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に

岡
本
綺
堂
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
は
︑
明
治
四
十
四
年
一
月
︑﹁
文
芸
倶
楽
部
﹂

に
掲
載
さ
れ
︑
同
年
五
月
︑
明
治
座
で
初
演
さ
れ
た
︒
初
演
当
時
︑﹁
修
禅
寺

物
語
﹂
は
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
︒
面
造
師
夜
叉
王
が
娘
の
死
に
ゆ
く
顔
を
模

写
す
る
︑
と
い
う
幕
切
れ
に
つ
い
て
︑﹁
芸
術
家
の
心
情
を
よ
く
表
し
て
い
る
﹂

と
す
る
意
見
と
﹁
非
人
情
だ
﹂
と
す
る
意
見
が
衝
突
し
た
の
で
あ
る
︒

一
方
で
︑
夜
叉
王
を
務
め
た
市
川
左
団
次
は
﹁﹃
修
禅
寺
物
語
﹄
に
よ
っ
て

私
も
ど
う
や
ら
一
人
前
の
俳
優
と
し
て
世
の
中
か
ら
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
﹂
な

っ
た
と
語
っ
て
い
る①
︒
ま
た
︑﹁
杏
花
十
種
﹂
へ
も
こ
の
作
品
を
加
え
︑
市
川

家
の
お
家
芸
と
し
た
︒
賛
否
両
論
あ
っ
た
も
の
の
結
果
的
に
成
功
作
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
結
果
的
に
成
功
は
し
た
も
の
の
︑
綺
堂
は
何

故
時
代
的
に
演
出
が
至
極
困
難
と
さ
れ
た
作
品
を
世
に
出
そ
う
と
考
え
た
の
か
︒

幕
切
れ
の
原
案
と
な
っ
た
伝
承
︑
幕
切
れ
へ
の
批
評
か
ら
考
察
を
進
め
た
い
︒

一

創
作
と
そ
の
典
拠
に
つ
い
て

綺
堂
は
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
の
創
作
動
機
に
つ
い
て
﹁
伊
豆
の
修
善
寺
に
頼
家

の
面
と
い
う
あ
り
︒
作
人
も
知
れ
ず
︑
由
来
も
知
れ
ず
︒
木
彫
り
の
仮
面
に
て
︑

年
を
経
た
る
ま
ま
面
目
分
明
な
ら
ね
ど
︑
所
謂
古
色
蒼
然
た
る
も
の
︑
観
来
た

っ
て
一
種
の
詩
趣
を
覚
ふ
︒
当
時
を
追
懐
し
て
此
稿
成
る
︒﹂
と
︑﹁
修
禅
寺
物

語
﹂
の
前
文
で
語
っ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
大
正
十
四
年
四
月
に
﹁
文
芸
講
座
﹂
第
十
三
号
に
掲
載
さ
れ
た

﹁
創
作
の
思
い
出
﹂
︵
﹃
綺
堂
年
代
記
﹄
よ
り
引
用
︶
で
は
︑
綺
堂
が
明
治
四
十

一
年
九
月
の
末
頃
に
修
禅
寺
を
訪
れ
︑﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
の
構
想
が
成
立
し
た

際
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
︒
綺
堂
は
木
彫
り
の
仮
面
を
見
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
︑
い
く
つ
か
の
伝
説
を
連
想
し
た
︒
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ま
ず
は
﹁
不
越
坂
伝
説
﹂
で
あ
る
︒

わ
た
し
は
更
に
こ
う
い
う
伝
説
を
思
い
出
し
た
︒
頼
家
が
修
禅
寺
に
幽
閉

さ
れ
た
時
に
︑
ひ
と
り
の
若
い
美
し
い
妾
を
召
し
連
れ
て
い
た
︒
頼
家
が

討
た
れ
た
夜
に
︑
そ
の
女
は
囲
み
を
抜
け
て
逃
げ
た
︒
彼
女
は
こ
こ
を
出

て
︑
大
仁
へ
出
る
坂
路
へ
さ
し
か
か
っ
た
時
に
︑
わ
が
来
た
あ
と
を
振
り

返
っ
て
︑
自
分
は
再
び
こ
の
坂
を
こ
え
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
云
っ
て
嘆

い
た
︒
そ
れ
以
来
︑
そ
の
坂
の
名
を
不
越
坂
と
呼
ぶ
と
云
う
の
で
あ
る
︒

静
岡
県
修
善
寺
に
は
︑
確
か
に
右
記
の
よ
う
な
伝
承
が
残
っ
て
い
た
︒
そ
れ

は
︑
例
え
ば
明
治
三
十
八
年
八
月
二
十
四
日
に
発
行
さ
れ
た
︑
三
須
藤
男
の

﹃
新
撰
修
善
寺
案
内
記②
﹄
に
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

伝
え
云
う
昔
某
将
軍
害
に
遭
う
や
侍
女
逃
れ
て
阪
の
上
に
到
り
嗟
呼
今
日

の
道
復
越
え
じ
と
慟
哭
し
去
り
し
に
因
り
不
越
の
名
を
得
と
云

綺
堂
は
﹁
秋
の
修
善
寺
﹂︵
初
出
不
明
︶
で
﹁
宿
に
帰
っ
て
主
人
か
ら
借
り

た
﹃
修
善
寺
案
内
記
﹄
を
読
み
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑﹃
新
撰
修

善
寺
案
内
記
﹄
に
目
を
通
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

﹃
新
撰
修
善
寺
案
内
記
﹄
に
は
︑
綺
堂
の
言
う
﹁
若
い
美
し
い
妾
﹂﹁
囲
み
を

抜
け
て
逃
げ
た
﹂﹁
大
仁
へ
出
る
坂
道
﹂
な
ど
の
箇
所
が
な
い
と
い
う
点
は
否

め
な
い
︒
し
か
し
こ
の
よ
う
な
違
い
は
あ
る
も
の
の
︑
頼
家
が
討
た
れ
た
夜
に

侍
姫
が
落
ち
延
び
︑
坂
の
上
に
て
﹁
嗟
呼
今
日
の
道
復
越
え
じ
﹂
と
言
っ
た
と

い
う
点
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
︒
こ
の
伝
承
は
︑﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
の
幕
切
れ

に
つ
な
が
る
箇
所
︑
つ
ま
り
頼
家
が
夜
討
ち
に
合
う
中
︑
修
禅
寺
を
抜
け
出
し
︑

生
家
へ
落
ち
延
び
る
桂
像
に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

次
に
頼
家
の
仮
面
に
つ
い
て
述
べ
た
い
︒
綺
堂
は
頼
家
の
仮
面
に
つ
い
て

﹁
創
作
の
思
い
出
﹂
で
﹁
な
に
ぶ
ん
古
び
て
い
る
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
頼

家
そ
の
人
の
肖
像
を
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
﹂
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
の
冒
頭
で
は
︑
﹁
作
人
も
知
れ
ず
由
来
も
知
れ
ず
﹂
と
し
て
い

る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
は
以
下
の
よ
う
な
寺
伝
が
残
っ
て
い
る
︒

以
下
は
︑
修
禅
寺
で
配
布
さ
れ
て
い
る
﹃
伊
豆
修
禅
寺
略
縁
起
﹄︵
無
刊
記
︶

の
一
部
で
あ
る
︒

今
か
ら
約
七
百
数
年
前
の
建
仁
三
年
︵
一
一
〇
三
年
︶
︑
頼
家
公
が
当
寺

に
幽
閉
さ
れ
た
翌
年
︑
十
三
人
の
部
下
と
共
に
武
道
に
優
れ
た
頼
家
を
刀

で
打
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
見
え
て
︑
鎌
倉
か
ら
の
追
手
は
湯
舟
に

大
量
の
漆
を
流
し
込
む
と
い
う
奇
襲
に
出
︑
そ
れ
を
知
ら
ず
に
入
っ
た
頼

家
は
顔
も
身
体
も
か
ぶ
れ
て
︑
は
れ
た
だ
れ
醜
く
変
わ
り
果
て
て
死
ん
だ

の
で
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
時
面
作
り
が
そ
の
面
を
彫
っ
て
恨
み
骨
髄
に
達

し
た
鎌
倉
に
送
り
︑
親
た
ち
の
無
分
別
な
争
い
に
よ
っ
て
︑
か
わ
い
い
子

供
が
か
か
る
姿
に
な
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
で
は
な
い
か
︑
と
云
う
遣
る

瀬
無
い
皮
肉
を
こ
め
て
一
目
政
子
に
見
せ
よ
う
と
し
て
打
っ
た
面
で
あ
る

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒

綺
堂
の
述
懐
と
は
違
い
︑
由
来
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒
頼
家
の
仮
面
を
面
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作
師
が
打
っ
た
︑
と
す
る
箇
所
以
外
は
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
と
は
ほ
ど
遠
い
内
容

に
な
っ
て
い
る
︒

で
は
何
故
︑
綺
堂
は
そ
の
事
実
を
伏
せ
て
い
た
か
︒
そ
れ
は
創
作
の
幅
を
広

げ
る
た
め
で
あ
ろ
う
︒
綺
堂
は
﹁
創
作
の
思
い
出
﹂
で
桂
川
の
音
を
聞
き
な
が

ら
頼
家
の
仮
面
に
思
い
を
巡
ら
せ
︑
夜
叉
王
を
思
い
浮
か
べ
た
と
き
の
こ
と
を

書
い
て
い
る
︒
そ
こ
か
ら
い
く
つ
か
の
伝
承
に
思
い
を
は
せ
︑﹁
修
禅
寺
物
語
﹂

は
完
成
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
こ
れ
と
違
っ
た
由
来
は
蛇
足
で
あ
り
︑

不
必
要
で
あ
る
︒
由
来
が
な
い
方
が
想
像
の
幅
が
大
い
に
広
が
る
だ
ろ
う
︒

最
後
に
金
剛
右
京
伝
説
と
喜
多
古
七
太
夫
伝
説
に
つ
い
て
述
べ
た
い
︒
こ
の

二
つ
の
伝
説
は
同
じ
﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
書
の
解
説
は

後
述
す
る
︒

｢創
作
の
思
い
出
﹂
で
綺
堂
が
記
し
た
金
剛
右
京
伝
説
は
左
の
通
り
で
あ
る
︒

右
京
の
妻
は
若
く
し
て
非
常
な
美
人
で
あ
っ
た
が
︑
不
運
に
し
て
重
い
病

に
罹
っ
た
︒
そ
の
当
時
︑
右
京
は
旅
に
出
て
い
た
の
で
︑
一
門
の
人
々
は

頻
り
に
そ
の
帰
る
の
を
待
ち
侘
び
て
い
る
と
︑
妻
が
い
よ
い
よ
頼
み
が
な

く
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
幸
い
に
右
京
が
帰
り
着
い
た
︒
人
々
も
喜
ん
で
彼
を

迎
え
る
と
︑
右
京
は
す
ぐ
に
紙
と
筆
と
を
持
ち
出
し
て
︑
今
や
息
を
引
き

取
ろ
う
と
し
て
い
る
妻
の
顔
を
模
写
し
た
︒
金
剛
流
に
伝
え
ら
れ
る
楊
貴

妃
の
面
は
︑
こ
の
写
生
に
よ
る
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

で
は
︑﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄﹁
孫
次
郎
の
本
面
﹂
で
の
金
剛
右
京
は
ど
う
か
︒

孫
次
郎
と
い
う
女
面
︑
此
面
の
由
来
は
金
剛
数
代
前
に
孫
次
郎
と
云
い
し

人
あ
り
︑
そ
の
妻
容
顔
麗
は
し
く
夫
婦
の
仲
睦
ま
じ
か
り
し
に
︑
世
の
習

い
妻
先
た
ち
て
死
せ
し
を
悲
し
み
︑
妻
の
顔
を
自
身
に
彫
り
刻
み
面
と
な

し
家
の
面
と
せ
し
よ
り
︑
金
剛
の
孫
次
郎
と
世
に
唱
ふ
︒

二
つ
の
話
は
類
似
し
て
は
い
る
も
の
の
﹁
息
を
引
き
取
ろ
う
と
す
る
妻
の
顔

を
写
し
取
っ
た
﹂
と
い
う
個
所
は
見
当
た
ら
な
い
︒
ま
た
︑
金
剛
家
に
確
認
を

取
っ
た
と
こ
ろ
こ
の
よ
う
な
話
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
ち

な
み
に
︑
綺
堂
が
記
し
た
﹁
楊
貴
妃
の
面
﹂
で
あ
る
が
︑
内
海
靖
子
﹁
金
剛
家

の
能
面
よ
り③
﹂
に
よ
る
と
︑
家
元
の
金
剛
永
謹
氏
自
身
が
︑
金
剛
家
の
面
の
中

で
最
も
ふ
さ
わ
し
い
﹁
楊
貴
妃
の
面
﹂
は
是
清
作
の
﹁
増
女
﹂
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
︒
な
お
︑
綺
堂
が
記
し
て
い
る
よ
う
な
逸
話
は
残
っ
て
い
な
い
︒
金
剛

右
京
と
そ
の
妻
︑
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
一
致
し
て
い
る
が
物
語
の
筋
は
少
々

違
い
が
あ
る
︒

喜
多
古
七
太
夫
の
伝
承
は
ど
う
か
︒
ま
ず
は
岡
本
綺
堂
﹁
創
作
の
思
い
出
﹂

よ
り
引
用
す
る
︒

金
剛
右
京
の
面
か
ら
縁
を
引
い
て
︑
わ
た
し
は
更
に
喜
多
古
七
太
夫
の
伝

説
を
思
い
出
し
た
︒
古
七
太
夫
が
上
方
へ
の
ぼ
っ
て
い
る
留
守
中
に
︑
江

戸
の
家
に
残
し
て
お
い
た
小
児
が
病
死
し
た
︒
そ
の
通
知
を
う
け
取
っ
て
︑

か
れ
は
か
な
し
み
な
が
ら
帰
り
着
い
て
︑
今
や
我
が
家
の
家
の
門
に
入
ろ

う
と
す
る
と
︑
そ
の
︑
小
児
の
乳
母
が
奥
か
ら
駆
け
出
し
て
来
て
︑
若
様
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が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
と
泣
き
叫
び
な
が
ら
︑
古
七
太
夫
の
袂

に
と
り
つ
い
た
︒
門
前
で
は
あ
り
︑
供
の
も
の
の
手
前
も
あ
る
の
で
古
七

太
夫
は
無
言
で
乳
母
を
押
し
の
け
る
と
︑
看
病
疲
れ
で
弱
り
切
っ
て
い
る

彼
女
は
よ
ろ
め
い
て
地
に
倒
れ
た
︒
古
七
太
夫
は
立
ち
ど
ま
っ
て
屹
と
そ

れ
を
見
て
い
た
が
や
が
て
に
や
に
や
と
笑
い
だ
し
た
︒
乳
母
の
半
狂
乱
は

さ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
主
人
ま
で
が
余
り
の
悲
し
み
に
狂
気
し
た
の
で

は
な
い
か
と
︑
他
の
人
々
も
気
遣
っ
て
い
る
と
古
七
太
夫
は
﹁
あ
あ
孝
子

で
あ
る
﹂
と
独
り
言
を
云
っ
て
奥
へ
這
入
っ
た
︒
後
に
そ
の
仔
細
を
訊
く

と
︑
彼
は
云
う

︱
最
初
に
乳
母
に
取
纏
わ
ら
れ
た
一
刹
那
に
は
死
ん
だ

児
の
お
も
か
げ
が
我
が
目
の
先
を
遮
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
︑
乳
母
が
が

ば
と
倒
れ
た
の
を
見
た
時
に
俄
か
に
か
の
﹁
藤
戸
﹂
の
佛
こ
ろ
び
で
︑
海

士
の
母
が
﹁
人
目
も
知
ら
ず
伏
し
転
び
︑
わ
が
子
返
さ
せ
た
ま
え
や
﹂
と

狂
い
嘆
く
形
を
思
い
出
し
て
︑
ま
こ
と
に
夢
の
醒
め
た
よ
う
に
感
じ
た
︒

わ
が
子
が
死
な
ず
ば
︑
乳
母
も
泣
き
狂
う
ま
い
︒
乳
母
が
狂
わ
ず
ば
︑
藤

戸
の
妙
所
は
悟
ら
れ
ま
い
︒
自
分
が
先
に
笑
っ
た
の
も
︑
わ
が
児
を
孝
子

と
褒
め
た
の
も
そ
れ
が
為
で
あ
る
︒

次
は
﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄﹁
柏
崎
と
藤
戸
の
考
案
﹂
か
ら
の
引
用
で
あ
る
︒

喜
多
大
貳
は
和
歌
山
に
て
病
死
せ
し
な
り
︒
江
戸
古
七
太
夫
へ
死
去
の
由

知
ら
せ
し
時
︑
七
太
夫
の
内
妻
女
に
心
や
す
く
常
々
逢
う
弟
子
を
呼
び
︑

大
貳
病
死
の
事
汝
妻
へ
申
聞
か
せ
よ
︑
我
は
申
聞
か
す
ま
じ
︑
愛
子
に
て

有
り
し
程
に
嘸
嘆
き
強
か
る
べ
し
と
て
彼
弟
子
に
申
付
る
︒
弟
子
右
の
段

を
申
し
述
べ
紀
州
よ
り
の
文
を
取
出
し
見
せ
し
時
︑
母
此
文
を
見
て
狂
気

の
ご
と
く
嘆
き
︑
遠
所
を
隔
て
母
︑
対
面
無
く
相
果
て
︑
嘸
々
嘆
き
深
か

ら
む
と
︑
大
貳
母
へ
暇
乞
の
文
な
れ
ば
︑
心
も
そ
ぞ
ろ
に
な
り
︑
大
貳
を

今
一
度
見
せ
よ
逢
わ
せ
よ
と
彼
の
弟
子
に
取
り
付
き
し
を
︑
七
太
夫
物
陰

よ
り
覗
き
︑
今
日
妻
が
嘆
き
を
見
て
︑
日
頃
柏
崎
の
﹁
な
ど
や
生
き
て
有

る
母
に
心
の
無
か
る
ら
ん
｣
と
脇
へ
打
ち
さ
す
扇
︑
藤
戸
の
﹁
我
が
子
返

さ
せ
﹂
の
工
夫
落
ち
ざ
る
に
︑
妻
が
今
日
其
方
へ
取
付
き
し
嘆
を
見
て
︑

柏
木
藤
戸
の
工
夫
つ
き
し
と
申
せ
し
由
な
り
︒
一
流
を
建
て
末
々
ま
で
流

を
汲
む
元
祖
の
志
は
格
別
の
物
な
り
と
道
修
語
ら
れ
し
な
り
︒

二
者
の
相
違
で
あ
る
が
︑
ま
ず
︑﹁
母
﹂
か
﹁
乳
母
﹂
か
の
違
い
が
あ
る
︒

そ
し
て
︑﹁
あ
あ
孝
子
で
あ
る
﹂
と
呟
い
た
か
呟
か
な
い
か
︒
ま
た
︑
大
貳
が

死
ん
だ
場
所
は
家
の
あ
る
江
戸
で
あ
る
か
︑
古
七
太
夫
に
伴
わ
れ
た
先
の
和
歌

山
で
あ
る
か
︑﹁
柏
崎
﹂
つ
い
て
触
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄
で
は
︑
道
修
と
い
う
人
物
が
古
七
太
夫
の
志
を
﹁
格
別
の
も

の
な
り
﹂
と
褒
め
た
た
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
い
ず
れ
も
物
語
の
大
ま
か
な
筋

に
は
関
わ
ら
な
い
細
か
い
点
で
あ
る
︒
そ
れ
以
外
の
話
の
筋
は
両
者
と
も
に
一

致
し
て
い
る
︒
喜
多
古
七
太
夫
の
子
が
死
に
︑
そ
れ
を
聞
い
た
妻
及
び
乳
母
が

激
し
く
取
り
乱
し
た
の
を
見
た
古
七
太
夫
が
﹁
藤
戸
﹂
の
妙
所
を
会
得
す
る
︒

さ
て
︑
古
七
太
夫
の
伝
承
と
違
い
︑
右
京
の
伝
承
に
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る
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理
由
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒﹁
創
作
の
思
い
出
﹂
に
お
け
る
こ
の
二
つ

の
逸
話
に
は
︑
自
身
の
身
内
の
死
を
も
芸
の
肥
や
し
に
し
て
し
ま
う
芸
術
家
が

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
右
京
の
伝
承
を
変
化
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
共
通
点
で
あ
る
︒

こ
の
共
通
す
る
テ
ー
マ
は
︑﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
の
夜
叉
王
が
︑
娘
桂
の
死
に

際
の
顔
を
模
写
す
る
幕
切
れ
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
︒
綺
堂
は
随
筆
内
で
右

京
の
伝
承
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
︑
自
身
の
身
内
の
死
を
も
芸
の
肥
や
し

に
し
て
し
ま
う
芸
術
家
を
強
調
し
た
の
で
は
な
い
か
︒

そ
し
て
︑
綺
堂
は
﹁
創
作
の
思
い
出
﹂
で
の
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
に
関
す
る
話

題
を
﹁
わ
が
子
が
最マ

後マ

の
場
合
に
悠
然
と
写
生
す
る
の
は
︑
余
り
に
非
人
情
で

あ
る
と
い
う
非
難
を
往
々
聞
く
こ
と
が
あ
る
が
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
﹂
と
締

め
く
く
っ
て
い
る
︒
綺
堂
は
金
剛
右
京
の
伝
承
を
脚
色
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

こ
の
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二
つ
の
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄
と
は
︑
江
戸
中
期
に
紀
州

藩
の
能
役
者
徳
田
藤
左
右
衛
門
隣
忠
が
記
し
た
能
楽
史
料
で
あ
り
︑
様
々
な
能

に
関
す
る
逸
話
を
収
め
て
い
る
︒
公
刊
は
昭
和
八
年
三
月
︑
坂
本
雪
鳥
が
編
集

を
担
当
し
︑
わ
ん
や
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
︒
ま
た
﹁
聞
書
﹂
と
の
み
記
さ
れ

て
い
る
﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄
は
︑
現
在
早
稲
田
大
学
が
所
蔵
し
て
い
る
が
︑
元
々

は
梅
若
誠
太
郎
家
旧
蔵
で
あ
っ
た
︒
早
稲
田
大
学
所
蔵
本
に
は
刊
記
が
な
い
が

﹁
故
梅
若
誠
太
郎
氏
昭
和
四
年
十
一
月
廿
七
日
梅
若
重
戸
氏
寄
贈
﹂
と
記
さ
れ

て
い
る
︒

ま
た
︑
わ
ん
や
書
店
版
﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄
の
解
題
に
お
い
て
﹁
本
書
は
三
冊

に
分
か
れ
て
い
る
︵
中
略
︶
上
巻
は
﹃
金
春
太
夫
﹄
か
ら
﹃
太
鼓
流
流
あ
る
こ

と
﹄
ま
で
︑
中
巻
は
﹃
幸
小
左
衛
門
観
世
新
九
郎
事
﹄
か
ら
﹃
澁
谷
の
事
﹄
ま

で
︑
下
巻
は
﹃
脇
師
松
尾
事
﹄
以
下
で
あ
る
︒﹂
と
雪
鳥
は
記
し
て
い
る
︒
し

か
し
︑
梅
若
蔵
書
の
﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄
は
一
冊
で
あ
り
︑
中
巻
の
終
わ
り
に
当

た
る
と
こ
ろ
ま
で
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
別
の
書
で
あ
る
︒

さ
て
︑
綺
堂
が
こ
の
﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄
を
読
ん
だ
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て

い
き
た
い
︒
元
々
﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄
を
所
蔵
し
て
い
た
梅
川
家
は
︑
観
世
流
か

ら
独
立
し
て
で
き
た
能
の
家
元
で
あ
る
︒
明
治
時
代
に
は
か
な
り
の
蔵
書
家
で

あ
っ
た
ら
し
く
︑
後
に
︑
二
百
冊
に
及
ぶ
蔵
書
を
早
稲
田
大
学
に
寄
贈
し
て
い

る
︒
そ
の
梅
若
家
は
︑
明
治
時
代
浅
草
南
元
町
に
居
を
構
え
て
い
た
︒

一
方
の
岡
本
綺
堂
は
︑
二
十
歳
か
ら
三
十
歳
に
か
け
て
︑
古
書
を
求
め
蔵
書

家
を
訪
ね
回
っ
て
い
た
︒

上
野
の
図
書
館
へ
も
通
っ
た
が
︑
や
は
り
特
別
の
書
物
を
読
も
う
と
す
る

と
︑
蔵
書
家
を
訪
ね
る
必
要
が
生
ず
る
の
で
︑
私
は
前
に
い
う
よ
う
な
冷

遇
と
優
待
を
受
け
な
が
ら
︑
根
よ
く
方
々
を
訪
ね
廻
っ
た
︒
た
だ
読
ん
で

い
る
ば
か
り
で
は
済
ま
な
い
︒
時
に
は
抜
き
書
き
を
す
る
こ
と
も
あ
る
︒

万
年
筆
な
ど
な
い
時
代
で
あ
る
か
ら
︑
矢
立
と
罫
紙
を
持
参
で
出
か
け
る
︒

そ
う
し
た
思
い
で
あ
る
抜
き
書
き
類
も
︑
先
年
の
震
災
で
み
な
灰
と
な
っ
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て
し
ま
っ
た④
︒

抜
き
書
き
類
は
失
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
事
実
確
認
は
難
し
い
が
︑
綺
堂
が
訪

ね
回
っ
た
﹁
蔵
書
家
﹂
の
ひ
と
つ
に
梅
若
家
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
︒
当
時
綺
堂
が
住
ん
で
い
た
の
は
麹
町
元
園
町
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
第

二
次
世
界
大
戦
で
焼
失
す
る
ま
で
梅
若
家
が
居
住
し
て
い
た
屋
敷
は
浅
草
南
元

町
で
あ
る
︒
そ
の
間
の
距
離
は
お
よ
そ
二
キ
ロ
で
あ
る
︒
書
物
を
求
め
て
︑
東

京
郊
外
ま
で
も
出
か
け
て
い
た
綺
堂
が
梅
若
家
の
書
物
を
読
み
︑
抜
き
書
き
し

て
い
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
︒

ま
た
︑
喜
多
古
七
太
夫
に
つ
い
て
の
類
話
は
い
ま
の
と
こ
ろ
現
存
史
料
の
中

で
﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄
に
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒

以
上
の
考
察
か
ら
︑
綺
堂
が
﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄
を
参
考
に
﹁
修
善
寺
物
語
﹂

を
執
筆
し
た
と
い
う
可
能
性
は
高
い
︒

し
か
し
︑
な
ぜ
綺
堂
は
典
拠
に
つ
い
て
︑
明
確
な
言
及
を
し
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
︒

綺
堂
は
新
作
社
版
﹃
半
七
捕
物
帳
﹄
第
二
巻
の
﹁
は
し
が
き
﹂
で
以
下
の
よ

う
に
も
述
べ
て
い
る
︒

主
人
公
の
半
七
老
人
は
実
在
の
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
質
問
に
た

び
た
び
出
逢
う
が
︑
私
は
そ
れ
に
対
し
て
明
瞭
に
答
え
た
こ
と
が
な
い
︒

︵
中
略
︶
実
在
の
人
物
か
架
空
の
人
物
か
︑
そ
れ
は
読
者
の
想
像
に
任
せ

て
お
い
た
ほ
う
が
︑
む
し
ろ
興
味
が
多
か
ろ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る⑤
︒

﹃
半
七
捕
物
帳
﹄
は
︑
昔
岡
っ
引
き
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
半
七
老
人
が
昔

語
り
を
す
る
︑
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒
半
七
老
人
が
実
在
か
ど
う
か
に
非
常
に

読
者
は
興
味
を
ひ
か
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
綺
堂
は
真
実
を
明
か
さ
な
か
っ
た
︒

そ
の
ほ
う
が
読
者
の
興
味
を
得
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
︒
綺
堂
は

﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
に
対
し
て
も
同
じ
心
持
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ

ま
り
︑
あ
る
程
度
か
ら
は
読
者
の
想
像
に
任
せ
る
と
い
う
美
学
の
下
︑
ど
の
よ

う
な
説
話
が
基
で
あ
る
か
を
あ
え
て
示
さ
ず
︑
読
者
の
興
味
を
引
く
よ
う
な
演

出
を
し
た
の
で
は
な
い
か
︒

さ
て
︑
紹
介
し
た
三
つ
の
伝
承
と
︑
頼
家
の
仮
面
伝
説
︑
合
計
四
つ
の
話
の

う
ち
三
つ
が
幕
切
れ
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
特
に
﹃
隣
忠
見
聞
集
﹄
に
記

さ
れ
た
二
つ
の
逸
話
は
︑
﹁
芸
術
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
犠
牲
も
厭
わ
ぬ
﹂

と
い
っ
た
幕
切
れ
に
お
け
る
夜
叉
王
の
態
度
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
︒
こ
の
非
情
と
も
受
け
取
れ
る
幕
切
れ
に
お
い
て
の
夜
叉
王
の
態
度
は
初
演

当
時
︑
賛
否
両
論
を
巻
き
起
こ
し
た
︒
そ
の
幕
切
れ
に
つ
い
て
次
章
で
述
べ
て

い
き
た
い
︒

二
︑
幕
切
れ
か
ら
見
る
創
作

綺
堂
の
養
子
で
あ
っ
た
岡
本
経
一
は
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
初
演
に
つ
い
て

﹁﹃
修
禅
寺
物
語
﹄
の
時
間
に
な
る
と
一
幕
見
の
客
が
明
治
座
の
河
岸
縁
に
列
を

作
っ
て
並
ぶ
と
い
う
盛
況
で
あ
っ
た⑥
︒
﹂
と
伝
え
て
い
る
︒
し
か
し
そ
の
一
方
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で
︑
幕
切
れ
に
関
し
て
初
演
以
来
︑
素
晴
ら
し
い
と
す
る
意
見
と
︑
残
酷
す
ぎ

る
と
い
う
意
見
と
で
賛
否
両
論
で
あ
っ
た
︒

明
治
四
十
四
年
の
初
演
の
劇
評
で
は
︑
ナ
カ
生
︑
桃
生
︑
芹
影
女
が
好
意
的

な
意
見
を
述
べ
て
い
る
︒﹁
澤
山
の
劇
的
効
果
に
飛
ん
だ
題
材
を
巧
み
に
按
排

し
た
此
の
三
場
の
劇
は
有
ゆ
る
種
類
の
観
客
に
多
く
の
興
味
を
与
え
る
に
違
い

な
い
﹂︵
ナ
カ
生⑦
︶︑﹁
こ
れ
は
面
白
い
も
の
だ
︑
就
中
左
團
次
の
夜
刄
王

マ

マ

が
気

に
入
っ
た
﹂︵
桃
生⑧
︶︒
ま
た
︑
芹
影
女
は
﹁
桂
の
落
ち
入
ろ
う
と
す
る
の
を
呼

び
生
け
て
左
手
に
紙
を
延
べ
て
持
ち
︑
右
に
筆
を
持
ち
︑
ジ
ッ
と
桂
の
顔
を
見

詰
め
た
目
つ
き
︑
芸
術
の
ほ
か
に
は
心
散
ら
ぬ
人
に
見
え
た⑨
︒﹂
と
︑
幕
切
れ

の
夜
叉
王
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒

芹
影
女
の
意
見
と
は
異
な
り
︑
竹
の
屋
主
人
や
鳥
居
清
忠
︑
本
間
久
雄
は
否

定
的
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
︒
本
間
久
雄
は
﹁
従
来
の
歌
舞
伎
の
よ
う
に
形
式

美
を
重
ん
ず
る
べ
き
で
あ
る
︒
新
作
劇
を
入
れ
て
は
統
一
感
が
な
い⑩
﹂
と
し
︑

鳥
井
清
忠
は
﹁
た
だ
娘
を
将
軍
へ
や
る
所
と
︑
娘
の
死
顔
を
写
生
す
る
件
が
︑

少
し
見
物
に
会
得
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︑
何
と
か
一
工
夫
あ
り
た
い
︑

作
意
の
徹
底
し
な
い
よ
う
な
感
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た⑪
︒﹂
と
し
て
い
る
︒

竹
の
屋
主
人
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

い
か
に
︑
名
人
気
質
と
て
我
娘
の
苦
痛
を
他
所
に
見
て
若
き
女
の
断
末
魔

の
面
の
形
を
止
む
る
と
て
紙
筆
を
出
し
て
写
す
は
余
り
に
人
情
に
遠
し
︑

︵
中
略
︶
紙
筆
を
か
り
て
写
し
止
め
ず
と
我
娘
が
死
苦
の
一
刹
那
︑
其
容

を
己
が
眼
に
残
し
な
ば
永
く
忘
る
る
事
は
有
る
ま
じ
き
に
︑
是
も
娘
を
介

抱
し
抱
き
起
こ
し
︑
落
入
る
顔
を
凄
い
眼
に
ヂ
ッ
ト
凝
視
る
を
幕
と
し
た

し
︑
妹
も
婿
も
此
御
相
伴
は
ダ
レ
て
無
情
の
よ
う
に
見
え
た
り
︑
左
れ
ば

夜
叉
王
の
名
人
気
質
の
表
し
方
で
三
人
も
ま
た
助
か
る
と
い
う
も
の⑫

竹
の
屋
主
人
は
幕
切
れ
に
お
け
る
夜
叉
王
に
つ
い
て
﹁
芸
術
の
ほ
か
に
は
心

散
ら
ぬ
人
﹂
ど
こ
ろ
か
無
情
だ
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

賛
否
両
論
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
綺
堂
の
弟
子
で
あ
り
当
時
を
知
る

額
田
六
福
は
﹁
い
か
に
芸
術
家
に
し
て
も
︑
最
愛
の
娘
が
死
ぬ
の
を
︑
平
然
と

写
生
出
来
る
も
の
で
は
な
い
と
云
う
人
情
派
と
︑
真
の
芸
術
家
な
ら
ば
︑
そ
の

場
合
に
す
べ
て
の
感
情
を
超
越
す
る
こ
と
は
無
理
で
な
い
と
云
う
説
と
両
様
あ

っ
て
︑
可
な
り
喧
し
く
論
議
さ
れ
た⑬
︒
﹂
と
述
べ
︑
ま
た
︑
﹁
人
情
派
が
多
数
で

あ
っ
た
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
大
正
時
代
に
な
る
と
竹
の
屋
主
人
が
助
言
し
た
と
お
り
に
︑
夜
叉

王
が
涙
を
滲
ま
せ
娘
の
死
顔
を
じ
っ
と
見
る
演
出
に
変
わ
っ
て
い
る
︒
暁
美
生

が
大
正
十
一
年
十
一
月
十
四
日
の
記
事
に
﹁
死
ん
で
い
く
娘
の
苦
し
げ
な
表
情

に
涙
を
秘
め
て
見
入
る
幕
き
り
な
ぞ
今
更
云
う
ま
で
も
な
い
至
芸
だ⑭
﹂
と
記
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
現
代
で
も
片
岡
我
當
が
演
じ
る
際
は
涙

を
含
ん
だ
声
で
﹁
娘
︑
顔
を
あ
げ
い
﹂
と
言
う
演
出
法
を
と
っ
て
い
る
︒
も
っ

と
も
我
當
は
﹁
知
り
合
い
の
面
打
師
の
意
見
を
参
考
に
し
た⑮
﹂
と
し
て
い
る
の

で
︑
大
正
時
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
そ
う
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
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少
な
く
と
も
平
成
二
十
四
年
度
に
大
阪
松
竹
座
に
て
上
演
さ
れ
た
﹁
寿
初
春
大

歌
舞
伎
﹂
で
は
そ
の
よ
う
な
演
出
が
為
さ
れ
て
い
た
︒
あ
る
意
味
否
定
派
の
意

見
も
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
賛
否
両
論
が
起
こ
っ
た
の
は
何
故
か
︒
初
演
当
時
︑
ま

だ
浸
透
し
て
い
な
い
﹁
芸
術
至
上
主
義
﹂
に
基
づ
い
た
幕
切
れ
で
あ
る
こ
と
が
︑

そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒

芸
術
至
上
主
義
と
は
元
々
︑
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
で
あ
る
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー

チ
ェ
が
﹁
芸
術
の
た
め
の
芸
術
﹂
と
し
て
唱
え
だ
し
た
も
の
で
あ
る
︒
芸
術
の

価
値
は
道
徳
や
教
訓
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
芸
術
そ
の
も
の
に
あ
る
︑
と
い
う

考
え
方
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
芸
術
は
芸
術
と
し
て
価
値
が
あ
り
︑
芸
術
の
探
求

は
そ
れ
自
身
で
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
芸
術
は
道
徳
的
な
正
当
化
を
必

要
と
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
︒﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
の
幕
切
れ
に
道
徳
や
教
訓

は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
非
道
と
も
云
う
べ
き
終
幕
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
夜
叉
王
の

芸
術
の
探
求
は
そ
れ
自
身
で
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
西
洋
の
思
想
を

日
本
の
伝
統
芸
能
で
あ
る
歌
舞
伎
に
加
え
た
こ
と
が
︑
観
客
に
と
っ
て
は
新
し

過
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
が
本
間
久
雄
の
﹁
従
来
の
歌
舞
伎
の
よ
う
に
形
式

美
を
重
ん
ず
る
べ
き
で
あ
る
︒
新
作
劇
を
入
れ
て
は
統
一
感
が
な
い⑯
﹂
と
い
っ

た
劇
評
に
つ
な
が
っ
て
い
く
︒
で
は
綺
堂
は
﹁
芸
術
の
た
め
の
芸
術
﹂
を
ど
こ

か
ら
取
り
入
れ
た
か
︒

綺
堂
と
親
交
の
深
か
っ
た
長
谷
川
時
雨
は
綺
堂
を
追
悼
す
る
雑
誌
上
で
﹁
綺

堂
物
の
中
に
は
﹃
修
禅
寺
物
語
﹄
を
始
め
︑
あ
の
方
が
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
造
詣

の
深
い
事
を
証
拠
立
て
て
い
る⑰
﹂
と
言
及
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
岡
本
経
一
は
別

の
作
品
で
は
あ
る
が
﹁
玉
藻
の
前
﹂
︵
大
正
九
年
四
月
～
十
二
月
︶
は
ゴ
ー
チ

ェ
の
﹁
ク
ラ
リ
モ
ン
ド
﹂
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る⑱
︒

﹁
ク
ラ
リ
モ
ン
ド
﹂
は
綺
堂
の
手
に
よ
っ
て
﹃
世
界
怪
談
名
作
集
﹄
︵
昭
和
四
年

八
月

改
造
社
︶
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
綺
堂
が
ゴ
ー
チ
ェ
と
の

関
係
が
深
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
︒

さ
て
︑
岡
本
綺
堂
は
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
り
︑﹃
綺
堂
年
代
記
﹄
の
﹁
作

者
の
回
想
記
﹂
︵
昭
和
八
年
五
月
︶
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

明
治
時
代
の
観
客
と
昭
和
時
代
の
観
客
と
は
全
く
其
種
類
が
違
っ
て
い
る

の
で
︑
新
し
い
史
劇
を
書
く
者
は
余
計
な
苦
労
を
さ
せ
ら
れ
た
︒
誰
に
し

て
も
︑
新
し
い
史
劇
を
書
く
ほ
ど
の
も
の
は
︑
そ
の
組
み
立
て
方
に
し
て

も
︑
そ
の
言
葉
遣
い
に
し
て
も
︑
在
来
の
時
代
物
や
活
歴
物
の
型
に
外
れ

て
い
る
︒
作
者
は
在
来
の
型
を
破
ろ
う
と
し
故
意
に
そ
う
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
︑
一
般
の
観
客
は
そ
う
認
め
て
く
れ
な
い
︒
一
途
に
そ
れ
を
作
者

の
未
熟
と
認
め
る
︒
未
熟
な
る
が
故
に
軌
道
を
外
れ
た
も
の
と
認
め
る
︒

作
者
の
苦
心
は
結
局
一
種
の
脱
線
と
し
て
一
笑
に
附
さ
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
︒

当
時
の
観
客
は
︑
と
に
か
く
﹁
新
し
い
型
﹂
に
慣
れ
て
お
ら
ず
︑
笑
う
だ
け

な
ら
ま
だ
し
も
﹁
馬
鹿
野
郎
﹂
と
怒
鳴
る
観
客
ま
で
い
た
と
述
懐
し
て
い
る
︒
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た
と
え
ば
︑
綺
堂
は
夜
叉
王
が
面
打
ち
師
で
あ
る
た
め
堅
苦
し
く
な
い

﹁
何
々
だ
﹂
と
言
う
物
言
い
に
し
た
か
っ
た
が
︑
ヤ
ジ
が
飛
ぶ
可
能
性
を
考
え

て
﹁
何
々
じ
ゃ
﹂
と
言
う
と
こ
ろ
ま
で
に
と
ど
め
て
お
い
た⑲
︒
新
歌
舞
伎
作
家

が
﹁
従
来
の
歌
舞
伎
の
型
﹂
が
染
み
つ
い
て
い
る
観
客
に
﹁
新
し
い
型
﹂
を
提

示
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
る
︒
そ
ん
な
中
︑﹁
芸
術
至

上
主
義
﹂
を
盛
り
込
ん
だ
作
品
を
発
表
す
る
こ
と
は
一
種
の
賭
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
︒
実
際
に
︑
瀕
死
の
娘
の
顔
を
写
生
す
る
と
い
う
幕
切
れ
は
従
来
の
歌

舞
伎
の
型
か
ら
は
外
れ
て
お
り
︑
否
定
的
な
意
見
が
目
立
つ
︒

し
か
し
︑
そ
の
一
方
で
初
演
は
︑
批
判
者
は
い
る
も
の
の
大
成
功
で
あ
っ
た

と
誰
も
が
認
め
て
い
る
︒
左
団
次
は
﹁
左
団
次
の
追
憶
談⑳
﹂
に
お
い
て
︑﹁
来

る
人
は
み
ん
な
﹃
大
成
功
︑
大
成
功
﹄
と
賛
辞
を
浴
び
せ
て
く
れ
ま
し
た
︒
幕

の
下
り
る
の
と
同
時
に
︑
観
客
席
に
起
っ
た
拍
手
の
轟
き
も
耳
に
つ
い
て
い
ま

す
︒﹂
と
回
想
し
て
い
る
︒

｢修
禅
寺
物
語
﹂
は
︑
当
時
に
し
て
は
非
常
に
斬
新
な
内
容
で
あ
り
︑
額
田

六
福
が
云
う
よ
う
に
人
情
派
が
多
数
で
︑
批
判
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
そ
れ
を
超
越
す
る
よ
う
な
魅
力
が
こ
の
作
品
に
は
あ
っ
た
︒
綺
堂
に
よ

る
と
明
治
四
十
二
年
に
森
鴎
外
の
﹁
仮
面
﹂
が
上
演
さ
れ
た
際
︑
観
客
が
騒
ぎ

立
ち
︑
こ
ん
な
芝
居
を
見
せ
る
の
は
一
種
の
詐
欺
だ
と
騒
い
だ
そ
う
で
あ
る㉑

︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
一
幕
見
の
客
が
明
治
座
の
河
川
敷
に
列
を
な
し
て
並
ん
だ

﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
は
︑
批
判
が
多
か
っ
た
と
は
い
え
︑
そ
れ
だ
け
の
注
目
作
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

明
治
期
の
批
判
的
な
意
見
に
対
し
て
綺
堂
は
﹁
創
作
の
思
い
出
﹂
で
﹁
わ
が

子
が
最
後
の
場
合
に
︑
悠
然
と
写
生
な
ど
し
て
い
る
の
は
余
り
に
非
人
情
で
あ

る
と
い
う
非
難
を
往
々
聴
く
こ
と
が
あ
る
が
わ
た
し
は
そ
う
は
思
は
な
い
︒﹂

と
一
蹴
し
て
い
る
︒

大
正
七
年
六
月
二
十
七
日
に
刊
行
さ
れ
た
小
説
版
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
に
も
注

目
し
た
い
︒
こ
の
話
は
︑
筆
者
の
﹁
私
﹂
が
修
善
寺
に
あ
る
頼
家
の
墓
に
お
い

て
︑
戯
曲
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
と
同
じ
ス
ト
ー
リ
ー
の
幻
を
見
る
︑
と
い
う
作
品

で
あ
る
︒
ま
た
︑
頼
家
と
桂
の
出
会
い
な
ど
の
戯
曲
﹁
修
善
寺
物
語
﹂
の
序
章

と
も
い
え
る
部
分
を
追
加
し
て
い
る
︒
こ
の
物
語
に
は
次
の
よ
う
な
ラ
ス
ト
が

付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
︒

あ
る
夜
の
夢
に
夜
叉
王
に
逢
っ
た
︒

｢君
は
随
分
ひ
ど
い
じ
ゃ
な
い
か
︒
い
く
ら
芸
術
家
だ
っ
て
︑
現
在
の
娘

が
今
死
ぬ
と
い
う
場
合
に
︑
平
気
で
そ
の
顔
を
写
生
し
て
い
る
の
は

⁝
⁝
︒﹂
と
︑
わ
た
し
は
言
っ
た
︒
老
い
た
る
職
人
は
何
に
も
返
事
し
な

か
っ
た
︒
し
か
し
︑
彼
は
あ
ざ
け
る
よ
う
な
眼
を
し
て
︑
私
を
じ
ろ
り
と

見
た㉒

︒

岡
本
経
一
は
﹁
初
演
以
来
︑
そ
の
無
情
を
難
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
︒
そ
ん
な

場
合
︑
こ
の
作
者
は
何
も
答
え
た
こ
と
が
な
い
︒
こ
の
小
説
修
禅
寺
物
語
の
最

後
は
︑
そ
の
回
答
で
あ
る㉓

︒﹂
と
し
て
い
る
︒
夜
叉
王
は
︑
芸
術
完
成
の
た
め
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に
い
か
な
る
犠
牲
を
も
厭
わ
な
い
︑
い
わ
ば
芸
術
至
上
主
義
を
貫
い
て
い
る
︒

そ
れ
を
﹁
観
客
﹂
の
立
場
で
あ
る
﹁
わ
た
し
﹂
が
﹁
随
分
ひ
ど
い
﹂
と
い
っ
た

の
で
︑
夜
叉
王
は
あ
ざ
け
る
よ
う
な
眼
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
綺
堂

は
こ
の
幕
切
れ
を
竹
の
屋
主
人
ら
の
よ
う
に
﹁
随
分
ひ
ど
い
﹂
と
批
判
す
る
意

見
を
一
蹴
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
否
定
的
な
意
見
は
意
に
介
さ
な
い
﹂︑
こ
れ

が
綺
堂
の
﹁
人
情
派
﹂
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
︒

八
代
目
坂
東
三
津
五
郎
は
綺
堂
の
こ
の
よ
う
な
態
度
に
つ
い
て
﹁﹃
修
禅
寺

物
語
﹄
あ
れ
こ
れ
﹂
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
︒

こ
の
芝
居
の
幕
切
れ
は
い
つ
も
問
題
に
な
る
が
︑
作
者
の
岡
本
先
生
が
意

に
介
し
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
正
し
い
と
思
う
︒
演
出
家
に
よ
る
と
あ

ま
り
に
残
酷
だ
と
か
人
間
性
が
な
い
と
言
う
が
︑
そ
れ
は
︵
中
略
︶
厭
な

言
葉
だ
が
芸
術
家
を
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
芸
人
で
あ
れ
︑

職
人
で
あ
れ
自
分
の
知
り
た
い
も
の
︑
未
知
の
世
界
へ
の
あ
こ
が
れ
と
で

も
言
う
か
︑
そ
れ
は
愛
情
と
は
別
物
で
︑
死
ん
で
い
く
も
の
の
愛
情
よ
り

そ
の
も
の
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
す
ぎ
る
く
ら
い
だ
と
思
う㉔

︒

坂
東
三
津
五
郎
は
芸
を
す
る
も
の
の
立
場
か
ら
︑
こ
の
幕
切
れ
に
納
得
し
て

い
る
︒﹁
芸
術
家
﹂
で
あ
る
坂
東
三
津
五
郎
が
言
う
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
︑﹁
芸
術

家
﹂
の
姿
を
鋭
く
と
ら
え
た
幕
切
れ
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

さ
て
︑
大
正
五
年
の
時
点
で
︑
蕭
々
子
は
﹁
南
座
の
左
團
次
﹂
に
お
い
て

﹁
自
が
娘
の
最
後
の
苦
し
み
を
前
に
し
な
が
ら
︑
若
い
女
の
断
末
魔
の
相
を
図

に
取
る
と
は
少
し
薬
が
効
き
す
ぎ
た
行ヤ

リ

方カ
タ

︑
俳
優
も
定
め
し
行
り
に
く
い
事
だ

ろ
う
と
同
情
に
堪
え
な
か
っ
た
︒﹂
と
し
て
い
る
一
方
で
︑﹁
此
劇
は
劇
そ
の
物

が
面
白
い
と
演
劇
好
き
の
学
生
連
に
好
評
で
あ
る㉕

﹂
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
神

奈
川
松
橋
生㉖

︑
暁
美
生㉗

は
大
正
八
年
の
時
点
で
︑
作
品
を
絶
賛
し
て
い
る
︒

大
正
十
一
年
の
時
点
で
蕭
々
子
︑
つ
ま
り
茅
野
蕭
々
は
三
十
三
歳
で
あ
る
︒

そ
の
当
時
学
生
だ
っ
た
十
代
か
ら
二
十
代
前
半
の
若
者
た
ち
に
は
す
で
に
好
評

で
あ
っ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
額
田
六
福
は
昭
和
三
年
の
時
点
で

﹁
今
日
で
は
勿
論
︑
そ
ん
な
議
論
す
る
も
の
は
な
い
﹂
と
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
一
方
で
︑
初
演
時
の
演
出
家
で
あ
る
岡

鬼
太
郎
は
︑
昭
和
八
年
に
﹁
思
え
ば
今
よ
り
二
十
年
も
昔
︑
余
が
こ
の
修
禅
寺

の
原
稿
を
初
め
て
手
に
し
た
と
き
当
時
は
当
時
で
ハ
イ
カ
ラ
が
ら
れ
︑
今
で
は

今
で
古
臭
が
ら
れ
る
︒
世
の
中
と
い
う
も
の
は
︑
真
に
難
し
い
も
の
の
よ
う
で

も
あ
り
︑
ま
た
︑
他
愛
な
い
も
の
で
あ
る㉘

︒﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
綺
堂
自
身
も

﹁
当
時
は
脱
線
に
近
い
﹃
修
禅
寺
物
語
﹄
な
ど
も
い
ま
で
は
も
う
古
い
型
に
な

っ
て
し
ま
っ
た㉙

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
古
い
型
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
現
代
ま
で
こ
の
作
品
は
生

き
延
び
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
人
気
作
で
あ
る
︒
こ
れ
は
一
種
の
成
功
と
呼
ん
で

も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑
綺
堂
は
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
を
執
筆
し
て
二
年
ほ
ど
後
の
明
治
四
十
三

年
に
﹁
当
今
劇
壇
を
こ
の
ま
ま
に
﹂
と
言
う
随
筆
を
発
表
し
て
い
る
︒
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禅
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物
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今
の
劇
壇
︑
そ
れ
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
と
思
う
︒︵
中
略
︶
今
の
劇
壇
は

こ
の
ま
ま
で
い
い
と
は
︑
急
激
な
苦
い
薬
を
飲
ま
せ
ず
に
︑
最
中
や
オ
ム

ラ
ー
ト
に
包
ん
で
飲
ま
せ
よ
う
の
謂
で
あ
る
︒
私
は
常
に
そ
う
思
う
︒
芝

居
の
見
物
は
幼
稚
で
あ
る
︑
進
ま
な
い
と
い
わ
れ
る
が
︑
な
る
ほ
ど
批
評

家
や
脚
本
作
家
か
ら
見
れ
ば
幼
稚
で
あ
り
︑
進
ま
な
い
で
あ
ろ
う
が
ず
い

ぶ
ん
と
進
ん
で
は
来
て
い
る
︑︵
中
略
︶
私
は
見
物
は
進
ん
で
行
く
し
乳

が
な
く
て
も
子
は
育
つ
︑
一
年
経
て
ば
一
つ
に
な
る
︑
外
国
で
も
見
物
は

甘
い
も
の
だ
︑
と
い
っ
て
︑
現
状
に
満
足
す
る
も
の
で
は
决
し
て
な
い
が
︑

た
だ
急
激
な
変
動
を
見
物
に
与
え
た
く
は
な
い
︑
苦
い
薬
を
飲
ま
し
た
た

め
︑
患
者
が
懲
り
て
し
ま
っ
て
︑
そ
の
医
師
が
流
行
ら
な
く
な
る
の
は
︑

本
意
で
は
な
い
︑
新
し
い
今
の
見
物
に
は
チ
ト
面
倒
だ
と
い
う
も
の
を
オ

ム
ラ
ー
ト
に
包
ん
で
見
せ
る
の
が
私
の
用
意
で
あ
る㉚

︒

明
治
四
十
三
年
︑
と
言
え
ば
綺
堂
が
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
を
発
表
す
る
ち
ょ
う

ど
一
年
前
で
あ
る
︒
ま
た
︑
綺
堂
が
明
治
四
十
一
年
に
は
す
で
に
﹁
修
禅
寺
物

語
﹂
を
執
筆
し
て
い
た
た
め
︑
こ
の
例
に
当
た
る
可
能
性
は
高
い
︒
ま
た
︑
岡

本
経
一
に
よ
る
と
︑
綺
堂
に
と
っ
て
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
は
︑
執
筆
当
時
自
信
作

で
あ
っ
た
ら
し
く
﹁
え
ら
く
な
っ
て
や
る
ぞ
﹂
と
気
負
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る㉛

︒
こ
の
こ
と
も
︑
こ
の
随
筆
が
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
を
指
し
て
い
る
可
能

性
を
高
め
て
い
る
︒

そ
う
考
え
た
場
合
︑﹁
苦
い
薬
で
あ
り
︑
チ
ト
面
倒
な
も
の
﹂
は
﹁
芸
術
至

上
主
義
﹂
を
取
り
入
れ
た
幕
切
れ
で
あ
り
︑﹁
オ
ム
ラ
ー
ト
﹂
は
﹁
伝
承
﹂
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒

木
村
毅
は
︑
綺
堂
作
品
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
︒

明
治
の
文
壇
︑
逍
遥
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
︑
鴎
外
の
ハ
ル
ト
マ
ン
︑
二
葉

亭
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
︑
魯
庵
の
ト
ル
ス
ト
イ
と
︑
み
な
看
板
を
掲
げ
︑
掛

け
声
盛
ん
に
し
て
移
入
し
消
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
綺
堂
先
生
は
そ
の

反
対
に
︑
如
何
に
あ
ち
ら
の
作
品
に
影
響
を
受
け
︑
こ
れ
を
換
骨
奪
胎
し

て
も
︑
黙
々
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
︑
誰
も
気
づ
か
な
い
︒
そ
れ
ほ
ど
天

衣
無
縫
に
日
本
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
も
い
え
る㉜

︒

こ
れ
は
伝
承
と
い
う
オ
ム
ラ
ー
ト
に
包
ま
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
し
か

し
︑
結
果
と
し
て
︑
当
時
の
観
客
に
は
苦
い
薬
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
︒
た
だ
︑

否
定
的
な
意
見
が
で
る
こ
と
は
︑
綺
堂
自
身
も
危
ぶ
ん
で
い
た
よ
う
で
︑﹁
上

場
の
暁
に
は
ど
ん
な
結
果
に
な
る
か
︑
観
客
に
笑
わ
れ
る
か
と
︑
内
心
頗
る
危

ぶ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
苦
い
薬
に
否
定
的
な
意
見
が
出
る
こ

と
は
予
想
済
み
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
大
正
期
︑
昭
和
期
に
か
け
て
見
物
も
か
な
り
進
ん
で
き
た
よ
う
で
︑

よ
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
事
を
綺
堂
は
予

想
し
て
い
た
︒

昨
年
︑
歌
舞
伎
座
と
市
村
座
で
骨
寄
せ
の
岩
藤
を
演
じ
た
が
︑
先
代
菊
五

郎
の
演
っ
た
一
昔
の
前
に
は
見
物
は
喜
ん
で
み
て
い
た
の
が
︑
今
で
は
骨

岡
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修
禅
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語
﹂
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五
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が
寄
る
の
を
見
る
と
︑
い
ず
れ
も
見
物
は
笑
っ
た
︒
今
の
ほ
う
が
遥
に
道

具
も
工
夫
も
巧
妙
で
あ
る
で
し
ょ
う
に
観
客
は
笑
っ
た
︒
し
て
み
る
と
見

物
は
進
ん
で
い
く
︑
こ
の
ま
ま
で
い
っ
て
も
十
年
後
に
は
自
由
劇
場
も
ず

い
ぶ
ん
儲
か
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う㉝

︒

綺
堂
の
言
葉
通
り
︑
大
正
期
か
ら
昭
和
期
か
け
て
︑
観
客
の
﹁
修
禅
寺
物

語
﹂
へ
の
理
解
は
深
ま
っ
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
︑
現
在
に
お
い
て
も
こ
の
作
品

は
残
り
︑
人
気
作
で
あ
る
︒﹁
オ
ム
ラ
ー
ト
に
チ
ト
面
倒
な
も
の
を
包
む
﹂
と

言
う
綺
堂
の
目
論
見
が
成
功
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

お
わ
り
に

綺
堂
は
﹁
今
に
偉
く
な
っ
て
や
る
ぞ
﹂
と
い
う
意
気
込
み
で
﹁
修
禅
寺
物

語
﹂
を
執
筆
し
た
︒
そ
れ
は
日
本
的
な
伝
承
を
﹁
オ
ム
ラ
ー
ト
﹂
と
し
て
︑
フ

ラ
ン
ス
の
思
想
で
あ
る
﹁
芸
術
至
上
主
義
﹂
を
包
ん
だ
戯
曲
で
あ
っ
た
︒
そ
れ

は
︑
観
客
に
﹁
苦
い
薬
﹂
を
﹁
オ
ム
ラ
ー
ト
﹂
に
包
ん
で
飲
ま
せ
︑
真
新
し
い

作
品
に
徐
々
に
慣
れ
さ
せ
よ
う
と
い
う
目
論
見
で
執
筆
さ
れ
た
︒
執
筆
さ
れ
た

当
時
︑﹁
芸
術
至
上
主
義
﹂
を
盛
り
込
ん
だ
こ
の
作
品
は
︑
斬
新
で
あ
り
上
演

が
困
難
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
綺
堂
は
﹁
観
客
は
成
長
す
る
﹂
と
言
う
確
信
を

持
ち
︑
こ
の
作
品
を
発
表
し
た
︒
予
想
通
り
︑
上
演
し
て
み
る
と
観
客
の
意
見

は
賛
否
両
論
に
分
か
れ
た
︒
し
か
し
︑
賛
否
両
論
で
は
あ
っ
た
も
の
の
︑
話
題

作
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
夜
叉
王
を
演
じ
た
市
川
左
団
次
の
出
世
作
と
な
り
︑

杏
花
十
種
に
も
加
え
ら
れ
た
︒

確
か
に
綺
堂
は
上
演
困
難
で
あ
ろ
う
作
品
を
世
に
出
し
た
︒
し
か
し
結
果
的

に
は
︑
綺
堂
の
言
葉
通
り
︑
大
正
期
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
︑
観
客
の
﹁
修
禅

寺
物
語
﹂
へ
の
理
解
は
深
ま
っ
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
︑
綺
堂
の
出
世
作
と
な
っ

た
︒
現
在
ま
で
残
り
︑
人
気
作
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
初
演
か
ら
七
年
後
の
大
正

七
年
に
発
表
さ
れ
た
芥
川
の
﹁
地
獄
変
﹂
へ
影
響
し
た
可
能
性
も
あ
る
︒

綺
堂
の
目
論
見
は
大
い
に
成
功
し
た
と
言
え
る
︒

注①

市
川
左
団
次
﹁
修
禅
寺
物
語
初
演
の
想
い
出
﹂︵﹁
舞
台
﹂
岡
本
綺
堂
追
悼
号

昭

和
十
四
年
五
月

舞
台
社
︶

②

三
須
藤
男
﹃
新
撰
修
善
寺
案
内
記
﹄︵
明
治
三
十
八
年
八
月
二
十
四
日

桂
谷
堂
︶

③

内
海
靖
子
﹁
金
剛
家
の
能
面
よ
り
﹂
︵
﹁
紫
明
﹂
第
10
号

平
成
十
四
年
三
月

紫

明
の
会
︶

④

岡
本
綺
堂
﹁
読
書
雑
感
﹂
︵
﹃
随
筆
集

猫
や
な
ぎ
﹄
所
収

二
七
七
頁
～
二
八
一

頁

昭
和
九
年
四
月
二
十
日

岡
倉
書
房
︶

⑤

岡
本
綺
堂
﹁
は
し
が
き
﹂︵﹃
半
七
捕
物
帳
﹄
第
二
巻
所
収

大
正
十
二
年
七
月
二

十
日

新
作
社
︶

⑥

岡
本
経
一
﹁
編
集
追
記
﹂
︵
﹃
綺
堂
年
代
記
﹄
所
収

一
三
七
頁
～
一
三
九
頁

平

成
一
八
年
三
月
十
日

青
蛙
房
︶

⑦

ナ
カ
生
﹁
明
治
座
五
月
狂
言

修
善
寺

マ

マ

物
語
﹂
︵
﹁
読
売
新
聞
﹂
明
治
四
十
四
年
五

月
十
一
日
︶

⑧

桃
生
﹁
皐
月
の
明
治
座
﹂︵﹁
東
京
日
日
新
聞
﹂
明
治
四
十
四
年
五
月
十
五
日
︶
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⑨

芹
影
女
﹁
明
治
座
の
五
月
﹂︵﹁
歌
舞
伎
﹂
第
132
号

明
治
四
十
四
年
六
月

歌
舞

伎
発
行
所
︶

⑩

本
間
久
雄
﹁
思
想
を
離
れ
た
芝
居
︵
下
︶﹂︵﹁
読
売
新
聞
﹂
明
治
四
十
四
年
六
月

三
日
︶

⑪

鳥
居
清
忠
﹁
明
治
座
と
帝
国
劇
場
﹂︵﹁
演
芸
画
報
﹂
第
�
年
第
�
号

明
治
四
十

四
年
六
月

東
京
演
芸
画
報
社
︶

⑫

竹
の
屋
主
人
﹁
明
治
座
劇
評
︵
二
︶﹂︵﹁
東
京
朝
日
新
聞
﹂
明
治
四
十
四
年
五
月

二
十
一
日
︶

⑬

額
田
六
福
﹁
解
説
﹂︵﹃
日
本
戯
曲
全
集
35
﹄
所
収

七
六
五
頁
～
七
五
六
頁

昭

和
三
年
十
二
月
二
十
五
日

春
陽
堂
︶

⑭

暁
美
生
﹁
芝
居
短
評
﹂︵﹁
読
売
新
聞
﹂
大
正
十
三
年
十
一
月
十
四
日
︶

⑮

﹁
浪
速
の
春
楽
屋
探
訪
﹂︵
松
竹
宣
伝
部
編
﹁
平
成
二
十
四
年
度
寿
初
春
大
歌
舞
伎

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
﹂
平
成
二
十
四
年
一
月
二
日
︶

⑯

注
⑩
に
同
じ
︒

⑰

長
谷
川
時
雨
﹁
八
歳
の
時
の
憤
怒
﹂︵﹁
舞
台
﹂
岡
本
綺
堂
追
悼
号

昭
和
十
四
年

五
月

舞
台
社
︶

⑱

岡
本
経
一
︑
北
條
秀
司
﹁
師
そ
し
て
父
を
語
る
﹂︵﹁
演
劇
界
﹂
第
46
巻
�
号

昭

和
六
十
三
年
八
月

演
劇
出
版
社
︶

⑲

岡
本
綺
堂
﹁
甲
字
樓
劇
壇

︱
そ
の
�

︱
﹂︵﹁
舞
台
﹂
第
�
巻
�
号

昭
和
八

年
五
月
一
日

舞
台
社
︶

⑳

市
川
左
団
次
﹁
左
団
次
の
追
憶
談
﹂︵
前
掲
﹃
綺
堂
年
代
記
﹄
一
三
三
頁
︶

㉑

注
⑲
に
同
じ
︒

㉒

岡
本
綺
堂
﹃
修
禅
寺
物
語
﹄︵
大
正
七
年
六
月

新
潮
社
︶
こ
こ
で
は
﹃
岡
本
綺

堂
読
物
選
集
②
﹄︵
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
二
十
日

青
蛙
房
︶
か
ら
引
用
し
た
︒

㉓

岡
本
経
一
﹁
あ
と
が
き
﹂︵﹃
岡
本
綺
堂
読
物
選
集
②
﹄
所
収

四
九
四
頁

昭
和

四
十
四
年
十
一
月
二
十
日

青
蛙
房
︶

㉔

坂
東
三
津
五
郎
﹁
修
禅
寺
物
語
あ
れ
こ
れ
﹂
︵﹃
修
禅
寺
物
語
﹄
所
収

昭
和
四
十

二
年
八
月
一
日

旺
文
社
︶

㉕

蕭
々
子
﹁
南
座
の
左
団
次
﹂︵
﹁
演
芸
画
報
﹂
第
�
年
�
号

大
正
五
年
四
月

東

京
演
芸
画
報
社
︶

㉖

神
奈
川
松
橋
生
﹁
芝
居
短
評
﹂︵﹁
読
売
新
聞
﹂
大
正
十
三
年
十
一
月
二
十
日
︶

㉗

注
⑭
に
同
じ
︒

㉘

鬼
太
郎
﹁
鬼
太
郎
の
懐
古
評
﹂
︵
前
掲
﹃
綺
堂
年
代
記
﹄
所
収
一
三
三
頁
～
一
三

四
頁
︶
初
出
は
昭
和
五
年
七
月
九
日
﹁
東
京
朝
日
新
聞
﹂
に
﹁
修
禅
寺
と
源
氏
店
﹂

と
い
う
題
で
掲
載
さ
れ
た
︒

㉙

注
⑲
に
同
じ
︒

㉚

岡
本
綺
堂
﹁
当
今
劇
壇
を
こ
の
ま
ま
に
﹂
︵
﹁
新
声
﹂
第
21
巻
第
�
号

明
治
四
十

三
年
二
月

新
声
社
︶

㉛

注
⑥
に
同
じ
︒

㉜

木
村
毅
﹁
世
界
怪
談
名
作
集
解
題
﹂
︵
﹃
岡
本
綺
堂
読
物
選
集
⑧
﹄
所
収

一
頁
～

四
頁

昭
和
四
十
五
年
三
月
二
十
日

青
蛙
房
︶

㉝

注
⑲
に
同
じ
︒

︹
付
記
︺

本
稿
で
引
用
し
た
岡
本
綺
堂
の
文
章
は
特
記
し
た
も
の
を
の
ぞ
き
﹃
綺
堂
年

代
記
﹄︵
平
成
十
八
年
三
月
十
日

青
蛙
房
︶
を
底
本
と
す
る
︒
尚
︑
引
用
に

際
し
て
は
︑
ル
ビ
を
簡
略
化
し
︑
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
体
字
に
改
め
た
︒

本
稿
擱
筆
後
︑
坂
下
智
昭
氏
﹁
岡
本
綺
堂
の
創
作
法

︱
﹃
修
禅
寺
物
語
﹄
の

成
功
に
潜
む
も
の

︱
﹂
︵
﹁
近
代
文
学
研
究
と
資
料
﹂
第
二
次
第
三
集

平
成

二
一
年
三
月
︑
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
千
葉
・
金
井
研
究
室
︶
に

接
し
た
︒
必
ず
し
も
作
品
論
が
多
く
は
な
い
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
論
の
先
行
研
究

と
し
て
︑
本
論
中
で
言
及
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
遺
憾
で
あ
る
︒

岡
本
綺
堂
﹁
修
禅
寺
物
語
﹂
論

五
三


