
一

泉
鏡
花
と
小
品
（
文
）
―
―
『
新
小
説
』
と
の
関
わ
り
か
ら

泉
鏡
花
の
生
涯
に
あ
っ
て
最
後
の
逗
子
滞
在
期
間
と
な
る
そ
の
三
度
目
（
明
治
３８
・
７
〜

４２
・
２
）
は
自
然
主
義
文
壇
の
隆
盛
期
に
当
た
っ
て
お
り
、
ま
た
当
の
鏡
花
の
体
調
不
良
な
ど

も
あ
っ
て
、
逆
風
を
受
け
た
異
端
作
家
の
「
隠
棲
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
長
ら
く
捉
え
ら
れ
て

い
た
が
、
そ
の
実
態
は
見
直
さ
れ
て
き
て
い
る
１
。
確
か
に
そ
れ
は
「
春
昼
」（
明
治
３９
・
１１
）

「
春
昼
後
刻
」（
明
治
３９
・
１２
）、『
草
迷
宮
』（
明
治
４１
・
１
）
な
ど
、
鏡
花
の
代
表
作
と
見
做

さ
れ
る
幻
想
小
説
を
生
み
出
し
た
土
壌
で
も
あ
る
。

越
野
格
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
特
に
こ
の
時
期
の
鏡
花
に
関
し
て
春
陽
堂
『
新
小
説
』
と
の

関
わ
り
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
『
新
小
説
』
は
博
文
館
の
『
文
芸
倶

楽
部
』
と
双
璧
を
な
す
当
時
最
有
力
の
文
芸
誌
で
あ
る
が
、
明
治
三
十
三
年
一
月
二
十
八
日
号

の
巻
頭
に
は
「
新
小
説
大
刷
新
大
改
善
の
予
告
」
が
掲
げ
ら
れ
、
編
輯
主
任
（
後
藤
宙
外
）
を

は
じ
め
新
た
な
面
々
が
迎
え
ら
れ
る
中
、
鏡
花
も
「
正
社
員
」
と
し
て
そ
こ
に
加
わ
る
こ
と
に

な
る
。
同
誌
明
治
三
十
四
年
七
月
号
の
「
凜
告
」
に
は
、
月
の
殆
ど
を
会
津
で
過
ご
す
後
藤
宙

外
の
不
在
の
間
、
鏡
花
に
「
編
輯
事
務
の
総
覧
」
を
委
嘱
す
る
旨
が
示
さ
れ
、
明
治
三
十
四
年

十
月
号
か
ら
大
正
元
年
十
二
月
号
ま
で
は
読
者
投
稿
欄
の
選
者
と
し
て
参
加
し
て
い
る
２
。
こ

の
間
の
読
者
投
稿
欄
は
韻
文
系
ジ
ャ
ン
ル
複
数
と
、
題
を
設
定
し
た
散
文
系
ジ
ャ
ン
ル
一
つ
か

ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
選
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
散
文
系
の
選
者
に
関
し
て
は
最
初
の
数
回

の
み
「
編
集
局
」
で
あ
っ
た
ほ
か
は
殆
ど
鏡
花
が
担
当
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
越
野
は
「
実

作
者
（
文
章
錬
磨
者
）
で
あ
り
、
批
評
家
で
あ
る
（
更
に
観
劇
者
で
あ
る
）
存
在
」
と
し
て
の

当
時
の
「
読
者
」
の
志
向
と
規
範
を
見
定
め
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
鏡
花
の
存
在
が
重
要

な
位
置
を
占
め
る
と
い
う
。

掲
載
作
品
が
他
の
作
家
の
誰
に
比
し
て
も
多
く
、
し
か
も
、
明
治
三
十
六
年
か
ら
明
治
四

十
五
年
（
大
正
元
年
）
ま
で
の
長
き
に
わ
た
り
、
い
わ
ば
自
然
主
義
文
学
の
消
長
と
軌
を

一
に
す
る
よ
う
な
時
期
に
、「
新
小
説
」
の
編
輯
局
で
、
特
に
「
読
者
投
稿
欄
」
の
〈
選

者
〉
を
続
け
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
単
に
逗
子
行
き
の
理
由
の
再
吟
味
を
促
す
に
止
ま

ら
ず
、
鏡
花
文
学
の
受
容
史
を
考
え
る
上
で
大
き
な
契
機
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
／
「
新

小
説
」
の
「
本
欄
」
及
び
「
読
者
投
稿
欄
」
を
仲
立
ち
と
し
て
、
自
然
主
義
文
学
運
動
と

は
別
の
位
相
で
、
鏡
花
と
読
者
（
投
稿
者
）
と
の
間
に
は
一
種
濃
密
な
関
係
が
保
持
さ
れ

続
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
明
治
期
に
お
け
る
小
説
読
者
の
問
題
、

或
い
は
美
文
意
識
を
探
る
端
緒
に
さ
え
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
３
。

越
野
は
こ
こ
か
ら
「
自
然
主
義
文
学
運
動
と
は
別
の
位
相
で
、
鏡
花
と
読
者
（
投
稿
者
）
と

の
間
に
は
一
種
濃
密
な
関
係
が
保
持
さ
れ
て
い
た
」
と
し
て
、
鏡
花
を
取
り
巻
く
膨
大
な
同
時

代
の
言
説
に
「
全
面
的
に
否
定
し
よ
う
に
も
そ
の
筆
力
だ
け
は
否
応
な
く
認
め
ざ
る
を
得
な
い

と
い
う
批
評
型
」
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、「〈
小
説
〉
家
鏡
花
の
無
視
、〈
文
章
〉
家
鏡
花
の

消
極
的
認
知
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鏡
花

を
め
ぐ
る
伝
統
的
な
文
学
史
記
述
が
「
自
然
主
義
」
に
囚
わ
れ
て
い
た
の
と
は
別
な
形
で
、
そ

の
「
文
章
」「
筆
力
」
の
強
度
を
評
価
・
再
考
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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越
野
は
さ
ら
に
『
新
小
説
』
の
読
者
投
稿
欄
が
「
言
文
一
致
書
簡
文
」「
言
文
一
致
葉
書
文
」

か
ら
「
小
品
文
」「
津
々
浦
々
」
に
移
行
す
る
に
従
っ
て
「
美
文
の
流
行
」
が
起
こ
っ
て
い
る

と
指
摘
し
、「
鏡
花
は
言
文
一
致
体
の
実
用
文
で
出
発
し
て
い
な
が
ら
、
実
用
的
部
分
を
漸
次

失
い
、
遂
に
鏡
花
的
世
界
に
〈
投
稿
者
〉
を
拉
致
」
す
る
一
方
で
、
読
者
も
「
単
な
る
実
用
文

の
修
練
者
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
明
ら
か
に
鏡
花
的
小
説
の
愛
読
者
で
も
あ
っ
た
」
と
述
べ
て

い
る
。
つ
ま
り
『
新
小
説
』
に
お
け
る
「
小
品
文
」
の
美
文
へ
の
傾
斜
は
、
選
者
で
あ
る
鏡
花

の
好
ん
だ
「
課
題
」
に
よ
っ
て
投
稿
者
が
そ
こ
に
お
も
ね
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ

が
、「
小
品
文
」
な
る
も
の
の
流
行
は
『
新
小
説
』
の
読
者
投
稿
欄
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い

の
で
、
必
ず
し
も
「
鏡
花
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
即
ち
時
代
思
潮
と
逆
行
す
る
「
美
文
」

的
な
性
格
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
本
稿
が
扱
う
『
鏡
花
小
品
』（
�
文

館
、
明
治
４２
・
９
）
刊
行
の
際
に
は
、
鏡
花
の
個
性
を
概
ね
好
意
的
に
捉
え
る
見
方
が
幾
つ
か

示
さ
れ
て
い
る
４
。
欄
の
性
格
上
、
好
意
的
な
評
価
に
傾
き
が
ち
な
の
は
当
然
と
し
て
も
、
そ

れ
は
選
者
に
お
も
ね
る
投
稿
者
の
ス
タ
ン
ス
と
は
自
ず
と
異
な
る
立
場
か
ら
の
見
方
と
言
え
る

は
ず
で
あ
る
。

明
治
四
十
年
代
を
中
心
に
隆
盛
を
見
せ
た
独
自
の
表
現
様
式
と
し
て
の
「
小
品
」
に
注
目
す

る
木
股
知
史
は
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

小
品
は
、
創
作
か
ら
随
想
ま
で
を
包
含
し
、
美
文
や
写
生
文
に
深
く
か
か
わ
り
、
新
聞
、

雑
誌
が
募
集
し
た
百
字
文
、
小
品
時
文
と
い
っ
た
投
稿
文
芸
に
も
関
連
し
て
い
た
。
小
品

は
、
散
文
の
詩
的
要
素
を
凝
縮
し
た
形
式
で
も
あ
り
、
一
方
で
は
、
言
文
一
致
の
簡
便
な

エ
チ
ュ
ー
ド
の
形
式
と
し
て
読
者
大
衆
に
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）小
品
は
、

主
観
性
、
イ
メ
ー
ジ
の
暗
示
を
重
視
す
る
が
、
虚
構
を
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

小
品
に
は
、
掌
編
小
説
的
な
虚
構
の
物
語
も
含
ま
れ
て
い
る
。
漱
石
の
「
永
日
小
品
」
に

は
体
験
に
根
ざ
す
随
想
的
な
も
の
と
、
創
作
的
な
も
の
と
が
混
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
当

時
の
小
品
が
両
者
を
包
含
す
る
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
小
品
に

お
い
て
は
、
体
験
と
物
語
は
、
文
章
と
い
う
一
本
の
帯
の
上
に
現
れ
る
色
の
違
う
紋
様
の

よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
断
絶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
奇
譚
や
世
俗
へ
の
批
評
や

考
証
を
混
在
さ
せ
、
雑
多
な
要
素
の
共
存
を
ゆ
る
し
た
近
世
の
随
想
の
包
含
性
を
小
品
は

継
承
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
小
品
が
、
随
想
と
物
語
を
包
含
し
て
い
る
の
は
、

近
代
以
前
の
散
文
の
豊
穣
を
ミ
ニ
チ
ュ
ア
と
し
て
保
存
し
て
い
る
か
ら
だ
と
、
い
ち
お
う

は
考
え
て
お
こ
う
５
。

木
股
が
別
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
る
よ
う
に
６
、
小
品
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
「
西
洋
的
な

小
説
概
念
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
、
散
文
の
自
由
さ
」
で
あ
り
、
美
文
や
写
生
文
を
直
接
的
な

源
流
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
「
文
学
的
な
散
文
表
現
の
水
脈
は
、
近
世
の
俳
文
や
随
筆
に
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
り
、「
小
品
」
と
い
う
散
文
様
式
の
特
性
は
何
よ
り
も
既
成
の
（
特

に
近
代
的
な
）
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ら
わ
れ
な
い
奔
放
さ
と
い
う
点
に
あ
る
と
言
え
る
。「
小
品
」

の
様
式
を
特
徴
づ
け
る
流
動
性
は
、
先
に
触
れ
た
『
新
小
説
』
の
読
者
投
稿
欄
に
も
示
さ
れ
て

い
よ
う
。
韻
文
型
の
ジ
ャ
ン
ル
が
「
詩
」「
和
歌
」「
俳
句
」「
狂
句
」
と
固
定
さ
れ
て
い
た
の

に
対
し
、
散
文
系
ジ
ャ
ン
ル
は
「
言
文
一
致
書
簡
文
」「
言
文
一
致
葉
書
文
（
葉
書
文
）」「
小

品
文
」「
津
々
浦
々
」
と
変
遷
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
付
言
す
れ
ば
、
繰
返
す
よ
う
に
「
小
品
」
は
明
確
に
明
治
四
十
年
代
に
流
行
が
認
め
ら

れ
る
文
芸
テ
ク
ス
ト
の
様
式
で
あ
る
が
、
今
日
の
文
芸
評
論
に
目
を
転
じ
た
と
き
、
清
水
良
典

が
提
唱
し
て
い
る
「
純
文
章
」
な
る
概
念
に
も
こ
れ
と
通
じ
る
文
脈
を
認
め
う
る
と
言
っ
て
よ

い
か
も
し
れ
な
い
７
。

こ
こ
で
再
度
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
は
じ
め
読
者
の
投
稿
に
よ
る
短
文
形
式
で
あ
っ
た

「
小
品
文
」
が
次
第
に
文
壇
を
も
巻
き
込
ん
で
ゆ
く
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
岡
保
生
は
、
博
文

館
の
『
中
学
世
界
』
や
『
文
章
世
界
』
上
で
字
数
を
限
定
し
た
投
稿
欄
に
あ
っ
た
「
小
品
文
」

が
次
第
に
紙
面
を
拡
大
さ
せ
て
内
容
的
に
も
多
様
化
し
つ
つ
、
書
き
手
も
投
書
家
か
ら
文
壇
へ

と
展
開
す
る
な
か
で
「
散
文
詩
的
な
作
品
、
ま
た
ム
ー
ド
の
重
視
と
い
う
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
」

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
８
。
そ
う
し
た
趨
勢
の
中
で
「
小
品
文
」
に
主
導
的
な
関
わ
り
を
持

っ
て
い
た
鏡
花
で
あ
る
が
、
文
壇
人
で
あ
る
自
身
の
「
小
品
」
作
品
と
い
う
意
味
で
も
や
は
り

流
行
の
中
心
近
く
に
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
９
。
次
に
掲
げ
る
〔
表
１
〕〔
表
２
〕
は
そ
れ

ぞ
れ
明
治
・
大
正
期
の
代
表
的
な
小
品
シ
リ
ー
ズ
の
刊
行
一
覧
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
当
時
の

認
識
と
し
て
明
ら
か
に
鏡
花
の
「
小
品
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

本
稿
は
〔
表
１
〕
中
の
『
鏡
花
小
品
』
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
が
、
末
尾
に
〔
別
表
〕
と
し

て
『
鏡
花
小
品
』
収
録
作
の
書
誌
を
示
し
た
。「
鏡
花
と
読
者
」
と
い
う
視
角
か
ら
、
投
稿
さ

れ
た
「
小
品
文
」
の
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
鏡
花
自
身
の
「
小
品
」
の
特

質
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
こ
の
時
期
の
鏡
花
の
作
品
世
界
の
広
が
り
と
奥
行
き
を

探
り
、
そ
の
文
芸
言
語
の
特
異
性
に
迫
っ
て
ゆ
き
た
い
１０
。〔
別
表
〕
に
示
し
た
と
お
り
、『
鏡

花
小
品
』
に
は
全
部
で
十
四
の
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
岩

波
書
店
版
全
集
の
収
録
巻
を
一
瞥
す
る
と
、「
紀
行
」「
小
品
」（
巻
２７
）、「
雑
記
」（
巻
２８
）
の

野 口 哲 也
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よ
う
な
サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル
的
な
領
域
だ
け
で
な
く
「
小
説
」（
巻
２４
ま
で
）１１
と
見
做
さ
れ
る
短
篇

作
品
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
区
分
も
ひ
と
つ
の
判
断
基
準
で
し
か

な
い
が
、「
小
品
」
と
い
う
様
式
の
持
つ
ジ
ャ
ン
ル
横
断
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
と
は
言
え

よ
う
１２
。

鏡
花
生
前
の
小
品
叢
書
か
ら
下
っ
て
現
代
、
そ
れ
に
似
た
試
み
と
し
て
『
鏡
花
短
編
集
』（
岩

波
文
庫
）
を
編
ん
だ
川
村
二
郎
は
「
泉
鏡
花
の
全
作
品
の
中
で
、
長
篇
と
短
篇
の
い
ず
れ
を
重

し
と
す
る
か
。
こ
う
問
う
の
は
、
図
式
的
な
ジ
ャ
ン
ル
区
分
に
こ
だ
わ
っ
た
愚
問
に
す
ぎ
ぬ
よ

う
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ど
こ
に
も
魔
力
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
は
、
し
か
し
、
部
分
が
常
に
全
体
に
優
先
し
て
い
る

こ
と
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
考
え
る
と
実
際
、
鏡
花
の
作
は
お
し
な
べ
て
、

全
体
の
構
想
が
部
分
を
統
率
し
、
部
分
を
有
機
的
に
連
関
づ
け
て
い
る
と
い
う
印
象
に
は

乏
し
い
と
思
い
当
る
。
そ
れ
な
ら
ば
や
は
り
、
長
大
に
な
る
ほ
ど
全
体
が
捉
え
に
く
い
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
。
長
篇
で
は
た
と
え
ば
、『
由
縁
の
女
』『
山
海
評
判
記
』『
竜
胆
と

撫
子
』
な
ど
を
、
ぼ
く
は
と
り
わ
け
好
む
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
話
だ
っ
た
か
と
い
わ
れ

る
と
、
す
ん
な
り
筋
を
通
し
て
語
る
の
は
あ
ま
り
楽
で
は
な
い
。
た
だ
作
中
の
そ
こ
こ
こ

の
き
ら
め
き
が
、記
憶
に
こ
び
り
つ
い
て
、慕
わ
し
い
思
い
を
そ
そ
り
立
て
る
の
で
あ
る
。

／
そ
し
て
そ
の
き
ら
め
き
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
短
い
作
に
お
い
て
ほ
ど
、
凝
集
し

た
光
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
短
い
作
ほ
ど
全
体
と
部
分
の
へ
だ
た
り
が
少
い
か
ら
で

あ
る
。
一
瞬
キ
ラ
リ
と
光
っ
て
、
そ
れ
で
終
り
。
は
か
な
い
と
い
え
ば
は
か
な
い
。
し
か

し
そ
れ
だ
け
、
き
ら
め
き
の
あ
え
か
さ
が
、
一
際
深
く
、
見
た
眼
を
通
し
て
心
に
し
み
わ

た
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
１３
。

こ
こ
に
「
小
品
」
と
い
う
様
式
の
固
有
性
、
と
り
わ
け
鏡
花
の
そ
れ
に
関
す
る
本
質
は
既
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
も
す
る
が
、
本
稿
で
は
川
村
が
部
分
の
「
き
ら
め
き
」

と
直
感
す
る
魅
力
に
つ
い
て
、
小
品
（
文
）
隆
盛
当
時
の
叢
書
に
収
め
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
即

し
て
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
・
分
析
的
に
言
語
化
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
を
目
標
と
し

た
い
。『
鏡
花
小
品
』
も
、
も
と
よ
り
一
貫
し
た
統
一
性
の
あ
る
作
品
集
で
は
な
く
、
内
容
か

ら
言
っ
て
も
紀
行
、
怪
談
、
人
情
も
の
、
書
簡
、
冒
険
（
少
年
向
け
）
と
多
岐
に
渉
っ
て
い
る

の
で
、
す
べ
て
の
収
録
作
を
個
別
網
羅
的
に
鑑
賞
し
た
う
え
で
全
体
の
性
格
を
包
括
的
に
論
じ

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
幾
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
に
共
通
し
て
抽
出
で
き
る
問
題
点
に
着
目
し
な

が
ら
以
下
に
考
察
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

二

怪
異
の
語
り
方
―
―
『
鏡
花
小
品
』１４
の
問
題
点
（
１
）

ば
け
も
の

『
鏡
花
小
品
』
に
は
怪
談
風
の
作
品
が
幾
つ
か
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
妖
怪
年
代
記
」「
怪
談

女
の
輪
」
に
加
え
、
趣
向
と
し
て
は
怪
談
に
ほ
ど
遠
い
が
「
神
楽
坂
七
不
思
議
」
も
問
題
を
共

有
す
る
も
の
と
し
て
は
こ
こ
で
取
り
あ
げ
て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
。
鏡
花
と
「
怪
談
」
の
関
わ

り
と
し
て
、
最
近
で
は
明
治
末
期
の
文
壇
に
お
け
る
怪
談
（
百
物
語
）
の
流
行
の
中
心
に
柳
田

国
男
や
水
野
葉
舟
と
と
も
に
君
臨
し
て
い
た
鏡
花
の
位
相
も
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
１５
、
時
期

的
に
そ
れ
は
「
小
品
」
の
隆
盛
と
も
合
致
す
る
。

ま
ず
「
妖
怪
年
代
記
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
鏡
花
自
身
の
金
沢
で
の
私
塾
時
代
の
体
験
を
元

に
し
た
「
邸
の
怪
」
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
入
塾
の
不
純
な
動
機
と
し
て
「
邸
内
に
三
件
の

あ
か
ず
の
ま

不
思
議
あ
り
。
血
天
井
、
不
開
室
、
庭
の
竹
藪
是
な
り
」
と
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
因
縁
話
を

語
り
出
し
て
い
く
。
た
だ
し
、
こ
の
作
品
は
初
出
時
に
は
「
一
」
か
ら
「
六
」
ま
で
の
構
成
を

持
っ
て
い
た
も
の
の
う
ち
、「
一
」「
二
」
の
み
の
抄
録
と
な
っ
て
い
る
。「
二
」
ま
で
で
「
三

〔
表
１
〕
�
文
館
「
小
品
叢
書
」
全
１０
巻

〔
表
２
〕
新
潮
社
「
感
想
小
品
叢
書
」
全
１１
巻

（
書
名
）

（
著
者
）
（
発
行
年
月
）

（
書
名
）

（
著
者
）
（
発
行
年
月
）

第
１
巻

花
袋
小
品

田
山
花
袋

明
治
４２
・
１

第
１
編
わ
が
文
芸
陣

菊
池
寛

大
正
１２
・
１２

第
２
巻

風
葉
小
品

小
栗
風
葉

明
治
４２
・
３

第
２
編
泉
の
ほ
と
り

正
宗
白
鳥

大
正
１３
・
１

第
３
巻

泣
菫
小
品

薄
田
泣
菫

明
治
４２
・
５

第
３
編
微
苦
笑
芸
術

久
米
正
雄

大
正
１３
・
２

第
４
巻

弔
花
小
品

齋
藤
弔
花

明
治
４２
・
７

第
４
編

七
宝
の
柱

泉
鏡
花

大
正
１３
・
３

第
５
巻

鏡
花
小
品

泉
鏡
花

明
治
４２
・
９

第
５
編

草
原

武
者
小
路
実
篤

大
正
１３
・
４

第
６
巻

虚
子
小
品

高
浜
虚
子

明
治
４２
・
１１

第
６
編
白
酔
亭
漫
記

里
見
�

大
正
１３
・
６

第
７
巻

秀
湖
小
品

白
柳
秀
湖

明
治
４３
・
１

第
７
編
文
学
的
散
歩

宇
野
浩
二

大
正
１３
・
６

第
８
巻

玄
耳
小
品

渋
川
玄
耳

明
治
４３
・
２

第
８
編

百
艸

芥
川
龍
之
介

大
正
１３
・
９

第
９
巻

葉
舟
小
品

水
野
葉
舟

明
治
４３
・
４

第
９
編
我
が
小
画
板

加
藤
武
雄

大
正
１３
・
１０

第
１０
巻

御
風
小
品

相
馬
御
風

明
治
４３
・
６

第
１０
編

文
壇
随
筆
中
村
武
羅
夫

大
正
１４
・
１１

第
１１
編

途
上

山
本
有
三

大
正
１５
・
３

『鏡花小品』論 ――脱ジャンル的テクストの様式――
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件
の
不
思
議
」
の
内
実
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
邸
が
か
つ
て
「
旗
野
と
謂
へ
り
し
千
石

取
の
館
」
で
あ
っ
た
過
去
の
伝
説
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。「
三
」
以
降
は
「
松
波
私
塾
」
と

な
っ
た
現
在
の
新
た
な
怪
異
（
藪
の
中
の
女
が
語
り
手
を
呼
ぶ
声
）
が
語
ら
れ
、
最
終
的
に
そ

の
正
体
が
や
や
滑
稽
に
明
か
さ
れ
る
。

小
林
輝
冶
は
本
作
が
「
様
々
な
怪
異
へ
の
関
心
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
、
恐
ら
く
は
最�

初�

の�

作

品
」（
傍
点
原
文
）
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
妖
怪
年
代
記
」
は
、
一
種
の
探
偵
小
説
で
あ
る
。
妖
怪
を
見
た
い
と
思
っ
て
い
る
少
年

が
そ
れ
を
見
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
白
痴
を
見
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ

白
痴
が
怪
異
に
思
わ
れ
た
か
、
そ
れ
が
最
後
に
刻
々
明
か
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
題

名
に
「
年
代
」
の
二
字
を
用
い
た
の
も
、
内
容
的
に
は
「
伝
説
と
現
代
」
を
対
比
さ
せ
る
、

以
前
は
と
も
か
く
今
は
「
幽
霊
の
正
体
見
た
り
枯
尾
花
」、
そ
う
い
う
時
代
精
神
と
い
う

か
探
偵
趣
味
を
こ
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
１６
。

小
林
論
文
に
翻
刻
紹
介
さ
れ
た
「
妖
怪
年
代
記
」
草
稿
に
は
「
怪
し
怪
し
、
夢
に
は
あ
ら
ぬ

奇
代
の
幻
影
間
の
あ
た
り
見
て
考
え
れ
ば
、
理
外
の
理
は
さ
て
あ
る
も
の
に
て
、
円
了
先
生
に

ま
の
あ
た
り
み
せ
ざ
り
し
こ
そ
怨
な
れ
と
空
恐
し
く
」
と
い
う
記
述
（
抹
消
）
も
あ
る
。
こ
こ

に
名
指
さ
れ
て
い
る
井
上
円
了
は
『
妖
怪
学
講
義
』（
明
治
２６
・
１１
〜
２７
・
１０
）
な
ど
で
徹
底

し
て
合
理
的
な
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
「
妖
怪
」
を
い
わ
ば
「
撲
滅
」
し
て
い
っ
た
啓
蒙
家
と

し
て
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。「「
妖
怪
年
代
記
」
の
主
題
は
、
現
代
に
お
け
る
伝
説
の
不
毛
を

説
い
た
も
の
」
だ
と
い
う
小
林
の
主
張
は
、
後
半
部
分
で
い
わ
ば
種
明
か
し
的
な
「
落
ち
」
が

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
大
き
く
関
わ
っ
て
お
り
、
小
林
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
鏡
花
の
本
領
で
は

な
い
と
い
う
。
そ
の
点
は
「
神
楽
坂
七
不
思
議
」
に
お
い
て
さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
。
や
は
り
鏡

花
に
お
け
る
ご
く
初
期
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、「
不
思
議
」
と
い
う
括
り
の
下
位
層
に
設
け

ら
れ
た
小
見
出
し
（
七
題
）
の
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
二
〜
三
行
の
短
文
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
形

式
面
で
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
に
「
小
品
」（
と
い
う
よ
り
は
「
小
品
文
」）
と
し
て
の
要
件
を
備

え
て
い
る
。「
七
不
思
議
」
と
い
え
ば
「
本
所
七
不
思
議
」
や
「
麻
布
七
不
思
議
」
な
ど
土
地

に
ま
つ
わ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
奇
談
・
怪
談
の
類
、
す
な
わ
ち
典
型
的
な
都
市
伝
説
で
あ
る
が
、

本
作
の
内
実
は
少
々
風
変
わ
り
な
店
や
建
物
、
人
物
を
並
べ
た
だ
け
の
、
む
し
ろ「
七
不
思
議
」

と
い
う
話
形
を
徹
頭
徹
尾
茶
化
し
、
そ
の
怪
異
性
を
骨
抜
き
に
し
た
戯
作
的
趣
向
に
傾
斜
し
て

い
る
。

た
だ
し
、
私
見
で
は
鏡
花
に
お
け
る
怪
談
的
小
品
の
強
度
と
は
そ
の
よ
う
な
滑
稽
な
軽
さ
と

の
落
差
に
よ
っ
て
些
か
も
減
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
鏡
花
小
品
』
所
収
の
「
妖

怪
年
代
記
」
が
後
半
の
種
明
か
し
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
外
的
理
由
の
み
に
よ
る
の
で
は
な

い
。
確
か
に
「
妖
怪
年
代
記
」「
神
楽
坂
七
不
思
議
」
と
い
う
二
つ
の
初
期
作
品
に
お
い
て
は
、

怪
異
の
実
在
性
に
対
し
て
懐
疑
的
と
も
取
れ
る
態
度
が
濃
厚
だ
が
、
む
し
ろ
そ
こ
で
注
目
す
べ

き
は
、
そ
れ
が
語
ら
れ
る
場
も
含
ん
だ
、
怪
談
・
奇
譚
そ
の
も
の
に
対
す
る
「
好
奇
心
」
が
内

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
１７
。
実
に
「
妖
怪
年
代
記
」
の
語
り
手
も
そ
の
よ
う

な
志
向
を
有
し
て
い
る
。

前
段
既
に
説
け
る
が
如
く
、
予
が
此
塾
に
入
り
た
り
し
は
、
学
問
す
べ
き
た
め
に
は
あ
ら

で
、
い
か
な
る
不
思
議
の
あ
ら
む
か
を
窺
見
む
と
思
ひ
し
な
り
。
我
に
は
許
せ
、
性
と
し

て
奇
怪
な
る
事
と
し
謂
へ
ば
、
見
た
さ
、
聞
き
た
さ
に
堪
へ
ざ
れ
ど
も
、
固
よ
り
頼
む
腕

力
あ
り
て
、
妖
怪
を
退
治
せ
む
と
に
は
あ
ら
ず
、
胸
に
蓄
ふ
る
学
識
あ
り
て
、
怪
異
を
研

も
の
ず
き

究
せ
む
と
に
も
あ
ら
ず
。
俗
に
恐
い
も
の
見
た
さ
と
い
ふ
好
事
心
の
み
な
り
。（
三
）

『
鏡
花
小
品
』
の
抄
録
本
文
で
は
こ
の
「
三
」
章
以
降
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味

で
は
ま
さ
に
怪
異
が
怪
異
と
し
て
提
示
さ
れ
る
構
成
が
保
持
さ
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
こ
と
も

な
い
。
ま
た
怪
談
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
や
怪
談
に
関
す
る
発
言
を
見
る
限
り
、
鏡
花
が
あ
る
意
味

で
怪
異
の
実
在
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
ら
し
い
（
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
続
け

た
）
こ
と
は
確
か
で
あ
る
１８
。
し
か
し
既
に
見
た
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル
で
は
そ
こ
に

一
定
の
微
妙
な
距
離
が
保
た
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
井
上
円
了
の
妖
怪
学

の
よ
う
に
「
理
に
落
ち
る
」
わ
け
で
も
な
く
、
か
つ
「
百
物
語
怪
談
会
」
の
よ
う
な
催
し
を
冷

や
や
か
に
見
下
ろ
し
て
い
た
�
外
の
視
線
１９
と
も
異
な
る
、
鏡
花
固
有
の
想
像
力
の
あ
り
よ
う

（
様
式
性
）
を
示
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
鏡
花
小
品
』
の
な
か
の
他
作

品
と
も
共
通
す
る
問
題
点
と
し
て
も
、
こ
の
怪
談
の
核
心
は
怪
異
が
実
在
す
る
か
否
か
と
い
う

レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
怪
談
女
の
輪
」
は
、「
妖
怪
年
代
記
」
と
同
じ
く
鏡
花
の
私
塾
時
代
の
体
験
を
素
材
と
し
な

が
ら
、
そ
の
「
怨
霊
譚
が
、
も
っ
と
リ
フ
ァ
イ
ン
さ
れ
た
別
の
怪
談
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
」
い

る
と
評
さ
れ
て
い
る
２０
。
ま
ず
冒
頭
に
そ
れ
は
「
黄
昏
の
頃
」＝

「
逢
魔
が
時
」
と
い
う
い
か

に
も
鏡
花
好
み
の
時
間
帯
の
怪
異
体
験
と
し
て
語
り
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
塾
内
で
禁
止
さ
れ
て

い
た
「
小
説
」
を
教
師
に
隠
れ
て
読
み
耽
り
、「
木
に
も
萱
に
も
心
を
置
た
」
夢
見
が
ち
な
少

野 口 哲 也
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年
が
熱
に
浮
か
さ
れ
て
体
験
し
た
怪
異
の
報
告
で
あ
る
。
鏡
花
の
自
伝
的
作
品
「
名
媛
記
」（
明

治
３３
・
１
）
に
も
や
は
り
寄
宿
舎
の
談
話
室
に
備
え
ら
れ
た
物
語
に
耽
溺
し
「
木
に
も
草
に
も

心
を
置
い
て
居
る
好
奇
心
の
強
い
少
年
」
が
登
場
す
る
。
あ
る
日
発
熱
で
朦
朧
と
し
な
が
ら
、

貸
本
を
隠
し
た
押
入
の
側
で
眠
ろ
う
と
す
る
と
枕
元
に
足
音
が
迫
っ
て
く
る
の
で
夢
中
で
次
の

室
に
避
難
し
よ
う
と
襖
を
開
け
て
ゆ
く
こ
と
再
三
、「
心
持
十
畳
ば
か
り
も
あ
ら
う
と
思
は
れ

る
一
室
に
ぐ
る
り
と
輪
に
な
つ
て
凡
そ
二
十
人
余
女
が
居
た
」
と
い
う
情
景
を
目
に
す
る
。
タ

イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
怪
異
の
核
心
は
こ
こ
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
妖
怪
年
代
記
」
全
篇
の

よ
う
に
種
明
か
し
を
含
む
因
縁
譚
の
構
造
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
正
確
に
は
「
怪
談
女
の
輪
」

に
も
因
縁
ら
し
き
も
の
が
全
く
な
い
訳
で
は
な
い
が
、「
妖
怪
年
代
記
」
と
は
逆
に
末
尾
に
「
地

方
で
も
其
界
隈
は
封
建
の
頃
極
め
て
風
の
悪
い
士
町
で
」云
々
と
語
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、「
殊

に
件
の
邸
に
就
い
て
は
種
々
の
話
が
あ
る
が
却
つ
て
拵
事
じ
み
る
か
ら
い
ふ
ま
い
」
と
い
う
口

吻
は
極
め
て
淡
泊
で
あ
る
。
む
し
ろ
作
品
と
し
て
の
眼
目
は
、
熱
に
浮
か
さ
れ
た
「
私
」
の
夢

と
も
幻
覚
と
も
解
釈
で
き
る
体
験
に
お
け
る
朦
朧
と
し
た
意
識
を
描
写
す
る
迫
真
性
が
持
続
す

る
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
感
覚
的
実
感
（
心
持
）
の
表
象

は
極
め
て
リ
ア
ル
な
強
度
に
満
ち
て
い
る
。

せ
つ
な

く
う

鼻
も
口
も
切
さ
に
堪
へ
ら
れ
ず
、
私
は
綿
を
掻
け
る
が
如
く
手
を
も
が
い
て
空
を
払
ひ

い

き

な
が
ら
呼
吸
も
絶
へ

に
身
を
起
し
て
足
が
立
つ
と
思
は
ず
よ
ろ
め
い
て
向
ふ
の
襖
へ

ぶ
つ
か
つ
た
の
で
あ
る
。

其
ま
ゝ
押
開
け
る
と
襖
は
開
い
た
が
何
と
な
く
た
て
つ
け
に
ね
ば
り
気
が
す
る
や
う
に

た
の
み

へ
や

思
つ
た
、
此
処
で
は
風
が
涼
し
か
ら
う
と
其
を
頼
に
恁
う
し
て
次
の
室
へ
出
た
の
だ
が
矢

張
蒸
暑
い
、
押
冠
さ
つ
た
や
う
で
呼
吸
苦
し
い
。

ひ
ろ
ま

最
う
一
ツ
向
う
の
広
室
へ
行
か
う
と
あ
へ
ぎ

六
畳
敷
を
縦
に
切
つ
て
行
く
の
だ

が
、
瞬
く
内
に
凡
そ
五
百
里
も
歩
行
い
た
や
う
に
感
じ
て
疲
労
し
て
堪
へ
ら
れ
ぬ
。
取
縋

ほ
つ

る
も
の
は
な
い
の
だ
か
ら
部
屋
の
中
央
に
胸
を
抱
い
て
立
ち
な
が
ら
吻
と
呼
吸
を
つ
い

た
。

あ

こ
は
ご
は

ま
あ
、彼
の
恐
し
い
所
か
ら
何
の
位
離
れ
た
ら
う
と
思
つ
て
弱
々
と
振
返
る
と
、も
の
ゝ

ゐ

ま

あ
か
ら
さ
ま

五
尺
と
は
隔
た
ら
ぬ
私
の
居
室
の
敷
居
を
跨
い
で
、
明
々
地
に
薄
紅
の
ぼ
や
け
た
絹
に
搦

か
ら
だ

ま
つ
て
蒼
白
い
女
の
脚
ば
か
り
が
歩
行
い
て
来
た
。
思
は
ず
駈
け
出
し
た
私
の
身
体
は
畳

そ
れ

の
上
を
ぐ
る

ま
は
つ
た
と
思
つ
た
、
其
も
一
ツ
の
広
室
を
夢
中
で
突
切
つ
た
が
、
暗

ゆ
き
ど
こ
ろ

が
り
で
三
尺
の
壁
の
処
へ
突
当
つ
て
行
処
は
な
い
、

こ
こ
で
は
他
者
の
視
線
や
迫
り
来
る
足
音
に
促
さ
れ
て
「
私
の
身
体
」
を
再
発
見
し
て
い
る

が
、
直
後
に
「
女
の
輪
」
を
目
撃
す
る
場
面
で
も
や
は
り
「
私
の
身
体
」
と
そ
こ
に
向
け
ら
れ

こ
は
ね

る
視
線
、「
物
凄
い
声
音
」
が
繰
返
し
書
き
込
ま
れ
て
い
る
２１
。
ま
た
本
作
は
「
三
重
の
襖
」

あ
か
り
ま
ど

と
改
題
さ
れ
て
別
の
媒
体
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
が
、
密
室
の
「
襖
」
や
「
明
窓
の
障
子
」
が

次
の
室
や
中
庭
の
「
泉
水
」
と
い
う
一
種
の
闇
の
空
間
に
対
す
る
想
像
力
を
促
す
装
置
に
も
な

っ
て
い
る
。
邸
の
中
庭
に
あ
る
こ
の
「
泉
水
」
は
そ
も
そ
も
、
こ
の
作
品
空
間
に
お
け
る
想
像

力
の
磁
場
あ
る
い
は
集
約
点
と
し
て
の
ト
ポ
ス
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
持
っ
て
い
た
。

あ
か
り
ま
ど

一
方
は
明
窓
の
障
子
が
は
ま
つ
て
、
其
外
は
畳
二
畳
ば
か
り
の
し
ツ
く
い
叩
の
泉
水
、

金
魚
も
緋
鯉
も
居
る
の
で
は
な
い
、
建
物
で
取
廻
は
し
た
此
の
一
棟
の
其
泉
水
の
あ
る
上

ば
か
り
大
屋
根
が
長
方
形
に
切
開
い
て
あ
る
か
ら
天
水
が
溜
つ
て
居
る
、
雨
落
に
敷
詰
め

こ
い
し

な
め
く
ぢ

た
礫
に
は
苔
が
生
え
て
、
蚰
蜒
が
這
ふ
、
湿
け
て
じ
く

す
る
、
内
の
細
君
が
元
結
を

あ
し
ま
き

こ
ゝ
に
棄
て
る
と
、
三
七
二
十
一
日
に
し
て
化
し
て
足
巻
と
名
づ
け
る
蟷
螂
の
腹
の
寄
生

虫
と
な
る
と
い
ひ
て
塾
生
は
詈
つ
た
、
泉
水
を
囲
ん
だ
三
方
の
羽
目
は
板
が
外
れ
て
壁
が

へ
や
か
ず

あ
ら
は
れ
て
居
た
。
室
数
は
総
体
十
七
も
あ
つ
て
庭
で
取
廻
は
し
た
大
家
だ
け
れ
ど
も
何

ふ
る
や
し
き
す
こ
し

百
年
の
古
邸
些
も
手
が
入
ら
な
い
か
ら
鼠
だ
ら
け
埃
だ
ら
け
草
だ
ら
け
。

本
作
の
怪
談
と
し
て
の
強
度
（
リ
ア
リ
テ
ィ
）
は
、
こ
の
よ
う
な
「
古
邸
」
そ
の
も
の
の
無

気
味
さ
に
も
大
き
く
依
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
様
の
観
点
か
ら
「
妖
怪
年
代
記
」

を
振
り
返
っ
た
と
き
、
や
は
り
そ
れ
も
「
庭
の
竹
藪
」「
不
開
室
」
と
い
っ
た
「
闇
の
ト
ポ
ス
」

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
女

へ
の
折
檻
は
、
裸
体
を
酒
浸
し
に
し
て
草
叢
に
放
置
す
る
「
虫
責
め
」
や
、
首
を
切
ら
れ
逆
さ

吊
り
に
な
っ
た
死
体
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
た
「
血
天
井
」
と
い
っ
た
猟
奇
的
な
描
写
で
満
た
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
強
度
は
「
松
波
私
塾
」
の
怪
異
が
暴
か
れ
て
い
く
ス
ト
ー
リ
ー
や
プ
ロ
ッ
ト

を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
貫
き
、
持
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
海
の
鳴
る
時
」
で
、「
幽

霊
が
に
ん
に
く
を
食
つ
た
と
い
ふ
風
で
口
の
臭
い
」
按
摩
の
玄
達
が
養
女
お
絹
に
客
を
取
ら
せ

る
た
め
に
股
を
探
り
、
口
を
塞
ぎ
、
息
を
吹
き
込
む
と
い
う
醜
悪
極
ま
る
猥
雑
描
写
に
も
通
ず

ば
け
も
の

る
も
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
「
妖
怪
」
の
実
在
性
に
対
す
る
懐
疑
的
な
姿
勢
よ
り
む

し
ろ
、
こ
う
し
た
「
部
分
」
や
「
細
部
」
へ
の
執
拗
な
視
線
に
こ
そ
テ
ク
ス
ト
の
特
質
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
の
で
あ
る
。

な
お
両
作
品
に
共
通
し
て
繰
返
さ
れ
る
「
姿
な
き
声
の
怪
」
と
い
う
点
も
見
逃
す
こ
と
は
で

『鏡花小品』論 ――脱ジャンル的テクストの様式――
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き
な
い
。
鏡
花
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る「
声
」も
ま
た
、
応
々
に
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
や
プ
ロ
ッ
ト
、

意
味
の
再
現
と
い
っ
た
次
元
を
越
え
て
無
気
味
に
響
き
続
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味

で
も
鏡
花
的
な
怪
談
の
核
は
、
そ
の
実
在
性
よ
り
も
突
出
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
強
度
に
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

先
に
、
鏡
花
の
怪
談
的
小
品
に
お
け
る
怪
異
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
滑
稽
さ
と
の
落
差
に
よ
っ
て

減
ず
る
訳
で
は
な
い
と
述
べ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
点
に
よ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は

「
白
鬼
女
物
語
」
と
い
う
初
期
習
作
が
様
々
な
�
路
を
経
て
「
高
野
聖
」（
明
治
３３
・
２
）
の

成
熟
に
向
け
て
洗
練
さ
れ
て
ゆ
く
際
に
不
可
欠
だ
っ
た
「
語
り
の
場
」
に
お
け
る
「
話
芸
」
に

も
通
ず
る
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
見
方
は
、
怪
異
と
い
う
視
点
を
離
れ
て
み
て
も
有
効
で

あ
り
、
た
と
え
ば
『
鏡
花
小
品
』
の
な
か
の
紀
行
文
に
も
同
じ
よ
う
な
構
造
が
認
め
ら
れ
る
。

「
道
中
一
枚
絵
」
と
「
友
白
髪
」
は
、
鏡
花
の
愛
読
し
た
『
膝
栗
毛
』
に
登
場
す
る
弥
次
郎
兵

衛
・
喜
多
八
の
繰
り
広
げ
る
珍
道
中
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
が
、
石
崎
等
は
「
旅
に
出
る
と
弥

次
・
北
的
な
笑
い
の
領
域
に
固
執
し
て
し
ま
う
心
的
な
傾
向
」
に
つ
い
て
「〈
膝
栗
毛
〉
説
話

と
も
い
う
べ
き
こ
う
い
う
〈
紀
行
〉
の
記
述
の
在
り
方
が
、
鏡
花
の
本
質
と
は
と
う
て
い
考
え

ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
特
に
巻
頭
に
置
か
れ
た
前
者
な
ど
、
義
父
の
介
抱
を

続
け
る
未
亡
人
（
友
人
の
細
君
）
を
称
え
つ
つ
、
新
年
の
富
士
山
を
鑽
仰
す
る
と
い
う
一
種
厳

か
で
崇
高
な
側
面
も
ち
あ
わ
せ
て
お
り
、
実
は
「
鏡
花
の
本
質
」
か
ら
そ
う
遠
い
も
の
で
は
な

い
の
で
は
な
い
か
。
な
お
こ
れ
ら
は
鏡
花
自
身
が
明
治
三
十
四
〜
三
十
五
年
に
か
け
て
行
っ
た

叔
父
・
松
本
金
太
郎
（
宝
生
流
能
楽
師
）
と
の
箱
根
年
越
旅
行
に
基
づ
く
が
、「
友
白
髪
」
に

お
い
て
東
海
道
線
の
車
中
で
出
遭
う
友
人
（
新
婚
の
学
士
）
は
、
鏡
花
と
親
交
の
あ
っ
た
柳
田

国
男
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
実
際
に
二
人
が
遭
遇
し
て
い
た
こ
と
も
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
２２
。
他
に
も
こ
の
と
き
の
実
体
験
を
作
品
化
し
た
も
の
は
多
く
、『
膝
栗

毛
』を
模
し
た
滑
稽
で
め
で
た
い
道
中
の
明
る
い
趣
向
は
怪
談
の
暗
さ
と
は
対
照
的
だ
が
、「
歌

行
燈
」（
明
治
４３
・
１
）
や
「
眉
か
く
し
の
霊
」（
大
正
１３
・
５
）
の
冒
頭
部
な
ど
に
も
繰
り
返

し
導
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鏡
花
の
偏
愛
し
て
止
ま
な
い
方
法
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
趣
向
に

よ
っ
て
「
歌
行
燈
」
の
讃
美
す
る
能
役
者
た
ち
の
芸
の
崇
高
さ
や
女
主
人
公
の
折
檻
の
場
面
の

生
々
し
さ
、「
眉
か
く
し
の
霊
」
の
末
尾
に
到
来
す
る
幽
霊
と
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
恐
怖
と

い
っ
た
作
品
の
核
心
部
分
が
相
対
的
に
際
立
て
ら
れ
こ
そ
す
れ
、
決
し
て
弱
め
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
け
る
道
化
じ
み
た
会
話
文
と
紀
行
文
の
荘
厳
な
叙
景
、
ま
た
美

化
さ
れ
る
人
情
話
と
の
落
差
に
つ
い
て
は
、
節
を
改
め
て
後
述
す
る
。

三

イ
メ
ー
ジ
と
ト
ポ
ス
―
―
『
鏡
花
小
品
』
の
問
題
点
（
２
）

前
節
に
見
た
「
怪
談
女
の
輪
」
に
お
け
る
少
年
の
幻
想
に
つ
い
て
、
菅
原
孝
雄
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
環
（
輪
）
の
形
態
に
鏡
花
が
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
鏡
花
の
精
神
の
出
来

事
に
戻
し
て
み
れ
ば
、
す
で
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
ま
ず
第
一
段
階
と
し
て
自
己
喪

失
、
忘
我
自
失
の
恐
怖
と
言
え
よ
う
。
子
供
達
で
作
ら
れ
た
お
さ
な
遊
び
の
環
は
次
第
に

夕
暮
れ
の
さ
中
で
一
切
の
形
を
朧
ろ
に
し
、
歌
声
も
遠
の
い
て
奇
怪
な
気
持
に
さ
せ
て
く

る
、
そ
し
て
自
分
が
今
ど
こ
に
居
る
の
か
判
ら
な
く
な
り
、
自
己
の
実
体
が
喪
失
さ
れ
た

よ
う
に
身
体
が
浮
き
上
っ
て
く
る
。（
中
略
）
揺
れ
動
き
得
体
の
知
れ
な
く
な
る
環
の
中

に
じ
っ
と
坐
り
込
ん
で
い
る
と
自
分
の
存
在
が
怪
し
く
な
り
、
自
己
を
喪
失
し
て
し
ま

う
、
そ
の
不
思
議
な
経
験
は
環
の
中
に
は
何
か
我
を
失
な
わ
せ
て
堪
え
ら
れ
な
く
す
る
世

界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
。
お
さ
な
遊
び
に
よ
っ
て
体
験
し
た
忘
我
自
失
の
激
し
い
恐

怖
感
は
鏡
花
の
内
奥
深
く
に
鏡
花
の
世
界
の
一
端
を
見
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
２３
。

「
私
」
の
意
識
を
朦
朧
と
さ
せ
、
夢
幻
的
な
映
像
を
も
た
ら
す
も
の
は
、
教
師
に
隠
れ
て
「
小

さ
む
け

説
」
を
読
み
耽
る
少
年
の
性
格
や
「
熱
が
出
て
悪
寒
が
し
た
」
と
い
う
偶
発
的
な
条
件
と
い
う

よ
り
は
、
確
か
に
菅
原
が
述
べ
る
よ
う
に
「
環
」
そ
の
も
の
の
も
つ
魔
術
的
な
作
用
な
の
だ
と

い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
作
品
の
幻
想
性
（
怪
異
）
は
ス
ト
ー
リ
ー
や
プ
ロ

ッ
ト
に
よ
る
の
で
な
く
、
特
定
の
モ
チ
ー
フ
が
も
つ
中
心
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
顕
現
す

る
、
い
わ
ば
詩
的
な
効
果
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
森
や
藪
、

叢
や
池
水
、
襖
に
隔
て
ら
れ
た
隣
室
な
ど
、
闇
に
包
ま
れ
て
作
中
の
想
像
力
を
結
節
す
る
場（
ト

ポ
ス
）
が
担
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
特
質
は
、『
鏡
花
小
品
』
に
お

い
て
は
怪
談
的
な
構
成
や
趣
向
を
持
つ
も
の
の
み
に
該
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
蛇
く
ひ
」
は
、
草
稿
に
尾
崎
紅
葉
の
添
削
の
跡
が
夥
し
く
、
句
読
点
や
鉤
括
弧
を
用
い
て

い
な
い
点
な
ど
か
ら
、
処
女
作
「
冠
弥
左
衛
門
」（
明
治
２５
・
１０
・
１
〜
１１
・
２０
）
以
前
に
書

か
れ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
２４
。
草
稿
末
尾
に
は
紅
葉
の
筆
で
「
立
案
凡
な
ら
ず
、
文

章
亦
老
手
の
ご
と
し
。
小
蛇
已
に
竜
気
の
顕
然
た
る
も
の
あ
る
に
似
た
り
。
予
数
年
諸
子
の
小

説
を
閲
す
、
未
だ
曽
て
如
斯
き
を
見
ず
。
子
は
そ
れ
我
掌
中
の
珠
か
、
乞
ふ
自
重
せ
よ
。」
と

野 口 哲 也

―２４８―



い
う
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
お
り
、
入
門
当
初
の
鏡
花
に
対
す
る
期
待
の
程
を
窺
わ
せ
る
。
乞

食
集
団
「
応
」
の
出
没
す
る
北
陸
市
街
を
舞
台
と
し
て
、
施
し
を
拒
む
家
に
は
蛇
を
食
い
ち
ぎ

っ
て
吐
き
散
ら
す
と
い
う
報
復
が
加
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
紅
葉
も
注
目
し
て
い
た
よ
う
に
、
何

と
言
っ
て
も
本
作
の
強
烈
な
印
象
は
「
応
」
の
繰
り
広
げ
る
グ
ロ
テ
ス
ク
な
悪
食
の
場
面
で
あ

る
。

ゆ
で
た
て

く
ち
な
は

最
も
饗
膳
な
り
と
て
珍
重
す
る
は
、
長
虫
の
茹
初
な
り
、
蛇
の
料
理
塩
梅
を
潜
か
に
見

た
る
人
の
語
り
け
る
は
、（
応
）
が
常
住
の
居
所
な
る
、
屋
根
の
な
き
褥
な
き
郷
屋
敷
田

あ
か
ゞ
ね

畝
の
真
中
に
、
鋼
に
て
鋳
た
る
鼎
（
に
類
す
）
を
据
ゑ
、
先
づ
河
水
を
汲
み
入
る
ゝ
こ
と

う
つ
ろ

八
分
目
余
、用
意
了
れ
ば
直
ち
に
走
り
て
、一
本
榎
の
洞
よ
り
数
十
条
の
蛇
を
捕
へ
来
り
、

ひ
し

た
い
せ
き

ふ
す

投
込
む
と
同
時
に
目
の
緻
密
な
る
笊
を
蓋
ひ
、
上
に
は
犇
と
大
石
を
置
き
、
枯
草
を
燻
べ

ば
つ
ば
つ

の
た
う
ち

て
、
下
よ
り
爆
々
と
火
を
焚
け
ば
、
長
虫
は
苦
悶
に
堪
へ
ず
蜿
転
廻
り
、
遁
れ
出
で
ん
と

か
し
ら

吐
き
出
す
纎
舌
炎
よ
り
紅
く
、
笊
の
目
よ
り
突
出
す
頭
を
握
り
ち
て
ぐ
ツ
と
引
け
ば
、
骨

し
か
ば
ね
か
た
へ

う
ち

は
頭
に
附
き
た
る
ま
ゝ
、
外
へ
抜
出
づ
る
を
棄
て
ゝ
、
屍
傍
に
堆
く
、
湯
の
中
に
煮
え
た

よ

だ

る
肉
を
む
し
や
む
し
や
喰
へ
る
様
は
、
身
の
毛
も
慄
悚
つ
ば
か
り
な
り
と
。

こ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
描
写
の
喚
起
す
る
生
理
的
嫌
悪
感
の
強
度
は
、
既
に
述
べ
た
こ
と
と
の

関
連
で
言
え
ば
「
妖
怪
年
代
記
」
に
お
け
る
酸
鼻
な
折
檻
と
処
罰
の
場
面
の
再
現
や
「
怪
談
女

の
輪
」
に
お
け
る
「
環
」
の
鮮
烈
な
恐
怖
と
崩
壊
し
て
ゆ
く
身
体
感
覚
、「
海
の
鳴
る
時
」
に

お
け
る
盲
人
の
猥
褻
さ
に
匹
敵
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
容
赦
な
い
悪
行
に
よ
っ
て
「
郷
屋
敷

田
畝
は
市�

民�

の
た
め
に
天
工
の
公�

園�

な
れ
ど
も
、
隠
然
（
応
）
が
支
配
す
る
所
」
と
な
っ
て
し

ま
う
が
、「
法�

も
未
だ
一
個
人
の
食
物
に
干
渉
せ
ざ
る
以
上
は
、
警�

吏�

も
施
す
べ
き
手
段
な
き

を
如
何
せ
む
」
と
い
う
よ
う
に
（
傍
点
引
用
者
）、
異
形
の
も
の
の
跳
梁
跋
扈
す
る
姿
が
公
権

力
や
公
共
性
に
明
確
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
構
図
に
つ
い
て
東
郷
克

美
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
こ
の
後
「
冠
弥
左
衛
門
」「
貧
民
倶
楽
部
」
と
続
く
窮
民
一
揆
の
モ
チ
ー

フ
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
「
貧
民
倶
楽
部
」
と
の
関
連
が
深
い
。
初
期
の
鏡
花
は
、
こ
の

よ
う
に
群
行
す
る
異
形
の
集
団
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
繰
返
し
書
い
た
。（
中
略
）
鏡
花
は
グ

ロ
テ
ス
ク
な
も
の
を
好
ん
で
描
い
た
が
、
Ｗ
・
カ
イ
ザ
ー
は
「
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
は
疎

外
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。「
応
」
の
団
体
の
悪
食
は
、
ま
さ
に
「
疎
外

さ
れ
た
世
界
」
の
表
象
で
あ
り
、
反
秩
序
・
反
文
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら

よ
び
お
こ

が
日
常
的
世
界
の
住
人
に
「
言
語
に
断
え
た
る
不
快
嫌
悪
の
情
を
喚
起
」
さ
せ
る
の
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の
秩
序
感
覚
が
脅
か
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
「
蛇
」
が
鏡
花
的

オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
示
す
動
物
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
鏡
花
は
、
蛇
を

恐
れ
つ
つ
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
深
く
執
着
し
た
２５
。

本
文
中
「
怪
物
」
と
も
記
さ
れ
る
こ
の
集
団
の
反
秩
序
・
反
制
度
的
な
異
形
性
は
、
た
と
え

ば
野
口
武
彦
が
鏡
花
の
戯
曲
を
中
心
に
類
型
化
し
た
よ
う
な
「
俗
界
」
と
「
異
界
」、「
現
世
」

と
「
別
世
界
」
が
並
行
し
、
対
立
し
、
と
き
に
交
錯
す
る
よ
う
な
世
界
観
の
構
図
を
想
起
さ
せ

も
す
る
２６
。
習
作
的
な
小
品
「
蛇
く
ひ
」
は
、
確
か
に
そ
の
構
想
を
拡
げ
て
い
っ
た
先
に
は
東

郷
の
指
摘
す
る
よ
う
な
「
冠
弥
左
衛
門
」
や
「
貧
民
倶
楽
部
」（
明
治
２８
・
７
・
１２
〜
９
・
６

か
）、
さ
ら
に
は
「
風
流
線
」（
明
治
３６
・
１０
・
２４
〜
３７
・
３
・
１２
）「
続
風
流
線
」（
明
治
３７
・

５
・
２９
〜
１０
・
５
）
に
描
か
れ
る
悪
党
の
美
学
（
美
徳
）
と
も
言
う
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
も
連

な
り
な
が
ら
、
野
口
の
注
目
す
る
よ
う
な
戯
曲
「
夜
叉
ヶ
池
」（
大
正
２
・
３
）「
天
守
物
語
」

（
大
正
６
・
９
）「
山
吹
」（
大
正
１２
・
６
）
等
の
世
界
観
に
通
ず
る
構
図
を
認
め
う
る
の
で
あ

る
が
、
作
品
の
特
質
と
し
て
は
や
は
り
「
応
」
の
無
気
味
な
形
象
そ
の
も
の
に
主
眼
が
あ
る
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
こ
で
も
や
は
り
「
応
」
の
無
気
味
な
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
「
声
」
に
も
象
徴
さ
れ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
「
応
」
と
い
う
呼
称
が
彼
ら
の
「
お
う
お
う
」
と
い
う
呻
き
声
に
由
来
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
集
合
離
散
を
促
す
合
言
葉
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
、「
お
月
様
幾
つ
」

と
唱
和
さ
れ
る
童
話
で
あ
る
。
こ
の
唄
声
は
「
応
」
ら
に
と
ど
ま
ら
ず
、
子
ど
も
た
ち
の
間
で

の
流
行
に
も
発
展
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
応
」
の
到
来
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
市

民
に
忌
避
さ
れ
る
。「
古
老
は
眉
を
顰
め
、
壮
者
は
腕
を
扼
し
」
て
小
言
を
言
い
、「
父
母
姉
兄

だ
ま

す
か

が
誑
し
つ
、
賺
し
つ
、
制
す
れ
ど
も
、
頑
と
し
て
少
し
も
聴
か
ざ
り
き
」
と
い
う
子
ど
も
た
ち

ま
め
ひ
ら
を

の
唄
声
は
、「
鬼
の
来
ぬ
間
に
拾
豆
乎
」
か
ら
「
屋
敷
田
畝
に
光
る
物
ア
何
ぢ
や
」
と
自
在
に

そ
の
形
を
変
え
て
響
き
続
け
る
。
末
尾
に「
無
意
無
心
な
る
幼
童
は
天
使
な
り
と
か
や
」「（
応
）

の
巨
魁
が
出
現
の
機
熟
し
て
、天
公
其
使
者
の
口
を
藉
り
て
、予
め
引
を
な
す
も
の
な
ら
む
か
」

と
終
末
（
カ
タ
ル
シ
ス
）
を
予
感
す
る
語
り
は
、
制
御
不
能
な
子
ど
も
た
ち
の
唄
声
に
、
不
可

視
の
超
越
的
世
界
と
の
通
路
を
明
ら
か
に
見
定
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
草
迷
宮
』
で
も
子
ど

も
た
ち
の
仮
装
行
列
と
そ
の
唄
声
が
魔
に
通
じ
る
無
気
味
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
や
は

り
本
作
で
も
唄
声
の
重
層
性
が
世
界
の
重
層
性
に
対
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

『鏡花小品』論 ――脱ジャンル的テクストの様式――
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『
鏡
花
小
品
』
の
末
尾
に
置
か
れ
た
「
波
か
し
ら
」
も
や
は
り
、
特
定
の
モ
チ
ー
フ
の
喚
起

す
る
イ
メ
ー
ジ
自
体
が
展
開
を
牽
引
し
て
ゆ
く
詩
的
な
小
品
で
あ
る
。
芸
者
上
が
り
で
今
は
大

家
の
奥
様
と
な
っ
た
お
関
は
湯
帰
り
、
ひ
ど
い
霙
に
凍
え
る
少
年（
菊
次
）を
送
っ
て
い
く
と
、

そ
の
兄
は
彼
女
の
思
い
人
（
三
枝
菊
蔵
）
で
あ
る
。
鞴
祭
り
の
準
備
さ
え
満
足
に
で
き
な
い
困

窮
を
知
っ
た
お
関
が
愛
宕
の
頂
に
向
か
っ
て
拝
む
と
、
小
川
の
波
が
逆
立
っ
て
め
で
た
く
鮭
が

運
ば
れ
て
く
る
。
結
末
に
至
る
展
開
は
あ
ま
り
に
唐
突
で
あ
る
し
、
そ
の
前
後
に
二
人
が
叶
わ

ぬ
恋
の
思
い
を
胸
中
に
秘
め
る
箇
所
も
、極
め
て
芝
居
が
か
っ
た
会
話
が
初
期
の
観
念
小
説「
外

科
室
」（
明
治
２８
・
６
）
を
思
わ
せ
も
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
の
構
成
は
類
型
的

の
謗
り
を
免
れ
な
い
。
研
究
史
で
も
こ
の
小
品
に
対
す
る
言
及
は
殆
ど
な
い
も
の
の
、
天
沢
退

二
郎
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
冒
頭
シ
ー
ン
で
く
り
か
え
し
強
調
し
て
私
た
ち
を
鳥
肌
立
た
せ
る
〈
寒
さ
〉
は
、
こ

の
箇
所
を
作
品
の
冒
頭
部
た
ら
し
め
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
作
品
を
泉
鏡
花
に
お

け
る
〈
書
く
こ
と
の
は
じ
ま
り
〉
の
露
頭
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
う

し
て
、
あ
の
寒
さ
の
瀰
漫
か
ら
は
じ
ま
っ
た〈
書
く
こ
と
〉の
ア
ウ
ラ
は
、
語
り
の
増
水
、

そ
の
水
位
の
、
い
ち
め
ん
を
お
お
い
つ
く
す
ま
で
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
真
の

〈
は
じ
ま
り
〉
の
始
点
へ
と
た
ど
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
お
関
と
菊
蔵
と
の
過

去
の
関
係
も
、
今
後
の
な
り
ゆ
き
も
、
物
語
と
し
て
は
不
分
な
ま
ま
、
中
途
半
端
で
終
っ

て
い
る
く
せ
に
、
こ
の
短
篇
が
そ
な
え
て
離
さ
ぬ
本
質
的
性
格
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
２７
。

天
沢
は
「
生
理
的
な
〈
寒
さ
〉
と
、
書
く
こ
と
の
は
じ
ま
り
に
お
け
る
存
在
論
的
な
〈
寒
さ
〉

と
が
、
幼
少
年
期
の
本
質
追
究
に
お
い
て
、
す
る
ど
く
照
応
し
あ
う
た
め
に
必
死
の
条
件
を
み

ち
び
い
て
い
る
」
と
し
て
、〈
寒
さ
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
家
論
的
な
文
脈
で
極
め
て
特
権
的
に

取
り
出
し
て
見
せ
て
い
る
。
天
沢
が
「
語
り
の
増
水
、
そ
の
水
位
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
鏡

エ
ク
リ
チ
ユ
ー
ル

花
を
「
書
く
こ
と
」
に
駆
り
立
て
る
〈
寒
さ
〉
の
モ
チ
ー
フ
は
〈
水
〉
に
関
わ
る
も
の
の
数
々

で
あ
る
２８
。
確
か
に
、
本
作
の
見
所
は
お
よ
そ
洗
練
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
ス
ト
ー
リ
ー

展
開
や
鍛
冶
職
人
の
江
戸
っ
子
的
な
意
地
と
啖
呵
に
で
は
な
く
、
霙
・
雫
�
�
時
雨
・
霰
�
�

鬼
川
の
水
・
波
�
�
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
洪
水
と
い
う
よ
う
に
、
次
第
に
充
溢
・
氾
濫
し
て
カ

タ
ル
シ
ス
を
も
た
ら
す
〈
水
〉
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
な
り
に
他
な
ら
な
い
。
映
像
的
な
構
図
と
し

て
は
、〈
寒
さ
〉
と
〈
水
〉
の
中
、
川
縁
の
土
塀
の
細
道
を
傘
さ
し
て
ゆ
く
女
（
お
関
と
お
三
）

の
姿
も
繰
り
返
し
描
か
れ
て
印
象
的
で
あ
る
が
、
二
人
は
偶
然
に
こ
の
土
塀
に
落
書
き
さ
れ
た

「
相
合
傘
」
を
目
に
し
て
立
ち
止
ま
る
。

「
何
の
他
愛
の
な
い
こ
と
を
お
つ
し
や
る
や
ら
。」
と
余
の
こ
と
に
三
も
笑
ひ
な
が
ら
、

づ
ツ
と
寄
つ
て
、
土
塀
に
提
灯
を
さ
し
つ
け
た
、
影
は
消
え
て
、
前
後
十
町
人
な
き
処
、

灯
を
包
ん
だ
後
姿
、
は
つ
き
り
と
二
つ
立
つ
た
り
。

「
何
、
お
せ
き
。」
と
読
み
か
け
て
、
た
め
て
見
て
、
差
覗
き
。

お
ん
な
じ

「
丁
寧
に
釘
か
何
か
で
刻
ん
で
描
い
た
よ
、
お
せ
き
が
、
厭
だ
、
同
一
名
だ
よ
。」

あ
ち
ら

「
あ
ら
、
彼
処
は
そ
れ
ぢ
や
あ
、
旦
那
様
の
お
名
前
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。」

じ
や
う
だ
ん

「
戯
談
を
お
言
ひ
な
、
小
児
同
志
の
い
た
づ
ら
だ
よ
。」
と
い
ひ
消
し
た
が
、
も
の
ず
き

は
猶
止
ま
ず
、
同
一
名
の
相
逢
傘
、
男
の
名
を
見
よ
う
と
す
る
と
、
僅
の
間
も
降
り
し
き

お
も
て

つ
て
、
面
に
、
壁
に
、
霙
が
さ
ら

、
お
関
は
も
ど
か
し
さ
う
に
、
手
に
持
つ
た
白
地

の
濡
手
拭
を
ひ
ら
り
と
ほ
ぐ
し
て
ひ
ら

と
、
土
塀
に
対
し
て
雫
を
払
つ
た
。

「
お
ゝ
三
枝
。」

さ
が

三
枝
と
一
声
高
く
読
ん
で
、
銀
杏
歯
の
足
駄
を
ざ
ツ
く
と
一
足
、
あ
と
へ
退
つ
て
、
じ

つ
と
瞳
を
定
め
た
の
で
あ
る
。

（
第
四
）

作
品
全
編
を
一
貫
し
て
統
括
す
る
〈
水
〉
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
、
土
塀
の
前
に
佇
む
二
人
の
後

ろ
姿
は
、「
相
逢
傘
」
の
落
書
き
に
重
な
り
合
う
。
お
関
と
菊
蔵
が
現
実
に
結
ば
れ
る
こ
と
は

な
い
が
、
そ
の
叶
わ
ぬ
恋
を
昇
華
す
る
論
理
は
、「
外
科
室
」
の
観
念
的
な
天
上
性
と
は
異
な

る
所
に
あ
る
。
お
関
が
菊
次
に
「
自
分
ぢ
や
あ
何
も
知
ら
な
い
け
れ
ど
、
姉
さ
ん
は
も
う
本
当

の
姉
さ
ん
の
や
う
に
思
ふ
よ
」（
第
六
）
と
言
い
聞
か
せ
、
そ
れ
に
応
じ
て
菊
地
も
兄
に
「
余

ち
や
ん

所
の
叔
母
さ
ん
」
が
「
整
然
と
今
夜
姉
さ
ん
に
な
つ
た
ん
だ
よ
」（
第
八
）
と
告
げ
る
展
開
は
、

ひ
と
え
に
こ
の
土
塀
に
書
き
付
け
ら
れ
た
「
相
逢
傘
」
の
刻
印
に
示
さ
れ
る
論
理
と
し
て
了
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
実
的
な
因
果
関
係
で
は
な
く
、
言
葉
（
記
号
）
や
イ
メ
ー
ジ
の
支
配
す

る
論
理
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、『
鏡
花
小
品
』
中
の
「
千
鳥
川
」
も
問
題
を
同
じ
く
す
る
。

茶
屋
で
語
ら
れ
る
か
つ
て
の
心
中
事
件
の
あ
っ
た
近
く
の
茶
屋
で
、
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
に

過
ぎ
な
い
「
学
生
」
と
「
令
嬢
」
が
、
恰
も
そ
の
ま
ま
心
中
を
反
復
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う

な
結
末
の
導
き
方
は
、
や
は
り
唐
突
に
過
ぎ
て
読
者
を
戸
惑
わ
せ
も
す
る
が
、
渡
部
直
己
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

野 口 哲 也
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登
場
人
物
の
「
心
理
」
と
い
っ
た
観
点
に
た
よ
っ
て
読
む
か
ぎ
り
、
筋
立
て
の
奇
矯
さ
は

い
か
に
し
て
も
覆
い
が
た
い
。（
中
略
）
彼
は
つ
ま
り
、
全
く
別
様
の
機
縁
に
従
っ
て
、

こ
の
不�

自�

然�

な�

応
諾
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
要
は
そ
こ
に
在
る
。
／
心
中
語

が
語
ら
れ
る
場
所
に
同
じ
年
格
好
の
男
女
が
い
る
。
―
実
は
こ
れ
だ
け
で
す�

で�

に�

十
分

で
は
な
い
の
か
？

鏡
花
の
筆
致
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
う
し
た
趨
勢
に
反
応
す
る
よ
う
に

み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
紙
の
上
で
互
い
に
並�

び�

あ�

う�

こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
自
体
が
あ
る

過
剰
な
親
密
さ
の
動
機
と
な
り
う
る
こ
と
。
ふ
た
り
が
も
し
、
か
た
わ
ら
に
語
り
だ
さ
れ

た
心
中
譚
を
ま
る
で
な
ぞ
ろ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
方
が
逆
に
「
不
自

然
」
で
は
あ
る
ま
い
か
。『
千
鳥
川
』
を
単
な
る
失
敗
作
と
断
ず
る
の
は
い
か
に
も
た
や

す
い
が
、
紙
の
上
に
並
び
あ
っ
た
も
の
ど
う
し
が
即
座
に
浸
り
あ
う
、
一
種
き
わ
め
て
倒

錯
的
な
こ
の
親
密
さ
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
思
い
の
ほ
か
容
易
で
は
な
い
は
ず
だ

し
、
実
際
、
鏡
花
の
さ
ま
ざ
ま
な
奇
矯
さ
は
、
こ
う
し
た
消
息
に
比
類
な
く
過
敏
で
あ
っ

た
点
に
由
来
す
る
と
さ
え
継
ぎ
う
る
の
だ
。（
傍
点
原
文
）２９

鏡
花
の
逸
話
の
幾
つ
か
に
よ
れ
ば
、
彼
は
意
味
を
再
現
す
る
透
明
な
媒
体
と
し
て
で
は
な

く
、
そ
れ
自
体
が
言
霊
的
な
実
体
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
言
葉
や
文
字
に
接
し
て
い
た
ら
し
い

こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
作
品
の
レ
ベ
ル
で
は
た
と
え
ば
「
朱
日
記
」（
明
治
４４
・
１
）

に
お
い
て
、「
赤
」
や
「
朱
」
と
い
っ
た
〈
火
〉
の
イ
メ
ー
ジ
あ
る
い
は
記
号
が
実
際
に
火
事

や
火
傷
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
極
め
て
自
在
な
テ
ク
ス
ト
的
論
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ

と
も
想
起
さ
れ
る
。「
余
所
の
叔
母
さ
ん
」
が
「
本
当
の
お
姉
さ
ん
」
に
な
る
、
す
な
わ
ち
叶

わ
ぬ
恋
が
現
実
の
柵
を
超
え
た
次
元
に
昇
華
さ
れ
る
展
開
は
一
見
あ
ま
り
に
恣
意
的
だ
が
、
そ

れ
は
因
果
関
係
や
現
実
的
な
合
理
性
に
密
着
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
や
プ
ロ
ッ
ト
を
凌
駕
す
る
、
突

出
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
自
律
的
に
連
鎖
し
て
ゆ
く
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
有
機
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。四

文
体
・
話
体
の
葛
藤
―
―
『
鏡
花
小
品
』
の
問
題
点
（
３
）

前
節
で
触
れ
た
「
千
鳥
川
」
は
、
新
聞
で
も
報
じ
ら
れ
た
心
中
騒
ぎ
を
め
ぐ
っ
て
茶
屋
の
女

房
と
学
生
客
の
あ
い
だ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
問
答
に
よ
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
し
て
ゆ
く
。

男
を
道
連
れ
に
し
た
女
を
こ
き
下
ろ
し
、
床
几
に
塩
ま
で
振
る
女
房
と
、
あ
く
ま
で
も
心
中
を

擁
護
し
た
い
学
生
と
の
対
立
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
川
島
み
ど
り
は
「
こ
の
テ
ク
ス
ト

は
、
互
い
に
互
い
の
言
葉
を
否
定
し
あ
う
言
説
の
連
鎖
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
否
定
が
否

定
を
生
む
対
話
の
場
に
お
い
て
は
、
互
い
に
相
手
を
納
得
さ
せ
よ
う
、
自
分
の
主
張
を
押
し
通

そ
う
と
い
う
語
り
の
拮
抗
が
生
じ
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

新
聞
の
「
嘘
」
を
暴
く
姿
は
、
メ
デ
ィ
ア
競
合
時
代
の
他
紙
攻
撃
的
な
功
利
姿
勢
と
重
ね

合
わ
せ
ら
れ
、〈
悪
女
伝
〉
の
創
造
は
、
ま
さ
に
明
治
期
の
新
聞
が
売
り
物
と
し
た
続
き

物
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
女
房
の
欲
望
の
露
呈
が
、
語
り
手
と
学
生
の
共
謀
関

係
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
学
生
の
欲
望
の
隠
蔽
は
、
同
時
に
語
り
手
の
欲
望
の
隠
蔽

に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
語
り
手
も
ま
た
学
生
と
同
質
の
物
語
化
の
欲
望
を
有
し
て
い
る
の

だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
語
り
手
は
、
女
の
内
面
を
必
要
と
は
し
な
い
。（
中
略
）「
千
鳥
川
」

は
、
新
聞
と
い
う
当
時
も
っ
と
も
身
近
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
物
語
を
欲
望
す
る
身
振
り

を
身
に
つ
け
た
複
数
の
人
物
に
よ
る
語
り
の
拮
抗
を
提
示
し
つ
つ
、
物
語
の
欲
望
が
、
女

の
個
の
物
語
を
覆
い
尽
く
し
て
い
く
様
が
描
か
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
３０
。

川
島
は
、
女
房
の
創
造
し
よ
う
と
す
る
〈
悪
女
伝
〉
と
同
様
に
、
学
生
も
〈
心
中
譚
〉
を
美

化
し
て
紡
ご
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
が
、
確
か
に
男
女
の
心
中
と
い
う
一
つ
の
事
件
を
め

ぐ
っ
て
否
定
的
な
応
報
が
繰
り
返
さ
れ
る
中
で
、
心
中
死
し
た
女
の
内
面
は
、
い
わ
ば
遠
近
法

的
な
中
心
と
し
て
不
可
視
の
彼
方
に
消
失
し
て
ゆ
く
。
川
島
の
把
握
の
要
諦
は
〈
悪
女
伝
〉
の

物
語
を
志
向
す
る
女
房
と
学
生
の
〈
心
中
譚
〉
の
物
語
を
志
向
す
る
学
生
と
い
う
二
様
の
言
説

の
対
立
・
相
克
と
い
う
こ
と
に
あ
る
が
、
私
見
で
は
「
千
鳥
川
」
と
い
う
小
品
テ
ク
ス
ト
が
持

つ
あ
る
種
の
緊
張
感
は
、
川
島
の
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
物
語
言
説
の
次
元
で
の
対
立
に
限
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、『
鏡
花
小
品
』
所
収
の
他
作
品
の
本
文
も
視
野
に
入
れ
た
場
合
、
異
な

る
文
体
や
話
体
の
相
克
と
い
っ
た
文
章
表
現
上
の
問
題
と
し
て
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。テ

ク
ス
ト
は
そ
の
初
出
題
（「
新
名
所
」）
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
紀
行
文
と
し
て
の
性
格

も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
が
、
冒
頭
の
学
生
の
せ
り
ふ
も
そ
れ
に
対
応
し
て
「
何
だ
か
気
の
毒
ら

し
く
つ
て
、
好
い
景
色
だ
と
も
言
へ
な
い
や
う
な
気
が
す
る
な
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

学
生
と
茶
屋
の
女
房
の
対
立
は
ま
ず
、
心
中
が
あ
っ
た
の
が
「
鱗
岩
」
な
る
名
勝
だ
と
す
る
新

聞
報
道
は
嘘
で
、
実
は
「
千
鳥
川
の
川
下
」
へ
の
身
投
げ
だ
っ
た
と
い
う
点
に
始
ま
る
。
こ
の

後
、
女
房
の
言
い
分
に
反
し
て
学
生
は「
嘘
で
も
い
ゝ
、
追
善
菩
提
の
た
め
、
飽
ま
で
誉
め
ろ
」

『鏡花小品』論 ――脱ジャンル的テクストの様式――
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「
場
所
も
如
何
に
も
、
鱗
岩
で
、
然
も
月
夜
だ
つ
た
と
い
へ
」と
啖
呵
を
切
る
ま
で
に
至
る
が
、

ま
ず
こ
の
「
鱗
岩
」
は
「
御
覧
な
さ
い
ま
し
、
彼
の
通
り
」
と
促
す
女
房
の
声
に
続
い
て
次
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

う
つ
む
く

立
つ
て
居
て
伸
上
る
、
女
房
の
目
に
は
望
む
べ
く
、
胡
座
で
居
て
、
俯
向
学
生
の
目
に

み
を
ろ

は
瞰
す
べ
く
、
島
山
の
根
を
ざ
ら

と
噛
ん
で
、
恰
も
霜
柱
の
崩
れ
る
や
う
な
、
浪
打

際
を
稍
離
れ
た
辺
、
五
尺
海
面
を
抜
い
て
五
十
畳
数
敷
ば
か
り
の
一
座
の
岩
、
一
脈
、
一

秒
に
波
が
被
つ
て
、
た
ら

と
其
の
上
を
走
る
が
、
折
か
ら
の
夕
焼
に
金
を
溶
か
し
て

流
せ
る
如
く
、
又
、
右
よ
り
、
左
よ
り
、
前
よ
り
、
後
よ
り
、
悠
然
と
然
り
隙
な
く
、
静

や
は
ら

か
に
然
り
強
く
、
和
か
に
然
り
揺
れ
て
、
乗
上
り
、
躍
越
し
、
引
返
し
、
溢
れ
か
ゝ
り
、

ざ
ツ
と
引
い
て
や
が
て
打
ち

打
寄
す
る
、
水
と
水
と
相
合
ふ
処
々
、
水
銀
を
投
げ
て

砕
く
や
う
、
然
も
周
囲
は
、
緑
青
の
濃
き
慎
重
雄
大
な
色
を
湛
え
て
、
恰
も
一
条
の
青
龍

ひ
と
つ

有
り
、
其
の
岩
の
根
に
棲
ん
で
、
其
の
鱗
を
一
個
々
々
、
水
に
呼
吸
つ
く
毎
に
海
は
た
ゞ

か
し
こ

だ
い
ど
う
え
う

彼
処
ば
か
り
常
に
大
動
揺
を
す
る
が
如
く
で
あ
る
。

一
文
は
長
大
だ
が
ご
く
短
い
句
に
よ
っ
て
重
文
的
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
複
雑
な
統
辞
で
は

な
い
。
対
句
や
反
復
の
も
た
ら
す
効
果
は
聴
覚
に
訴
え
か
け
る
が
、
そ
の
音
楽
性
は
、
波
の
う

ね
り
と
い
う
視
覚
的
な
動
き
も
喚
起
す
る
。
一
つ
一
つ
の
語
句
の
選
択
と
し
て
も
極
め
て
擬
古

典
的
な
美
文
で
あ
り
、
典
型
的
・
伝
統
的
な
叙
景
と
な
っ
て
い
る
。
言
文
一
致
運
動
や
所
謂「
風

景
の
発
見
」
以
前
の
古
典
的
な
叙
景
の
性
格
と
し
て
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
外

ス
ケ
ッ
チ

界
を
写
生
す
る
よ
う
な
再
現
性
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
言
葉
の
連
な
り
や
蓄
積
が
先
立
っ
て
そ

こ
か
ら
立
ち
上
げ
ら
れ
る
表
象
性
が
顕
著
で
あ
る
と
も
言
え
る
３１
。
地
の
文
に
お
け
る
こ
う
し

た
風
景
や
女
性
、
服
飾
等
の
描
写
は
こ
と
鏡
花
の
場
合
に
関
し
て
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
殆
ど
の
作
品
で
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
鏡
花
の
会
話
文
は
、
講
談

と
も
落
語
と
も
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
類
型
的
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
写
実
的
で
も
あ
る
３２
。
引
用

あ
れ

部
の
叙
景
文
の
直
後
に
は
、
そ
れ
を
再
び
受
け
る
形
で
「
彼
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
貴
下
、」

と
女
房
の
言
葉
が
続
く
。
そ
し
て
こ
の
構
造
は
心
中
の
道
連
れ
に
な
っ
た
男
を
弔
う
「
煙
」
を

語
る
次
の
描
写
に
も
共
通
す
る
。

あ
す
こ

「
だ
か
ら
御
覧
な
さ
い
、
は
じ
め
は
、
あ
れ
彼
処
に
、」い

そ
な
り

と
、
女
房
は
山
の
方
を
見
返
つ
た
。
白
布
を
引
い
て
磯
形
に
上
へ
並
ん
で
虹
の
如
く
、

ふ
る
み
ち

岩
の
狭
間
に
途
切
れ
途
切
の
故
道
を
横
切
つ
て
、
遙
に
一
条
の
濃
き
煙
、
胡
粉
を
以
て
描

け
る
や
う
、
そ
よ
と
も
靡
か
ず
。
其
の
辺
か
ら
黄
昏
れ
て
、
岩
間
々
々
の
波
暗
く
、
栄
螺

の
背
に
暮
れ
か
ゝ
つ
て
膳
の
上
が
う
ら
淋
い
。

あ
す
こ
い
ら

「
あ
の
海
草
を
焚
い
て
居
り
ま
す
、彼
処
等
が
、合
葬
場
で
死
骸
は
仮
埋
に
な
り
ま
し
た
。」

こ
こ
で
も
女
房
の
世
俗
的
な
せ
り
ふ
に
割
っ
て
入
る
よ
う
に
し
て
、
古
典
的
な
修
辞
が
心
中

の
名
残
と
し
て
の
「
煙
」
を
表
象
し
て
い
る
。
川
島
が
言
う
よ
う
に
、
心
中
事
件
を
め
ぐ
る
葛

藤
は
茶
屋
の
女
房
と
学
生
の
応
報
だ
け
で
な
く
、
引
用
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
典
型
的
な
美

文
に
よ
る
壮
麗
な
叙
景
と
彼
ら
の
思
惑
に
満
ち
た
卑
俗
な
会
話
文
と
の
対
比
的
配
合
と
い
う
次

元
で
も
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
中
事
件
の
真
相
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
舞
台
を
美

化
し
て
「
新
名
所
」
と
し
て
表
象
す
る
テ
ク
ス
ト
の
紀
行
文
的
性
格
は
、
様
々
な
位
相
で
の
総

合
的
葛
藤
の
場
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
複
数
の
文
体
・
話

体
が
拮
抗
す
る
緊
張
の
場
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
の
性
格
は
、『
膝
栗
毛
』
の
弥
次
喜
多
の
滑
稽

な
趣
向
を
模
し
な
が
ら
古
典
的
・
伝
統
的
修
辞
を
散
り
ば
め
る
「
道
中
一
枚
絵
」「
友
白
髪
」

な
ど
の
紀
行
小
品
に
該
当
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、『
鏡
花
小
品
』
と
い
う
作
品
集
全
体
に
つ

い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
言
及
し
な
か
っ
た
収
録
作
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
な
ら
ば
、「
見
舞
の
文
」

は
日
露
戦
争
に
出
征
す
る
軍
人
一
行
を
宿
泊
さ
せ
た
民
宿
の
主
婦
よ
り
留
守
宅
の
妻
へ
宛
て
た

書
簡
の
体
裁
を
と
り
、
出
征
す
る
夫
た
ち
の
決
死
の
勇
武
と
対
比
的
な
優
し
さ
を
二
つ
な
が
ら

讃
美
し
つ
つ
、
留
守
中
の
妻
の
心
中
を
慮
る
、
戦
時
下
の
女
同
士
の
絆
を
表
現
し
て
い
る
。
宛

先
が
ま
だ
見
ぬ
人
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
点
が
特
異
で
あ
る
が
、
書
簡
文
（
候
文
）
の
文
体

的
見
本
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た「
絵
は
が
き
」は
僅
か
二
ペ
ー
ジ
足
ら
ず
の
文
章
だ
が
、

こ
れ
は
発
表
直
前
の
鏡
花
の
身
辺
に
直
接
取
材
し
て
お
り
、
和
達
瑾
子
（
紅
葉
の
知
人
で
「
金

色
夜
叉
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
鴫
沢
宮
の
モ
デ
ル
の
一
人
と
も
さ
れ
る
）
の
出
産
（
明
治
３５
・
９
・
１０
）

を
祝
う
葉
書
に
添
え
る
絵
を
鏑
木
清
方
に
依
頼
し
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。「
今
朝
の

風
情
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
て
ん
」
と
思
い
つ
く
も
、
叢
竹
に
絡
ん
だ
朝
顔
は
露
の
よ
う
に
儚
い

と
い
う
こ
と
で
断
念
し
、
撫
子
の
花
も
「
幽
霊
の
裾
模
様
に
附
け
る
」
も
の
だ
か
ら
と
却
下
さ

れ
、
結
局
は
「
吉
例
犬
張
子
」
に
落
ち
着
く
と
い
う
展
開
が
や
や
紀
行
文
的
な
可
笑
し
み
を
感

じ
さ
せ
る
が
、実
体
験
を
極
め
て
平
明
な
表
現
に
定
着
さ
せ
て
お
り
、そ
の
即
興
性
も
含
め
て
、

い
わ
ば
ス
ケ
ッ
チ
（
絵
葉
書
）
の
ス
ケ
ッ
チ
（
写
生
文
）
と
い
っ
た
趣
の
小
品
で
あ
る
。
こ
れ

ら
二
作
品
は
、
本
稿
の
は
じ
め
に
確
認
し
た
よ
う
な
小
品
文
選
者
と
し
て
の
作
者
の
位
相
を
示

野 口 哲 也
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し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

以
上
、
最
後
に
概
括
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
明
治
四
十
年
代
に
お
け
る
代
表
的
な
小
品
叢
書

の
一
巻
と
し
て
の
『
鏡
花
小
品
』
の
意
義
と
は
、
い
わ
ば
性
格
の
異
な
る
様
々
な
文
体
・
話
体

を
融
合
・
拮
抗
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
文
章
」
の
実
験
の
場
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
点
に
見
定
め

ら
れ
よ
う
。
ま
た
、「
蛇
く
ひ
」
に
お
け
る
悪
党
の
正
義
と
子
ど
も
た
ち
の
唱
和
、「
妖
怪
年
代

記
」「
怪
談
女
の
輪
」
に
お
け
る
闇
の
ト
ポ
ス
、「
妖
怪
年
代
記
」
の
血
腥
い
折
檻
や
「
海
の
鳴

る
時
」
の
猥
褻
な
盲
人
、「
千
鳥
川
」
の
メ
タ
テ
ク
ス
ト
的
ふ
る
ま
い
な
ど
、
こ
れ
ら
「
小
品
」

の
中
核
を
な
す
モ
チ
ー
フ
や
詩
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
の
ち
に
そ
れ
が
洗
練
さ
れ
、
十
分
に
練
ら
れ

た
形
で
構
想
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
作
品
群
（
小
説
・
戯
曲
）
に
比
べ
れ
ば
、
作
品
の
展
開
に
十

分
に
収
斂
し
て
い
な
い
未
熟
な
萌
芽
と
い
う
位
置
づ
け
に
も
な
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
別
言
す

れ
ば
、
鏡
花
文
学
全
体
の
鍵
と
な
る
よ
う
な
特
権
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
強
度
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
や

プ
ロ
ッ
ト
に
埋
没
せ
ず
に
屹
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
３３
。
両
義
的
で
は
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
性
格
も
ま
た
、
既
存
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
逸
脱
す
る
自
由
な
様
式
と
し
て
の
「
小

品
」
テ
ク
ス
ト
の
特
質
を
考
え
る
う
え
で
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
平
成
２０－

２２
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））「
脱
ジ
ャ
ン
ル

領
域
と
し
て
の
「
小
品
」
に
関
す
る
動
態
的
・
文
化
史
的
総
合
研
究
」（
研
究
代
表
者
佐
藤
伸

宏
、
課
題
番
号

20520153

）
に
よ
る
共
同
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注

１

越
野
格
「
鏡
花
文
学
批
評
史
考
�
―
鏡
花
文
学
に
お
け
る
読
者
の
問
題
―
」（『
北
海
道

大
学
文
学
部
紀
要
』
２９－

２
、
昭
和
５６
・
３
）、
吉
田
昌
志
「
逗
子
滞
在
期
の
鏡
花
」（『
文

学
』
５１－

６
、
昭
和
５８
・
６
）、
吉
田
昌
志
「
年
譜
」（『
新
編
泉
鏡
花
集
』
別
巻
二
、
岩

波
書
店
、
平
成
１８
・
１
）

２

稲
垣
達
郎
・
紅
野
敏
郎
編
『
新
小
説
総
目
次
・
執
筆
者
索
引
』（
日
本
近
代
文
学
館
／
八

木
書
店
、
平
成
元
・
１１
）
を
参
照
。
な
お
鏡
花
が
担
当
に
あ
た
っ
た
読
者
投
稿
欄
の
ジ
ャ

ン
ル
に
は
変
化
が
あ
り
、「
懸
賞
俳
句
」（
明
治
３４
・
１０
、
３５
・
１
）「
俳
句
」（
明
治
３５
・

９
、
３６
・
７
、
３７
・
７
、
３８
・
２
、
３８
・
９
、
３９
・
４
）「
言
文
一
致
書
簡
文
」（
明
治
３６
・

２
、
３８
・
１２
）「
書
簡
文
」（
明
治
３７
・
１
、
３７
・
６
、
３７
・
８
）「
言
文
一
致
葉
書
文
」（
明

治
３９
・
２
〜
４０
・
１２
）「
葉
書
文
」（
明
治
３９
・
３
〜
４
、
３９
・
１１
〜
１２
）「
小
品
文
」（
明

治
４１
・
２
〜
４３
・
７
）「
津
々
浦
々
（
小
品
文
）」（
明
治
４３
・
８
〜
大
正
元
・
１２
）
と
な

っ
て
い
る
が
、
各
月
に
そ
れ
ぞ
れ
「
題
」
を
指
定
し
て
い
る
。

３

越
野
格
前
掲
論
文
（
１
）

４
「
怪
談
、
冒
険
小
説
、
軽
く
三
馬
で
行
つ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
れ

に
著
者
の
特
色
と

筆
致
と
は
遺
憾
な
く
現
は
れ
て
ゐ
て
面
白
い
。」（「
新
刊
紹
介
」『
文
章
世
界
』
明
治
４２
・

９
・
１５
）、「
こ
う
い
ふ
も
の
を
書
か
せ
て
は
旨
い
も
の
な
り
、
小
説
に
は
却
て
煩
を
な
す

文
の
一
種
の
調
子
も
、
書
か
れ
た
る
事
と
し
つ
く
り
と
合
ひ
て
些
か
の
た
る
み
な
し
。」

（「
新
刊
批
評
」『
中
央
公
論
』
明
治
４２
・
１０
・
１
）
な
ど
。

５

木
股
知
史
「
小
品
と
い
う
領
域
」（『
日
本
文
学
』
５５－

１２
、
平
成
１８
・
１２
）。
な
お
、
紅

野
敏
郎
「
秋
声
本
の
「
な
か
じ
き
り
」
―
『
小
品
文
作
法
』」（『
国
文
学
』
２７－

１
、
昭

和
５７
・
１
）
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

小
品
文
の
最
大
の
特
質
は
、「
内
容
上
の
制
限
」「
形
式
上
の
拘
束
」
が
な
い
点
に
求

め
ら
れ
る
。
小
品
文
に
し
て
短
編
小
説
、
短
編
小
説
に
し
て
小
品
文
と
い
い
得
る
作

品
の
例
が
い
く
つ
も
あ
げ
ら
れ
る
。
形
は
小
さ
い
が
、
そ
の
「
中
身
」、「
精
神
の
働

き
」
は
、
き
わ
め
て
充
実
し
て
い
る
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
も
い
わ
ゆ
る
芸

マ

マ

術
家
と
称
さ
れ
て
い
る
の
み
が
こ
の
「
小
品
文
」
を
独
占
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

は
田
夫
野
人
と
雖
も
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
つ
ま
り
「
芸
術
的
感
興
」
さ
え
生
ず
れ

ば
、
そ
れ
は
小
品
文
へ
の
第
一
歩
と
な
る
。

６

木
股
知
史
『
明
治
大
正
小
品
選
』（
お
う
ふ
う
、
平
成
１８
・
４
）。
木
股
は
こ
こ
で
小
品
の

多
様
性
に
つ
い
て
「
�
随
想
や
紀
行
、
日
記
的
な
散
文
／
�
美
文
か
ら
流
れ
る
抒
情
的
な

散
文
／
�
写
生
文
に
つ
な
が
る
細
部
の
表
現
に
工
夫
の
あ
る
散
文
／
�
創
作
の
種
子
的
な

も
の
や
、
掌
編
小
説
、
短
編
小
説
的
な
作
品
／
�
散
文
詩
に
近
接
し
、
詩
的
な
散
文
と
し

て
の
自
覚
を
持
っ
た
も
の
」
と
整
理
し
て
い
る
。

７

清
水
良
典
『
作
文
す
る
小
説
家
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
５
・
９
）『
自
分
づ
く
り
の
文
章
術
』

（
ち
く
ま
新
書
、
平
成
１５
・
８
）
な
ど
。
な
お
清
水
の
提
唱
す
る
「
純
文
章
」
も
「
純
文

学
」
の
文
学
史
的
政
治
性
や
文
壇
的
制
度
性
に
対
置
さ
れ
た
戦
略
的
概
念
だ
と
思
わ
れ
る

が
、
明
治
期
の
「
小
品
（
文
）」
の
位
相
を
考
え
る
う
え
で
も
興
味
深
い
示
唆
を
与
え
て

く
れ
る
。

８

日
本
近
代
文
学
館
編
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
四
巻
（
講
談
社
、
昭
和
５２
・
１１
）
の

「
小
品
文
」
の
項
。

『鏡花小品』論 ――脱ジャンル的テクストの様式――
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９

小
品
の
代
表
的
な
書
き
手
と
し
て
知
ら
れ
る
水
野
葉
舟
も
自
ら
の
読
書
／
作
文
体
験
と
し

て
鏡
花
が
決
定
的
な
契
機
に
な
っ
た
と
語
っ
て
い
る
（「
作
文
経
験
談
」『
新
潮
』
明
治
４３
・

７
）。
な
お
「
小
品
」
と
「
小
品
文
」
の
区
別
に
つ
い
て
木
股
知
史
前
掲
書
（
６
）
は
、

後
者
が
「
狭
義
に
は
、
新
聞
、
雑
誌
が
読
者
か
ら
投
稿
を
募
っ
た
短
文
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
」
と
す
る
。

１０

鏡
花
に
よ
る
「
小
品
」
の
試
み
は
〔
表
１
〕
に
代
表
さ
れ
る
明
治
期
の
も
の
と
〔
表
２
〕

に
代
表
さ
れ
る
大
正
期
以
降
の
も
の
が
あ
り
、
時
代
的
に
や
や
隔
た
り
が
あ
る
が
、
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
後
者
の
方
に
「
ス
タ
イ
ル
の
自
在
さ
が
み
ら
れ
、
よ
く
言
え
ば
鏡
花
的
な

幻
想
質
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
石
崎
等
「
鏡
花
の
紀
行
文
」（『
解

釈
と
鑑
賞
』、
５４－

１１
、
平
成
元
・
１１
）。
し
か
し
本
稿
で
は
明
治
期
に
隆
盛
し
た「
小
品
」

と
い
う
様
式
の
特
質
を
視
野
に
入
れ
て
考
察
を
進
め
る
た
め
に
、
前
者
を
扱
う
こ
と
と
す

る
。

１１

岩
波
書
店
版
全
集
の
巻
２５
・
２６
は
「
戯
曲
」
を
収
録
し
て
い
る
。

１２

鏡
花
自
身
が
生
前
に
目
を
通
し
て
い
た
春
陽
堂
版
『
鏡
花
全
集
』（
全
１５
巻
、
大
正
１４
・

７
〜
昭
和
２
・
７
）で
も
、
最
終
巻
に「
随
筆
／
小
品
／
雑
録
雑
記
／
談
話
／
唄
／
俳
句
」

を
収
録
し
て
い
る
。

１３

川
村
二
郎
「
解
説
」（『
鏡
花
短
篇
集
』
岩
波
文
庫
、
昭
和
６２
・
９
）。
鏡
花
の
知
ら
れ
ざ

る「
小
品
」を
敢
え
て
取
り
上
げ
た
川
村
の
意
図
は
、
た
と
え
ば
次
に
引
用
す
る
よ
う
な
、

鏡
花
の
「
代
表
作
」
に
そ
の
本
質
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
宣
言
に
も
通
い
合
う
所

が
あ
ろ
う
。

ま
ず
な
に
よ
り
も
、『
高
野
聖
』
と
『
婦
系
図
』
と
『
歌
行
燈
』
に
よ
っ
て
鏡
花
を

語
る
こ
と
を
や
め
よ
う
。
こ
れ
ら
は
た
し
か
に
、
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
て
有
名
に

な
り
、
芝
居
に
も
映
画
に
も
な
っ
た
し
、
与
え
た
影
響
の
大
き
い
こ
と
か
ら
言
え
ば

代
表
作
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
鏡
花
自
身
の
脈
絡
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
代
表

に
選
ぶ
こ
と
は
、
正
し
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
彼
の
作
品
は
長
短
と
り
ま

ぜ
て
三
百
編
に
及
ぶ
が
、
そ
の
中
に
は
未
完
ら
し
い
も
の
、
首
尾
一
貫
し
な
い
奇
怪

な
も
の
が
非
常
に
多
い
。
一
つ
の
挿
話
が
何
度
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
、

よ
う
や
く
し
っ
く
り
お
さ
ま
る
筋
書
き
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
あ

る
。
彼
は
け
っ
し
て
器
用
な
作
家
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
書
き
た
い
も
の

が
言
葉
に
な
ら
ぬ
も
ど
か
し
さ
を
最
後
ま
で
保
ち
続
け
た
人
々
の
一
人
な
の
だ
。（
脇

明
子
『
増
補

幻
想
の
論
理
』
沖
積
舎
、
平
成
４
・
１１
）

１４

以
下
、
本
稿
で
の
考
察
に
は
国
立
国
会
図
書
館
「
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
に
画

像
公
開
さ
れ
て
い
る
�
文
館
『
鏡
花
小
品
』
の
本
文
を
用
い
、
必
要
に
応
じ
て
岩
波
書
店

版
『
鏡
花
全
集
』
所
収
の
作
品
本
文
を
参
照
し
た
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
ル
ビ
を
適
宜
省

略
し
、
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

１５

東
雅
夫
『
百
物
語
の
百
怪
』（
同
朋
社
、
平
成
１３
・
７
）、
大
塚
英
志
『
怪
談
前
後
―
柳

田
民
俗
学
と
自
然
主
義
』（
角
川
選
書
、
平
成
１９
・
１
）、
東
雅
夫
『
遠
野
物
語
と
怪
談
の

時
代
』（
角
川
選
書
、
平
成
２２
・
８
）
な
ど
。

１６

小
林
輝
冶
「「
妖
怪
年
代
記
」
論
―
「
高
野
聖
」
の
系
譜
（
一
）―
」（『
鏡
花
研
究
』
３
、

昭
和
５２
・
３
）。
な
お
こ
れ
に
対
し
堤
邦
彦
「
説
話
・
伝
承
史
の
な
か
の
鏡
花
―
『
妖
怪

年
代
記
』『
龍
潭
譚
』
の
原
風
景
―
」（『
文
学
』
５－

４
、
平
成
１６
・
７
）
は
江
戸
時
代

の
儒
者
や
心
学
者
に
お
い
て
も
怪
異
を
合
理
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
主
知
主
義
は
顕
著

で
あ
り
、「
蒙
昧
な
る
江
戸
怪
談
と
近
代
文
明
の
「
対
比
」
で
は
な
く
、
彼
我
の
密
な
る

連
続
性
」
に
も
注
目
す
べ
き
だ
と
批
判
し
た
う
え
で
本
作
が
近
世
以
前
の
テ
ク
ス
ト
に
淵

源
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
、具
体
的
な
典
拠
と
し
て
山
東
京
伝
の『
善
知
鳥
安
方
忠
義
伝
』

（
文
化
３
）
を
挙
げ
て
い
る
。

１７

拙
稿
「「
白
鬼
女
物
語
」
か
ら
「
高
野
聖
」
へ
―
森
田
思
軒
訳
「
金
驢
譚
」
の
受
容
と
方

法
―
」（『
日
本
近
代
文
学
』
７３
、
平
成
１７
・
１０
）
で
は
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
「
好
奇

心
」
が
話
芸
と
し
て
成
熟
し
て
ゆ
く
鏡
花
の
方
法
論
的
な
道
筋
に
つ
い
て
論
じ
た
。

１８

た
と
え
ば
水
野
葉
舟
ら
も
参
加
し
た
『
怪
談
会
』（
柏
舎
書
楼
、
明
治
４２
・
１０
）
に
寄
せ

た
「
一
寸
怪
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
で
、
鏡
花
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

怪
談
の
種
類
も
色
々
あ
つ
て
、
理
由
の
あ
る
怪
談
と
、
理
由
の
な
い
怪
談
と
に
別
け

て
み
や
う
、
理
由
の
あ
る
と
い
う
の
は
、
例
へ
ば
、
因
縁
談
、
怨
霊
な
ど
と
い
ふ
方

で
。
後
の
は
、
天
狗
、
魔
の
仕
業
で
、
殆
ど
端
睨
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
云
ふ
。
こ

れ
は
北
国
辺
に
多
く
て
、
関
東
に
は
少
な
い
様
に
思
は
れ
る
、
／
私
は
思
ふ
に
、
こ

れ
は
多
分
、
こ
の
現
世
以
外
に
、
一
つ
の
別
世
界
と
い
ふ
や
う
な
物
が
あ
つ
て
、
其

処
に
は
例
の
魔
だ
の
天
狗
な
ど
ゝ
い
ふ
奴
が
居
る
、
が
偶
々
そ
の
連
中
が
、
吾
々
人

間
の
出
入
す
る
道
を
通
つ
た
時
分
に
、
人
間
の
眼
に
映
ず
る
。

同
書
の
序
文
も
鏡
花
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
「
伝
ふ
る
処
の
怪
異
の

書
、
多
く
は
徳
育
の
た
め
に
、
訓
戒
の
た
め
に
、
寓
意
を
談
じ
て
、
勧
懲
の
資
と
な
す
に

過
ぎ
ず
。
蓋
し
教
の
た
め
に
、
彼
の
鬼
神
を
煩
ら
は
す
も
の
也
。
人
意
焉
ぞ
鬼
神
の
好
悪

を
察
し
得
む
や
。」
と
怪
異
（
異
界
）
の
実
在
が
高
ら
か
に
謳
わ
れ
て
い
る
。

野 口 哲 也

―２５４―



１９

森
�
外
「
百
物
語
」（『
中
央
公
論
』
明
治
４４
・
１０
）

２０

小
林
輝
冶
前
掲
論
文
（
１６
）。
東
雅
夫
「
鏡
花
の
て
の
ひ
ら
怪
談
」

小
品
の
魅
力
を
め

ぐ
っ
て
」（『
別
冊
太
陽
日
本
の
こ
こ
ろ
１６７

泉
鏡
花

美
と
幻
影
の
魔
術
師
』
平
凡
社
、

平
成
２２
・
３
）
で
も
怪
談
小
品
の
筆
力
を
示
す
も
の
と
し
て
本
作
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。

２１

拙
稿
「
泉
鏡
花
に
お
け
る
語
り
と
変
身
―
ア
プ
レ
イ
ウ
ス
「
黄
金
の
ろ
ば
」
と
の
対
比

か
ら
―
」（『
比
較
文
学
』
５０
、
平
成
２０
・
３
）
で
は
「
化
鳥
」（
明
治
３０
・
４
）
に
お
い

て
少
年
が
自
ら
の
失
調
し
た
身
体
を
「
無
気
味
な
も
の
」
と
し
て
見
出
す
契
機
に
つ
い
て

論
じ
た
。

２２

吉
田
昌
志
前
掲
年
譜
（
１
）。
た
だ
し
柳
田
と
は
別
に
、
鏡
花
の
媒
酌
で
の
ち
明
治
３７
年

１２
月
に
結
婚
し
た
従
弟
松
本
長
（
金
太
郎
の
次
男
、「
歌
行
燈
」
で
は
喜
多
八
の
モ
デ
ル
）

の
姿
も
重
な
る
。

２３

菅
原
孝
雄
「
魔
術
の
場
の
森
へ
「
妙
の
宮
」「
蛇
く
ひ
」（
両
頭
蛇
）
以
前
の
こ
と
」（『
別

冊
現
代
詩
手
帖
』
１
、
昭
和
４７
・
１
）

２４

三
田
英
彬
「
泉
鏡
花
文
庫
初
期
自
筆
原
稿
目
録
解
題
」（『
泉
鏡
花
の
文
学
』
桜
楓
社
、
昭

和
５１
・
９
）、
松
村
友
視
「
鏡
花
初
期
作
品
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
―
『
白
鬼
女
物
語
』

を
中
心
に
―
」（『
三
田
国
文
』
４
、
昭
和
６０
・
１０
）、
越
野
格
「〈
越
中
も
の
〉
の
空
間

性

そ
の
（
１
）
―
『
蛇
く
ひ
』
か
ら
『
黒
百
合
』
へ
―
」（『
国
語
国
文
学
』
３５
、
平
成

８
・
３
）
な
ど
。

２５

東
郷
克
美
「
泉
鏡
花
・
差
別
と
禁
忌
の
空
間
」（『
日
本
文
学
』
３３－
１
、
昭
和
５９
・
１
）

２６

野
口
武
彦
「
顕
と
幽
の
八
衢
―
鏡
花
文
学
の
異
界
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
５４－
１１
、
平
成

う
つ
し
よ

か
く
り
よ

元
・
１１
）。な
お
野
口
は
こ
の
よ
う
な
鏡
花
の
世
界
観
が「
平
田
篤
胤
の「
顕
界
」と「
冥
界
」

な
る
用
語
法
と
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

２７

天
沢
退
二
郎
「
寒
さ
か
ら
霙
を
経
て
出
水
ま
で

泉
鏡
花
に
お
け
る
〈
書
く
こ
と
〉
の
は

じ
ま
り
」（『
別
冊
現
代
詩
手
帖
』
１
、
昭
和
４７
・
１
）

２８

本
稿
で
詳
し
く
論
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
鏡
花
小
品
』
中
、
少
年
向
け
作
品
と

い
っ
た
趣
を
持
つ
「
さ
ら

越
」
と
「
雪
の
翼
」
で
は
、
主
人
公
を
山
中
に
閉
じ
込
め

る
「
雪
」
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
。
鈴
木
啓
子
「
鏡
花
に
お
け
る
「
雪
」
の

モ
チ
ー
フ
覚
書
―
雪
中
山
越
え
の
系
譜
」（『
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
４４
、
平
成

６
・
３
）
は
そ
れ
が
鏡
花
自
身
の
明
治
二
十
五
年
暮
れ
の
雪
中
山
越
え
（
春
日
野
峠
）
の

体
験
に
基
づ
い
て
い
る
と
指
摘
し
、「
人
間
の
意
志
を
越
え
た
自
然
と
し
て
の
雪
」「
人
間

の
意
志
を
溶
解
さ
せ
て
い
く
も
の
と
し
て
の
雪
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
捉
え
て
い
る
。

２９

渡
部
直
己『
泉
鏡
花
論

幻
影
の
杼
機
』（
河
出
書
房
新
社
、
平
成
８
・
７
、
７４
〜
７５
頁
）。

な
お
、
心
中
を
強
固
に
擁
護
し
よ
う
と
す
る
学
生
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
、
川
島
み
ど
り

「
泉
鏡
花
「
千
鳥
川
」
小
論
―
せ
め
ぎ
あ
う
物
語
化
の
欲
望
―
」（『
明
治
大
学
大
学
院

文
学
研
究
論
集
（
文
学
・
史
学
・
地
理
学
）』
２４
、
平
成
１８
・
２
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

学
生
は
、
物
語
の
舞
台
へ
み
ず
か
ら
足
を
運
ぶ
。（
中
略
）
心
中
の
あ
っ
た
近
く
の

茶
屋
で
酒
を
飲
む
姿
は
、
多
分
に
野
次
馬
的
な
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
の
舞

台
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
物
語
が
現
実
性
を
帯
び
は
じ
め
る

可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
学
生
の
旅
は
、
物
語
を
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
消

費
す
る
に
飽
き
た
ら
ず
、物
語
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。／
さ
ら
に
、

物
語
の
舞
台
に
お
い
て
学
生
が
「
ま
あ
話
し
給
へ
」
と
要
求
し
た
女
房
に
よ
る
語
り

が
、
図
ら
ず
も
学
生
を
物
語
の
外
部
か
ら
内
部
へ
と
引
き
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ

る
。

実
は
こ
の
学
生
が
結
末
部
で
真
に
「
心
中
」
を
真
似
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は

疑
わ
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
勢
い
を
嘲
笑
し
な
が
ら
も
「
男
の
方
は
、
貴
下

を
そ
ッ
く
り
」
と
追
認
す
る
女
房
の
言
葉
と
、
そ
の
言
葉
に
自
ら
「
蒼
く
な
っ
た
」
と
い

う
狼
狽
ぶ
り
も
考
え
併
せ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
「
夜
叉
ヶ
池
」
の
主
人
公
が
自
分
た
ち

を
「
も
の
語
の
中
の
人
」「
物
語
、
其
の
も
の
」
な
ど
と
捉
え
る
メ
タ
テ
ク
ス
ト
（
メ
タ

シ
ア
タ
ー
）
的
な
構
図
に
も
通
じ
て
興
味
深
い
。
ま
た
、
物
語
の
中
の
人
物
と
自
分
が
分

身
と
し
て
重
ね
合
わ
さ
れ
る
恐
怖
と
い
う
問
題
で
は
「
春
昼
」「
春
昼
後
刻
」
や
「
眉
か

く
し
の
霊
」
に
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

３０

川
島
み
ど
り
前
掲
論
文
（
２９
）

３１

柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』（
講
談
社
、
昭
和
５５
・
８
）

３２

越
野
格
前
掲
論
文
（
１
）
は
、
明
治
三
十
二
〜
三
十
三
年
に
か
け
て
文
芸
誌
の
両
雄
『
文

芸
倶
楽
部
』『
新
小
説
』
が
と
も
に
落
語
家
講
談
師
お
よ
び
小
説
界
の
重
鎮
を
招
い
て
口

演
特
集
を
組
ん
で
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
明
治
三
十
年
代
の
鏡
花
の
「
落
語
乃
至
は
講
談

的
口
演
と
の
類
縁
」
の
背
景
に
「
小
説
界
全
体
が
講
談
熱
に
う
か
さ
れ
た
」
状
況
が
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る
。

３３

や
は
り
こ
こ
で
も
川
村
二
郎
の
解
説
（
前
掲
１３
）
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
川
村
は
小
品
の

「
き
ら
め
き
」
に
つ
い
て
「
た
と
え
物
語
の
因
子
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ

『鏡花小品』論 ――脱ジャンル的テクストの様式――
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が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
」
と
述
べ
る
が
、「
そ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、

後
の
代
表
作
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
す
べ
て
く
る
み
こ
み
、
モ
チ
ー
フ
と
し
て
提
示
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
」
と
捉
え
返
し
て
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
時
に
鏡

花
に
限
ら
ず
作
家
の
「
若
書
き
」
や
「
処
女
作
」、
ま
た
は
「
習
作
」
に
そ
の
後
の
す
べ

て
が
凝
集
・
胚
胎
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
言
説
と
も
似
通
っ
て
い
る
が
、
本
稿
の
立
場

と
し
て
は
即
断
を
避
け
、
あ
く
ま
で
も
明
治
四
十
年
代
の
「
小
品
」
隆
盛
の
時
代
に
お
け

る
鏡
花
の
位
相
と
い
う
地
点
に
留
ま
っ
て
お
き
た
い
。

〔
別
表
〕
小
品
叢
書
５
『
鏡
花
小
品
』（
�
文
館
、
明
治
４２
・
９
）
収
録
作
品
（
目
次
順
）

（
タ
イ
ト
ル
）

（
初
出
）

（
岩
波
全
集
）

（
備
考
）

１

道
中
一
枚
絵

明
治
３８
・
７

『
ハ
ガ
キ
文
学
』
２７（
紀
行
）
「
新
双
六
」（『
九
州
日
日
新
聞
』明
治
３７
・

１
・
１
）
の
改
作
再
録

の
ち
「
道
中
一
枚
絵
（
其
二
）」（『
鏡
花

随
筆
』
大
正
７
・
６
）
と
し
て
再
録

２

妖
怪
年
代
記

一
執
念
深
き
奥
方

二
御
身
が
生
命
を

取
ら
ん
ま
で

明
治
２８
・
３
〜
６

『
文
芸
倶
楽
部
』
２７（
小
品
）
初
出
署
名
「
畠
芋
之
助
」

初
出
は
「
一
」
〜
「
六
」
ま
で
連
作

３

神
楽
坂
七
不
思
議

明
治
２８
・
３

『
文
芸
倶
楽
部
』
２７（
小
品
）
初
出
署
名
「
孤
狗
狸
庵
」

４

絵
は
が
き

明
治
３５
・
１０

『
文
藪
』

２８（
雑
記
）

５

怪
談
女
の
輪

明
治
３３
・
２
・
５

『
太
陽
』

２７（
小
品
）
の
ち
「
三
重
の
襖
」（『
新
文
』
明
治
３４
・

８
、『
は
な
か
す
み
』
明
治
３５
・
９
）「
不

思
議
」（『
名
家
短
篇
傑
作
集
』
明
治
３９
・

８
）
と
し
て
改
題
再
録

６

侠
言

明
治
３６
・
５

『
文
芸
倶
楽
部
』
７

の
ち
「
長
さ
ん
」（『
書
上
タ
イ
ム
ス
』『
岩

手
日
報
』『
酒
田
新
聞
』『
九
州
新
聞
』
大

正
５
・
１
・
１
）「
冬
ご
も
り
」（『
夜
の

大
阪
』
大
正
１２
・
１
）
に
改
題
再
録

７

海
の
鳴
る
時

明
治
３３
・
１
・
１

『
九
州
日
日
新
聞
』

５

の
ち
「
榾
物
語
」（『
太
陽
』
明
治
３３
・
３
・

５
）「
雪
の
羽
衣
」（『
岩
手
毎
日
新
聞
』

大
正
４
・
１
・
１
）「
新
夫
人
」（『
伊
勢

新
聞
』『
九
州
日
報
』
大
正
７
・
１
・
１
）

に
改
題
採
録
、『
鎮
西
日
報
』（
明
治
３６
・

８
・
１６
）
に
同
題
再
録

８

友
白
髪

明
治
３７
・
１

『
文
芸
倶
楽
部
』
２７（
紀
行
）
の
ち
「
初
便
り
」（『
九
州
日
日
新
聞
』『
朝

鮮
新
聞
』
大
正
６
・
１
・
１
、『
神
戸
新

聞
』
大
正
６
・
１
・
５
）「
道
中
一
枚
絵

（
其
一
）」（『
鏡
花
随
筆
』
大
正
７
・
６
）

「
猿
や
小
町
」（『
伊
勢
新
聞
』『
岩
手
毎

日
新
聞
』
大
正
９
・
１
・
１
）
に
改
題
再

録

９

見
舞
の
文

明
治
３７
・
３

『
日
露
戦
誌
』

７

初
出
題
「
軍
人
の
留
守
宅
見
舞
の
文
」

の
ち
「
留
守
宅
見
舞
」（『
三
尺
剣
』
明
治

３７
・
８
）
に
改
題
再
録

１０

千
鳥
川

明
治
３６
・
１
・
１

『
鎮
西
日
報
』

『
九
州
日
日
新

聞
』『
山
陰
新
聞
』

９

初
出
題
「
新
名
所
」

の
ち
「
千
鳥
川
」（『
時
好
』
明
治
３７
・
５
）

に
改
題
再
録

１１

さ
ら

越
（
冒
険

小
説
）

明
治
３２
・
２
〜
３

『
少
年
世
界
』

５

初
出
副
題：

冒
険
小
説
／
冒
険
談

１２

蛇
く
ひ

明
治
３１
・
２

『
新
著
月
刊
』

４

原
稿
題
「
両
頭
蛇
」

尾
崎
紅
葉
に
よ
る
添
削
が
夥
し
い

１３

雪
の
翼

明
治
３４
・
１

『
今
世
少
年
』

６

初
出
題
「
本
朝
食
人
種
」

の
ち
「
雪
の
翼
」（『
女
学
世
界
』
明
治
３８
・

１
）
に
改
題
再
録

１４

波
か
し
ら

明
治
３５
・
３

『
文
芸
界
』

７

『
金
港
堂
小
説
叢
書
』（
明
治
３５
・
８
）

に
再
録

野 口 哲 也
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Sketches became popular as free texts independent from the canonicity of novel in the Meiji era. In

that reader−involving trend, Izumi Kyôka was in the leading position never seen before. In this paper, the

author takes up Kyôka−Shôhin（１９０９）, a collection of sketches bearing his name, and considers Kyôka’s

ideal way of free “Sentences”. It was clarified that not the substantiality of strange phenomenon but the

obstinate glance to grotesque and indecent details support the reality of the existence in his ghost stories,

and it also became apparent that frequent occurrence of a specific motif and a topos function as a mag-

netic field of such imagination. Moreover, that the strength of poetic image which surpasses casual rela-

tions leads the story also in his travel writings and human−interest stories like ghost stories, and that a

text comes into existence as a place for conflict of different styles became evident. These facts are consid-

ered as distinguishing manner of sketches by Kyôka.

On Kyôka−Shôhin : The Style of Text That Deviates from Genre

NOGUCHI Tetsuya

―２５７―
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