
井
上
靖
「
銕
捨
」
論

は
じ
め
に

〈
棄
老
譚
〉
か
ら
の
飛
躍

　
井
上
靖
「
銕
捨
」
は
「
文
語
春
秋
」
第
三
十
三
巻
第
二
万
（
昭
和
三
十
年
一

月
一
日
）
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
短
編
集
『
銕
捨
』
（
昭
和
三
十
一
年
六
月
十

五
日
、
新
潮
社
）
に
収
録
さ
れ
た
。
福
田
宏
年
の
「
老
い
た
る
母
と
弟
妹
の
な

か
に
突
如
す
き
間
風
の
よ
う
に
訪
れ
る
出
家
遁
世
の
志
と
も
い
う
べ
き
現
実
遊

離
感
を
探
っ
て
、
自
分
自
身
の
血
を
確
か
め
て
い
抑
」
と
の
評
価
は
、
現
在
に

至
る
ま
で
大
き
く
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
旭
。
そ
れ
は
、
井
上
自
身
も
福
田
の

評
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
「
妓
捨
」
に
つ
い
て
「
自
分
の
一
族
の
中
を
流
れ
て
い

る
厭
世
の
血
を
主
題
と
し
て
い
ま
す
」
と
「
自
作
解
七
」
で
述
べ
た
こ
と
が
影

響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
「
銕
捨
」
は
作
家
が
自
ら

を
語
っ
た
作
品
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
妓
捨
」
は
そ

の
よ
う
な
作
家
の
自
伝
的
な
要
素
に
の
み
閉
じ
ら
れ
て
い
く
作
品
な
の
だ
ろ
う

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
銕
捨
」
論

か
。

山
　
　
田
　
　
哲
　
　
久

　
題
名
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
銕
捨
」
に
は
い
わ
ゆ
る
〈
棄
老
譚
〉
が
背

景
に
あ
る
。
昭
和
三
十
年
一
月
に
、
〈
棄
老
譚
〉
を
背
景
に
持
つ
小
説
を
発
表

す
る
こ
と
は
、
い
た
っ
て
同
時
代
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
二
十
九

年
三
月
二
十
六
日
の
「
朝
日
新
聞
」
（
夕
刊
）
は
『
ゆ
ら
ぐ
。
民
主
的
な
家
』

と
の
記
事
で
、
岸
信
介
を
会
長
と
す
る
自
由
党
憲
法
調
査
会
が
、
戦
後
廃
止
さ

れ
た
「
家
」
の
制
度
を
「
復
活
さ
せ
よ
う
」
と
し
て
い
る
と
伝
え
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
岸
は
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
今
の
民
法
で
は
「
家
」
と
い
う
観
念
が
全
く
な
い
の
で
、
「
家
」
－
フ
ァ

　
　
ミ
リ
ー
と
い
う
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
祖
先
を
ま
つ
り
、
血
統
を
尊

び
、
子
孫
に
伝
え
る
と
い
う
考
え
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
（
略
）
子
は

親
を
養
う
責
任
は
な
い
と
い
う
の
で
、
年
寄
り
は
皆
養
老
院
へ
行
っ
て
し

ま
え
と
い
っ
た
調

で
あ
る
が
、
こ
れ
が
日
本
の
国
情
に
あ
っ
た
ゆ
き
方
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井
上
靖
「
銕
捨
」
論

だ
ろ
う
か
。
日
本
の
伝
統
や
習
慣
、
国
情
に
ふ
さ
わ
し
い
「
家
」
の
あ
り

方
と
い
う
も
の
が
、
私
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
娠
。

　
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
民
法
」
の
問
題
点
が
「
親
（
年
寄
り
言
と

「
子
」
の
関
係
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
点
を

解
消
す
る
「
家
」
を
、
法
に
よ
っ
て
形
成
し
よ
う
と
す
る
の
が
岸
の
立
場
で
あ

る
。
「
銕
捨
」
と
い
う
〈
棄
老
譚
〉
を
背
景
に
持
つ
作
品
が
、
こ
の
よ
う
な
同

時
代
的
文
脈
と
無
縁
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
。
な
ぜ
な
ら
〈
棄
老
譚
〉
は
老
い

た
親
と
子
の
関
係
を
主
題
に
す
る
物
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
〈
棄
老
譚
〉
が
「
銕

捨
」
と
い
う
小
説
に
よ
っ
て
召
喚
さ
れ
る
時
、
そ
こ
に
は
同
時
代
へ
の
批
評
性

が
内
包
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
論
の
目
的
は
、
〈
棄
老
譚
〉
か
ら
小
説
「
妓
捨
」
に
到
る
回
路
を
、
同
時

代
的
文
脈
に
よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
「
銕
捨
」
の
同
時
代
へ
の
批
評
性
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
、
引
用
さ
れ
る
書
物

『
妓
捨
山
新
考
』
と
『
お
ば
す
て
山
』

　
「
銕
捨
」
と
い
う
題
名
は
、
作
品
に
〈
棄
老
譚
〉
の
物
語
が
内
包
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
注
目
す
べ
き
は
語
り
手
で
あ

る
「
私
」
が
二
冊
の
書
物
－
『
銕
捨
山
新
考
』
と
絵
本
『
お
ば
す
て
山
』
－
を
引
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用
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
銕
捨
」
は
こ
の
二
冊
の
書
物
を
中
心
に
置
い
て

「
私
」
の
語
り
が
展
開
さ
れ
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
引
用
さ
れ
る

二
冊
の
小
説
内
で
の
機
能
を
検
討
す
る
前
段
階
と
し
て
ノ
ー
冊
の
書
物
を
特
定

し
た
い
。

　
　
銕
捨
山
の
説
話
を
は
っ
き
り
一
つ
の
筋
を
持
っ
た
物
語
と
し
て
受
け
取
っ

　
　
た
の
は
、
十
か
十
一
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
十
里
程
離
れ
て
い
る
小

　
　
都
市
に
住
ん
で
い
た
叔
母
か
ら
、
時
々
絵
本
を
送
っ
て
貰
っ
た
が
、
そ
の

　
　
一
冊
に
『
お
ば
す
て
山
』
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。

　
工
藤
茂
は
、
右
の
よ
う
に
「
銕
捨
」
に
引
用
さ
れ
る
「
絵
本
」
に
つ
い
て
、

大
江
小
波
編
・
梶
田
半
古
画
『
日
本
お
伽
噺
　
第
九
編
　
妓
捨
山
』
（
明
治
三

十
年
九
月
六
日
、
博
文
館
－
以
下
『
日
本
お
伽
噺
』
）
と
森
林
太
郎
・
松
村
武

雄
・
鈴
木
三
重
吉
・
馬
渕
冷
佑
『
標
準
於
伽
文
庫
　
日
本
伝
説
上
巻
』
（
大
正

九
年
十
月
十
日
、
培
風
館
－
以
下
『
標
準
於
伽
文
庫
』
）
の
二
冊
の
候
補
を
示

し
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
井
上
靖
は
か
つ
て
「
妓
捨
」
と
い
う
作
品
に
、
絵
本
『
お
ば
す
て
山
』
の

　
　
こ
と
を
書
い
て
い
た
。
（
略
）
氏
は
そ
れ
に
続
け
て
さ
ら
に
そ
の
絵
本
の

　
　
あ
ら
す
じ
を
書
き
と
め
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
絵
本
は
先

　
　
に
掲
げ
た
二
つ
の
「
銕
捨
山
」
（
『
日
本
お
伽
噺
』
と
『
標
準
於
伽
文
庫
』

　
　
を
指
す
ー
引
用
者
注
）
と
は
別
の
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
い
。

　
工
藤
が
こ
こ
に
挙
げ
た
二
冊
を
「
銕
捨
」
に
引
用
さ
れ
る
「
絵
本
」
と
峻
別

｜

｜



す
る
根
拠
は
、
「
絵
本
」
の
「
あ
ら
す
し
」
が
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
銕

捨
」
の
「
あ
ら
す
し
」
と
、
『
日
本
お
伽
噺
』
と
『
標
準
於
伽
文
庫
』
の
内
容

を
比
較
し
て
み
る
と
、
確
か
に
異
同
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
頃
国
主
の
許
に
隣
国
か
ら
使
者
が
来
て
難
題
を
持
ち
か
け
た
。
三
つ

の
問
題
を
示
し
、
こ
れ
を
解
か
な
け
れ
ば
国
を
攻
め
亡
ぼ
す
と
い
う
の
で

　
　
あ
る
。
そ
の
三
つ
の
問
題
と
い
う
の
は
、
灰
で
縄
を
絢
う
こ
と
、
九
曲
の

　
　
ー

　
　
玉
に
糸
を
通
す
こ
と
、
自
然
に
太
鼓
を
鳴
ら
す
こ
と
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
引
用
し
た
「
銕
捨
」
に
お
け
る
「
あ
ら
す
し
」
と
、
前
述
の
二
冊
の

絵
本
の
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、
『
日
本
お
伽
噺
』
で
は
「
三
つ
の
問
題
」

が
「
隣
国
」
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
「
殿
様
」
が
百
姓
達
の
智
慧
を
試
す
た

め
に
出
題
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
し
、
そ
の
数
が
「
三
つ
」
で
は
な
く

「
灰
で
拵
へ
た
縄
と
、
本
末
の
無
い
材
木
」
を
「
献
上
す
る
」
こ
と
の
二
つ
に

な
っ
て
い
娠
。
ま
た
、
『
標
準
於
伽
文
庫
』
で
は
、
「
三
つ
の
問
題
」
が
出
さ
れ

た
経
緯
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
重
な
る
も
の
の
、
「
あ
ら
す
し
」
に
あ
る

「
九
曲
の
玉
」
と
い
う
単
語
が
見
ら
れ
な
い
。
「
九
曲
の
玉
に
糸
を
通
す
こ
と
」

に
対
応
す
る
個
所
は
、
『
標
準
於
伽
文
庫
』
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
殿
様
は
ま
づ
手
紙
を
ご
ら
ん
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
「
使
の
も

　
　
の
に
も
た
し
て
さ
し
上
げ
た
玉
に
、
絹
の
糸
を
通
し
て
も
ら
ひ
た
い
。
そ

　
　
れ
が
出
来
な
け
れ
ば
、
信
濃
の
国
を
攻
め
る
。
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

　
　
殿
様
は
す
ぐ
に
玉
を
ご
ら
ん
に
な
り
ま
す
と
、
そ
れ
に
は
ご
く
小
さ
い
穴

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
銕
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が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
が
り
く
ね
っ
て
、
玉
の
こ
ち
ら
が
は
か
ら
向
ふ
が

　
　
は
へ
ぬ
け
て
ゐ
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
は
、
「
ご
く
小
さ
い
穴
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
が
り
く
ね
っ
て
」
と

あ
る
だ
け
で
、
「
九
曲
の
玉
」
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
工
藤
は
こ
れ
ら
の
点

を
踏
ま
え
て
、
「
妓
捨
」
の
「
絵
本
」
は
『
日
本
お
伽
噺
』
で
も
『
標
準
於
伽

文
庫
』
で
も
な
い
と
結
論
づ
け
た
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
『
日
本
お
伽
噺
』
に

つ
い
て
は
「
あ
ら
す
し
」
の
内
容
が
全
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
「
銕
捨
」
に
引

用
さ
れ
た
「
絵
本
」
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
し
か
し
、
『
標
準
於
伽
文
庫
』

に
つ
い
て
は
、
「
九
曲
の
玉
」
と
い
う
単
語
を
除
け
ば
、
「
銕
捨
」
の
「
あ
ら
す

し
」
と
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
井
上
が
「
九
曲
の
玉
」
と
書
い
た
理
由
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
九
曲
の
玉
」
と

い
う
単
語
は
、
「
銕
捨
」
に
お
け
る
「
絵
本
」
が
『
標
準
於
伽
文
庫
』
で
あ
る

根
拠
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
「
銕
捨
」
に
引
用
さ

れ
る
も
う
一
冊
の
書
物
で
あ
る
『
銕
捨
山
新
考
』
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
ず
っ
と
歳
月
が
飛
ん
で
、
大
学
を
出
て
新
聞
社
へ
は
い
っ
た
初
め
頃
、
私

　
　
は
『
銕
捨
山
新
考
』
と
い
う
書
物
を
手
に
入
れ
て
、
こ
れ
を
読
ん
だ
こ
と

　
　
が
あ
る
。
（
略
）
『
銕
捨
山
新
考
』
と
い
う
信
濃
郷
土
誌
刊
行
会
発
行
の
Ｉ

　
　
巻
も
、
全
く
の
そ
の
時
の
風
の
吹
き
廻
し
で
私
の
書
架
の
一
隅
に
置
か
れ

　
　
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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井
上
靖
「
銕
捨
」
論

　
こ
こ
で
引
用
さ
れ
る
『
銕
捨
山
新
考
』
の
著
者
は
西
沢
茂
二
郎
、
昭
和
十
一

年
十
二
月
五
日
に
信
濃
郷
土
誌
刊
行
会
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
山
本
健
吉
は

こ
の
『
妓
捨
山
新
考
』
を
井
上
か
ら
「
借
覧
」
し
た
と
述
べ
て
い
馳
。
作
中
の

『
銕
捨
山
新
考
』
と
は
、
西
沢
に
よ
る
『
銕
捨
山
新
考
』
に
間
違
い
な
い
。
そ

の
『
妓
捨
山
新
考
』
に
は
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
誠
に
標
準
お
伽
文
庫
（
森
林
太
郎
、
鈴
木
三
重
吉
、
松
林
武
雄
、
馬
淵
冷

　
　
佑
の
四
氏
共
撰
）
の
銕
捨
山
を
大
和
物
語
や
棄
老
国
説
の
起
源
を
な
す
と

　
　
云
は
れ
て
ゐ
る
雑
宝
蔵
経
と
箇
条
書
に
し
て
比
較
し
て
見
れ
ば
、
此
の
間

　
　
の
消
息
の
明
瞭
す
る
も
の
が
あ
ら
う
。

　
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
標
準
お
伽
文
庫
」
と
は
、
編
者
も
一
致
す
る
こ

と
か
ら
、
前
述
し
た
『
標
準
於
伽
文
庫
』
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

「
標
準
お
伽
文
庫
」
の
内
容
の
「
箇
条
書
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

　
　
　
お
伽
文
庫
本

　
　
１
、
昔
、
信
濃
の
丁
人
の
百
姓
に
年
老
い
た
母
が
あ
っ
た

　
　
２
、
此
の
国
の
殿
様
が
年
寄
を
嫌
っ
た

　
　
３
、
殿
様
の
お
ふ
れ
に
よ
り
止
む
を
得
ず
老
母
を
山
に
棄
て
た
　
そ
れ
は

　
　
　
月
の
夜
で
あ
っ
た

　
　
４
、
親
の
恩
の
蚕
さ
を
思
ひ
出
し
て
、
忍
ん
で
連
れ
帰
っ
た

　
　
５
、
床
下
の
穴
ぐ
ら
に
母
を
か
く
し
て
養
っ
て
ゐ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

６
、
隣
国
の
殿
様
か
ら
此
の
国
の
殿
様
へ
智
慧
だ
め
し
の
難
題
を
持
ち
か

　
け
た

７
、
試
し
事
の
種
類
は
、

　
　
灰
の
縄

　
　
九
曲
の
玉

　
　
自
然
に
鳴
る
太
鼓

８
、
殿
様
は
年
寄
の
智
慧
に
感
嘆
し
て
、
ふ
れ
を
取
消
し
か

　
「
標
準
お
伽
文
庫
」
の
内
容
の
「
箇
条
書
」
に
「
九
曲
の
玉
」
と
い
う
単
語

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
標
準
於
伽
文
庫
』
に

は
そ
の
よ
う
な
単
語
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
「
九
曲
の
玉
」
と
は
『
枕
草
子
』

な
ど
に
見
ら
れ
る
「
七
曲
の
玉
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
（
。
つ
ま
り
、
「
九
曲

の
玉
」
は
著
者
の
西
沢
の
誤
記
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
よ
っ
て
、
「
銕
捨
」

に
お
け
る
「
九
曲
の
玉
」
は
、
『
銕
捨
山
新
考
』
か
ら
の
引
用
だ
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
井
上
は
『
銕
捨
山
新
考
』
を
通
し
て
『
標
準
於
伽
文

庫
』
を
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
そ
の
「
挿
絵
」
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
最
初
の

一
頁
の
挿
絵
だ
け
が
着
色
さ
れ
、
他
の
頁
に
は
そ
れ
ぞ
れ
凸
版
の
挿
絵
が
つ
い

て
」
い
た
こ
と
、
ま
た
「
最
初
の
着
色
し
て
あ
る
頁
に
は
、
烏
帽
子
の
よ
う
な

頭
巾
を
か
ぶ
っ
た
若
者
が
老
い
た
母
親
を
背
負
っ
て
深
山
を
分
け
登
っ
て
行
く

と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
「
満
月
の
光
は
木
も



草
も
土
も
辺
り
二
面
を
青
く
染
め
、
二
人
の
人
物
の
影
は
イ
ン
キ
で
も
流
し
た

よ
う
に
く
っ
き
り
と
黒
く
地
上
に
捺
さ
れ
て
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

図
版
①
は
『
標
準
於
伽
文
庫
』
の
「
最
初
の
一
頁
の
挿
絵
」
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
他
の
特
徴
も
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
『
標
準
於
伽
文
庫
』
が
作
品
内
に
お

け
る
「
絵
本
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
「
銕
捨
」
に
引
用
さ
れ
る
『
お
ば
す
て
山
』
と
い
う
「
絵
本
」
は
、

「
挿
絵
」
の
描
写
を
『
標
準
於
伽
文
庫
』
か
ら
、
「
あ
ら
す
し
」
は
『
銕
捨
山
新

図
版
①
『
標
準
於
伽
文
庫
』

井
上
靖
「
銕
捨
」
論

考
』
を
参
照
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
論
で
重
要
な
の
は
、
引

用
さ
れ
た
書
物
の
特
定
で
は
な
く
、
作
品
内
で
の
引
用
の
機
能
で
あ
る
。
次
に

『
標
準
於
伽
文
庫
』
と
『
銕
捨
山
新
考
』
が
、
「
銕
捨
」
に
ど
の
よ
う
に
引
用
さ

れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
二
冊
の
書
物
の
機
能
を
明

ら
か
に
し
た
い
。

二
、
書
物
の
機
能
－
物
語
の
変
質
－

　
前
掲
し
た
図
版
①
『
標
準
於
伽
文
庫
』
に
は
、
母
親
が
木
の
枝
を
折
る
場
面

が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
、
絵
本
の
「
最
初
の
コ
貝
の
挿
絵
」
に
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
物
語
の
内
容
を
象
徴
す
る
場
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
〈
枝
を
折
る
〉
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　
そ
の
母
が
子
の
背
に
負
わ
れ
て
居
て
、
路
々
左
右
の
木
の
小
枝
を
折
っ
て

　
　
行
く
。
（
略
）
ど
う
し
て
其
様
な
こ
と
を
な
さ
る
か
と
息
子
が
尋
ね
る
と
、

　
　
お
ま
え
が
還
っ
て
行
く
の
に
路
に
迷
わ
ぬ
よ
う
に
、
栞
を
し
て
置
い
て
や

　
　
る
の
だ
と
答
え
た
の
で
、
親
の
慈
愛
に
深
く
感
動
し
て
し
ま
っ
て
、
何
か

　
　
何
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
親
を
山
に
は
残
し
て
置
け
な
い
と
再
び
そ
の
場

　
　
か
ら
連
れ
て
戻
っ
て
以
前
に
も
ま
さ
る
孝
行
を
し
た
と
い
う
、
至
っ
て
短

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
話
た
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
柳
田
は
〈
銕
捨
〉
の
物
語
を
孝
行
譚
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



　
　
　
　
　
　
井
上
靖
「
銕
捨
」
論

図
版
②
『
お
伽
文
庫
　
姥
捨
山
』

つ
の
型
と
し
て
、
〈
枝
を
折
る
〉
と
い
う
行
為
を
示
し
て
い
る
。
『
標
準
於
伽
文

庫
』
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
〈
枝
を
折
る
〉
場
面
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
（
略
）
今
日
山
に
っ
れ
出
さ
れ
た
わ
け
も
ち
や
ん
と
知
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

　
　
わ
た
し
の
こ
と
は
ち
っ
と
も
案
じ
な
く
て
も
い
い
。
（
略
）
道
に
ま
よ
は

　
　
ぬ
や
う
に
、
木
の
枝
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
す
て
て
お
き
ま
し
た
。
枝
の
あ

　
　
る
道
を
さ
が
し
て
早
く
お
か
へ
り
。
」

　
　
と
い
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
自
分
の
た
め
に
木
の
枝
を
お
す
て
に
な
っ
た

　
　
の
か
と
、
お
百
姓
は
あ
り
か
た
く
思
ふ
と
Ｉ
し
よ
に
、
い
よ
い
よ
悲
し
く

　
　
な
り
ま
し
た
。

図
版
③
『
家
庭
新
お
伽
噺
　
姥
捨
山
』

八
八

　
こ
こ
で
も
、
「
棄
て
ら
れ
る
」
こ
と
を
知
っ
て
い
る
「
母
」
が
、
息
子
の
帰

り
道
を
心
配
し
て
、
「
木
の
枝
」
を
折
る
場
面
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
息
子
が
母
を
山
か
ら
連
れ
帰
る
一
つ
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
柳
田
の
言
う
「
母
の
慈
愛
に
深
く
感
動
し
て
」
連
れ
帰
る
と
い
う
論

理
構
造
を
支
え
て
い
る
の
が
、
こ
の
〈
枝
を
折
る
〉
と
い
う
母
の
行
為
な
の
で

あ
る
。
こ
の
行
為
は
孝
行
譚
と
し
て
の
〈
銕
捨
〉
の
物
語
の
一
つ
の
核
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
絵
本
に
限
っ
て
は
、
〈
銕
捨
〉
の
物
語
は
孝
行
譚
と

し
て
の
傾
向
が
強
い
。
例
え
ば
、
『
標
準
於
伽
文
庫
』
と
近
い
時
代
に
出
版
さ

れ
た
『
お
伽
文
庫
　
姥
捨
仏
』
（
図
版
②
）
や
『
家
庭
新
お
伽
噺
　
姥
捨
仏
』
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（
図
版
③
）
の
表
紙
も
、
〈
枝
を
折
る
〉
場
面
で
あ
る
し
、
少
し
時
代
は
降
る
が
、

「
銕
捨
」
と
近
い
時
期
に
出
版
さ
れ
た
『
養
老
の
滝
と
銕
捨
山
』
と
い
う
絵
本

の
冒
頭
に
は
筆
者
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

親
が
子
を
い
つ
く
し
み
、
子
が
親
を
敬
う
と
い
う
物
語
は
、
数
多
く
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
二
つ
は
そ
の
中
の
代
表
的
な
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
し

か
も
、
よ
く
味
わ
っ
て
み
る
と
、
子
が
親
に
尽
く
す
と
い
う
だ
け
の
も
の

で
は
な
く
、
親
も
子
の
た
め
に
心
を
砕
い
て
い
る
さ
ま
が
、
よ
く
表
わ
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
が
た
だ
の
孝
行
美
談
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
人
の
胸
を

打
つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
犬
。

　
し
か
し
、
「
銕
捨
」
に
お
け
る
「
絵
本
」
の
「
あ
ら
す
し
」
に
は
、
孝
行
譚

と
し
て
の
〈
銕
捨
〉
の
物
語
を
支
え
て
い
る
は
ず
の
〈
枝
を
折
る
〉
場
面
は
書

か
れ
て
い
な
い
。
母
親
を
連
れ
帰
る
場
面
は
「
若
者
は
ど
う
し
て
も
母
親
を
棄

て
る
に
忍
び
ず
、
再
び
家
に
連
れ
戻
り
、
人
眼
に
付
か
な
い
よ
う
に
床
下
に
穴

を
掘
っ
て
、
そ
こ
に
匿
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お

い
て
、
「
妓
捨
」
の
「
あ
ら
す
し
」
と
『
標
準
於
伽
文
庫
』
に
は
、
明
確
な
差

異
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
差
異
そ
の
も
の
が
「
妓
捨
」
の
構
造

を
支
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
銕
捨
」

に
お
け
る
「
絵
本
」
の
機
能
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
差
異
を
意
味
付

け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
絵
本
」
の
「
あ
ら
す
し
」

を
述
べ
た
後
、
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
銕
捨
」
論

こ
う
い
っ
た
物
語
で
あ
る
。
最
初
の
着
色
し
て
あ
る
頁
に
は
、
烏
帽

　
　
子
の
よ
う
な
頭
巾
を
か
ぶ
っ
た
若
者
が
老
い
た
母
親
を
背
負
っ
て
深
山
を

　
　
分
け
登
っ
て
行
く
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
あ
っ
た
。
（
略
）
物
語
の
そ
の
場

　
　
面
の
持
つ
悲
し
み
は
、
や
は
り
こ
の
場
合
も
、
絵
柄
の
表
面
か
ら
吹
き
出

　
　
し
て
い
て
、
子
供
の
心
に
は
充
分
刺
戟
的
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。

　
こ
こ
に
も
〈
枝
を
折
る
〉
行
為
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
「
絵
本
」
の

「
あ
ら
す
し
」
を
踏
ま
え
た
「
私
」
が
〈
枝
を
折
る
〉
場
面
が
描
か
れ
て
い
る

は
ず
の
「
挿
絵
」
の
解
釈
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
か
ら
は
、

〈
枝
を
折
る
〉
行
為
に
象
徴
さ
れ
る
「
母
の
慈
愛
」
が
排
除
さ
れ
、
「
老
い
た
母

親
」
を
「
棄
て
る
」
と
い
う
行
為
の
み
が
抽
出
さ
れ
、
そ
れ
が
「
私
」
の
「
悲

し
み
」
を
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
絵
本
」
の
「
あ
ら
す
し
」
と

「
挿
絵
」
を
「
私
」
が
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
銕
捨
〉
の
物
語
に
は
一
つ

の
読
み
の
方
向
性
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
向
性
は
、
『
標
準
於
伽
文

庫
』
に
見
ら
れ
る
「
母
の
慈
愛
」
を
核
と
し
た
孝
行
譚
と
し
て
の
〈
銕
捨
〉
の

物
語
で
は
な
く
、
「
母
」
と
「
子
」
の
「
別
離
の
物
語
」
な
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
冊
の
書
物
で
あ
る
『
銕
捨
山
新
考
』
は
、
こ
の
方
向
性
を
補
強
す
る

役
割
を
担
っ
て
い
る
。
「
私
」
は
『
銕
捨
山
新
考
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
の

中
で
『
大
和
物
語
』
の
中
の
「
我
こ
こ
ろ
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
銕
捨

山
に
て
る
月
を
見
て
」
に
「
最
も
深
い
感
銘
」
を
受
け
る
。
そ
の
理
由
は
、
次

の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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井
上
靖
「
銕
捨
」
論

　
　
い
か
な
る
銕
捨
観
月
の
作
品
よ
り
、
私
に
は
こ
の
物
語
の
中
の
人
物
の
詠

　
　
ん
だ
歌
が
切
な
く
心
に
沁
み
た
。
幼
時
心
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
説
話
の
主

　
　
題
が
こ
こ
で
は
歌
の
形
を
通
し
て
私
に
迫
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
「
私
」
が
語
る
「
説
話
の
主
題
」
と
は
、
前
述
し
た
「
別
離
の
物

語
」
で
あ
る
。
「
幼
時
」
に
「
絵
本
」
か
ら
受
け
た
印
象
を
、
『
妓
捨
山
新
考
』

に
敷
街
さ
せ
る
こ
と
で
、
〈
銕
捨
〉
の
物
語
が
「
私
」
に
と
っ
て
は
「
別
離
の

物
語
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
引
用
さ
れ
る
二
冊
の
書
物
に
よ
っ
て
、
「
銕
捨
」
に
お
け
る

〈
銕
捨
〉
の
物
語
に
は
「
別
離
の
物
語
」
と
い
う
方
向
性
が
与
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
は
、
こ
の
「
別
離
の
物
語
」
と
し
て
の
〈
妓

捨
〉
と
の
差
異
を
示
す
こ
と
で
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
絵
本
」
の

中
の
「
母
」
と
「
私
」
の
「
母
」
と
の
差
異
と
し
て
示
さ
れ
る
。

　
　
そ
の
後
、
銕
捨
の
棄
老
伝
説
が
私
の
頭
に
蘇
っ
て
来
る
機
縁
を
作
っ
て
く

　
　
れ
た
の
は
母
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
、
「
私
」
の
「
母
」
が
焦
点
化
さ
れ
る
。
「
別
離
の
物

語
」
と
し
て
の
〈
妓
捨
〉
に
は
、
「
母
を
山
へ
棄
て
に
行
く
と
い
う
事
柄
の
悲

し
み
」
が
あ
る
。
「
棄
て
」
る
と
は
、
も
ち
ろ
ん
「
私
」
が
「
母
」
を
「
棄
て

る
」
と
い
う
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
国
主
」
の
「
布
告
」
と
い
う
外
部
か
ら

の
圧
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
母
／
息
子
の
関
係
を
切
り
裂
く
、
第
三
者
と
し

て
の
権
力
を
持
っ
た
「
国
主
」
の
存
在
が
、
母
／
息
子
の
抵
抗
を
許
さ
な
い
。
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こ
の
三
者
の
関
係
が
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
悲
し
み
」
の
構
造
を
支
え
て
い

る
。
し
か
し
、
「
銕
捨
」
の
「
母
」
は
、
「
今
で
も
老
人
が
捨
て
ら
れ
る
と
い
う

お
触
れ
が
あ
る
な
ら
、
私
は
悦
ん
で
出
掛
け
て
行
き
ま
す
よ
」
と
話
す
。
こ
の

「
母
」
の
発
言
が
、
「
別
離
の
物
語
」
と
し
て
の
〈
妓
捨
〉
の
物
語
に
お
け
る

「
悲
し
み
」
の
構
造
を
無
力
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
母
」
の

発
言
を
き
っ
か
け
に
、
「
私
」
が
「
母
」
を
棄
て
る
「
空
想
」
が
喚
起
さ
れ
る
。

そ
の
「
空
想
」
に
つ
い
て
、
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
銕
捨
を
舞
台
と
し
た
私
の
空
想
の
一
幕
物
は
、
例
の
棄
老
説
話
の
持
つ
主

題
と
は
か
な
り
遠
く
隔
た
っ
て
い
た
。
私
の
場
合
は
母
自
ら

棄
て
ら
れ

　
　
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
「
私
」
は
自
ら
の
「
空
想
」
を
、
「
例
の
棄
老
説
話
の
持
つ
主
題
と

は
か
な
り
遠
く
隔
た
っ
て
い
た
」
と
語
る
。
こ
の
「
隔
た
」
り
と
は
、
「
別
離

の
物
語
」
と
の
「
隔
た
」
り
で
あ
る
。
「
母
」
が
「
自
ら
棄
て
ら
れ
る
こ
と
を

望
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
別
離
の
物
語
」
の
悲
し
み
の
核
は
無
力
化
さ
れ
、

そ
れ
と
の
差
異
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
物
語
が
展
開
す
る
こ
と

に
な
る
の
だ
。
既
存
の
〈
銕
捨
〉
の
物
語
と
訣
別
す
る
た
め
に
、
引
用
さ
れ
た

二
冊
の
書
物
は
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
三
、
「
清
子
」
の
場
所
－
も
う
一
人
の
母
の
物
語
－

新
し
い
物
語
は
、
「
私
」
の
「
妹
」
で
「
北
九
州
」
で
「
美
容
師
」
を
し
て



い
る
「
清
子
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
「
私
」
が
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ

る
。
「
新
し
い
」
と
は
、
〈
銕
捨
〉
の
物
語
に
回
収
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
清
子
」
を
同
時
代
的
言
説
の
中
で
捉
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
銕
捨
」
を
〈
銕
捨
〉
の
物
語
か
ら
飛
躍
さ
せ
る
端
緒
と
し
た

―
○

し　
「
清
子
」
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
は
次
の
引
用
部
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
二
人
の
子
供
ま
で
残
し
て
家
を
飛
び
出
し
た
く
ら
い
だ
か
ら
、
彼
女
に
は

　
　
彼
女
な
り
の
覚
悟
も
あ
り
、
考
え
方
も
あ
る
と
思
わ
れ
た
。

　
「
清
子
」
は
「
私
」
の
「
妹
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
二
人
の
子
供
」
の

「
母
」
で
あ
り
、
「
破
鏡
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
子
供
」
だ
ち
と
「
別
れ
」
て
い

る
。
さ
ら
に
、
自
ら
「
飛
び
出
し
て
」
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
自
ら
棄

て
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
」
と
い
う
「
私
」
の
「
母
」
に
接
続
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

「
私
」
は
「
清
子
」
を
「
母
」
に
重
ね
て
語
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
「
清

子
」
に
〈
妓
捨
〉
の
物
語
が
重
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
清
子
」
に
重
ね
ら
れ
る
〈
銕
捨
〉
の
物
語
は
、
「
母
」
に
重
ね
ら
れ
て
い
た
も

の
と
は
異
な
る
。
「
母
」
を
「
銕
捨
山
」
に
向
か
わ
せ
た
「
私
」
の
「
空
想
の

コ
暴
物
」
は
、
そ
の
「
空
想
」
の
場
面
に
「
月
光
が
絵
本
『
お
ば
す
て
山
』
の

挿
絵
の
よ
う
に
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
絵
本
」
の
挿
絵
に
喚
起
さ
れ

た
「
銕
捨
山
」
の
「
空
想
」
た
っ
た
。
つ
ま
り
、
引
用
さ
れ
た
書
物
に
よ
る

「
空
想
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
銕
捨
」
論

　
　
　
私
は
行
手
に
大
き
い
三
角
形
の
ボ
タ
山
が
二
つ
見
え
て
い
る
通
り
を
妹

　
　
と
並
ん
で
歩
い
た
。
清
子
は
自
分
が
こ
れ
か
ら
乗
る
電
車
の
沿
線
に
も
同

　
　
じ
よ
う
な
ボ
タ
山
が
幾
つ
も
見
え
る
と
語
っ
た
。

　
こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
清
子
」
は
、
「
ボ
タ
山
」
の
風
景
に
重
ね
ら
れ

る
形
で
語
ら
れ
る
。
「
清
子
」
を
「
ボ
タ
山
」
と
い
う
「
炭
坑
町
」
を
象
徴
す

る
言
葉
に
重
ね
る
こ
と
で
、
「
私
」
の
語
り
は
次
の
展
開
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
妹
は
銕
捨
山
に
棄
て
ら
れ
た
い
と
言
っ
た
母
の
気
持
に
彼
女
ら
し
い
見
方

　
　
を
し
て
い
た
が
、
考
え
て
み
る
と
、
彼
女
こ
そ
九
州
の
炭
田
地
帯
の
一
角

　
　
で
、
人
工
の
不
自
然
さ
を
持
っ
た
石
炭
殻
の
銕
捨
山
の
上
に
出
る
月
を
、

　
　
ニ
カ
年
近
く
も
眺
め
て
過
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
の
「
銕
捨
山
」
は
「
絵
本
」
の
「
挿
絵
」
の
「
銕
捨
山
」
で
は
な
い
。

「
私
」
が
実
際
に
見
た
「
石
炭
殻
」
の
「
銕
捨
山
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
銕
捨
山
」
と
「
ボ
タ
山
」
が
イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
「
私
」
に
と
っ
て
は
「
妹
」
で
あ
る
「
清
子
」
が
、
「
二
人
の
子
供
」
を
持

つ
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
「
母
」
と
な
り
、
「
母
」
で
あ
る
「
清
子
」
が
、
「
銕

捨
山
」
＝
「
ボ
タ
山
」
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
「
私
」
が
「
北
九
州
」
の
「
炭
坑
町
」
の
「
ボ
タ
山
」
を
「
銕
捨

山
」
に
重
ね
こ
と
は
、
「
清
子
」
が
住
む
場
所
を
「
私
」
が
住
む
場
所
と
は
異

質
な
場
所
と
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
銕
捨
山
」
と
は
老
人
を
棄

て
る
場
所
で
あ
り
、
「
銕
捨
山
」
と
そ
れ
以
外
の
場
所
に
は
、
境
界
が
存
在
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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」
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る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
「
ボ
タ
山
」
を
異
質
な
場
所
と
し
て
語
る
こ
と
は
、

至
っ
て
同
時
代
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
次
の
文
章
に
明
ら
か
で
あ
る
。

九
州
の
ヤ
マ
（
炭
鉱
）
の
娘
さ
ん
百
五
十
人
を
店
員
に
引
取
る
と
い
う
大

阪
の
美
容
院
の
計
画
（
既
報
）
は
暗
い
世
相
に
明
る
い
話
題
を
ま
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
（
略
）
当
の
大
阪
府
美
容
連
合
会
の
会
長
小
出
政
子
さ
ん
が

経
営
す
る
小
出
美
容
室
（
大
阪
宗
右
衛
門
町
）
で
最
近
二
人
の
美
容
師
が

や
め
た
。
彼
女
ら
は
九
州
か
ら
く
る
。
ヤ
マ
の
妹
た
ち
ガ
の
た
め
に
明
る

い
職
場
を
作
ろ
う
と
、
新
聞
を
発
行
し
た
。
そ
れ
が
「
秩
序
を
乱
す
」
と

い
う
理
由
で
首
を
切
ら
れ
た
と
い
う
。
彼
女
た
ち
は
九
州
の
炭
労
地
本
に

「
小
出
美
容
室
と
は
こ
ん
な
暗
い
と
こ
ろ
」
と
手
紙
で
訴
え
、
大
阪
地
労

委
で
も
近
く
実
情
調
査
に
乗
出
す
と
い
う
。
一
方
、
矢
お
も
て
に
立
つ
小

り　出

'い八
匹
長
は
「
不
当
解
雇
と
は
と
ん
で
も
な
い
。
デ
タ
ラ
メ
な
訴
え
」
と
語

　
同
連
合
会
で
も
二
十
日
の
緊
急
役
員
会
で
「
ヤ
マ
の
少
女
の
受
入
れ

　
　
は
予
定
通
り
実
施
す
る
」
と
、
決
め
た
が
…
…
。
温
い
手
万
に
投
じ
ら
れ

　
　
た
影
は
微
妙
な
動
き
を
続
け
そ
う
で
あ
仙
。

　
こ
こ
に
は
、
「
炭
坑
」
の
少
女
を
「
ヤ
マ
の
少
女
」
と
呼
び
、
「
ヤ
マ
」
＝
「
炭

坑
」
で
は
な
い
場
所
か
ら
、
そ
の
少
女
た
ち
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
構
造
が
見

え
る
。
つ
ま
り
、
「
私
」
が
「
炭
坑
町
」
の
「
ボ
タ
山
」
を
「
銕
捨
山
」
に
重

ね
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
言
説
に
見
ら
れ
る
「
炭
坑
町
」
の
異

質
性
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
清
子
」
を
「
石
炭
殻
の
銕
捨
山
」
に
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重
ね
た
後
、
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
母
を
一
瞬
襲
い
来
た
っ
た
銕
捨
へ
棄
て
ら
れ
た
い
と
い
っ
た
思
い
は
、
紛

　
　
れ
も
な
く
一
種
の
厭
世
観
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
清
子
の
、

　
　
そ
の
理
由
は
何
で
あ
れ
、
常
人
で
は
成
し
遂
げ
ら
れ
ぬ
家
庭
脱
出
も
ま
た
、

　
　
母
の
そ
れ
と
同
質
な
厭
世
的
な
性
向
が
幾
ら
か
で
も
そ
の
役
割
を
持
っ
て

　
　
い
は
し
な
い
か
。

　
「
清
子
」
と
の
再
会
に
よ
っ
て
、
「
私
」
は
「
母
」
や
「
妹
」
の
行
動
や
発
言

を
「
厭
世
的
」
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
「
清
子
」
を
中
心
に
考
え
る
と
、
「
清

子
」
の
「
常
人
で
は
成
し
遂
げ
ら
れ
ぬ
家
庭
脱
出
」
の
理
由
と
し
て
、
「
私
」

は
「
厭
世
的
な
性
向
」
と
い
う
答
え
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。

　
「
清
子
」
は
、
「
人
工
の
不
自
然
さ
を
持
っ
た
石
炭
殻
の
銕
捨
山
の
上
に
出
る

月
」
を
眺
め
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
〈
銕
捨
〉
の
物
語
が
重
ね
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
「
母
」
と
「
清
子
」
が
「
銕
捨
山
」
に
た
ど
り
着
く
ー
こ

こ
で
は
「
棄
て
ら
れ
る
」
と
い
う
述
語
は
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
ー
理
由
を
、

「
厭
世
的
な
性
向
」
と
い
う
内
部
か
ら
の
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
銕

捨
」
は
既
存
の
〈
銕
捨
〉
の
物
語
か
ら
、
全
く
異
質
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
厭
世
的
な
傾
向
」
と
い
う
要
素
に
辿
り
っ
く
た
め
に
は
、
「
清
子
」

の
場
所
が
「
炭
坑
町
」
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
「
私
」
の
語

り
は
〈
銕
捨
〉
の
物
語
－
二
冊
の
書
物
の
引
用
－
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
の

言
説
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



四
、
〈
棄
老
譚
〉
か
ら
の
飛
躍

「
銕
捨
」
の
批
評
性

　
「
銕
捨
」
は
、
「
清
子
」
の
登
場
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
「
私
」
が
「
清
子
」
を

語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存
の
〈
銕
捨
〉
の
物
語
と
は
全
く
異
質
の
も
の
に
な

っ
た
。
「
私
」
は
、
「
母
」
や
「
清
子
」
の
行
動
や
発
言
に
、
「
厭
世
的
な
性
向
」

を
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
女
だ
ち
と
同
じ
「
厭
世
的
な
性
向
」
を
、
弟

の
「
承
二
」
や
、
「
母
方
」
の
「
叔
父
」
に
も
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
　
承
二
の
場
合
も
、
大
勢
の
人
間
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
社
会
か
ら
急
に

　
　
す
う
っ
と
身
を
退
き
た
く
な
っ
た
こ
と
は
、
母
や
妹
と
同
じ
心
の
動
き
方

　
　
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
い
う
人
間
嫌
い
の
血
は
私
の
家
の
総
て
の
者
の

　
　
体
の
中
を
流
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
「
私
」
は
「
母
」
や
「
清
子
」
を
理
解
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、

「
厭
世
的
な
性
向
」
を
「
私
の
家
の
全
て
の
者
」
に
敷
行
し
て
い
る
。
こ
の
操

作
を
可
能
と
さ
せ
る
も
の
は
「
血
」
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
〈
銕
捨
〉
の
物
語
を

変
質
さ
せ
な
が
ら
、
「
私
」
が
考
え
て
き
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
「
私
」
の
「
家
」

の
「
血
」
に
収
斂
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
こ
う
い
う
私
自
身
、
体
の
中
に
そ
う
し
た
血
を
持
っ
て
い
な
い
と
は
言
え

　
　
な
か
っ
た
。
清
子
に
も
承
二
に
も
無
意
識
の
う
ち
に
、
あ
る
共
感
を
感
じ

　
　
て
い
た
し
、
叔
父
の
、
一
見
理
解
に
も
苦
し
む
転
身
に
対
し
て
も
、
私
な

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
銕
捨
」
論

　
　
り
の
理
解
の
仕
方
を
し
て
い
た
。
彼
等
が
、
そ
う
し
な
い
よ
り
も
、
そ
う

　
　
し
た
事
に
於
て
、
私
は
彼
等
が
好
き
な
の
で
あ
っ
た
。

　
「
私
」
に
も
「
彼
等
」
と
同
じ
「
血
」
が
流
れ
て
い
る
か
ら
「
共
感
」
し
、

ま
た
「
理
解
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
と
「
彼
等
」
を
つ
な

げ
る
も
の
は
「
血
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
家
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
銕
捨
」
は
こ
こ
で
「
家
」
の
問
題
に
収
斂
し
て
い
く
よ
う

に
も
見
え
る
。
で
は
、
こ
こ
で
「
私
」
が
語
る
「
家
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
「
銕
捨
」
の
同
時
代
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

「
私
」
が
〈
銕
捨
〉
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
戦
後
の
何
か
と
物
の
足
ら
ぬ
時
で
も
あ
り
、
家
族
制
度
へ
の
一
般
の
考
え

　
　
方
も
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
変
り
方
を
見
せ
て
い
る
時
で
、
老
人
夫
婦
と
若
い

　
　
者
だ
ち
と
の
間
に
起
る
小
悶
着
は
、
私
の
家
庭
で
も
決
し
て
例
外
で
は
な

　
　
か
っ
た
が
、
し
か
し
表
だ
っ
て
こ
れ
と
言
っ
て
母
親
に
家
庭
脱
出
を
考
え

　
　
さ
せ
る
よ
う
な
何
の
問
題
も
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
母
は
、

　
　
（
略
）
そ
れ
に
何
か
似
通
っ
て
来
て
い
る
戦
後
の
雰
囲
気
に
瞬
問
挑
戦
す

　
　
る
気
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

　
「
母
」
の
発
言
は
同
時
代
状
況
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

「
銕
捨
」
は
作
者
白
身
に
閉
じ
て
い
く
と
い
う
よ
り
、
時
代
に
開
い
て
い
く
可

能
性
の
あ
る
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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井
上
靖
「
銕
捨
」
論

で
の
「
戦
後
の
雰
囲
気
」
と
は
、
新
民
法
に
伴
う
家
族
制
度
問
題
を
示
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、
新
民
法
に
伴
う
家
族
問
題
に
つ
い
て
述

べ
た
文
章
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
旧
民
法
時
代
に
は
、
財
産
を
相
続
す
る
長
男
が
、
両
親
の
扶
養
義
務
を

　
　
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
米
塩
の
資
に
も
、
事
欠
く
生
活
苦
に
追
い
か
け
ら

　
　
れ
る
と
、
姥
捨
山
さ
え
求
め
か
ね
ま
じ
き
有
様
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
新
民

　
　
法
は
、
「
家
」
の
制
度
を
廃
し
、
財
産
均
分
相
続
制
の
建
前
を
と
り
・
、
親

　
　
に
対
す
る
子
供
の
扶
養
義
務
は
兄
妹
の
協
議
に
な
っ
た
か
ら
、
家
庭
裁
判

　
　
所
に
紛
争
が
山
積
す
る
の
も
処
理
が
な
か
ろ
兄
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
姥
捨
山
」
の
用
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
姥
捨
山
」

と
い
う
単
語
は
両
親
を
捨
て
る
〈
場
所
〉
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
状
況
が
「
新
民
法
」
に
よ
っ
て
拍
車
が
か
か
る
と
い
う
見

解
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
例
に
お
け
る
「
姥
捨
山
」
の
用
法
は
、
〈
棄
老

譚
〉
と
し
て
の
「
姥
捨
山
」
の
範
躊
を
出
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
親
が
捨
て
ら

れ
る
〈
場
所
〉
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か

し
、
「
妓
捨
」
で
は
、
〈
妓
捨
〉
の
物
語
は
家
族
を
理
解
す
る
た
め
に
、
使
用
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
文
章
に
明
白
だ
ろ
う
。

　
　
し
か
し
、
私
は
す
ぐ
思
い
直
し
た
。
私
は
勝
手
に
自
分
の
銕
捨
山
を
想
像

　
　
し
、
母
を
背
負
っ
て
そ
こ
を
彷
徨
す
る
自
分
を
脳
裡
に
描
い
た
り
し
て
い

　
　
た
が
、
母
は
母
で
あ
る
い
は
私
と
は
全
く
別
に
、
こ
の
冠
着
山
の
よ
う
な
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急
峻
な
大
山
を
銕
捨
山
と
し
て
想
像
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
た
。

　
　
　
そ
も
そ
も
銕
捨
山
と
い
う
も
の
が
こ
の
よ
う
な
山
で
あ
る
筈
で
あ
っ
た
。

　
　
清
子
が
身
を
投
じ
た
妓
捨
山
も
、
あ
る
い
は
ま
た
承
二
の
そ
れ
も
、
考
え

　
　
て
み
れ
ば
確
か
に
い
ま
白
分
か
歩
い
て
い
る
紅
葉
に
飾
ら
れ
た
な
だ
ら
か

　
　
な
丘
陵
よ
り
、
嶮
峻
な
冠
着
山
の
方
に
ず
っ
と
近
い
に
違
い
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
で
「
私
」
は
〈
銕
捨
〉
の
物
語
に
よ
っ
て
、
家
族
を
理
解
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
親
を
捨
て
る
〈
場
所
〉
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
使
わ
れ

て
き
た
〈
銕
捨
〉
の
物
語
を
、
「
私
」
は
家
族
を
理
解
す
る
た
め
に
使
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
「
妓
捨
」
は
、
「
清
子
」
へ
の
「
東
京
で
働
い
て
は
ど
う
か
」
と
い
う
内
容
の

「
手
紙
」
で
閉
じ
ら
れ
る
。
「
美
容
師
」
と
し
て
働
く
「
清
子
」
を
家
族
の
元
へ

呼
び
戻
す
、
つ
ま
り
「
清
子
」
を
「
家
」
に
回
収
し
よ
う
と
す
る
「
手
紙
」
で

あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
岸
信
介
の
言
う
「
家
」
の
復
活
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
清
子
」
の
帰
る
「
家
」
は
法
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
厭
世
的
な
性
向
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

曽
根
博
義
は
、
「
銕
捨
」
を
「
「
母
」
を
描
い
た
作
品
」
と
位
置
づ
け
て
い
飴
。

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
れ
ば
、
「
母
」
は
新
し
い
物
語
を
生
む

た
め
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
銕
捨
」
の
構
造
は
明
ら
か
に

「
家
」
に
向
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
井
上
靖
と
い
う
作
家
個
人
の
物
語
に



回
収
さ
れ
て
き
た
「
銕
捨
」
で
あ
る
が
、
も
し
も
作
家
と
い
う
概
念
を
加
え
る

な
ら
ば
、
「
銕
捨
」
は
井
上
靖
と
い
う
作
家
が
、
自
ら
の
「
家
」
を
一
つ
の
テ

ス
ト
ケ
ー
ス
と
し
て
語
り
、
「
戦
後
の
状
況
」
に
言
及
し
た
作
品
で
あ
る
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
〈
棄
老
譚
〉
か
ら
の
飛
躍
が
あ
り
、

「
銕
捨
」
の
批
評
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
政
治
家
で
あ
る
岸
信
介
が
民
法
を
め
ぐ
る
家
族
問
題
を
、
法
に
よ
る
「
家
」

の
復
活
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
作
家
で
あ
る
井
上
は

〈
棄
老
譚
〉
と
い
う
「
親
」
と
「
子
」
を
め
ぐ
る
物
語
を
引
用
し
、
そ
れ
を
変

質
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
「
家
」
の
形
を
提
示
し
た
。
「
厭
世
的
な

性
向
」
と
い
う
、
と
も
す
れ
ば
「
家
」
を
解
体
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
概
念
を
、

「
一
族
」
の
共
通
項
と
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
私
」
は
新
し
い
「
家
」
の
形

を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
家
」
を
拒
否

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
棄
老
譚
〉
を
引
用
し
、
同
時
代
の
言
説
編
成
と
そ
の

物
語
を
摺
り
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
「
妓
捨
」
は
〈
棄
老
譚
〉
か
ら
飛
躍
し
、
新

し
い
批
評
性
を
持
っ
た
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
銕
捨
」
は
作

家
の
個
人
的
な
物
語
に
回
収
さ
れ
る
だ
け
の
作
品
で
は
な
い
。

　
井
上
靖
は
、
自
作
に
つ
い
て
の
発
言
が
非
常
に
多
い
作
家
で
あ
る
。
作
者
の

自
作
に
つ
い
て
の
発
言
は
、
興
味
深
く
は
あ
る
が
、
と
も
す
れ
ば
読
み
の
一
元

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
銕
捨
」
論

化
に
つ
な
が
る
危
険
も
伴
う
。
井
上
の
作
品
群
の
特
徴
と
し
て
、
「
非
社
会
‰
」

が
言
わ
れ
る
が
、
作
者
の
興
味
は
別
と
し
て
、
読
み
の
レ
ペ
ル
で
時
代
の
痕
跡

を
拾
い
上
げ
、
社
会
に
開
く
読
み
の
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て
い
く
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

注①
　
福
田
宏
年
「
解
説
」
（
『
井
上
靖
文
庫
2
2
』
昭
和
三
十
六
年
七
月
三
十
日
、
新
潮

　
サ

②
　
河
盛
好
蔵
は
「
解
説
」
（
『
現
代
日
本
文
学
全
集
8
1
』
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
十
五

　
日
、
筑
摩
書
房
）
の
中
で
、
「
作
者
の
血
の
な
か
を
流
れ
て
い
る
出
家
遁
世
へ
の
あ

　
こ
が
れ
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
山
本
健
吉
は
「
解
説
」
（
『
現
代
日
本
文

　
学
館
4
3
』
昭
和
四
十
一
年
五
月
一
日
、
文
芸
春
秋
）
で
、
「
井
上
氏
の
意
識
の
中
に

　
あ
る
出
家
遁
世
の
志
が
、
こ
こ
に
は
語
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
近
年

　
で
も
、
工
藤
茂
が
「
現
代
文
学
に
お
け
る
銕
捨
の
系
譜
－
二
つ
の
「
銕
捨
山
」
－
」

　
（
「
別
府
大
学
国
語
国
文
学
」
第
二
十
四
号
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
三
十
日
）
で
、

　
「
こ
の
小
説
は
、
作
者
が
幼
時
長
年
に
わ
た
っ
て
別
れ
て
暮
ら
し
て
来
た
母
と
そ
の

　
愛
を
確
認
す
る
作
業
を
通
し
て
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
捉
え
る
こ
と
を

　
試
み
た
作
品
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
他
に
も
勝
呂

　
奏
「
井
上
靖
「
妓
捨
」
ノ
ー
ー
ト
」
（
「
奏
」
第
八
号
、
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
）
な

　
ど
、
作
家
に
収
斂
し
て
い
く
論
考
が
主
流
で
あ
る
。

③
　
井
上
靖
「
自
作
解
題
」
（
『
井
上
靖
小
説
全
集
昼
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
二
十
日
、

　
新
潮
社
』

①
　
岸
信
介
「
「
家
」
の
復
活
を
唱
え
る
」
（
「
婦
人
公
論
」
四
四
六
号
、
昭
和
二
十
九

　
年
六
月
一
日
、
中
央
公
論
社
）
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井
上
靖
「
銕
捨
」
論

⑤
　
工
藤
茂
「
現
代
文
学
に
お
け
る
銕
捨
の
系
譜
－
二
つ
の
「
銕
捨
山
」
－
」
（
前
掲
）

⑥
　
大
江
小
波
編
・
梶
田
半
古
画
『
日
本
お
伽
噺
　
第
九
編
　
妓
捨
山
』
（
明
治
三
十

　
年
九
月
六
日
、
博
文
館
）

⑦
　
山
本
健
吉
「
深
沢
七
郎
の
作
品
」
（
「
中
央
公
論
」
第
七
二
巻
第
二
号
、
昭
和
三
十

　
二
年
二
月
）

⑧
　
『
銕
捨
山
新
考
』
刊
行
（
昭
和
十
一
年
）
以
前
の
文
献
を
確
認
し
て
み
る
と
、
例

　
え
ば
塚
本
哲
三
編
『
枕
聯
紙
　
方
丈
記
　
徒
然
草
』
（
大
正
六
年
九
月
四
日
、
有
朋

　
　
　
　
　
　
－

　
堂
）
に
は
、
「
七
曲
に
わ
だ
か
ま
り
た
る
玉
の
中
通
り
て
、
左
右
に
口
あ
き
た
る
が

　
小
さ
き
を
奉
り
て
」
と
あ
る
。
ま
た
、
渡
逞
昭
五
編
『
日
本
伝
説
大
系
　
第
九
巻

　
南
近
畿
編
』
（
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
十
二
日
、
み
ず
う
み
書
房
）
に
収
録
さ
れ
て

　
い
る
「
６
　
蟻
通
明
神
」
に
お
い
て
も
、
「
七
曲
の
玉
環
の
細
き
穴
の
通
り
た
る
を

　
贈
り
来
り
、
之
に
緒
を
貫
か
ん
こ
と
を
求
め
け
れ
ど
も
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
や
は

　
り
「
七
曲
」
で
あ
る
。

⑤
　
柳
田
国
男
「
親
棄
山
」
（
「
少
女
の
友
」
昭
和
二
十
年
二
月
、
官
業
之
日
本
社
）

　
引
用
は
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
十
四
巻
（
平
成
十
年
七
月
二
十
五
日
、
筑
摩
書
房
）

　
に
依
る
。

⑩
　
緑
葉
山
人
著
・
山
本
研
山
画
『
お
伽
文
庫
　
姥
捨
山
』
（
大
正
二
年
三
月
十
五
日
、

　
富
里
昇
進
堂
書
店
）

⑨
　
山
田
鶴
川
作
・
宮
野
雲
外
画
『
家
庭
新
お
伽
噺
　
姥
捨
山
』
（
大
正
五
年
七
月
五

　
日
、
今
古
堂
書
店
）

⑩
　
米
内
穂
豊
絵
・
大
木
雄
二
文
『
養
老
の
滝
と
銕
捨
山
』
（
講
談
社
の
絵
本
五
七
〇
、

　
昭
和
三
十
一
年
七
月
十
日
、
講
談
社
）

⑩
「
美
容
師
解
雇
で
も
む
　
大
阪
美
容
院
炭
鉱
の
少
女
受
入
れ
」
（
「
朝
日
新
聞
」
夕

　
刊
、
昭
和
三
十
年
三
月
二
十
Ｔ
日
）

⑩
　
賀
山
瞬
一
「
老
後
を
楽
に
暮
せ
る
老
人
ホ
ー
ム
は
何
時
で
き
る
か
」
（
「
実
業
之
日

　
本
」
昭
和
二
十
六
年
七
月
一
日
、
実
業
之
日
本
社
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

⑤
　
曽
根
博
義
「
「
檜
山
節
考
」
を
読
む
ー
作
品
と
そ
の
批
評
－
」
（
「
資
料
と
研
究
」

　
第
五
輯
、
平
成
十
二
年
一
月
三
十
一
日
、
山
梨
県
立
文
学
館
）

⑩
　
福
田
宏
年
は
「
井
上
靖
の
文
学
様
式
」
（
長
谷
川
泉
編
『
井
上
靖
研
究
』
昭
和
四

　
十
九
年
四
月
十
五
日
、
南
窓
社
）
の
中
で
、
「
井
上
靖
の
全
作
品
を
貫
い
て
い
る
原

　
則
な
い
し
は
姿
勢
は
非
社
会
性
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
で
引
用
し
た
井
上
靖
の
文
章
は
、
『
井
上
靖
全
集
』
全
二
十
八
巻
・
別

　
　
　
巻
一
　
（
平
成
七
年
四
月
二
十
日
～
平
成
十
二
年
四
月
二
十
五
日
、
新
潮
社
）
を

　
　
　
底
本
と
す
る
。
ま
た
、
引
用
部
の
傍
線
及
び
（
略
）
は
、
す
べ
て
引
用
者
に
よ

　
　
　
る
。




