帰

国
し
た
漱
石
を
第
一
高
等
学
校
の
英
語
科
嘱
託
に
す
る
。
三
九
年
、
京
都
帝
国
大

学
に
文
科
大
学
が
開
設
さ
れ
学
長
と
な
る
。
京
都
学
派
の
基
礎
を
築
く
。
漱
石
が

朝
日
新
聞
入
社
を
決
め
京
都
に
遊
ん
だ
時
、
下
鴨
の
狩
野
宅
に
泊
ま
る
。
漱
石
の

葬
儀
で
は
友
人
総
代
と
し
て
弔
辞
を
読
ん
だ
。

（
5
）大
塚
保
治（
１
８
６
８
～
１
９
３
２
）群
馬
県
南
勢
多
郡
生
ま
れ
。
文
学
博
士
、

学
士
院
会
員
。

漱
石
と
は
大
学
院
時
代
の
寄
宿
舎
で
同
室
。
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
に

留
学
、
西
洋
美
学
を
研
究
し
て
帰
国
。
ケ
ー
ベ
ル
の
あ
と
を
う
け
て
、
東
京
帝
国

大
学
に
日
本
人
教
授
と
し
て
は
じ
め
て
美
学
、
美
術
史
の
講
座
を
担
当
し
た
。
明

治
三
六
年
漱
石
帰
国
に
際
し
、
東
京
大
学
英
文
科
講
師
の
職
を
得
た
の
は
、
大
塚

保
治
の
尽
力
に
よ
る
。

（
6
）
鳥
居
素
川
（
１
８
６
７
～
１
９
２
８
）
熊
本
生
ま
れ
。
新
聞
記
者
、
本
名
赫

雄
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独
逸
協
会
専
門
学
校
中
退
、
新
聞
『
日
本
』
に
入
り
、
日
清
戦
争
時
は
従
軍
記
者

と
し
て
活
躍
し
た
。
漱
石
の
『
草
枕
』
に
感
動
し
、
社
主
に
交
渉
し
て
漱
石
招
聘

を
発
議
す
る
。
素
川
は
漱
石
の
京
都
、
大
阪
へ
の
常
駐
を
希
望
し
た
が
、
結
局
漱

石
は
池
邊
三
山
と
の
交
渉
で
『
東
京
朝
日
新
聞
』
と
契
約
す
る
。

（
7
）
池
邊
三
山
（
１
８
６
４
～
１
９
１
２
）
熊
本
生
ま
れ
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、

本
名
吉
太
郎
。

一
八
歳
で
上
京
し
、
慶
應
義
塾
や
、
同
人
社
に
学
ぶ
。
二
八
年
、
旧
藩
主
の
世
子
、

細
川
護
成
の
補
導
役
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
中
、
新
聞
『
日
本
』
に
「
巴
里

通
信
」（
筆
名 

鉄
崑
崙
）
を
寄
せ
て
文
名
を
あ
げ
る
。
漱
石
は
こ
れ
を
注
目
し

て
読
ん
で
い
た
。
の
ち
大
阪
朝
日
新
聞
、
東
京
朝
日
新
聞
主
筆
と
し
て
活
躍
。
漱

石
は
三
山
に
出
会
っ
た
こ
と
で
、
朝
日
入
社
を
決
意
す
る
。
以
後
漱
石
の
よ
き
理

解
者
と
な
る
。

（
8
）
大
谷
句
仏
（
１
８
７
５
～
１
９
４
３
） 

本
名
光
演
。
東
本
願
寺
二
三
世
。
枳

穀
邸
は
本
願
寺
の
別
邸
、
庭
園
の
美
で
有
名
。
句
仏
は
東
京
遊
学
中
に
正
岡
子
規

に
傾
倒
、
終
生
子
規
と
新
派
俳
句
の
讃
仰
者
と
な
る
。
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Background of limitation to write novels for Soseki 
Natsume and its relationship with “Hototogisu”:

Consideration of interaction with Kyoshi Takahama

NEMOTO, Ayako

　Soseki wrote "Wagahai-wa Nekodearu (I Am a Cat.)" at Kyoshi’s encouragement on 

“Hototogisu” published in January, 1905. Soseki received publicity for this novel and had 

succeeded as a novelist. It stimulated Kyoshi to write a novel, and he changed 

“Hototogyisu” from Haiku magazine to literary magazine. However, the sales of 

“Hototogyisu” had dropped soon. Soseki was limited to write novels by working for 

Asahi Shimbun at that time. Generally speaking, this is the reason that the drop in sales 

of “Hototogyisu”.

　However, this paper finds out the reason that people learning Haiku stopped 

subscribing because “Hototogisu” changed to a literary magazine and it didn’t interest 

for them. It is clear by the above analysis that letters written by Soseki, which sent to 

two people (Kyoshi and Seccho Sakamoto who Soseki taught in the fifth highschool).

In addition, this study shows a change of contents in “Hototogisu” since 1897.


