
― 25 ―

探
偵
小
説
と
諷
刺
錦
絵
と
﹃
リ
ア
王
﹄

―
条
野
伝
平
﹃
三
人
令
嬢
﹄―

D
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幸

要

旨

　

条
野
伝
平
は
︑
今
で
は
ほ
ぼ
忘
れ
ら
れ
た
作
家
で
あ
る
が
︑
幕
末
に
は
山
々
亭
有
人
の
号
で
人
情
本
の
作
者
と
し
て
人
気
を
博
し
て
い
た
︒
明
治

維
新
後
の
条
野
は
︑
一
旦
創
作
活
動
か
ら
手
を
引
き
︑
新
興
の
新
聞
界
に
身
を
転
じ
る
︒
彼
が
﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
を
経
て
一
八
八
六
年
に
創
刊
し

た
﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
は
︑
連
載
小
説
を
売
り
に
す
る
典
型
的
な
小
新
聞
と
し
て
大
成
功
を
お
さ
め
た
︒
同
紙
で
は
条
野
自
身
も
採
菊
散
人
の
号
で
創

作
活
動
を
再
開
し
︑
ふ
た
つ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
物
を
残
し
て
い
る
︒
本
論
は
︑
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
﹃
三
人
令
嬢
﹄︵
一
八
九
〇
︶
と
題
さ

れ
た
﹃
リ
ア
王
﹄
を
読
み
解
く
試
み
で
あ
る
︒
幕
末
・
維
新
の
動
乱
期
を
経
て
新
聞
界
へ
転
身
す
る
条
野
の
生
涯
を
素
描
し
た
う
え
で
︑﹃
三
人
令

嬢
﹄
の
概
要
を
紹
介
し
︑
同
作
が
︑
探
偵
小
説
と
い
う
当
時
の
最
先
端
の
流
行
を
取
り
入
れ
て
新
し
い
読
者
へ
の
訴
求
を
図
り
つ
つ
︑
戊
辰
戦
争
期

の
諷
刺
錦
絵
的
手
法
を
援
用
し
て
旧
幕
以
来
の
古
い
読
者
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
も
応
え
る
︑
し
た
た
か
で
豊
か
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
︒
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キ
ー
ワ
ー
ド

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
︑
日
本
︑
明
治
︑
翻
訳
︑
翻
案

は
じ
め
に

　

一
八
九
〇
年
︵
明
治
二
三
年
︶
七
月
二
九
日
︑
三
遊
亭
円
朝
の
高
座
の
速
記
連
載
が
あ
た
り
︑
当
時
東
京
で
一
︑
二
を
争
う
発
行
部
数

を
誇
っ
て
い
た
﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
紙
上
に
︑
次
の
よ
う
な
告
知
が
掲
載
さ
れ
た
︒

　
　

⃝
三
人に

ん

令む
す
め孃

眠み
ん

氣け

の
爲た

め
に
久ひ
さ

し
く
筆ひ
つ

硯け
ん

に
據よ
ら

ざ
り
し
採さ
い

菊き
く

散さ
ん

人じ
ん

も
早は
や

く
出で

ぬ
か
と
讀ど
く

者し
や

の
御ご

催さ
い

促そ
く

頻し
き

り
な
る
に
圖は
か

ら
ざ
り
き
一
筆ぴ
つ

庵あ
ん

も
病や
ま

ひ

に
由よ

つ
て
小せ
う

説せ
つ

に
從じ
う

事じ

す
る
能あ
た

わ
ざ
れ
バ
明め
う

日
の
紙し

上ぜ
う

よ
り
題だ
い

號が
う

の
如ご
と

き
小せ
う

説せ
つ

を
強し
ひ

て
散さ
ん

人じ
ん

に
筆ふ
で

を
採と

ら
せ
續ぞ
く

々〳
〵

貴き

覧ら
ん

に
呈て
い

し
候

間あ
ひ

だ
相あ
ひ

替か
は

ら
ず
御ご

愛あ
い

讀ど
く

の
程ほ
ど

伏ふ
し

て
奉
こ
ひ
ね
が
ひ
あ
げ
た
て
ま
つ
り

冀

上 
候︶

1
︵

﹃
三
人
令
嬢
﹄
は
︑
予
告
ど
お
り
翌
日
か
ら
九
月
二
五
日
ま
で
︑
全
四
九
回
に
わ
た
っ
て
﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
紙
上
に
連
載
さ
れ
た
あ
と
︑

一
二
月
二
六
日
に
は
鈴
木
金
輔
に
よ
っ
て
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
る︶

2
︵

︒
新
聞
連
載
︑
単
行
本
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
︑
そ
れ
が
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
物
で
あ
る
こ
と
や
︑
そ
も
そ
も
翻
案
で
あ
る
こ
と
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
一
読
す
れ
ば
そ
れ
が
﹃
リ
ア
王
﹄
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
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本
論
は
︑
こ
の
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
明
治
の
﹃
リ
ア
王
﹄
翻
案
を
︑
当
時
の
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
読
み
解
く
試
み
で
あ
る
︒

作
者
の
採
菊
散
人
こ
と
条
野
伝
平
は
︑
江
戸
時
代
に
は
山
々
亭
有
人
の
号
で
人
情
本
﹃
春
色
江
戸
紫
﹄
な
ど
を
著
し
て
人
気
を
博
し
︑

維
新
後
は
新
興
の
新
聞
界
で
大
成
功
を
収
め
た
が
︑
今
で
は
ほ
ぼ
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
本
論
で
は
ま
ず
︑
幕
末
・

維
新
の
動
乱
期
を
経
て
新
聞
界
へ
転
身
す
る
条
野
の
生
涯
を
素
描
す
る
︒
次
に
﹃
三
人
令
嬢
﹄
の
概
要
を
紹
介
し
︑
明
治
の
新
聞
に
お

け
る
探
偵
小
説
の
流
行
︑
お
よ
び
条
野
自
身
も
親
し
ん
だ
と
思
わ
れ
る
戊
辰
戦
争
期
の
諷
刺
錦
絵
と
い
う
ふ
た
つ
を
手
が
か
り
に
︑
こ

の
奇
妙
な
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
翻
案
を
読
み
解
く
︒
坪
内
逍
遥
以
来
の
正
統
な
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
研
究
に
お
い
て
完
全
に
無
視
さ
れ
て
き

た
テ
ク
ス
ト
の
︑
思
い
が
け
な
い
豊
饒
さ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
︑
本
論
の
目
論
見
で
あ
る
︒

一　

粋
狂
連
か
ら
日
報
社
へ

―
条
野
伝
平
略
伝
①

　

旧
幕
時
代
の
条
野
伝
平
は
︑
戯
作
者
の
仮
名
垣
魯
文
や
落
語
家
の
三
遊
亭
円
朝
︑
浮
世
絵
師
の
落
合
芳
幾
な
ど
と
と
も
に
︑
有
力
商

人
の
庇
護
の
も
と
︑
粋
狂
連
と
い
う
遊
興
集
団
を
形
成
し
て
い
た︶

3
︵

︒
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
︑
聴
衆
か
ら
集
め
た
三
つ
の
題
で
即
興
の
落
語

を
演
じ
る
三
題
噺
の
流
行
を
も
た
ら
し
︑
興
画
合
せ
と
い
う
判
じ
絵
遊
び
を
生
み
出
し
た
︒
興
画
合
せ
と
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

此
遊
び
ハ
先
づ
會
日
を
定
め
其
前
に
兼け
ん

題だ
い

を
配
り
置
き
て
當
日
其
趣
向
を
持
寄
り
衆し
う

議ぎ

判は
ん

に
て
之
が
優い
う

劣れ
つ

を
定
め
高
點
の
部
へ
ハ

夫
々
賞し
や
う
ひ
ん品
を
配
る
と
い
ふ
方
法
な
り
き
其
興
畫
の
認し
た
ゝめ
方
ハ
兼
題
の
品
物
を
畫
中
に
あ
ら
は
さ
ず
故こ

事じ

又
ハ
古
歌
等
の
意
を
取
り

他
の
景け
い

物ぶ
つ

を
描
き
出
し
て
夫
と
な
く
兼け
ん

題だ
い

を
利き

か
す
る
趣
向
に
て
例た
と

へ
バ
寄
月
水
と
い
ふ
兼
題
の
出
た
る
時
は
薄す
ゝ
きの
原
と
富
士
の
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遠と
ほ

見み

の
み
を
畫
き
て
武
藏
野
と
見
せ
月
と
逃に
げ

水み
づ

と
を
隠
し
て
夫
と
な
く
兼
題
を
利
か
せ
又
養
在
深
閏
人
未
識
と
い
ふ
詩
の
句
を
兼

題
に
取
り
し
時
ハ
室む
ろ

咲ざ
き

の
梅
を
描
き
て
餘
意
を
示
す
が
ご
と
き
趣し
ゆ

向か
う

な
り︶

4
︵

︑

こ
う
し
た
粋
人
と
し
て
の
条
野
の
優
雅
な
生
活
は
︑
動
乱
の
時
代
を
迎
え
︑
そ
の
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

　

徳
川
慶
喜
の
大
政
奉
還
に
よ
っ
て
倒
幕
の
大
義
名
分
を
失
っ
た
薩
摩
藩
は
︑
旧
幕
府
側
を
刺
激
し
て
武
力
衝
突
の
口
実
を
作
り
出
そ

う
と
︑
江
戸
市
中
で
テ
ロ
行
為
を
繰
り
返
し
た
︒
さ
ら
に
江
戸
に
入
っ
た
東
征
軍
︵
新
政
府
軍
︶
は
︑﹁
軍
と
は
名
ば
か
り
で
︑
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
︑
た
だ
の
無
法
者
﹂
で
あ
り
︑﹁
官
軍
で
あ
る
こ
と
を
か
さ
に
︑
私
利
を
私
欲
で
追
い
求
め
た
﹂︶

5
︵

︒
彰
義
隊
が
敗
北
し
て
庶
民

に
愛
さ
れ
た
﹁
上
野
の
お
山
﹂
が
焦
土
と
化
し︶

6
︵

︑
江
戸
が
東
京
と
な
っ
て
慶
応
が
明
治
に
改
元
さ
れ
た
あ
と
も
︑
人
々
の
生
活
は
脅
か

さ
れ
続
け
る
︒
徳
川
家
が
静
岡
移
封
と
な
り
︑
参
勤
交
代
の
義
務
が
消
滅
し
た
諸
大
名
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
で
︑
幕
末
に
は
一
〇
〇

万
人
を
超
え
て
い
た
総
人
口
が
︑
お
よ
そ
六
七
万
人
に
激
減
し
た
の
で
あ
る︶

7
︵

︒
こ
れ
は
﹁
町
方
の
商
業
︑
運
輸
︑
手
工
業
の
落
ち
込
み
︑

そ
し
て
窮
民
︵
物
貰
い
︶
の
大
量
発
生
﹂
を
引
き
起
こ
し
た︶

8
︵

︒
そ
の
荒
廃
は
︑
一
八
六
九
年
六
月
六
日
︵
明
治
二
年
四
月
二
六
日
︶
付
の
岩

倉
具
視
宛
書
簡
で
︑
大
久
保
利
通
が
こ
う
認
め
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

皇
國
危
急
存
亡
ノ
秋
切
迫
ス
ル
コ
ト
間
不
容
髪
抑
昨
年
來
兵
亂
漸
平
一
時
無
事
ノ
形
ヲ
成
ト
い
え
と
も
大
小
牧
伯
各
狐
疑
を
抱
き

天
下
人
心
洶
々
然
と
し
て
其
亂
る
ゝ
こ
と
百
萬
之
兵
戈
動
く
よ
り
可
恐
し
て
今
日
を
平
安
ト
心
得
候
ハ
床
下
之
烈
火
燃
出
さ
ゝ
る

を
幸
と
す
る
ニ
異
な
ら
す
豈
可
不
思
乎
々
々
々
々
東
下
後
實
地
之
情
態
厚
見
聞
仕
候
處
英
公
使
要
路
之
人
を
耻
し
め
兒
童
ノ
如
愚

弄
し
草
奔
士
ハ
政
府
を
凌
辱
し
て
奴
輩
之
如
蔑
視
し
内
外
之
侮
慢
至
ら
さ
る
所
な
し
況
乎
天
下
人
心
政
府
を
不
信
怨
嗟
之
聲
路
傍
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ニ
喧
々
眞
ニ
武
家
之
舊
政
を
慕
ふ
ニ
至
る︶

9
︵

こ
の
よ
う
な
環
境
の
激
変
が
︑
条
野
の
パ
ト
ロ
ン
や
彼
自
身
の
境
遇
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
疑
う
余
地
は
な
い
︒

　

こ
う
し
た
東
征
軍
の
ふ
る
ま
い
や
治
安
の
悪
化
を
背
景
に
︑
幕
末
・
維
新
期
︑
と
り
わ
け
戊
辰
戦
争
期
の
江
戸
・
東
京
で
は
︑
新
政

府
や
︑
新
政
府
側
に
寝
返
っ
た
旧
幕
勢
力
を
揶
揄
す
る
︑
大
量
の
諷
刺
文
芸
が
生
み
出
さ
れ
た︶
10
︵

︒
そ
の
ひ
と
つ
が
︑﹁
当
世 

三
筋
の
た

の
し
み
﹂
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
︑
着
物
の
模
様
な
ど
︑
画
面
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
視
覚
的
記
号
の
高
度
な
読
み
解
き
を
必
要
と
す
る
︑

諷
刺
錦
絵
で
あ
る︶
11
︵

︒
か
つ
て
平
和
な
頃
に
興
画
合
せ
を
楽
し
ん
で
い
た
条
野
は
︑
そ
れ
ら
の
作
品
に
共
感
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

も
し
か
し
た
ら
︑
な
ん
ら
か
の
形
で
そ
の
制
作
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

し
か
し
時
代
の
変
化
に
は
抗
え
な
い
︒
箱
館
戦
争
に
勝
利
し
︑
廃
藩
置
県
を
断
行
し
て
中
央
集
権
体
制
を
整
備
し
た
新
政
府
は
︑
一

八
七
二
年
六
月
三
日
︵
明
治
五
年
四
月
二
八
日
︶︑
国
民
の
創
出
・
教
化
の
基
本
方
針
で
あ
る
三
条
教
則
を
発
布
す
る
︒
条
野
は
︑
仮
名
垣

魯
文
と
と
も
に
い
わ
ゆ
る
﹁
著
作
道
書
キ
上
ゲ
﹂
を
新
政
府
に
提
出
し
︑﹁
尓
後
従
来
ノ
作
風
ヲ
一
變
シ
乍
レ
恐
教
則
三
條
ノ
御
趣
旨
ニ

モ
ト
ツ
キ
著
作
可
レ
仕
ト
商
議
決
定
仕
候
﹂
と
報
告
す
る︶
12
︵

︒
こ
れ
は
︑
事
実
上
の
﹁
戯
作
者
と
し
て
の
廃
業
宣
言
﹂
で
あ
っ
た︶
13
︵

︒
実
際
︑

条
野
は
︑
上
申
書
提
出
前
に
す
で
に
戯
作
の
世
界
か
ら
は
手
を
引
き
︑
語
学
書
な
ど
の
実
用
啓
蒙
書
を
執
筆
し
て
糊
口
を
し
の
い
で
い

た
︶
14
︵

︒
さ
ら
に
彼
は
︑
新
興
の
新
聞
界
に
そ
の
活
躍
の
場
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

　

条
野
と
新
聞
の
か
か
わ
り
は
︑
戊
辰
戦
争
期
に
さ
か
の
ぼ
る
︒﹁
戊
辰
の
變
に
際
し
︹
︙
︙
︺
非○

恭○

順○

論○

者○

の○

一○

人○

に
て
維
新
の
王
師

に
反
對
す
る
の
念
を
﹂
抱
い
た
旧
幕
臣
︑
福
地
源
一
郎
は
︑﹁
竊
に
條
野
傳
平
廣
岡
幸
助
西
田
傳
助
の
三
人
に
謀
り
乃
ち
四
月
上
旬
を
以

て
新
に
江○

湖○

新○

聞○

と
名
け
た
る
を
發
兌
刊
行
﹂
す
る︶
15
︵

︒
広
岡
幸
助
と
西
田
伝
助
も
︑
粋
狂
連
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た︶
16
︵

︒
同
紙
が
︑﹁
着
々
維
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新
の
政
に
反
對
し
た
る
而
巳
な
ら
ず
紙
上
は
自
か
ら
幕
府
の
脱
兵
等
が
勝
を
喜
び
て
之
を
稱
賛
し
甚
し
き
は
戰
報
の
空
説
若
く
は
政
況

の
虚
聞
を
作
爲
し
て
以
て
記
載
﹂
し
た
結
果
︑
福
地
は
逮
捕
さ
れ
る︶
17
︵

︒
福
地
の
釈
放
に
﹁
最
も
奔
走
し
た
の
は
江
湖
新
聞
發
行
に
關
係

し
た
一
人
で
あ
る
條
野
傳
平
で
あ
る
と
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
﹂―

彼
は
最
初
本
郷
の
伊い

豆づ

藏く
ら

と
い
ふ
呉
服
屋
の
番
頭
を
し
て
ゐ
た
が
︑
呉
服
物
を
背
負
う
て
歩
く
う
ち
に
も
讀
書
を
怠
ら
ず
︑
そ
れ

に
記
憶
が
非
常
に
よ
か
つ
た
の
で
︑
そ
の
う
ち
に
戲
作
に
筆
を
と
る
や
う
に
な
つ
た
も
の
ら
し
い
︒
そ
し
て
福
地
と
も
交
り
︑
ま

た
福
地
の
知
人
で
も
あ
つ
た
杉
浦
讓
と
い
ふ
幕
臣
出
身
の
人
と
も
相
知
る
仲
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
杉
浦
は
そ
の
頃
新
政
府

に
出
仕
し
て
ゐ
た
も
の
と
見
え
︑
そ
の
人
の
仲
介
に
よ
つ
て
木
戸
孝
允
を
動
か
し
て
助
命
運
動
を
し
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る︶
18
︵

︒

後
述
す
る
よ
う
に
︑
の
ち
の
福
地
は
政
府
擁
護
に
転
じ
る
が
︑﹁
彼
の
政
論
は
す
べ
て
木
戸
の
意
見
で
あ
る
と
ま
で
い
は
る
ゝ
や
う
に
な

っ
た
因
緣
は
︑
お
そ
ら
く
此
處
に
深
い
根
を
お
ろ
し
た
の
で
あ
ら
う
﹂︶
19
︵

︒

　

か
く
し
て
条
野
伝
平
の
新
聞
と
の
か
か
わ
り
は
︑
日
本
近
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
最
初
の
筆
禍
事
件
と
し
て
︑
一
旦
幕
を
閉
じ
た
︒
し

か
し
一
八
七
二
年
二
月
一
六
日
︵
明
治
五
年
一
月
八
日
︶︑
条
野
は
︑
西
田
伝
助
お
よ
び
落
合
芳
幾
と
と
も
に
︑
あ
ら
た
め
て
政
府
に
新
聞

の
刊
行
許
可
を
願
い
出
る︶
20
︵

︒
こ
う
し
て
一
八
七
二
年
三
月
二
九
日
︵
明
治
五
年
二
月
二
一
日
︶
に
第
一
号
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
︑﹃
東
京
日

日
新
聞
﹄︵
現
在
の
﹃
毎
日
新
聞
﹄︶
で
あ
る
︒
後
年
の
西
田
の
回
顧
に
よ
れ
ば
︑
新
聞
刊
行
を
言
い
出
し
た
の
は
条
野
で
あ
り
︑
そ
れ
を

勧
め
た
の
は
︑
筆
禍
事
件
で
世
話
に
な
っ
た
杉
浦
譲
だ
っ
た
︒
話
は
前
年
の
一
〇
月
に
さ
か
の
ぼ
る
︒
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條で
う

野の

が
い
ふ
に
は
︑
此こ
の

間あ
ひ
だ

杉す
ぎ

浦う
ら

さ
ん
の
所と
こ
ろへ
行い

つ
た
時と
き

︵
此こ

の
杉す
ぎ

浦う
ら

さ
ん
と
い
ふ
は
其そ
の

頃こ
ろ

太だ

政じ
や
う

官く
わ
んの
權ご
ん

大だ
い

内な
い

史し

を
勤つ
と

め
て
居を

ら
れ
ま
し

た
杉す
ぎ

浦う
ら

讓ゆ
づ
る

君く
ん

屋や

敷し
き

は
下し
た

谷や

五
軒け
ん

町
に
あ
り
ま
し
た
︶
稍い
ろ

々〳
〵

の
話は
な
しか
ら
佛フ
ラ
ン
ス

蘭
西
で
は
新し
ん

聞ぶ
ん

を
賣う

る
の
に
浮う
き

床ど
こ

と
い
ふ
も
の
が
あ
つ
て
︑
夫そ
れ

で
爺じ
い

さ
ん
と
か
婆ば
あ

さ
ん
と
か
ゞ
賣う
つ

て
居ゐ

る
︑
日に

本ほ
ん

で
も
あ
れ
を
や
つ
た
ら
賣う

れ
る
だ
ら
う
と
話は
な
しさ
れ
た
と
い
ふ
の
が
抑そ
も
そも
日に
ち

々〳
〵

新し
ん

聞ぶ
ん

發は
つ

行か
う

の
始は
じ

め
な
ん
で
す
︑

当
初
︑
発
行
元
・
日
報
社
の
本
局
は
﹁
少す
こ

し
曲ま
が

り
掛か
ゝ

つ
て
丸ま
る

太た

で
突つ
ゝ

か
い
棒ぼ
う

の
し
て
あ
る
﹂
条
野
の
自
宅
に
置
か
れ
た︶
21
︵

︒

　

一
八
七
四
年
︵
明
治
七
年
︶
一
月
に
提
出
さ
れ
た
﹁
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
﹂
を
契
機
に
自
由
民
権
運
動
が
本
格
化
す
る
と
︑
日
報
社

は
福
地
源
一
郎
を
招
聘
す
る
︒
福
地
は
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
︒

東
京
日
々
新
聞
の
創
立
者
は
條
野
西
田
藤
岡
の
諸
人
に
て
即
ち
七
年
前
に
余
と
倶
に
江
湖
新
聞
に
從
事
し
た
る
輩
な
り
け
れ
ば
往

日
の
緣
故
あ
る
を
以
て
此
諸
人
が
切
に
勸
告
せ
る
に
從
ひ
此
の
新
聞
社
に
入
り
執
筆
す
る
こ
と
を
約
し
て
社
長
と
な
り
遂
に
明
治

七
年
十
二
月
一
日
を
以
て
紙
面
を
擴
張
し
躰
裁
を
改
良
し
社
説
の
一
欄
を
設
け
て
余
が
意
見
を
世
上
に
發
表
す
る
事
と
は
成
り
た

り
き︶
22
︵

﹃
郵
便
報
知
新
聞
﹄﹃
朝
野
新
聞
﹄﹃
曙
新
聞
﹄
が
国
会
の
早
期
開
設
を
主
張
し
て
﹁
民
権
新
聞
﹂
と
呼
ば
れ
た
の
に
対
し
︑
福
地
は
政
府

擁
護
に
転
じ
︑﹁
太
政
官
記
事
御
用
﹂
を
掲
げ
た
︒
こ
う
し
て
﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
は
︑﹁
社
説
を
掲
げ
て
政
治
を
論
﹂
じ
﹁
卑
俗
の
記

事
は
新
聞
の
品
位
を
堕
す
も
の
と
し
て
掲
載
せ
ざ
﹂
る︶
23
︵

︑
い
わ
ゆ
る
大
新
聞
と
し
て
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
︒
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二　
﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
創
刊
と
作
家
復
帰

―
条
野
伝
平
略
伝
②

　

福
地
源
一
郎
が
﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
を
大
新
聞
化
す
る
の
と
前
後
し
て
︑
条
野
伝
平
は
︑
同
紙
の
こ
れ
ま
で
の
雑
報
記
事

―
﹁
卑

俗
の
記
事
﹂
―
か
ら
︑
と
り
わ
け
人
々
の
好
奇
心
を
満
た
し
そ
う
な
も
の
を
選
び
出
し
︑
錦
絵
に
仕
立
て
る
企
画
を
始
め
る
︒
錦
絵

版
﹃
東
京
日
々
新
聞
﹄
で
あ
る︶
24
︵

︒﹃
東
京
日
日
新
聞
大
錦
﹄
と
銘
打
た
れ
た
刊
行
予
告
は
︑﹁
多た

端た
ん

に
よ
り
︒
壬お
と
ゝ
し申
已こ
の
か
た来
揮き

毫が
う

を
断た

ち
︒

妙み
や
う
し
ゆ手
を
廃す
て

し
﹂
落
合
芳
幾
が
再
び
筆
を
採
り
︑﹁
往む
か
し昔
に
弥い
や

増ま

す
巧た
く
みの
丹た
ん

青せ
い

︒
写し
や

真し
ん

に
逼せ
ま

る
花り
う

走か
う

の
︒
新し
ん

圖づ

﹂
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
を

謳
っ
て
い
る︶
25
︵

︒
こ
の
錦
絵
版
﹃
東
京
日
々
新
聞
﹄
は
︑
芳
幾
の
錦
絵
に
︑
条
野
や
転
々
堂
主
人
こ
と
高
畠
藍
泉
な
ど
の
文
章
を
添
え
て

発
行
さ
れ
︑
評
判
を
呼
ん
だ
︒
そ
の
最
盛
期
は
一
八
七
四
年
︵
明
治
七
年
︶
一
〇
月
で
︑
一
九
点
の
刊
行
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
︑
一
八

七
五
年
︵
明
治
八
年
︶
四
月
に
は
芳
幾
︑
藍
泉
が
小
新
聞
﹃
平
仮
名
絵
入
新
聞
﹄
を
創
刊
し
て
そ
ち
ら
に
軸
足
を
移
し
︑
同
年
八
月
頃
に

は
錦
絵
版
﹃
東
京
日
々
新
聞
﹄
は
刊
行
を
停
止
し
た︶
26
︵

︒

　

条
野
が
﹃
平
仮
名
絵
入
新
聞
﹄
に
関
与
し
た
形
跡
は
な
い
が
︑﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
の
大
新
聞
化
と
と
も
に
︑
同
紙
で
の
条
野
や
西
田

の
居
場
所
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
す
で
に
本
局
を
銀
座
に
移
転
し
︑﹁
表お
も
てつ
き
は
ま
る
で
お
役や
く
し
よ所
み
た
い
な
︑
一
枚ま
い

繪ゑ

に
も
出で

て
御ご

承し
よ
う

知ち

で
せ
う
が
︑
立り
つ
ぱ派
な
石い
し
く
ら藏
の
二
層そ
う

樓ろ
う

で
︑
堂だ
う

々〳
〵

た
る
も
の
﹂︶
27
︵

と
な
っ
て
い
た
日
報
社
の
中
心
に
は
福
地
源
一
郎
が

お
り
︑
一
時
期
同
社
に
在
籍
し
て
い
た
末
松
謙
澄
の
よ
う
な
政
府
要
人
が
出
入
り
し
て
い
た
︒
そ
れ
に
対
し
︑

こ
ち
ら
は
軟な
ん

派ぱ

の
親お
や
だ
ま玉
が
條で
う

野の

傳で
ん

平ぺ
い

さ
ん
で
︑
古
く
は
山さ
ん

々〳
〵

亭て
い

有あ
り
ん
ど人
と
い
ひ
︑
其そ
の

頃こ
ろ

は
採さ
い
ぎ
く菊
と
號が
う

し
て
ゐ
た
︒
廣ひ
ろ
お
か岡
柳り
う
か
う香
︑
塚つ
か
は
ら原
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澁じ
ふ

柿か
き

︑
南
み
な
み

新し
ん

二
︑
宮み
や
ざ
き崎
三
昧ま
い

︑
會く
わ
い
け
い計
に
は
西に
し

田だ

傳で
ん

助す
け

︑
正し
や
う
め
ん面
の
左
ひ
だ
り

側が
は

に
︑
椅い

す子
が
並な
ら

ん
で
ゐ
ま
し
た
︒
繪ゑ

の
方は
う

が
落お
ち
あ
ひ合
芳よ
し
い
く幾
で

し
た
︒
コ
ノ
對た
い

照せ
う

が
面お
も
し
ろ白
ひ
と
い
ひ
ま
せ
う
か
︑
奇き

態た
い

と
い
ひ
ま
せ
う
か
︑
彼あ
ち
ら方
は
政せ
い

治ぢ

家か

の
鏘さ
う

々〳
〵

た
る
人じ
ん

物ぶ
つ

本ほ
ん

位ゐ

の
連れ
ん
ち
う中
で
︑

政せ
い

府ふ

の
爲た

め
御ご

用よ
う

を
勤つ
と

め
て
︑
天て
ん

下か

に
呼こ

號が
う

し
て
ゐ
る
︒
獅し

し

く
子
吼
し
て
ゐ
る
の
に
︑
こ
つ
ち
は
寄よ

る
と
障さ
は

る
と
軟や
は
らか
い
方は
う

で
︑
茶ち
や
ば
ん番

俳は
い
か
い諧
︑
遊い
う
き
よ
う興
猥わ
い
だ
ん談
︑
小せ
う
せ
つ説
を
か
く
と
い
つ
た
手て

合あ
ひ

︑
兩
り
や
う

雄ゆ
う

相あ
ひ

立た

た
な
く
な
つ
た
が
︑
條で
う

野の

氏し

を
始は
じ

め
西に
し

田だ

氏し

︑
芳よ
し

幾い
く

畫ぐ
わ

伯は
く

は
︑

創さ
う
げ
ふ業
の
功か
う
ら
う勞
者し
や

だ
か
ら
︑
と
う
〳
〵
此こ
れ

等ら

の
人ひ
と

々〳
〵

へ
︑
功か
う
ら
う勞
金き
ん

を
出だ

し
て
︑
御ご

用よ
う

紙し

は
御ご

用よ
う

紙し

で
︑
大だ
い
し
ん
ぶ
ん

新
聞
の
體た
い

面め
ん

で
や
つ
て
行ゆ

く
こ
と
と
な
つ
た
ら
し
い
︒

﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
を
去
っ
た
条
野
ら
は
︑﹁
其そ
の
こ
ろ頃
警け
い

視し

廳ち
や
うの
筋す
ぢ

を
引ひ

い
て
ゐ
た
繪ゑ

入い
り

新し
ん
ぶ
ん聞
︹＝

﹃
警
察
新
報
﹄︺
を
︑﹃
や
ま
と
新し
ん
ぶ
ん聞
﹄
と

改か
い
だ
い題
し
て
︑
新し
ん

陣ぢ
ん
よ
う容
を
と
ゝ
の
へ
︑
軟な
ん

派ぱ

新し
ん
ぶ
ん聞
を
發は
つ
か
う行
す
る
こ
と
に
﹂︶
28
︵

な
り
︑
一
八
八
六
年
︵
明
治
一
九
年
︶
一
〇
月
七
日
に
そ
の
第
一

号
が
刊
行
さ
れ
た
︒

　
﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
創
刊
号
に
は
︑
条
野
の
筆
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
論
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
条
野
は
︑﹁
艶
種
と
稱
す

る
も
の
﹂
を
中
心
に
報
道
し
︑﹁
續
き
物
と
稱
す
る
小
説
を
連
載
﹂
す
る
小
新
聞︶
29
︵

と
し
て
の
同
紙
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
︑
次
の
よ
う

に
規
定
す
る
︒

さ
れ
バ
本ほ

ん

紙し

を
讀よ

む
諸し
よ
く
ん君
ハ
此こ
れ

よ
り
毎ま
い

號が
う

に
載の
す

る
︒
放は
う
た
う蕩
治や

郎ら
う

の
情
じ
や
う

痴ち

談だ
ん

︒
凶け
う
か
ん漢
惡あ
く

婦ふ

の
曲く
せ

物も
の
が
た
り語
︒
新し
ん
ぶ
ん聞
續つ
ゞ
き

話も
の

に
論ろ
ん

な
く
内な
い
ぐ
わ
い外

百
般は
ん

の
記き

じ事
を
見み

て
︒
善ぜ
ん

に
就つ

き
惡あ
く

を
避さ

け
利り

を
取と

り
損そ
ん

を
去す

て
玉た
ま

へ
俚こ
と
わ
ざ諺
に
も
云い

ふ
人ひ
と

の
振ふ
り

見み

て
我わ
が

振ふ
り

直な
ほ

せ
と
︒
古い
に
しへ
に
ハ
演し
ば
ゐ劇

を
も
て
無む

筆ひ
つ

の
早は
や

學が
く

問も
ん

︒
勸
く
わ
ん

善ぜ
ん

懲て
う

惡あ
く

の
仕し

方か
た

話ば
な
しと
名な

づ
け
た
り
︒
我わ
が
は
い輩
ハ
新し
ん

聞ぶ
ん

紙し

を
も
て
智ち

ゑ慧
の
指し

南な
ん

車し
や

︒
取し
ゆ

利り

避ひ

害が
い

の
早は
や

講か
う
だ
ん談
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と
云い

ハ
ん
と
す︶
30
︵

篠
田
鉱
造
は
︑
同
紙
を
﹁
小
新
聞
の
典
型
を
具
備
し
た
理
想
的
の
新
聞
紙
で
︑
小
新
聞
の
完
成
し
た
も
の
と
謂
つ
て
も
よ
い
﹂
と
評
価

し
て
い
る︶
31
︵

︒

　

こ
の
企
て
は
見
事
に
当
た
り
︑﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
は
︑﹁
創
刊
ま
も
な
く
一
万
部
に
達
し
︑
創
刊
翌
年
の
二
十
︵
一
八
八
七
︶
年
に
は
号

当
り
平
均
で
約
一
万
六
千
部
︑
明
治
二
十
二
︵
一
八
八
九
︶
年
頭
に
は
二
万
を
超
え
︑
東
京
で
発
行
さ
れ
る
新
聞
の
ト
ッ
プ
に
躍
り
出
﹂

る
︒
そ
の
人
気
の
原
動
力
に
な
っ
た
の
が
︑
連
載
小
説
で
あ
っ
た
︒﹁﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
の
成
功
は
︑
連
載
読
み
物
の
面
白
さ
こ
そ
読
者

を
つ
な
ぎ
止
め
る
最
大
の
要
素
で
あ
る
と
新
聞
界
に
認
識
さ
せ
た
﹂
の
で
あ
る︶
32
︵

︒
創
刊
号
で
は
︑
渋
柿
園
主
人
こ
と
塚
原
靖
の
﹃
何な

に事

も
金か
ね

づ
く 

欲よ
く

情じ
や
う

新し
ん

話わ

﹄︑
三
遊
亭
円
朝
の
高
座
を
小
相
英
太
郎
が
速
記
し
た
﹃
侠
き
や
う

骨こ
つ

今い
ま

に
香
か
ん
ば
しく
賊ぞ
く

膳た
ん

猶な

ほ
腥
な
ま
ぐ
さし 

松ま
つ

の
操
み
さ
ほ

美び

人じ
ん

の
生い
き

埋う
め

﹄

の
連
載
が
始
ま
っ
て
い
る
︒
同
時
に
条
野
も
採
菊
散
人
の
号
で
﹃
廓さ
と

雀す
ゞ
め

小こ

稲い
な

の
出で

来き

秋あ
き

﹄
を
寄
せ
︑
旺
盛
な
創
作
活
動
を
再
開
す
る
こ

と
と
な
る
︒

　

採
菊
散
人
と
し
て
文
壇
に
復
帰
し
た
条
野
伝
平
で
あ
る
が
︑﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
に
彼
が
発
表
し
た
作
品
に
は
︑
か
な
り
の
数
の
西
洋
種

の
翻
案
が
含
ま
れ
て
い
た︶
33
︵

︒
同
時
代
の
吉
田
香
雨
は
︑
彼
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
︒

散さ
ん
じ
ん人
の
小せ
う
せ
つ説
は
老ら
う
れ
ん練
な
り
其そ
の

翻ほ
ん
や
く訳
的て
き

の
味あ
ぢ

な
き
も
の
を
鰹か
つ
を魚
と
味み

淋り
ん

で
煮に

こ
ろ
ば
し
て
甘う
ま

く
人ひ
と

に
喰く
は

せ
る
手て

際ぎ
わ

な
か
〳
〵
に
感か
ん

ず

べ
し
夫そ
れ
も
そ
の
筈は
ず

散さ
ん
じ
ん人
は
以も

と前
山さ
ん

々〳
〵

亭て
い

有あ
り
ん
ど人
と
稱し
よ
うし
昔
む
か
し

把と

つ
た
る
筆ふ
で

柄づ
か
の
力ち
か
らあ
ま
り
て
近ち
か
ご
ろ頃
も
續ぞ
く

々〴
〵

新し
ん
さ
く作
を
物も
の
さ
る
ゝ
由よ
し
あ
ゝ
散さ
ん
じ
ん人

が
舊き
う

友い
う

た
る
藍ら
ん
せ
ん泉
氏し

は
早は
や

既す
で

に
世よ

を
去さ

り
ぬ
魯ろ

文ぶ
ん

翁を
う

は
世よ

に
あ
る
も
今い
ま

は
著ち
よ
じ
ゆ
つ述
の
業わ
ざ

絶た

え
た
り
獨ひ
と

り
散さ
ん
じ
ん人
の
壯さ
か
んな
る
維い

新し
ん

前ぜ
ん

よ
り
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引ひ
き

續つ
ゞ

き
て
今い
ま

尚な

ほ
瞿く
わ
く
し
や
く鑠
た
る
健け
ん
ぴ
つ筆
を
明め
い

治ぢ

の
文ぶ
ん
か
い界
に
揮ふ
る

は
る
ゝ
は
最い
と

あ
り
が
た
き
名め
い
じ
ん人
と
い
ふ
べ
し︶
34
︵

こ
う
し
て
﹁
翻
訳
的
の
味
な
き
も
の
を
鰹
魚
と
味
淋
で
煮
こ
ろ
ば
し
て
甘
く
人
に
喰
せ
﹂
た
作
品
群
の
な
か
に
は
︑
ふ
た
つ
の
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
物
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
ひ
と
つ
は
︑﹃
オ
セ
ロ
ー
﹄
の
翻
案
で
あ
る
﹃
花
の
深
山
木
﹄︑
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
が
本
論
で
取
り

上
げ
る
﹃
三
人
令
嬢
﹄
で
あ
る
︒

三　
﹃
三
人
令
嬢
﹄

　
﹃
花
の
深
山
木
﹄
は
︑﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
連
載
時
に
は
そ
れ
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
物
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
な
い
が
︑﹃
痘
痕
伝
七

郎
﹄
と
改
題
し
て
出
版
さ
れ
た
単
行
本
で
は
︑﹁
西せ
い
て
つ哲
の
著ち
よ
じ
ゆ
つ述
に
係か
ゝ

る
オ︹

マ

マ

︺

ロ
セ
ー
と
云い

ふ
有い
う
め
い名
の
小せ
う
せ
つ説
に
て
︑
黑こ
く
じ
ん人
の
軍ぐ
ん
じ
ん人
に
白は
く
じ
ん人
の

令れ
い
ぜ
う孃
が
想お
も
ひを
懸か

け
て
遂つ
ひ

に
夫ふ
う

婦ふ

と
成な

る
と
い
ふ
︑
一い
ち

大だ
い

傑け
つ
さ
く作
な
る
を
猥み
だ
りに
飜ほ
ん

案あ
ん

﹂
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る︶
35
︵

︒
こ
れ
に

対
し
︑﹃
三
人
令
嬢
﹄
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
起
源
は
︑
新
聞
連
載
︑
単
行
本
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
し
か
し
本

論
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
一
読
す
れ
ば
︑
そ
れ
が
﹃
リ
ア
王
﹄
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
の
叙

述
展
開
か
ら
み
て
︑
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
で
は
な
く
︑
ラ
ム
姉
弟
の
﹃
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
物
語
﹄
を
種
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う︶
36
︵

︒

　

第
一
節
で
述
べ
た
と
お
り
︑
維
新
直
後
の
条
野
は
実
用
書
の
執
筆
で
生
計
を
立
て
て
い
た
︒
彼
が
著
し
た
語
学
書
は
︑
漢
語
に
か
か

わ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
︑
英
語
に
関
す
る
も
の
︵﹃
童
解
英
語
図
絵
﹄﹃
流
行 
英
語
都
々
逸
﹄︶
も
含
ま
れ
て
い
る︶
37
︵

︒
し
か
し
こ
れ
ら
は
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い
ず
れ
も
入
門
的
な
単
語
集
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く
︑
条
野
に
ラ
ム
を
読
め
る
だ
け
の
英
語
力
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
︒
条
野

の
実
子
で
日
本
画
家
の
鏑
木
清
方
は
︑
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
︒

落ら
く

語ご

家か

で
は
圓ゑ
ん

朝て
う

と
親し
ん
み
つ密
に
し
て
櫻あ
う

痴ち

さ
ん
が
飜ほ
ん
や
く譯
し
て
夫そ
れ

を
父ち
ゝ

が
潤じ
ゆ
ん
し
よ
く色
し
て
圓ゑ
ん

朝て
う

に
話は
な

し
て
聞き

か
せ
て
續
つ
ゞ
き

物も
の

の
種た
ね

に
し
た
事こ
と

が
い
く
ら
も
あ
つ
た
樣や
う

で
す
夫そ
れ

か
ら
大や
ま
と和
新し
ん
ぶ
ん聞
の
小せ
う
せ
つ説
は
大た
い
て
い抵
櫻あ
う

痴ち

先せ
ん
せ
い生
が
飜ほ
ん
や
く譯
し
て
父ち
ゝ

が
潤じ
ゆ
ん
し
よ
く色
し
た
も
の
で
し
た
何な
ん

で
も
今い
ま

考か
ん
がへ
ま
す
と
﹁
オ
セ
ロ
﹂
な
ど
も
飜ほ
ん
あ
ん案
さ
れ
た
事こ
と

が
あ
る
樣や
う

で
す︶
38
︵

﹃
三
人
令
嬢
﹄
も
ま
た
︑
福
地
源
一
郎
が
翻
訳
提
供
者
だ
っ
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う︶
39
︵

︒

　
﹃
三
人
令
嬢
﹄
は
︑
ラ
ム
を
種
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
も
の
の
︑
む
し
ろ
そ
れ
を
梗
概
と
し
︑
自
由
に
膨
ら
ま
せ
た
も
の

―
条
野
自

身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑﹁
猥
り
に
飜
案
﹂
し
た
も
の

―
と
言
っ
た
方
が
正
確
で
あ
る
︒
土
谷
桃
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
元
ネ
タ

だ
け
は
他
か
ら
得
て
作
品
化
に
際
し
て
は
自
由
に
潤
色
す
る
と
い
う
手
法
は
︑
幕
末
江
戸
粋
興
人
グ
ル
ー
プ
内
で
の
常
套
手
段
で
あ
り

慣
れ
た
も
の
だ
っ
た
﹂︶
40
︵

︒
ラ
ム
の
﹁
リ
ア
王
﹂
は
︑
次
の
よ
う
に
始
ま
る
︒

Lear, king of B
ritain, had three daughters: G

oneril, w
ife to the duke of A

lbany; R
egan, w

ife to the duke of 

C
ornw

all; and C
ordelia, a young m

aid, for w
hose love the king of France and duke of B

urgundy w
ere joint suitors, 

and w
ere at this tim

e m
aking stay for that purpose in the court of Lear.

︶
41
︵
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条
野
は
︑
舞
台
を
同
時
代
の
東
京
に
移
し
︑
登
場
人
物
に
は
る
か
に
具
体
的
で
詳
細
な
造
形
を
施
し
て
い
る
︒
リ
ア
に
あ
た
る
の
は
水

島
隆
茂
伯
爵
︑﹁
以い

前せ
ん

は
西さ
ひ

國こ
く

に
て
二
十
有い
う

餘よ

萬
石ご
く

を
知し
る
よ
し行
し
官く
わ
んは
從じ
ゆ

四
位ゐ

左さ

近こ
ん

衞ゑ

の
少せ
う

將〳
〵

に
て
在お

は
し
維ゐ

新し
ん

の
際さ
い

抜ば
つ
ぐ
ん群
の
軍ぐ
ん
か
う功
あ
り
と

て
賞せ
う
て
ん典
禄ろ
く

若か
く
か
く干
を
賜た
ま

﹂
わ
っ
た
華
族
で
あ
る︶
42
︵

︒
一
〇
年
以
上
前
に
妻
を
亡
く
し
た
隆
茂
に
は
︑
瑠
璃
子
︑
佐
代
子
︑
幸
子
と
い
う
三
人

の
娘
が
い
る
︒

姉あ
ね

の
瑠る

璃り

子こ

は
同お
な

じ
水み
づ
し
ま島
を
名な

の乗
れ
る
茂し
げ

樹き

と
言い
へ

る
を
婿む
こ

と
爲な

し
茂し
げ

樹き

は
職し
よ
くを
裁さ
い
ば
ん
く
わ
ん

判
官
に
奉ほ
う

じ
別べ
つ
き
よ居
し
て
神か
ん

田だ

猿さ
る
が
く樂
町
に
居を
り

次じ

女ぢ
よ

の
佐さ

代よ

子こ

は
同ど
う
ぞ
く族
小こ

宮み
や

子し

爵し
や
くの
許も
と

へ
嫁か

し
家い
へ

に
残の
こ

れ
る
は
三
女ぢ
よ

の
幸さ
ち

子こ

な
り
三
孃ぜ
う

の
中う
ち

に
て
も
幸さ
ち

子こ

は
容よ
う
ぼ
う貌
の
美び

な
る
心こ
ゝ
ろば
え
の

優や
さ

し
き
二
姉し

に
優ま
さ

る
事こ
と

數す

等と
う

な
り
さ
れ
ば
に
や
吉よ
し

見み

武た
け

雄を

と
い
ふ
陸り
く
ぐ
ん軍
の
中ち
う
ぜ
う將
又ま
た

同ど
う
ぞ
く族
に
て
宮く

内な
い

省せ
う

に
奉ほ
う
し
よ
く職
せ
ら
る
ゝ
間ま

宮み
や

子し
ゝ
や
く爵

の
兩れ
う

氏し

は
或あ

る
高か
う

等と
う

官く
わ
んの
園え
ん

遊ゆ
う

會く
わ
いに
幸さ
ち

子こ

を
見み

や
り
て
懸け

想そ
う

爲な

し
其そ
の

熱ね
つ

度ど

は
華く
わ

氏し

の
百
度ど

以い

上ぜ
う

に
昇の
ぼ

り
た
り︶
43
︵

間
宮
は
︑
幸
子
の
父
︑
隆
茂
に
取
り
入
る
た
め
︑
そ
の
茶
道
の
弟
子
と
な
る
︒
吉
見
も
ま
た
︑
小
栗
宗
入
と
い
う
茶
人
の
仲
介
で
隆
茂

に
弟
子
入
り
す
る
︒

　

小
栗
宗
入
は
︑﹁
茶さ

道ど
う

の
巧こ
う
し
や者
の
み
な
ら
ず
大だ
い

の
滑こ
つ

稽け
い

家か

に
し
て
伯は
く

の
氣き

の
結む
す

ぼ
れ
た
ら
ん
時と
き

は
例い
つ

も
洒し
や
ら
く落
の
語ご

を
吐は
き

て
鬱う
つ

氣き

を
散さ
ん

ぜ

し
む
る
事こ

と

屡し
ば

々〳
〵

あ
り
謂ゆ
え

を
以も
つ

て
伯は
く

も
又ま
た

二
無な

き
者も
の

に
思お
ぼ

さ
る
ゝ
﹂︶
44
︵

と
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
ラ
ム
の
ʻthis poor fool clung to Lear after 

he had given aw
ay his crow

n, and by his w
itty saying w

ould keep up his good hum
our

︶
45
︵

’と
い
う
道
化
の
描
写
に
基
づ
い
て
造

形
さ
れ
た
登
場
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
ラ
ム
の
叙
述
で
は
︑
道
化
が
登
場
す
る
の
は
ゴ
ネ
リ
ル
に
よ
る
リ
ア
冷
遇
が
語
ら
れ
た
あ

と
で
あ
り
︑
道
化
が
物
語
展
開
に
寄
与
す
る
こ
と
は
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
︑
パ
ト
ロ
ン
の
庇
護
を
受
け
た
粋
人
と
い
う
点
に
旧
幕
時
代
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の
自
分
自
身
と
似
た
も
の
を
感
じ
た
の
か
︑
条
野
は
︑
ラ
ム
版
を
大
き
く
逸
脱
し
︑
こ
の
滑
稽
家
に
吉
見
と
幸
子
の
結
婚
を
成
立
さ
せ

る
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
与
え
て
い
る
︒
愛
情
テ
ス
ト
と
財
産
分
与
︑
そ
の
後
の
遠
藤
保
の
諫
言
と
追
放
の
あ
と
︑
宗
入

が
﹁
御ご

媒ば
い

介か
い

﹂
︶
46
︵

と
な
る
こ
と
で
︑
吉
見
と
幸
子
の
結
婚
話
が
ま
と
ま
る
︒
そ
こ
に
瑠
璃
子
の
横
槍
が
入
っ
て
事
態
は
紛
糾
す
る
が
︑
宗

入
の
機
転
で
話
が
収
ま
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
吉
見
と
幸
子
は
め
で
た
く
仮
祝
言
を
挙
げ
︑
吉
見
の
任
地
で
あ
る
大
坂
に
旅
立
つ
︒

こ
こ
ま
で
に
条
野
は
連
載
の
第
一
三
回
ま
で
︑
全
体
の
四
分
の
一
以
上
を
割
い
て
い
る
︒

　

そ
の
後
︑
さ
ま
ざ
ま
な
小
さ
な
逸
脱
を
は
ら
み
つ
つ
︑
物
語
は
大
枠
で
ラ
ム
版
に
沿
っ
て
進
行
す
る
︒
事
態
を
吉
見
に
知
ら
せ
る
宗

入
の
手
紙
に
よ
れ
ば

―
こ
こ
で
も
宗
入
が
活
躍
す
る︶
47
︵

―
以
下
の
よ
う
な
展
開
で
あ
る
︒

其そ
の

大た
い

要よ
う

を
揚あ
ぐ

れ
ば
二
孃ぜ
う

が
伯は
く
し
や
く爵
に
對た
い

す
る
浮ふ

薄は
く

の
爲て
い
た
ら
く体
よ
り
附ふ

從じ
う

者し
や

の
減け
ん

員ゐ
ん

賄ま
か
なひ
料れ
う

の
減げ
ん
せ
う少
食し
よ
く
れ
う料
の
粗そ

惡あ
く

な
る
其そ
の

他た

の
待た
い
ぐ
う遇
は

恰あ
た
かも
厄や
く
か
い介
の
食し
よ
く
か
く客
を
扱あ
つ
かふ
に
異こ
と

な
ら
ず
と
の
顛て
ん
ま
つ末
よ
り
遠ゑ
ん
ど
う藤
保た
も
つに
一
日
淺あ
さ
く
さ草
に
て
出
し
ゆ
つ

會く
わ
いし
二
孃ぜ
う

の
伯は
く
し
や
く爵
に
於お
け

る
不ぶ

禮れ
い

の
光あ
り
さ
ま景
を

語か
た

り
た
る
こ
と
彼か
れ

が
官
く
わ
ん

階か
い

の
要や
う

地ち

を
辭じ

し
馬べ
つ
と
う丁
と
な
り
て
住す
み
こ
み込
し
事こ
と

よ
り
突と
つ
ぜ
ん然
暇い
と
まと
成な
り

し
事こ
と

伯は
く
し
や
く爵
が
暴ば
う

雨う

を
冒お
か
して
駈か
け

出い
だ

し
今い
ま

は
保
た
も
つ

が
家い
へ

に
逗と
う
り
う留
爲な
し

居を

る
事こ
と

■︶
48
︵

こ
の
知
ら
せ
を
受
け
て
︑
幸
子
は
慌
た
だ
し
く
帰
京
す
る
︒

　

ラ
ム
版
で
は
︑
リ
ア
と
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
が
再
会
し
た
あ
と
︑
語
り
手
の 
ʻLet us return to say a w

ord or tw
o about those cruel 

daughters

︶
49
︵

’と
い
う
言
葉
と
と
も
に
︑
ゴ
ネ
リ
ル
お
よ
び
リ
ー
ガ
ン
と
エ
ド
マ
ン
ド
の
不
倫
関
係
と
そ
の
顛
末

―
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル

公
の
死
︑
ゴ
ネ
リ
ル
に
よ
る
リ
ー
ガ
ン
毒
殺
と
自
殺

―
が
︑
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
手
短
に
語
ら
れ
る
︒
条
野
は
︑
こ
こ
で
ま
た
ラ
ム
版
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を
大
き
く
逸
脱
し
︑
連
載
第
三
七
回
か
ら
最
終
回
ま
で
︑
や
は
り
全
体
の
四
分
の
一
以
上
の
紙
幅
を
割
い
て
そ
れ
を
描
く
︒

　

エ
ド
マ
ン
ド
に
相
当
す
る
の
は
︑
片
山
冬
三
と
い
う
︑﹁
或あ

る
省せ
う

の
高か
う
と
う
く
わ
ん

等
官
﹂
を
﹁
會く
わ
い
け
い計
上ぜ
う

に
不ふ

整せ
い
と
ん頓
﹂
が
あ
っ
た
た
め
に
免
職
に

な
っ
た
男
で
あ
る
︒
彼
は
﹁
顔か
ほ

の
奇き

麗れ
い

な
る
に
引ひ
き

變か

へ
根こ
ん
ぜ
い生
は
頗す
こ

ぶ
る
穢き
た

な
く
﹂︑
も
と
も
と
﹁
某そ
れ

の
藩は
ん

の
留る

す守
居ゐ

役や
く

を
勤つ
と

め
し
者も
の

の
三

男な
ん

な
る
が
次じ
な
ん男
は
世よ

を
早は
や

く
し
長て
う
な
ん男
は
丁て
う
び
や
く百
に
足た

ら
ぬ
性さ
が

な
る
を
以も
つ

て
老ら
う
ね
ん年
の
母は
ゝ

を
誤ご

魔ま

樫か
し

父ち
ゝ

の
遺ゐ

言げ
ん

と
號か
う

し
て
廢は
い
ち
や
く嫡
を
爲な

し
自み
づ

か

ら
家か
と
く督
と
な
り
父ち
ゝ

が
貯た
く
はへ
金き
ん

を
使し

用よ
う

し
て
紳し
ん

士し

社し
や
く
わ
い會
に
立た
ち
ま
じ交
は
る
横お
う
ち
や
く
も
の

着
者
﹂
で
あ
る︶
50
︵

︒
片
山
は
︑
佐
代
子
︑
瑠
璃
子
と
相
次
い
で
関

係
を
結
ぶ
︒

　

そ
の
後
︑
佐
代
子
は
夫
の
義
直
を
卒
中
で
亡
く
し︶
51
︵

︑
片
山
と
再
婚
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
を
知
っ
た
瑠
璃
子
は
︑
侍
女
の
牧
江
と

謀
り
︑
佐
代
子
毒
殺
の
計
画
を
立
て
る
︒
牧
江
は
︑
姪
の
お
北
を
脅
迫
し
︑
佐
代
子
の
食
事
に
︑
侍
医
の
玄
瑞
に
調
合
さ
せ
た
毒
を
混

入
さ
せ
︑
首
尾
よ
く
佐
代
子
を
殺
害
す
る
︒
後
日
瑠
璃
子
は
︑
夫
の
茂
樹
を
も
亡
き
も
の
に
し
よ
う
と
︑
牧
江
に
命
じ
て
食
事
の
椀
物

に
毒
を
混
ぜ
さ
せ
る
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
日
︑
遅
れ
て
帰
京
し
た
吉
見
が
︑
今
後
の
隆
茂
の
処
遇
を
話
し
合
う
た
め
に
︑
遠
藤
を
伴
っ
て

来
訪
し
︑
茂
樹
と
と
も
に
食
事
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

　

思
わ
ぬ
事
態
に
瑠
璃
子
と
牧
江
は
動
転
す
る
が
︑﹁
毒ど
く

食く

は
ば
皿さ
ら

だ
﹂︶
52
︵

と
腹
を
く
く
り
︑
三
人
ま
と
め
て
殺
す
決
心
を
固
め
る
︒
と
こ

ろ
が
︑﹁
遠ゑ
ん
ど
う藤
は
性せ
い
ら
い來
豆と
う

腐ふ

を
好こ
の

ま
ざ
れ
ば
此こ
の

椀わ
ん

に
箸は
し

を
附つ

け
ず
吉よ
し

見み

は
大だ
い

の
酒さ
け

好ず

き
に
て
酒さ
け

を
過す
ご

せ
し
時と
き

は
例い
つ

も
飯め
し

を
用も
ち

ひ
ざ
る
程ほ
ど

な

れ
ば
始は

じ
めよ
り
椀わ
ん

の
蓋ふ
た

を
明あ
け

ね
ど
茂し
げ

樹き

は
熱あ
つ

い
物も
の

が
好す
き

な
れ
ば
冷さ
め

ぬ
中う
ち

に
と
椀わ
ん

中ち
う

を
悉
こ
と
〴
〵く
盡つ
く

し
尚な
ほ

緒ち
よ

口く

の
取と
り
や
り遣
を
爲な

せ
る
中う
ち

茂し
げ

樹き

は
胸む
な
さ
き先

が
痛い
た

む
と
て
頻し
き

り
に
苦く
る

し
め
る
体て
い

﹂
と
な
り
︑
中
座
す
る︶
53
︵

︒
吉
見
は
の
ど
の
渇
き
を
覚
え
て
椀
に
手
を
伸
ば
す
が
︑
誤
っ
て
そ
れ
を
取

り
落
と
し
て
し
ま
う
︒
す
る
と
﹁
這こ

は
如い

か何
に
春は
る

の
待ま
ち

受う

け
に
と
て
昨さ
く
こ
ん今
敷し
き

替か
へ

た
る
青あ
を

疊た
ゝ
みが
忽た
ち
まち
色い
ろ

を
變へ
ん

じ
﹂︶
54
︵

︑
吉
見
は
毒
物
の
混
入
を

疑
う
︒
吉
見
と
遠
藤
は
︑
茂
樹
・
瑠
璃
子
家
中
で
信
頼
で
き
る
人
物
と
し
て
︑
菅
沼
吉
弥
と
い
う
遠
藤
の
﹁
竹ち
く

馬ば

の
友と
も

で
怜れ
い

悧り

抔な
ど

と
い



― 40 ―

ふ
方は
う

で
は
ご
ざ
ら
ん
が
如い

か何
に
も
信し
ん

實じ
つ

な
男
を
と
こ

﹂
︶
55
︵

を
選
び
︑
疑
念
を
伝
え
て
去
る
︒
そ
の
夜
︑
茂
樹
は
息
を
引
き
取
る
︒

菅す
が

沼ぬ
ま

吉き
ち

彌や

は
佐さ

代よ

子こ

が
俄が

然ぜ
ん

死し

し
た
る
事こ
と

に
就つ
ひ

て
探た
ん
て
い偵
を
試こ
ゝ
ろみ
た
る
に
佐さ

よ

こ
代
子
は
良を
つ
と人
義よ
し
な
ほ直
が
存そ
ん

在ざ
い

中ち
う

よ
り
片か
た
や
ま山
冬と
う
ざ
う三
に
通つ
う

じ
居ゐ

た
る
事こ
と

を
探さ
ぐ

り
得え

義よ
し
な
ほ直
が
病べ
う

死し

の
始し

末ま
つ

を
醫い
し
や者
に
就つ
ひ

て
取と
り
し
ら調
べ
た
る
に
全ま
つ
たく
劇げ
き
れ
つ烈
の
卒そ
つ
ち
う中
風ふ
う

に
て
別べ
つ

に
怪あ
や

し
む
べ
き
事こ
と

も
な
し
依よ

つ
て
尚な

ほ
佐さ

よ

こ
代
子
が
病べ
う
し死
の
爲て
い
た
ら体
く
を
探さ
ぐ

る
に
敢あ
へ

て
怪あ
や

し
と
認み
と

む
る
程ほ
ど

の
徴て
う
こ
う候
も
あ
ら
ね
ど
中ち
う
ど
く毒
た
る
事こ
と

は
覆お
ほ

ふ
べ
か
ら
ざ
る
事じ

實じ
つ

の
如ご
と

し
尚な

ほ
小こ

宮み
や

家け

へ
附つ
き
び
と人
と
し
て
赴お
も

む
き
た
る
老ら
う
ぢ
よ女
竹た
け
か
は川
に
青あ
を
や
ま山
の
墓ぼ

ち地
に
て
出し
ゆ
つ
く
わ
い會
す
べ
き
約や
く
そ
く束
を
爲な

し
佐さ

よ

こ
代
子
が
死し

に

就つ

き
し
當た
う

時じ

の
爲あ
り
さ
ま体
を
聞き
ゝ

た
る
に
疑う
た
がふ
べ
き
者も
の

は
牧ま
き

江え

と
其そ
の

姪め
ひ

の
お
北き
た

な
る
事こ
と

を
査み

出い
だ

し
菅す
が
ぬ
ま沼
の
朋ほ
う
ゆ
う友
中ち
う

に
或あ
る

方は
う
め
ん面
監か
ん
と
く督
を
奉ほ
う
し
よ
く職

爲な

す
者も
の

あ
り
し
か
ば
一あ
る
ひ日
此こ
の

事こ
と

を
密み
つ
こ
く告
せ
し
に
忽た
ち

ま
ち
其そ
の

方は
う
め
ん面
よ
り
刑け
い

事じ

巡じ
ゆ
ん
さ査
を
派は

出し
ゆ
つせ
し
め
件く
だ
んの
お
北き
た

を
捕ほ

縛ば
く

爲な

し
た
り︶
56
︵

さ
ら
に
牧
江
と
玄
瑞
が
連
行
さ
れ
︑
観
念
し
た
瑠
璃
子
は
自
害
す
る
︒

　

こ
の
あ
と
︑
ラ
ム
が
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
わ
た
っ
て
語
る
リ
ア
と
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
の
死
の
顛
末
は
︑
条
野
版
で
は
す
べ
て
カ
ッ
ト
さ
れ
︑

物
語
は
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
書
き
換
え
ら
れ
る︶
57
︵

︒
牧
江
︑
玄
瑞
に
は
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
︑
隆
茂
に
は
安
楽
な
余
生
が
約
束

さ
れ
︑
吉
見
が
水
島
の
家
督
を
相
続
し
︑﹁
禍わ
ざ
わひ
去さ

り
て
芽め

出で

度た
く

春は
る

を
迎む
か

ふ
る
﹂︶
58
︵

結
末
と
な
る
の
で
あ
る
︒

四　

ゴ
ネ
リ
ル
の
奸
計
と
毒
婦
物
・
探
偵
小
説

　
﹃
三
人
令
嬢
﹄
の
結
末
の
改
変
に
︑
勧
善
懲
悪
を
是
と
す
る
時
代
風
潮
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
一
八
八
七
年
︵
明
治
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二
〇
年
︶
に
は
﹃
女
学
雑
誌
﹄
で
︑
や
は
り
ラ
ム
版
に
基
づ
く
﹃
リ
ア
王
﹄
の
紹
介
が
二
度
に
わ
た
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の

う
ち
ひ
と
つ
は
﹁
シ
ヱ
ク
ス
ピ
ア
理
想 

コ
ル
デ
リ
ア
の
伝
﹂
と
題
さ
れ
て
お
り
︑
著
者
の
関
心
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る︶
59
︵

︒

第
二
節
で
見
た
よ
う
に
︑
条
野
は
﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
を
﹁
智
慧
の
指
南
車
﹂
と
位
置
づ
け
て
い
た
︒﹃
三
人
令
嬢
﹄
単
行
本
化
に
あ
た
っ

て
添
え
ら
れ
た
序
文
は
︑﹁
小し
や
う
せ
つ説
は
敎き
や
う
い
く育
の
一い
つ
た
ん端
な
り
﹂
と
主
張
し
た
う
え
で
︑
同
作
が
﹁
敎き
や
う
い
く育
の
意い

を
ふ
く
む
事こ
と

又ま
た

十し
ゆ
う
ぶ
ん分
な
り
﹂

と
お
墨
つ
き
を
与
え
て
い
る︶
60
︵

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
条
野
の
記
述
の
重
点
は
︑﹁
勧
善
﹂︵
手
短
に
語
ら
れ
る
幸
福
な
結
末
︶
よ
り
も
﹁
懲
悪
﹂

に
︑
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
﹁
悪
﹂
そ
の
も
の
と
そ
の
﹁
悪
﹂
が
暴
か
れ
る
経
緯
を
詳
細
に
描
写
す
る
こ
と
に
あ
り
︑
彼
の
改
変
は
こ
う

し
た
一
般
論
だ
け
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
︒

　

明
治
の
新
聞
連
載
小
説
は
︑
実
際
の
事
件
を
報
道
す
る
連
続
記
事
か
ら
誕
生
し
た
︒
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
の
が
︑
高
橋
お
伝
に
代
表
さ
れ
る
女
性
犯
罪
者
た
ち
を
描
い
た
︑
毒
婦
物
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
で
あ
る
︒
そ
こ
に
描
か
れ
た
﹁
毒

婦
た
ち
は
実
録
読
み
物
が
小
説
へ
と
上
昇
す
る
過
渡
期
の
悪
の
ヒ
ロ
イ
ン
だ
っ
た
﹂︶
61
︵

︒﹁
著
作
道
書
キ
上
ゲ
﹂
を
条
野
と
と
も
に
認
め
た

仮
名
垣
魯
文
は
︑﹃
か
な
よ
み
﹄
の
連
続
記
事
と
し
て
始
ま
っ
た
鳥
追
い
お
松
の
事
件
報
道
を
草
双
紙
に
切
り
替
え
て
﹃
鳥
追
阿
松
海
上

新
話
﹄
と
し
て
発
表
し
︑
ま
た
高
橋
お
伝
を
描
く
﹃
高
橋
阿
伝
夜
叉
譚
﹄
を
出
版
し
て
︑
大
成
功
を
収
め
て
い
た
︒

　

条
野
が
関
与
し
た
錦
絵
版
﹃
東
京
日
々
新
聞
﹄
に
お
い
て
も
︑
何
人
か
の
毒
婦
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
高
橋
お
伝
︑
鳥
追
い
お

松
と
並
ん
で
明
治
三
大
毒
婦
と
称
さ
れ
る
夜
嵐
お
絹
こ
と
原
田
キ
ヌ
は
︑
妾
の
身
で
あ
り
な
が
ら
歌
舞
伎
役
者
と
愛
人
関
係
に
な
り
︑

旦
那
を
ヒ
素
で
毒
殺
し
て
斬
首
さ
れ
た
︒
こ
の
事
件
は
︑
一
八
七
二
年
三
月
三
一
日
︵
明
治
五
年
二
月
二
三
日
︶
の
﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
で

報
じ
ら
れ
︑
一
八
七
四
年
︵
明
治
七
年
︶
一
〇
月
に
錦
絵
新
聞
化
さ
れ
る︶
62
︵

︒
同
時
期
に
は
︑
次
の
よ
う
な
︑﹃
三
人
令
嬢
﹄
の
瑠
璃
子
︑

佐
代
子
︑
片
山
を
彷
彿
と
さ
せ
る
︵
上
回
る
？
︶
事
件
も
錦
絵
新
聞
化
さ
れ
て
い
る
︒
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熊く
ま
が
へ谷
縣け
ん

下か

に
︒
孀ご

け婦
の
お
な
つ
が
長む
す
め女
の
お
袖そ
で

︒
次い
も
う
と女
の
お
蝶て
う

三
人
と
︒
輪か
は
し交
ま
く
ら
川
越ご
へ

の
多
賀
町
に
住す

む
滝た
き

次
郎
︒
清き
よ

き
流
な
が
れ

の
名
に
も
似に

ず
放は
う
た
う蕩
無ぶ

頼ら
い

の
悪わ
る
も
の漢
な
れ
バ
︒
三
婦ぷ

に
姦か
ん

す
る
故ゆ
へ

を
も
て
親お
や

子
互た
が

ひ
に
睦む
つ

ま
じ
か
ら
ず
︒
平つ

ね日
に
葛く
せ
り藤
の
絶た
ゑ

ざ
り
し

が
︒
或あ
る

時と
き

例れ
い

の
口い
さ
か
ひ角
よ
り
母
を
柱は
し
らに
縊く
ゝ
りつ
け
︒
其
面め
の
ま
へ前
に
戯た
は
むれ
て
姉は
ら
か
ら妹
も
亦ま
た

愉ゆ

快く
わ
いと
す
︒
醜し
う

体た
い

言こ
ん

語ご

に
絶た
え

た
り
し
人に
ん

畜ち
く
し
よ
う生
が
挙ふ
る
ま
ひ動

の
︒
官く
わ
んに
聴き
こ

へ
て
捕と
ら

へ
ら
れ
︒
入い
る

間ま

郡ご
ほ
りの
裁さ
い
ば
ん
し
よ

判
所
へ
一い
ち
ど
う同
送お
く
ら
れ致
た
り
と
な
ん︶
63
︵

こ
れ
ら
の
錦
絵
新
聞
で
文
章
を
担
当
し
て
い
る
の
は
高
畠
藍
泉
で
あ
る
が
︑
条
野
も
︑
瑠
璃
子
に
よ
る
夫
毒
殺
を
先
取
り
す
る
よ
う
な

記
事
を
残
し
て
い
る
︒

深
川
西
六
間
堀
餅も
ち

屋や

渡
世
菖
蒲
與
吉
と
云
ふ
者
久
し
く
病
ひ
の
床
に
あ
り
し
が
其
妻
い
と
ハ
本
年
廿
五
才
糸
と
云
ふ
名
に
背
か
ず

し
て
染
り
安
か
る
水
性
に
て
夫お
つ
との
甘あ
ま
えも
鼻
に
附
き
い
つ
し
か
小こ

僮も
の

鹽し
ほ

田た

兼
吉
と
人
目
忍
び
て
寐
の
子
餅
契
る
数
さ
へ
重
ね
着
る
夜

る
の
衣
の
度た
び

重か
さ
なり
若
し
も
本
夫
の
全
快
な
さ
バ
二
人
り
が
中
の
自
在
餅
此
快
樂
ハ
遂
げ
ら
れ
ま
じ
唯
さ
へ
枯
る
べ
き
菖
蒲
與
吉
毒

害
な
さ
ん
と
膽き
も

太ふ
と

く
も
二
人
り
は
法
を
か
き
つ
ば
た
薬
土
瓶
へ
配は
い
ざ
い剤
の
毒
あ
り
し
と
ハ
此
病
者
あ
や
い
も
し
ら
で
飲
む
や
否
鼻
耳

口
眼
よ
り
血
を
吐は
き

て
忽
ち
没
命
爲
し
け
る
を
内
に
喜
こ
ひ
表
に
患
ひ
形
の
如
く
野
送
り
し
誰
れ
憚は
ゞ
かり
の
関
守
も
泣な
く

眞ま

似ね

な
せ
し
が

発
覚
し
遂
に
警け

い

視し

の
支
廳
へ
呼
バ
れ
嚴
し
く
糾き
う
も
ん問
あ
り
た
る
に
あ
り
し
次
第
を
白
状
せ
し
か
バ
本
月
九
日
東
京
裁さ
い
ば
ん
し
よ

判
所
へ
送そ
う

致ち

せ

ら
る︶
64
︵

瑠
璃
子
の
描
写
は
︑
こ
う
し
た
毒
婦
物
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
︒
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毒
婦
物
は
︑
海
外
か
ら
日
本
に
ミ
ス
テ
リ
ー
を
移
植
す
る
土
壌
と
も
な
っ
た
︒﹁
探
偵
小
説
の
父
﹂
と
称
さ
れ
る
黒
岩
涙
香
の
活
躍
は

多
く
の
追
随
者
を
生
み
出
し
︑
翻
案
・
創
作
ミ
ス
テ
リ
ー
が
大
流
行
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑﹁
ミ
ス
テ
リ
ー
が
本
格
的
に
外
国
か
ら
も
た

ら
さ
れ
る
前
夜
︑
日
本
の
読
者
は
︑
日
本
特
有
の
実
録
犯
罪
譚
で
あ
る
︿
毒
婦
も
の
﹀
を
歓
迎
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
ま
さ
に
︑
江
戸
末

の
裁
判
も
の
か
ら
︑
洋
物
ミ
ス
テ
リ
ー
受
容
へ
の
過
渡
期
を
形
成
し
て
い
た
﹂
の
で
あ
る︶
65
︵

︒

　
﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
創
刊
号
か
ら
連
載
さ
れ
た
三
遊
亭
円
朝
の
﹃
松
の
操
美
人
の
生
埋
﹄
は
︑
輸
入
ミ
ス
テ
リ
ー
の
受
容
に
お
い
て
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
︒
連
載
開
始
に
あ
た
っ
て
円
朝
は
﹁
此こ
れ

ハ
池い
け

の
端は
た

の
福ふ
く

地ち

先せ
ん
せ
い生
が
口く
ち

移う
つ

し
に
敎お
し

へ
て
下く
だ

す
つ
た
お
咄は
な

し
で
︑
佛フ
ラ
ン
ス

蘭
西

の
侠お
と
こ
だ
て客
が
節せ
つ

婦ぷ

助た
す

け
る
と
い
ふ
趣し
ゆ
か
う向
︒
原げ
ん
し
よ書
ハ
ベ
リ
ツ
ド
︑
ヱ
︑
ラ
イ
フ
︵B

uried a life

︶
と
い
ふ
書し
よ
め
い名
﹂
だ
と
述
べ
て
い
る︶
66
︵

︒
原
典

は
い
ま
だ
に
突
き
止
め
ら
れ
て
い
な
い
が
︵﹁B

uried a life

﹂
は
明
ら
か
に
﹁B

uried A
live

﹂
の
誤
り
だ
ろ
う
︶︑
江
戸
川
乱
歩
が
こ
の
作
品

に
言
及
し
て
以
来
︑
円
朝
は
︑
涙
香
以
前
の
翻
案
ミ
ス
テ
リ
ー
史
に
そ
の
名
を
刻
む
こ
と
に
な
っ
た︶
67
︵

︒
乱
歩
以
前
に
は
︑
柳
田
泉
も
﹁
随

筆
探
偵
小
説
史
稿
﹂
に
お
い
て
円
朝
に
か
な
り
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
︒
乱
歩
は
円
朝
の
作
品
と
し
て
︑﹃
松
の
操
美
人
の
生
埋
﹄
と
と

も
に
︑
お
吉
と
い
う
悪
女
を
描
い
た
毒
婦
物
﹃
欧
洲
小
説 

黄
薔
薇
﹄
を
挙
げ
て
い
る
が
︵
や
は
り
原
典
不
詳
︶︑
柳
田
は
こ
の
作
品
に
つ

い
て
﹁
十
二
分
に
探
偵
小
説
の
素
質
が
あ
る
﹂
と
評
価
す
る
︒
こ
の
作
品
は
一
八
八
七
年
︵
明
治
二
〇
年
︶
に
﹃
東
京
絵
入
新
聞
﹄︵﹃
平

仮
名
絵
入
新
聞
﹄
後
継
紙
︶
に
連
載
さ
れ
た
あ
と
︑
金
泉
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
が
︑﹁
講
談
と
し
て
は
少
く
な
く
と
も
明
治
十
二
年
か
ら
巷

間
に
傳
は
つ
て
ゐ
た
﹂
も
の
で
あ
り
︑﹁
涙
香
出
現
以
前
に
於
い
て
探
偵
小
説
趣
味
を
鼓
吹
し
た
先
驅
的
作
物
の
一
つ
﹂
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る︶
68
︵

︒

　

鏑
木
清
方
の
﹁
落
語
家
で
は
圓
朝
と
親
密
に
し
て
櫻
痴
さ
ん
が
飜
譯
し
て
夫
を
父
が
潤
色
し
て
圓
朝
に
話
し
て
聞
か
せ
て
續
物
の
種

に
し
た
﹂
と
い
う
発
言
に
従
え
ば
︑
条
野
は
こ
れ
ら
の
円
朝
作
品
に
︑
い
わ
ば
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
と
し
て
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
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る
︒
条
野
自
身
︑
円
朝
の
追
悼
文
の
な
か
で
︑﹁
子し

が
新し
ん
さ
く作
を
爲な

す
都つ

ど度
其そ
の

相さ
う
だ
ん談
に
預あ
づ
かり
た
る
事こ
と

毎ま
い

度ど

あ
り
て
同ど
う
ほ
う胞
も
啻た
ゞ

な
ら
ざ
る
契ち
ぎ

り
﹂
と
述
べ
て
い
る︶
69
︵

︒
彼
が
﹃
リ
ア
王
﹄
を
勧
善
懲
悪
的
に
書
き
換
え
た
背
景
に
は
︑
毒
婦
物
に
お
け
る
悪
の
描
写
の
伝
統
と
︑
そ
れ

を
受
け
て
発
展
し
︑
悪
が
暴
か
れ
る
経
緯
に
関
心
を
寄
せ
た
探
偵
小
説
の
流
行
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

五　

リ
ア
の
厩
と
諷
刺
錦
絵

　

毒
婦
物
か
ら
探
偵
小
説
へ
︑
と
い
う
流
れ
が
︑﹃
三
人
令
嬢
﹄
を
読
む
た
め
の
ひ
と
つ
の
文
脈
で
あ
る
と
す
る
と
︑
も
う
ひ
と
つ
の
補

助
線
は
︑
第
一
節
で
言
及
し
た
戊
辰
戦
争
期
の
諷
刺
錦
絵
で
あ
る
︒
当
時
の
新
聞
連
載
小
説
に
は
挿
絵
が
つ
き
も
の
で
︑﹃
三
人
令
嬢
﹄

も
︑
そ
の
連
載
に
は
毎
回
︑
水
野
年
方
の
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
た
︵
そ
の
一
部
は
単
行
本
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
︶︒
こ
れ
ら
の
絵
に
諷
刺
錦

絵
的
な
記
号
は
描
き
こ
ま
れ
て
い
な
い
が
︑
こ
の
作
品
で
は
︑
そ
う
し
た
視
覚
的
情
報
に
お
い
て
で
は
な
く
︑
言
語
情
報
に
お
い
て
︑

諷
刺
錦
絵
的
手
法
が
援
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

隆
茂
が
小
宮
家
で
冷
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
遠
藤
は
︑
玉
吉
の
名
で
﹁
馬べ
つ
と
う丁
と
身み

を
や
つ
し
て
小こ

宮み
や

へ
住す

み
込こ

み
舊き
う

主し
ゆ

の
先せ
ん

途ど

を
見み

届と
ゝ

け
﹂︶
70
︵

る
こ
と
を
決
意
す
る
︒
潜
入
に
成
功
し
た
遠
藤
は
︑
彼
が
世
話
す
べ
き
厩
の
説
明
を
受
け
る
︒

デ
ハ
玉た
ま

吉き
ち

今い
ま

這は

入い

つ
て
來き

た
御お

庭に
は

口ぐ
ち

か
ら
左ひ
だ

り
の
方は
う

へ
突つ
き

當あ
た

つ
た
所と
こ
ろが
御お

厩う
ま
やで
這は

入い
つ

て
右み
ぎ

の
方は
う

に
居を

る
仙せ
ん
だ
い臺
馬う
ま

二
頭と
う

が
御ご

前ぜ
ん

の
御お

馬う
ま

で
左ひ
だ

り
の
方は
う

に
四
頭と
う

居ゐ

る
の
が
小こ

宮み
や

家け

の
馬う
ま

で
薩さ
つ

摩ま

駒こ
ま

が
一
頭と
う

跡あ
と

は
奥お
う
し
う州
駒ご
ま

で
其そ
の
う
ち中
の
連れ
ん
せ
ん錢
栗く
り

毛げ

が
三み

春は
る

駒ご
ま

だ
と
言い

つ
て
子し
ゝ
や
く爵

が
自じ

慢ま
ん

の
馬う
ま

だ
が
往い

つ
て
御ご

覧ら
う

じ
ろ
立た
て

髪が
み

の
工ぐ

合あ
ひ

は
鳥ち
よ
つ
と渡
良よ
い

が
尾を

垂た
れ

の
格か
つ
か
う好
は
惡わ
る

し
和わ

鞍ぐ
ら

で
駆か
け

を
追お

ふ
と
可か

な
り
早は
や
あ
し足
た
が
西せ
い
や
う洋
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鞍ぐ
ら

と
來き

て
は
形か
た

無な

し
だ
と
い
ふ
事こ
と

じ
や︶
71
︵

隆
茂
の
馬
が
仙
台
の
馬
︑
小
宮
家
の
馬
が
薩
摩
の
馬
と
奥
州
の
馬
で
︑
そ
の
う
ち
一
頭
が
三
春
の
馬
︑
こ
れ
は
義
直
自
慢
の
馬
だ
が
見

掛
け
倒
し

―
こ
う
し
た
デ
ィ
テ
ー
ル
は
︑
物
語
展
開
上
︑
ま
っ
た
く
不
要
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
あ
え
て
書
き
こ
ま
れ

て
い
る
︒
そ
こ
に
は
︑
作
者
の
な
ん
ら
か
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
︒

　

薩
摩
に
つ
い
て
は
︑
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
︒
問
題
は
︑
仙
台
︑
奥
州
︑
三
春
と
い
う
地
名
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
地
名
が

想
起
さ
せ
る
の
は
︑
戊
辰
戦
争
に
お
け
る
東
北
諸
藩
の
奥
羽
越
列
藩
同
盟
で
あ
る
︒
朝
敵
と
さ
れ
た
会
津
藩
お
よ
び
庄
内
藩
の
赦
免
嘆

願
を
目
的
と
す
る
奥
羽
列
藩
同
盟
に
端
を
発
す
る
こ
の
軍
事
同
盟
に
は
︑
上
野
戦
争
後
の
江
戸
庶
民
の
願
い
が
託
さ
れ
て
い
た
︒

　

そ
の
奥
羽
越
列
藩
同
盟
の
盟
主
が
仙
台
藩
で
あ
り
︑
同
盟
軍
の
東
北
戦
争
に
お
け
る
敗
北
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の

が
︑
三
春
藩
の
裏
切
り
で
あ
る
︒﹃
仙
台
戊
辰
史
﹄
は
︑﹁
三
春
ノ
反
盟
﹂
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
︒

七
月
十
六
日
仙
臺
藩
盬
森
主
税
ハ
棚
倉
城
ヲ
恢
復
セ
ン
ト
シ
三
春
︑
二
本
松
︑
會
津
棚
倉
ノ
兵
ヲ
併
セ
石
川
郡
淺
川
古
舘
山
ヨ
リ

兵
ヲ
進
メ
淺
川
ノ
渡
ヲ
隔
テ
ヽ
射
撃
ス
西
軍
︹＝

新
政
府
軍
︺
釜
ノ
子
ヨ
リ
出
デ
會
津
ノ
兵
ヲ
破
リ
テ
淺
川
ノ
後
方
ニ
出
ヅ
︑
然

ル
ニ
三
春
ノ
兵
中
途
ヨ
リ
離
反
シ
テ
西
軍
ニ
投
ジ
反
撃
ス
︑
爲
ニ
列
藩
ハ
非
常
ノ
苦
戰
ト
ナ
リ
︑
辛
ウ
ジ
テ
兵
ヲ
収
メ
歸
ル

三
春
藩
は
﹁
十
六
日
ノ
事
ハ
︑
眞
ニ
一
時
ノ
錯
誤
ニ
出
ヅ
﹂
と
︑
裏
切
り
を
否
定
し
て
﹁
巧
ミ
ニ
列
藩
ヲ
欺
キ
﹂︑
最
終
的
に
は
﹁
公
然

西
軍
ヲ
引
入
レ
仙
臺
藩
石
川
大
和
ノ
分
隊
︵
氏
家
兵
庫
之
ヲ
率
ヰ
三
春
領
田
村
郡
仁
井
田
ニ
繰
込
居
タ
リ
︶
ヲ
突
然
襲
撃
セ
シ
爲
メ
散
々
ニ
敗
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ラ
レ
僅
カ
ニ
二
人
辛
ウ
ジ
テ
逃
歸
レ
リ
﹂
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
︒﹁
之
ヨ
リ
列
藩
ハ
三
春
ノ
不
信
不
義
ヲ
怒
リ
三
春
狐
ニ
誑
カ
サ
レ

タ
ル
ハ
不
覺
モ
亦
甚
ダ
シ
必
ズ
彼
ヲ
屠
ラ
ズ
ン
バ
已
マ
ジ
ト
切
齒
セ
リ
キ
﹂︶
72
︵

︒

　

こ
う
し
た
三
春
藩
の
あ
り
よ
う
は
︑
諷
刺
錦
絵
に
も
描
か
れ
て
い
る
︒﹁
子
供
あ
そ
び
ぼ
ん
で
ん
ま
つ
り
﹂
と
い
う
作
品
が
そ
れ
で
あ

る
︒
一
八
六
八
年
︵
慶
応
四
年
︶
五
月
頃
に
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
非
合
法
出
版
物
の
な
か
で
︑
三
春
藩
は
︑﹁
は
て
あ
つ
ち
へ

／
か
へ
ろ
う
か
し
ら
ん
／
し
か
し
こ
ち
ら
に
／
ゐ
た
い
も
の
だ
が
﹂
と
︑
旧
幕
府
軍
側
に
い
な
が
ら
新
政
府
軍
側
へ
の
寝
返
り
を
考
え

て
い
る
子
供
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
奈
倉
哲
三
は
︑
そ
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
︒

列
藩
同
盟
に
加
盟
し
た
陸
奥
・
出
羽
諸
藩
の
な
か
で
腰
の
据す

わ
っ
て
い
な
い
藩
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
が
︑
三
春
藩
の
﹁
動
揺
﹂

の
激
し
さ
は
他
に
な
い
ほ
ど
で
し
た
︒︹
︙
︙
︺
全
体
に
五
月
上
旬
の
情
勢
を
描
い
て
い
る
な
か
で
︑
三
春
藩
を
こ
の
よ
う
に
描
い

た
の
は
︑
こ
の
時
期
す
で
に
三
春
の
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
姿
勢
が
江
戸
庶
民
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
︑
こ
の
絵
師
・
板

元
ら
は
︑
水
戸
藩
後
方
で
隠
れ
な
が
ら
様
子
を
窺う
か
がう
よ
う
に
三
春
を
描
き
︑
今
は
こ
の
ま
ま
同
盟
側
に
い
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
だ

け
ど
︑
や
は
り
新
政
府
側
に
戻
っ
た
方
が
良
い
の
か
な
と
い
う
台
詞
ま
で
入
れ
る
こ
と
で
︑
三
春
の
動
揺
し
て
い
る
姿
を
描
い
た

わ
け
で
す︶
73
︵

︒

条
野
が
︑
自
分
の
読
者
た
ち
の
少
な
く
と
も
一
部
が
︑
こ
う
し
た
記
憶
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
は
︑
間
違
い
な
い

だ
ろ
う
︒
小
宮
家
の
厩
に
お
け
る
馬
の
配
置
は
︑
そ
の
作
者
が
︑
隆
茂
を
仙
台
藩
︑
小
宮
夫
妻
を
﹁
巧
ミ
ニ
列
藩
ヲ
欺
﹂
い
た
三
春
藩

に
見
立
て
て
い
る
こ
と
︑
も
う
少
し
大
き
な
枠
組
み
で
言
え
ば
︑
隆
茂
を
旧
幕
勢
力
︑
彼
を
裏
切
っ
た
人
々
を
新
政
府
勢
力
と
結
び
つ
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け
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
条
野
に
と
っ
て
︑﹃
リ
ア
王
﹄
と
は
︑
薩
長
に
よ
る
討
幕
ク
ー
デ
タ
ー
の
寓
話
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
︑﹃
三
人
令
嬢
﹄
単
行
本
化
に
際
し
て
添
え
ら
れ
た
序
文
は
︑
こ
の
作
品
の
教
育
的
効
果
を
謳
っ
て
い
る
︒

で
は
︑
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
教
育
的
効
果
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
本
文
冒
頭
の
一
節
に
従
う
な
ら
︑
そ
れ
は
以
下
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
︒

婚こ
ん
い
ん姻
は
男な
ん
に
よ女
一
代だ
い

の
大た
い
れ
い禮
に
し
て
苟い
や
しく
も
之こ

れ
を
擧き
よ
か
う行
す
べ
か
ら
ず
平へ
い

素そ

至し

孝か
う

な
る
令れ
い
ら
う郎
令れ
い
ぜ
う孃
も
一ひ
と
た
び度
婚こ
ん
い
ん姻
を
爲な

す
や
其そ
の

良れ
う

夫ふ

其そ
の

夫ふ

人じ
ん

の
行お
こ
な
ひ狀
に
依よ

り
不ふ

孝か
う

の
子こ

と
な
る
者も
の

な
し
と
せ
ず
父ふ

ぼ母
た
る
者も
の

は
注ち
う

意い

せ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず︶
74
︵

つ
ま
り
︑
も
と
も
と
親
孝
行
な
子
供
で
あ
っ
て
も
︑
配
偶
者
の
悪
影
響
で
︑
親
不
孝
者
に
な
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
注
意
せ
よ
︑
と
い
う

の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
警
告
は
︑
そ
の
後
に
展
開
さ
れ
る
物
語
と
は
一
致
し
な
い
︒

　
﹃
三
人
令
嬢
﹄
に
お
け
る
登
場
人
物
の
善
悪
の
色
分
け
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
お
り
︑
瑠
璃
子
に
せ
よ
︑
佐
代
子
に
せ
よ
︑
そ
の
配

偶
者
の
悪
影
響
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
く
︑
も
と
も
と
そ
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
︒
佐
代
子
の
夫
︑
義
直
は
︑
ラ
ム

版
と
同
じ
く
殆
ん
ど
描
か
れ
ず
︑
瑠
璃
子
の
夫
︑
茂
樹
は
︑
む
し
ろ
ラ
ム
版
以
上
に
好
意
的
に
描
か
れ
て
い
る
︒
彼
は
︑
折
に
触
れ
て

瑠
璃
子
を
諌
め
よ
う
と
す
る
︒﹁
抑そ

も

々〳
〵

茂し
げ

樹き

は
素も

と
水み
づ
し
ま島
の
末ば
つ

家か

に
て
幕ば
く

府ふ

の
頃こ

ろ
は
禄ろ
く

七
千
石ご
く

を
食は

み
た
る
旗は
た
も
と本
の
士し

な
る
が
維ゐ

新し
ん

の

際さ
い

舊き
う
れ
う領
へ
土ど

着ち
や
くし
茂し
げ

樹き

は
幼え
う

に
し
て
出し
ゆ
つ
け
う京
し
或あ
る

塾じ
っ
くに
入い
り

て
英え
い

學が
く

を
修を
さ

め
夫そ
れ

よ
り
大だ
い
が
く學
豫よ

備び

門も
ん

に
入い

り
同ど
う
も
ん門
を
卒そ
つ
げ
う業
し
て
英え
い
こ
く國
に
渡と

航こ
う

し

ケ
ン
ブ
リ
ツ
チ
の
大だ
い
が
く
か
う

學
校
に
入い

り
歸き

朝て
う

の
後の
ち

間ま

も
な
く
職し
よ
くを
法は
う
く
わ
ん官
に
奉ほ
う

じ
思し

慮り
よ

分ふ
ん
べ
つ別
も
あ
る
人ひ
と

﹂
︶
75
︵

な
の
で
あ
る
︒
彼
は
旧
幕
臣
で
あ

り
︑
彼
な
り
の
や
り
方
で
義
父
に
し
て
本
家
の
当
主
で
あ
る
隆
茂
へ
の
忠
義
を
貫
こ
う
と
し
︑
そ
れ
が
直
接
の
理
由
で
は
な
い
も
の
の
︑
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最
後
に
は
毒
殺
さ
れ
て
し
ま
う
︒

　

一
方
で
︑﹃
三
人
令
嬢
﹄
を
薩
長
ク
ー
デ
タ
ー
の
寓
話
と
み
な
す
な
ら
ば
︑
こ
の
い
さ
さ
か
的
外
れ
な
教
訓
に
込
め
ら
れ
た
真
意
と
︑

茂
樹
の
設
定
の
理
由
が
見
え
て
く
る
︒
こ
の
教
訓
は
︑
婚
姻
と
い
う
形
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る

の
は
︑
三
春
藩
の
よ
う
な
︑
徳
川
家
を
支
え
る
べ
き
諸
藩
が
︑
薩
長
と
結
託
し
︑﹁
不
孝
の
子
﹂
と
な
っ
た
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒
表
向
き
︑
隆
茂
は
﹁
維
新
の
際
抜
群
の
軍
功
あ
り
と
て
賞
典
禄
若
干
を
賜
﹂
わ
っ
た
︑
新
政
府
側
の
功
労
者
と
さ
れ
て
い
る
︒
福

地
の
筆
禍
事
件
を
目
の
当
た
り
に
し
た
条
野
に
す
れ
ば
︑
あ
か
ら
さ
ま
な
政
府
批
判
な
ど
︑
新
聞
紙
条
例
の
手
前
︑
不
可
能
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
彼
は
︑﹁
わ
か
る
人
に
は
わ
か
る
﹂
デ
ィ
テ
ー
ル
を
書
き
こ
む
こ
と
で
︑
表
面
上
の
設
定
を
転
覆
さ
せ
る
よ
う
な
読
み
が
可
能
に

な
る
作
品
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　
﹃
三
人
令
嬢
﹄
は
︑
毒
婦
物
か
ら
発
展
し
た
探
偵
小
説
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
用
い
て
﹃
リ
ア
王
﹄
を
書
き
換
え
て
い
る
︑
そ
こ
で
暴
か

れ
︑
裁
か
れ
る
悪
に
は
新
政
府
の
姿
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る

―
本
論
に
お
け
る
﹃
三
人
令
嬢
﹄
の
読
み
を
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
︑

こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
と
は
言
え
そ
も
そ
も
︑
土
谷
桃
子
が
﹁
時
代
の
変
化
に
機
敏
に
対
応
し
器
用
に
生
き
た
﹂︶
76
︵

と
要
約
す

る
人
生
を
送
っ
た
条
野
伝
平
に
︑
い
ま
さ
ら
本
気
で
明
治
政
府
を
批
判
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
も
思
え
な
い
︒﹃
三
人
令
嬢
﹄
が
書
か
れ

た
一
八
九
〇
年
︵
明
治
二
三
年
︶
に
は
︑
す
で
に
大
日
本
帝
国
憲
法
も
発
布
さ
れ
て
お
り
︑
新
聞
連
載
終
了
と
単
行
本
刊
行
の
間
の
一
一

月
二
九
日
に
施
行
さ
れ
る
︒
条
野
自
身
が
身
を
も
っ
て
経
験
し
た
幕
末
・
維
新
の
嵐
は
も
は
や
遠
い
過
去
の
も
の
と
な
り
︑
柳
田
泉
が
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﹁
実
に
不
思
議
な
ア
ダ
プ
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
持
主
﹂︶
77
︵

と
呼
ん
だ
人
物
は
︑
新
し
い
社
会
に
申
し
分
な
く
適
応
し
て
い
た
︒
毒
婦
物
・
探
偵
小

説
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
︑
そ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
︒

　

か
つ
て
粋
狂
連
の
面
々
は
︑
本
論
冒
頭
で
紹
介
し
た
三
題
噺
や
興
画
合
せ
の
ほ
か
に
︑
悪
摺
り
と
い
う
﹁
仲
間
の
失
態
を
す
っ
ぱ
抜

い
て
刷
物
に
し
て
配
る
と
い
う
趣
味
の
悪
い
楽
屋
落
ち
﹂
に
も
興
じ
て
い
た︶
78
︵

︒﹃
リ
ア
王
﹄
を
薩
長
ク
ー
デ
タ
ー
に
見
立
て
る
と
い
う
の

は
︑
そ
う
し
た
遊
び
心
に
満
ち
た
諷
刺
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
見
立
て
が
発
露
・
喚
起
す
る

の
は
︑
そ
う
い
う
遊
び
に
明
け
暮
れ
る
こ
と
の
で
き
た
旧
幕
時
代
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
あ
る
︒
探
偵
小
説
と
い
う
最
先
端
の
流
行
を

取
り
入
れ
て
新
し
い
読
者
へ
の
訴
求
を
図
り
つ
つ
︑
旧
幕
以
来
の
古
い
読
者
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
も
応
え
る

―
﹃
三
人
令
嬢
﹄
は
︑

実
に
し
た
た
か
で
豊
か
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

＊ 

本
論
は
︑
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
時
代
と
文
化
の
は
ざ
ま
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
﹂︵
日
本
英
文
学
会
関
東
支
部
第
一
六
回
大
会
︑
二
〇
一
八
年
一
〇
月

二
七
日
︑
早
稲
田
大
学
戸
山
キ
ャ
ン
パ
ス
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
﹁
採
菊
散
人
﹃
三
人
令
嬢
﹄
を
読
む
﹂
に
︑
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で

あ
る
︒
冬
木
ひ
ろ
み
氏
に
は
︑
当
日
︑
司
会
の
労
を
お
と
り
い
た
だ
い
た
︒
記
し
て
感
謝
し
た
い
︒

注
︵
1
︶　
﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
一
八
九
〇
年
七
月
二
九
日
︑
第
三
面
︒

︵
2
︶　

採
菊
散
人
﹃
三
人
令
孃
﹄
鈴
木
金
輔
︑
一
八
九
〇
年
︒
同
書
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︵http://dl.ndl.go.jp/

︶
で
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
ほ
か
︵
国
立
国
会
図
書
館
書
誌ID

 000000511315

︶︑
川
戸
道
昭
・
榊
原
貴
教
︵
編
︶﹃
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
翻
訳
文
学
書
全
集
﹄︵
全
四
五
巻
＋
別
巻
二
巻
︶
大
空
社
︑
一
九
九
九
―
二
〇
〇
四
年
の
第
一
二
巻
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
新
聞
連
載
と
単
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行
本
で
︑
テ
ク
ス
ト
に
大
き
な
異
同
は
な
い
︒
以
下
本
論
で
は
︑
同
作
か
ら
の
引
用
は
︑
読
者
の
便
宜
を
考
慮
し
て
単
行
本
か
ら
と
し
︑
明
ら

か
な
誤
植
は
︑
新
聞
連
載
を
参
照
し
︑
修
正
の
う
え
引
用
す
る
︒

︵
3
︶　

土
谷
桃
子
﹃
江
戸
と
明
治
を
生
き
た
戯
作
者
―
山
々
亭
有
人
・
条
野
採
菊
散
人
﹄
近
代
文
芸
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
四
一
―
五
一
頁
︒

︵
4
︶　

野
崎
左
文
﹃
か
な
反
古
﹄
假
名
垣
文
三
︑
一
八
九
五
年
︑
五
三
頁
︒
こ
の
魯
文
追
悼
評
伝
に
は
︑
条
野
が
序
文
を
寄
せ
て
い
る
︵
採
菊
散
人

﹁
假
名
反
古
叙
﹂︶︒

︵
5
︶　

森
田
健
司
﹃
明
治
維
新
と
い
う
幻
想
―
暴
虐
の
限
り
を
尽
く
し
た
新
政
府
軍
の
実
像
﹄︵
歴
史
新
書
六
七
︶
洋
泉
社
︑
二
〇
一
六
年
︑
二
一

頁
︒

︵
6
︶　

江
戸
庶
民
に
と
っ
て
の
寛
永
寺
の
位
置
づ
け
お
よ
び
上
野
戦
争
に
対
す
る
感
情
に
つ
い
て
は
︑
奈
倉
哲
三
﹁﹁
上
野
の
お
山
﹂
を
め
ぐ
る
官
軍

と
江
戸
庶
民
の
攻
防
﹂︵
奈
倉
哲
三
・
保
谷
徹
・
箱
石
大
︵
編
︶﹃
戊
辰
戦
争
の
新
視
点
﹄
下
巻
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
八
年
︶
一
二
八
―
三

〇
頁
お
よ
び
一
三
九
―
四
一
頁
を
参
照
せ
よ
︒

︵
7
︶　

横
山
百
合
子
﹃
江
戸
東
京
の
明
治
維
新
﹄︵
岩
波
新
書
︵
新
赤
版
︶
一
七
三
四
︶
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
八
年
︑
二
六
頁
︒

︵
8
︶　

前
掲
書
︑
七
八
頁
︒

︵
9
︶　

大
久
保
利
通
﹃
大
久
保
利
通
文
書
﹄︵
全
一
〇
巻
︶
日
本
史
籍
協
會
︑
一
九
二
七
―
二
九
年
︑
第
三
巻
一
六
一
―
六
二
頁
︒

︵
10
︶　

奈
倉
哲
三
﹃
諷
刺
眼
維
新
変
革
―
民
衆
は
天
皇
を
ど
う
見
て
い
た
か
﹄
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
四
年
︑
一
〇
九
―
一
五
頁
︑
二
四
六
―
五
九
頁
︑

四
三
八
―
四
八
頁
︒
奈
倉
哲
三
の
以
下
の
著
作
も
参
照
︒﹁
こ
と
わ
ざ
か
ら
戊
辰
戦
争
を
み
れ
ば
﹂︵
日
本
こ
と
わ
ざ
学
会
︵
編
︶﹃
こ
と
わ
ざ
に

聞
く
―
そ
の
魅
力
と
威
力
﹄
人
間
の
科
学
新
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶
五
九
―
八
一
頁
︒﹁
戊
辰
戦
争
下
﹁
見
立
て
い
ろ
は
た
と
へ
﹂
の
概
要
﹂︵﹃
国

文
学
―
解
釈
と
鑑
賞
﹄
第
七
四
巻
第
一
二
号
︑
二
〇
〇
九
年
︶
九
四
―
一
一
一
頁
︒﹁
戊
辰
戦
争
期
諷
刺
史
料
の
歴
史
的
意
味
﹂︵
箱
石
大
︵
編
︶

﹃
戊
辰
戦
争
の
史
料
学
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︶
二
三
三
―
六
六
頁
︒

︵
11
︶　

奈
倉
哲
三
﹃
絵
解
き 

幕
末
風
刺
画
と
天
皇
﹄
柏
書
房
︑
二
〇
〇
七
年
を
参
照
︒﹁
当
世 

三
筋
の
た
の
し
み
﹂
は
︑
同
書
四
二
―
四
七
頁
に
収

録
・
解
説
さ
れ
て
い
る
︒
森
田　

前
掲
書
︑
三
八
―
四
三
頁
お
よ
び
横
山　

前
掲
書
︑
ⅰ
―
ⅵ
頁
も
参
照
︒

︵
12
︶　

明
治
文
化
研
究
会
︵
編
︶﹃
幕
末
明
治
新
聞
全
集
﹄︵
全
六
巻
＋
別
巻
︶
世
界
文
庫
︑
一
九
六
一
―
六
二
年
︑
第
六
巻
下
巻
四
六
〇
頁
︒

︵
13
︶　

佐
々
木
亨
﹁
所
謂
﹁
著
作
道
書
キ
上
ゲ
﹂
を
巡
っ
て
―
魯
文
の
転
身
﹂︵﹃
日
本
文
学
﹄
第
五
六
巻
第
一
〇
号
︑
二
〇
〇
七
年
︶
三
四
頁
︒

︵
14
︶　

土
谷　

前
掲
書
︑
一
一
〇
―
四
四
頁
︒



探偵小説と諷刺錦絵と『リア王』

― 51 ―

︵
15
︶　

櫻
癡
居
士
﹁
新
聞
紙
實
歴
﹂︵
福
地
源
一
郎
﹃
懐
往
事
談
―
附
新
聞
紙
實
歴
﹄
民
友
社
︑
一
八
九
四
年
︶
一
九
八
―
九
九
頁
︒

︵
16
︶　

土
谷　

前
掲
書
︑
五
六
頁
︒

︵
17
︶　

櫻
癡
居
士　

前
掲
書
︑
二
〇
〇
頁
︒

︵
18
︶　

川
邊
眞
藏
﹃
福
地
櫻
痴
﹄
三
省
堂
︑
一
九
四
二
年
︑
八
四
―
八
五
頁
︒
丹
羽
み
さ
と
﹁
山
々
亭
有
人
﹃
流
行 

英
語
都
々
逸
﹄
の
周
辺
﹂︵﹃
立

教
大
学
日
本
文
学
﹄
第
一
〇
五
号
︑
二
〇
一
〇
年
︶
一
四
九
頁
も
参
照
︒

︵
19
︶　

川
邊　

前
掲
書
︑
八
五
頁
︒
櫻
癡
居
士　

前
掲
書
︑
二
〇
九
―
一
〇
頁
も
参
照
︒

︵
20
︶　

毎
日
新
聞
百
年
史
刊
行
委
員
会
︵
編
︶﹃
毎
日
新
聞
百
年
史
﹄
毎
日
新
聞
社
︑
一
九
七
二
年
︑
一
頁
︒

︵
21
︶　

西
田
菫
坡
﹁
三
十
三
年
前
日
報
社
創
立
談
﹂︵﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一
九
〇
四
年
一
一
月
一
〇
日
︶
第
一
一
面
︒

︵
22
︶　

櫻
癡
居
士　

前
掲
書
︑
二
〇
六
頁
︒﹁
藤
岡
﹂
は
﹁
廣
岡
﹂
の
誤
植
か
？

︵
23
︶　

野
崎
左
文
﹃
私
の
見
た
明
治
文
壇
﹄
春
陽
堂
︑
一
九
二
七
年
︑
七
頁
︒

︵
24
︶　

紙
面
の
表
記
に
従
い
︑
本
紙
は
﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄︑
錦
絵
版
は
﹃
東
京
日
々
新
聞
﹄
と
す
る
︒

︵
25
︶　

千
葉
市
美
術
館
︵
編
︶﹃
文
明
開
化
の
錦
絵
新
聞
―
東
京
日
々
新
聞
・
郵
便
報
知
新
聞
全
作
品
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
〇
八
年
︑
一
二
頁
︒

︵
26
︶　

富
澤
達
三
﹁
時
事
錦
絵
と
し
て
の
﹁
錦
絵
新
聞
﹂―
錦
絵
版
﹃
東
京
日
々
新
聞
﹄﹃
郵
便
報
知
新
聞
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵
前
掲
書
︶
六
―
七
頁
︒

土
屋
礼
子
﹃
大
衆
紙
の
源
流
―
明
治
期
小
新
聞
の
研
究
﹄
世
界
思
想
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
八
三
―
八
五
頁
も
参
照
︒

︵
27
︶　

篠
田
鑛
造
﹃
明
治
百
話
﹄
四
條
書
房
︑
一
九
三
一
年
︑
二
五
〇
頁
︒
篠
田
が
言
及
し
て
い
る
一
枚
絵
と
は
︑
小
林
清
親
の
﹁
東
京
銀
坐
街
日

報
社
﹂︵
一
八
七
六
︶
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
絵
画
は
︑
東
京
国
立
博
物
館
研
究
情
報
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
︵http://w

ebarchives.tnm
.jp/

︶
の
﹁
画

像
検
索
﹂
で
閲
覧
で
き
る
︵
画
像
番
号C0006617

︶︒

︵
28
︶　

前
掲
書
︑
二
五
〇
―
五
一
頁
︒﹁
尤
も
こ
の
﹁
や
ま
と
﹂
の
時
︑
芳
幾
は
歌
舞
伎
新
報
へ
全
力
を
打
込
む
の
で
︑﹁
や
ま
と
﹂
は
挿
畫
を
芳
年

︹
＝
月
岡
芳
年
︺
と
年
方
︹
＝
水
野
年
方
︺
と
が
擔
當
で
し
た
︑
年
方
は
こ
こ
で
採
菊
道
人
の
條
野
に
仕
込
ま
れ
︑
叱
ら
れ
な
が
ら
修
業
を
積
ん

だ
譯
で
す
﹂︵
篠
田
鑛
造
﹃
明
治
開
化
綺
談
―
續
篇
﹁
明
治
百
話
﹂﹄
明
正
堂
︑
一
九
四
三
年
︑
二
八
七
頁
︶︒
な
お
︑
こ
の
時
︑﹁
條
野
伝
平
が

﹃
東
京
日
日
﹄
と
完
全
に
無
関
係
と
な
り
︑
独
立
し
て
全
く
新
規
に
始
め
た
の
か
と
言
え
ば
︑
そ
れ
に
も
疑
問
が
残
る
﹂︵
土
屋　

前
掲
書
︑
二

五
六
頁
︶︒﹁﹃
警
察
新
報
﹄
も
﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
の
印
刷
所
で
印
刷
さ
れ
て
い
た
︒
印
刷
設
備
の
共
用
の
み
な
ら
ず
︑
両
社
社
員
の
境
界
線
も

判
然
と
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
﹂︵
土
谷　

前
掲
書
︑
六
一
頁
︶︒
一
八
九
〇
年
︵
明
治
二
三
年
︶
一
月
二
二
日
に
日
報
社
に
入
社
し
た
岡
本
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綺
堂
は
︑﹁
取
分
け
て
條
野
採
菊
老
人
︵
鏑
木
清
方
君
の
お
父
さ
ん
︶
は
わ
た
し
を
可
愛
が
つ
て
色
々
の
こ
と
を
敎
へ
て
く
れ
た
︒
こ
れ
は
や
ま

と
新
聞
が
東
京
日
日
新
聞
の
出
店
の
や
う
な
關
係
に
な
つ
て
ゐ
た
爲
で
も
あ
つ
た
﹂
と
回
顧
し
て
い
る
︵﹃
明
治
劇
談 

ラ
ン
プ
の
下
に
て
﹄
岡

倉
書
房
︑
一
九
三
五
年
︑
一
三
六
頁
︶︒

︵
29
︶　

野
崎
﹃
私
の
見
た
明
治
文
壇
﹄︑
七
頁
︒

︵
30
︶　

無
署
名
﹁
や
ま
と
新
聞
發
行
の
開
序
﹂︵﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
一
八
八
六
年
一
〇
月
七
日
︶
第
一
面
︒

︵
31
︶　

篠
田
﹃
明
治
開
化
綺
談
﹄︑
二
七
三
頁
︒

︵
32
︶　

土
屋　

前
掲
書
︑
二
五
八
―
五
九
頁
︒

︵
33
︶　

土
谷　

前
掲
書
︑
一
五
五
―
五
八
頁
︒

︵
34
︶　

吉
田
香
雨
﹃
當
世
作
者
評
判
記
﹄
大
華
堂
︑
一
八
九
一
年
︑
四
四
―
四
五
頁
︒

︵
35
︶　

條
野
傳
平
﹃
痘
痕
傳
七
郎
﹄
博
文
舘
︑
一
八
九
三
年
︑
頁
数
な
し
︒﹃
花
の
深
山
木
﹄
／
﹃
痘
痕
伝
七
郎
﹄
に
つ
い
て
は
︑
土
谷　

前
掲
書
︑

一
七
九
―
八
三
頁
︑
お
よ
び
平
辰
彦
の
以
下
の
ふ
た
つ
の
論
文
を
参
照
︒﹁
講
談
化
さ
れ
た
﹃
オ
セ
ロ
ウ
﹄
の
研
究
―
そ
の
受
容
の
嚆
矢
を
め
ぐ

っ
て
﹂︵﹃
演
劇
学
﹄
第
三
三
号
︑
一
九
九
二
年
︶
二
二
―
三
四
頁
︒﹁
翻
案
講
談
﹃
オ
セ
ロ
ー
﹄
と
新
聞
小
説
﹃
痘
痕
伝
七
郎
﹄―
近
代
日
本
に

お
け
る
︿
舌
耕
芸
﹀
の
読
み
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
論
叢
﹄︵
秋
田
経
済
法
科
大
学
短
期
大
学
部
︶
第
七
四
号
︑
二
〇
〇
四
年
︶
一
―
三
〇
頁
︒

︵
36
︶　

後
注
50
お
よ
び
51
参
照
︒﹃
花
の
深
山
木
﹄
／
﹃
痘
痕
伝
七
郎
﹄
に
つ
い
て
平
は
︑
ラ
ム
を
種
本
と
し
つ
つ
︑﹁
ト
書
の
あ
る
原
作
本
の
翻
訳

か
注
釈
書
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
﹂
を
示
唆
し
て
い
る
︵﹁
翻
案
講
談
﹃
オ
セ
ロ
ー
﹄
と
新
聞
小
説
﹃
痘
痕
伝
七
郎
﹄﹂︑
六
頁
︶︒

︵
37
︶　

土
谷　

前
掲
書
︑
一
二
〇
―
二
三
頁
︑
お
よ
び
丹
羽　

前
掲
書
︑
一
四
七
―
四
八
頁
︒

︵
38
︶　

鏑
木
清
方
﹁
條
野
採
菊
翁
﹂︵﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一
九
〇
九
年
三
月
二
九
日
︶
第
九
面
︒

︵
39
︶　

土
谷　

前
掲
書
︑
一
八
九
―
九
三
頁
︒
た
だ
し
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
ラ
ム
の
﹁
リ
ア
王
﹂
の
翻
訳
が
二
種
類
︵
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ラ
ム
﹃
セ

キ
ス
ピ
ヤ
物
語
﹄
品
田
太
吉
︵
訳
︶︑
品
田
太
吉
︑
一
八
八
六
年
︑
お
よ
び
チ
ャ
ー
レ
ス
・
ラ
ム
﹃
シ
ェ
キ
ス
ピ
ー
ヤ
筋
書 

一
名 

西
洋
歌
舞
伎
﹄

竹
内
余
所
次
郎
︵
訳
︶︑
博
聞
社
︑
一
八
八
六
年
︶
出
版
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
を
参
照
し
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒

︵
40
︶　

土
谷　

前
掲
書
︑
二
三
六
頁
︒

︵
41
︶　C

harles Lam
b and M

ary Lam
b, T

ales from
 Shakespeare, Penguin B

ooks, 2007, p.108.

︵
42
︶　

採
菊
散
人　

前
掲
書
︑
一
頁
︒
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︵
43
︶　

前
掲
書
︑
一
―
二
頁
︒

︵
44
︶　

前
掲
書
︑
二
―
三
頁
︒

︵
45
︶　Lam

b and Lam
b, op. cit., p.113.

︵
46
︶　

採
菊
散
人　

前
掲
書
︑
二
九
頁
︒

︵
47
︶　

ラ
ム
版
で
は
︑
ケ
ン
ト
伯
が
フ
ラ
ン
ス
に
赴
き
︑
リ
ア
の
窮
状
を
直
接
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
に
伝
え
る
― 

ʻhim
self em

barking for France,

﹇the 
earl of K

ent
﹈ hastened to the court of C

ordelia, and did there in such m
oving term

s represent the pitiful condition of her royal 

father, and set out in such lively colours the inhum
anity of her sisters

’︵Lam
b and Lam

b,  op. cit., p.119

︶︒
ま
た
︑
本
文
中
に
引
用

し
た
手
紙
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
遠
藤
に
水
島
伯
爵
の
冷
遇
を
伝
え
る
の
も
宗
入
で
あ
る
︒

︵
48
︶　

採
菊
散
人　

前
掲
書
︑
一
三
五
―
三
六
頁
︒

︵
49
︶　Lam

b and Lam
b, op. cit., p.120.

︵
50
︶　

採
菊
散
人　

前
掲
書
︑
一
六
三
頁
︒
土
谷
は
︑﹁﹃
リ
ア
王
﹄
で
姉
達
の
浮
気
相
手
で
あ
る
エ
ド
マ
ン
ド
は
妾
腹
で
︑
正
腹
の
異
母
兄
弟
エ
ド

ガ
ー
と
父
グ
ロ
ス
タ
ー
伯
爵
に
暗
い
感
情
を
持
っ
て
お
り
︑
そ
れ
が
彼
の
行
動
の
底
流
に
あ
る
︒
登
場
場
面
も
作
品
全
体
に
及
び
︑
重
要
な
役

割
を
演
じ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹃
三
人
令
嬢
﹄
の
片
山
冬
三
は
︑
全
四
九
回
の
連
載
中
第
三
七
回
か
ら
唐
突
に
登
場
し
︑
た
だ
の
女
好
き

な
色
男
と
し
て
描
か
れ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵
土
谷　

前
掲
書
︑
一
七
一
頁
︶︒
土
谷
は
﹃
三
人
令
嬢
﹄
を
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
﹃
リ
ア
王
﹄
と

比
較
し
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
こ
の
段
階
で
エ
ド
マ
ン
ド
に
相
当
す
る
人
物
が
唐
突
に
登
場
す
る
こ
と
こ
そ
が
︑
こ
の
作
品
が
ラ
ム
版
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
こ
と
の
決
定
的
証
拠
と
考
え
る
方
が
妥
当
だ
ろ
う
︒
彼
の
造
形
が
︑
ʻEdm

und

﹇
︙
︙
﹈, w

ho by his treacheries had succeeded 

in disinheriting his brother E
dgar the law

ful heir from
 his earldom

, and by his w
icked practices w

as now
 earl him

self

’︵Lam
b 

and Lam
b,  op. cit., p.120

︶ 

と
い
う
ラ
ム
の
記
述
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

︵
51
︶　

ラ
ム
版
で
は
︑
サ
ブ
プ
ロ
ッ
ト
が
削
除
さ
れ
て
い
る
た
め
に
︑
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
公
は
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
た
ま
た
ま
死
ぬ
―
ʻIt falling out 

that the duke of C
ornw

all, R
eganʼs husband, died

’︵Lam
b and Lam

b, op. cit., p.120

︶︒
前
注
参
照
︒

︵
52
︶　

採
菊
散
人　

前
掲
書
︑
二
〇
〇
頁
︒

︵
53
︶　

前
掲
書
︑
二
〇
〇
―
〇
一
頁
︒

︵
54
︶　

前
掲
書
︑
二
〇
一
頁
︒
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︵
55
︶　

前
掲
書
︑
二
五
二
頁
︒﹃
三
人
令
孃
﹄
単
行
本
の
頁
数
に
は
乱
れ
が
あ
り
︑
二
〇
一
頁
の
次
が
二
五
二
頁
と
な
っ
て
い
る
︒
引
用
の
頁
数
は
︑

印
刷
さ
れ
た
と
お
り
に
従
っ
て
い
る
︒

︵
56
︶　

前
掲
書
︑
二
六
一
頁
︒

︵
57
︶　Lam

b and Lam
b,  op. cit., pp.121-22. 

こ
う
し
た
書
き
換
え
は
︑
こ
の
あ
と
日
本
の
英
語
教
育
に
継
承
さ
れ
る
︒
内
丸
公
平
﹁
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
と
英
語
教
育
―
中
等
学
校
用
英
語
教
科
書
︵
₁
₈
₈
₆
年
―
₂
₀
₁
₆
年
︶
に
お
け
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
受
容
の
考
察
﹂︵﹃
日
本
英
語

教
育
史
研
究
﹄
第
三
三
号
︑
二
〇
一
八
年
︶
三
六
頁
︒

︵
58
︶　

採
菊
散
人　

前
掲
書
︑
二
七
二
頁
︒

︵
59
︶　

無
署
名
の
﹁
理
想
佳
人
傳
︵
第
壱
章
︶
シ
ヱ
ク
ス
ピ
ア
理
想 

コ
ル
デ
リ
ア
の
傳
﹂︵﹃
女
學
雑
誌
﹄
第
四
八
号
︑
一
八
八
七
年
︶
は
︑
初
回
で

愛
情
テ
ス
ト
の
直
前
ま
で
を
描
い
た
だ
け
で
終
わ
る
︒
同
じ
く
無
署
名
の
﹁
三
人
の
姫
﹂
は
︑﹁
第
一
段
﹂︵
ケ
ン
ト
の
諫
言
ま
で
︑﹃
女
學
雑

誌
﹄
第
七
三
号
︑
一
八
八
七
年
︶︑﹁
第
二
段
﹂︵
カ
イ
ア
ス
に
変
装
し
た
ケ
ン
ト
が
リ
ア
に
仕
え
る
ま
で
︑
第
七
四
号
︑
一
八
八
七
年
︶︑﹁
第
三

段
﹂︵
リ
ア
が
リ
ー
ガ
ン
の
城
に
到
着
し
て
ゴ
ネ
リ
ル
︑
リ
ー
ガ
ン
と
対
峙
す
る
ま
で
︑
第
七
五
号
︑
一
八
八
七
年
︶︑
と
続
い
た
あ
と
︑﹁
第
四

段
﹂
で
リ
ア
が
雨
の
な
か
へ
飛
び
出
し
︑
ゴ
ネ
リ
ル
と
リ
ー
ガ
ン
が
顔
を
見
合
せ
て
微
笑
む
ま
で
を
描
い
て
中
絶
し
て
い
る
︵
第
七
六
号
︑
一

八
八
七
年
︶︒

︵
60
︶　

永
昌
﹁
三
人
令
孃
序
﹂︵
採
菊
散
人　

前
掲
書
︶︑
頁
数
な
し
︒

︵
61
︶　

奥
武
則
﹃
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
明
治
―
国
民
を
創
る
た
め
の
レ
ッ
ス
ン
﹄︵
ち
く
ま
新
書
九
五
︶
筑
摩
書
房
︑
一
九
九
七
年
︑
七
六
―
七
七
頁
︒

︵
62
︶　

千
葉
市
美
術
館
︵
編
︶　

前
掲
書
︑
二
二
頁
︒
奥　

前
掲
書
︑
六
九
―
七
二
頁
も
参
照
︒

︵
63
︶　

千
葉
市
美
術
館
︵
編
︶　

前
掲
書
︑
二
六
頁
︒

︵
64
︶　

前
掲
書
︑
一
〇
六
頁
︒

︵
65
︶　

堀
啓
子
﹃
日
本
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
史
―
黒
岩
涙
香
か
ら
松
本
清
張
へ
﹄︵
中
公
新
書
二
二
八
五
︶
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
一
四
年
︑
七
〇
―
七

一
頁
︒
小
松
史
生
子
﹁
ロ
マ
ン
の
源
流
―
明
治
期
探
偵
小
説
の
萌
芽
と
挑
戦
﹂︵
押
野
武
志
・
谷
口
基
・
横
濱
雄
二
・
諸
岡
卓
真
︵
編
︶﹃
日
本

探
偵
小
説
を
知
る
―
一
五
〇
年
の
愉
楽
﹄
北
海
道
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
八
年
︶
一
〇
頁
も
参
照
︒

︵
66
︶　
﹃
や
ま
と
新
聞
﹄
一
八
八
六
年
一
〇
月
七
日
︑
第
二
面
︒

︵
67
︶　

江
戸
川
亂
歩
﹁
日
本
探
偵
小
説
の
系
譜
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
第
七
四
一
号
︑
一
九
五
〇
年
︶
一
七
三
頁
︒
伊
藤
秀
雄
﹃
明
治
の
探
偵
小
説
﹄
晶
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文
社
︑
一
九
八
六
年
︑
四
二
―
四
五
頁
︑
お
よ
び
中
島
河
太
郎
﹃
日
本
推
理
小
説
史
﹄︵
全
三
巻
︶
東
京
創
元
社
︑
一
九
九
三
―
九
六
年
︑
第
一

巻
三
三
―
三
六
頁
も
参
照
︒

︵
68
︶　

柳
田
泉
﹃
續
随
筆
明
治
文
學
﹄
春
秋
社
︑
一
九
三
八
年
︑
二
八
七
―
八
八
頁
︒

︵
69
︶　

採
菊
﹁
三
遊
亭
圓
朝
の
傳
﹂︵﹃
新
小
説
﹄
第
二
期
第
五
年
第
一
一
巻
︑
一
九
〇
〇
年
︶
一
六
六
頁
︒

︵
70
︶　

採
菊
散
人　

前
掲
書
︑
六
九
頁
︒

︵
71
︶　

前
掲
書
︑
七
二
―
七
三
頁
︒

︵
72
︶　

藤
原
相
之
助
﹃
仙
臺
戊
辰
史
﹄
新
井
活
版
製
造
所
︑
一
九
一
一
年
︑
六
一
五
―
一
七
頁
︒

︵
73
︶　

奈
倉
﹃
絵
解
き 
幕
末
風
刺
画
と
天
皇
﹄︑
一
六
四
頁
︒
ほ
か
に
三
春
藩
が
描
き
こ
ま
れ
た
作
品
と
し
て
︑﹁
子
供
遊
う
で
ッ
く
ら
べ
﹂︵
一
二

四
―
二
七
頁
︶
お
よ
び
﹁
む
つ
の
花
子
供
の
戯
﹂︵
二
三
四
―
四
〇
頁
︶
も
参
照
︒

︵
74
︶　

採
菊
散
人　

前
掲
書
︑
一
頁
︒

︵
75
︶　

前
掲
書
︑
九
一
頁
︒

︵
76
︶　

土
谷　

前
掲
書
︑
二
三
〇
頁
︒

︵
77
︶　

柳
田
泉
﹃
明
治
初
期
翻
訳
文
学
の
研
究
﹄︵
明
治
文
学
研
究
第
五
巻
︶
春
秋
社
︑
一
九
六
一
年
︑
二
一
〇
頁
︒

︵
78
︶　

土
谷　

前
掲
書
︑
四
五
頁
︒


