
泉
鏡
花
の
信
州
旅
行

︱
大
正
二
年
の
旅
か
ら
生
ま
れ
た
小
説

︱

田　
　

中　
　

励　
　

儀

一

　

大
正
二
年
十
一
月
︑
泉
鏡
花
は
小
村
雪
岱
・
堀
尾
成な
り

章あ
き

と
と
も
に
︑
信
州
旅

行
に
出
掛
け
た
︒
今
日
︑︿
鏡
花
本
﹀
の
装
幀
で
名
高
い
雪
岱
と
︑
出
版
社
千

章
館
館
主
の
成
章
︑
ふ
た
り
は
翌
年
九
月
︑
美
し
い
鏡
花
本
﹃
日
本
橋
﹄
を
刊

行
す
る
︒
こ
の
信
州
旅
行
の
期
間
と
同
行
者
が
判
明
し
た
の
は
︑
穴
倉
玉
日
氏

﹁
鏡
花
︑
雪
岱
︑
千
章
館
﹂︵﹃
論
集
泉
鏡
花 

第
六
集
﹄
令
和
３

・
８

・
30
︑
和

泉
書
院
︶
が
紹
介
し
た
新
出
の
絵
葉
書
に
よ
っ
て
で
あ
る
︒

景
色
も
い
ゝ
ん
で
す
が
ね
︑
汽
車
の
中
の
お
嫁
さ
ん
が
ホ
ン
ト

8

8

8

に
さ
し
う

つ
む
い
た
容
子
が
そ
れ
は
よ
か
つ
た  

鏡

い
ろ
〳
〵
お
世
話
に
な
つ
て
お
り
ま
す  

泰

是
か
ら
長
野
迄
た
の
し
ミ
に

　
　
　
　

八
日
午
後
四
時
軽
井
沢
駅
に
て  

成

大
正
二
年
十
一
月
八
日
長
野
局
消
印
︑
東
京
市
本
郷
区
丸
山
新
町
一
番
地
︑
堀

尾
貞
︵
堀
尾
成
章
の
妻
︶
宛
の
寄
せ
書
き
で
あ
る
︒﹁
鏡
﹂
は
鏡
花
︑﹁
泰
﹂
は

雪
岱
︵
雪
岱
を
名
乗
る
前
の
本
名
・
泰
助
︶︑﹁
成
﹂
は
成
章
︒
和
気
藹
々
と
し

た
雰
囲
気
が
楽
し
い
︒

　

こ
の
葉
書
か
ら
︑
一
行
は
十
一
月
八
日
に
上
野
か
ら
信
越
線
で
長
野
へ
行
き

一
泊
し
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
そ
し
て
後
述
す
る
よ
う
に
︑
翌
日
は
篠
ノ
井
線
・

中
央
線
を
通
っ
て
上
諏
訪
ま
で
行
き
一
泊
︒
そ
の
翌
日
に
中
央
線
で
東
京
の
飯

田
町
へ
戻
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

　

こ
の
二
泊
三
日
の
旅
か
ら
︑
鏡
花
は
短
編
小
説
﹁
魔
法
罎
﹂︵﹁
新
小
説
﹂
大

正
３

・
１

︶﹁
革
鞄
の
怪
﹂︵﹁
淑
女
画
報
﹂
大
正
３

・
２

︶﹁
袙
奇
譚
﹂︵﹁
三
田

文
学
﹂
大
正
５

・
５

～
６

︶
を
生
み
出
し
た
︒﹁
革
鞄
の
怪
﹂
は
初
日
の
車
中

を
︑﹁
魔
法
罎
﹂
は
二
日
め
の
車
中
を
︑﹁
袙
奇
譚
﹂
は
そ
の
日
の
旅
宿
を
︑
そ

れ
ぞ
れ
中
心
の
舞
台
と
す
る
︒

泉
鏡
花
の
信
州
旅
行
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日
本
の
鉄
道
開
業
の
翌
年
︑
明
治
六
年
に
生
ま
れ
た
鏡
花
は
︑
各
地
に
路
線

網
が
広
が
っ
て
い
く
︿
鉄
道
発
達
の
時
代
﹀
に
生
き
︑﹁
風
流
線
﹂
正
・
続

︵﹁
国
民
新
聞
﹂
明
治
36
・
10
・
24
～
明
治
37
・
10
・
５

︶
や
﹁
銀
鼎
﹂
正
・
続

︵﹁
国
本
﹂
大
正
10
・
７

～
８

︶
な
ど
︑
数
々
の
︿
鉄
道
小
説
﹀
を
発
表
し
た
︒

近
代
科
学
技
術
の
精
華
で
あ
る
鉄
道
に
親
し
み
︑
そ
れ
を
幻
想
文
学
に
結
び
つ

け
る
と
こ
ろ
に
鏡
花
文
学
の
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
る
︒

二

　
﹁
革
鞄
の
怪
﹂
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
掲
の
穴
倉
玉
日
氏
が
考
察
し
て
い
る

の
で
︑
簡
単
に
触
れ
る
に
止
め
た
い
︒

︱
信
越
線
高
崎
駅
か
ら
乗
り
込
み
︑

た
ま
た
ま
﹁
私
﹂
の
真
向
か
い
に
座
し
た
花
嫁
姿
の
娘
が
︑
席
に
置
か
れ
た
革

鞄
の
大
口
に
衣
装
の
袖
を
挟
ま
れ
る
︒
付
き
添
い
の
縁
者
が
解
錠
を
求
め
る
が
︑

持
ち
主
の
男
は
︑
鍵
は
捨
て
た
︑
令
嬢
の
袍そ
で

の
奥
に
魂
を
納
め
た
の
だ
か
ら
決

し
て
革
鞄
は
開
け
な
い
︑
と
拒
絶
す
る
︒
娘
は
片
袖
を
裂
き
︑
男
に
残
し
て
下

車
す
る
︒

︱
寄
せ
書
き
葉
書
に
鏡
花
が
記
し
た
﹁
汽
車
の
中
の
お
嫁
さ
ん
が

ホ
ン
ト

8

8

8

に
さ
し
う
つ
む
い
た
容
子
が
そ
れ
は
よ
か
つ
た
﹂
と
い
う
偶
然
の
出
会

い
が
﹁
革
鞄
の
怪
﹂
発
想
の
基
盤
と
な
っ
た
︒
革
鞄
に
は
亡
く
な
っ
た
妻
と
子

供
の
白
骨
ま
で
収
め
て
あ
り
︑
そ
れ
を
開
く
こ
と
も
な
く
山
奥
の
郵
便
局
で
生

涯
を
終
え
る
と
吐
露
す
る
小
官
吏
の
覚
悟
は
鏡
花
の
独
創
で
あ
り
︑
そ
の
奇
想

に
は
驚
か
さ
れ
る
が
︑
見
知
ら
ぬ
他
人
同
士
が
思
わ
ぬ
接
点
を
持
つ
鉄
道
の
装

置
が
︑
新
奇
な
小
説
を
創
造
す
る
機
能
を
果
た
し
た
好
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　

同
じ
葉
書
に
堀
尾
成
章
が
﹁
八
日
午
後
四
時  

軽
井
沢
駅
に
て
﹂
と
執
筆
時

を
記
録
し
て
い
る
の
で
︑
当
時
の
時
刻
表
︵﹃
汽
車
汽
船
旅
行
案
内
﹄
大
正

１

・
９

︑
旅
行
案
内
社
︶
を
照
合
す
る
と
︑
鏡
花
た
ち
が
利
用
し
た
列
車
が
︑

上
野
発
午
前
十
時
十
分
︑
軽
井
沢
発
午
後
四
時
五
分
︑
長
野
着
午
後
六
時
五
十

八
分
の
直
江
津
行
一
一
一
列
車
で
あ
る
こ
と
が
特
定
で
き
る
︒

　
﹁
革
鞄
の
怪
﹂
で
は
︑﹁
赤
表
紙
の
旅
行
案
内
﹂︵
三
︶
つ
ま
り
﹃
汽
車
汽
船

旅
行
案
内
﹄
と
表
紙
に
大
書
さ
れ
た
時
刻
表
を
革
鞄
か
ら
取
り
出
し
て
凝み

視つ

め

て
い
た
男
が
︑
窓
か
ら
鍵
を
投
げ
捨
て
る
︒
瞬
時
に
し
て
花
嫁
姿
の
娘
に
魅
了

さ
れ
た
男
は
鉄て

つ

縁ぶ
ち

の
時
計
を
見
て
︑﹁
零
時
四
十
三
分
で
す
︒
此
の
汽
車
は
八

分
に
着
く
﹂︵
八
︶︑
次
の
駅
で
巡
査
に
渡
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
覚
悟
を
示

す
︒
時
刻
表
に
よ
る
と
︑
一
一
一
列
車
が
高
崎
駅
を
出
る
の
は
午
後
一
時
四
十

二
分
︑
次
の
飯
塚
駅
に
着
く
の
は
午
後
一
時
四
十
八
分
︒
つ
ま
り
︑
鏡
花
は
一

時
間
早
く
誤
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
当
時
の
時
刻
表
の
文
字
は
小
さ
く
︑

近
視
眼
の
鏡
花
が
読
み
間
違
え
て
も
や
む
を
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に

し
て
も
︑
こ
の
小
説
を
書
く
時
︑
机
辺
に
時
刻
表
を
備
え
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
︒

　

ま
た
︑
汽
車
の
進
行
を
表
現
す
る
に
際
し
︑
歌
舞
伎
や
浮
世
絵
に
と
り
あ
げ

ら
れ
た
伝
承
が
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
鏡
花
ら
し
い
特
徴
で
あ
る
︒
た
と
え

ば
作
品
末
尾
︑
片
袖
を
車
内
に
残
し
た
ま
ま
下
車
し
た
娘
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

泉
鏡
花
の
信
州
旅
行
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ム
か
ら
汽
車
を
見
送
る
場
面
︒

黄き

金ん

を
溶と
か

す
炎
の
如
き
妙
義
山
の
錦も
み
ぢ葉
に
対
し
て
︑
ハ
ツ
と
燃
え
立
つ
緋

の
片
袖
︒
二
の
腕
に
颯さ
つ

と
翻
へ
つ
て
︑
雪
な
す
小
手
を
翳
し
な
が
ら
︑
黒く
ろ

煙け
む
り

の
下
に
成
り
行
く
汽
車
を
遙は
る
か

に
見
送
つ
た
︒

　

百
合
若
の
矢
の
あ
と
も
︑
其
の
か
ゞ
み
よ
︑
と
見
返
る
窓
に
︑
私
は
急

に
胸
迫
つ
て
︑
何
故
か
思
は
ず
落
涙
し
た
︒ 

︵
八
︶

進
む
汽
車
の
窓
か
ら
プ
ラ
ツ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
娘
を
見
返
っ
た
﹁
私
﹂
が
唱
え
る

﹁
百
合
若
の
矢
の
あ
と
﹂
は
︑
男
が
遠
山
の
頂
を
望
ん
で
投
げ
た
鍵
の
軌
跡
が
︑

汽
車
の
進
行
と
輻
輳
し
て
語
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
︒
周
知
の
よ
う
に
百
合
若
大

臣
伝
説
は
︑
蒙
古
襲
来
に
対
す
る
討
伐
軍
の
大
将
百
合
若
が
︑
神
託
を
受
け
た

鉄
弓
を
振
る
い
遠
征
先
で
勝
利
す
る
話
で
あ
る
︒
幸
若
舞
や
浄
瑠
璃
の
題
材
と

な
る
と
と
も
に
︑
歌
川
国
芳
画
﹃
木
曽
街
道
六
十
九
次
﹄
の
十
﹁
深
谷
宿
﹂

︵
嘉
永
５

︶
ほ
か
で
そ
の
強
弓
が
描
か
れ
る
︒

　

一
方
︑
作
品
冒
頭
部
に
は
︑
上
野
を
出
て
蕨
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
向
こ
う
側
の

座
席
に
置
か
れ
た
革
鞄
が
気
に
な
り
始
め
た
﹁
私
﹂
が
︑
十
八
九
年
前
に
遭
遇

し
た
見
世
物
小
屋
に
掲
げ
ら
れ
た
絵
看
板
を
思
い
出
す
場
面
が
あ
る
︒

　

続
き
︑
上う
へ

下し
た

に
凡お
よ

そ
三
四
十
枚
︑
極
彩
色
の
絵
看
板
︒︵
中
略
︶
芝
居

が
か
り
の
五
十
三
次
︒

　

岡
崎
の
化
猫
が
︑
白
髪
の
牙
に
血
を
滴し
た
ゝ

ら
し
て
︑
破や
れ

簾み
す

よ
り
も
顔
の

青
い
︑
女
を
宙
に
啣く
は

へ
た
絵
の
︑
無
慙
さ
が
眼ま
な
こ

を
射
る
︒ 

︵
一
︶

こ
れ
も
ま
た
周
知
の
話
だ
が
︑
岡
崎
の
化
猫
は
鍋
島
・
有
馬
と
並
ぶ
︿
日
本
三

大
化
猫
伝
説
﹀
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
四
世
鶴
屋
南
北
の
歌
舞
伎
﹃
独
道
中
五
十

三
次
﹄︵
文
政
10
︶
で
名
高
い
︒
あ
る
女
の
怨
念
が
死
ん
だ
母
親
に
憑
依
し
︑

十
二
単
衣
を
着
た
化
猫
と
な
っ
て
多
く
の
人
に
害
を
な
す
話
で
あ
り
︑
歌
川
国

芳
画
﹃
東
海
道
五
十
三
対
﹄﹁
岡
部
﹂︵
天
保
14
頃
︶
ほ
か
︑
数
多
く
の
浮
世
絵

が
描
か
れ
た
︒︿
道
中
も
の
﹀
の
浮
世
絵
が
︑
鏡
花
の
︿
旅
行
小
説
﹀
を
背
後

か
ら
支
え
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
︒

　
﹁
革
鞄
の
怪
﹂
で
は
︑
並
ん
だ
見
世
物
小
屋
に
入
っ
た
﹁
私
﹂
が
︑
筵む
し
ろ

の
上

に
唯た
ゞ

一ひ
と
つ個
置
か
れ
た
陰
気
な
光つ

沢や

を
持
っ
た
鼠
色
の
古
革
鞄
を
見
て
︑
悪
い
夢

に
魘
さ
れ
た
思
い
出
に
つ
な
が
り
︑
妖
し
い
雰
囲
気
を
伴
っ
て
眼
前
の
革
鞄
を

焦
点
化
し
て
い
く
︒﹁
さ
あ
〳
〵
看
板
に
無
い
処と
こ
ろ

は
木
曽
も
あ
る
よ
︒
木
曽
街

道
も
あ
る
よ
︒﹂︵
二
︶
と
い
う
客
寄
せ
の
口
上
の
出
典
は
未
詳
だ
が
︑
こ
こ
に

も
︿
道
中
も
の
﹀
と
の
関
連
が
見
出
せ
る
︒

　

見
世
物
小
屋
の
思
い
出
に
引
か
れ
た
﹁
私
﹂
は
︑
眼
前
の
革
鞄
の
中
に
︑
不

気
味
な
︑
謎
の
よ
う
な
も
の
が
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
想
像
す
る
︒

　

少
く
と
も
︑
あ
の
︑
絵
看
板
を
畳
込
ん
で
持
つ
て
居ゐ

て
︑
汽
車
が
隧ト
ン
ネ
ル道

へ
入
つ
た
︑
真
暗
な
煙
の
裡う

ち

で
︑
颯さ
つ

と
化
猫
が
女
を
噛
む
血
だ
ら
け
な
緋

の
袴
の
︑
真
赤
な
色
を
投
出
し
さ
う
に
考
へ
ら
れ
た
︒ 

︵
二
︶

鉄
道
の
隧ト
ン
ネ
ル道
が
化
猫
伝
説
と
結
び
つ
き
︑
妖
し
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
︒

泉
鏡
花
の
信
州
旅
行
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三

　

鏡
花
が
長
野
か
ら
篠
ノ
井
線
・
中
央
線
を
経
由
し
上
諏
訪
ま
で
赴
い
た
二
日

め
の
行
程
が
反
映
さ
れ
た
﹁
魔
法
罎
﹂
に
は
︑︿
日
本
三
大
車
窓
﹀
の
ひ
と
つ

﹁
姨
捨
駅
﹂
と
︑
当
時
日
本
第
二
位
の
長
さ
を
誇
っ
た
﹁
冠
着
隧
道
﹂
が
描
か

れ
る
︒
隧ト
ン
ネ
ル道
内
で
の
不
思
議
な
光
景
が
印
象
に
残
る
短
編
で
あ
る
︒

　

篠
ノ
井
駅
か
ら
ふ
た
つ
め
の
﹁
姨
捨
駅
﹂
は
︑
当
時
の
﹃
鉄
道
旅
行
案
内
﹄

︵
大
正
６

・
６

・
15
︑
鉄
道
院
︶
に
︑﹁
駅
前
の
眺
望
甚
佳
︑
屋や

代し
ろ

を
中
に
し
て
︑

左
右
に
幾
村
の
人
家
散
在
し
︑
千
曲
川
よ
り
川
中
島
の
あ
た
り
長
野
ま
で
善
光

寺
平
一
面
の
地
眼
下
に
見
渡
さ
れ
る
﹂
と
︑
そ
の
眺
望
が
謳
わ
れ
︑﹁
山
は
古

よ
り
名
高
き
日
本
第
一
の
観
月
の
勝
区
で
︑
駅
下
に
長
楽
寺
が
あ
る
︒
庫
裡
の

一
室
を
月
見
堂
と
云
ひ
︑
欄
を
設
け
て
月
見
に
便
し
て
あ
る
﹂
と
︑
観
月
の
名

所
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

　

こ
の
地
を
訪
ね
た
鏡
花
は
︑﹁
窓
々
は
恰あ

た
か

も
名
に
し
負お

ふ
田た

毎ご
と

の
月
の
や
う

な
汽
車
﹂︵
一
︶
と
︑
居
並
ぶ
客
車
の
窓
を
︑
棚
田
一
枚
ご
と
に
月
が
映
る
と

さ
れ
る
﹁
田
毎
の
月
﹂
に
な
ぞ
ら
え
︑﹁
海
抜
二
千
尺
の
峰
に
於
け
る
プ
ラ
ツ

ト
フ
ォ
ー
ム
は
︑
恰あ
た
か

も
雲
の
上
に
拵し
つ
ら

へ
た
白
き
瑪
瑙
の
桟
敷
で
あ
る
が
如
く

思
は
れ
た
﹂︵
二
︶
と
︑
美
し
く
表
現
す
る
︒
五
分
間
停
車
と
聞
い
て
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
に
降
り
立
っ
た
作
中
の
旅
客
は
︑﹁
実
に
い
ゝ
景
色
の
処と
こ
ろ

で
す

な
︒﹂﹁
月
見
堂
と
云い

ひ
ま
す
の
は
︒﹂︵
二
︶
な
ど
と
︑
駅
員
や
駅
夫
と
言
葉
を

交
わ
す
︒
事
前
に
﹃
鉄
道
旅
行
案
内
﹄
か
ら
予
備
知
識
を
得
て
い
て
︑
月
見
堂

の
所
在
を
尋
ね
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　
﹁
姨
捨
駅
﹂
は
明
治
三
十
三
年
十
一
月
開
業
︵
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
倶
楽
部
編

﹃
駅
︱
Ｊ
Ｒ
全
線
全
駅 

上
﹄
昭
和
63
・
９

・
10
︑
文
芸
春
秋
︶︒
ス
イ
ッ
チ

バ
ッ
ク
構
造
で
有
名
な
駅
﹇
写
真
Ⅰ
﹈
で
︑
蒸
気
機
関
車
の
給
水
施
設
が
あ
っ

た
︒
そ
の
た
め
︑
停
車
時
間
が
長
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
今
回
︑
鏡
花

は
途
中
下
車
し
な
か
っ
た
が
︑
五
分
間
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
か
ら
の
景
色
に

［写真Ⅰ］昭和初年の姨捨駅
（矢羽勝幸『姨捨山の文学』昭和63・11・20，信濃毎日新聞社）

電子データのため不掲載

泉
鏡
花
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心
衝う

た
れ
た
の
だ
ろ
う
︑
大
正
六
年
の
秋
︵
推
定
︶︑
雪
岱
と
ふ
た
り
で
篠
ノ

井
線
に
乗
っ
て
再
訪
し
︑
夕
刻
に
姨
捨
駅
で
下
車
し
て
月
を
眺
め
た
︒
こ
の
旅

が
﹁
革
鞄
の
怪
﹂
の
続
編
と
も
い
え
る
﹁
唄
立
山
心
中
一
曲
﹂︵﹁
改
造
﹂
大
正

９

・
12
︶
を
産
む
こ
と
と
な
る
︒

　

雪
岱
が
実
名
で
登
場
す
る
﹁
唄
立
山
心
中
一
曲
﹂
で
は
︑﹁
木と
く
さ賊
刈
る
と
云

ふ
歌
の
ま
ゝ
︑
研み
が

か
れ
出
づ
る
秋
の
夜
の
月
と
成
る
で
あ
ら
う
と
︑
其
の
気
で

篠
ノ
井
で
汽
車
を
乗
替
へ
た
︒
が
︑
日
の
短
い
頃
で
あ
る
か
ら
︑
五
時
そ
こ

〳
〵
と
言
ふ
の
に
最も

う
と
つ
ぷ
り
と
日
が
暮
れ
て
﹂︵
一
︶
と
︑
戸
惑
う
様
子

が
記
さ
れ
て
い
る
︒
当
時
の
時
刻
表
︵﹃
公
認
汽
車
汽
船
旅
行
案
内
﹄
大
正

４

・
３

︑
旅
行
案
内
社
︶
を
閲
す
る
と
︑
篠
ノ
井
発
午
後
四
時
二
十
三
分
︑
姨

捨
発
午
後
五
時
六
分
の
四
〇
二
列
車
を
使
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

　

た
だ
し
︑﹁
木
賊
刈
る
﹂
の
歌
は
︑﹁
そ
の
は
ら
山
の
木
の
間
よ
り
み
か
き
い

て
ぬ
る
秋
の
よ
の
月
﹂
と
つ
づ
く
︑﹃
夫
木
和
歌
抄
﹄
巻
二
十
︵
明
治
39
・

11
・
25
︑
国
書
刊
行
会
︶
収
録
の
源
仲
正
の
作
で
︑
長
野
県
西
端
阿
智
村
園
原

を
舞
台
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
姨
捨
で
詠
ま
れ
た
歌
で
は
無
く
︑
鏡
花
は
﹁
そ

の
は
ら
山
﹂
を
省
略
し
て
い
る
︒
同
じ
作
中
で
︑
こ
ち
ら
は
全
体
が
引
か
れ
る

﹁
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
更
科
や
姥
捨
山
に
照
る
月
を
み
て
﹂︵
一
︶
は
︑
た

と
え
ば
︑
一
枚
刷
﹃
信
州
更
級
郡
姨
捨
山
十
三
景
之
図
﹄︵
無
刊
記
︶
で
も
筆

頭
に
掲
げ
ら
れ
る
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
十
七
雑
歌
⎝上
よ
み
人
し
ら
ず
の
︑
姨

捨
山
を
代
表
す
る
歌
で
あ
る
︒

　
﹁
唄
立
山
心
中
一
曲
﹂
は
︑﹁
小
村
さ
ん
﹂
と
﹁
私
﹂
が
薄
暗
い
饂
飩
屋
の
二

階
で
︑
銀
流
し
の
藤
次
と
い
う
旅
回
り
の
鋳
掛
屋
か
ら
︑
飛
騨
の
山
奥
︑
仮
設

天
幕
の
電
信
局
で
起
こ
っ
た
四
角
関
係
の
悲
劇
を
聞
く
︒
花
嫁
の
片
袖
︑
妻
子

の
遺
骨
を
入
れ
た
革
鞄
︑
持
主
の
電
信
技
師
等
々
︑﹁
革
鞄
の
怪
﹂
を
引
き
継

ぐ
後
日
譚
で
︑
随
筆
形
式
の
枠
組
み
が
奇
譚
の
実リ
ア
リ
テ
ィ
ー在
を
保
証
す
る
︒
随
筆
調

の
部
分
で
は
︑﹁
十
三
夜
の
︑
そ
れ
も
四
日
ば
か
り
過
ぎ
た
日
の
事
﹂︵
一
︶
ゆ

え
︑
名
月
に
は
遅
れ
た
も
の
の
︑﹁
宵
の
明
星
が
晃き
ら
り然
と
蒼
い
﹂︵
二
︶︒
饂
飩

屋
の
女
房
が
﹁
あ
の
山
裾
が
︑
左
の
方
へ
入
江
の
や
う
に
拡
が
つ
て
︑
ほ
ん
の

り
奥
に
灯あ
か
り

が
見
え
る
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
︒
善
光
寺
平
で
ご
ざ
い
ま
し
て
ね
︒﹂

︵
二
︶
と
案
内
す
る
絶
景
は
︑
篠
ノ
井
線
﹁
姨
捨
駅
﹂
が
︿
日
本
三
大
車
窓
﹀

の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
︒
根
室
線
﹁
狩か
り

勝か
ち

峠と
う
げ

﹂・
肥
薩

線
﹁
矢
岳
越
﹂
と
を
併
せ
︑︿
日
本
三
大
車
窓
﹀
は
明
治
後
期
に
は
選
定
さ
れ

て
い
た
ら
し
い
︒

　
﹁
唄
立
山
心
中
一
曲
﹂
の
夜
景
に
対
し
︑﹁
魔
法
罎
﹂
で
は
﹁
空
も
山
も
︑
余

り
の
色い
ろ

彩ど
り

に
︑
我
は
果
し
て
何い
づ
こ処
に
あ
り
や
﹂︵
二
︶
と
嘆
息
す
る
彩
り
豊
か

な
秋
景
が
描
か
れ
て
い
る
︒
や
が
て
︑
発
車
︒﹁
山
々
谷
々
の
錦も
み
ぢ葉
の
錦
は
︑

照て
ら
〳
〵々

と
輝
か
ゞ
や
き

を
帯
び
て
颯さ
つ

と
目
の
前
に
又
巻
絹
を
解と
き

拡ひ
ろ

げ
た
﹂︵
四
︶︒
車
窓
か

ら
の
鮮
や
か
な
眺
め
に
心
動
か
さ
れ
︑
村
の
火
の
見
階は
し
ご子
を
見
て
は
﹁
山
姫
が

撞
木
を
当
て
て
︑
も
み
ぢ
の
紅
く
れ
な
ゐ

を
里
に
響
か
す
﹂︵
四
︶
空
想
に
ふ
け
っ
た

旅
客
だ
が
︑
突
然
︑
汽
車
が
隧
道
に
入
っ
て
視
界
が
遮
ら
れ
た
︒

泉
鏡
花
の
信
州
旅
行
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鏡
花
の
体
験
を
反
映
し
た
旅
客
﹁
彼
﹂
は
︑
隧
道
の
予
想
外
の
長
さ
に
驚
く

と
と
も
に
︑
窓
の
隙
間
か
ら
流
れ
込
む
激
し
い
煤
煙
に
噎
せ
込
む
︒﹁
毒
を
以

て
毒
を
制
す
と
遣や

れ
﹂︵
五
︶
と
ば
か
り
︑
巻ま
き
た
ば
こ莨
を
吸
っ
て
石
炭
臭
い
の
を

浚
っ
て
出
そ
う
と
す
る
が
︑
ふ
と
気
が
つ
く
と
︑
斜
め
向
こ
う
の
座
席
に
小
造

り
に
過
ぎ
る
ほ
ど
背
丈
格
好
の
小
さ
な
女
ふ
た
り
が
い
た
︒﹁
彼
﹂
は
︑
隧
道

工
事
の
荒
く
れ
工
夫
に
凌
辱
さ
れ
た
﹁
弱
き
棲ぬ

主し

た
ち
の
幻
ま
ぼ
ろ
し

﹂︵
六
︶
で
は

な
い
か
と
疑
い
︑
今
︑﹁
ぐ
ら
〳
〵
と
地な

震ゐ

ふ
る
墓
の
中
に
︑
一
所
に
住
ん
で

居
る
も
の
ゝ
や
う
な
思
ひ
﹂
に
囚
わ
れ
る
︒
汽
車
の
煙
は
﹁
畳
ま
り
積つ
も

る
霧
﹂︑

揺
れ
る
客
車
は
﹁
墓
穴
﹂
と
看
じ
た
︒

　

死
を
覚
悟
し
て
危
険
極
ま
り
な
い
隧
道
に
入
る
技
師
と
女
を
描
い
た
﹁
山
中

哲
学
﹂︵﹁
太
陽
﹂
明
治
30
・
12
︶
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
早
く
か
ら
鏡
花
に
は

隧
道
を
不
吉
な
構
造
物
と
捉
え
る
傾
向
が
あ
っ
た
︒﹁
山
中
哲
学
﹂
は
越
前
春

日
野
峠
に
掘
ら
れ
た
道
路
の
隧
道
だ
っ
た
が
︑﹁
魔
法
罎
﹂
は
鉄
道
の
隧
道
で

あ
り
︑
疾
走
感
が
も
た
ら
さ
れ
る
︒
鏡
花
は
︑
こ
の
隧
道
に
入
る
時
の
様
子
を

﹁
汽
車
は
天あ

た
ま窓
か
ら
︑
鈍に
ぶ

き
錐き
り

と
変
じ
て
︑
山
の
底
に
潜も
ぐ
り

込こ

む
が
如
き
︑
易や
す

か

ら
ぬ
も
の
の
気け
は
ひ勢
に
︑
少す
く
な

か
ら
ず
驚
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒﹂︵
四
︶
と
記
し
︑

車
内
の
轟
音
を
﹁
唯た
ゞ

瀧
に
捲
か
れ
た
如
く
に
響
く
﹂
と
︑
や
や
大
袈
裟
に
表
し

て
い
る
︒

　

こ
の
ト
ン
ネ
ル
は
︑
当
時
の
﹃
鉄
道
旅
行
案
内
﹄︵
大
正
６

・
６

・
15
︑
鉄

道
院
︶
の
﹁
院
線
に
於
け
る
著
大
な
る
隧
道
﹂
で
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

﹁
冠か
む
り

着ぎ

隧
道
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
篠
ノ
井
線
︑
姨
捨
︱

麻お

績み

︵
現
・
聖
高
原
︶

間
︑
八
七
一
四
呎
フ
ィ
ー
ト

︵
二
六
五
六
米
メ
ー
ト
ル

︶
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
で
︑
冠
着
山
の
下

を
貫
い
て
い
る
︒
小
林
寛
則
・
山
崎
宏
之
﹃
鉄
道
と
ト
ン
ネ
ル
︱
日
本
を
つ
ら

ぬ
く
技
術
発
展
の
系
譜
﹄︵
平
成
30
・
４

・
20
︑
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︶
が
記
す

よ
う
に
︑
明
治
三
十
三
年
十
一
月
に
開
通
︒
明
治
三
十
六
年
二
月
に
中
央
線

﹁
笹さ
さ

子ご

隧
道
﹂
が
開
通
す
る
ま
で
︑
本
邦
第
一
の
長
さ
を
誇
っ
て
い
た
︒
姨
捨

側
か
ら
は
二
十
五
パ
ー
ミ
ル
の
急
勾
配
を
登
る
の
で
︑
蒸
気
機
関
車
は
激
し
い

煙
を
出
す
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
対
策
と
し
て
︑
列
車
が
隧
道
に
入
り
切
る
と
入

口
に
垂
れ
幕
を
下
ろ
し
て
風
が
吹
き
抜
け
る
の
を
防
ぐ
隧
道
幕
が
設
置
さ
れ
て

い
た
︒
鏡
花
が
車
内
に
も
流
れ
込
む
煤
煙
を
作
品
に
取
り
込
ん
だ
の
も
︑
事
実

に
即
し
て
い
る
︒

　
﹁
冥
界
の
伴み

ち
づ
れ侶
か
︑
墓
の
相あ
ひ

借じ
や
く

家か

か
﹂︵
六
︶
と
ま
で
看
じ
た
ふ
た
り
の
女

は
︑
汽
車
が
ト
ン
ネ
ル
を
出
る
と
別
條
な
く
普
通
の
大
き
さ
に
な
っ
て
い
た
︒

﹁
矢や
つ
ぱ張
り
隧ト
ン
ネ
ル道
に
悩
ん
だ
ん
だ
﹂︒
近
代
土
木
工
事
技
術
の
成
果
で
あ
る
鉄
道
ト

ン
ネ
ル
を
幻
想
空
間
出
現
の
場
と
す
る
と
こ
ろ
に
︑
鏡
花
文
学
の
特
徴
が
あ
る
︒

こ
の
後
︑
列
車
が
塩
尻
に
近
づ
く
と
︑
そ
れ
ま
で
座
席
に
横
倒
れ
に
寝
て
い
た

鳥
撃
ち
の
帰
り
ら
し
い
大お
ほ
お
の
こ

漢
子
が
立
ち
上
が
り
︑
ふ
た
り
の
女
の
頸え
り

上が
み

を
む
ず

と
掴
ん
で
引
っ
立
て
る
︒﹁
呆あ
つ

気け

に
取
ら
れ
た
彼
を
一
人
室
内
に
残
し
て
︑
悠

然
と
扉
を
出
た
の
で
あ
る
︒
／
あ
と
の
︑
も
の
凄
さ
﹂︵
七
︶︒
幻
想
の
余
韻
が

漂
う
前
半
の
幕
切
れ
で
あ
る
︒

泉
鏡
花
の
信
州
旅
行
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ト
ン
ネ
ル
に
対
す
る
鏡
花
の
関
心
は
深
く
︑﹁
冠
着
隧
道
﹂
に
入
っ
た
時
︑

﹁
此
の
隧ト
ン
ネ
ル道
は
以
て
の
外ほ
か

鎖
チ
ェ
イ
ン

︵
ヤ
ー
ド
ポ
ン
ド
法
の
長
さ
の
単
位
︱
引
用
者

注
︶
が
あ
る
﹂︵
四
︶
と
感
じ
︑﹁
普
通
我わ
が

国く
に

第
一
と
称と
な

へ
て
︑︵
代て
ん
こ
う
に
か
は
る

天
工
︶

と
銘
打
つ
た
と
聞
く
︑
甲
州
笹さ
ゝ
ご子
の
隧ト
ン
ネ
ル道
よ
り
︑
寧む
し

ろ
此
の
方
が
長
い
か
も
知

れ
ぬ
﹂
と
︑﹁
笹
子
隧
道
﹂
を
想
起
す
る
︒
東
京
に
戻
る
際
に
必
ず
通
ら
ね
ば

な
ら
な
い
ト
ン
ネ
ル
で
あ
り
︑
そ
れ
を
避
け
る
た
め
﹁
一い
つ
そ層
中
仙
道
を
中
央
線

で
︑
名
古
屋
へ
大
廻
り
を
し
よ
う
か
と
思
つ
た
く
ら
ゐ
﹂︵
五
︶
と
ま
で
考
え

る
大
仰
さ
が
読
者
の
苦
笑
を
誘
う
︒﹁
笹
子
隧
道
﹂
は
︑
前
出
の
﹁
院
線
に
於

け
る
著
大
な
る
隧
道
﹂
に
︑
中
央
本
線
︑
初は
じ

鹿か

野の

︱

笹
子
間
︑
一
五
二
七
五

呎
フ
ィ
ー
ト

︵
四
六
五
六
米
メ
ー
ト
ル

︶
と
記
さ
れ
る
ト
ン
ネ
ル
で
︑
昭
和
六
年
九
月
に
上
越

線
﹁
清
水
ト
ン
ネ
ル
﹂︵
九
七
〇
二
米
メ
ー
ト
ル

︶
が
開
通
す
る
ま
で
︑
日
本
一
の
長

さ
を
維
持
し
て
い
た
︒
鏡
花
が
信
州
を
旅
し
た
大
正
二
年
の
時
点
で
は
︑﹁
笹

子
隧
道
﹂
が
第
一
位
︑﹁
冠
着
隧
道
﹂
が
第
二
位
の
長
さ
を
誇
っ
て
い
た
の
で

あ
る
︒

　

ト
ン
ネ
ル
の
笹
子
側
に
は
伊
藤
博
文
が
揮
毫
し
た
﹁
因
地
利
︵
地
の
利
に

因
っ
て
︶
﹂
と
い
う
扁
額
が
︑
初
鹿
野
側
に
は
山
縣
有
朋
が
揮
毫
し
た
﹁
代
天

工
︵
天
に
代
わ
っ
て
工
事
を
行
な
う
︶
﹂
と
い
う
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

︵
前
出
﹃
鉄
道
と
ト
ン
ネ
ル
︱
日
本
を
つ
ら
ぬ
く
技
術
発
展
の
系
譜
﹄﹁
扁
額
の

い
ろ
い
ろ
﹂
︶︒
鏡
花
は
︑
ト
ン
ネ
ル
の
完
成
を
祝
し
て
時
の
権
力
者
が
揮
毫

し
た
扁
額
の
鉄
道
知
識
ま
で
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

日
本
三
大
車
窓
の
ひ
と
つ
﹁
姨
捨
駅
﹂
か
ら
︑
延
長
距
離
本
邦
第
二
位
﹁
冠

着
隧
道
﹂
へ
︒
明
る
く
開
か
れ
た
光
景
か
ら
︑
暗
く
閉
じ
ら
れ
た
空
間
へ
︒
急

激
に
変
化
す
る
展
開
は
︑
徒
歩
で
旅
す
る
時
代
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
︑
鉄
道

旅
行
な
ら
で
は
の
疾
走
感
で
あ
ろ
う
︒
鏡
花
は
そ
の
特
性
を
独
自
の
幻
想
文
学

に
活
か
し
た
の
で
あ
る
︒

四

　
﹁
魔
法
罎
﹂
後
半
は
︑
上
諏
訪
の
旅
宿
菊
屋
が
舞
台
と
な
る
︒
塩
尻
で
大
漢

子
と
ふ
た
り
の
女
を
降
ろ
し
た
汽
車
は
︑
中
央
線
を
東
に
向
か
い
︑
下
諏
訪
か

ら
乗
り
込
ん
だ
商
人
風
の
男
が
そ
の
空
席
に
座
っ
た
︒
別
に
異
変
は
起
こ
ら
ず
︑

旅
客
﹁
彼
﹂
は
上
諏
訪
駅
で
下
車
す
る
︒﹁
改
札
口
を
冷
く
出
る
と
︑
四あ
た
り辺
は

山
の
陰
に
︑
澄
渡
つ
た
湖
を
包
ん
で
︑
月
に
照
返
さ
る
ゝ
為
か
︑
漆
の
如
く
艶

や
か
に
︑
黒
く
︑
且
つ
玲
瓏
と
し
て
透す
き

通と
ほ

る
﹂︵
八
︶︒
折
悪
し
く
︑
目
の
前
か

ら
人
力
車
が
三
台
駆
け
出
し
て
︑﹁
彼
﹂
は
宿
へ
徒
歩
で
の
移
動
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
︒﹁

︱
俥
が
三
台
︑
人
が
三
人

︱
﹂︑
大
漢
子
の
一
行
は
塩
尻
で
下

車
せ
ず
︑
車
室
を
変
え
て
上
諏
訪
ま
で
来
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
︑
上
諏
訪

駅
を
写
し
た
古
絵
葉
書
︵
無
刊
記
︶
を
掲
げ
た
い
﹇
写
真
Ⅱ
﹈︒
間
近
に
諏
訪

湖
を
控
え
て
大
き
な
駅
舎
が
建
つ
︒
駅
前
広
場
に
は
客
待
ち
の
人
力
車
が
二
台
︒

鏡
花
が
描
い
た
実
景
に
近
い
︒

　

当
初
か
ら
諏
訪
に
一
泊
と
予
定
し
て
い
た
﹁
彼
﹂
は
︑﹁
其
の
宿し

ゆ
く

の
名
は
︑

泉
鏡
花
の
信
州
旅
行
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八
重
垣
姫
と
︑
随
筆
の
名
で
︑

余よ

所そ

な
が
ら
︑
未
見
の
知
己
︒

初
対
面
の
従
姉
妹
と
︑
伯
父

さ
ん
ぐ
ら
ゐ
に
思
つ
て
居

た
﹂
と
︑
親
愛
の
情
を
表
す
︒

八
重
垣
姫
は
︑
歌
舞
伎
﹃
本

朝
廿
四
孝
﹄︵
明
和
３

︶
に

登
場
す
る
長
尾
謙
信
の
娘
︒

武
田
信
玄
の
子
息
勝
頼
と
恋

仲
だ
が
︑
両
家
は
信
濃
の
領

地
を
争
っ
て
い
る
た
め
に
結

ば
れ
な
い
︒
謙
信
が
預
か
っ

た
ま
ま
返
そ
う
と
し
な
い
信

玄
秘
蔵
の
︿
諏
訪
法
性
の
兜
﹀
を
め
ぐ
っ
て
話
は
展
開
す
る
︒
兜
を
掲
げ
て
見

得
を
切
る
八
重
垣
姫
の
姿
が
見み

所ど
こ
ろ

で
︑
湖
畔
に
像
が
建
つ
ほ
ど
の
諏
訪
湖
を

代
表
す
る
人
物
で
あ
る
︒
父
謙
信
が
討
手
を
差
し
向
け
た
危
機
を
勝
頼
に
伝
え

る
べ
く
︑
兜
に
祈
り
霊
狐
の
加
護
を
得
た
八
重
垣
姫
は
︑
湖
の
空
を
狐
火
と
と

も
に
渡
っ
て
い
く
︒︿
諏
訪
七
不
思
議
﹀
の
第
一
﹁
御お
み

神わ

渡た

り
﹂
の
伝
承
を
取

り
合
わ
せ
た
と
さ
れ
る
︵
石
橋
健
一
郎
﹁
八
重
垣
姫
﹂︑
古
井
戸
秀
夫
編
﹃
歌

舞
伎
登
場
人
物
事
典
︵
普
及
版
︶
﹄
平
成
22
・
７

・
10
︑
白
水
社
︶︒

　
﹁
彼
﹂
が
親
し
ん
だ
と
い
う
﹁
随
筆
の
名
﹂
は
特
定
で
き
な
い
が
︑
た
と
え

ば
︑
百
井
塘
雨
﹃
笈
埃
随
筆
﹄︵
寛
政
６

以
前
︶
巻
之
六
﹁
諏
訪
湖
﹂
に
は
︑

﹁
尺
余
の
氷
の
真
中
に
一
文
字
に
裂
破
る
︒
そ
の
幅
三
尺
計
り
︑
向
ひ
路
よ
り

爰
方
に
貫
け
り
︒﹂
と
﹁
御
渡
り
﹂
の
様
子
が
記
さ
れ
︑﹁
諏
訪
の
湖
や
氷
の
上

の
通
ひ
路
は
神
の
わ
た
り
て
解
る
な
り
け
り
﹂
と
︑﹃
堀
川
百
首
﹄
の
歌
が
引

か
れ
て
い
る
︵﹃
日
本
随
筆
大
成 

第
二
期
巻
六
﹄
昭
和
３

・
11
・
１

︑
日
本
随

筆
大
成
刊
行
会
︶︒
活
字
本
の
刊
行
は
昭
和
期
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
︑﹁
写

本
と
し
て
諸
所
に
伝
え
ら
れ
﹂︵
丸
山
季
夫
﹁
解
題
﹂﹃
日
本
随
筆
大
成  

第
二

期
12
﹄
昭
和
49
・
６

・
10
︑
吉
川
弘
文
館
︶︑
柳
田
国
男
﹃
山
の
人
生
﹄︵
大
正

15
・
11
・
15
︑
郷
土
研
究
社
︶
に
も
書
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
鏡
花

も
写
本
に
親
し
ん
で
い
た
可
能
性
も
あ
る
︒

　

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
歌
舞
伎
や
伝
承
に
深
い
関
心
を
抱
く
鏡
花
が
︑
上
諏
訪

温
泉
探
訪
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
大
正
期
に
刊
行
さ
れ

た
︑
温
泉
研
究
会
編
﹃
全
国
温
泉
案
内
﹄︵
大
正
13
・
４

・
12
︑
日
本
書
院
︶

﹁
上
諏
訪
温
泉
﹂
の
項
は
︑﹁
気
候
は
土
地
が
高
燥
で
あ
る
か
ら
︑
空
気
な
ど
は

常
に
清
新
で
︑
四
季
を
通
じ
て
気
温
や
気
流
の
激
変
が
な
い
の
で
療
浴
に
は
四

時
共
に
好
適
で
あ
る
﹂
と
賞
賛
し
つ
つ
︑﹁
湖
水
が
見
渡
さ
れ
る
様
な
設
備
が

し
て
あ
る
旅
館
が
な
い
こ
と
﹂
を
惜
し
ん
で
い
る
︒
牡
丹
屋
︑
諏
訪
ホ
テ
ル
︑

布
半
︑
甘
精
軒
と
︑
旅
館
名
が
挙
げ
ら
れ
る
が
︑﹁
菊
屋
﹂
は
見
出
せ
な
い
︒

あ
る
い
は
牡
丹
屋
の
牡
丹

0

0

を
菊0

に
変
え
た
命
名
か
も
し
れ
な
い
︒
時
代
は
下
が

［写真Ⅱ］上諏訪停車場（無刊記，上諏訪町博信堂）

電子データのため不掲載
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信
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る
が
︑
昭
和
六
年
発
行
の
﹃
鉄
道
沿
線 

ポ
ケ
ッ
ト
旅
館
案
内
﹄︵
昭
和
６

・

１

・
10
︑
旅
行
研
究
社
︶
に
︑
牡
丹
屋
は
﹁
上
諏
訪
本
町 

駅
よ
り
五
丁 

上
客

向
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
官
公
吏
学
生
向
﹂﹁
商
人
向
﹂
な
ど
他
の
旅
館
に
比

べ
︑
高
級
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ち
な
み
に
︑
大
正
・
昭
和
期
に
鏡
花
が
利

用
し
た
宿
に
は
高
級
旅
館
が
多
い
︒
今
回
は
経
済
的
に
豊
か
な
堀
尾
成
章
の
後

援
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
上
諏
訪
本
町
の
牡
丹
屋
は
︑
作
中
の
﹁
町
通
り
の

其
の
菊
屋
﹂︵
八
︶
と
所
在
地
も
一
致
す
る
︒
湖
の
眺
望
は
得
ら
れ
な
か
っ
た

よ
う
だ
︒

　

十
一
月
の
諏
訪
は
寒
い
︒
新
し
い
浴
衣
に
着
換
え
て
湯
殿
へ
急
ぐ
﹁
彼
﹂
は
︑

途
中
︑
広
間
で
玩お
も
ち
や

弄
具
の
鳥
を
操
る
ひ
と
り
の
女
を
見
る
︒
き
り
〳
〵
︑
き
り

〳
〵
︒
き
い
こ
︑
き
つ
こ
︑
き
い
こ
︙
︙
︒
停ス
テ
イ
シ
ヨ
ン

車
場
か
ら
俥
で
走
ら
せ
た
三
人

の
客
の
姿
は
見
え
ず
︑﹁
彼
﹂
は
女
に
手
招
か
れ
る
︒
こ
の
先
の
展
開
が
期
待

さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
︑﹁

︱
此
に
就
い
て
︑
別
に
物
語
が
あ
る
の
で
あ
る
︒﹂

︵
十
︶
と
︑
話
は
中
断
さ
れ
る
︒
未
完
の
小
説
で
あ
り
︑
篠
ノ
井
線
車
中
の
前

半
と
︑
上
諏
訪
温
泉
旅
宿
の
後
半
と
の
つ
な
が
り
も
判
然
と
し
な
い
︒
大
漢
子

が
荷
物
棚
か
ら
片
手
摑
み
に
引
き
下
ろ
す
﹁
革
紐
の
魔
法
罎
﹂︵
七
︶
が
題
名

に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
前
半
の
隧
道
で
の
不
思
議
に
力
点
が
置
か
れ

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　

と
こ
ろ
で
︑﹁
魔
法
罎
﹂
に
描
か
れ
た
汽
車
の
進
行
に
は
疑
問
が
残
る
︒
前

出
の
﹃
汽
車
汽
船
旅
行
案
内
﹄︵
大
正
１

・
９

︑
旅
行
案
内
社
︶
と
照
合
す
る

と
︑﹁
長
野
で
弁
当
を
買
つ
た
﹂︵
三
︶
と
の
記
述
か
ら
︑﹁
彼
﹂
が
乗
車
し
た

の
は
︑
長
野
発
午
後
零
時
十
五
分
︑
姨
捨
発
午
後
一
時
十
八
分
︑
塩
尻
着
午
後

三
時
四
十
三
分
の
七
〇
四
列
車
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
真
昼
で
あ
る
は
ず
の
姨
捨
付
近
の
車
窓
が
﹁
峰
は
木
の
葉
の
虹
で
あ
る
︑

谷
は
錦
の
淵ふ

ち

で
あ
る
︒
︙
︙
信
濃
の
秋
の
山
深
く
︑
霜
に
冴
え
た
夕
月
の
色
を
︑

ま
あ
︑
何
と
言
は
う
︒﹂︵
一
︶
と
夕
方
の
景
色
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が

第
一
の
矛
盾
︒
ま
た
︑﹁
塩
尻
︑
塩
尻

︱
中
央
線
は
乗の
り

換か
へ

︒﹂︵
七
︶
と
の
ア

ナ
ウ
ン
ス
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
彼
﹂
が
乗
っ
た
汽
車
は
そ
の
ま
ま

上
諏
訪
に
向
か
っ
た
こ
と
が
第
二
の
矛
盾
︒
東
京
と
名
古
屋
を
結
ぶ
中
央
線
は
︑

塩
尻
を
境
に
し
て
︑
東
京
方
面
を
中
央
東
線
︑
名
古
屋
方
面
を
中
央
西
線
と
通

称
さ
れ
る
︒
七
〇
四
列
車
は
中
央
西
線
に
当
た
る
名
古
屋
行
で
あ
り
︑
実
際
の

鏡
花
は
い
っ
た
ん
塩
尻
で
下
車
︑
お
よ
そ
一
時
間
の
待
ち
合
わ
せ
の
後
︑
塩
尻

発
午
後
四
時
四
十
四
分
の
中
央
東
線
四
一
八
列
車
に
乗
り
換
え
︑
上
諏
訪
に
午

後
六
時
十
二
分
に
着
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
菊
屋
の
紋
が
付
い
た
提
灯
を
提
げ

た
函は
こ

車ぐ
る
ま

︵
荷
物
運
搬
俥
︱
引
用
者
注
︶
が
﹁
一
散
に
黒
く
成
つ
て
が
ら
〳
〵

と
月
夜
を
駈か
け

出だ

す
︒
︙
︙
﹂︵
八
︶
夜
景
は
実
際
に
即
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
細

部
に
拘
っ
て
読
め
ば
気
づ
く
矛
盾
に
過
ぎ
ず
︑
も
ち
ろ
ん
︑
作
品
の
魅
力
に
関

わ
る
問
題
で
は
な
い
︒
夕
刻
か
ら
夜
へ
︑
時
間
展
開
を
な
め
ら
か
に
し
て
読
者

を
導
く
配
慮
が
施
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
た
い
︒

泉
鏡
花
の
信
州
旅
行
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五

　
﹁
魔
法
罎
﹂
後
半
︑﹁
彼
﹂
が
菊
屋
で
出
会
っ
た
玩
弄
具
の
鳥
を
操
る
女
の
︑

︿
別
の
物
語
﹀
が
著
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
に
代
わ
る
の
が
︑
同
じ

旅
宿
を
舞
台
と
す
る
﹁
袙
奇
譚
﹂
で
あ
る
︒

︱
主
人
公
は
松
沢
孫
一
︒
少
々

工
面
の
好
い
男
等
々
力
と
︑
年と
し

少わ
か

な
新
郷
と
︑
三
人
で
信
濃
の
旅
に
出
た
︒
深

夜
︑
上
諏
訪
の
旅
宿
を
忍
び
出
て
︑
城
裏
の
遊
廓
に
遊
ん
だ
翌
朝
︑
等
々
力
が

金
時
計
を
紛
失
し
た
こ
と
に
気
づ
く
︒
楼
の
女
将
や
番
頭
が
冷
た
く
あ
し
ら
う

中
︑
等
々
力
の
相あ
い

方か
た

を
務
め
た
遊
女
袙あ
こ
め

が
親
切
に
対
応
し
て
く
れ
た
お
か
げ

で
︑
無
事
︑
み
つ
か
っ
た
︒
楼
の
女
将
に
逆
ら
っ
た
袙
の
身
を
心
配
し
た
等
々

力
は
︑
松
沢
に
そ
の
後
の
様
子
を
窺
う
よ
う
に
依
頼
す
る
︒

︱

　
﹁
革
鞄
の
怪
﹂﹁
魔
法
罎
﹂
で
は
﹁
私
﹂
や
﹁
彼
﹂
の
ひ
と
り
旅
と
さ
れ
て
い

た
が
︑
こ
の
﹁
袙
奇
譚
﹂
で
は
実
際
に
即
し
た
三
人
旅
が
描
か
れ
て
い
る
︒
松

沢
は
鏡
花
︑
等
々
力
は
成
章
︑
新
郷
は
雪
岱
を
モ
デ
ル
と
す
る
︒
た
だ
︑
旅
程

は
実
際
と
は
逆
方
向
で
進
ん
で
い
る
︒
東
京
か
ら
甲
府
を
通
過
し
て
上
諏
訪
ま

で
や
っ
て
き
た
往ゆ

路き

の
三
人
づ
れ
だ
が
︑
そ
の
先
は
別
行
動
が
予
定
さ
れ
て
い

た
︒
本
郷
は
塩
尻
で
乗
り
換
え
て
名
古
屋
か
ら
伊
勢
路
へ
︑
等
々
力
は
長
野
で

別
れ
て
越
路
へ
︑
松
沢
は
碓
氷
を
通
っ
て
東
京
へ
引
き
返
す
つ
も
り
だ
っ
た
︒

等
々
力
に
頼
ま
れ
た
松
沢
は
予
定
を
変
え
︑
後
戻
り
し
て
ふ
た
た
び
同
じ
旅
宿

に
泊
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
﹁
昔
の
本
陣
と
か
言
ふ
︑
づ
つ
し
り
重
い
建た
て

も
の
﹂︵
一
︶
の
客
室
か
ら
長
廊

下
を
浴
室
へ
降
り
る
道
筋
は
﹁
魔
法
罎
﹂
と
同
じ
で
︑
た
ど
り
着
い
た
浴
場
で

松
沢
は
︑﹁
叱し
ツ

︑
叱し
ツ

︑
ふ
ツ
︑
ふ
ツ
︒﹂
と
掛
け
声
を
し
な
が
ら
手
ぬ
ぐ
い
で

掬し
や
く

っ
た
湯
を
流な
が
し場
の
石
畳
に
刎は

ね
上
げ
る
奇
怪
な
老
爺
に
出
会
う
︒

︱
甲

府
の
資
産
家
の
老
婆
が
︑
あ
る
時
︑
視
界
に
現
れ
た
緋
の
袴
の
姫
に
桧
扇
で
煽

が
れ
︑
飛
び
散
っ
て
く
る
細
か
な
泡
が
変
じ
た
百
を
こ
え
る
小
さ
な
生
首
に
つ

き
ま
と
わ
れ
る
︒
こ
の
幻
覚
は
︑
や
が
て
連
れ
合
い
の
老
爺
に
も
伝う

染つ

り
︑
湯

治
先
の
上
諏
訪
で
生
首
を
追
い
払
お
う
と
し
て
湯
を
刎は

ね
上
げ
て
い
た
の
で
あ

る
︒
後
程
︑
壁
の
破
れ
目
か
ら
隣
室
を
覗
い
た
松
沢
の
眼
に
︑
緋
の
袴
を
着
け

て
横
た
わ
る
女
に
件
の
老
爺
老
婆
が
絡
み
つ
く
様
子
が
映
っ
た
︒
緋
の
袴
の
女

は
︑
看
病
と
い
う
約
束
で
身
請
け
さ
れ
た
袙
で
あ
り
︑
姫
の
姿
に
装
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
︒
以
前
に
雇
わ
れ
た
看
護
婦
が
辛
い
目
に
遭
っ
て
い
た
と
知
っ
た

袙
は
︑
老
夫
婦
の
手
か
ら
逃
げ
て
知ち

か
づ
き己
の
茶
屋
に
潜
ん
だ
︒
翌
日
︑
諏
訪
明
神

に
詣
で
た
帰
途
︑
偶
然
︑
茶
屋
の
小
座
敷
で
袙
を
見
か
け
た
松
沢
は
︑﹁
確し
つ
か

り

お
し
︑
私
た
ち
が
︒﹂
と
︑
後
ろ
盾
に
な
る
こ
と
を
約
束
す
る
︒

︱

　

細
か
な
泡
が
変
じ
た
数
知
れ
な
い
生
首
の
奇
想
は
無
類
で
あ
り
︑
そ
の
増
殖

が
何
と
も
言
え
な
い
粘
着
感
を
呼
び
起
こ
す
︒
別
の
形
で
だ
が
︑
粘
着
感
は
冒

頭
の
松
沢
の
頭
に
も
現
れ
る
︒
旅
宿
で
床
に
入
っ
た
松
沢
は
︑
ひ
と
り
で
に
口

を
衝つ

い
て
出
て
来
る
﹁
諏
訪
の
旅
籠
屋
︑
三
輪
の
茶
屋
︙
︙
諏
訪
の
旅
籠
屋
︑

三
輪
の
︙
︙
﹂︵
一
︶
と
い
う
歌
に
悩
ま
さ
れ
︑﹁
奈
良
と
諏
訪
で
は
︑
考
へ
て

泉
鏡
花
の
信
州
旅
行
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見
た
処と
こ
ろ

で
︑
第
一
︑
洒
落
処ど
こ
ろ

か
︑
語
呂
も
合
は
ず
︑
地
口
の
真
似
事
に
も
成

ら
な
い
の
に
﹂︑
ま
ん
じ
り
と
し
て
目
が
冴
え
て
寝
ら
れ
は
し
な
い
︒
こ
の
音

曲
は
︑
近
松
浄
瑠
璃
﹃
冥
途
の
飛
脚
﹄︵
正
徳
１

以
前
︶
に
用
い
ら
れ
た
︑
清

元
﹃
梅
川
﹄︵
文
政
７

︶
の
道
行
﹁
借
り
駕
籠
に
日
を
送
り
︑
奈
良
の
旅
籠
屋

三
輪
の
茶
屋
︑
五
日
三
日
︑
夜
を
明
か
し
﹂
の
︿
替
え
歌
﹀
で
あ
る
︒﹁
紫
障

子
﹂︵﹁
新
小
説
﹂
大
正
８

・
３

～
４

︶
の
奈
良
の
宿
で
﹁
此
が
︑
名
代
の
奈
良

の
旅
籠
屋
や
て
︒﹂﹁
三
輪
の
茶
屋
と
一
所
に
︑
唄
に
あ
り
ま
す
や
ろ
﹂︵
七
︶

と
い
う
や
り
と
り
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
鏡
花
の
愛
唱
歌
だ
っ
た
︒
い
っ

た
ん
取
り
憑
か
れ
る
と
頭
か
ら
離
れ
な
い
フ
レ
ー
ズ
は
︑
多
く
の
読
者
も
経
験

し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
ん
な
共
感
を
呼
ぶ
書
き
出
し
で
あ
る
︒

　

次
い
で
松
沢
は
︑
風
邪
ひ
き
か
ら
耳
を
痛
め
た
去
年
の
暮
れ
︑
ふ
い
と
口
を

衝つ

い
て
出
た
唄
﹁
一い
つ

ち
く
︑
た
ツ
ち
く
︑
太
衛
門
ど
ん
の

︱
﹂︵
二
︶
を
思

い
出
す
︒﹁
一
ち
く
︑
た
ツ
ち
く
太
衛
門
ど
ん
︒
乙お
と

媛ひ
め

様さ
ま

は
︑
ち
ん
が
ら
ぽ
ん

に
追
は
れ
て
︑
泣
く
声
聞
け
ば
︑
痛
い
と
も
言
は
ず
︑
痒
い
と
も
言
は
ず
︑
唯た
ゞ

泣
く
ば
か
り
︒﹂︵
八
︶
と
つ
づ
く
歌
詞
が
︑
今
︑
上
諏
訪
の
宿
で
も
耳
を
離
れ

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
わ
ら
べ
唄
は
︑
鏡
花
が
序
文
を
寄
せ
た
童
謡
研

究
会
編
﹃
諸
国
童
謡
大
全
﹄︵
明
治
42
・
９

・
15
︑
春
陽
堂
︶﹁
東
京 

遊
戯
唄
﹂

に
︑﹁
い
ツ
ち
く
た
ツ
ち
く
太
衛
門
ど
ん
の
乙
姫
様
が
︑
湯
屋
で
圧お

さ
れ
て
鳴

く
声
聞
け
ば
︑
チ
ン
〳
〵
マ
ゴ
〳
〵
オ
シ
ヤ
リ
コ
シ
ヤ
リ
コ
︒﹂
の
歌
詞
で
収

め
ら
れ
て
い
る
︒﹁
宝
暦
明
和
年
間
江
戸
に
於
て
行
は
れ
し
童
謡
を
集
め
た
﹂

︵﹃
近
世
文
芸
叢
書
第
十
一 

俚
謡
﹄﹁
緒
言
﹂
明
治
45
・
１

・
30
︑
国
書
刊
行

会
︶
行
智
編
﹃
童
謡
集
﹄
に
も
﹁
い
つ
ち
く
た
つ
ち
く
た
ん
ゑ
む
ど
ん
の
お
と

姫
が
引

︑
ゆ
引

屋
で
お
さ
れ
て
な
く
声
は
引

︑
ち
ん
〳
〵
も
ん
が
ら
〳
〵
︑
お
ひ

や
り
こ
ひ
や
引

り
こ
︑﹂
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
︑﹁
古
い
鬼
き
め
歌
﹂︵
尾
原
昭

夫
編
﹃
日
本
の
わ
ら
べ
歌
全
集
７ 

東
京
の
わ
ら
べ
歌
﹄
昭
和
54
・
10
・
28
︑

柳
原
書
店
︶
だ
っ
た
︒
須
田
千
里
氏
﹁
解
説
﹂︵﹃
新
編
泉
鏡
花
集
第
八
巻 

信

州
飛
騨
﹄
平
成
16
・
１

・
７

︑
岩
波
書
店
︶
で
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
︒
松
沢
の

頭
に
浮
か
ん
だ
歌
詞
に
は
出
て
こ
な
い
が
︑﹁
湯
屋
で
圧お

さ
れ
て
﹂
の
一
節
が

︿
温
泉
﹀
に
通
じ
る
と
言
え
な
く
も
な
い
︒

　

白
衣
緋
の
袴
姿
の
袙
が
﹁
乙
媛
様
﹂︑
奇
怪
な
老
爺
が
﹁
ち
ん
が
ら
ぽ
ん
﹂

に
比
定
さ
れ
る
よ
う
に
︑
わ
ら
べ
唄
は
作
品
の
展
開
に
つ
な
が
る
︒
振
り
返
れ

ば
︑﹁
魔
法
罎
﹂
後
半
の
女
は
︑﹁
池
に
面
し
た
大
広
間
︑
中
は
四
五
十
畳
と
思

は
る
ゝ
﹂︵
十
︶
座
敷
で
︑﹁
き
り
〳
〵
︑
き
り
〳
〵
︒
／
き
い
こ
︑
き
つ
こ
︑

き
い
こ
﹂
と
︑
玩
弄
具
の
鳥
を
遊
ば
せ
て
い
た
︒﹁
袙
奇
譚
﹂
の
袙
も
ま
た
︑

﹁
十
五
六
畳
︑
二
十
畳
︑
じ
と
〳
〵
霞
ん
だ
︑
湿
つ
ぽ
い
︑
そ
し
て
だ
ゞ
つ
広

い
大お
ほ
き

な
室ま

﹂︵
六
︶
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
を
見
た
松
沢
の
頭
に
去

来
す
る
﹁
一
ち
く
︑
た
ツ
ち
く
﹂
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
効
用
が
共
通
す
る
︒

﹁

︱
此
に
就
い
て
︑
別
に
物
語
が
あ
る
の
で
あ
る
︒﹂
と
し
て
中
絶
し
た
﹁
魔

法
罎
﹂
か
ら
二
年
半
近
く
︒
鏡
花
は
細
か
な
生
首
増
殖
の
構
想
を
得
て
︑﹁
袙

奇
譚
﹂
と
題
し
た
新
た
な
幻
想
文
学
を
立
ち
上
げ
た
の
だ
っ
た
︒
そ
の
虚
構
の

泉
鏡
花
の
信
州
旅
行
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真リ
ア
リ
テ
ィ

実
性
を
︑
松
沢
の
頭
に
固
着
し
た
ふ
た
つ
の
歌
が
支
え
て
い
る
︒

　

同
じ
旅
宿
を
舞
台
と
し
た
二
作
品
︒
大
広
間
や
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
﹁
魔
法
罎
﹂

後
半
と
共
通
す
る
﹁
袙
奇
譚
﹂
に
は
︑﹁
だ
ゞ
つ
広
い
大お
ほ
き

な
室ま

﹂
を
透
き
見
し

た
松
沢
が
﹁
陣
屋
へ
忍
ん
で
︑
諏
訪
法
相マ
マ

と
︑
云
ふ
の
に
手
を
掛
け
る
と
齋ひ
と

し

い
﹂︵
六
︶
と
自
嘲
す
る
場
面
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
花
作
り
に
身
を
や
つ
し
て

謙
信
の
館
に
入
り
込
ん
で
︑︿
諏
訪
法
性
の
兜
﹀
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
武
田

勝
頼
に
な
ぞ
ら
え
た
表
現
で
あ
り
︑
鏡
花
が
﹃
本
朝
廿
四
孝
﹄
の
舞
台
と
し
て

の
諏
訪
を
常
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

　

い
く
つ
か
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
二
作
品
だ
が
︑
遊
女
が
主
人
公
と
し
て
登

場
す
る
の
は
﹁
袙
奇
譚
﹂
に
限
ら
れ
る
︒
客
を
見
下
す
よ
う
な
女
将
や
番
頭
の

振
舞
い
を
き
っ
ぱ
り
捌
き
︑
松
沢
に
﹁
品ひ

ん

が
有あ

つ
た
ね
﹂︵
十
︶
と
感
心
さ
せ

る
女
性
の
名
は
﹁
袙
﹂︒
そ
の
源
氏
名
は
﹁
宮
廷
奉
仕
の
官
人
が
身
に
つ
け
た

下
着
の
名
称
で
元
は
︿
間あ
ひ

籠こ
め

﹀
の
意
と
い
ふ
﹂︵
須
永
朝
彦
﹁
解
題
﹂﹃
鏡
花
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅲ
﹄
平
成
５

・
１

・
23
︑
国
書
刊
行
会
︶︒
官
女
を
表
徴
す
る
優

雅
な
命
名
と
い
え
よ
う
︒
寛
永
の
三
名
妓
の
ひ
と
り
高
尾
太
夫
ま
で
引
き
合
い

に
出
さ
れ
る
﹁
袙
﹂
の
よ
う
な
遊
女
に
︑
鏡
花
ら
は
会
う
機
会
が
あ
っ
た
の
か

は
わ
か
ら
な
い
︒﹁
わ
れ
ら
の
手
段
は
旅
行
に
し
て
︑
其
の
目
的
は
美
人
な

り
︒﹂
と
嘯
い
て
︑
等
々
力
・
松
沢
・
本
郷
の
三
人
は
﹁
城
裏
の
遊く
る
わ廓
の
某な
に
が
し楼
﹂

︵
八
︶
に
足
を
運
ぶ
︒

　

こ
こ
で
︑
大
正
期
に
刊
行
さ
れ
た
花
街
案
内
の
写
真
集
︑
黒
沢
万
喜
知
編

﹃
諏
訪
の
華
﹄︵
大
正
14
・
８

・
20
︑
上
諏
訪
本
町
飯
島
書
店
︶
を
紹
介
し
た
い
︒

﹁
其
土
地
の
人
情
風
俗
を
探
ら
ん
と
す
る
人
は
︑
必
ず
や
花
街
の
女
を
見
ん
と

欲
し
︑
或
は
紅
燈
の
下
に
三
味
線
の
女
を
求
め
て
︑
其
の
情
緒
を
味
は
は
ん
と

致
し
ま
す
︒﹂︵﹁
発
行
の
言
葉
﹂
︶
と
謳
わ
れ
る
小
冊
子
に
︑
四
十
二
頁
に

亘
っ
て
駒
勇
・
吉
丸
・
君
葉
ら
八
十
四
名
の
芸
娼
妓
の
肖
像
が
収
め
ら
れ
て
い

る
︒
残
念
な
が
ら
袙
に
類
す
る
名
は
見
出
せ
な
い
が
︑
巻
末
に
は
料
理
店
や
商

店
の
広
告
と
と
も
に
︑﹁
料
芸
二
業
組
合
芸
妓
置
家
﹂
の
一
覧
が
掲
載
さ
れ
︑

高
島
家
・
華
月
・
蔦
牡
丹
を
は
じ
め
︑
三
十
二
軒
の
置
家
名
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

賑
や
か
な
花
街
が
繁
盛
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
︒

　
﹁
等
々
力
は
帽
子
の
上
へ
貸
手
拭
の
頬ほ

ゝ
か
む
り被
︒
城
跡
の
公
園
の
石
垣
を
右
に
︑

大
手
あ
と
の
小
橋
を
渡
つ
て
︑︵
中
略
︶
ば
け
も
の
が
三み
ツ
つ個
通
つ
た
﹂︵
八
︶︒

人
目
を
憚
り
な
が
ら
遊
廓
へ
向
か
う
三
人
連
れ
の
描
か
れ
方
か
ら
︑
成
章
に
先

導
さ
れ
て
鏡
花
と
雪
岱
が
後
に
つ
づ
く
足
取
り
が
彷
彿
と
す
る
︒
旅
先
で
の
見

聞
が
遊
女
を
主
人
公
と
す
る
作
品
の
基
盤
と
な
っ
た
可
能
性
は
大
き
い
︒

　
﹁
革
鞄
の
怪
﹂﹁
魔
法
罎
﹂﹁
袙
奇
譚
﹂︑
大
正
二
年
の
信
州
旅
行
が
生
み
出
し

た
泉
鏡
花
の
︿
鉄
道
旅
行
小
説
﹀
は
︑
汽
車
・
駅
・
ト
ン
ネ
ル
・
温
泉
・
旅

館
・
遊
廓
と
い
っ
た
旅
で
の
経
験
に
発
し
︑
土
地
を
彩
る
風
景
や
伝
承
を
取
り

入
れ
た
紀
行
文
形
式
の
外
枠
を
持
つ
︒
一
方
︑
革
鞄
に
挟
ま
れ
た
娘
の
片
袖
︑

背
丈
格
好
の
小
さ
な
ふ
た
り
の
女
︑
細
か
な
泡
が
変
じ
た
大
量
の
生
首
と
い
っ

泉
鏡
花
の
信
州
旅
行
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た
小
説
の
核
心
は
︑
お
そ
ら
く
鏡
花
独
自
の
発
想
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ら
は
︑
旅
行

革
鞄
︑
ト
ン
ネ
ル
︑
温
泉
と
い
っ
た
︑
旅
行
用
具
︑
鉄
道
施
設
︑
宿
泊
旅
館
に

つ
な
が
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
土
地
に
関
わ
る
形
で
和
歌
・
歌
舞
伎
・
清
元
・

浮
世
絵
・
わ
ら
べ
唄
等
々
が
作
品
を
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
事
実
を
考
え
る
と

き
︑
鏡
花
の
幻
想
小
説
に
お
け
る
鉄
道
旅
行
の
大
切
さ
が
︑
よ
り
強
く
浮
か
び

あ
が
っ
て
く
る
︒

︹
付
記
︺　

本
稿
は
︑
二
〇
二
一
年
一
一
月
二
七
日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
日
本

近
代
文
学
会
例
会
﹁
特
集
：
鉄
道
と
文
学
の
一
五
〇
年
﹂
で
の
発
表
﹁
近
代

ツ
ー
リ
ズ
ム
と
作
家
の
旅
﹂
の
前
半
部
を
増
補
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
︒
本
稿

で
引
用
し
た
泉
鏡
花
の
文
章
は
︑
岩
波
書
店
版
﹃
鏡
花
全
集
﹄
全
二
十
八
巻
・

別
巻
一
︵
昭
和
61
・
９

・
３

～
平
成
１

・
１

・
10
︶
を
底
本
と
す
る
︒
引
用
に

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

は
改
行
を
表
す
︒

泉
鏡
花
の
信
州
旅
行
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