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Who Is Shitomi-kun? : A Preliminary Study on Mori Ogai’s Hyaku-monogatari 　　　　　
　This paper is a preliminary study on reading Hyaku-monogatari［One Hundred 
Tales］, Mori Ogai’s short novel which was published in 1911.
　First, the paper reveals the hitherto unknown fact that the model for Shitomi-kun is 
Kawajiri Seitan. It is based on the research result that the contents of Seitan’s theater 
review of Ogai’s drama are similar to Shitomi-kun’s comment about the protagonist’s 
playbook.
　Second, we can find many differences between the novel and its models, including 
characters, scenes, and events. This fact leads us to the conclusion that the most 
appropriate way to read Hyaku-monogatari is to deal with it as autonomous fiction.
　Finally, by reading from this perspective, the new plot emerges from the text. A 
wandering ghost named Boku［I］follows guests at the hyaku-monogatari［ghost 
stories］gathering. Eventually, he meets another ghost called Shikama-ya. Boku and 
Shikama-ya are both characterized as “boukansha［bystander］”. In the text, “bystander” 
is presented as being equivalent to “ghost”, because it implies not only an attitude 
avoiding involvement but also isolation from life and vitality. In this context, Shitomi-
kun plays the role of a spiritualist who summons Boku as a ghost and lets him go 
away. 
　Further analysis will be conducted in my next paper.
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1　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
森
鷗
外
の
小
説
『
百
物
語
』
を
論
ず
る
た
め
の
予
備
作
業
と
し
て
、
従
来
不
明
と
さ
れ
て
来
た
登
場
人
物
「
蔀

し
と
み

君く
ん

」
の
モ

デ
ル
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
先
行
研
究
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
今
後
の
自
ら
の
論
の
方
針
を
明
確
化
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

　
『
百
物
語
』
本
文
は
『
鷗
外
近
代
小
説
集 

第
五
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
に
拠
る
。
本
文
お
よ
び
資
料
の
引
用
に
際
し
、

ル
ビ
を
原
則
と
し
て
省
略
し
、
漢
字
の
旧
字
体
を
新
字
体
に
、
異
体
の
仮
名
を
現
在
通
用
の
字
体
に
改
め
る
。
引
用
文
中
の
傍
線
お
よ

び
〔　

〕
内
注
は
引
用
者
に
よ
る
。
年
の
表
記
は
、
明
治
期
に
つ
い
て
は
年
号
を
用
い
て
適
宜
西
暦
を
併
記
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
以

外
は
西
暦
に
統
一
す
る
。

　

1
・
1
『
百
物
語
』
の
概
要

　
『
百
物
語
』
は
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
一
〇
月
、『
中
央
公
論
』
第
二
六
年
一
〇
号
に
発
表

（
（
（

さ
れ
た
短
編
で
あ
る
。
主
人
公
兼
語

り
手
の
「
僕
」
が
、
経
験
し
て
か
ら
「
余
程
年
も
立
つ
て
ゐ
る
」
過
去
の
出
来
事
を
回
顧
し
て
語
る
。

　

予
定
日
を
延
期
し
て
開
催
さ
れ
た
そ
の
年
の
「
川
開
き
」、
す
な
わ
ち
東
京
両
国
で
行
わ
れ
る
隅
田
川
の
納
涼
祭
の
日
、「
僕
」
は
知

人
の
「
蔀
君
」
に
誘
わ
れ
て
、
富
豪
の
「
飾し

か

磨ま

屋や

」
が
主
催
す
る
「
百
物
語
」
の
会
に
出
か
け
る
。
俗
に
百
物
語
の
最
後
に
「
真
の
化

物
が
出
る
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、「
神
経
に
刺
戟
を
加
へ
て
行
つ
て
、
一
時
幻
視
幻
聴
を
起
す
に
至
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
考
え

る
近
代
的
な
合
理
精
神
の
持
ち
主
「
僕
」
で
あ
る
が
、「
ど
ん
な
事
を
す
る
か
行
つ
て
見
よ
う
と
云
ふ
位
の
好
奇
心
を
出
し
て
」
出
か

け
て
行
く
。
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「
僕
」
は
大
勢
の
客
と
と
も
に
「
柳
橋
の
船
宿
」
に
集
合
し
、
迎
え
の
船
に
乗
り
込
む
が
、「
依
田
学
海
さ
ん
」
を
除
い
て
知
り
人
は

ひ
と
り
も
い
な
い
。
他
の
参
加
者
も
偶
々
そ
の
場
で
落
ち
合
っ
た
だ
け
の
間
柄
な
の
で
、
会
話
が
弾
ま
ず
、
人
々
の
間
を
終
始
「
し
ら

じ
ら
し
い
」
空
気
が
支
配
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
百
物
語
」
と
い
う
も
の
が
、
誰
も
幽
霊
を
信
じ
な
い
現
代
に
お
い
て
、
も
は
や
「
人

を
引
き
附
け
る
力
」
が
な
い
た
め
だ
と
「
僕
」
は
考
え
る
。「
客
観
的
に
は
元
か
ら
幽
霊
は
幽
霊
で
あ
つ
た
の
だ
が
、
昔
そ
れ
に
無
い

内
容
を
噓ふ

き
入
れ
て
、
有
り
さ
う
に
し
た
主
観
ま
で
が
、
今
は
消
え
失
せ
て
」「
只
空
し
き
名
が
残
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
」「
過
ぎ
去

つ
た
世
の
遺
物
」、
そ
れ
が
百
物
語
だ
と
「
僕
」
は
述
べ
る
。

　

一
行
を
乗
せ
た
五
～
六
艘
の
船
は
隅
田
川
を
遡
っ
て
向
島
に
向
か
い
、
木
母
寺
辺
り
に
着
岸
す
る
。
百
物
語
の
会
場
と
な
る
「
寺
島

村
の
誰
や
ら
の
別
荘
」
ま
で
徒
歩
で
着
い
た
「
僕
」
は
、
到
着
早
々
庭
の
物
置
で
、
今
夜
の
怪
談
会
で
使
用
さ
れ
る
等
身
大
の
幽
霊
人

形
を
目
に
す
る
。「
百
物
語
の
ア
ワ
ン
・
グ
ウ
〔
前
兆
〕
は
こ
ん
な
物
か
と
、
稍
馬
鹿
に
せ
ら
れ
た
や
う
な
気
が
し
」
た
の
に
続
い
て
、

世
話
人
の
男
た
ち
の
会
話
を
聞
き
、
百
物
語
の
裏
側
の
「
楽
屋
」
事
情
ま
で
知
っ
て
し
ま
う
。

　

座
敷
に
上
が
る
と
、「
僕
」
を
こ
の
会
に
誘
っ
た
蔀
君
と
出
遭
う
。
蔀
君
に
紹
介
さ
れ
主
催
者
の
飾
磨
屋
と
対
面
し
た
「
僕
」
は
、

豪
遊
で
知
ら
れ
「
今
紀
文
」
の
異
名
を
と
る
飾
磨
屋
の
、
予
想
を
裏
切
る
「
沈
鬱
」
な
風
貌
と
、
彼
の
愛
人
で
元
芸
者
の
「
太
郎
」
が
、

あ
た
か
も
「
病
人
と
看
護
婦
」
の
よ
う
に
彼
の
傍
ら
に
付
き
添
う
さ
ま
に
強
い
関
心
を
抱
く
。
以
後
「
僕
」
は
目
を
放
た
ず
二
人
を
観

察
し
、
彼
ら
を
め
ぐ
る
自
ら
の
解
釈
を
述
べ
続
け
る
。
人
々
の
輪
か
ら
離
れ
、
無
言
で
前
方
を
凝
視
し
て
い
る
飾
磨
屋
、「
あ
の
目
の

血
走
つ
て
ゐ
る
の
も
、
事
に
よ
つ
た
ら
酒
と
色
と
に
夜
を
更
か
し
た
為
め
で
は
な
く
て
、
深
い
物
思
に
夜
を
穏
に
眠
る
こ
と
の
出
来
な

か
つ
た
為
め
で
は
あ
る
ま
い
か
」、「
こ
の
百
物
語
の
催
し
な
ん
ぞ
も
、
主
人
は
馬
鹿
げ
た
事
だ
と
云
ふ
こ
と
を
飽
く
ま
で
知
り
抜
い
て

ゐ
て
、
そ
こ
へ
寄
つ
て
来
る
客
の
、
或
は
酒
食
を
貪
る
念
に
駆
ら
れ
て
来
た
り
、〔
中
略
〕
こ
は
い
物
見
た
さ
の
穉
い
好
奇
心
に
動
か

さ
れ
て
来
た
り
す
る
の
を
、
あ
の
血
糸
の
通
つ
て
ゐ
る
、
マ
リ
シ
ヨ
オ
な
、
デ
モ
ニ
ツ
ク
な
や
う
に
も
見
れ
ば
見
ら
れ
る
目
で
、
冷
か
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に
見
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
具
合
に
。

　
「
僕
」
は
「
生
れ
な
が
ら
の
傍
観
者
」
を
自
認
し
て
い
る
。「
僕
」
は
人
生
に
お
い
て
「
ど
ん
な
に
感
興
の
涌
き
立
つ
た
時
も
、〔
中
略
〕 

そ
の
渦
巻
に
身
を
投
じ
て
、
心
か
ら
楽
ん
だ
こ
と
が
な
い
」。「
人
生
の
活
劇
の
舞
台
」
に
立
つ
時
が
あ
っ
て
も
、
た
か
だ
か
「
ス
タ
チ

ス
ト
〔
脇
役
、端
役
〕」
を
演
ず
る
に
過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
「
舞
台
に
上
ら
な
い
時
」、つ
ま
り
舞
台
の
外
か
ら
「
活
劇
」
を
演
ず
る
人
々

を
観
て
い
る
時
こ
そ
、
自
分
本
来
の
「
傍
観
者
の
境
に
安
ん
じ
て
」「
其
所
を
得
て
ゐ
る
」
の
だ
と
い
う
。「
僕
」
は
飾
磨
屋
の
中
に
も

自
分
と
同
じ
「
傍
観
者
」
を
見
出
す
。
飾
磨
屋
の
身
の
上
を
、「
ど
う
か
し
た
場
合
に
、
ど
う
か
し
た
無
形
の
創
痍
を
受
け
て
そ
れ
が

癒
え
ず
に
ゐ
る
為
め
に
、
傍
観
者
に
な
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
推
測
し
、
彼
に
対
し
て
「
他
郷
で
故
人
に
逢
ふ
や
う
な
」「
傍

観
者
が
傍
観
者
を
認
め
た
や
う
な
心
持
」
を
抱
く
。
さ
ら
に
、
こ
の
飾
磨
屋
に
太
郎
が
見
返
り
の
な
い
献
身
を
捧
げ
て
い
る
と
考
え
、

彼
女
の
「
犠
牲
」
の
大
き
さ
に
驚
異
の
念
を
覚
え
る
。

　

か
く
て
百
物
語
の
会
と
そ
の
主
催
者
に
対
す
る
「
好
奇
心
」
が
満
足
し
た
「
僕
」
は
、
蔀
君
か
ら
依
田
学
海
が
帰
っ
た
と
聞
き
、
そ

れ
に
倣
っ
て
自
分
も
怪
談
会
が
始
ま
る
前
に
会
場
を
出
る
。
後
日
、
蔀
君
か
ら
、
あ
の
後
飾
磨
屋
が
客
た
ち
を
よ
そ
に
太
郎
を
連
れ
て

二
階
へ
上
が
り
、
先
に
寝
て
し
ま
っ
た
と
聞
き
、「
傍
観
者
と
云
ふ
も
の
は
、
矢
張
多
少
人
を
馬
鹿
に
し
て
ゐ
る
に
極
ま
つ
て
ゐ
は
し

な
い
か
」
と
い
う
感
想
を
抱
く
。

　

1
・
2　

研
究
史
と
課
題

　
『
百
物
語
』
は
近
年
で
は
一
九
九
〇
年
代
末
以
降
の
京
極
夏
彦
、
東
雅
夫
ら
が
リ
ー
ド
す
る
「
百
物
語
」
ブ
ー
ム
の
中
で
注
目
を
浴

び
た
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
研
究
者
・
批
評
家
に
よ
る
森
鷗
外
論
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
の
多
い
作
品
だ
っ
た
。
鷗
外
を
論
ず
る

た
め
の
鍵
概
念
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る「
傍
観
者
」の
語
を
含
む
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
鷗
外
論
全
般
に
亘
る
こ
と
は
避
け
、『
百
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物
語
』
研
究
に
絞
っ
て
研
究
史
を
整
理
す
る
。

　

私
見
で
は
、
従
来
の
『
百
物
語
』
研
究
を
次
の
二
系
統
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
作
中
人
物
の
モ
デ
ル
、
な
ら
び

に
作
中
の
百
物
語
会
の
モ
デ
ル
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
で
あ
る
。
そ
の
嚆
矢
は
森
銑
三
「「
百
物
語
」
余
聞
」

（
（
（

で
あ
り
、
そ

こ
で
森
は
、
作
中
の
「
飾
磨
屋
」
の
モ
デ
ル
が
鹿
島
屋
こ
と
鹿か

島し
ま

清せ
い

兵べ

衛え

で
あ
り
、
そ
の
清
兵
衛
に
落
籍
さ
れ
、
の
ち
に
妻
と
な
っ
た

芸
者
ぽ
ん
太
が
「
太
郎
」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
鷗
外
が
鹿
島
清
兵
衛
の
主
催
す
る
百
物
語
に
実
際
に
参
加

し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
時
期
は
小
説
『
百
物
語
』
が
執
筆
・
発
表
さ
れ
た
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
か
ら
遡
る
こ
と
十
五
年
前
の
、

明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
七
月
二
五
日
だ
っ
た
こ
と
を
、
同
じ
催
し
に
参
加
し
た
依
田
学
海
の
日
記
『
学
海
日
録
』

（
（
（

や
、
催
し
を
報

じ
た
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記
事

（
（
（

、
鶯
亭
金
升
の
回
想

（
（
（

に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
。

　

つ
づ
い
て
戸
板
康
二

（
（
（

が
こ
の
催
し
に
関
す
る
新
た
な
同
時
代
資
料
と
し
て
『
歌
舞
伎
新
報
』

（
（
（

を
紹
介
し
、
さ
ら
に
後
続
の
諸
論
文
が

依
田
学
海
の
妾
宅
日
記
『
墨
水
別
墅
雑
録
』

（
（
（

や
、『
毎
日
新
聞
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
新
聞
の
記
事

（
（
（

等
の
新
資
料
を
順
次
発
掘
、
紹
介

し
た
。
今
日
私
た
ち
は
そ
れ
ら
資
料
の
内
容
と
、
研
究
上
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
の
す
べ
て
を
中
島
次
郎
「
明
治
二
十
九
年
の
百
物
語
―

森
鷗
外
「
百
物
語
」
の
周
辺
資
料
―
」

（
（1
（

に
よ
り
一
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
に
本
稿
3
・
2
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
資

料
か
ら
再
現
さ
れ
る
明
治
二
九
年
の
催
し
は
、
小
説
中
の
百
物
語
の
会
と
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
異
な
っ
て
い
た
。
催
し
へ
の
参
加
の
様
態

も
鷗
外
と
「
僕
」
で
は
明
ら
か
に
違
う
。
相
違
は
前
述
の
森
銑
三
以
来
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
近
年
で
は
佐
藤
悟

（
（（
（

、
中
島
次
郎

（
（1
（

、
目
野
由

希
（
（1
（

ら
に
詳
細
な
論
及
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
系
統
の
モ
デ
ル
研
究
は
小
説
本
体
の
読
み
に
踏
み
込
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
解
釈
を
示

唆
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
小
説
全
体
を
本
格
的
に
論
じ
る
こ
と
は
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
小
説
本
体
を
論
じ
た
研
究
の
系
統
が
も
う
一
方
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
読
み
の
基
本
線
と
し
て
、
怪
談
も
幽
霊
も
不

発
に
終
わ
る
こ
の
『
百
物
語
』
に
お
い
て
、「
僕
」
の
出
会
う
飾
磨
屋
こ
そ
が
「
真
の
化
物
」
で
あ
る
と
す
る
三
島
由
紀
夫

（
（1
（

に
始
ま
る
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解
釈
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
三
好
行
雄

（
（1
（

、
浅
野
洋

（
（1
（

に
代
表
さ
れ
る
一
群
の
論
は
、
近
代
化
の
進
行
に
よ
る
社
会
構
造
と

精
神
文
化
の
転
換
期
に
際
会
し
た
鷗
外
の
、
同
時
代
に
対
す
る
認
識
を
こ
の
小
説
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
し
て
来
た
。
ま
た
、
田
中
貴
子

（
（1
（

に
代
表
さ
れ
る
論
は
、
こ
の
小
説
に
描
か
れ
た
近
代
の
百
物
語
を
、
近
世
の
百
物
語
文
化
と
の
不
連
続
性
、
な
い
し
は
連
続
性
に
お
い

て
捉
え
よ
う
と
し
て
来
た
。
有
益
な
議
論
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
『
百
物
語
』
を
鷗
外
論
ま
た
は
文
化
史
論
の
一
環
と
し
て
取
り
上
げ

て
お
り
、
独
立
し
た
小
説
テ
ク
ス
ト
と
し
て
分
析
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
う
し
た
中
、
竹
盛
天
雄
の
一
連
の
論

（
（1
（

は
、
モ
デ
ル
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
小
説
と
モ
デ
ル
の
間
の
相
違
を
小
説
の
読
み
へ
と
繋
げ
、

『
百
物
語
』
を
一
篇
の
小
説
と
し
て
精
読
し
た
稀
少
な
先
例
で
あ
る
。
野
村
幸
一
郎

（
（1
（

も
ま
た
同
様
の
方
針
を
採
り
つ
つ
、
小
説
の
自
律

性
を
よ
り
強
調
し
、『
百
物
語
』
を
「
現
実
か
ら
聳
立
し
た
独
自
の
世
界
を
構
築
し
得
て
い
る
」
幻
想
文
学
と
評
し
た
。

　

稿
者
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
最
新
の
モ
デ
ル
研
究
の
成
果
を
包
摂
し
つ
つ
、
竹
盛
や
野
村
の
よ
う
に
『
百
物
語
』
を
一
個
の
小
説
テ

ク
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
を
め
ざ
す
。
そ
の
予
備
作
業
に
あ
た
る
本
稿
は
、
ま
ず
次
章
で
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
を
め
ぐ
る
新
た
な
調
査

成
果
を
報
告
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
次
々
章
で
、
モ
デ
ル
と
小
説
の
相
違
点
を
確
認
し
つ
つ
、
今
後
の
自
ら
の
行
論
方
針
を
見
定
め

て
行
き
た
い
。

　

2　

蔀
君
の
モ
デ
ル

　

前
章
で
見
た
よ
う
に
今
日
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
『
百
物
語
』
の
モ
デ
ル
研
究
だ
が
、
な
お
欠
落
点
が
あ
る
。「
蔀
君
」
の
モ
デ

ル
が
不
詳
で
あ
る
こ
と
だ
。

　
『
百
物
語
』
の
主
だ
っ
た
登
場
人
物
は
実
在
の
人
物
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
設
定
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
が
読
者
を
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誘
導
し
、
作
中
人
物
に
実
在
の
人
物
を
重
ね
さ
せ
る
機
構
が
働
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
冒
頭
で
語
り
手
「
僕
」
が
自
分
は
「
此
小
説
」

を
書
い
て
い
る
「
作
者
」
だ
と
自
己
言
及
す
る
こ
と
で
、
読
者
は
彼
に
鷗
外
を
重
ね
る
。「
依
田
学
海
さ
ん
」「
尾
崎
紅
葉
君
」
ら
は
実

名
で
登
場
す
る
。「
飾
磨
屋
勝
兵
衛
」
と
「
太
郎
」
は
虚
構
の
名
だ
が
、
実
在
の
鹿
島
屋
清
兵
衛
、
ぽ
ん
太
に
似
せ
た
命
名
で
あ
り
、

同
時
代
に
も
後
代
に
も
読
者
に
と
っ
て
モ
デ
ル
の
特
定
は
困
難
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
「
蔀
君
」
だ
け
が
従
来
モ
デ
ル
不
明
、
あ

る
い
は
モ
デ
ル
を
持
た
な
い
虚
構
の
人
物
と
見
ら
れ
て
来
た
。「
僕
」
を
百
物
語
の
会
に
誘
い
出
し
、
飾
磨
屋
に
引
き
合
わ
せ
、
最
後

に
「
僕
」
の
一
連
の
体
験
に
締
め
括
り
を
つ
け
る
、
重
要
な
役
割
を
担
う
人
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

　

2
・
1　

蔀
君
と
は

　

過
去
の
議
論
を
振
り
返
る
と
、
森
銑
三
は
前
掲
の
「「
百
物
語
」
余
聞
」
で
「
蔀
さマ

　
マん
と
い
う
、
舞
台
廻
し
の
役
目
を
勤
め
る
人
も

出
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
何
人
な
の
や
ら
分
ら
な
い
」
と
述
べ
、
後
年
の
「
閑
読
雑
抄
」

（
11
（

で
は
「
今
に
な
つ
て
考
へ
る
と
、
そ
れ
は

令
弟
の
三
木
竹
二
氏
な
の
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
た
が
、
鷗
外
の
弟
で
演
劇
評
論
家
の
三
木
竹
二
（
森
篤
次
郞
）
を
モ
デ
ル
と
見
な
し
た

論
拠
を
示
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
ほ
か
、「
写
真
を
道
楽
に
し
て
ゐ
る
蔀
君
」
と
い
う
本
文
の
叙
述
か
ら
、写
真
道
楽
に
財
を
つ
ぎ
込
み
、

玄
鹿
館
と
い
う
名
の
写
真
館
ま
で
開
い
て
「
写
真
大
尽
」
の
異
名
を
と
っ
た
鹿
島
清
兵
衛
を
、
飾
磨
屋
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
蔀

君
の
モ
デ
ル
で
も
あ
る
と
す
る
説
、
そ
の
玄
鹿
館
の
館
主
を
務
め
た
清
兵
衛
の
弟
清
三
郎
を
モ
デ
ル
と
見
る
説

（
1（
（

も
あ
る
。
後
述
す
る
よ

う
に
稿
者
は
、
こ
の
う
ち
鹿
島
清
兵
衛
モ
デ
ル
説
に
条
件
つ
き
で
同
意
す
る
が
、
蔀
君
の
属
性
の
う
ち
写
真
道
楽
だ
け
を
取
り
上
げ
て

の
モ
デ
ル
比
定
は
性
急
だ
と
主
張
し
た
い
。

　

で
は
、『
百
物
語
』
の
「
僕
」
は
蔀
君
を
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
、
ま
た
自
身
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
人
物
と
し
て
語
っ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
本
文
を
引
用
す
る
。
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僕
を
此
催
し
〔
百
物
語
の
会
〕
に
誘
ひ
出
し
た
の
は
、
写
真
を
道
楽
に
し
て
ゐ
る
蔀
君
と
云
ふ
人
で
あ
つ
た
。
い
つ
も
身
綺
麗
に

し
て
ゐ
て
、
衣
類
や
持
物
に
、
そ
の
時
々
の
流
行
を
趁お

つ
て
ゐ
る
。
或
時
僕
が
脚
本
の
試
み
を
し
て
ゐ
る
の
を
見
て
こ
ん
な
事
を

言
つ
た
。「
ど
う
も
あ
な
た
の
お
書
き
に
な
る
も
の
は
少
し
勝
手
が
違
つ
て
ゐ
ま
す
。
ち
よ
い
ち
よ
い
芝
居
を
御
覧
に
な
つ
た
ら

好
い
で
せ
う
。」
こ
れ
は
親
切
に
言
つ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
つ
ち
が
却
つ
て
そ
の
勝
手
を
破
壊
し
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
る
の

だ
と
は
、
全
く
気
が
附
い
て
ゐ
な
か
つ
た
ら
し
い
。
僕
の
試
み
は
試
み
で
終
つ
て
し
ま
つ
て
、
何
等
の
成
功
を
も
見
な
か
つ
た
が
、

後
継
者
は
段
々
勝
手
の
違
つ
た
物
を
出
し
出
し
し
て
、
芝
居
の
面
目
が
今
で
は
大
ぶ
改
ま
り
さ
う
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
。
詰
ま
り

捩ね
ぢ

れ
た
、
時
代
を
超
絶
し
た
や
う
な
考

か
ん
が
へは

持
つ
て
も
ゐ
ず
、
解
せ
よ
う
と
も
し
な
か
つ
た
の
が
、
蔀
君
の
特
色
で
あ
つ
た
ら
し
い
。

さ
程
深
く
も
な
か
つ
た
交

ま
じ
は
りが
絶
え
て
か
ら
、
も
う
久
し
く
な
つ
て
ゐ
る
が
、
僕
は
あ
の
人
の
飽
く
ま
で
穏
健
な
、
目
前
に
提
供
せ

ら
れ
る
受
用
を
、
程
好
く
享
受
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
風
の
生
活
を
、
今
で
も
羨
ま
し
く
思
つ
て
ゐ
る
。
蔀
君
は
下
町
の
若
旦
那
の
中

で
、
最
も
聡
明
な
一
人
で
あ
つ
た
と
云
つ
て
好
か
ら
う
。

　

蔀
君
は「
写
真
を
道
楽
に
し
て
ゐ
る
」。飯
沢
耕
太
郎

（
11
（

に
よ
れ
ば
、日
本
に
お
け
る
写
真
術
は
明
治
一
〇
年
代
ま
で
写
真
師
の
独
占
だ
っ

た
が
、
機
材
の
簡
易
化
に
伴
い
明
治
二
〇
年
代
に
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
の
登
場
を
見
、
当
初
は
華
族
、
大
学
教
授
、
高
級
官
僚
、
豪
商

な
ど
の
間
で
、
明
治
三
〇
年
代
に
入
る
と
商
店
主
、
医
師
、
弁
護
士
、
官
吏
な
ど
に
裾
野
が
広
が
っ
た
と
い
う
。
時
期
に
よ
り
階
層
の

拡
が
り
に
差
が
あ
る
も
の
の
、
総
じ
て
明
治
期
の
「
写
真
」
は
富
裕
層
の
趣
味
だ
っ
た
。
写
真
が
道
楽
で
、
い
つ
も
流
行
を
追
っ
た
身

綺
麗
な
服
装
を
し
て
い
る
と
い
う
蔀
君
は
、
間
違
い
な
く
裕
福
な
、
東
京
「
下
町
」
の
「
若
旦
那
」
で
あ
る
。「
目
前
に
提
供
せ
ら
れ

る
受
用
を
、
程
好
く
享
受
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
風
の
生
活
」
を
楽
し
む
、「
僕
」
の
皮
肉
な
形
容
に
よ
れ
ば
「
穏
健
」「
聡
明
」
な
若
き
ブ

ル
ジ
ョ
ア
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
僕
」
は
か
つ
て
「
脚
本
」
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
、そ
れ
は
従
来
の
「
芝
居
」
の
「
勝
手
を
破
壊
し
よ
う
」
と
す
る
「
試
み
」
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だ
っ
た
。
当
時
そ
の
脚
本
は
「
何
等
の
成
功
を
も
見
な
か
つ
た
」
が
、
演
劇
界
の
後
継
者
た
ち
は
そ
の
後
「
僕
」
と
同
じ
方
向
性
を
追

求
し
、
今
日
で
は
「
芝
居
の
面
目
」
が
「
大
ぶ
改
ま
り
さ
う
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
」
と
「
僕
」
は
自
負
す
る
。「
僕
」
が
こ
こ
で
描
き

出
す
構
図
に
よ
れ
ば
、
自
分
と
蔀
君
と
の
違
い
は
、「
捩
れ
た
、
時
代
を
超
絶
し
た
や
う
な
考
」
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、

過
去
・
現
在
・
未
来
を
展
望
し
つ
つ
同
時
代
を
相
対
化
し
、
今
日
の
常
識
と
異
な
る
角
度
か
ら
も
の
ご
と
を
捉
え
る
視
点
を
持
っ
て
い

る
か
否
か
、
に
あ
る
。
持
っ
て
い
る
「
僕
」
は
従
来
の
「
芝
居
」、
す
な
わ
ち
近
世
以
来
の
歌
舞
伎
の
伝
統
の
「
破
壊
」
を
企
図
す
る

演
劇
の
先
駆
者
で
あ
る
。
一
方
、
持
っ
て
い
な
い
蔀
君
は
、
現
在
と
異
な
る
日
本
演
劇
の
未
来
を
想
像
す
る
と
い
う
発
想
が
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
彼
は
「
僕
」
の
脚
本
の
歴
史
的
意
義
を
理
解
せ
ず
、
既
存
の
「
芝
居
」
を
基
準
と
し
て
「
僕
」
の
作
劇
法
に
欠
陥
が
あ
る
と
考

え
、
も
っ
と
「
芝
居
」
を
見
て
演
劇
を
知
る
よ
う
「
僕
」
に
勧
め
た
。
―
―
こ
れ
が
「
僕
」
の
提
示
す
る
蔀
君
の
人
物
像
で
あ
る
。

　

2
・
2　

川
尻
清
潭
の
『
玉
篋
両
浦
嶼
』
評

　

蔀
君
の
モ
デ
ル
は
若
き
日
の
川か

わ

尻じ
り

清せ
い

潭た
ん

で
あ
る
。
そ
う
稿
者
が
推
定
す
る
の
は
、「
ど
う
も
あ
な
た
の
お
書
き
に
な
る
も
の
は
少
し

勝
手
が
違
つ
て
ゐ
ま
す
。
ち
よ
い
ち
よ
い
芝
居
を
御
覧
に
な
つ
た
ら
好
い
で
せ
う
」
と
い
う
蔀
君
の
忠
告
と
同
じ
主
旨
の
劇
評
を
、
川

尻
清
潭
が
鷗
外
の
脚
本
『
玉

た
ま
く
し
げ篋
両ふ

た
り

浦う
ら

嶼し
ま

』
に
対
し
て
書
い
た
事
実
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

明
治
後
期
か
ら
昭
和
前
期
の
歌
舞
伎
研
究
家
と
し
て
知
ら
れ
、
大
正
末
年
よ
り
歌
舞
伎
座
の
初
代
監
事
室
長
を
務
め
た
川
尻
清
潭

（
一
八
七
六
～
一
九
五
四
）
は
、
二
〇
代
半
ば
の
頃
に
鷗
外
の
弟
三
木
竹
二
の
知
遇
を
得
、
竹
二
が
主
宰
す
る
演
劇
誌
『
歌
舞
伎
』（
明

治
三
三
年
一
月
創
刊
）
か
ら
演
劇
界
に
お
け
る
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）

一
一
月
の
『
歌
舞
伎
』
第
一
八
号
に
「
菊
五
郎
の
宗
七
談
」
を
発
表
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
歌
舞
伎
俳
優
の
芸
談
の
聞
き
書
き
や
演
劇

合
評
な
ど
で
毎
号
に
登
場
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
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一
方
、『
玉
篋
両
浦
嶼
』（
以
下
『
玉
篋
』
と
略
記
）
は
鷗
外
最
初
の
創
作
戯
曲
で
あ
る
。
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
一
二
月
に
歌

舞
伎
発
行
所
か
ら
刊
行
さ
れ
、翌
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
一
月
、新
派
俳
優
伊
井
蓉
峰
率
い
る
一
座
に
よ
り
市
村
座
で
初
演
さ
れ
た
。『
玉

篋
』
は
題
名
こ
そ
歌
舞
伎
の
外
題
式
な
が
ら
、
浦
島
太
郎
伝
説
に
も
と
づ
く
日
本
版
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
も
い
う
べ
き
内
容
で
、
ギ
リ
シ
ア

劇
の
コ
ロ
ス
を
思
わ
せ
る
舞
台
上
の
合
唱
な
ど
、
種
々
の
新
機
軸
を
導
入
し
て
い
た
。

（
11
（

そ
の
中
で
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
、
西
洋
近
代

劇
に
倣
っ
た
台
詞
を
中
心
と
す
る
作
劇
法
で
あ
る
。
鷗
外
は
自
作
解
説
「
浦
島
の
初
度
の
興
行
に
就
て
」（『
歌
舞
伎
』
第
三
三
号
、
明

治
三
六
年
二
月
）
で
「
白せ

り
ふ
を
主
と
す
る
劇
の
事
」
と
題
す
る
一
項
目
を
立
て
、
自
ら
の
企
図
を
こ
う
述
べ
た
。

　
　

 

概
し
て
西
洋
の
劇
は
、
我
邦
の
も
の
に
比
す
れ
ば
、
白せ

り
ふ

に
重
き
を
置
い
て
居
る
。
こ
れ
を
演
ず
る
も
の
は
、
公
衆
に
遺
憾
な
く
白

を
聞
せ
て
、
そ
の
白
に
相
当
し
た
表
情
を
示
す
こ
と
を
勉
め
る
の
だ
。
そ
の
表
情
が
即
ち
科し

ぐ
さ
な
の
だ
。
粗
大
な
科
で
、
人
を
殺
す

と
か
、
打
ち
合
ふ
と
か
、
抱
き
付
く
と
か
、
接
吻
す
る
と
か
い
ふ
や
う
な
類
は
、
一
部
の
戯
曲
を
通
じ
て
、
指
を
屈
す
る
に
過
ぎ

な
い
。
そ
の
外
は
二
三
の
人
物
が
舞
台
に
現
れ
た
り
、
舞
台
よ
り
引
込
ん
だ
り
し
て
、
各
白
を
い
ふ
だ
け
だ
。〔
中
略
〕
浦
島
の

や
う
な
種
類
の
脚
本
は
、今
迄
我
邦
に
殆
ど
無
か
つ
た
の
だ
か
ら
、こ
れ
を
舞
台
に
か
け
た
の
が
、随
分
大
胆
で
あ
つ
た
。〔
中
略
〕

浦
島
の
此
度
の
興
行
で
、
俳
優
が
白
を
人
に
聞
せ
る
こ
と
に
勤
め
て
居
た
事
は
、
今
迄
類
の
な
い
事
と
し
て
、
記
憶
し
て
置
く
価

値
が
あ
る

（
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
『
玉
篋
』
は
、歌
舞
伎
が
代
表
す
る
従
来
の
日
本
の
「
芝
居
」
の
「
勝
手
を
破
壊
」
す
る
新
し
い
「
試
み
」
だ
っ
た
。
だ
が
、

同
じ
自
作
解
説
で
鷗
外
が
、「
然
し
公
衆
が
そ
れ
〔
白
〕
に
耳
を
傾
け
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
な
か
つ
た
の
で
、
後
に
は
俳
優
が
悪
口

を
恐
れ
て
、
白
の
一
部
を
省
略
す
る
や
う
に
な
つ
た
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
同
時
代
の
観
客
が
「
白
を
主
と
す
る
劇
」
を
ス
ム
ー
ズ
に

受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
別
の
劇
評

（
11
（

も
「
伊
井
〔
主
役
の
太
郎
を
演
じ
た
伊
井
蓉
峰
〕
は
上
の
巻
で
は
、
ど
う
し
て
も
芝
居

が
出
来
ま
せ
ん
と
云
つ
て
、
相
変
ら
ず
見
物
に
賞
め
ら
れ
な
い
、
至
極
損
な
位
置
に
立
つ
て
演
じ
て
居
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
日
を
追
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ふ
に
従
つ
て
、
或
箇
所
の
白
を
抜
き
、
動
き
を
殖
や
し
て
居
ま
し
た
の
は
、
自
然
の
勢
ひ
で
斯
く
せ
ね
ば
持
切
れ
な
い
の
で
せ
う
」
と
、

同
様
の
事
態
を
伝
え
て
い
る
。『
百
物
語
』
の
「
僕
」
の
、
先
駆
的
に
し
て
不
成
功
だ
っ
た
と
い
う
「
脚
本
」
と
同
様
の
状
況
が
、『
玉

篋
』
に
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

初
演
の
翌
月
に
あ
た
る
明
治
三
六
年
二
月
、『
歌
舞
伎
』
第
三
三
号
は
『
玉
篋
』
特
集
を
組
み
、
右
の
鷗
外
自
作
解
説
を
は
じ
め
制

作
側
が
発
信
す
る
種
々
の
情
報
を
載
せ
る
と
と
も
に
、
識
者
に
よ
る
劇
評
・
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
し
た
。
概
し
て
肯
定
的
な
評
言
が
並
ぶ

中
、
珍
し
い
辛
口
評
が
「
清
潭
生
」
と
署
名
さ
れ
た
川
尻
清
潭
「
玉
匣
両
浦
島
に
就
て
」
だ
っ
た
。

　

清
潭
は
劇
評
冒
頭
で
、「
日
本
の
芝
居
は
只
筋
書
を
読
ん
で
居
る
や
う
な
も
の
で
、
一
向
趣
味
に
乏
し
い
、
さ
う
し
て
団
十
郎
を
除

く
の
外
は
、
役
者
と
し
て
見
る
べ
き
者
は
無
い
と
云
ふ
の
が
、
鷗
外
子
の
持
論
だ
さ
う
に
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
為
に
是
迄
も
多
く
芝

居
を
見
ら
れ
な
い
の
で
し
た
ら
う
が
」
と
、
鷗
外
に
観
劇
経
験
が
少
な
い
と
い
う
推
測
を
述
べ
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
結
末
を
次
の

よ
う
に
締
め
括
っ
た
。

　
　

 

最
後
に
鷗
外
子
に
望
み
升
の
は
、
将
来
日
本
の
演
劇
改
善
の
為
に
、
脚
本
に
筆
を
染
め
ら
れ
ん
事
を
願
ふ
の
と
共
に
、
是
か
ら
は

成
る
べ
く
芝
居
を
見
て
戴
き
た
く
思
ひ
升
。
と
申
し
た
所
で
、
ナ
ニ
モ
鷗
外
子
を
し
て
お
芝
居
化
せ
し
め
や
う
と
云
ふ
の
で
は
な

く
、
第
一
に
役
者
の
か
ら
だ
を
知
る
事
が
出
来
、
又
向
ふ
へ
廻
つ
て
見
る
う
ち
に
は
、
果
し
て
日
本
の
舞
台
面
と
云
ふ
事
に
就
て

得
ら
る
ゝ
所
が
少
か
ら
ぬ
事
で
あ
ら
う
と
信
じ
升
。

こ
の
よ
う
に
俳
優
の
身
体
性
や
舞
台
の
実
際
を
知
る
た
め
に
、
も
っ
と
「
芝
居
」
を
見
る
よ
う
鷗
外
に
勧
告
し
た
。
こ
う
し
た
言
い
回

し
で
、『
玉
篋
』
が
日
本
の
舞
台
の
現
実
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　

清
潭
の
主
張
を
今
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
鷗
外
が
『
玉
篋
』
で
め
ざ
し
た
「
白
を
主
と
す
る
劇
」、
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
脚
本
の

欠
陥
で
あ
り
、
上
演
を
困
難
に
す
る
根
本
原
因
だ
と
清
潭
は
言
う
。
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私
な
ど
の
考
で
見
る
と
、
此
「
浦
島
」
の
脚
本
は
、
文
章
と
し
て
又
作
意
と
し
て
、
申
さ
ば
読
む
物
と
し
て
は
結
搆
此
上
も
な
い

の
で
せ
う
が
、
是
を
舞
台
に
登
せ
る
と
云
ふ
事
に
付
て
は
、
ど
う
も
原
作
の
儘
で
は
淋
し
い
と
云
ふ
感
じ
が
起
り
升
。
そ
れ
は
科

し
ぐ
さ

が
な
く
変
化
が
な
く
、
上
の
巻
は
只
座
つ
た
儘
で
長
い
間
白せ

り
ふを
云
ふ
計
り
が
命
な
の
で
す
か
ら
、〔
中
略
〕
此
脚
本
の
や
う
に
極

め
て
科
の
少
な
い
、
只
白
一
方
で
持
切
る
と
云
ふ
事
は
実
に
至
難
で
あ
つ
て
、
西
洋
の
俳
優
は
知
ら
ず
、
今
日
の
日
本
の
俳
優
に

は
、
此
間
が
迚
も
持
切
れ
る
物
で
な
い
、〔
中
略
〕
見
物
の
目
か
ら
見
る
と
、
今
迄
の
お
芝
居
を
見
付
て
居
る
目
が
地
に
成
つ
て

居
る
か
ら
、
間
が
抜
け
て
仕
舞
つ
て
、
飽あ

き

が
来
る
か
ら
見
て
居
ら
れ
な
い
、〔
以
下
略
〕

　

こ
の
よ
う
に
、
台
詞
が
多
く
所
作
が
少
な
い
『
玉
篋
』
は
、
レ
ー
ゼ
ド
ラ
マ
と
し
て
の
価
値
は
あ
る
に
せ
よ
、
実
際
に
舞
台
で
演
ず

る
に
は
動
き
・
変
化
に
乏
し
く
、
俳
優
に
演
技
上
の
困
難
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
従
来
の
演
劇
を
見
慣
れ
た
日
本
の
観
客

の
興
味
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
批
判
の
前
提
と
し
て
清
潭
は
、

　
　

 

洋
劇
に
通
じ
て
居
る
人
は
、
日
本
の
芝
居
を
知
ら
ず
、
日
本
の
劇
に
精
し
い
人
は
、
西
洋
の
芝
居
を
知
ら
な
い
と
云
つ
た
や
う
な

訳
で
、い
づ
れ
に
も
欠
け
て
居
る
所
が
あ
り
升
が
、〔
中
略
〕
先
づ
今
日
ま
で
目
慣
て
居
る
、所
謂
旧
お
芝
居
に
対
す
る
目
を
以
て
、

自
身
一
個
の
駄
評
を
試
み
や
う
と
思
ひ
升
。

と
、
自
ら
の
立
脚
点
が
日
本
の
「
旧
お
芝
居
」、
す
な
わ
ち
歌
舞
伎
に
あ
る
こ
と
を
言
明
し
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
旧
劇
（
歌
舞
伎
）
を
基
準
と
し
た
作
劇
法
批
判
と
、
そ
の
上
演
を
実
地
に
観
る
よ
う
勧
め
る
主
旨
に
お
い
て
、『
玉

篋
』
を
め
ぐ
る
清
潭
の
鷗
外
批
判
は
「
僕
」
に
対
す
る
蔀
君
の
助
言
と
一
致
し
て
い
た
。

　

2
・
3　

川
尻
清
潭
と
蔀
君

　

川
尻
清
潭
と
蔀
君
の
一
致
点
は
他
に
も
三
点
指
摘
で
き
る
。
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第
一
に
、清
潭
の
本
名
は「
義
豊（
よ
し
と
よ
）」、『
歌
舞
伎
』記
者
と
し
て
の
筆
名
の
ひ
と
つ
は「
と
の
字じ

（
と
の
し
）」で
あ
っ
て
、「
蔀

（
し
と
み
）」
と
い
う
名
と
音
が
共
通
す
る
。
た
だ
し
、「
飾
磨
屋
（
し
か
ま
や
）」
と
「
鹿
島
屋
（
か
し
ま
や
）」
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
ほ
ど

の
類
似
が
な
い
の
は
、「
僕
」
が
語
る
前
掲
の
蔀
君
像
が
軽
侮
と
反
感
を
含
む
が
ゆ
え
に
、
モ
デ
ル
と
の
直
結
を
避
け
る
た
め
の
朧
化

で
あ
ろ
う
。
同
様
の
朧
化
は
「〔
蔀
君
と
の
〕
交
が
絶
え
て
か
ら
、も
う
久
し
く
な
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
「
僕
」
の
叙
述
に
も
見
出
せ
る
。

実
際
に
は
『
百
物
語
』
発
表
直
前
の
明
治
四
三
～
四
年
当
時
も
、
清
潭
は
頻
度
こ
そ
減
っ
た
も
の
の
『
歌
舞
伎
』
に
寄
稿
し
続
け
て
お

り
、
鷗
外
と
清
潭
は
と
も
に
同
誌
の
圏
内
に
属
し
て
い
た
。

　

第
二
に
、
清
潭
は
蔀
君
と
同
様
、「
下
町
の
若
旦
那
」
で
あ
っ
た
。
昭
和
の
清
潭
に
親
炙
し
た
戸
板
康
二
が
「
明
治
初
年
に
浅
草
の

蔵
前
で
生
れ
た
商
家
の
若
旦
那
の
川
尻
さ
ん
」

（
11
（

と
評
し
た
と
お
り
、
清
潭
は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
東
京
浅
草
に
生
ま
れ
、
日
本

橋
通
油
町
の
老
舗
鼈
甲
問
屋
の
養
子
と
な
っ
た
。
養
父
は
同
家
の
第
八
代
主
人
で
劇
通
と
し
て
知
ら
れ
る
川
尻
宝ほ

う

岑き
ん

で
あ
る
。
宝
岑
は

家
業
を
妹
聟
に
任
せ
、
自
ら
は
脚
本
家
と
し
て
『
吉
野
拾
遺
名
歌
誉
』（
依
田
学
海
と
合
作
）、『
小
楠
公
』（
末
松
謙
澄
と
合
作
）
な
ど

の
い
わ
ゆ
る
改
良
歌
舞
伎
の
新
作
を
数
多
く
残
し
た
。
清
潭
自
身
も
幼
少
か
ら
歌
舞
伎
に
親
し
み
、
養
父
か
ら
家
業
と
劇
界
活
動
の
双

方
を
引
き
継
い
だ
。（

11
（

　

第
三
に
、
清
潭
は
蔀
君
と
同
じ
く
写
真
術
の
心
得
が
あ
っ
た
。
前
述
の
『
歌
舞
伎
』
第
三
三
号
の
巻
頭
に
『
玉
篋
』
の
舞
台
と
演
者

を
写
し
た
写
真
が
六
葉
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
清
潭
生
撮
影
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
撮
影
者
は
清
潭
だ
っ
た
。
前
掲
の
劇
評
「
玉
匣
両

浦
島
に
就
て
」
の
末
尾
に
も
清
潭
は
、

　
　

 

附
言 

舞
台
面
の
写
真
に
就
て
の
講
釈
。
市
村
座
の
舞
台
暗
き
が
上
に
、
雨
天
の
事
に
て
、
焦
点
も
見
え
分
か
ず
、
成
し
得
べ
か

ら
ざ
る
を
強
て
写
し
た
る
な
れ
ば
、「
度
」
の
数
を
掛
け
た
り
、
従
つ
て
人
物
の
動
き
た
る
は
、
僕
が
下
手
な
の
で
は
な
い
、
成

功
す
べ
き
道
理
な
き
も
の
が
、
ま
づ
〳
〵
出
来
上あ

が
つた

の
は
、
寧
ろ
不
思
議
の
結
果
と
言
つ
て
よ
ろ
し
い
の
で
す
。



105

蔀君とは誰か？――鷗外『百物語』論のための予備的考察――

と
い
う
撮
影
苦
心
談
を
付
記
し
て
い
る
。

　

以
上
を
総
合
し
て
、
蔀
君
の
モ
デ
ル
を
川
尻
清
潭
と
判
断
す
る
。
さ
て
、
次
に
考
察
す
べ
き
は
、
蔀
君
を
は
じ
め
と
す
る
『
百
物
語
』

中
の
人
物
や
出
来
事
が
、
い
か
に
モ
デ
ル
と
似
て
い
な
い

4

4

4

か
で
あ
る
。

　

3　

小
説
と
モ
デ
ル
の
相
違
が
指
し
示
す
こ
と

　

本
章
で
は
、
小
説
と
モ
デ
ル
の
間
の
差
異
の
大
き
さ
を
確
認
し
、
そ
れ
を
小
説
の
虚
構
性
の
認
定
へ
と
繋
げ
た
い
。「
蔀
君
」
と
「
百

物
語
」
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
検
討
し
、
最
後
に
こ
の
小
説
に
お
け
る
「
傍
観
者
」
の
概
念
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

3
・
1　

蔀
君
の
虚
構
性

　

ま
ず
蔀
君
に
つ
い
て
。
本
稿
2
・
2
で
見
た
よ
う
に
、
蔀
君
の
モ
デ
ル
川
尻
清
潭
と
鷗
外
と
の
接
点
は
明
治
三
三
年
創
刊
の
『
歌
舞 

伎
』
誌
、
清
潭
が
劇
評
で
鷗
外
に
も
っ
と
芝
居
を
見
る
よ
う
勧
告
し
た
の
は
明
治
三
六
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
一
方
、
1
・
2
で
言
及
し

た
と
お
り
、
小
説
中
の
百
物
語
会
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
催
し
は
明
治
二
九
年
の
開
催
だ
っ
た
。
総
合
す
る
と
、
明
治
二
九
年
の
催
し
当

時
の
鷗
外
は
、
明
治
三
〇
年
代
半
ば
に
接
点
を
持
つ
よ
う
に
な
る
清
潭
を
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
。
小
説
中
の
語
を
用
い
て
言
い
換
え
る

と
、「
百
物
語
」
当
時
の
「
僕
」
は
ま
だ
「
蔀
君
」
と
知
り
合
っ
て
い
な
か
っ
た
。（
な
お
、
清
潭
自
身
は
明
治
二
九
年
の
催
し
に
参
加

し
て
い
な
い
。
彼
の
参
加
を
伝
え
る
資
料
は
な
く
、
稿
者
の
調
査
で
も
見
出
せ
な
か
っ
た
。）
こ
の
よ
う
に
時
期
を
異
に
す
る
モ
デ
ル

を
共
時
化
し
合
成
し
て
、「
蔀
君
」
に
誘
わ
れ
た
「
僕
」
が
「
百
物
語
」
に
赴
く
と
い
う
『
百
物
語
』
の
発
端
が
創
り
出
さ
れ
た
。

　

蔀
君
を
め
ぐ
る
虚
構
性
は
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
。
蔀
君
は
川
尻
清
潭
を
主
た
る
モ
デ
ル
と
し
つ
つ
も
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
11
（

よ
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う
に
飾
磨
屋
の
モ
デ
ル
鹿
島
清
兵
衛
を
も
想
起
さ
せ
る
。
と
い
う
の
は
、
清
兵
衛
も
ま
た
清
潭
同
様
に
、
い
や
清
潭
以
上
に
「
写
真
を

道
楽
」
と
す
る
「
下
町
の
若
旦
那
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

清
兵
衛
は
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
大
阪
北
富
田
の
酒
問
屋
鹿
島
屋
に
生
ま
れ
、
四
歳
の
時
、
分
家
で
あ
る
東
京
新
川
の
鹿
島
屋
の

養
子
と
な
っ
た
。
新
川
の
鹿
島
屋
は
江
戸
時
代
以
来
有
数
の
酒
問
屋
で
あ
り
、
同
家
の
娘
乃の

婦ぶ

と
結
婚
し
た
彼
は
、
一
五
歳
の
時
に
養

父
が
没
し
、
八
代
目
清
兵
衛
を
継
い
で
莫
大
な
財
産
を
相
続
し
た
。
写
真
術
へ
の
傾
倒
は
明
治
二
〇
年
代
に
本
格
化
し
、
海
外
か
ら
高

価
な
機
材
を
取
り
寄
せ
、
特
大
サ
イ
ズ
の
風
景
写
真
や
歌
舞
伎
舞
台
写
真
な
ど
の
作
品
を
残
し
た
。
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
に
大

日
本
写
真
品
評
会
を
発
起
人
の
ひ
と
り
と
な
っ
て
設
立
、
会
の
財
源
の
多
く
を
負
担
し
た
。
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
二
月
に
木
挽

町
五
丁
目
に
開
設
し
た
玄
鹿
館
は
、
撮
影
用
の
回
り
舞
台
や
大
光
量
の
電
気
燈
な
ど
最
新
設
備
を
備
え
た
写
真
館
だ
っ
た
。
美
貌
で
名

高
い
新
橋
玉
の
家
の
芸
妓
ぽ
ん
太
と
知
り
合
っ
た
の
も
、
彼
女
が
彼
の
写
真
の
モ
デ
ル
を
務
め
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
い
う

（
11
（

。

　

清
兵
衛
と
清
潭
、
両
者
に
共
通
す
る
写
真
道
楽
と
下
町
の
若
旦
那
の
要
素
を
備
え
た
蔀
君
は
、
モ
デ
ル
論
的
に
見
て
複
合
的
に
立
ち

上
げ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
モ
デ
ル
を
持
ち
つ
つ
虚
構
的
で
あ
る
。

　

3
・
2　

百
物
語
の
会
の
虚
構
性

　

次
に
百
物
語
の
会
に
目
を
向
け
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
明
治
二
九
年
の
催
し
と
小
説
の
相
違
点
を
整
理
す
る
。
催
し
の
全
体
像
を
記
述

す
る
際
の
主
な
依
拠
資
料
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

　
　

『
歌
舞
伎
新
報
』
第
一
六
四
七
号
（
明
治
二
九
年
七
月
）「
歌
舞
伎
新
報
改
良
一
周
年
祝
」

　
　
　
　
　

同　
　
　

第
一
六
四
八
号
（
明
治
二
九
年
七
月
）「
百
物
語
」

　
　
　
　
　

同　
　
　

第
一
六
四
九
号
（
明
治
二
九
年
八
月
）「
百
物
語
執
行
」
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『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
九
年
七
月
二
八
日
「
花
火
見
物
と
百
物
語
」

右
以
外
の
参
照
資
料
は
注
に
記
す
。
な
お
、
こ
れ
ら
資
料
の
発
見
は
先
行
研
究
の
学
恩
に
外
な
ら
ず
、
小
説
と
の
相
違
点
の
指
摘
も
少

な
か
ら
ず
先
行
論
と
重
複
す
る
が
、
本
稿
な
ら
で
は
の
強
調
点
や
補
足
に
努
め
た
い
。

　

そ
の
催
し
は
も
と
も
と
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
七
月
一
八
日
の
川
開
き
当
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
雨
で
川
開
き
が
延
期
さ

れ
た
の
に
伴
い
、
翌
週
七
月
二
五
日
に
日
を
延
べ
て
挙
行
さ
れ
た
。
そ
の
前
年
の
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）、
鹿
島
清
兵
衛
は
歌
舞

伎
新
報
社
の
経
営
を
引
き
受
け
、
同
社
が
発
行
す
る
『
歌
舞
伎
新
報
』
は
明
治
二
八
年
八
月
の
第
一
六
一
三
号
よ
り
清
兵
衛
の
玄
鹿
館

を
発
行
所
と
し
、
同
時
に
編
集
方
針
と
体
制
を
刷
新
し
た

（
11
（

。
こ
の
「
歌
舞
伎
新
報
改
良
一
周
年
祝
」
の
記
念
行
事
と
し
て
、
玄
鹿
館
と

歌
舞
伎
新
報
社
が
共
催
で
、劇
壇
・
文
壇
関
係
者
や
記
者
等
を
招
待
し
た
の
が
当
該
の
催
し
だ
っ
た
。
鷗
外
は
『
歌
舞
伎
新
報
』
の
「
特

別
寄
書
家
」
の
ひ
と
り
と
し
て
、
や
は
り
特
別
寄
書
家
だ
っ
た
弟
の
三
木
竹
二
と
と
も
に
招
待
さ
れ
、
出
席
し
た

（
1（
（

。

　

小
説
中
で
は
飾
磨
屋
個
人
の
粋
狂
の
ご
と
く
に
描
か
れ
る
が
、
実
際
は
鹿
島
清
兵
衛
が
経
営
す
る
複
数
の
事
業
体
に
よ
る
催
し
だ
っ

た
。
小
説
中
の
「
僕
」
は
招
待
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
会
に
赴
き
、
周
囲
に
連
れ
も
知
人
も
い
な
い
状
況
だ
が
、
鷗
外
の
場
合
は
明
ら
か

に
異
な
っ
た
。
し
か
も
鷗
外
は
鹿
島
清
兵
衛
と
こ
の
日
が
初
対
面
で
は
な
か
っ
た
。
前
年
の
明
治
二
八
年
一
〇
月
に
歌
舞
伎
新
報
社
が

催
し
た
園
遊
会
に
出
席
し
て
お
り
、
そ
こ
で
清
兵
衛
と
会
っ
て
い
た
は
ず

（
11
（

だ
か
ら
で
あ
る
。

　

催
し
の
流
れ
は
、
ま
ず
川
開
き
の
花
火
見
物
、
次
に
百
物
語
の
怪
談
会
、
さ
ら
に
肝
試
し
と
続
き
、
宵
か
ら
翌
朝
に
及
ん
だ
。
小
説

の
「
僕
」
が
描
き
出
す
し
ら
け
き
っ
た
「
過
ぎ
去
つ
た
世
の
遺
物
」
と
は
様
相
を
異
に
し
、
派
手
な
商
業
宣
伝
と
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
な
出
し
物
を
伴
う
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
。
花
火
見
物
用
に
用
意
さ
れ
た
船
は
大
伝
馬
船
三
艘
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
玄
鹿
館
」「
歌
舞
伎
新

報
」「
音
楽
倶
楽
部
」
と
書
い
た
大
万
燈
が
掲
げ
ら
れ
た
。
主
催
者
側
は
揃
い
の
浴
衣
を
仕
立
て
て
着
用
し
、
招
待
客
の
ほ
か
、
俳
優
、

新
橋
の
芸
妓
や
幇
間
、
音
楽
倶
楽
部
の
楽
師
ら
が
乗
船
し
た
。
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右
の
「
音
楽
倶
楽
部
」
に
つ
い
て
、
迂
路
に
な
る
が
、
従
来
の
研
究
に
情
報
が
少
な
い
た
め
補
説
す
る
。
音
楽
倶
楽
部
は
鹿
島
清
兵

衛
が
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
て
本
郷
春
木
町
に
設
立
し
た
音
楽
団
体
で
あ
る
。
創
立
時
期
は
明
確
で
な
い
が
、
明
治
二
六
年
秋
か
ら
二
七
年

春
の
間
と
推
定
さ
れ
る

（
11
（

。
北
村
季
晴
を
は
じ
め
、
西
洋
音
楽
を
学
ぶ
東
京
音
楽
学
校
の
学
生
に
春
木
町
の
建
物
を
提
供
し
、
種
々
の
西

洋
楽
器
を
購
入
し
て
練
習
の
用
に
供
し
た
。
音
楽
倶
楽
部
は
一
般
の
需
め
に
応
じ
て
音
楽
を
教
授
し
、
ま
た
劇
場
や
集
会
で
の
演
奏
を

請
け
負
っ
た
が
、本
来
の
目
的
は
洋
楽
と
邦
楽
の
融
合
を
め
ざ
し
た
研
究
活
動
に
あ
っ
た
。
長
唄
や
常
磐
津
の
名
手
を
招
い
て
採
譜
し
、

洋
楽
器
に
よ
る
邦
楽
曲
の
演
奏
、
洋
楽
器
と
和
楽
器
の
合
奏
な
ど
を
研
究
し
た
。
九
代
目
市
川
団
十
郎
の
協
力
を
得
て
、
明
治
二
七
年

六
月
、
歌
舞
伎
座
に
お
け
る
赤
十
字
社
慈
善
演
劇
で
『
春
色
二
人
道
成
寺
』
の
伴
奏
を
洋
楽
器
と
和
楽
器
の
合
奏
で
行
っ
た

（
11
（

。
そ
う
し

た
活
動
内
容
を
彷
彿
と
さ
せ
る
の
が
、
次
に
掲
げ
る
『
歌
舞
伎
新
報
』
第
一
六
一
三
号
（
明
治
二
八
年
八
月
）
掲
載
の
「
音
楽
倶
楽
部

広
告
」
で
あ
る
。

　
　

 

当
音
楽
倶
楽
部
は
江
湖
の
同
志
を
会
し
て
斯
道
上
の
楽
み
を
分
ち
漸
次
本
邦
音
楽
を
矯
風
伸
張
す
る
を
以
て
目
的
と
し
又
是
等
世

の
需
要
を
充
さ
ん
が
為
め
有
志
の
諸
士
へ
は
当
部
に
於
て
な
り
或
は
当
部
の
楽
師
を
派
出
し
て
な
り
斯
道
伝
習
の
便
に
供
し
又
演

劇
其
他
諸
集
会
等
の
席
に
て
臨
ん
で
大
に
其
興
を
助
け
ん
と
す
。〔
中
略
〕
我
国
の
糸
竹
は
さ
ら
な
り
欧
米
の
許
多
の
楽
器
を
も

備
へ
て
其
席
其
程
に
叶
ひ
た
る
楽
器
歌
曲
を
撰
び
用
ひ
専
ら
我
国
ぶ
り
に
従
ひ
て
優
に
や
さ
し
き
音
楽
を
奏
せ
ん
と
す
。〔
中
略
〕

当
部
創
立
以
来
幸
に
世
の
技
芸
家
諸
君
の
賛
成
を
得
て
専
ら
斯
道
の
調
査
研
究
に
従
事
し
来
り
た
る
事
爰
に
歳
余
。〔
以
下
略
〕

　

さ
て
、
川
開
き
当
日
、
招
待
客
は
築
地
一
丁
目
の
歌
舞
伎
新
報
社
（
清
兵
衛
が
経
営
者
と
な
る
以
前
か
ら
の
社
屋
で
、
玄
鹿
館
発
行

所
時
代
に
は
仮
分
局
と
称
し
編
集
所
が
置
か
れ
て
い
た

（
11
（

）
に
午
後
五
時
に
集
合
し
、
六
時
過
ぎ
頃
八
丁
堀
の
河
岸
か
ら
前
述
の
大
伝
馬

船
三
艘
に
乗
船
し
た
。
船
は
運
河
を
通
っ
て
隅
田
川
に
出
、
見
物
船
で
混
み
合
う
両
国
で
打
ち
上
げ
花
火
を
観
覧
し
た
が
、
そ
の
中
に

は
玄
鹿
館
の
商
標
を
模
し
た
仕
掛
け
花
火
も
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
六
時
三
〇
分
頃
を
期
し
て
柳
橋
の
船
宿
亀か

め

清せ
い

に
集
合
し
た

（
11
（

客
の
一
団
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が
小
舟
で
漕
ぎ
寄
せ
て
合
流
し
た
。（
鷗
外
は
こ
の
中
に
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。）
九
時
過
ぎ
て
船
は
隅
田
川
を
遡
り
、
亀
清
の
桟
橋
で

帰
宅
す
る
一
部
の
客
を
降
ろ
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
遡
上
し
て
向
島
に
到
着
し
た
。

　

上
陸
後
、
一
行
が
夜
道
を
歩
い
て
寺
島
村
の
喜
多
川
別
荘
に
到
着
し
た
の
が
夜
中
の
十
二
時
頃
。
会
場
に
は
地
獄
や
幽
霊
を
描
い
た

幅
が
掛
け
連
ね
ら
れ
、
食
事
と
し
て
白
木
の
盆
に
盛
っ
た
蓮
飯
、
お
ま
る
に
盛
っ
た
稲
荷
ず
し
、
尿
瓶
入
り
の
酒
、
お
岩
の
死
体
を
か

た
ど
っ
た
菓
子
な
ど
が
供
さ
れ
た
。
松
林
伯
知
、
三
遊
亭
円
左
ら
プ
ロ
の
講
談
師
、
落
語
家
が
怪
談
を
語
り
、
ひ
き
続
い
て
肝
試
し
が

行
わ
れ
た
。
く
じ
で
順
番
を
引
い
た
客
が
ひ
と
り
ず
つ
暗
い
庭
を
通
り
抜
け
、
離
れ
座
敷
へ
向
か
う
。
そ
の
間
、
本
職
の
歌
舞
伎
の
舞

台
方
が
用
意
し
た
と
い
う
怪
猫
、
垂
れ
下
が
る
人
の
足
、
蚊
帳
の
中
の
幽
霊
、
電
気
仕
掛
け
で
明
滅
す
る
灯
り
な
ど
が
人
を
驚
ろ
か
し

た
（
11
（

。
解
散
は
翌
朝
五
時
頃
、
朝
食
後
、
再
び
船
で
客
を
送
り
届
け
た
と
い
う
。

　

催
し
の
内
容
と
時
間
帯
が
小
説
と
明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る
。
小
説
の
催
し
は
花
火
見
物
を
含
ま
ず
、
肝
試
し
に
関
す
る
言
及
も
な

く
、
あ
く
ま
で
も
百
物
語
が
中
心
化
さ
れ
て
い
る
。
時
間
帯
も
早
く
、
小
説
の
「
僕
」
ら
は
「
約
束
の
三
時
半
頃
」
に
船
宿
に
集
合
し
、

明
る
い
う
ち
に
向
島
に
着
き
、「
僕
」
が
会
場
を
去
る
頃
よ
う
や
く
「
夕
闇
」
が
訪
れ
る
。
物
語
の
大
枠
に
関
わ
る
設
定
が
こ
の
よ
う

に
相
違
す
る
ほ
か
、
比
較
的
小
さ
な
相
違
点
も
多
々
あ
る
。
集
合
・
乗
船
の
場
所
（
小
説
で
は
来
客
全
員
が
船
宿
か
ら
乗
船
し
、
そ
れ

も
亀
清
で
は
な
く
「
多
分
増
田
屋
で
あ
つ
た
か
」
と
あ
る
）、
供
応
の
食
物
（
小
説
で
は
過
剰
な
趣
向
が
抑
え
ら
れ
、「
湯
灌
の
盥
」
め

い
た
器
に
盛
っ
た
す
し
、「
閼
伽
桶
」
に
入
れ
た
番
茶
）
等
で
あ
る
。

　

実
際
の
催
し
で
鷗
外
が
い
つ
帰
っ
た
の
か
は
資
料
が
な
く
不
明
だ
が
、
依
田
学
海
は
小
説
と
違
っ
て
途
中
帰
宅
す
る
こ
と
な
く
、
翌

朝
ま
で
参
加
し
た
こ
と
が
「
徹
夜
而
止
。
天
明
余
去
」
と
い
う
学
海
日
記
の
記
事
や
、
彼
の
漢
詩
「
鬼
趣
行
」
に
百
物
語
と
肝
試
し
が

共
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

（
11
（

か
ら
わ
か
る
。
主
人
の
鹿
島
清
兵
衛
も
先
に
寝
た
り
は
せ
ず
、
肝
試
し
会
場
で
親
し
く
客
の
相
手
を
し

た
こ
と
が
、
劇
評
家
杉
贋
阿
弥
の
体
験
記

（
11
（

か
ら
知
ら
れ
る
。



110

大塚　美保
　

右
の
よ
う
な
多
く
の
相
違
は
何
を
指
し
示
す
か
。
小
説
『
百
物
語
』
の
中
で
「
僕
」
が
経
験
す
る
出
来
事
や
遭
遇
す
る
人
々
は
、
明

治
二
九
年
に
鷗
外
が
参
加
し
た
玄
鹿
館
・
歌
舞
伎
新
報
社
共
催
の
イ
ベ
ン
ト
に
基
づ
く
こ
と
は
確
か
だ
が
、
あ
く
ま
で
材
を
取
っ
た
に

留
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
私
た
ち
は
そ
れ
ら
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
自
律
的
な
物
語
世
界
を

構
成
す
る
、
有
機
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
諸
要
素
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

3
・
3
「
傍
観
者
」
と
い
う
「
幽
霊
」

　

こ
の
よ
う
な
読
み
の
方
向
性
の
下
、
今
や
モ
デ
ル
論
的
観
点
を
離
れ
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
形
で
改
め
て
蔀
君
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。全
篇
を
通
じ
て
顕
著
な
傾
向
だ
が
、「
傍
観
者
」を
自
認
す
る「
僕
」は
絶
え
ず
人
々
を
観
察
し
、批
評
す
る
。「
僕
」

の
語
り
は
各
登
場
人
物
の
人
物
像
を
規
定
し
な
が
ら
、
人
物
間
に
一
定
の
構
図
を
描
き
出
し
て
行
く
。
蔀
君
を
め
ぐ
っ
て
は
二
重
の
対

比
関
係
が
見
て
取
れ
る
。

　

第
一
は
「
僕
」
と
の
対
比
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
演
劇
を
め
ぐ
っ
て
、
ひ
い
て
は
同
時
代
の
既
成
の
文
化
や
制
度
に
い
か
に
向
き

合
う
か
と
い
う
身
構
え
を
め
ぐ
っ
て
、「
時
代
を
超
絶
」
し
た
考
え
を
持
つ
「
僕
」
と
持
た
な
い
蔀
君
が
対
照
的
に
配
置
さ
れ
、
最
終

的
に
「
僕
」
の
優
越
と
い
う
構
図
が
描
き
出
さ
れ
る
。

　

第
二
は
飾
磨
屋
と
の
対
比
で
あ
る
。
東
京
の
若
き
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
い
う
共
通
の
背
景
を
持
ち
な
が
ら
、
一
方
の
蔀
君
は
「
僕
」
に
よ

る
前
掲
の
人
物
評
が
描
き
出
す
と
お
り
、
富
が
も
た
ら
す
生
活
の
快
楽
を
疑
う
こ
と
な
く
ス
マ
ー
ト
に
享
受
す
る
〝
健
康
〟
な
生
活
者

で
あ
る
。
対
照
的
に
飾
磨
屋
は
、「
僕
」
が
繰
り
返
し
用
い
る
比
喩
に
よ
り
「
病
人
」
と
規
定
さ
れ
る
。
か
つ
、「
僕
」
と
同
類
の
「
傍

観
者
」
と
措
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
語
り
手
「
僕
」
は
、
飾
磨
屋
を
蔀
君
の
対
極
に
位
置
づ
け
、
自
ら
と
同
じ
「
傍
観
者
」
の

極
に
配
置
す
る
。
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で
は
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
「
傍
観
者
」
と
は
何
者
の
謂
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

 
僕
は
生
れ
な
が
ら
の
傍
観
者
で
あ
る
。
子
供
に
交
つ
て
遊
ん
だ
初
か
ら
大
人
に
な
つ
て
社
交
上
尊
卑
種
々
の
集
会
に
出
て
行
く
や

う
に
な
つ
た
後
ま
で
、
ど
ん
な
に
感
興
の
涌
き
立
つ
た
時
も
、
僕
は
そ
の
渦
巻
に
身
を
投
じ
て
、
心
か
ら
楽
ん
だ
こ
と
が
な
い
。

僕
は
人
生
の
活
劇
の
舞
台
に
ゐ
た
こ
と
は
あ
つ
て
も
、
役
ら
し
い
役
を
し
た
こ
と
が
な
い
。
高
が
ス
タ
チ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
さ

て
舞
台
に
上
ら
な
い
時
は
、
魚
が
水
に
住
む
や
う
に
、
傍
観
者
が
傍
観
者
の
境
に
安
ん
じ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
僕
は
そ
の
時
尤
も

其
所
を
得
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

右
に
即
す
と
「
僕
」
の
い
う
「
傍
観
」
と
は
、
外
界
の
出
来
事
や
人
間
関
係
の
み
な
ら
ず
、
自
分
が
生
き
る
人
生
そ
の
も
の
に
対
し

て
さ
え
も
、
全
面
的
な
当
事
者
性
を
も
っ
て
関
与
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
そ
れ
ら
を
対
象
と
し
て
観
察
す
る
態
度
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
僕
」
は
自
ら
の
傍
観
者
性
を
「
生
れ
な
が
ら
」
の
も
の
、
つ
ま
り
自
由
意
思
に
よ
る
選
択
や
変
更
が
不
可
能
な
、
生
ま
れ
つ
き
の
定

め
の
ご
と
き
も
の
と
言
い
切
る
。
一
方
で
別
の
箇
所
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
西
洋
で
師
友
で
あ
っ
た
「
爺
い
さ
ん
の
学
者
」
や
目
前
の

飾
磨
屋
の
よ
う
に
、
生
涯
の
あ
る
時
期
に
「
不
治
の
病
」
や
癒
え
る
こ
と
の
な
い
「
無
形
の
創
痍
」
を
得
た
た
め
に
、
後
天
的
に
「
傍

観
者
」
に
な
る
者
も
い
る
、
と
い
う
独
自
の
分
類
を
述
べ
る
。
後
天
的
傍
観
者
と
さ
れ
る
飾
磨
屋
の
内
面
は
、「
僕
」
の
推
定
に
基
づ

く
仮
説
と
し
て
語
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
「
傍
観
者
」
で
あ
る
こ
と
が
も
た
ら
す
内
的
経
験
を
経
験
主
体
の
立
場
か
ら
伝
え
る

叙
述
は
、
テ
ク
ス
ト
中
、
右
の
「
僕
」
の
自
己
省
察
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
〈
無
形
の
不
治
の
病
〉
と
も
呼
ぶ
べ
き
深
刻
な
事
態
が

語
ら
れ
て
い
る
。

　
「
傍
観
者
」
は
、
生
活
の
一
局
面
一
局
面
を
「
心
か
ら
楽
ん
だ
」
と
思
う
こ
と
が
な
い
。「
人
生
の
活
劇
」
の
主
人
公
で
あ
る
と
い
う

感
覚
が
持
て
な
い
。
人
生
を
生
き
て
い
る
、
生
活
し
て
い
る
、
と
い
う
手
応
え
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
人
物
が
切
り
離
さ
れ
て

い
る
感
覚
、す
な
わ
ち
人
生
、生
活
、生
命
、活
気
と
い
っ
た
言
葉
で
表
さ
れ
る
す
べ
て
を
包
摂
す
る
一
語
は〈
生（life

）〉で
あ
ろ
う
。『
百
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物
語
』
に
お
け
る
「
傍
観
者
」
と
は
〈
生
〉
な
き
者
の
謂
い
で
あ
る
。
本
文
中
に
類
語
を
探
せ
ば
「
幽
霊
」
で
あ
る

（
11
（

。
こ
の
世
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
世
を
生
き
て
い
な
い
、
人
の
形
を
し
た
者
で
あ
る
。

　
「
幽
霊
」
の
飾
磨
屋
は
こ
の
世
の
人
々
を
一
隅
か
ら
凝
視
す
る
。「
幽
霊
」
の
「
僕
」
も
ま
た
、
百
物
語
に
集
ま
る
人
々
を
一
隅
か
ら

観
察
し
続
け
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
百
物
語
に
出
か
け
て
い
る
間
の
「
僕
」
は
、
あ
た
か
も
そ
の
場
に
い
な
い
人
―
―
ま
る
で
霊
―

―
の
よ
う
に
な
り
、
人
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
。「
僕
」
は
船
宿
で
依
田
学
海
に
挨
拶
し
た
き
り
、
寺
島
村
の
会
場
で
蔀
君
と

言
葉
を
交
わ
す
ま
で
、
人
と
話
さ
ず
、
話
し
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
一
度
だ
け
自
分
か
ら
「
お
酌
」
に
話
し
か
け
る
が
、
彼
女
ら

は
「
僕
」
の
方
を
見
て
あ
る
表
情
を
し
た
も
の
の
、
返
事
を
し
な
か
っ
た
。
世
話
人
の
男
た
ち
も
、
玄
関
に
佇
む
「
僕
」
が
ま
る
で
目

に
見
え
な
い
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
。「
僕
」は
ま
た
、履
い
て
来
た
自
分
の
下
駄
を
他
人
に
と
ら
れ
て
無
く
し
て
し
ま
い
、

後
日
飾
磨
屋
が
来
客
の
履
き
物
が
紛
れ
た
償
い
に
全
員
に
新
し
い
下
駄
を
贈
っ
た
中
で
、「
僕
」
に
だ
け
そ
れ
が
来
な
か
っ
た
。
そ
も

そ
も
当
日
の
「
僕
」
は
会
に
招
か
れ
て
お
ら
ず
、
ま
さ
し
く
〝
い
な
い
は
ず
の
人
〟
だ
っ
た
。

　

小
説
『
百
物
語
』
の
「
真
の
化
物
」
は
飾
磨
屋
で
あ
る
、
と
い
う
定
説
的
読
み
は
妥
当
な
も
の
だ
が
、
一
歩
を
進
め
て
次
の
よ
う
に

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
「
僕
」
と
い
う
ひ
と
り
の
「
幽
霊
」
が
生
き
た
人
々
の
後
に
つ
い
て
さ
ま
よ
い
、も
う
ひ
と
り
の
「
幽
霊
」

飾
磨
屋
と
出
会
う
物
語
で
あ
る
。
こ
の
〈
怪
談
〉
に
お
け
る
蔀
君
は
、「
幽
霊
」
の
「
僕
」
を
呼
び
出
し
、き
っ
か
け
を
与
え
て
帰
ら
せ
る
、

降
霊
術
師
の
役
割
を
果
た
す
。
も
し
小
説
中
の
「
僕
」
が
、
明
治
二
九
年
の
鷗
外
の
よ
う
に
主
催
者
か
ら
正
式
の
招
待
を
受
け
、
連
れ

や
知
人
が
い
る
状
況
だ
っ
た
ら
、
こ
の
〈
怪
談
〉
は
成
立
し
な
い
。
参
加
者
で
あ
っ
て
参
加
者
で
な
い
よ
う
な
、
そ
の
場
に
居
な
が
ら

居
な
い
よ
う
な
、
中
空
に
浮
か
ん
だ
ご
と
き
「
僕
」
の
局
外
者
性
が
あ
っ
て
こ
そ
、
物
語
の
機
構
が
成
り
立
ち
、
起
動
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

＊

　
『
百
物
語
』
の
モ
デ
ル
研
究
の
成
果
を
〝
実
際
は
小
説
と
違
っ
た
〟
と
い
う
結
論
で
行
き
止
ま
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
次
な
る
議
論
に
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繋
げ
た
る
た
め
に
は
、そ
れ
を
虚
構
性
の
解
明
に
応
用
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
。以
上
、そ
の
選
択
肢
の
有
効
性
を
確
認
し
た
上
で
、

『
百
物
語
』
を
自
律
的
な
機
構
を
内
蔵
し
た
虚
構
の
小
説
テ
ク
ス
ト
と
捉
え
、
そ
の
視
座
か
ら
可
能
に
な
る
読
み
を
提
示
し
た
。
だ
が
、

い
ま
だ
そ
の
一
端
に
言
及
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
別
稿
を
用
意
し
て
さ
ら
に
委
し
く
論
じ
た
い
。

　
　
　

注

（
1
） 

の
ち
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
籾
山
書
店
刊
『
走
馬
灯
』
に
収
録
。
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
鷗
外
日
記
の
明
治
四
四
年
九
月

二
四
日
条
に
本
作
脱
稿
の
記
事
が
あ
る
。

（
2
） 

森
銑
三
「「
百
物
語
」
余
聞
」『
中
央
公
論
』
第
八
六
年
五
号
（
臨
時
増
刊
『
歴
史
と
人
物
』）、
一
九
七
一
年
四
月
。
の
ち
「
森

鷗
外
の
「
百
物
語
」」
と
改
題
し
『
明
治
人
物
閑
話
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
）
に
収
録
。

（
3
）『
学
海
日
録
』
明
治
二
九
年
七
月
二
五
日
条
ほ
か
。
学
海
日
録
研
究
会
編
『
学
海
日
録 

第
一
〇
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年

（
4
）『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
九
年
七
月
二
八
日
「
花
火
見
物
と
百
物
語
」
ほ
か

（
5
） 『
鶯
亭
金
升
日
記
』
昭
和
四
年
七
月
一
七
日
条
。
花
柳
寿
太
郎
・
小
島
二
朔
編
『
鶯
亭
金
升
日
記
』
演
劇
出
版
社
、
一
九
六
一

年

（
6
） 

戸
板
康
二
「「
百
物
語
」
も
う
ひ
と
つ
の
文
献
」『
歴
史
と
人
物
』
第
六
号
、
一
九
七
二
年
二
月
。
の
ち
「「
百
物
語
」
異
聞
」

と
改
題
し
『
見
た
芝
居
・
読
ん
だ
本
』（
あ
ず
さ
書
房
、
一
九
八
一
年
）
に
収
録
。

（
7
）『
歌
舞
伎
新
報
』
第
一
六
四
九
号
（
明
治
二
九
年
八
月
）「
百
物
語
執
行
」
ほ
か

（
8
） 『
墨
水
別
墅
雑
録
』
明
治
二
九
年
七
月
二
五
日
・
二
六
日
条
ほ
か
。
今
井
源
衛
校
訂
『
墨
水
別
墅
雑
録
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九 

八
七
年
。
小
出
昌
洋
「
百
物
語
の
こ
と
」（『
月
曜
評
論
』
第
八
九
〇
号
、
一
九
八
八
年
二
月
一
五
日
）
が
指
摘
し
た
。
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（
9
） 『
毎
日
新
聞
』
明
治
二
九
年
七
月
二
九
～
三
〇
日
、
杉
贋
阿
弥
「
向
島
の
妖
怪
屋
敷
に
余
が
武
勇
を
現
は
す
一
条
」
ほ
か
。『
自

由
新
聞
』明
治
二
九
年
七
月
二
八
日「
歌
舞
伎
新
報
社
の
祝
会
」ほ
か
。
そ
の
他
数
紙
。
詳
細
は
中
島
次
郎
論
文（
注
10
）参
照
。

（
10
） 
中
島
次
郎
「
明
治
二
十
九
年
の
百
物
語
―
森
鷗
外
「
百
物
語
」
の
周
辺
資
料
―
」『
明
治
大
学
日
本
文
学
』
第
三
六
号
、

二
〇
一
〇
年
六
月

（
11
） 

今
岡
謙
太
郎
・
佐
藤
悟
・
伊
藤
一
郎
「
幕
末
・
明
治
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
物
語
―
〈
連
〉
の
遊
び
と
メ
デ
ィ
ア
戦
略
―
」（『
国
文
学 

言
語
と
文
芸
』
第
一
二
二
号
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）
に
お
け
る
佐
藤
悟
の
報
告
。

（
12
） 

中
島
次
郎
「
森
鷗
外
と
百
物
語
―
鷗
外
の
参
加
理
由
・
百
物
語
の
招
待
客
―
」『
芸
文
稿
』
第
三
号
、
二
〇
一
〇
年
四
月

（
13
） 

目
野
由
希
「
鷗
外
「
百
物
語
」
と
『
歌
舞
伎
新
報
』」『
鷗
外
』
第
九
一
号
、
二
〇
一
二
年
七
月

（
14
） 

三
島
由
紀
夫
「
鷗
外
の
短
篇
小
説
」『
文
芸
臨
時
増
刊
号 

森
鷗
外
読
本
』
一
九
五
六
年
七
月
。「
読
後
、
悽
愴
な
主
題
が
急
に

迫
つ
て
き
て
、
飾
磨
屋
そ
の
人
が
倦
怠
の
お
化
け
で
あ
つ
た
と
わ
か
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

（
15
） 

三
好
行
雄
「〈
共
同
体
〉
の
レ
ミ
ニ
ッ
セ
ン
ス
―
「
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
」
と
「
百
物
語
」
―
」『
文
学
』
第
四
五
巻
一
号
、

一
九
七
七
年
一
月
。
の
ち
『
鷗
外
と
漱
石 
明
治
の
エ
ー
ト
ス
』（
力
富
書
房
、
一
九
八
三
年
）
に
収
録
。

（
16
） 

浅
野
洋
「
鷗
外
の
夕
闇
―
「
百
物
語
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
―
」『
近
畿
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
』
第
一
七
巻
三
号
、
一
九
八
六
年

三
月

（
17
） 

田
中
貴
子
「
百
物
語
の
黄
昏
―
近
代
の
百
物
語
小
説
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
日
本
文
学
』
第
五
四
巻
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
一
一

月

（
18
） 

竹
盛
天
雄
「
鷗
外 

そ
の
紋
様
―
『
藤
鞆
絵
』
か
ら
『
百
物
語
』
ま
で
―
」「「
イ
ブ
セ
ン
の
所
謂
幽
霊
」
に
つ
い
て
」『
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
七
巻
一
・
三
・
四
号
、
一
九
八
二
年
一
～
三
月
。
の
ち
『
鷗
外 

そ
の
紋
様
』（
小
沢
書
店
、
一
九 
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八
四
年
）
に
収
録
。

（
19
）
野
村
幸
一
郎
「
存
在
と
非
在
―
『
百
物
語
』
の
生
成
過
程
―
」『
森
鷗
外
の
日
本
近
代
』（
白
地
社
、
一
九
九
五
年
）
収
録
。

（
20
） 
森
銑
三
・
小
出
昌
洋
「
閑
読
雑
抄
」（『
日
本
古
書
通
信
』
第
四
八
巻
一
号
、
一
九
八
三
年
一
月
一
五
日
）
中
の
森
「
百
物
語
の

蔀
さ
ん
」

（
21
） 

佐
藤
悟
（
注
11
）
は
モ
デ
ル
の
可
能
性
あ
る
人
物
と
し
て
鹿
島
清
兵
衛
と
清
三
郎
を
、
目
野
由
希
（
注
13
）
は
鹿
島
清
兵
衛
を

挙
げ
て
い
る
。

（
22
）
飯
沢
耕
太
郎
「〝
写
真
大
尽
〟
と
い
わ
れ
た
男 

鹿
嶋
清
兵
衛
」『
芸
術
新
潮
』
第
四
一
巻
四
号
、
一
九
九
〇
年
四
月

（
23
）『
玉
篋
』
の
画
期
性
に
つ
い
て
は
、
金
子
幸
代
『
鷗
外
と
近
代
劇
』（
大
東
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
第
Ⅱ
部
第
三
章
に
詳
し
い
。

（
24
）
引
用
は
『
鷗
外
歴
史
文
学
集 
第
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
る
。

（
25
）
後
出
の
川
尻
清
潭
「
玉
匣
両
浦
島
に
就
て
」

（
26
）
戸
板
康
二
『
演
劇
人
の
横
顔
』
白
水
社
、
一
九
五
五
年
、
二
〇
頁

（
27
） 

以
上
、
川
尻
清
潭
・
宝
岑
の
経
歴
は
『
日
本
人
名
大
事
典
（
新
撰
大
人
名
辞
典
）』（
平
凡
社
、
初
版
一
九
三
七
年
、
復
刻

一
九
七
九
年
）、『
新
潮
日
本
人
名
辞
典
』（
新
潮
社
、
第
三
刷
一
九
九
五
年
）、『
新
版
歌
舞
伎
事
典
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
）

ほ
か
に
よ
る
。

（
28
）
注
21
に
同
じ
。

（
29
） 

な
お
、
ぽ
ん
太
落
籍
や
玄
鹿
館
開
設
等
の
蕩
尽
ぶ
り
が
親
族
間
で
問
題
視
さ
れ
、
玄
鹿
館
・
歌
舞
伎
新
報
社
共
催
の
催
し
の
約

四
ヶ
月
前
に
あ
た
る
明
治
二
九
年
三
月
、
清
兵
衛
は
手
切
金
二
五
万
円
と
引
き
替
え
に
妻
と
離
別
、
鹿
島
屋
を
除
籍
さ
れ
た
。

以
上
、
鹿
島
清
兵
衛
の
経
歴
は
『
日
本
人
名
大
事
典
（
新
撰
大
人
名
辞
典
）』（
注
27
）、
飯
沢
耕
太
郎
「〝
写
真
大
尽
〟
と
い
わ
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れ
た
男 

鹿
嶋
清
兵
衛
」（
注
22
）、
注
34
の
諸
記
事
、
千
谷
道
雄
『
明
治
を
彩
る
女
た
ち
―
お
梅
・
お
須
磨
・
ぽ
ん
太
・
お
鯉
・

妻
吉
―
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
八
五
年
）
ほ
か
に
よ
っ
た
。

（
30
）
佐
藤
悟
の
報
告
（
注
11
）
に
詳
し
い
。

（
31
） 
中
島
次
郎
論
文
（
注
12
）
に
「
特
別
寄
書
家
」
の
一
覧
が
あ
る
。
ま
た
『
毎
日
新
聞
』
記
事
（
注
9
）
が
鷗
外
・
竹
二
の
参
加

を
「
田
辺
太
一
依
田
百
川
の
両
翁
を
始
め
と
し
森
鷗
外
森
田
思
軒
三
木
竹
二
な
ん
ど
い
へ
る
当
代
の
文
客
雲
の
如
く
」
と
伝
え

て
い
る
。

（
32
）
中
島
次
郎
論
文
（
注
12
）
に
詳
し
い
。

（
33
） 

後
掲
の
「
音
楽
倶
楽
部
広
告
」
に
、
明
治
二
八
年
八
月
時
点
で
倶
楽
部
の
設
立
か
ら
「
歳
余
」、
す
な
わ
ち
一
年
以
上
二
年
未

満
と
あ
る
。
ま
た
鹿
島
清
兵
衛
の
回
想
談
は
設
立
の
契
機
を
「
或
る
人
かマ

マ

音
楽
学
校
を
卒
業
す
る
と
い
ふ
北
村
末マ

マ

晴
君
に
紹
介

し
て
呉
れ
ま
し
た
の
で
」（「
失
落
と
苦
悶
」『
太
平
洋
』
第
七
巻
一
〇
号
、
明
治
四
一
年
五
月
）
と
伝
え
る
。
北
村
の
東
京
音

楽
学
校
師
範
科
卒
業
は
明
治
二
六
年
。
以
上
に
よ
り
推
定
し
た
。

（
34
） 

以
上
、音
楽
倶
楽
部
に
関
す
る
記
述
は
、鹿
島
清
兵
衛
「
失
落
と
苦
悶
」（
注
33
）、無
署
名
「
鹿
島
大
尽 

鹿
島
清
兵
衛
物
語
」（『
実

業
之
日
本
』
第
一
四
巻
二
六
号
、明
治
四
四
年
一
二
月
）、金
丸
重
嶺
「
鹿
島
清
兵
衛
の
舞
台
写
真
」（『
演
劇
界
』
第
一
五
巻
一
号
、

一
九
五
七
年
一
月
）
に
よ
る
。
赤
十
字
社
慈
善
演
劇
に
つ
い
て
は
『
歌
舞
伎
新
報
』
第
一
五
八
二
～
一
五
八
四
号
（
明
治
二
七

年
六
月
）
の
「
音
信
」
欄
お
よ
び
慈
善
演
劇
記
事
に
よ
る
。

（
35
） 『
歌
舞
伎
新
報
』
第
一
六
一
二
号
（
明
治
二
八
年
四
月
）、
第
一
六
一
三
号
（
明
治
二
八
年
八
月
）
の
奥
付
に
よ
る
。
前
者
は
旧

経
営
体
制
の
最
終
号
、
後
者
は
鹿
島
清
兵
衛
に
よ
る
新
体
制
に
な
っ
て
最
初
の
号
で
あ
る
。

（
36
） 

以
上
二
箇
所
の
集
合
場
所
お
よ
び
時
刻
は
、
水
沼
二
郎
「
百
物
語
の
朝
」（『
森
鷗
外
記
念
会
通
信
』
第
一
六
七
号
、
二
〇
〇
九
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年
七
月
）
に
引
用
さ
れ
た
招
待
状
に
よ
る
。

（
37
） 

以
上
、
肝
試
し
に
つ
い
て
は
前
掲
の
主
要
資
料
に
加
え
、『
鶯
亭
金
升
日
記
』（
注
5
）
お
よ
び
『
毎
日
新
聞
』
記
事
（
注
9
）

を
参
照
し
た
。

（
38
） 『
墨
水
別
墅
雑
録
』（
注
8
）
明
治
二
九
年
七
月
二
五
日
条
に
記
事
が
、
同
二
六
日
条
に
「
鬼
趣
行
」
が
記
さ
れ
、
後
者
は
『
歌

舞
伎
新
報
』
第
一
六
四
九
号
（
注
7
）
に
も
掲
載
さ
れ
た
。

（
39
） 『
毎
日
新
聞
』
記
事
（
注
9
）。
肝
試
し
に
出
か
け
る
杉
に
、「
鹿
島
大
尽
下
駄
穿
き
に
て
は
足
元
危
し
と
の
注
意
あ
り
て
態
々

福
草
履
一
足
す
ゝ
め
ら
る
、〔
中
略
〕
大
尽
に
導
か
れ
て
わ
づ
か
に
上
手
の
枝
折
門
を
く
ゞ
れ
ば
」
と
あ
る
。

（
40
） 

本
稿
と
方
向
を
共
に
す
る
読
み
の
先
例
と
し
て
、野
村
幸
一
郎
は「
肉
体
的
に
は
生
存
し
な
が
ら
も
傍
観
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
感
性
が
枯
渇
し
具
体
的
生
か
ら
疎
外
さ
れ
た
飾
磨
屋
」（
注
19
、一
八
二
頁
）
と
傍
観
者
飾
磨
屋
の
生
か
ら
の
疎
外
を
指
摘
し
、

竹
盛
天
雄
は
「
飾
磨
屋
が
「
亡
霊
」
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
、
そ
の
正
体
を
顕
ら
か
に
し
た
「
僕
」
に
も
「
亡
霊
」
的
な
不
気
味
さ

が
あ
る
こ
と
」
と
「
僕
」
を
も
「
亡
霊
」
に
含
め
た
上
で
、「
作
品
の
文
脈
で
言
え
ば
、「
亡
霊
」
と
は
「
傍
観
者
」
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
」（
注
18
、『
鷗
外 
そ
の
紋
様
』
五
六
九
頁
）
と
述
べ
た
。
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