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篇
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漱石の実験工房

1

明
治
四
十
二
年

の
永

い
春

の
日

『永
日
小
品
』
は
夏
目
漱
石
の
二
十
五
篇

の
小
品
を
収
め
た

一
ま
と
ま
り
の
小

品
集
で
あ
る
。
冒
頭

の
小
品

「元
日
」
が
、
ま
だ

「永
日
小
品
」
と
の
総
題
が

つ
か
な
い
ま
ま
で
明
治
四
十

二
年

(
一
九
〇
九
)
正
月
元
旦
の

『大
阪
朝
日
新

聞
』
と

『東
京
朝
日
新
聞
』
両
紙

に
掲

載
さ
れ
た

の
を
皮
切

り
に
、
末
尾

の

「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
が

『大
阪
朝
日
』

に
だ
け
同
年

三
月
十
、
十

一
、
十

二
日

の
三
日
に
わ
た
っ
て
分
載
さ
れ
て
終

る
ま

で
、
三

ヶ
月
あ
ま
り
の
間
、
断
続
的

(1
)

に
不
規
則
に
発
表
さ
れ
て
い
っ
た
。
翌

四
十
三
年
五
月
、
は
じ
め
て
全
二
十
五

篇
が
ほ
ぼ
新
聞
紙
上
発
表
の
順

に
従

っ
て

「永
日
小
品
」

の
題
の
も
と
に
ま
と

め
ら
れ
、
「
文
鳥
」
(明
治
四
十

一
年
六
月
)、
「夢
十
夜
」
(同
七
月
-
八
月
)、

「満
韓
と
こ
ろ
酒
＼
」
(明
治
四
十
二
年
十
月
-
十
二
月
)
と
と
も

に
、
『漱
石
近

什

・
四
篇
』
と
い
う
素
気
な

い
題

の
単
行
本

に
収
め
ら
れ
て
、
春
陽
堂
か
ら
刊

行
さ
れ
た
。

前
年
明
治
四
十

一
年

の
年
末

に

『
三
四
郎
』
の

『朝
日
』
連
載
を
終
え
、
こ

の
年
六
月
か
ら
十
月
ま
で
の

『そ
れ
か
ら
』
の
連
載
を
始

め
る
前
、
漱
石
数
え

で
四
十
三
歳

の
年
の
早
春

の
仕
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
漱
石
自
身
、
こ
の
明

治
四
十
二
年

の
正
月
十
日
、
熊
本

・
五
高
以
来
の
門
下
生
坂
本
三
郎

(雪
鳥
)

あ
て
の
手
紙

に
、
「雪
が
降
る
の
で
火
鉢
を
擁
し
て
此
手
紙
を
か
く
。
夫

か
ら

又
原
稿
を
か
く
。
何
で
も
夢
十
夜

の
様
な
も
の
と
の
註
文
だ
か
ら
毎
日

一
つ
宛

(
2
)

か
い
て
大
阪

へ
送
る
積
り
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
前
年
夏

の

『夢
十
夜
』

の
評
判
が
よ
か
っ
た
の
で
、
長
篇
連
載
の
あ
い
ま
に
あ
の
手

の
も
の
を
寄
稿
し

て
く
れ
と
、
ま
ず

『大
阪
朝
日
』

の
主
筆
鳥
居
素
川
か
ら

の
注
文
が
あ

っ
て
、

そ
れ
に
応
じ
て
始
め
た
小
品
連
載
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
さ
す
が

に
日
進
月
歩

の
夏
目
漱
石

で
あ

っ
た
。
『永

日
小
品
』
は

『夢
十
夜
』

の
、
た
し
か
に
延
長
線
上
に
は
あ

っ
た
が
、
け

っ
し
て
そ

の
繰
返
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し
で
も
、
単
な
る
連
続

で
も
な
か

っ
た
。
半
年
前

の

『夢
十
夜
』
も
文
章

の
切

れ
味
が
よ
く
、
そ
の
切
れ
味
が
鋭

い
ま
ま

に
夜

の
夢
、
昼

の
夢

の
不
安
と
不
思

議
を
語

っ
て
卓
抜
だ

っ
た
。
だ
が
そ
れ
す
ら
も
こ
の

『永
日
小
品
』
に
く
ら
べ

れ
ぽ
、
明
快
な
枠
組
み
に
ま
と
ま
り
す
ぎ

て
い
て
、
ま
だ
オ
ス
カ
ー

・
ワ
イ
ル

ド
ぽ
り
の
若
書
き

で
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
『永
日
小
品
』

の
二
十
五
の
諸

篇

は
は
る
か
に
多
様
多
彩
、
作
者
自
身

の
近
時

の
身
辺
雑
事
に
即
す
る
も

の
か

ら
、
幼
年
期
や
イ
ギ
リ
ス
留
学
時
代

の
体
験
を
素
材
と
す
る
ら
し
い
も
の
、
さ

ら
に

エ
ド
ガ
ー

・
ポ
オ
か
メ
リ
メ
を
思
わ

せ
る
虚
構

の
短
篇
に
い
た
る
ま
で
、

実

に
自
由
自
在
、
奔
放
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
詩
的
想
像
力

の
多
方
向

へ
向
け

て
の
実
験
を
試
み
て
い
る
。

私
が
こ
の
小
品
集
を
、
世
紀
初
頭
に
お
け
る
二
十
世
紀
小
説

の
た
め
の
実
験

工
房
と
呼
ん
で
み
た
く
な
る
ゆ
え
ん
だ
が

、
こ
れ
ら

の
小
品
の
多
く
を
通
じ
て
、

夢
と
現
実
、
過
去
と
現
在
は
い
つ
の
ま
に
か
相
互
に
浸
透
し
あ
い
、

い
ず
れ
と

も

つ
か
な
い
濃
密
な
超
現
実

の
雰
囲
気
を
作
中
に
巧
み
に

つ
く
り
だ
し
て
い
る
。

こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
『永
日
小
品
』
を
論
じ
て
こ
れ
ま
で
も

っ
と
も
す
ぐ
れ

た
考
察
と
思
わ
れ
る
持
田
季
未
子
氏
の
所
説
を
、
こ
こ
に

一
節
だ
け
で
も
引

い

て
お
こ
う
。

『夢
十
夜
』
で
は
、
各
篇
が

「
こ
ん
な
夢
を
見
た
。」
と
書
き
出
さ
れ
て

い
る
点
に
よ

っ
て
も
明
示
的
な
と
お
り
、
あ
る
枠
内
に
封
じ
込
め
ら
れ
て

お
り
、
ゆ
え
に
そ
れ
が
た
と
え
ど
ん
な
悪
夢

で
あ
れ
、
あ
た
か
も
額
縁

に

囲

い
込
ま
れ
た
絵
画

か
、
舞
台
上
の
演
劇

の
よ
う
に
、
観
客
は
安
全
な
位

置

に
身
を
置
い
た
ま
ま
見
物
し
て
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
『永

日
小
品
』

の
ほ
う
に
は
そ
う
し
た
限
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
額
縁
も
な
し
に
内

と
外

の
世
界
が
浸
透
し
あ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
も
平
凡
な
私
小
説
的

身
辺
記
録

で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
な
が
ら
、
読
み
進
む
う
ち
に

い
つ
の
ま
に
か
超
現
実
と
し
か
思
わ
れ
な
い
世
界

に
変
貌
し
て
し
ま
う
。

現
在

の
出
来
事
と
し
て
始

め
ら
れ
た
も
の
が
、
気
づ
い
た
と
き

に
は
記
憶

の
な
か
の
物
語
と
な

っ
て
い
る
。
油
断
が
な
ら
な
い
。
観
客
は
安
心
し
て

(3

)

す
わ

っ
た
ま
ま
見
物
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

持
田
氏
は

『夢
十
夜
』
と

『永
日
小
品
』
と
の
性
質

の
差
異
、
『永
日
小
品
』

に
お
け
る
現
実

の
不
確

か
さ
の
感
覚

の
深
ま
り
を
、
こ
の
よ
う
に
巧
み
に
指
摘

し
た
上

で
、
そ
の
感
覚
が
と
く

に
す
る
ど
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
す
る
小
品
を

い
く

つ
か

(「霧
」
「印
象
」
「心
」
な
ど
)
選
ん
で
、
そ
の
分
析
を
進

め
て
ゆ

く
。
私
た
ち
も
同
氏

の
観
察
を
大
枠

で
受
け

い
れ
た
上
で
、
氏

の
い
う

「迷
路

の
テ
ー

マ
」
の
小
品
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
他

の
指
向
を
も

つ
小
品
を
も

一
、
二

と
り
あ
げ

て
、
以
下
に
私
た
ち
な
り
の
読
み
を
試
み
て
ゆ
こ
う

(本
稿
で
は
と

り
あ
え
ず

「印
象
」

の

一
篇

の
み
を
と
り
あ
げ

て
論
ず

る
こ
と
と
す
る
)。
漱

石
の
実
験
小
説
工
房

の
制
作
品

の
多
彩
さ
と
、
そ
れ
ら
が
二
十
世
紀

の
世
界

へ

と
向
か
っ
て
放

つ
抛
物
線

の
ゆ
く
え
と
を
、
垣
間
見

て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。

・
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漱石の実験工房

2

「
不
思
議
な
町
」

ま
ず
、
持
田
氏
も
論
じ
た

「
印
象
」
を
と
り
あ
げ
て
、
読
み
な
お
し
て
み
よ

う
。
『全
集
』
版
で
二
頁
と
八
行
ほ
ど
、
約

一
六
〇
〇
字
、
漱
石
山
房
専
用
の

原
稿
用
紙

(
一
九
字
×

一
〇
行
)
を
使

っ
て
も
わ
ず
か
八
枚
半
で
収
ま

っ
て
し

ま
う
。
文
字
ど
お
り
の
小
品

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
試
み
ら
れ
て
い
る
夢
想

は
意
外
な
ほ
ど
に
濃
密
で
、
入
り
口
も
な
く
出
口
も
な
い

一
塊

の
夜

の
よ
う
に

作
中
を
満
た
し
て
い
る
。
短

い
作
品
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
数
節
ご
と
に
わ
け

て
詳

し
く
読
み
な
が
ら
、
そ
の

「夜
」

の
な
か
に
手
さ
ぐ
り
を
し
て
い
っ
て
み

る
こ
と
と
し
よ
う
。

印

象

表

へ
出
る
と
、
広

い
通
り
が
真
直

に
家
の
前
を
貫
ぬ
い
て
ゐ
る
。
試
み

に
其
中
央

に
立

つ
て
見
廻
し
て
見
た
ら
、
眼
に
入
る
家
は
悉
く
四
階
で
、

又

悉
く
同
じ
色

で
あ

つ
た
。
隣
も
向
ふ
も
、
区
別

の
つ
き
か
ね
る
位
似

寄

つ
た
構
造
な

の
で
、
今
自
分
が
出

て
来
た
の
は
果
し
て
ど

の
家

で
あ
る

か
、
二
三
間
行
き
過
ぎ

て
、
後
戻
り
を
す
る
と
、
も
う
分
ら
な
い
。
不
思

議
な
町
で
あ
る
。

昨
夕
は
汽
車

の
音

に
包
ま
つ
て
寝

た
。
十
時
過
ぎ
に
は
、
馬
の
蹄
と
鈴

の
響
に
送
ら
れ
て
、
暗

い
な
か
を
夢

の
様

に
馳
け
た
。
其

の
時
美
し

い

灯

の
影
が
、
点
々
と
し
て
、
何
百

と
な
く
眸

の
上
を
往
来

し
た
。
其
外

に
は
何
も
見
な
か

つ
た
。
見
る
の
は
今
が
始
め
て
ゴ
あ
る
。

二
三
度
此

の
不
思
議
な
町
を
立
ち
な
が
ら
、
見
上
、
見
下
し
た
後
、
遂

に
左

へ
向

い
て
、

一
町

程
来
る
と
、
四
ツ
角

へ
出
た
。
能
く
覚
え
を
し

て
置

い
て
、
右

へ
曲

つ
た
ら
、
今
度
は
前
よ
り
も
広

い
往
来

へ
出
た
。
其

往
来

の
中
を
馬
車
が
幾
輛
と
な
く
通
る
。
何
も
屋
根

に
人
を
載
せ
て
ゐ
る
。

其

の
馬
車

の
色
が
赤
で
あ

つ
た
り
、
黄
で
あ

つ
た
り
、
青
や
茶
や
紺

で
あ

つ
た
り
、
仕
切
り
な
し
に
自
分
の
横
を
追

ひ
越
し
て
向
ふ

へ
行
く
。
遠
く

の
方
を
透
か
し
て
見
る
と
、
何
処
迄
五
色
が
続
い
て
ゐ
る
の
か
分
ら
な
い
。

振
り
返
れ
ば
、
五
色
は
雲

の
様

に
動

い
て
来
る
。
何
所

か
ら
何
所

へ
人
を

載

せ
て
行
く
も
の
か
し
ら
ん
と
立
ち
止
ま

つ
て
考

へ
て
ゐ
る
と
、
後
か
ら

脊

の
高
い
人
が
追
ひ
被
さ
る
様
に
、
肩

の
あ
た
り
を
押
し
た
。
避
け
様
と

す
る
右
に
も
脊
の
高

い
人
が
ゐ
た
。
左

に
も
ゐ
た
。
肩
を
押
し
た
後

の
人

は
、
其

の
又
後

の
人
か
ら
肩
を
押
さ
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
み
ん
な
黙

つ

て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
自
然

の
う
ち
に
前

へ
動
い
て
行
く
。

以
上
の
三
つ
の
節

(パ
ラ
グ
ラ
フ
)
で
、

こ
の
小
品

の
半
分
弱
を
な
す
。
こ

れ
だ
け
で
も
す
で
に
、
作
者
漱
石
が
作
中

に
あ
る

一
つ
の
濃
密
な

「
印
象
」
を

再
現
さ
せ
る
、
と
い
う
よ
り
は

つ
く
り
だ
そ
う
と
し
て
、
注
意
深
く
語
を
選
び
、

周
到

に
文
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
い

た
い
、
題
名

の

「印
象
」
と
い
う
語
彙
か
ら
し
て
、
こ
れ
を
仏
教
用
語
の

「印

象
」

(印
像
)
と
し
て
で
は
な
く
、

フ
ラ
ン
ス
印
象
派

の
こ
と
も
十
分

に
わ
き
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ま
え
た
上
で
広
義

の
心
理
学
用
語

の

巨

O
お
ωωδ
昌

(外
界

の
事
物
が
心
に
与

え
る
感
覚
、
体
験
し
た
あ
と
心
に
残
る
感
じ
)
と
の
新
し
い
意
味

で
使

っ
た
の

は
、
『吾
輩
は
猫

で
あ

る
』
(明
治
38
)
な
ど
以
後

の
漱
石
自
身
が
、
明
治
日
本

で
は
も

っ
と
も
早

い
者

の
一
人
で
あ

っ
た
。
『永
日
小
品
』
の
な
か
で
も
、
こ

れ
は

「過
去
の
臭
ひ
」
と
か

「暖
か
い
夢
」
と
か

「声
」
と
か
と
な
ら
ん
で
、

当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て

ハ
イ
カ
ラ
な
、

し
ゃ
れ
た
題
名
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
作
者
が

こ
こ
に
籠
め
よ
う
と
し
た

「印
象
」
と
は
ど
の
よ
う

な
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は

一
言

で
い
え
ば
、
右

の
三
節

の
な
か
だ
け

で
も
す
で
に
二
回
繰
返
し
て
出
て
く
る

(そ
し
て
こ
の
後
の
節

で
も
う

一
度
繰

返
ざ
れ
る
)
、
こ
の
小
品

の
キ
」
ワ
ー
ド
と
も

い
う
べ
き

「不
思
議
な
町
」

の

印
象
で
あ
り
、
そ

の
町

の
群
衆

の
な
か
で
文
字
ど
お
り
途
方
に
暮
れ
る
、
言

い

知
れ
ぬ
不
安
と
孤
独

の
、
夢

の
な
か
で

の
よ
う
な
感
覚

で
あ

る
。
そ
の

「迷

路
」
を
行
く
が
ご
と
き
、
進
め
ぽ
進
む
ほ
ど
か
え

っ
て
迷
路

の
な
か
に
入
り
こ

む
が
ご
と
き
感
覚
が
、
作
中

に

一
貫
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
の
作
者

の
入
念
な
工
夫

の
跡
を
、
以
下

に
、
ま
ず
右

の
第

一
節
か

ら
眺
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
冒
頭

の

一
行
か
ら
し
て
普
通
で
は
な
い
。

表

へ
出
る
と
、
広

い
通
り
が
真
直

に
家

の
前
を
貫
ぬ
い
て
ゐ
る
。

誰
が
、
ど
こ
の
町

で
と
も
い
わ
れ
て
い
な

い
。
読
む
者
は
こ
の
話
者
と
と
も

に
、
ま

っ
た
く
だ
し
ぬ
け
に

「家
」

の
表

に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
動
作
主

の

ほ
う
は
、
三
行
ほ
ど
後
に

「今
自
分
が
出

て
来
た
の
は
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
話
者
自
身

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
が
、
ど
こ
の
町
な

の
か
、
ど
こ
の
国
の
ど

の
都
市

で
の
話
な
の
か
は
、
右

に
引
用

の
三
節

の
み
な

ら
ず
、
こ
の
小
品
全
篇

の
最
後
ま
で
つ
い
に

一
言
も
明
か
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
。

い
ま
の
私
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
作
者
漱
石
が
六
年
前

(明
治
36
)
に
、
二
年
数

ヶ
月
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
か
ら
帰
国
し
て
作
家
活
動
を
始

め
た
人
で
あ
る
こ
と
を

知
り
、
こ
の
小
品
が
彼

の
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中

の
体
験
を
伝
え
る
も

の
で
あ
る
こ

と
を
知

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
作
中
で
は
、
作
者
は
故
意

に
い
っ
さ

い
の
固
有
名
詞
を
1

都
市
名
も
市
街
名
も
建
造
物

の
名
を
も
伏
せ
て
い
る
。

固
有
名
詞
を
捨
象
し
て
、
こ
の
市
街
を
た
だ

「不
思
議
な
町
」
と
呼
び
、
無
名

で
あ
る
こ
と
の
不
気
味
さ
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
さ
の
み
を
、
冒
頭

の

一
節
か

ら
す
で
に
強
く
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
為
体

の
知
れ
ぬ
空
間

に
踏
み
だ
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
た
だ

「広

い

通
り
が
真
直
に
」
通

っ
て
い
る
ぼ
か
り
で
あ

っ
た
。
主
語
も
場
所
を
も
明
示
せ

ず

に
、
読
者
を
冒
頭
か
ら

一
挙

に
、
唐
突

に
、
事
件

の
現
場
に
立
た
せ
る
話
法

は
、
漱
石
が

こ
・の
こ
ろ
し
き
り
に
試
み
て
い
た
書
き
か
た
で
、
『永
日
小
品
』

の
な
か
で
は
こ
と
に
目
立
ち
、

た
と
え
ば
次

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

木
戸
を
開
.け
て
表

へ
出

る
と
、
大
き
な
馬

の
足
迹

の
中
に
雨
が

一
杯
湛

つ
て
ゐ
た
。
(「蛇
」)

寝
や
う
と
思

つ
て
次

の
間

へ
出

る
と
、
炬
燵

の
臭
が

ぷ
ん
と
し
た
。
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(「泥
棒
」)

眼
が
覚
め
た
ら
、
昨
夜
抱

い
て
寝

た
懐
爐
が
腹
の
上
で
冷
た
く
な
つ
て

ゐ
た
。

(「火
鉢
」)

息
が
切
れ
た
か
ら
、
立
ち
留
ま

つ
て
仰
向
く
と
、
火

の
粉
が
も
う
頭

の

上
を
通
る
。

(「火
事
」)

昨
宵
は
夜
中
枕
の
上
で
、
ば
ち
く

云
ふ
響
を
聞

い
た
。
(「霧
」)

い
ず
れ
も
各
小
品

の
冒
頭
の
第

一
行
で
あ
る
。
漱
石
が
き
わ
め
て
意
識
的

に
、

こ
の
頓
呼
法
と
も
い
わ
ば
い
う
べ
き
書
き
出
し
を
試
み
て
レ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

文
頭
か
ら
、
主
語
も
場
所
も
言
明
さ
れ
ぬ
ま
ま
で
、
す
で
に
あ
る
行
動
が
始
ま

り
、
あ
る
状
況
が
展
開
し
て
い
る
。
漱
石

は

「小
品
」
と
い
う
恰
好

の
形
式
を

借
り
て
、
冒
頭

の
瞬
発
力

に
よ

っ
て
読
者

を
即
刻
自
己
作
中
に
籠
絡
す
る
方
法

を
実
験
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
か
。
こ
れ
は
、
作
者

の
夢
想
が
完
全

に
熟
し
、

満
を
持
し
た
上

で

一
気
呵
成

に
書
き
出
す

の
で
な
け
れ
ぼ
か
な
わ
ぬ
書
法
で
あ

ろ
う
が
、
明
治

の
同
時
代

0
作
家

で
は
、
多
分
泉
鏡
花
を
の
ぞ
け
ぽ
他

に
は
め

っ
た
に
見
ら
れ
な
い
試

み
で
あ
る
。
漱
石

は
こ
の
よ
う
な
語
り
の
方
法
を
ど
こ

で
身
に

つ
け
た
の
か
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
よ
く
わ
か
ら
な

い
が
、
外
国
文
学
よ

り
は
俳
諧
や
俳
文
、
あ
る
い
は
漢
詩
な
ど

の
伝
統
的
な

「緘
黙
」
(同伽け一〇
Φb
.OΦ
)

の
修
辞
法

に
学
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
『永
日
小
品
』

の
な

か
の
他

の
い
わ
ゆ
る
イ
ギ
リ
ス
も
の
、

例
え
ば

「下
宿
」
や

「過
去

の
臭
ひ
」
や
、
「暖

か
い
夢
」
「霧
」
「昔
」
な
ど

で
は
、
作
中

の
ど
こ
か
に
片
仮
名
あ
る
い
は
漢
字
で
英
国
の
地
名
や
人
名
が
出

て
き
て
、
結
局
は
そ

の
正
体
が
判
明
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の

「印
象
」

一
篇

に
限

っ
て
は
、
そ
の
種

の
解
読

の
手
が
か
り
が
ま

っ
た
く

与
、兄
ら
れ
て
い
な
い
。

い
つ
、
ど
こ
で
と
も
わ
か
ら
ず

に

「表

へ
出
る
と
」
、

そ
こ
に
は
た
だ

「広

い
通
り
が
真
直

に
…
…
貫
ぬ
い
て
」

い
た
の
で
あ
る
。

こ
の

「
広
い
」
「真
直
に
」
と
い
う
二
つ
の
修
飾
語
も
、
「狭

い
、
曲
り
く
ね

っ
た
」
と
言

い
か
・見
て
み
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
表
通
り

の
索
漠
た
る
無
名
性
、

と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な

い
無
表
情
ぶ
り
を
、
さ

っ
そ
く
に
も
強
調
す
る
た
め
の
措

辞
だ

っ
た
。

こ
の
索
漠
た
る
街
路
に
立

っ
た
と
た
ん
、
話
者
は
た
ち
ま
ち
自
分

が

い
ま
、
見
知
ら
ぬ
、
見
な
れ
ぬ
他
界
的
空
間
の
な
か
に
い
る
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。
す
で
に
し
て
途
方

に
暮
れ
は
じ
め
る
。
そ
の
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
通
り

の

「中
央
に
立

つ
て
」、
「試
み
に
」
あ
た
り
を
見
廻
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
。
第

一
歩
か
ら
も
う
自
分
の
現
所
在
が
不
確
か
に
な
り
、
念
押
し
の
行

為
が
必
要
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
ロ
ン
ド
ン
も
の

「霧
」
に
お
け
る
よ
う
に
、
名
物

の
濃
霧

の
た

め
に
い
つ
も
自
分

の
二
間
先
ま
で
し
か
見
ど
お
せ
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。

通
り
の
両
側

の
家
並
み
も
、
前
方
も
後
方
も
、
よ
く
見
え
て
は
い
る
。
だ
が
、

そ
の
家
並
み
は
、
見
え
る
限
り
は
み
な

一
様
の
造
り
と
色

で

一
律

に
四
階
建
て

の
単
調
さ
。
l
l
真

直
ぐ
な
道
路
と
そ
の
上
の
空
ば
か
り
が
広
い
、
味
気
の
な

い
黙
り
こ
く

っ
た
家

々
の
並
び
が
、
そ
の
な
か
の

一
軒
か
ら
出
て
き
た
ば
か
り

の
主
人
公
を
た
ち
ま
ち
疎
外
し
、
途
方
に
暮
れ
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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「眼

に
入
る
家

は
悉
く
四
階

で
、
又
悉
く
同
じ
色
」
、
あ
る
い
は

「隣
も
向
ふ

も
」
と
い
っ
た
反
覆
や
並
列
の
措
辞
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
市
街

の
安
あ
が
り

で
退
屈
な
画

一
性
を
い
う
た
め
の
工
夫

に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。
自
分

の
出

て

き
た
家
が
ど
れ
だ

っ
た
の
か
、
「二
三
問

行
き
過
ぎ
て
、
後
戻
り
を
す
る
と
、

も
う
分
ら
な
い
」
ほ
ど
だ
と

い
う
。

つ
ま

り
こ
れ
は
、
歩

い
て
ゆ
く
と
、
霧
が

こ
め
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
次

々
に
自
分

の
背
後
か
ら
消
え
て
ゆ
く
、
行

方
不
明
に
な

っ
て
ゆ
く
街
な
の
で
あ
る
。

「不
思
議
な
町
で
あ
る
」
と
の
キ
ー

ワ
ー
ド
の
第

一
回
目
が
、
こ
の
第

一
節
の
末
尾
に
お
か
れ
て
効
果
を
あ
げ

る
。

3

ガ
ウ
ア
ー
街
七
十
六
番
地

そ

れ

な

ら

ぽ

、

「
不

思

議

な

町

」

と

呼

ば

れ

る

こ

の
市

街

は

、

作

者

漱

石

の

実

際

の

ロ
ン
ド

ソ
体

験

の

な

か

で

は
、

い

っ
た

い
ど

の
町

に
住

ん
だ

と

き

の

こ

と

を
指

し

て
言

っ
て

い

る

の
か

。

そ

れ

は

こ

の
小

品

の
文

章

か
ら

は

す

ぐ

に

は

特

定

が

難

し

い
。

新

版

『
漱

石

全

集

』

の
注
解

(清

水

孝

純

氏

担

当

)

で

は
、

漱

石

の
四

番

目

の
下

宿

、

N

ω
叶
Φ
一一鋤
菊
○
曽
ρ

↓
o
O
ロ
コ
αq

O
蠢
く
Φ
コ
①
ざ

い
o
民

O
戸

ω
●
芝

・
の
ブ

レ

ッ
ト
家

滞

在

の
と

き

の
こ

と

だ

ろ
う

と

い
う

。

漱

石

が

明

治

三

十

三

年

(
一
九
〇

〇
)

十

月

二

十

八

日

夜

の

ロ

ソ
ド

ン
到

着

以

来

、

わ

ず

か
半

年

の
間

に
、

数

週

間

、

数

ヶ
月

お
き

で
転

々

と

下

宿

を

替

え

た

こ

と

は

よ
く

知

ら

れ

て

い

る

が

、

三

十

三

年

十

二

月

末

に

三

つ

目

の

下

宿

ρ

霊

o
O
α
Φ
昌

国
o
曽
μ

O
蝉
田
び
Φ
H
毛
色
一
Z
①
乏

菊
o
蝉
ρ

い
o
づ
α
o
戸

ψ

中

の
ブ

レ

ッ
ト
家

(自
9
雫

o
缸

しU
『
①
ε

に

入

る
と

、

そ

の
四

ヶ
月

後

の
三

十

四

年

四

月

二
十

五

日

に

は
、

同

家

の

に

わ

か

な

引

越

し

に
く

っ

つ

い
た

か

た

ち

で

、

こ

の

テ

ム
ズ

河

南

岸

西

部

の

は
ず

れ

の

ト

ゥ

ー

テ

ィ
ン
グ

・
ス

テ

ラ
街

に
移

っ
て
き

た

の

で
あ

っ
た
。

こ

の
引

越

し

の

日

の

日

記

に
漱

石

は

さ

っ
そ

く

、

「
午

後

↓
o
o
ロ
ロ
σQ

二
移

る

聞

シ

ニ
劣

ル
イ

ヤ

ナ

処

デ

イ

ヤ

ナ
家

ナ

リ
永

ク

居

ル
気

ニ
ナ

ラ
ズ

」

と
書

き

、

(4

)

翌
日
に
も

「朝

日
o
o
け冒
ひq
ω
8
鼠
8

附
近

ヲ
散
歩

ス

ッ
マ
ラ
ヌ
処
ナ
リ
」

と
書

い
て
い
た
。
同
じ
四
月

二
十

六
日
付

け

に
な

っ
て
い
る

「倫
敦
消
息

(三
)」

で
は
、
ブ

レ
ッ
ト
家

の
引
越
し
騒
動

の
顛
末
を
く
わ
し
く
語

っ
た
上
で
、

さ
ら
に
こ
の
新
居

の
こ
と
を

「向
ふ
に
雑
な
錬
瓦
造
り

の
長
屋
が
四
五
軒
並
ん

で
ゐ
る
。
前

に
は
何

に
も
な
い
。
砂
利
を
掘

つ
た
大
き
な
穴
が
あ
る
。
東
京
小

石
川
辺

の
景
色
だ
。
…
…
這
入
ら
な
い
先
か
ら
聞
し
に
劣
る
殺
風
景
な
家
だ
と

(
5
)

思

つ
た
が
這
入

つ
て
見
る
と
猶
々
不
風
流
だ
」
と
、

一
段
と
あ
き
れ
は
て
た
か

の
ご
と
き
言
葉
で
報
告
し
て
い
る
。

ロ
ン
ド
ン
の
場
末
も
末

の
新
開
地
に
転
居
し
て
き
て
、
は
じ
め
か
ら
い
か
に

も
う
ん
ざ
り
し
た
気
分
で
あ

っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
当
時
の
ス
テ
ラ
街
の

(6

)

下
宿
近
辺
の
写
真
な
ど
を
見
て
も
、
大
体
漱
石
の
い
う
と
お
り
で
、
十
分
に
同

情

に
値
す
る
。
漱
石
の
ロ
ソ
ド
ソ
滞
在
中
、
も

っ
と
も
不
便
な
最
悪

の
下
宿
だ

っ
た
と

い
っ
て
い
い
の
だ
が
、
実
際
、
彼
は
わ
ず
か
三

ヶ
月
後

(三
十
四
年
七

月
二
十
日
)
に
は
こ
こ
を
去

っ
て
、
同
じ
ほ
ど
う
ら
ぶ
れ
て
は
い
る
が
こ
こ
よ

り
少
し
は
ま
し
な
、
同
じ
テ
ム
ズ
南
岸

の
ク
ラ
バ
ム
・
コ
モ
ン
に
最
後
の

(四

回
目
の
)
引
越
し
を
し
た
の
で
あ

っ
た
。

と
い

っ
て
、
『永
日
小
品
』

の

「印
象
」

の
な
か

の
町
並

み
が
、

こ
の
ト
ゥ
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ー
テ
ィ
ン
グ
の
ス
テ
ラ
街

の
印
象
を
語

っ
た
も

の
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
言

い

切
れ
な
い
。
小
品

「霧
」

の
舞
台
と
な

っ
て
い
る
の
が
明
ら
か
な
右

の
ク
ラ
バ

ム

・
コ
モ
ン
の
五

つ
目

の
下
宿

に
し
て
も

、
さ
か
の
ぼ

っ
て
三
番
目
の
カ
ン
パ

ー
ウ

エ
ル
の
フ
ロ
ッ
ド

ン
街

の
下
宿
に
し

て
も
、
さ
ら
に
は
ロ
ン
ド
ン
到
着
後

最
初

の
ガ
ウ
ア
ー
街

の
家
に
し
て
も
、
実

は
み
な

「印
象
」
冒
頭
に
描
か
れ
る

よ
う
な
、
同
じ
造
り
で
同
じ
色

の
殺
風
景

な
建
物
が
な
ら
ぶ
な
か
に
ま
ぎ
れ
て

立

っ
て
い
る

一
軒

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
建
築
と
街

路

の
印
象
を

一
茱
と
め
に
し
、
や
や
抽
象
化
し
て
、
こ
の

「不
思
議
な
町
」
の

感
覚
を
構
成
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
や
、
そ
の
な
か
で
も
、
こ
こ
の
途
方

に
暮
れ
る

「
不
思
議
」
の
感
覚

の
根

も
と
に
あ
る
の
は
、

ス
テ
ラ
街

の
家
な
ど

よ
り
も
、
や
は
り

ロ
ソ
ド

ン
到
着
第

一
夜
に
入

っ
た

刈ρ

O
o
≦
臼

ω
q
①Φ
け
の
下
宿
と
、
そ
の
翌
日
の
市
内
散
策

の

経
験
と
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う

に
想
定
す
る
と
、
右
引
用

の
第

二
節

の

「
昨
夕
は
汽
車

の
音
に
包
ま

つ
て
寝
た
」
以
下
が
、
は
じ
め
て
作
者

の

具
体
的
な
経
験
に
裏
づ
け
ら
れ
た
表
現
と

し
て
納
得
さ
れ
る
。

ガ
ウ
ア
ー
街
は
北
は
鉄
道
の

ユ
ー
ス
ト

ン
駅

に
す
ぐ
近

い
一
角
か
ら
始
ま

っ

て
、

ユ
ニ
ヴ

ァ
ー
シ
テ
ィ

・
カ
レ
ッ
ジ
に
沿

っ
た
り
し
て
、
南
は
ブ

ル
ー
ム
ス

ベ
リ
街
に
つ
な
が
り
大
英
博
物
館
に
至
る
、
南
北

に
長
い
通
り
で
あ
る
。
前
日

(明
治
34

・
10

・
28
)
の
午
前
十
時

に
パ
リ
を
発

っ
て
き
た
漱
石

ば
、
同
日

の

(
7
)

「
夜

」
、

正

確

に

は

わ

か

ら

な

い
が

「
七

時

頃

」
、

ヴ

ィ
ク

ト

リ

ア
駅

に

た

ど

り

(
8
)

つ
い
た
。

い
ろ
い
ろ
な
手
続
き
も
あ
り
荷

物
も
重
く
、

よ
う
や
く
辻
馬
車
に
乗

り
こ
ん
で
ガ
ウ
ア
ー
街

へ
と
走
ら
せ
た
の
は
、
初
冬

の
夜
も
す
で
に

「十
時
過

ぎ
」

に
な

っ
て
い
た
。
は
じ
め
て
の
英
国
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
想

い
を
馳

せ
て
き
た
そ
の
首
都

ロ
ソ
ド

ソ
ー

横
浜
を
出
帆
し
て
き
て
か
ち
ひ
と

月
と
二
十
日
し
て
、

い
ま
よ
う
や
く
こ
の
大
都
会
に
着

い
て
、
そ

の
夜
遅

い
通

り
を

「
馬
の
蹄
と
鈴

の
響
」
を
ひ
び
か
せ
て
走

っ
て
き
た
。
そ
の
と
き

の
印
象

を

「暗

い
な
か
を
夢

の
様
に
馳
け
た
」
と
表
現
す
る
の
は
、
そ
の
ま
ま
作
者

の

実
感
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
、
明
治

の
昔

の
み
な
ら
ず
、

い
ま
で
も
な
お
、

誰
し
も
、
は
じ
め
て
の
異
国

の
都
市
を
、
し
か
も
夜
、
車
で
走

っ
て
ゆ
く
と
き

に
経
験
す
る
感
覚
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「夢

の
様

に
馳
け
」

て
ゆ
く
と
き
、

い
く

つ
か
の
大
通
り
で
は
、
街
灯
な
の
か

店
先

の
燈
火
な
の
か
、
何
百
と
い
う

「美
し
い
灯

の
影
」
が
点
々
と
し
て
つ
ら

な
り
、
眼
に
映

っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は

「夢

の
様
」
な
感
覚
を
い
っ
そ
う
深
く

す
る
ぼ
か
り
で
あ

っ
た
ろ
う
が
、
こ
れ
も
作
者
自
身

の
当
夜

の
経
験
に
属
す
る

も
の
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
「灯

の
影
」
以
外

に
は

「何
も
見
」
ず
、
見

え
も
し
な
い
ま
ま
で
、
友
人
の
大
塚
保
治
に
教
え
ら
れ
て
い
た
ガ
ウ
ア
ー
街

の

宿

に
着
く
。
そ
し
て
ロ
ン
ド
ン
初
夜
を

「汽
車

の
音

に
包
ま
つ
て
寝
た
」
と
い

う
の
は
、
す
ぐ
近
い

ユ
ー
ス
ト
ン
停
車
場
か
ら
、,
汽
車

の
蒸
気
を
吐
く
音
や
車

輪

の
き
し
む
音
が
、
夢

の
な
か
に
も
聞
こ
え
て
き
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ

っ
た

ろ
う
。

こ
う
し
て
、
昨
夜
は
こ
こ
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
な

の
か
、
ど
の
よ
う
な
通
り
な

の
か
、
ち

っ
と
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
疲
れ
は
て
て
眠

っ
て
し
ま

っ
た
。
だ
か
ら
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こ
の
街
路
を

「見
る
の
は
今
が
始
め
て
ゴ
あ
る
」。

一
夜
明
け

て
、
町
を
散
歩

し
て
み
よ
う
ど
、
表

の

「広
い
通
り
」
に
出
て
眺
め
わ
た
し
て
、
は
じ
め
て
あ

た
り
を
知

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
自
分

の
出
て
き
た
家
が
ど
れ
な
の

か
さ
え
た
ち
ま
ち
不
明
に
な

っ
て
し
ま
う

よ
う
な
、
単
調

一
律
な
造
り

の
家
並

み
が

つ
づ
く

「広

い
通
り
」
で
あ

っ
た
。

そ
の
た
め
、
昨
夜
お
そ
く
馬
車
で
や

っ
て
き
た
と
き
の

「夢

の
様
」
な
感
覚

は
、

一
夜

の
あ
と

の
昼
の
光
の
な
か
で
、

こ
ん
ど
は

「不
思
議
な
町
」
で
の
戸
惑

い

へ
と
つ
な
が

っ
て
、
か
え

っ
て
深
ま

り
こ
そ
す
れ
薄
ら
ぐ
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
文
章

の
展
開
を
た
ど

っ
て
き
て
み
る
と
、
こ
の
小
品

「印
象
」

は
、
や
は
り
作
者
漱
石
の
ロ
ン
ド
ン
到
着

当
初

の
数
日
の
体
験
を
核
と
し
、
こ

れ
を
普
遍
化
し
小
説
化
し
て
み
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

漱
石
は
同
じ

『永
日
小
品
』

の
な
か
の

「
下
宿
」
や

「過
去

の
臭

ひ
」
に

ロ
ソ

ド

ン
で
の
第
二
の
下
宿
、
プ
ラ
イ
オ
リ
ー
街

の
マ
イ

ル
ド
家

で
の
体
験
を
素
材

と
し
て
用

い
、
「霧
」
に
は
前

に
も
触
れ

た
よ
う

に
第
五

の
最
後

の
下
宿
、

ク

ラ
バ
ム

・
コ
モ
ン
の
ザ

・
チ

ェ
ー
ス
街

で
の
見
聞
を
使

っ
た
。
そ
の
よ
う

に

「印
象
」
で
は
、
ガ
ウ
ア
ー
街
到
着

の
夜

と
、
そ
の
直
後

の
ロ
ン
ド

ン
市
内

で

の
自
分

の

「
お
上
り
さ
ん
」
ぶ
り
の
体
験

と
を
虚
構
化
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

4

迷
路

の
な
か

へ

漱
石
は
ロ
ン
ド
ン
到
着

の
翌
日
の
日
記

に
次

の
よ
う
に
書

い
て
い
た
。

(敦
)

十
月
二
十
九
日

(月
)
岡
田
氏

ノ
用
事
ノ
為
め
倫
孰
市
中

二
歩
行

ス

方

角

モ
何

モ
分
ラ
ズ
且
南
亜

ヨ
リ
帰

ル
義
勇
兵
歓
迎
ノ
為

メ
非
常

ノ
雑
沓

二

(濃
)

(9
)

テ
困
却

セ
リ

夜
美
野
部
氏
ト
市
中
雑
沓

ノ
中

ヲ
散
歩

ス

こ
の

「散
歩
」
か
ら
下
宿

に
帰
る
と
、

ン
第

一
報

に
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

同
日

の
深
夜
、
妻
鏡
あ

て
の
ロ
ン
ド

(敦
)

ぺ
ん

…
倫
孰
も
今
日
出
で
見
た
れ
ど
も
見
当
が

つ
か
ず

二
十
返
位
道
を
聞
て
漸

(
10

)

く
寓
居

に
還
り
候
。

こ
れ
ら
を
読
め
ば
、
「印
象
」
の
、
作
者
体
験

に
よ
る
裏
づ
け
は
い
よ
い
よ

明
瞭
と
な
る
。
前
引
部
分

の
第
三
節
か
ら
述

べ
ら
れ
る

「不
思
議
な
町
」
の
な

か
で
の
彷
徨
と
不
安
の
表
現
は
、
ま
さ
に
右
の
日
記

に
い
う

「困
却
」
の
経
験

の
記
憶

の
な
か
か
ら
紡
ぎ
だ
さ
れ
、
織
り
あ
げ
ら
れ
て
い
っ
た
も

の
だ

っ
た
の

で
あ
る
。
た
だ
、
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
作
中

で
は

ロ
ン
ド
ン
と
か
ガ
ウ

ア
ー

・
ス
ト
リ
ー
ト
と
か
の
地
名
も
話
者

の
正
体
も
い
っ
さ

い
伏
せ
ら
れ
て
、

こ
の
市
街

の
無
名
性
、
索
漠
た
る
無
表
情
性
が
冒
頭
か
ら
強
調
さ
れ
、
こ
の
後

も

一
貫
し
て
強
調
さ
れ
て
ゆ
く
か
ら
、
「不
思
議
な
町
」
で
の

「不
思
議
」

の

感
覚

は
、
作
者

一
個

の
一
時

の
経
験

の
枠
を
は
じ
め
か
ら
こ
え
て
、

た
ち
ま
ち

普
遍
の
ひ
ろ
が
り
と
深
さ
と
を
得
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

最
初
、
家

の
表
に
出
た
と
き
か
ら
、

こ
の
町
は
妙

に
無
愛
想
な
、
す
ぐ
に
も
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人
を
は
ぐ
ら
か
し
そ
う
な
街
と
感
じ
ら
れ

た
。
話
者

に
は
は
じ
め
か
ら

こ
の

「不
思
議
な
町
」
の
な
か
で
迷
子
に
な
り

そ
う
な
予
感
が
あ

っ
た
の
で
あ

る
。

だ
か
ら
彼
は
歩
き
だ
し
て
か
ら
も
、
少
く
と
も
は
じ
め
の
う
ち
は
な
ん
ど
も
繰

返
し

「念
押
し
」
を
し
て
、
自
分
の
い
ま

の
所
在
を
確
認
し
て
お
こ
う
と
す
る
。

二
三
度
此

の
不
思
議
な
町
を
立
ち
な
が
ら
、
見
上
、
見
下
し
た
後
、
遂
に

左

へ
向
い
て
、

一
町
程
来
る
と
、
.四

ツ
角

へ
出
た
。
能
く
覚
え
を
し
て
置

い
て
、
右

へ
曲

つ
た
ら
、
今
度
は
前

よ
り
も
広
い
往
来

へ
出
た
。

館
」
や

「
ア
ー
ン
ハ
イ
人
の
所
領
」)
な
ど
に
も
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
て
い
る
、

一
種

の
擬
似
的
精
度
を
い
う
言
葉

に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
後

に
来
る
迷
子
の
感

覚
を
い
っ
そ
う
強
め
る
た
め
の
布
置
な
の
で
あ

る
。
こ
の
町
で
話
者
は
、
道

に

迷

い
そ
う
だ
、
迷
う
ま
い
と
思

い
、
だ
か
ら
こ
そ
迷
わ
ぬ
よ
う
に
肝
心

の
と
こ

ろ
で

一
つ
一
つ

「能
く
覚
え
を
し
て
」
き
た
。
だ
が
、
「
二
三
間
行
き
過
ぎ
て
」

ふ
り
返
る
と
、
も
う
そ
の
場
所
が
行
方
不
明

に
な

っ
て
い
る
よ
う
な
こ
の
町
で

は
、
無
駄
だ

っ
た
。
結
局
迷
い
、
途
方
に
暮
れ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
。
そ
の
第

一
の
き

っ
か
け
は
、
「広

い
往
来
」

に
出
た
と
こ
ろ
で
、
大
通
り
を
数
限
り
も

な
く
ひ

っ
き
り
な
し
に
通
る
馬
車

の
群
れ
を
眺
め
た
こ
と
だ

っ
た
。

漱石の実験工房

「
見

上

」

「
見

下

し
」

「
左

」

コ

町

」

「
四

ッ
角

」

「
覚

え

」

「
右

」

「
広

い
往

来

」

と

、

第

三

節

冒

頭

の

こ

の
わ
ず

か
三

、

四
行

の
文

中

に

い
く

つ
自

己
確

認

を

示

す

語

彙

が

出

て
く

る

こ

と

か

。

話

者

は

は

じ

め

か

ら
、

ど

こ

と
も

知

れ

ぬ

こ

の
見

な

れ

ぬ

「
不

思

議

な

町

」

に
迷

い

こ

む

こ
と

を

警

戒

し

て
、

ほ

と

ん
ど

一
歩

一
歩

に
自

分

の
上

下

左

右

を

「
能

く

覚

え

を

」

し

な
が

ら

、

お
つ

お

つ

と

前

進

し

て

い

っ
た

の

で
あ

る
。

ガ

ウ

ア

ー
街

七

十

六

番

地

の

ス

タ

ン

レ
i
夫

人

経

営

の
宿

か

ら

表

に
出

て
、

ほ
ぼ

こ

の
記

述

の
と

お

り

に
歩

い

て
ゆ

く

と

ト

ゥ

テ

ナ

ム

・

コ
ー

ト

・

ロ
ー
ド

(
日
O
けけ
①
b
げ
鋤
b
ρ
{O
O
β
同
け
閖
O
①
住
)

の
大

通

り

に

出

る
、

な

ど

と

い
う

こ

と

は

、

こ

の
文

中

で

は
ど

う

で
も

よ

い

こ

と

だ

ろ
う

。

こ
れ

ら

の
所

在

確

認

の
語

彙

は
、

こ

こ

で

は

、

エ
ド

ガ

i

・
ポ

オ

の
短

篇

小

説

(
た

と

え

ば

「
ラ

ン

ダ

ー

家

の

其
往
来
の
中
を
馬
車
が
幾
輛
と
な
く
通
る
。
何
も
屋
根
に
人
を
載
せ
て
ゐ

る
。
其
の
馬
車

の
色
が
赤
で
あ

つ
た
り
、
黄

で
あ

つ
た
り
、
青
や
茶
や
紺

で
あ

つ
た
り
、
仕
切
り
な
し
に
自
分
の
横
を
追

ひ
越
し
て
向
ふ

へ
行
く
。

遠
く
の
方
を
透
か
し
て
見
る
と
、
何
処
迄
五
色
が
続

い
て
ゐ
る
の
か
分
ら

な
い
。
振
り
返
れ
ぽ
、
五
色
は
雲

の
様
に
動

い
て
来
る
。
何
所
か
ら
何
所

へ
人
を
載
せ
て
行
く
も
の
か
し
ら
ん
と
立
ち
止
ま

つ
て
考

へ
て
ゐ
る
と
…

こ
れ
で
は
、
話
者
に
限
ら
ず
誰
で
も
、
「
不
思
議
な
町
」

の
不
思
議

の
な
か

に
誘
い
こ
ま
れ
、
呑
み
こ
ま
れ
て
ゆ
か
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
で
は
な
い
か
。
人

を
満
載
し
た
馬
車
が
、
こ
の
往
来
は

一
方
通
行
に
な

っ
て
い
た
の
か
、
切
れ
目
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も
な
し
に
彼

の
後

か
ら
追

い
越
し
て
は
前

へ
前

へ
と
進

ん
で
ゆ
く
。
し
か
も
そ

れ
ら
の
馬
車
が

み
な
彩
色
さ
れ
て
い
て

「
赤
で
あ

つ
た
り
、
黄

で
あ

つ
た
り
、

青
や
茶
や
紺

で
あ

つ
た
り
」
と

い
う

の
で
は
、
そ
の
流
れ
を
目

で
追
う
う
ち
に

人
は
眩
暈

に
襲
わ
れ
ず

に
は
い
な

い
。
色

彩
語
五
つ
と

「
で
あ

つ
た
り
」
と
の

繰
返
し
は
、
読
む
者
に
さ
え
目
ま
い
の
感
覚
を
与
え
、
作
者

の
措
辞
の
お
の
ず

か
ら
な
巧

み
を
示
し
て
い
る
。

話
者
は
こ
の
大
通
り
に
出
る
ま
で
の

「
能
く
覚
え
を
し
て
置

い
て
」
と
い
う

用
心
法
を
、
最
初
は
こ
の
馬
車

の
列

に
対

し
て
も

つ
い
適
用
し
て
し
ま

っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
眩
暈
は
か
え

っ
て
い
っ
ぺ
ん
に
つ
の

っ
て
し
ま

う
。
も
は
や
、

い
ち
い
ち

の

「覚
え
」
、
現
場
確
認

の
操
作

は
通
用
し
な
い
。

そ
れ
で
彼
は
、
前
方

は
る
か

「遠
く
の
方

を
透
か
し
て
見
る
」、
す
ぐ

に

「振

り
返
」

っ
て
後
方
を
眺
め
わ
た
し
て
み
る
。
漱
石
得
意

の
対
句
法
が
お
の
ず
か

ら
こ
こ
に
使
わ
れ
て
、
「五
色
」
の
馬
車

の
連
な
り
は
、
振
り
返

っ
た
と
き
に

は

「五
色
は
雲
」
と
転
じ
て
い
て
、
瑞
雲

の
は
ず

の
も
の
が
む
し
ろ
話
者
に
不

安
な
心
理
的
圧
迫
を
与
え
る
も
の
と
な

っ
て
、
こ
ち
ら
に
向
か

っ
て

「動

い
て

来

る
」
。
話
者

は
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
自
分
が
な
に
か
逃
れ
よ
う
も
な

い
大
き

な
動
き

の
な
か
に
と
ら
え
ら
れ
か
け
て
い
る
こ
と
を
感
じ
、
し
だ
い
に
不
安
が

つ
の

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
し
て
、
右
の
引
用
の
末
尾
数
行

に

は
、
「何
処
迄
」
「分
ら
な
い
」
、
「何
所
か
ら
」
「何
所

へ
」
「行
く
も

の
か
し
ら

ん
」
と
、
ふ
た
た
び
、
し
き
り
に
、
答
え

の
な
い
疑
問
と
不
確

か
さ
を
い
う
言

葉
が
繰
返
さ
れ
て
い
る
。

5

「
背
の
高

い
人
」

の
大
群

答
え
の
な
い
自
問
自
答
を
繰
返
し
、
頼
り
な
さ
を
つ
の
ら
せ
て
い
る
う
ち
に
、

彼

は
つ
い
に
大
き
な
不
気
味
な
群
衆

の
流
れ
の
な
か
に
と
り
こ
ま
れ
て
し
ま
う
。

何
所
か
ら
何
所

へ
人
を
載
せ
て
行
く
も
の
か
し
ら
ん
と
立
ち
止
ま

つ
て
考

へ
て
ゐ
る
と
、
後
か
ら
脊

の
高

い
人
が
追
ひ
被
さ
る
様
に
、
肩
の
あ
た
り

を
押
し
た
。、
避
け
様
と
す
る
右

に
も
脊

の
高

い
人
が
ゐ
た
。
左
に
も
ゐ
た
。

肩
を
押
し
た
後

の
人
は
、
其

の
又
後
の
人
か
ら
肩
を
押
さ
れ
て
ゐ
る
。
さ

う
し
て
み
ん
な
黙

つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
自
然
の
う
ち
に
前

へ
動

い
て
行

く
。

こ
れ
ま
で
岸
辺

の
草
や
石

に
ひ

っ
か
か

っ
て
い
た
枯
枝

の

一
本
が
、
な
に
か

の
は
ず

み
に
そ
こ
を
離
れ
て
、
本
流
の
ほ
う
に
押
し
や
ら
れ
、
た
ち
ま
ち
そ

の

真
中
を
押
し
流
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
話
者
は
こ
こ
で

「背
の
高

い
人
」
た
ち

の
流
れ
の
な
か
に
呑
み
こ
ま
れ
て
ゆ
く
。

こ
れ
が
押
し
合

い

へ
し
合

い
の
日
本

的
雑
踏
で
は
な
く
、
わ
め
き
合

い
の
喧
噪
さ
え
な

い
こ
と
が
、
「不
思
議
な
町
」

の
不
気
味
さ
で
あ
る
。
後
か
ら
前

へ
と

一
方
向
に
押
し
合
い
な
が
ら
、
押
し
黙

っ
た
ま
ま
動

い
て
ゆ
く
、
顔
も
見
え
な
い

「背

の
高

い
人
」
た
ち
の
群
れ
1

話
者
は
こ
の
小
品

の
冒
頭

か
ら
す
で
に
、
こ
の
町

の
家
並
み
の
没
個
性
、
無
名

性
を

「
不
思
議
」
に
思

い
、
気
味
悪
く
さ
え
感
じ
て
い
た
の
に
、
い
ま
や
こ
の
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町
並

み
そ
の
ま
ま
に
無
表
情
な
、
た
だ
背
ば
か
り
が
高

い
人
々
に
、
後
か
ら
右

か
ら
左

か
ら
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
後
か
ら
、
と
り
か
こ
ま
れ
て
、
ひ
た
す
ら

前

へ
前

へ
と
押
さ
れ
て
歩
き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で

「背

の
高

い
人
が
追
ひ
被
さ
る
様

に
」
と
い

っ
て
い
る
の
は
、
作
者

漱
石
が

ロ
ン
ド

ン
の
街
を
歩
く
と
き
い

つ
も
感
じ
て
い
た
小
柄
な
黄

い
ろ
い
日

本
人
と
し
て
の
劣
等
感
、
異
邦
人
ど
し
て

の
被
疎
外
感
を
こ
こ
に
も
洩
ら
し
て

い
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
、
作
者

は
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
体
験

の
具

体
性
を
故
意
に
拭

い
消
し
て
い
る
。
同
じ

『永
日
小
品
』

の
な
か
の

「暖
か
い

夢
」
で
も
、
寒
風

の
吹
き
ぬ
け
る
大
通
り
を
険
し
い
顔
を
し
て

「
ひ
た
す
ら
た

…

一
直
線

に
走
る
」
よ
う
に
し
て
自
分
を
追
い
越
し
て
ゆ
く

ロ
ン
ド

ン
の
男
女

市
民

の
怖
さ
が
、
話
者

の
そ
れ
に
対
す
る
敵
意
を
ほ
と
ん
ど
む
き
だ
し
に
し
て

語
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
「印
象
」
で
は
そ
の
よ
う
な
現
実

の
な
ま
な
ま
し
さ
、

輪
郭

の
明
瞭
な
旦
ハ象

の
描
写
は
、
わ
ざ
と

い
っ
さ
い
避
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。そ

れ
は
そ
も
そ
も
こ
の

「不
思
議
な
町
」
が

ロ
ン
ド
ン
で
あ
る
こ
と
、
自
分

の

「家
」
が

ガ
ウ
ア
ー
街

の
ペ
ソ
シ
ョ
ソ
で
あ
る
こ
と
を
す
べ
て
伏
せ
て
、

「不
思
議
な
町
」
を

一
箇

の
抽
象
的
な
、
曖
昧
な
迷
路
の
都
市
と
し
て
と
ら
え

よ
う
と
し
て
い
る
創
作
実
験
の
、

一
貫
し

て
周
到
な
実
践
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
し
て
、
話
者

は
い
ま
ト
ウ
テ
ナ
ム

・
コ
ー
ト

・
ロ
ー
ド
か
ら
オ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
街

に
近
づ

い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
あ

の
明
治
三
十
三
年
十
月
二
十
九
日

(月
)

の
日
記

に
し
る
さ
れ

て
い
た
よ
う

に
、
実

は
そ
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
街

で

「南
亜

ヨ
リ
帰

ル
義
勇
兵
歓
迎

ノ
為

メ
非
常

ノ
雑
沓

ニ
テ
困
却
」
し
た
こ
と

な
ど
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
い
っ
さ
い
沈
黙

の
う
ち
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
。

漱
石
は
南

ア
フ
リ
カ
の
オ
ラ
ン
ダ
系

の
ト
ラ
ン
ス
ヴ

ァ
ー
ル
共
和
国
と
オ
レ

ン
ジ
自
由
国

で
進
行
中
だ

っ
た
大
英
帝
国

の
侵
略
戦
争
、
ボ
ー
ア
戦
争

(夢
①

しd
o
興

妻
9。
お

南
阿
戦
争
、

一
八
九
九
-

一
九
〇
二
)
に
は
か
な
り
の
興
味
を

寄
せ
て
い
た
。
「倫
敦
消
息
」
で
は
こ
の
戦
争
を
含

め
て
新
世
紀

の
世
界
が

「回
転

し
つ
つ
波
瀾
を
生
じ

つ
つ
」
激
動
期

に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
こ

と
に
触
れ
て
い
た
し
、
『永
日
小
品
』

の

「下
宿
」
で
は
、
主
人

の
ず
ん
ぐ
り

と
は
れ
ぼ

っ
た
い
顔
を

い
う
の
に
ト
ラ
ン
ス
ヴ

ァ
ー
ル
の
大
統
領

ク
ル
ー
ゲ
ル

の
顔
を
引
き
あ

い
に
出
し
た
り
さ
え
し
て
い
た
。
そ
の
戦
争
に
義
勇
軍
と
し
て
、

参
戦
し
て

一
時
は
苦
戦
、
敗
退
を
も
強

い
ら
れ
た
民
兵
部
隊
の
凱
旋
行
進
が
、

漱
石
の
ロ
ソ
ド
ン
到
着

の
ま
さ
に
翌
日

に
行
わ
れ
、
漱
石
は
散
歩

の
途
上
で
そ

の
歓
迎
に
向
か
う
市
民

の
大
群
集
と
馬
車

の
列
の
雑
踏

の
た
だ
な
か
に
ま
ぎ
れ

こ
ん
で
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
夜
は
、
も
う

一
度
そ
の
賑
わ
い
を

見
物
し
よ
う
と
、
美
濃
部
俊
吉

(達
吉

の
兄
)
を
誘

っ
て
わ
ざ
わ
ざ
市
中
に
出

な
お
し
さ
え
し
た
の
で
あ

っ
た
。

だ
が
、
こ
の
小
品
で
は
、
軍
隊
の
行
進

の
靴
音
の
こ
と
も
、
大
歓
呼

の
声
の

こ
と
も
、
大
通
り
の
上
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
窓
と
い
う
窓

に
飾
ら
れ
た
国
旗
、

万
国
旗

の
は
た
め
き
の
こ
と
も
、

一
言
も
言
及
さ
れ
ず
、

い
わ
ぽ
黙
殺
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
話
者
を
呑
み
こ
ん
で
し
ま

っ
た
群
衆

の
流
れ
が
、
名
も
な
く
顔

も
な
く
声
も
な
く
、
目
的
さ
え
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
、
押
し
す
す
ん
で
ゆ
く
こ
と
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の
み
が
語
ら
れ
る
。
「さ
う
し
て
み
ん
な
黙

つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
自
然

の
う

ち
に
前

へ
動

い
て
行
く
。」

声
も
音
も
な
い
こ
と
が
群
衆

の
不
気
味
さ
を

強

め
、
「さ
う
し
て
」

の
繰
返
し
が
黙
々

た
る
自
働
運
動
の
薄
暗
い
不
安
を
伝

え
て
い
る
。
漱
石
は

一
九
〇
九
年

の
こ
の
小
品
で
、

一
九

一
〇
年
代

か
ら
活
撥

に
な
る
カ
フ
カ
の
創
作
世
界
に
通
じ
る
な

に
も

の
か
を
、
あ
る
い
は
は
る
か
後

年

の
S
F
や
安
部
公
房

の
小
説
に
も
つ
な
が
る
創
作

の
方
向
を
、
極
小
規
模
な

が
ら
す
で
に
実
験
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

6

顔

の
な

い

「
人

の
海

」

第

一
、

二

、

三

節

の
読

み

の
試

み

だ

け

で
、

ず

い
ぶ

ん
長

く

手

間

ど

っ
て

し

.
ま

っ
た

。

以

下

に
、

第

四

、

五

節

、

そ

し

て

つ
づ

い

て
第

六

、

七

節

と

「
エ
ク

ス
プ

リ

カ

シ
オ

ソ
」

を

試

み

て
、

こ

の

「
不

思

議

な

町

」

の
拡

大

の

な

か

で
話

者

11
主

人

公

の
不

安

と

孤

独

感

が

さ

ら

に
も

深

ま

っ
て
ゆ

く
過

程

を

た

ど

っ
て

み

よ

う

。自
分
は
此

の
時
始
め
て
、
人
の
海

に
溺
れ
た
事
を
自
覚
し
た
。
此
の
海

は
何
所
迄
広
が

つ
て
ゐ
る
か
分
ら
な

い
。
然
し
広

い
割

に
は
極
め
て
静
か

な
海
で
あ

る
。
た
だ
出
る
事
が
出
来

な
い
。
右
を
向

い
て
も
痞

へ
て
ゐ
る
、

ひ
だ
り

み

ふ
さ

う
し
ろ

ふ

か
へ

ば

い

左
を
見

て
も
塞
が

つ
て
ゐ
る
。
後
を
振
り
返

つ
て
も

一
杯
で
あ
る
。
そ
れ

し
づ

ま

へ

は
う

う
ご

ゆ

た
f
ひ
と
す
ぢ

う
ん
め

い

ほ
か

じ

ぶ
ん

で
静
か
に
前

の
方

へ
動

い
て
行
く
。

只

一
筋

の
運
命

よ
り
外
に
、
自
分
を

支
配
す
る
も
の
が
な
い
か
の
如
く
、

幾
万

の
黒

い
頭
が
申
し
合
せ
た
様
に

歩
調
を
揃

へ
て

一
歩
宛
前

へ
進
ん
で
行
く
。

自
分
は
歩
き
な
が
ら
、
今
出
て
来
た
家

の
事
を
想

ひ
浮
べ
た
。

一
様
の

四
階
建

の
、

一
様

の
色

の
、
不
思
議
な
町
は
、
何

で
も
遠
く
に
あ
る
ら
し

い
。
何
処
を
ど
う
曲

つ
て
、
何
処
を
ど
う
歩

い
た
ら
帰
れ
る
か
、
殆
ど
覚

束
な
い
気
が
す
る
。
よ
し
帰
れ
て
も
、
自
分

の
家
は
見
出
せ
さ
う
も
な
い
。

そ
の
家
は
昨
夕
暗

い
中

に
暗
く
立

つ
て
ゐ
た
。

第
四
節
は
、
第
三
節
ま
で
に
述
べ
ら
れ
て
き
た

「
不
思
議
な
町
」

の
蠕
動

の

な
か

へ
の
流
入

(曾
捧
ぎ
ひq
一畧
o
)

の
感
覚
を
、
は
じ
め
て

「自
覚
」
的

に
と

ら
え
な
お
し
、
群
衆
で
埋

め
つ
く
さ
れ
た
こ
の
市
街

の
空
間
を

一
種

の
諦
念
を

も

っ
て
眺
め
か
え
す
過
程
を
語

っ
て
い
る
。

こ
の
匿
名

の
都
市

の
無
名

の
群
衆

の
広
が
り
を
、
話
者
は

「
人
の
海
」
と
呼

ん
で
い
る
。
そ
し
て
さ
き
ほ
ど
か
ら
す
で
に
何
度
も
使
い
そ
う
に
な

っ
て
ま
だ

使

っ
て
い
な
か
っ
た
動
詞

「
溺
れ
る
」
を
、
「海
」
に
合
わ
せ
て
つ
い
に
こ
こ

に
登
場
さ
せ
た
。
彼
は
動
き

の
理
由
も
動
き

の
方
向

さ
え
も
不
明
な
、
た
だ

「
背
が
高

い
」
だ
け
の
人
々
の
海

の
な
か
に
、
い
つ
の
ま
に
か
、
ま
さ
に

「
溺

れ
」
て
い
た
の
で
あ
る
。
「人

の
海
」
と
は
、
漢
語

「人
海
」
と
し
て
は
古
く

か
ら
あ
り
、
い
ま
で
こ
そ
な
に
ほ
ど
で
も
な
い
比
喩
だ
が
、
日
本
で
は
明
治
四

十
二
年
当
時
で
さ
え
、
意
外
に
目
あ
た
ら
し
い
表
現
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
漱
石
も
読
ん
で
い
た
平
賀
源
内

の
戯
作
小
説

『根
南
志
具
佐
』

(
一
七
六

三
)
に
は
、
江
戸

の
両
国
広
小
路

の
夏

の
宵
の
賑
わ
い
と
雑
踏
を
、
み
ご
と
に
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誇
ら
し
げ

に
活
写

し
た
長

い

一
節
が
あ

っ
た
が
、
あ
そ
こ
に
も
ま
だ

「人

の

海
」
と
い
う
語
彙
は
な
か

っ
た
。

そ
れ
に
、
『根
南
志
旦
ハ佐
』
で
は
、
す

べ
て
戯
画
化
さ
れ
て
で
は
あ
る
が
、

広
小
路

に
寄
り
集
ま
る

「群
集
」

の
男
女

・
老
若

・
職
種
ご
と
の
風
体
風
俗
が

み
な
く

っ
き
り
と
描
き
わ
け
ら
れ
て
活
気

に
富
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、

こ

の

「印
象
」

の

「不
思
議
な
町
」
で
は
、
人
は

「悉
く
四
階
で
、
又
悉
く
同
じ

色
」

の
家
並

み
と
同
じ
く
、
み
な
個
別
性

を
失

っ
て
画

一
化
さ
れ
、
由
来
不
明

の
、
な
に
か
盲
目
的
な
(
暗
黙
の
共
同
意

志
ら
し
き
も
の
に
よ

っ
て
動
か
さ
れ

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
は

「人

の
海
」
な

の
で
あ
り
、
「広

い
割

に
は

極

め
て
静

か
な
」
、
そ
れ
だ
け
に
い

っ
そ
う
不
気
味
な

「海
」
な

の
で
あ

る
。

あ
る
い
は
漱
石
は
こ
の
作

の
当
時
、
す
で

に
逆

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
近
代
都

市

の
未
来
を
、
自
分
の
ロ
ン
ド
ン
体
験
に
借
り
て
描
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

こ
こ
で
も
短

い
セ
ン
テ
ン
ス
が
対
句

形
式

で
積
み
か
さ
ね
ら
れ

て
い
る
。

「
(静
か
な
海
な

の
に
)
た
だ
出
る
事
が
出
来
な
い
。
右
を
向

い
て
も
痞

へ
て
ゐ

る
、
左
を
見
て
も
塞
が

つ
て
ゐ
る
。
後
を
振
り
返

つ
て
も

一
杯

で
あ
る
。
そ
れ

で
静

か

に
前

の
方

へ
動

い

て
行

く

。
」
ー

右

、

左

、

後

、

前

、

ま

た

そ

れ

ぞ

れ
に
添
え
ら
れ
た
動
詞

の
対
句
的
構
成
が
、
話
者

の
あ

っ
ち
に
向
き
、
こ

っ
ち

に
向
き
な
が
ら
も
、
も
は
や
抵
抗
を
あ

き
ら
め
た

「
溺
れ
」

の

「自
覚
」、

つ

ま
り
こ
の

「
不
思
議
な
町
」

の
な
か
で
の
閉
塞
感
を
し
だ
い
に
強
め
て
ゆ
く
。

そ
の
あ
と
に
つ
づ
け
ら
れ
る
三
行

に
わ

た
る
長

い

一
文
、
「只

一
筋

の
運
命

よ
り
外

に
…
…
な
い
か
の
如
く
、
…
…

一
歩
宛
前

へ
進
ん
で
行
く
」
は
、
単
な

る
閉
塞
感

の
息
苦
し
さ
を
こ
え

て
迫

る
、
愛
国
大
衆
と
い
う
も
の
の
圧
迫
感

の

お
そ
ろ
し
さ
、
「幾
万

の
黒

い
頭
が
申
し
合
せ
た
様
に
歩
調
を
揃

へ
て
」
動

い

て
ゆ
く
無
名

の
全
体
主
義

の
威
圧
感
を
、
す
で
に
十
分
に
よ
く
表
現
し
て
い
る
。

明
治
末
、
日
露
戦
後

の
夏
目
漱
石
が
、

は
や
く
も
昭
和
日
本

の
軍
国
主
義
、
翼

賛
政
治

へ
の
嫌
悪
と
恐
怖
と
を
予
感
し
て
い
た
よ
う
な

一
節
と
も

い
え
る
だ
ろ

う
。

「幾
万
の
黒

い
頭
」
の
波

の

一
歩
つ

つ
の
前
進
の
な
か
に
捕
捉
さ
れ
て
、
さ
か

ら
い
よ
う
も
な
く
、
抜
け
出
し
よ
う
も
な
く
、
た
だ
無
意
味
に
前

へ
前

へ
と
押

し
や
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
無
言

の
、
無
名

の
集
合
無
意
識

の
圧
力

の
も
と
で
、

話
者
が

い
ま
辛
ケ
じ
て
自
分

の
存
在
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
想
い
を
馳
せ
る
こ

と
が

で
き
る
の
は
、
「今
出

て
来

た
家

の
事
」
ば

か
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
こ
を
出

て
来
た
と
き
か
ら
す
で
に

「も
う
分
ら
な
」
か

っ
た
あ
の

コ

様

の

四
階
建

の
、

一
様

の
色

の
、
不
思
議
な
町
」

の
、
あ
の
家
は
、
あ
の
不
思
議
な

「印
象
」
だ
け
は
た
し
か
に
残

っ
て
い
て
も
、
も
う
二
度
と
そ
こ
に
は
帰
れ
そ

う
も
な
い
気
が
す
る
。
「広

い
往
来
」

に
出
る
ま
で
は
、
曲
り
角
ご
と
に

「能

く
覚
え
を
し
て
置
い
て
」
き
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
以
後

は

「背

の
高
い
人
」

の

「海
」

に
捲
き
こ
ま
れ
て
し
ま

っ
て
、
ど
こ
を
ど
う
歩

い
て
き
た
の
か
、
い
ま

や
ま

っ
た
く
不
明
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
第
五
節

に
来
て
三
回
目

に
繰
返
さ
れ
る

「不
思
議
な
町
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
、
と
い
う
以
上
に
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
は
、
こ
こ
に
い
た
っ
て

一
段
と
そ
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の

「不
思
議
」

の
度
合
い
を
強

め
、
濃
く

し
た
。
眼

の
前

に
眺
め
て
い
て
さ
、兄

同
定
し
難
か

っ
た

「不
思
議
な
町
」
は
、

い
.ま
や

「何
で
も
」
「
遠
く
に
」
「あ

る
ら
し
い
」
と
、
す
べ
て
不
確

か
さ
を

い
う
語
彙
に
よ

っ
て
し
か
想
起
し
え
ぬ

も
の
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
第
三
節
で
は

「何
所
か
ら
何
所

へ
…
行
く
も
の
か

し
ら
ん
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
訝
し
さ
が

、
こ
こ
で
は

「何
処
を
ど
う
曲

つ
て
、

何
処
を
ど
う
歩

い
た
ら
帰
れ
る
か
、
殆
ど
覚
束
な

い
気
が
す
る
」
と
い
う
、
ほ

と
ん
ど
全
面
的
な
、
自
己

の
帰
属
す
べ
き
場
所
の
喪
失

の
自
覚
に
ま
で
深
ま

っ

て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
語

で
考
え
日
本
語

で
語

っ
て
い
る
話
者

の
本
来

の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
、

所
在
証
明
は
、
日
本
に
、
そ
の
首
都
東
京

に
こ
そ
、
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
そ
こ
に
帰
る
よ
り
は
る
か
手
前

で
今
夜
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
こ
の

「不

思
議
な
町
」

の

「自
分

の
家
」
そ
の
も

の
が
、
「
よ
し
帰
れ
て
も
…
見
出

せ
さ

う
も
な
い
」
の
だ
と
い
う
。
作
者
漱
石
の

ロ
ン
ド
ン
留
学
中

の
文
字
ど
お
り
の

位
9
塁
ω①8
①
暮

の
感
覚
、
異
国
に
お
け

る
違
和

・
疎
外

の
感
覚
が
、

い
か
に

痛
切
で
深
刻
な
も

の
で
あ

っ
た
か
を
、
期

せ
ず
し
て
も

っ
と
も
よ
く
伝
、兇
て
い

る

一
節
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

同
じ
作
者

の

『草
枕
』
(明
治
39
)
で
は
、

一
人

の
画
工
が
春

の
雨
と
靄

の

な
か
で
峠
路
に
と
ま
ど
う
す
が
た
が
描

か
れ

て
い
た
。
『
三
四
郎
』

(明
治
41
)

に
は
、
主
人
公

の
お
の
ぼ
り
さ
ん
の
学
生
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
東
京

の

街

で
途
方

に
暮
れ
、
電
車

の
乗

り
間
違

え
を
す
る
こ
と
が
語

ら
れ
て
い
た
。

「迷
え
る
羊
」
と
い
う

の
が
、
女
学
生
美

禰
子
の
三
四
郎

に
与
え
た
渾
名
で
も

あ

っ
た
。
『彼
岸
過
迄
』

(明
治
45
)
の
主
人
公
須
永
も
ま
た
東
京

の
町
で
道

に

迷

っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら

の
小
説
で
は
、
「迷
う
」
こ
と
は
現
実

の
道
路
に
迷

う
こ
と
、
乗
り
物

に
迷
う
こ
と
、
比
喩
的
に
人
生
に
迷
う
こ
と
、
混
迷

の
時
代

.の
な
か
に
迷
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が

こ
の
小
品
で
は
、
「不
思
議
な
町
」
を
秘
め
た
都
市
全
体
が

い
わ

ば
蟻
地
獄
の
よ
う
に
な

っ
て
い
て
、
そ

の
な
か
に
迷
い
こ
ん
で
、
迷
う
ま
い
と

も
が
け
ば
も
が
く
ほ
ど
、

い
っ
そ
う
自
己
喪
失

の
感
覚
は
深
ま
り
、
各
節
ご
と

に
進
行
し
て
と
り
返
し
の
つ
か
ぬ
も
の
と
な

っ
て
ゆ
く
。
自
分

の
現
在

の
所
在

が

い
よ
い
よ
不
確
か
に
な

っ
て
ゆ
く

一
方

で
、
帰
る
べ
き

「家
」

の
あ
り
か
は

そ
れ
だ
け
い

っ
そ
う
遠
く
暗
く

「覚
束
な
く
」
な

っ
て
い
っ
て
、
そ
の
間
の
つ

な
が
り
は
空
間

の
な
か
で
も
、
意
識

の
上

で
も
、

つ
い
に
回
復

の
あ

て
も
な
く

失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

第
五
節

の
最
後

の

一
行
、
「そ
の
家
は
昨
夕
暗
い
中

に
暗
く
立

つ
て
ゐ
た
」

(
11

)

と
は
、
ま
こ
と
に
美
し
い
表
現
で
あ
る
。
ジ

ェ
ラ
」
ル

・
ド

・
ネ
ル
ヴ

ァ
ル
の

夢
幻
小
説

『
オ
ー
レ
リ
ア
』

(
一
八
五
五
)
の

「深
秘

の
町
」
の

一
節
を
思
わ

せ
る
と
さ
え
言

い
た
い
。
そ
う

い
え
ば

「夢

は
第
二

の
人
生

だ
」
と
言

い
、

「現
実
生
活
の
な
か

へ
の
夢

の
氾
濫
」
(一』
昌
く
9
ωδ
⇒
費

み
く
Φ
住
穹
ω
訂

≦
Φ

み
①
　
Φ
)

の
体
験
を
語

っ
て
ゆ
く
の
が
、
こ
の
狂
気

の
詩
人
の
不
思
議
な
小
説

に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
が
、
漱
石

の
こ
の
小
品

の
な
か
で
も
す

で
に
夢
と
現
実

の
混
入
、
交
錯
は
始
ま

っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ま

「人
の
海
」

に
溺
れ
て
ど
こ

へ
行
く
と
も
わ
か
ら
ず

に
流
さ
れ
て
い
る
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漱石の実験工房

の
が
現
実
だ
と
す
れ
ぽ
、
「昨
夕
暗

い
中

に
暗
く
立

つ
て
ゐ
た
」
そ
の
家
と
は
、

昨
夜

か
ら

の
夢

の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
た
存
在
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は

「暗

い
な
か
を
夢

の
様
に
馳
け
」
て
た
ど
り

つ
い
た
家
だ
と
、
小
品
冒
頭

の
第
二
節

に
も

い
わ
れ

て
い
た
。
「暗

い
中

に
暗
く
立

つ
」
と
は
、
ま
さ
に
夢

に
特
有

の

属
性
で
も
あ
ろ
う
。

い
や
、
む
し
ろ
逆
に
、
「不
思
議
な
町
」

の
あ
の
家
を
出

て
か
ら
こ
こ
ま
で

の
、
「背

の
高

い
人
」
に
四
方
を
囲
ま
れ

て
の
彷
徨
そ

の
も
の
の
ほ
う
が
、
い

ま
見
て
い
る
夢
な
の
で
あ
り
、
こ
の
夢

の
と
め
ど
も
な

い
つ
ら
な
り
の
な
か
で

唯

一
現
実
に
立

っ
て
い
る
の
が
、
あ
の
暗

い
家
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
、兄

ば
、

こ
の
夢
中
散
策

の
出
発
点
で

「
見
上
」
「見
下
し
」
「左
」
「右
」
と

「能

く
覚
え
を
」
繰
返
し
た
の
も
、
夢

の
な

か
で

「
こ
れ
は
夢

で
は
な
い
」
と
念
押

し
の
夢
を
見
る
、
あ
の
経
験
を
意
味
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
し
て
そ

れ
以
後
は
、
五
色
の
馬
車

の
行
列
に
し
て
も
、
背

の
高

い
人
々
の
与
・兄
る
圧
迫

感

に
し
て
も
、
「人

の
海
」

の
な
か

へ
の
埋
没
に
し
て
も
、
す
べ
て
そ

の
ま
ま

夢
魔
の
な
か
で
の
不
安

の
体
験
と
読
む

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
細
部

の
表

現
は
、
ふ
り
返

っ
て
み
れ
ぽ
、
選
ぼ
れ
た
語
彙
も
文
体
も
み
な
夢

の
世
界

に
ふ

さ
わ
し
い
性
質
を
も

っ
て
い
た
。

前
引

の
持
田
季
未
子
氏
も
、
こ
の

「
暗

い
家
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
書

い

て
い
る
。

「
そ
れ
は
、
方
向

・
位
置

・
距
離
な
ど
に
ま

つ
わ
る
す
べ
て
の

感
覚
が
際
限
も
な
く
失
わ
れ
て
ゆ
く
な

か
で
、
唯

一
、
確
信
を
も

っ
て
頼

る
こ

(
12

)

と

の

で

き

る

実

感

な

の

だ
。
」

た

し

か

に

そ

う

な

の
だ

ろ

う

。

だ

か

ら

こ

そ

「自
分
」
は
、

こ
の
夢

の
ご
と
き
、
あ
る
い
は
夢

の
な
か
の
、
彷
徨

の
途
上
で
、

「今
出

て
来
た
家

の
事
を
想
ひ
浮
べ
」
よ
う
と
し
た
の
で
も
あ

っ
た
ろ
う
。
し

か
し
、
持
田
氏
も

つ
づ
け
て
言

っ
て
い
る

「
こ
の
暗
く
立

っ
て
い
る
家
と

は
、
自
己
自
身

の
過
去
を
も
あ
ら
わ
す
」
と
。

つ
ま
り
、
前
述

の
二
様

の
解
釈

を
重
ね
合
わ
せ
て
、
私
流

に
言
え
ば
、
あ
の

「暗

い
家
」
は
夢
と
現
実

の
間
に
、

す
で
に
夢
に
侵
さ
れ
な
が
ら
現
実
に
、
あ
る
い
は
現
実

の
記
憶
を
ま
と
い
な
が

ら
も
夢

の
奥

に
、
「暗
く
立

つ
て
ゐ
た
」

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ

の

「昨
夕
」
の

「自
分

の
家
」
は
二
度
と

「見
出
せ
さ
う
も
な
い
」
と
の
予
感
だ

け
は
、
も
う
は
っ
き
り
と
話
者

の
な
か
に
宿
さ
れ
て
い
た
。

7

「
云
ふ
べ
か
ら
ざ

る
孤
独
」

プ
ル
ー
ス
ト
学
者
保
苅
瑞
穂
氏

に
よ
れ
ぽ
、
「プ

ル
ー
ス
ト
の
小
説

の
な
か

で
か
れ
の
真
実
が
啓
示
さ
れ
る
最
重
要

の
挿
話

の
い
く

つ
か

(は
)
散
歩
あ
る

い
は
馬
車
に
よ
る
散
歩
と
い
う
行
為
の
う
え
に
構
想
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。

そ
し
て
そ
れ
は

「散
歩
し
て
い
る
人
間

の
意
識
の
状
態
は
夢

の
な
か
の
そ
れ
に

(
13

)

近

い
」
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
想
定

し
た
上
で
、
「孤
独
な
る
散
歩
者
」
ジ

ャ

ソ
・
ジ

ャ
ッ
ク

・
ル
ソ
ー
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
、
そ
の

「夢
想
」
を
考
察
し
、
プ

ル
ー
ス
ト
の
作
中

の
散
歩
と
夢
と
を
分
析
し
て
ゆ
く
。
ま
こ
と
に
興
味
深

い
論

で
あ
る
。

小
品

「
印
象
」

の
漱
石
の
話
者
11
散
歩
者

の
場
合

に
も
、
小
規
模
な
が
ら
、

こ
の
市
中
散
策
が

い
つ
の
ま
に
か
、
あ
る
い
は
は
じ
め
か
ら
、
夢
を
う
な
が
し
、
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そ
の
ま
ま
夢
想
に
転
じ
て
ゆ
く
体
験
を
述

べ
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
漱
石
は
こ
の
小
品
で
も
ま
た
、
ま
さ
に

「夢

の
語
り
」

の
実
験
を
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
話
者

の
散
歩
は
、

ル
ソ
ー
や
プ
ル
ー
ス
ト

に
お
け
る
そ
れ
の
よ
う
な
本
来

の
自
由
を
失

っ
て
、

一
種
の
強
制
さ
れ
た
歩
行

と
な
り
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
が
う
な
が
す
夢
も
い
わ
ぽ
悪
夢
と
変
じ
て
歩
行
者

を
お
び
や
か
し
は
じ
め
る
。

歩
き
な
が
ら
想

い
め
ぐ
ら
す
う
ち
に
、

こ
の
都
会
に
お
け
る
自
分

の
唯

一
の

よ
り
ど
こ
ろ
さ
え
夢

の
ご
と
く
曖
昧
に
な
り
、
夢

の
奥
に
し
り
ぞ
い
て
ゆ
く
か

に
思
わ
れ
な
が
ら
、
な
お
も

「自
分
」
は

「人

の
海
」
に
運
ば
れ
て
ゆ
か
ざ

る

を
え
な
い
の
で
あ
る
。
小
品
最
後

の
第
六
、
七
節
を
次
に
引
こ
う
。

じ

ぶ
ん

こ
〉
ろ
ぼ
そ

か
ん
が

せ

た
か

ぐ
ん
し
ふ

お

し

か
た

自
分

は
心
細
く
考

へ
な
が
ら
、
脊

の
高

い
群
集

に
押
さ
れ
て
、
仕
方
な

し
に
大
通
り
を
二
つ
三

つ
曲
が

つ
た
。
曲
る
た
ん
び
に
、
昨
夕

の
暗
い
家

と
は
反
対

の
方
角
に
遠
ざ

か
つ
て
行

く
様
な
心
持
が
し
た
。
さ
う
し
て
眼

の
疲
れ
る
程
人
間
の
沢
山
ゐ
る
な
か

に
、
云
ふ
べ
か
ら
ざ
る
孤
独
を
感
じ

た
。
す
る
と
、
だ
ら
く

坂

へ
出
た
。
此
処
は
大
き
な
道
路
が
五

つ
六

つ

落
ち
合
ふ
広
場

の
様
に
思
は
れ
た
。
今
迄

一
筋
に
動

い
て
来
た
波
は
、
坂

の
下
で
、
色
々
な
方
角
か
ら
寄
せ
る

の
と
集
ま

つ
て
、
静

か
に
廻
転
し
始

め
た
。

坂
の
下
に
は
、
大
き
な
石
刻

の
獅
子
が
あ
る
。
全
身
灰
色
を
し
て
居

つ

た
。
尾
の
細

い
割

に
、
鬣
に
渦
を
捲

い
た
深

い
頭
は
四
斗
樽
程
も
あ

つ
た
。

前
足
を
揃

へ
て
、
波
を
打

つ
群
集

の
中
に
眠

つ
て
ゐ
た
。
獅
子
は
二
つ
ゐ

た
。
下
は
舗
石
で
敷
き
詰

め
て
あ
る
。
其
の
真
中

に
太
い
銅

の
柱
が
あ

つ

た
。
自
分
は
、
静
か
に
動
く
人
の
海

の
間
に
立

つ
て
、
眼
を
挙
げ

て
、
柱

う

へ

み

は
し
ら

め

と
愛

か
ぎ

た
か

ま
つ
す
ぐ

た

そ

う
へ

の
上
を
見
た
。
柱
は
眼

の
届
く
限
り
高
く
真
直
に
立

つ
て
ゐ
る
。
其

の
上

お
ほ

そ
ら

め
ん

み

た
か

は
し
ら

こ

そ
ら

ま
ん
な
か

つ

に
は
大
き
な
空
が

一
面
に
見
え
た
。
高

い
柱
は
此

の
空
を
真
中
で
突
き
抜

い
て
ゐ
る
様
に
聳
え
て
ゐ
た
。
此
の
柱

の
先
に
は
何
が
あ
る
か
分
ら
な
か

つ
た
。
自
分
は
又
人
の
波
に
押
さ
れ
て
広
場
か
ら
、
右

の
方

の
通
り
を
何

く

さ
が

い

ふ
り
か
へ

さ
を

や
う

所
と
も
な
く
下

つ
て
行

つ
た
。
し
ぼ
ら
く
し
て
、
振
返

っ
た
ら
、
竿

の
様

な
細

い
柱

の
上
に
、
小
さ
い
人
問
が

た
つ
た

一
人
立

つ
て
ゐ
た
。

こ
の
歩
行
者

は
す
で
に
自
分
の

「家
」

へ
の
帰
路
を
探
す
努
力
を
放
棄
し
て

し
ま

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
心
細
く
考

へ
な
が
ら
」
、
「
群
集

に
押
さ
れ

て
」
、
「仕
方
な
し
に
」、
「
二
つ
三

つ
曲
が

つ
た
」、
「曲
る
た
ん
び
に
」
と
い
う

言
葉

の

一
つ
一
つ
に
、
彼

の
こ
れ
ま
で
に
な
い
な
げ
や
り
な
態
度
、
夢
に
身
を

ま
か
せ
て
し
ま

っ
た
あ
き
ら
め
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
疲
労
感
が
、
言
い
あ
ら
わ

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
「曲
る
た
ん
び
に
、
昨
夕

の
暗

い
家
と
は
反
対

の
方
角

に
遠
ざ
か

つ
て
行
く
様
な
心
持
が
し
た
」
と
も

い
う
の
だ
か
ら
、
あ
の
夢

の
な

か
の
夢

の
よ
う
な

「家
」

へ
の
未
練
は
ま
だ
わ
ず
か
な
が
ら
も
残

っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
し
か
し

「暗

い
家
」
の
こ
と
が
言
及
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
小
品

の
な

か
で
こ
れ
が
最
後
だ

っ
た
。

帰
る
べ
き

「家
」
が

い
よ
い
よ
遠
ざ
か
る
と
感
じ
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
「自
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分
」
を

一
挙
に
襲
う
の
は
、
こ
の
大
群
衆

の
た
だ
な
か
で
の

「云
ふ
べ
か
ら
ざ

る
孤
独
」

の
想

い
で
あ
る
。
こ
の

「孤
独
」
も
、
第
四
節

の

「人

の
海

に
溺
れ

る
」
な
ど
と
同
じ
く
、
こ
れ
ま
で
い
く

た
び
も
出
て
き
そ
う
に
な

っ
て
ま
だ
出

て
こ
な
か
っ
た
重
要
な
語
彙
だ

っ
た
。

エ
ド
ガ
i

・
ポ
オ
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が

た
び
た
び
語

っ
た
、
都
市

の
群
衆
の
な

か
で
こ
そ
経
験
さ
れ
る

「孤
独
」
で
あ

る
。作

者
漱
石
は
も
ち
ろ
ん
ポ
オ
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
知

っ
て
い
た
。
だ
が
、
こ

こ
の

「云
ふ
べ
か
ら
ざ
る
孤
独
」
と
は
、
彼
ら
欧
米
詩
人
の
言
う
も
の
よ
り
も

さ
ら
に
幾
層
か
深
く
痛
切
な
孤
独
感
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
見
知
ら

ぬ
大
都
会

に
新
参
の
異
邦
人
と
し
て
迷

い
こ
み
、
由
来
も
行
方
も
知
れ
ぬ
大
群

衆

の
黒
々
と
し
た
沈
黙

の
行
列
の
な
か

に
と
ら
え
こ
ま
れ
て
し
ま

っ
た
者

の
、

恐
怖
を
さ
え
と
も
な

っ
た
よ
う
な
孤
独
感
。
「背

の
高

い
群
集
」

に
び

っ
し
り

と
囲
ま
れ
て
、
孤
独
と
夢
想
の
自
由
を
さ
え
奪
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
、
息
を

詰
め
て
悪
夢

の
な
か
に
い
る
よ
う
な
閉

塞
感
と
不
安
。
そ
し
て
、

こ
の
都
市
空

間

の
な
か
で
自
己

の
帰
属
す
べ
き
わ
ず

か
な
頼
り
さ
え
い
ま
は
見
失
わ
れ
て
し

ま

っ
て
、
ま
さ
に
途
方

に
暮
れ
る
以
外

に
な

い
よ
う
な
孤
立
感
。

そ
れ
ら

は
、
英
国
留
学
中

の
作
者

の
心
底

に
い

つ
も
冷
え
冷
え
と
流
れ
て
い
た
感
情

で

も
あ

っ
た
。
漱
石
は
結
局
は
こ
の

「云

ふ
べ
か
ら
ざ
る
孤
独
」

の
深
さ
を
言
わ

ん
が
た
め
に
こ
そ
、
小
品

「印
象
」
を
書
い
た
の
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

話
者
を
と
り
こ
ん
で
い
る
群
衆

の
波

は
、
「だ
ら
く

坂
」
を
進

ん
で

「広

場

の
様

に
思
は
れ
」
る
と
こ
ろ
に
入
り
、
他

の
方
角
か
ら
集
ま

っ
て
き
た
群
衆

と
合
流
し
て

「静
か
に
廻
転
し
始
め
」
る
。
作
者

は
こ
こ
に
来

て
も
、
依
然

一

貫
し
て
地
名
を
伏
せ
つ
づ
け
て
い
る
。
実
際
に
は
、
大
行
列
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
街
か
ら
チ
ャ
リ
ン
グ

・
ク
ロ
ス
街
な
ど
を
延
々
と
下

っ
て
き
て
、
ト
ラ
フ
ァ

ル
ガ
ー

・
ス
ク

エ
ア
に
な
だ
れ
こ
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
は
、
誰
に
も
容
易

に
推

察
は
つ
く
。
だ
が
、
そ
れ
ら

の
通
り
や
広
場

の
名
を
敢
え
て
言
わ
な

い
で
お
く

こ
と
が
、
す
で
に
第
三
節
末
尾

に

「さ
う
し
て
み
ん
な
黙

つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し

て
自
然

の
う
ち
に
前

へ
動
い
て
行
く
」
と
言
わ
れ
て
以
来

の
、
こ
の
大
群
衆

の

黙
々
と
し
て
す
べ
て
を
圧
殺
し
て
進
む
か
の
よ
う
な
不
気
味
さ
を
強
調
す
る
の

に
、

い
よ
い
よ
効
果
的
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
。

広
場
で
合
流
し
て
さ
ら
に
ふ
く
ら
ん
だ

「背
の
高

い
群
集
」
は
、
こ
こ
に
来

て
も

「静
か
に
廻
転
し
」
、
「波
を
打

つ
」

て
い
る
。
こ
れ
も
ゆ
る
や
か
な
大
き

な
眩
暈
を
誘
わ
ず

に
は
い
な
い
。
そ

の

「波
」
の
輪

の
真
中
に
う
つ
く
ま
る
二

頭

の
獅
子
の
石
像
が
、
灰
色

の
全
身
、
尾
、
「
渦
を
捲
」
く
鬣
、
四
斗
樽
程
も

あ

る

「深

い
頭
」
、
前
足
と
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
、
こ
の
箇
所

に
お
い
て
だ
け

妙

に
詳
し
く
具
象
的
に
記
述
さ
れ
る
の
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
な

の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
石
像
を
中
心
に
、
広
場
を
何
度
か
廻
転

し
て
、
そ
れ
を
よ
く
眺
め
る
こ
と

が

で
き
た
か
ら
か
。
そ
ん
な
こ
と
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で

一
切
が

夢
と
現
実

の
間
を
い
ず
れ
と
も

つ
か
ず
ひ
た
す
ら
に
流
れ
、
揺
れ
動
い
て
き
た

な
か
で
、
こ
の
二
つ
の
巨
大
な
獅
子

の
像
だ
け
が
、

い
わ
ぽ
は
じ
め
て
そ
の
現

象

の
流
れ
に
重
し
を

つ
け
、
ピ
リ
オ
ド
を
打

っ
て
く
れ
る
か
に
思
わ
れ
た
か
ら

で
あ

っ
た
の
に
ち
が

い
な
い
。
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だ
が
、
話
者
の
眼
は
こ
の
像
を
も

っ
て
も
、
こ
の
日
の
流
れ
る
夢
魔
の
経
験

の
大
団
円
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
彼
は
二

つ
の
石
像

の
間
に
立

つ
高

い
太
い
銅

の
柱
、
ネ
ル
ソ
ソ
提
督

の
記
念
碑
を
見
上
げ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

自
分
は
、
静
か
に
動
く
人
の
海

の
間

に
立

つ
て
、
眼
を
挙
げ

て
、
柱
の
上

を
見
た
。
柱
は
眼

の
届
く
限
り
高
く
真
直
に
立

つ
て
ゐ
る
。
其

の
上
に
は

大
き
な
空
が

一
面
に
見
え
た
。
高

い
柱

は
此
の
空
を
真
中
で
突
き
抜

い
て

ゐ
る
様
に
聳
え
て
ゐ
た
。

大
空

に
向
か

っ
て
そ
れ
ほ
ど
高
く
聳
え

て
い
る
と
い
う
柱
は
、
そ
れ
な
ら
ぽ
、

「人
の
海
」

に
呑
み
こ
ま
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
歩
行
者

の

「孤
独
」
と
不
安
を
、

つ
い
に
上
方

へ
と
向
か

っ
て
解
放
し
て
く

れ
る
の
か
。
そ
の
記
念
塔
は
空
を
突

き
抜
け
る
ほ
ど

の
勢

い
で
そ
そ
り
立

っ
て

い
る
と
い
う

の
だ
。

だ
が
、
そ

の
期
待
も
む
な
し
か

っ
た
。
「舗
石
で
敷

き
詰

め
」
た
上

に
坐
る
重
い
大
き
な

獅
子
像
が
、
「人

の
海
」

の
動
き
を
引
き

と
め
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
よ
う

に
、
こ
の
高

い
銅

の
柱
も
、
迷
路

の
な
か
に
失
わ
れ
た
彼

の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ

ィ
の
あ
り
か
を
、
か
な
た
に
指
し
示
し
て
く
れ
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。

「此

の
柱

の
先
に
は
何
が
あ
る
か
分
ら
な

か
つ
た
」

の
で
あ
る
。
そ
し
て

「自

分
」
は
、
群
衆

の
な
か
の
孤
独
と
自
己
喪

失

の
い
ず
れ
を
も
癒
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
「又
人
の
波

に
押
さ
れ
て
広
場
か
ら
、
右

の
方
の
通
り
を
何
所
と
も
な

く

下

つ
て
行

つ
た
。
」
i

こ

こ

に
至

っ
て

も
、

「
人

の
波

」

の
動

い

て
ゆ

く

行

方

は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
依
然
、
「
只

一
筋

の
運
命

よ
り
外
に
、
自
分
を
支

配
す
る
も
の
が
な
い
か
の
如
く
」、

こ
の
黒
々
と
し
た
群
衆

の
列
は
動

い
て
、

広
場

か
ら
出
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
の
な
か
に

「自
分
」
は
正
体
を
失

っ
て
溺
れ

た
ま
ま
に
、
さ
ら
に
運
ば
れ
て
ゆ
く
。

こ
こ
に

「何
所
と
も
な
く
下

つ
て
行

つ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
注

目
し
て
お

い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ

の
広
場
そ

の
も

の
が
、
す

で
に

「だ
ら

く

坂
」
を
下
り
た
低
い
と
こ
ろ
に
あ

っ
て
、

い
く

つ
か
の
通
り
が

「色
々
な

方
角
か
ら
」
寄
り
集
ま

っ
て
く
る
場
所
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
中
心
の
重
し
と

し
て
二
つ
の
獅
子
像
が
坐

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

い
ま
、
「
人
の
波
」

は
そ
こ
か
ら
さ
ら

に
低

い
方

へ
と

「下

つ
て
行
」
く
。
な
る
ほ
ど
、
「波
」
と

か
流
れ
と
か
は
、

つ
ね
に
低
き
に
つ
く
。
お
の
ず
か
ら
低
い
方

へ
と
動
い
て
ゆ

く
も

の
で
あ

る
に
は
ち
が

い
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で

「何
所
と
も
な
く
下

つ
て

行
」
く

の
は
、
川
の
水
で
も
油
の
流
れ
で
も
な
い
。
意
志
を
も
目
的
を
も
と
う

に
放
棄
し
て

一
つ
の
惰
性
と
化
し
た

「
人
の
波
」
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
ま
ぎ

れ
て

「昨
夕

の
暗
い
家
」

の
あ
る
べ
き
方
角
を
按
ず
る
こ
と
さ
え
や
め
て
し
ま

っ
た

「自
分
」
な
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
下
降
、
失
速
、
喪
失
、
落
莫
の
感

覚
が
、
こ
の
よ
う
な
末
尾
直
前

の

一
行

の
措
辞
の
な
か
に
ま
で
も
浸
透
し
て
い

る
、
と
評
し
て
よ
い
。

振
り
返

っ
て
み
て
も
、
あ

の

「暗

い
家
」

は
い
よ
い
よ
遠
く
、
い
ま
や
ま

っ

た
く
見
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
。
あ
の
家
と
の
つ
な
が
り
は
も
は
や
回
復
さ
れ
る

望
み
が
な
い
。

い
や
、
そ
れ
を
望
む
こ
と
さ
え
放
棄
し
て
し
ま

っ
た
の
が
、
い
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ま
の
最
後
の
状
態
だ

っ
た
。
そ
し
て

「
し
ば
ら
く
し
て
、
振
返

つ
た
」
と
き
、

「竿
の
様
な
細
い
柱

の
上
に
」
辛
う
じ
て
見
え
た
の
は
、
た
だ
、
「
小
さ
い
人
間

が
た

つ
た

一
人
立

つ
て
」
い
る
す
が
た
だ
け
だ

っ
た
。
「
た

つ
た

一
人
立

つ
て

ゐ
た
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
不
思
議

な
町
」
か
ら
歩
き
だ
し
て
き
た
話
者

11
歩
行
者

の
、
あ
の
大
群
衆

の
な
か
で
感

じ

つ
づ
け
た

「云
ふ
べ
か
ら
ざ
る
孤

独
」
の
み
が
、

こ
う
し
て
最
後
に
象
徴
化

さ
れ
て
、

い
ま
は
た
だ

「細
い
柱
」

と
し
か
見
え
な
く
な

っ
た
背
後
の
広
場

の
銅
柱

の
上

に
、
そ
の
て

っ
ぺ
ん
に
、

あ
ぶ
な

っ
か
し
く
、
覚
束
な
く
、
心
細
く
、
空
に
消
え
入
り
そ
う
な
小
さ
な
像

と
な

っ
て
、
点
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

8

世
紀

の
境
目
の
前
衛
文
学

四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
わ
ず
か
四
枚
ほ
ど

の
小
品
を
、
あ
ち
こ
ち

へ
の
連
想

を
も
働
か
せ
な
が
ら
、

こ
う
し
て
四
百
字
五
十
枚
分
に
も
わ
た

っ
て
こ
ま
か
く

吟
味

し
て
み
て
き

た
。
こ
う
し
て
読

み
な
お
し
て
き

て
み
る
と
、

こ
の
小
品

「印
象
」
は

『永
日
小
品
』
中
全
七
篇

の

「
イ
ギ
リ

ス
も

の
」

の
な
か
で
も
、

留
学
時
代
の
作
者
漱
石
の
心
底

に
い
ち
ば

ん
奥
深
く
に
宿
り
、
わ
だ
か
ま

っ
て

い
た
或

る
不
安

の
感
情
を
、
帰
国
後
六
年
目

に
し
て
は
じ
め
て
外
に
表
出
し
た

も

の
、
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

『
ス
プ
リ

ー
ソ

・
ド

・
パ
リ
』
に
対
し
て
、
漱
石

の

『
ロ
ン
ド

ン
の
憂
鬱
』
と
も
呼
ぽ
う

か
。
そ
う
呼
ん
で
よ
い
よ
う
な
象
徴
派
風

の
、
い
や
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ

ス
ト
風

の
緻
密
な
散
文
詩

の

一
篇
で
あ

っ
た
。

在
英
中

か
ら
よ
く
読
ん
で
い
た

ハ
ヴ

ロ
ッ
グ

・
エ
リ
ス
や
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ジ

ェ
ー
ム
ズ
、
あ
る
い
は

フ
ラ
ン
ス
の
テ
オ
デ

ュ
ー
ル
・
リ
ボ
ー
や
ギ

ュ
ス
タ
ー

ヴ

・
ル

・
ボ

ン
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
な
ど
、
十
九
世
紀
末

・
二
十
世
紀
初
頭

の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
に
わ
か
に
盛
ん
に
な
る
新
し
い
心
理
学
、
と
く
に
夢
や
意
識

の
流
れ

の
心
理
学
に
学
ん
だ
も

の
を
、
前
年
の

『夢
十
夜
』
に
つ
づ
い
て
さ
ら
に
こ
の

『永
日
小
品
』

で
も
、
ひ
そ
か
に
実
験
し
て
み
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
の
に
ち
が

い
な
い
。
漱
石

の
ロ
ソ
ド

ン
到
着

の
翌
日
、
明
治
三
十
三
年
十
月
二
十
九
日

の

「方
角

モ
何

モ
分
ラ
ズ
…
困
却

セ
リ
」
と

い
う
二
、
三
行

の
日
記

の
記
事
と
、

こ
の
小
品

の

「
不
思
議
な
町
」
か
ら

「竿
」
の
上

の
小
さ
な
人
像

に
い
た
る
自

己
喪
失

の
深
化

の
記
述
と
で
は
、
そ
の
間
の
へ
だ
た
り
が
あ
ま
り
に
大
き
く
、

両
者
が
ま

っ
た
く
次
元
を
異
に
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ

れ
で
も
、
こ
の
作
品

の
奥
底

に
、
右

の
日
記

の
日
に
限
ら
な

い
漱
石
の
ロ
ン
ド

ン
に
お
け
る
迷
路
感
覚

の
経
験
と
、
落
莫
た
る

「
云
ふ
べ
か
ら
ざ

る
孤
独
」

の

実
体
験
と
が
、
核
と
し
て
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
は
、
依
然
疑

い
え
な
い
こ
と
だ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
夢
と
現
実

の
は
ざ
ま
を
ゆ
く
都
市
彷
徨
の
物
語
を
試
み
る
と
き
、

作
者
漱
石
の
脳
裡

に
は
な
ん
ら
か
の
先
蹤
と
な
る
内
外

の
作
品
が
あ

っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
前
に
も

一
言
だ
け
触
れ
た

エ
ド
ガ
ー

・
ポ
オ
の
短
篇

「群
衆

の
人
」

(↓
げ
①
竃
鋤
づ
O
h
けげ
①
○
『O
♂<魁
一
一〇〇
蔭O
)
な
ど
は
、
た
し
か
に

一
つ
の
ヒ
ン
ト
と

な

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
場
所
は
ま
さ
に
ロ
ン
ド

ン
、
時
は
濃

い
霧
が
垂

れ
こ
め
て
や
が
て
そ
れ
が
雨
と
な
る
或
る
秋

の
夕
暮
れ
か
ら
深
夜
に
か
け
て
の
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こ
と
、

一
人

の
異
様
な
風
体

の
老
人
を

「
私
」
が
見
か
け
て
興
味
を
も
ち
、

一

晩
中
彼

の
ロ
ン
ド
ン
彷
徨

の
あ
と
を
追

い
か
け
て
、

つ
い
に
そ

の
老
人
が
、

一

人

で
は
い
ら
れ
な
い

「群
衆

の
人
」、
た
え
ず
群
衆

の
雑
踏
を
求
め
て
彷
徨
す

る
、
近
代
都
市

の
不
条
理

の
旦
ハ現
者
で
あ

る
こ
と
を
知
る

と

い
う
物
語
で

あ

っ
た
。

(
14
)

漱
石
は
た
し
か
に
こ
れ
を
読
ん
で
は
い
た
ろ
う
。
だ
が
、

一
点

一
点
こ
れ
と

対
比
し
て
み
る
ま
で
も
な
く
、
「印
象
」

に
は
、
ポ

オ
の
物
語
の
よ
う
な
未
知

(15
)

の
人
物
を
追
跡
す
る
と
い
っ
た
探
偵
小
説
的
構
成
は
ま

っ
た
く
欠
落
し
て
い
る
。

話
者
凵
主
人
公
の
正
体
も
、
事
件

(
つ
ま
り
群
衆

の
な
か
に
巻
き
こ
ま
れ
、
運

び
去
ら
れ
る
)
の
発
生
す
る
場
所
の
名
も
、
季
節
は
も
ち
ろ
ん
時
間
さ
え
も
、

こ
ち
ら
で
は
す
べ
て
捨
象
さ
れ
て
い
て
、

小
説
と
し
て
の
結
構
を
な
し
て
い
な

い
。
そ
れ
ら
は
故
意
に
放
棄
さ
れ
て
、
か
わ
り
に
正
体
不
明
の
都
市
空
間
の
な

か
を

「静
か
な
海
」
の
ご
と
き
声
も
な
い
群
衆

に
運
ば
れ
て
ゆ
く
不
気
味
さ
と
、

不
安
と
、
孤
独
感

の
み
が
強
調
さ
れ
て
、
全
篇
を
満
た
す

の
で
あ
る
。
ポ
オ
の

短
篇
が
具
象
画
な
ら
ば
、
漱
石

の
小
品
は
す
で
に
抽
象
画
だ
、
と
も
い
え
よ
う
。

だ
か
ら
こ
れ
を
散
文
詩
と
呼
ぶ
の
だ
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
ポ
オ
の

「群

衆

の
人
」
を
承
け
て
書
か
れ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
散
文
詩

「群
衆
」
に
つ
ら
な

る
も

の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ボ
ー
ド

レ
ー

ル
は
そ
の
小
品

の
な
か
で
、
..ζ
巳
-

け肆
&

ρ
ωo
洋
&
Φ
諄
奠
目
①
ω
ひσQ
四
⊆
×
臼

0
8

<
興
江
巨
①ω、、
「群
衆
と
孤
独

同

格
に
し
て
互
換
可
能
な
二
語
」
と
、
漱
石

に
通
ず
る
よ
う
な
こ
と
も
言
う

の
だ

が
、
そ
れ
は
真

の
孤
独
者
こ
そ

「群
衆

の
な
か
に
浴
み
」
し

「群
衆
を
愉
し
む

こ
と
の
で
き
る
」
選
ば
れ
し
者
、
と
の
主
張
か
ら
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
「印
象
」

の
な
か
の
孤
独
な
る
散
歩
者
に
は
、
と
う
て
い
そ
の
よ
う
な

コ

つ
の
芸
術
」

と
し
て

「群
衆
を
享
受
す
る
」
な
ど
と
い
う
余
裕

は
な
か

っ
た
。
彼
に
は
や
は

り
、
見
知
ら
ぬ
異
国

の
、
あ
る
い
は
無
国
籍

の
都

に
た
ど
り
つ
い
た
ば
か
り
の

異
邦
人
と
し
て
の
不
安
と
孤
独
感
が
、

い
か
ん
と
も
し
が
た
く
深
く
強
く
宿
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
漱
石
の

「人

の
海
」

の
な
か
の
孤
独
は
、
や

が

て
八
年
後
、
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の
直
系
を
自
称
す
る
萩
原
朔
太
郎

の

「群
集

の

中
を
求
め
て
歩
く
」
(
一
九

一
七
、
『青
猫
』

一
九
二
一二
所
収
)
の
よ
う
な
、

あ
あ

も

の
が
な
し
き
春

の
た
そ
が
れ
ど
き

都
会
の
入
り
混
み
た
る
建
築
と
建
築
と
の
日
影
を
も
と
め

お
ほ
き
な
群
集

の
中
に
も
ま
れ
て
ゆ
く

の
は
ど
ん
な
に
楽
し
い
こ
と
か

な
ど
と
い
う
楽
天
的
な

「都
会
人
」
ぶ
り
に
も
、

つ
い
に
つ
な
が
り
う
る
も

の

で
は
な
か

っ
た
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
ぽ
、
作
者
漱
石
の
念
頭
に
は
、
彼
よ
り
は
ず

っ
と
年
若

い
の
に
す

で
に
夢
と
現
実

の
間
の
幻
想
作
家
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
泉
鏡
花
な
ど
が
、

『夢
十
夜
』
以
来

の
文
壇

の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
と
し
て
浮
か
ん
で
い
た
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
少
し
さ
か
の
ぼ
る
が
、
明
治

二
十
九
年

(
一
八
九
六
)
初
出

の
、

鏡
花
作

『龍
潭
譚
』
冒
頭

の

「
躑
躅
か
丘
」
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
始
ま

っ
て
い
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漱石の実験工房

た
。
1

日
は
午
な
り
。
あ
ら
ら
木
の
た
ら
た
ら
坂
に
樹

の
蔭
も
な
し
。
寺

の
門
、

植
木
屋

の
庭
、
花
屋

の
店
な
ど
、
坂

下
を
挟
み
て
町
の
入
口
に
は
あ
た
れ

ど
、
の
ぼ
る
に
従
ひ
て
、
た
だ
畑
ば

か
り
と
な
れ
り
。
番
小
屋
め
き
た
る

も
の
小
だ
か
き
処
に
見
ゆ
。
谷
に
は
菜

の
花
残
り
た
り
。
路

の
右
左
、
躑

躅
の
花

の
紅
な
る
が
、
見
渡
す
方
、
見
返
る
方
、

い
ま
を
盛
な
り
き
。
あ

り
く
に
つ
れ
汗
少
し
い
で
ぬ
。

の

づ
ら

(
16

)

空
よ
く
晴
れ
て

一
点

の
雲
も
な
く
、
風
あ
た
た
か
に
野
面
を
吹
け
り
。

い
か
に
も
鏡
花
風
の
美
し
い
文
章
で
、

一
人
の
少
年
が

い
つ
こ
と
も
知
れ
ぬ

「不
思
議
な
町
」
な
ら
ぬ

「不
思
議

の
里
」

に
さ
ま
よ
い
こ
み
は
じ
め
る
と
こ

ろ
を
語

っ
て
い
る
。
語
り
口
そ
の
も
の
が
、
た
し
か
に
自
分
の
身
体
を
動

か
し

て
歩

い
て
い
る
は
ず
で
あ
り
な
が
ら

(「
あ
り
く
に

つ
れ
汗
少
し
い
で
ぬ
」)
、

わ
れ
と
も
知
ら
ず
異
次
元
に
誘
わ
れ
て
ゆ

く
過
程
を
巧
み
に
描
い
て
い
る
。
漱

石

の

「
印
象
」
冒
頭

の

「表

へ
出

る
と
、
広

い
通
り
が
真
直

に
家

の
前
を
貫
ぬ

い
て
ゐ
る
」
の
、
唐
突
な
デ

ペ
イ
ズ

マ
ン
の
感
覚

に
た
し
か
に
相
通
ず
る
も
の

が
、
こ
こ
に
は
あ
る
。

だ
が
、
散
歩
者
が
あ
る
風
景
や
都
市
の
な
か
に
入

っ
て
ゆ
き
、
そ
の
ま
ま
夢

の
な
か
の
よ
う
に
そ
の
空
間

の
な
か
を
さ
ま
よ
い
は
じ
め
る
、
そ
し
て
迷
路
を

た
ど
る
こ
と
に
よ

っ
て
し
だ

い
に
日
常
と
は
異
な
る
次
元
に
入
り
、
自
己

の
存

在

の
不
安
、
不
確
実
さ
を
知
り
は
じ
め
る
、
と
い
う

の
は
、
泉
鏡
花

の
み
な
ら

ず
、
十
九
世
紀
末

・
二
十
世
紀
初
頭

の
世
界

の
文
学

の
共
通
の
主
題
で
あ

っ
た

の
か
も
知
れ
な

い
。
た
と
え
ぽ

『永
日
小
品
』
の
前
年

(
一
九
〇
八
)
の
、
ウ

イ
ー
ン
の
詩
人

フ
ー
ゴ
ー

・
フ
ォ
ン

・
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
小
品

「美
し

き
日

の
思

い
出
」
は
、
さ
す
が
博
学

の
漱
石
と
い
え
ど
ま
だ
知

る
は
ず
は
な
か

っ
た
と
思
う
が
、
こ
こ
で
も
或
る

「
不
思
議
な
町
」
に
滑
り
こ
む
す
が
た
が
次

の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
た
。

私

た
ち
が
着

い
た
と
き
、
日
は
ま
だ
か
な
り
高
か

っ
た
が
、
私
は
す
ぐ

狭

い
暗

い
小
路

に
舟
を
曲
ら
せ
た
。
舟
は
音
も
な
く
滑

っ
て
ゆ
く
。

フ
ェ

ル
デ

ィ
ナ
ソ
ト
と
彼
の
姉
は
並
ん
で
坐
り
、
眼
を
古

い
石
壁
の
上
に
走
ら

せ
て
い
た
。
赤
く
ま
た
灰
色

に
映

っ
た
そ
の
影
を
、
舟
は
細
か
に
砕

い
て

進
む
。
敷
居
ま
で
水
に
洗
わ
れ
て
い
る
戸
口
、
湿

っ
ぽ

い
光
を
お
び
た
石

の
紋
章
、
が

っ
し
り
と
格
子
を
嵌

め
こ
ん
だ
窓

二
人
は
つ
ぎ

つ
ぎ

に

眼
を
走
ら
せ
る
。
舟
は
小
さ
な
橋

の
下
を
幾

つ
か
く
ぐ

っ
た
。
そ
の
湿

っ

た
穹
窿
が
私
た
ち
の
頭
に
く

っ
つ
き
そ
う
に
な
る
。
橋

の
上
を
小
さ
な
老

婆
や
す

っ
か
り
腰
の
曲

っ
た
老
人
た
ち
が
よ
ろ
よ
ろ
と
渡

っ
て
ゆ
き
、
裸

の
子
供
た
ち
は
横
ざ
ま
に
水

に
飛
び
こ
ん
で
泳
い
だ
。
狭

い
静
か
な
広
場

の
前

で
私
は
舟
を
繋
が
せ
た
。
階
段
が
と
あ
る
教
会

へ
と
導

い
て
い
る
。

両
側

の
壁
の
龕
に
は
た
く
さ
ん
の
石
像
が
立
ち
な
ら
び
、
夕
陽
の
な
か
に

歩
み
出
そ
う
な
風
だ
。
兄
妹
は
動

こ
う
と
し
な
い
。
私
は
二
人
を
後
に
ひ
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っ
ば

っ
て
、
水

の
代
り
に
ご
ん
ど
は
石
畳

の
い
っ
そ
う
狭

い
小
路
を
抜
け
、

最
後

に
湿
気

の
こ
め
た
薄
暗

い
拱
廊
を
く
ぐ

っ
て
、
大
き
な
広
場

へ
と
出

た
。
言
い
よ
う
も
な
い
色

の
空
を
屋
根
に
し
て
、
広
場
は
ま
る
で
大
歓
楽

場

の
よ
う
に
ひ
ろ
が

っ
て
い
る
。
澄

み
き

っ
た
青
が
頭
上
に
穹
窿
を
な
し
、

(17

)

雲
ひ
と

つ
浮
か
べ
て
い
な

い
。

(芳
賀
訳
)

こ
の
ホ
ー
フ
マ
ソ
ス
タ
ー
ル
の
、
小
説

と
も
随
筆
と
も

い
え
な
い
小
品
で
も
、

こ
の

「
不
思
議
な
町
」
が
ヴ

ェ
ネ
チ
ア
で
あ
り
、
そ
の
サ
ソ
マ
ル
コ
広
場
で
あ

る
と
か
、
「私
た
ち
」
が
乗

っ
て
い
た
の
は
ゴ
ン
ド
ラ
で
あ
る
と
か
は
、
い

っ

さ
い
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
が

い

っ
そ
う
の
不
思
議
さ
を
こ
の

「思

い

出
」
に
与
え
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
ウ
イ

ー
ソ
の
詩
人
の
小
品

で
は
、
こ
の
後
、

「長

い
こ
と
通
わ
ず
に
い
た
路
を
、
い
ま
ま
た
愛
す
る
唇

へ
と
む
か

っ
て
、
軽

や
か
に
、
夢

み
る
よ
う
に
立
ち
か
え

っ
て
ゆ
く
唇
」
の
よ
う
な
水
上
の
二
艘

の

ゴ
ン
ド
ラ
を
、
橋

の
上
か
ら
眺
め
た
こ
と

に
始
ま

っ
て
、
「私
」

の
夢
想

は
そ

の
夜

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
に
ふ
く
ら
み
、
翌
朝

の
新
鮮
な
創
造
力

の
奔
出
に
ま
で
展

開
し
て
ゆ
く
。
漱
石

の

「印
象
」

に
は
こ
の

エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
溢
出
は
な
い
。

同
じ
迷
路
感
覚
を
語

っ
て
も
、
漱
石
の
小
品
で
は
む
し
ろ
荒
涼
た
る
、
荒
漠
と

し
て
救

い
の
な
い
孤
独
の
感
覚
を
訴
え
る
こ
と
に
こ
そ
力
点
が
あ

っ
た
の
で
あ

る
。夢

想

の
裡
な
る

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
る
も

の
は
、
同
じ

『永
日
小
品
』

の
な
か

で
も
、
「蛇
」
や

「暖
か
い
夢
」
や
、
「
モ
ナ
リ
サ
」
や

「心
」
な
ど

の
小
品
に

こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
か
た
ち
で
も

っ
と
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
点
を

差
し
引

い
た
と
し
て
も
、
『永
日
小
品
』

の

一
篇

「印
象
」

億
、
こ
う
し
て
ポ

オ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
、
泉
鏡
花
、

ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
、

カ
フ
カ
に
い

た
る
、
世
紀

の
境
目

の
世
界
の
幻
想
文
学

の
相
互
呼
応

の
動
き

の
な
か
に
位
置

づ
け
ら
れ
、
そ
の
な
か
で
も
き
わ
だ

っ
て
二
十
世
紀
的
実
存

の
不
安
を
訴
え
た

前
衛
的
作
品
と
し
て
読
み
な
お
し
、
評
価
し
な
お
す
こ
と
の
で
き
る

一
珠
玉
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

(本
稿

で
は
、
こ
の
後

に
な
お

『永
日
小
品
』
中

の
、
「蛇
」
や

「懸
物
」
や

「昔
」
な
ど

の
諸
篇

に
つ
い
て

「
エ
ク
ス
プ
リ
カ
シ
オ

ン
」
を
試
み
る
つ
も
り

で
あ

っ
た
。
だ
が
予
定

の
紙
数
を
こ
え
た
の
で
、
そ
れ
は
後
日

の
た
の
し
み
に

(18

)

と

っ
て

お

く

こ
と

と

す

る

。
)

註(
1
)

『
永

日
小
品

』
各

篇

の
発
表

時
期

等

の
詳
細

に

つ
い
て

は
、

『
漱

石
全
集

』

第
十

二
巻

「
小

品
」
、
岩
波

書
店

、

一
九
九

四
、

の

「
後
記

」

を
参
照

。
以

下
、

漱

石

の
文

章

の
引

用

は
、

と

く

に

こ
と

わ

ら

な

い
限

り

、
す

べ

て

こ

の
新

版

『全
集

』

か
ら

と
す

る
。

(
2
)

『
全
集

』

23

「書

簡

・
中
」
、

二
四
三

頁
。

(3
)

持

田
季
未

子

『
生
成

の
詩

学

か
た

ち
と
動

く
も

の
』
新

曜

社
、

一
九

八
七

、

一
五
頁

。

(4
)

『
全
集

』

19

「
日
記

・
断

片
」
、

七

八
頁
。
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(
5
)

.
『全

集
』

12

「
小
品

」
、

三
〇
頁

。

(
6
)

出

口
保

夫
、

A

・
フ

ッ
ト
編
著

『
漱
石

の

ロ
ン
ド

ン
風

景
』

研
究

社
出

版
、

一
九

八
五
、

=

一
頁

他
。

(
7
)

『全

集
』

22

「
書
簡

・
上
」
、

一
九

六
頁

。
夏

目
鏡

宛
明

治
三

十

四
年

十

月

三
十
日

付
。

(
8
)

出

口
保
夫

『
ロ
ン
ド

ソ
の
夏

目
漱

石
』

河
出
圭
旦
房
新
社

、

一
九

八
二
、

二

三
頁
。

(
9
)

『全

集
』

19
、

二
六
頁
。

(
10
)

『全

集
』

22
、

一
九

六
頁

。

(
11
)

こ

の

一
行

を
、

カ

リ

フ
ォ

ル

ニ
ア
大
学

.バ
ー

ク

レ
ー
校

の
大

学
院

学
生

オ

ー

ヌ
キ

・
ユ
ウ
ジ
君

は
、

一
九
九

五
年

四
月

、
私

の
同

校

に
お
け

る
講
演

資

料

と
し

て
次

の
よ
う

に
英

訳

し

て
く
れ

た
。
ー

、.↓
9

げ
o
昜
Φ
≦
p。
ω
ω
$
巳

貯
ぴq
ω
o
ヨ
び
Φ
ユ
≦

旨
9
①
9

『ぎ

冨
ω
け
づ
戯
げ
气
、

つ
い
で

に

い
え
ば

、

『夢

十

夜
』

に
は
す

で

に
何

と

お

り

か

の
英

訳
が

あ

る

の

に
、

『永

日
小

品
』

に

は
ま

だ
何

語

へ
の
訳

も

な

い
ら

し

い
こ

と

は
、

大

変
残

念

で
あ

る
。

こ
れ
を
最

初

に
外
国

語
訳

す

る

ひ
と
は
、

思

い
が
け

ぬ

二
十

世

紀

文

学

の
珠

玉
を
手

に
入
れ

た
思

い

で
雀

躍
す

る

こ
と
だ

ろ

う
。

(
12
)

持

田
前

掲
書

、

二
四
頁

。

(
13
)

保

苅
瑞

穂

『
プ

ル
ー

ス
ト

・
夢

の
方
法

』
筑

摩
壼
旦
房
、

一
九

九
七

、

一
七

五
頁
。

(
14
)

漱

石

の
旧
蔵

書
目

録

の
な

か

に
は
、
も

ち

ろ
ん

エ
ド

ガ

ー

・
ポ

オ

の
作

品

集

が

入

っ
て

い
る
。

(
15
)

参

照
、

井
上

健

「
翻
訳

さ

れ
た
群

血苹
I
l

『
群
衆

の
人

』

の
系
譜

と
近

代

日
本
」
、

『
比
較

文
学

研

究
』

(東

大
比

較

文

学
会

)

69
号

、
特

集

翻

訳
、

一
九

九

六
年

十

二
月
。

(16

)

『鏡

花

全

集

』

巻

十

、

岩

波

書

店

、

一
九

八

七

。

(17
)

=
⊆
ひq
o

<
○
⇒

缶
o
胤目

譽

ω9

巴

}
国
同
冒
コ
臼

§

αq

ω
げ
9

臼

日
①
ぴq
Φ

(H
㊤
O
。。
γ

冒

ミ

骨

ミ
ミ
駄

b口
蠡

ミ
ミ
蠹

§

"
幻
Φ
o
冨
白

(18
)

筆

者

(芳
賀

)

は
、

『永

日
小

品
』
中

の
数
篇

に

つ
い

て
、

次

の
諸

稿

に

お

い
て
す

で

に
詳

し
く
、

あ

る

い
は
部
分

的

に
、
論

じ

て
来

て

い
る
。

ω

「
漱

石

の

『十

二
夜

』

『
暖

か

い
夢
』

の
な

か

の

ロ
ン
ド

ン
」
、

三

好

・
平

岡
他
編

『
講
座
夏

目
漱

石
』

第

五
巻

〈
漱

石

の
知

的
空

間
〉
、
有
斐

閣

、

一
九

八
二
、

三
五

〇
1

三
九

三
頁
。

②

「
二
〇

世

紀

の
最

前

線

に
あ

る
漱

石

『永

日

小

品
』

の
可
能

性
」
、

『漱

石
研

究
』

創
刊

号
、

翰
林

書
房

、

一
九
九

三
年

一
〇

月
、

六

一
-
七

五
頁

。

③

「
漱

石

の
東

洋
」
、
柄

谷
他

『
漱
石

を

よ
む

』

(岩

波

セ

、ミ
ナ

ー
ブ

ッ
ク

ス

48
)
、
岩

波
書

店
、

一
九

九

四
、

一
五

一
-

二

二
〇

頁
。
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