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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
鼻
」
の
発
表
の
二
ヶ
月
後
の
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
四
月
発
行
の
『
新
思
潮
』
初

出
で
、
大
見
出
し
「
紺
珠
十
篇
」
（
こ
の
総
標
題
に
つ
い
て
は
「
紺
珠
」
と
い
う
総
表
題
で
随
想
的
小
品
を

十
篇
並
べ
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
う
し
た
一
篇
と
し
て
別
に
「
父
」（
リ
ン
ク
先
は
私
の
古

い
電
子
テ
ク
ス
ト
）
が
あ
る
こ
と
が
、
初
出
後
記
で
判
明
す
る
。
私
の
本
文
注
の
最
後
に
示
し
て
お
い
た
）

の
も
と
に
「
孤
獨
地
獄
」
の
標
題
で
掲
載
さ
れ
（
目
次
は
「
孤
獨
地
獄
（
小
品
）」）、
後
の
第
一
作
品
集
「
羅

生
門
」（
大
正
六
年
五
月
二
十
三
日
阿
蘭
陀
書
房
刊
）
及
び
そ
の
後
の
春
陽
堂
の
「
新
興
文
芸
叢
書
第
八
篇
」

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
短
篇
集
「
鼻
」（
十
三
篇
所
収
だ
が
、「
西
郷
隆
盛
」
を
除
い
て
総
て
「
羅
生
門
」
既
収

で
芥
川
龍
之
介
の
作
品
集
に
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
）
に
収
録
さ
れ
た
。 

 

因
み
に
、
こ
れ
を
私
が
始
め
て
読
ん
だ
の
は
、
大
学
四
年
の
一
九
七
八
年
十
月
に
入
手
し
た
（
父
の
知
人

の
伝
手
で
岩
波
書
店
本
社
で
社
員
の
方
か
ら
一
割
引
き
で
買
っ
た
。
裸
で
ス
ズ
ラ
ン
・
テ
ー
プ
で
六
巻
ず
つ

縛
ら
れ
て
い
て
、
神
保
町
か
ら
中
目
黒
ま
で
素
手
で
ぶ
ら
下
げ
て
帰
っ
た
。
三
日
間
、
両
手
の
指
が
血
行
不

良
で
腫
れ
上
が
っ
た
の
を
思
い
出
す
）「
芥
川
龍
之
介
全
集
」
を
、
そ
の
日
か
ら
一
月
ほ
ど
か
け
て
通
読
し

た
そ
の
時
だ
っ
た
。
当
時
の
私
の
日
記
に
も
本
篇
を
読
ん
で
異
様
に
感
動
し
た
記
載
が
あ
る
。 

 

本
文
の
底
本
は
、
そ
の
旧
全
集
一
九
七
七
年
岩
波
書
店
刊
「
芥
川
龍
之
介
全
集
」
第
一
巻
を
使
用
し
た
。

但
し
、「
青
空
文
庫
」
版
の
新
字
正
仮
名
版
を
加
工
デ
ー
タ
と
し
て
使
用
し
た
（
但
し
、
こ
の
電
子
テ
ク
ス

ト
に
は
看
過
で
き
な
い
複
数
の
問
題
点
が
あ
る
）。
当
該
親
本
は
作
品
集
「
鼻
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
一
読
、

非
常
な
不
審
を
感
ず
る
の
は
、
ル
ビ
で
、
如
何
に
も
不
要
な
箇
所
に
多
く
附
さ
れ
て
あ
り
、
逆
に
あ
っ
た
方
が

よ
い
と
思
わ
れ
る
人
名
や
書
名
及
び
語
な
ど
に
振
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
先
行
す
る
同
語
に
振

ら
れ
ず
に
、
後
に
な
っ
て
ひ
ょ
く
り
振
ら
れ
て
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
は
如
何
に
も
芥
川
龍
之
介
ら
し
か
ら

ぬ
も
の
で
あ
る
。
私
は
初
出
の
『
新
思
潮
』
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
だ
が
、
或
い
は
こ
の
ル
ビ
は
印
刷
を
頼
ん

だ
印
刷
所
の
校
正
者
に
よ
っ
て
勝
手
に
附
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
疑
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、

近
年
ま
で
、
か
な
り
長
い
間
、
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
多
く
の
方
は
知
る
ま
い
。
丁
寧
に
原
稿
に
自
分
で
ル
ビ

を
振
っ
て
い
た
大
作
家
は
泉
鏡
花
辺
り
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、「
え
ッ
ツ
！
？
！
」
と
思
う
よ
う
な
近
現
代
の

著
名
な
作
家
も
特
定
の
ケ
ー
ス
を
除
い
て
ル
ビ
を
振
る
こ
と
は
そ
ん
な
に
多
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
詩

歌
の
場
合
は
別
）。
だ
い
た
い
か
ら
し
て
、
あ
な
た
方
は
、
ご
く
最
近
ま
で
、
ル
ビ
に
は
拗
音
や
促
音
を
小
さ

く
表
記
印
刷
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
さ
え
も
ご
存
知
な
い
で
あ
ろ
う
。
嘘
だ
と
思
う
な
ら
、
御
自
身
の

持
っ
て
い
る
、
写
植
印
刷
が
主
に
な
る
三
十
年
以
上
前
の
活
版
の
出
版
物
を
見
ら
れ
る
が
い
い
。「
本
当
だ
！
」

と
吃
驚
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
草
稿
の
そ
れ
は
岩
波
書
店
の
新
全
集
版
（
一
九
九
七
年
刊
）
第
二
十
一
巻
を
参

考
底
本
と
し
て
、
恣
意
的
に
漢
字
を
正
字
化
し
て
示
し
た
。
踊
り
字
「
〱
」
は
正
字
化
し
た
。 

 

本
文
・
草
稿
と
も
に
注
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
附
し
た
。【
二
〇
二
一
年
三
月
二
十
八
日 

藪
野
直
史
】］ 
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こ
の
話
を
自
分
は
母は

ゝ

か
ら
聞
い
た
。
母
は
そ
れ
を
自
分
の
大
叔
父

お

ほ

を

ぢ

か
ら
聞
い
た
と
云
つ
て
ゐ
る
。
話
の

眞
僞

し

ん

ぎ

は
知
ら
な
い
。
唯
大
叔
父
自
身
の
性
行

せ
い
か
う

か
ら
推
し
て
、
か
う
云
ふ
事
も
隨
分
あ
り
さ
う
だ
と
思
ふ
だ
け

で
あ
る
。 

 

大
叔
父
は
所
謂
大
通
の
一
人
で
、
幕
末

ば
く
ま
つ

の
藝
人
や
文
人
の
間
に
知
己

ち

き

の
數
が
多
か
つ
た
。
河
竹
默
阿
彌
、

柳
下
亭
種
員
、
善
哉
庵
永
機
、
同
冬
映
、
九
代
目
團
十
郞
、
宇
治
紫
文
、
都
千
中
、
乾
坤
坊
良
齋
な
ど
の
人
々

ひ
と
び
と

で
あ
る
。
中
で
も
默
阿
彌
は
、「
江
戶
櫻
淸
水
淸
玄
」
で
紀
國
屋
文
左
衞
門
を
書か

く
の
に
、
こ
の
大
叔
父
を

粉
本

ふ
ん
ぽ
ん

に
し
た
。
物
故

ぶ

つ

こ

し
て
か
ら
、
も
う
彼
是
五
十
年
に
な
る
が
、
生
前
一
時
は
今
紀
文
と
綽
號

あ

だ

な

さ
れ
た
事
が

あ
る
か
ら
、
今い

ま

で
も
名
だ
け
は
聞
い
て
ゐ
る
人ひ

と

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。―

―

姓
は
細
木

さ

い

き

、
名
は
藤
次
郞
、

俳
名
は
香
以
、
俗
稱
は
山
城
河
岸
の
津
藤
と
云
つ
た
男
で
あ
る
。 

 

そ
の
津つ

藤と
う

が
或
時
吉
原
の
玉
屋
で
、
一
人
の
僧そ

う

侶り
よ

と
近
づ
き
に
な
つ
た
。
本
鄕
界
隈
の
或
禪
寺
の
住
職
で
、

名
は
禪
超

ぜ
ん
て
う

と
云
つ
た
さ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
や
は
り
嫖
客

へ
う
か
く

と
な
つ
て
、
玉
屋
の
錦
木
と
云
ふ
華
魁
に
馴
染

な

じ

ん

で
ゐ
た
。
勿
論
、
肉
食
妻
帶
が
僧
侶
に
禁き

ん

ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
時
分
の
事
で
あ
る
か
ら
、
表
向

お
も
て
む

き
は
ど
こ
ま
で
も

出
家
で
は
な
い
。
黃
八
丈
の
着
物
に
黑
羽
二
重
の
紋
付

も
ん
つ
き

と
云
ふ
拵
へ
で
人
に
は
醫い

者し
や

だ
と
號
し
て
ゐ
る
。―

―

そ
れ
と
偶
然
近
づ
き
に
な
つ
た
。 

 

偶
然
と
云
ふ
の
は
燈
籠
時
分
の
或あ

る

夜よ

、
玉
屋
の
二
階
で
、
津
藤
が
厠

か
は
や

へ
行
つ
た
歸
り
し
な
に
何
氣
な
く

廊
下

ら

う

か

を
通
る
と
、
欄
干
に
も
た
れ
な
が
ら
、
月つ

き

を
見
て
ゐ
る
男
が
あ
つ
た
。
坊
主
頭
の
、
ど
ち
ら
か
と
云
へ

ば
背せ

い

の
低ひ

く

い
、
瘦
ぎ
す
な
男
で
あ
る
。
津
藤
は
、
月つ

き

あ
か
り
で
、
こ
れ
を
出
入
の
太
鼓
醫
者
竹
内

ち
く
な
い

だ
と
思
つ

た
。
そ
こ
で
、
通と

ほ

り
す
ぎ
な
が
ら
、
手
を
の
ば
し
て
、
ち
よ
い
と
そ
の
耳
を
引
張

ひ

つ

ぱ

つ
た
。
驚
い
て
ふ
り
向
く

所
を
、
笑わ

ら

つ
て
や
ら
う
と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

所
が
ふ
り
向
い
た
顏
を
見
る
と
、
反
つ
て
此
方

こ

つ

ち

が
驚
い
た
。
坊
主
頭
と
云
ふ
事
を
除の

ぞ

い
た
ら
、
竹
内

ち
く
な
い

と
似

て
ゐ
る
所
な
ど
は
一
つ
も
な
い
。―

―

相
手

あ

ひ

て

は
額

ひ
た
ひ

の
廣
い
割
に
、
眉
と
眉
と
の
間
が
險
し
く
狹
つ
て
ゐ
る
。

眼め

の
大
き
く
見
え
る
の
は
、
肉に

く

の
落
ち
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
左
の
頰
に
あ
る
大
き
な
黑
子

ほ

く

ろ

は
、
そ
の
時

で
も
は
つ
き
り
見み

え
た
。
そ
の
上
顴
骨
が
高
い
。―

―

こ
れ
だ
け
の
顏か

ほ

か
た
ち
が
、
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
、
慌

あ
は
た
ゞ

し
く
津
藤
の
眼
に
は
い
つ
た
。 

「
何
か
御
用
か
な
。」
そ
の
坊
主

ば

う

ず

は
腹
を
立
て
た
や
う
な
聲こ

ゑ

で
か
う
云
つ
た
。
い
く
ら
か
酒
氣
も
帶
び
て
ゐ

る
ら
し
い
。 

 

前
に
書
く
の
を
忘
れ
た
が
、
そ
の
時
津
藤
に
は
藝げ

い

者し
や

が
一
人
に
幇
間

ほ
う
か
ん

が
一
人
つ
い
て
ゐ
た
。
こ
の
手
合
は

津つ

藤と
う

に
あ
や
ま
ら
せ
て
、
そ
れ
を
默だ

ま

つ
て
見
て
ゐ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
こ
で
幇
間
が
、
津
藤
に
代か

は

つ

て
、
そ
の
客
に
疎
忽
の
詑わ

び

を
し
た
。
さ
う
し
て
そ
の
間
に
、
津
藤
は
藝
者
を
つ
れ
て
、
匇
々

さ
う
さ
う

自
分
の
座
敷
へ

歸
つ
て
來
た
。
い
く
ら
大
通

だ
い
つ
う

で
も
間
が
惡わ

る

か
つ
た
も
の
と
見
え
る
。
坊
主
の
方
で
は
、
幇
間

ほ
う
か
ん

か
ら
間
違
の
仔

細
を
き
く
と
、
す
ぐ
に
機
嫌
を
直
し
て
大
笑

お
ほ
わ
ら

ひ
を
し
た
さ
う
で
あ
る
。
そ
の
坊
主
が
禪
超

ぜ
ん
て
う

だ
つ
た
事
は
云
ふ

ま
で
も
な
い
。 



 
そ
の
後
で
、
津
藤
が
菓
子
の
臺だ

い

を
持
た
せ
て
、
向
ふ
へ
詑
び
に
や
る
。
向
う
で
も
氣き

の
毒ど

く

が
つ
て
、
わ
ざ

わ
ざ
禮
に
來
る
。
そ
れ
か
ら
二
人
の
交
情
が
結む

す

ば
れ
た
。
尤
も
結
ば
れ
た
と
云
つ
て
も
、
玉
屋
の
二
階
で
遇あ

ふ
だ
け
で
、
互
に
往
來

わ
う
ら
い

は
し
な
か
つ
た
ら
し
い
。
津
藤
は
酒さ

け

を
一
滴
も
飮
ま
な
い
が
、
禪
超
は
寧
、
大
酒
家

た

い

し
ゆ

か

で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ど
ち
ら
か
と
云
ふ
と
、
禪
超
の
方
が
持
物

も
ち
も
の

に
贅
を
つ
く
し
て
ゐ
る
。
最
後
に
女
色

ぢ
よ
し
よ
く

に

沈
湎
す
る
の
も
、
や
は
り
禪
超

ぜ
ん
て
う

の
方
が
甚
し
い
。
津
藤
自
身
が
、
こ
れ
を
ど
ち
ら
が
出
家

し
ゆ
つ
け

だ
か
解
ら
な
い
と

批
評
し
た
。―

―

大
兵
肥
滿
で
、
容
貌

よ
う
ぼ
う

の
醜
か
つ
た
津
藤
は
、
五
分
月
代
に
銀ぎ

ん

鎖
ぐ
さ
り

の
懸か

け

守ま
も

り
と
云
ふ
姿
で
、

平
素
は
好こ

の

ん
で
め
く
ら
縞
の
着
物
に
白
木

し

ろ

き

の
三
尺
を
し
め
て
ゐ
た
と
云
ふ
男
で
あ
る
。 

 

或
日
津
藤
が
禪
超
に
遇
ふ
と
、
禪
超
は
錦
木

に
し
き
ゞ

の
し
か
け
を
羽は

織お

つ
て
、
三
味
線
を
ひ
い
て
ゐ
た
。
日
頃
か

ら
血
色

け
つ
し
よ
く

の
惡
い
男
で
あ
る
が
、
今
日
は
殊こ

と

に
よ
く
な
い
。
眼
も
充
血
し
て
ゐ
る
。
彈
力
の
な
い
皮
膚
が
時
々

口
許
で
痙
攣

け
い
れ
ん

す
る
。
津
藤
は
す
ぐ
に
何
か
心
配

し
ん
ぱ
い

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
つ
た
。
自
分

じ

ぶ

ん

の
や
う
な
も
の
で

も
相
談
相
手

さ
う
だ
ん
あ
ひ
て

に
な
れ
る
な
ら
是
非
さ
せ
て
頂

い
た
ゞ

き
た
い―

―

さ
う
云
ふ
口
吻
を
洩も

ら
し
て
見
た
が
、
別
に
こ

れ
と
云
つ
て
打
明
け
る
事
も
な
い
ら
し
い
。
唯
、
何
時

い

つ

も
よ
り
も
口
數
が
少
く
な
つ
て
、
や
や
も
す
る
と

談
柄

だ
ん
ぺ
い

を
失し

つ

し
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
津
藤
は
、
こ
れ
を
嫖
客

へ
う
か
く

の
か
か
り
や
す
い
倦
怠

ア
ン
ニ
ユ
イ

だ
と
解
釋
し
た
。
酒

色
を
恣
に
し
て
ゐ
る
人
間

に
ん
げ
ん

が
か
か
つ
た
倦
怠
は
、
酒
色
で
癒な

ほ

る
筈
が
な
い
。
か
う
云
ふ
は
め
か
ら
、
二
人
は

何
時

い

つ

に
な
く
し
ん
み
り
し
た
話
を
し
た
。
す
る
と
禪
超

ぜ
ん
て
う

は
急
に
何
か
思お

も

ひ
出
し
た
や
う
な
容
子
で
、
こ
ん
な

事こ
と

を
云
つ
た
さ
う
で
あ
る
。 

 

佛
說
に
よ
る
と
、
地
獄

ぢ

ご

く

に
も
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
凡

お
よ
そ

先ま

づ
、
根
本
地
獄
、
近
邊
地
獄
、
孤
獨
地
獄
の
三

つ
に
分
つ
事
が
出
來

で

き

る
ら
し
い
。
そ
れ
も
南
瞻
部
洲
下
過
五
百
踰
繕
那
乃
有
其
獄
と
云い

ふ
句
が
あ
る
か
ら
、

大
抵
は
昔
か
ら
地
下
に
あ
る
も
の
と
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
唯た

ゞ

、
そ
の
中
で
孤
獨
地
獄
だ
け
は
、
山
間

曠
野
樹
下
空
中
、
何
處

ど

こ

へ
で
も
忽
然
と
し
て
現

あ
ら
は

れ
る
。
云
は
ば
目
前
の
境
界

き
や
う
か
い

が
、
す
ぐ
そ
の
ま
ゝ
、
地
獄

の
苦
艱

く

げ

ん

を
現
前

げ
ん
ぜ
ん

す
る
の
で
あ
る
。
自
分
は
二
三
年
前
か
ら
、
こ
の
地
獄

ぢ

ご

く

へ
墮
ち
た
。
一
切
の
事
が
少
し
も

永
續

え
い
ぞ
く

し
た
興
味
を
與
へ
な
い
。
だ
か
ら
何
時

い

つ

で
も
一
つ
の
境
界
か
ら
一
つ
の
境
界
を
追お

つ
て
生
き
て
ゐ
る
。

勿
論
そ
れ
で
も
地
獄
は
逃の

が

れ
ら
れ
な
い
。
さ
う
か
と
云
つ
て
境
界
を
變か

へ
ず
に
ゐ
れ
ば
猶
、
苦
し
い
思
を
す

る
。
そ
こ
で
や
は
り
轉
々

て
ん
て
ん

と
し
て
そ
の
日
そ
の
日
の
苦く

る

し
み
を
忘
れ
る
や
う
な
生
活
を
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、

そ
れ
も
し
ま
ひ
に
は
苦
し
く
な
る
と
す
れ
ば
、
死
ん
で
し
ま
ふ
よ
り
も
外
は
な
い
。
昔
は
苦
し
み
な
が
ら
も
、

死
ぬ
の
が
嫌い

や

だ
つ
た
。
今
で
は…

…
 

 

最
後
の
句
は
、
津つ

藤と
う

の
耳
に
は
い
ら
な
か
つ
た
。
禪
超
が
又
三
味
線
の
調
子

て

う

し

を
合
せ
な
が
ら
、
低
い
聲
で

云い

つ
た
か
ら
で
あ
る
。―

―

そ
れ
以
來

い

ら

い

、
禪
超
は
玉
屋
へ
來
な
く
な
つ
た
。
誰
も
、
こ
の
放
蕩

は
う
た
う

三
昧ま

い

の
禪
僧

が
そ
れ
か
ら
ど
う
な
つ
た
か
、
知し

つ
て
ゐ
る
者
は
な
い
。
唯
そ
の
日
禪
超
は
、
錦
木

に
し
き
ゞ

の
許
へ
金
剛
經
の
疏
抄

を
一
册
忘
れ
て
行い

つ
た
。
津
藤
が
後
年
零
落
し
て
、
下
總
の
寒
川

さ
む
か
は

へ
閑
居

か
ん
き
よ

し
た
時
に
常
に
机
上
に
あ
つ
た

書
籍

し
よ
せ
き

の
一
つ
は
こ
の
疏
抄
で
あ
る
。
津
藤
は
そ
の
表
紙

へ

う

し

の
裏
へ
「
堇
野
や
露
に
氣
の
つ
く
年
四
十
」
と
、
自
作

じ

さ

く

の
句
を
書
き
加く

は

へ
た
。
そ
の
本
は
今
で
は
殘の

こ

つ
て
ゐ
な
い
。
句
も
も
う
覺
え
て
ゐ
る
人
は
一
人
も
な
か
ら
う
。 

 

安
政
四
年
頃
の
話
で
あ
る
。
母は

ゝ

は
地
獄
と
云
ふ
語
の
興
味

き
よ
う
み

で
、
こ
の
話
を
覺
え
て
ゐ
た
も
の
ら
し
い
。 

 

一
日
の
大
部
分
を
書
齋
で
暮く

ら

し
て
ゐ
る
自
分
は
、
生
活
の
上
か
ら
云
つ
て
、
自
分

じ

ぶ

ん

の
大
叔
父
や
こ
の
禪
僧

と
は
、
全
然
沒
交
涉
な
世
界

せ

か

い

に
住
ん
で
ゐ
る
人
間

に
ん
げ
ん

で
あ
る
。
又
興
味
の
上
か
ら
云
つ
て
も
、
自
分
は
德と

く

川が
は

時
代

じ

だ

い

の
戲
作
や
浮
世
繪
に
、
特
殊
な
興
味
を
持も

つ
て
ゐ
る
者
で
は
な
い
。
し
か
も
自
分

じ

ぶ

ん

の
中
に
あ
る
或
心
も



ち
は
、
動

や
ゝ
も
す

れ
ば
孤
獨
地
獄
と
云い

ふ
語

こ
と
ば

を
介
し
て
、
自
分
の
同
情
を
彼
等

か

れ

ら

の
生
活
に
注
が
う
と
す
る
。
が
、

自
分
は
そ
れ
を
否い

な

ま
う
と
は
思
は
な
い
。
何
故
と
云
へ
ば
、
或
意
味
で
自
分
も
亦ま

た

、
孤
獨
地
獄
に
苦
し
め
ら

れ
て
ゐ
る
一
人
だ
か
ら
で
あ
る
。 
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五
年
二
月―

―
 

 

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
母
」
芥
川
龍
之
介
の
養
母
で
あ
る
芥
川
儔ト

モ

（
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
～
昭
和
一
二

（
一
九
三
七
）
年
）。 

「
自
分
の
大
叔
父
」
儔
の
母
は
旧
姓
細
木

さ

い

き

で
名
を
須
賀
と
言
っ
た
が
、
彼
女
は
か
の
森
鷗
外
の
史
伝
「
細
木

香
以
」（
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
九
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
十
三
日
ま
で
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
と
『
東
京

日
日
新
聞
』
に
連
載
）
に
書
か
れ
た
、
幕
末
の
俳
人
・
商
人
で
通
人
と
し
て
知
ら
れ
た
細さ

い

木き

香こ
う

以い

（
文
政
五

（
一
八
二
二
）
年
～
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
）
の
実
の
姉
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
キ
の
「
細
木
香
以
」
に
よ
れ

ば
、
細
木
の
『
家
は
新
橋
山
城
町
に
あ
る
酒
屋
で
姓
は
源
、
氏
は
細
木
、
店
の
名
は
摂
津
国
屋
（
つ
の
く
に

や
）』（
香
以
は
家
を
継
い
で
か
ら
藤
次
郎
を
名
乗
っ
た
こ
と
か
ら
「
津
國
屋
藤
次
郞
」
を
約
め
て
「
津
藤
（
つ

と
う
）」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
）『
で
あ
る
。
香
以
の
祖
父
・
伊
兵
衛
の
代
か
ら
蔵
造
り
の
店
に
直
し
、
山
城

河
岸
を
代
表
す
る
豪
商
と
な
っ
た
。
父
の
竜
池
が
家
を
継
ぐ
と
』、『
酒
店
を
閉
じ
て
』
、『
大
名
（
加
賀
藩
・

米
沢
藩
・
広
島
藩
な
ど
）
の
用
達
を
専
業
と
す
る
。
竜
池
は
秦
星
池
』（
は
た
せ
い
ち
）『
に
書
を
』、『
初
代

彌
生
庵
雛
丸
（
や
よ
い
あ
ん
ひ
な
ま
る
）
に
『
狂
歌
を
習
い
、
雛
亀
と
称
し
、
晩
年
に
は
桃
の
本
鶴
廬
』
、

『
ま
た
』、『
源
仙
と
号
』
し
た
。『
俳
諧
を
た
し
な
み
、
仙
塢
』（
せ
ん
う
）『
と
号
し
た
。
竜
池
は
劇
場
・

妓
楼
に
出
入
り
し
』、『
戯
作
者
の
為
永
春
水
と
交
遊
し
た
の
で
』、「
梅
暦
」
の
な
か
で
「
津
藤
」』（
つ
と
う
）

『
の
名
で
登
場
し
、
俳
優
や
文
人
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
記
憶
さ
れ
た
。
こ
の
父
の
気
性
や
趣
味
が
香
以
に
受

け
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
』。『
経
を
北
静
盧
』（
き
た
せ
い
ろ 

江
戸
中
期
の
民
間
学
者
）
に
、『
書
を
松

本
董
斎
に
学
』
ん
だ
。
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
』、
十
七
『
歳
に
な
っ
た
頃
か
ら
料
理
屋
や
船
宿
に
出
入

り
し
』、『
芸
者
に
』
馴
染
み
が
『
で
き
、
新
宿
や
品
川
の
妓
楼
に
遊
ぶ
よ
う
に
な
る
』。
天
保
一
三
（
一
八

四
二
）
年
『
頃
か
ら
』、『
継
母
の
郷
に
預
け
ら
れ
』、『
放
蕩
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
父
か
ら
勘
当

さ
れ
か
け
た
こ
と
も
あ
る
』
と
い
う
。
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
九
月
、
父
『
竜
池
が
病
死
し
、
手
代
た
ち

の
反
対
を
押
し
切
る
形
で
』、『
本
家
を
香
以
が
継
ぐ
こ
と
に
な
』
っ
た
。『
文
人
、
俳
優
、
俳
諧
師
、
狂
言

作
者
と
交
わ
り
』、『
豪
遊
の
限
り
を
尽
く
し
、
元
禄
時
代
の
紀
伊
國
屋
文
左
衛
門
と
比
較
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
が
』、
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
頃
か
ら
『
身
代
が
傾
き
』
始
め
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
に
は
『
店

を
継
母
に
譲
り
、
自
分
は
隠
居
し
て
浅
草
馬
道
』（
う
ま
み
ち
）『
の
猿
寺
』（
教
善
院
さ
る
寺
。
現
存
し
な

い
。
現
在
の
浅
草
寺
の
東
北
直
近
の
角
に
あ
っ
た
。「
江
戸
マ
ッ
プβ

版
」
の
「
江
戸
切
絵
図
」
の
「
今
戸

箕
輪
浅
草
絵
図
」
で
確
認
出
来
る
）『
の
境
内
に
居
を
移
し
た
』
。『
そ
の
後
は
仕
送
り
と
狂
歌
の
判
者
、
市

村
座
の
作
者
を
職
業
と
し
て
暮
ら
す
』。
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
か
ら
、『
下
総
国
千
葉
郡
寒
川
に
移
り
』、

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
ま
で
住
ん
だ
が
、
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
に
山
城
河
岸
の
店
は
閉
じ
ら
れ
、
そ

の
二
年
後
に
香
以
は
病
死
し
た
。『
行
年
四
十
九
。
法
名
は
梅
誉
香
以
居
士
。
先
祖
代
々
の
墓
が
あ
る
駒
込

の
願
行
寺
に
葬
ら
れ
』
た
。
こ
こ
で
龍
之
介
が
記
し
て
い
る
通
り
、『
香
以
に
よ
っ
て
後
援
さ
れ
て
い
た
人

と
し
て
は
仮
名
垣
魯
文
』、
九
『
世
市
川
團
十
郎
、
河
竹
黙
阿
弥
、
瀬
川
如
皐
、
条
野
採
菊
ら
が
い
る
。
魯

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E6%9C%A8%E9%A6%99%E4%BB%A5
http://codh.rois.ac.jp/edo-maps/iiif-curation-viewer/?curation=http://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/21/1853/ndl.json&mode=annotation&lang=ja
http://codh.rois.ac.jp/edo-maps/iiif-curation-viewer/?curation=http://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/21/1853/ndl.json&mode=annotation&lang=ja


文
の
弟
子
で
あ
っ
た
野
崎
左
文
は
、「
幕
末
動
乱
の
頃
、
と
も
か
く
も
戯
作
者
と
し
て
職
を
失
わ
ず
、
か
ろ

う
じ
て
命
脈
を
伝
え
得
た
の
は
ま
っ
た
く
香
以
の
よ
う
な
後
援
者
の
お
か
げ
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
』
。

『
芥
川
龍
之
介
の
母
は
、
香
以
の
姪
に
あ
た
る
』
と
あ
る
。
な
お
、
森
鷗
外
は
「
細
木
香
以
」
の
「
十
四
」

の
末
尾
で
龍
之
介
の
親
戚
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
翌
大
正
七
年
の
一
月
一
日
の
『
帝
国
文
学
』
に

同
作
へ
の
追
記
補
記
を
記
し
、
来
訪
し
た
芥
川
龍
之
介
と
交
わ
し
た
談
話
か
ら
得
た
こ
と
を
前
半
で
記
し

て
い
る
が
、
『
香
以
の
氏
細
木
は
、
正
し
く
は
「
さ
い
き
」
と
訓
む
の
だ
さ
う
で
あ
る
。
倂
し
「
ほ
そ
き
」

と
呼
ぶ
人
も
多
い
の
で
、
細
木
氏
自
ら
も
「
ほ
そ
き
」
と
稱
し
た
こ
と
が
あ
る
さ
う
で
あ
る
』
と
あ
り
、
龍

之
介
の
言
と
し
て
、『
香
以
に
は
姊
が
あ
つ
た
。
其
婿
が
山
王
町
の
書
肆
伊
三
郞
で
あ
る
。
そ
し
て
香
以
は

晩
年
を
此
夫
婦
の
家
に
送
る
つ
た
』。『
伊
三
郞
の
女
』（
む
す
め
）『
を
儔
（
と
も
）
と
云
つ
た
。
儔
は
芥
川

氏
に
適
』（
ゆ
／
お
も
む
）『
い
た
。
龍
之
介
さ
ん
は
儔
の
生
ん
だ
子
で
あ
る
。
龍
之
介
さ
ん
の
著
し
た
小
説

集
「
羅
生
門
」
中
に
「
孤
獨
地
獄
」
の
一
篇
が
あ
る
。
其
材
料
は
龍
之
介
さ
ん
が
母
に
聞
い
た
も
の
だ
さ
う

で
あ
る
。
此
事
は
龍
之
介
さ
ん
が
わ
た
く
し
を
訪
ふ
に
先
だ
つ
て
小
島
政
二
郞
』（
ま
さ
じ
ろ
う
：
龍
之
介

よ
り
二
歳
年
下
。）『
さ
ん
が
わ
た
く
し
に
報
じ
て
く
れ
た
』
と
あ
る
。
小
島
は
芥
川
龍
之
介
が
信
頼
し
て
い

た
同
世
代
作
家
の
友
人
で
あ
る
が
（
当
時
は
慶
応
義
塾
大
学
在
学
中
で
あ
っ
た
が
、『
三
田
文
学
』
に
文
芸

評
論
を
書
い
て
有
力
な
新
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
鷗
外
が
大
正
五
年
十
一
月
に
同
誌
に
発
表
し
た

当
代
の
作
家
た
ち
の
作
品
を
評
論
し
た
「
オ
オ
ソ
グ
ラ
フ
イ
」
（「
オ
ー
ソ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」（o

rth
o
g
rap

h
y

）

は
「
社
会
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
字
の
綴
り
方
・
正
書
法
」
の
意
）
を
高
く
評
価
し
た
が
、
こ
の
鷗
外
の
謂

い
か
ら
は
そ
れ
以
前
に
鷗
外
に
近
侍
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
、
し
か
し
、
彼
が
始
め
て
龍
之
介
を

訪
ね
た
の
は
、
慶
応
卒
業
間
近
の
大
正
七
年
二
月
三
日
（
塚
本
文
と
結
婚
式
を
挙
げ
た
翌
日
）
で
あ
っ
た
か

ら
、
こ
れ
は
文
壇
作
家
の
誰
彼
か
ら
の
聞
き
伝
え
で
あ
っ
て
、
龍
之
介
か
ら
小
島
が
直
接
聴
い
た
も
の
で
は

な
い
。
既
に
文
壇
情
報
屋
と
し
て
の
小
島
の
厭
な
側
面
が
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
と
も
か
く
も
、
こ
の
小
島

経
由
の
鷗
外
の
語
り
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
頃
、
芥
川
龍
之
介
は
芥
川
儔
（
ト
モ
）
を
養
母
で
は
な
く
、

実
母
で
あ
る
と
周
囲
に
語
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
判
る
。
二
〇
〇
三
年
翰
林
書
房
刊
の
「
芥
川
龍
之

介
新
辞
典
」
の
「
芥
川
家
」
の
コ
ラ
ム
「
森
鷗
外
に
答
え
る
」
に
よ
れ
ば
、『
狂
人
だ
っ
た
と
さ
れ
る
実
母
』

（
養
父
芥
川
道
章
の
妹
（
新
原

に
い
は
ら

）
フ
ク
）『
の
こ
と
が
こ
こ
で
は
隠
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
文
壇
で

は
実
母
の
こ
と
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
と
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
後
に
』「
點
鬼
簿
」（
大
正
一

五
（
一
九
二
六
）
年
十
月
一
日
発
行
の
雑
誌
『
改
造
』
に
発
表
。
リ
ン
ク
先
は
私
の
古
い
電
子
化
。
芥
川
龍

之
介
の
作
品
で
も
私
は
三
本
指
の
一
つ
挙
げ
る
名
品
と
思
う
）『
で
実
母
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
時
、
か

な
り
強
い
告
白
性
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
』
と
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
前
に
鷗
外
の
後
の
「
觀
潮
樓
閑
話
（
そ
の

二
）」（『
帝
国
文
学
』
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
一
月
発
行
）
か
ら
先
の
ウ
ィ
キ
の
よ
う
な
抜
粋
で
な
い
も

の
を
引
用
し
て
、『「
芥
川
氏
い
は
く
。
香
以
に
は
姉
が
あ
つ
た
。
其
婿
が
山
王
町
の
書
肆
伊
三
郎
で
あ
る
。

そ
し
て
香
以
は
晩
年
を
此
夫
婦
の
家
に
送
つ
た
。
伊
三
郎
の
女
』（
む
す
め
）『
を
儔
と
云
つ
た
。
儔
は
芥
川

氏
に
適
い
た
。
龍
之
介
さ
ん
は
儔
の
生
ん
だ
子
で
あ
る
」』
と
あ
る
。
以
下
、
人
物
に
つ
い
て
は
、
複
数
の

辞
書
や
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
を
総
合
的
に
参
考
に
し
た
。
人
名
に
つ
い
て
は
煩
瑣
に
な
る
だ
け
な
の
で
、
歴
史

的
仮
名
遣
は
省
略
し
た
。 

「
大
通
」（
だ
い
つ
う
）
は
、
江
戸
時
代
に
遊
里
・
遊
芸
な
ど
の
方
面
の
事
情
に
よ
く
通
じ
て
い
る
人
物
を

http://yab.o.oo7.jp/tennkibo.html
http://yab.o.oo7.jp/tennkibo.html
http://yab.o.oo7.jp/tennkibo.html


指
し
た
。 

「
河
竹
默
阿
彌
」（
文
化
一
三
（
一
八
一
六
）
年
～
明
治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
）
は
歌
舞
伎
作
者
。
江
戸

生
ま
れ
。
本
名
は
吉
村
新
七
。
五
代
目
鶴
屋
南
北
に
入
門
し
、
天
保
一
四
（
一
八
四
三
）
年
に
二
代
目
河
竹

新
七
を
襲
名
後
、
四
代
目
市
川
小
団
次
の
た
め
に
生き

世
話

ぜ

わ

物
（
歌
舞
伎
の
世
話
物
の
中
で
も
写
実
的
傾
向
の

著
し
い
内
容
・
演
出
を
持
っ
た
作
品
群
。
文
化
・
文
政
期
（
一
八
〇
四
年
～
一
八
三
〇
年
）
以
降
の
江
戸
歌

舞
伎
で
発
達
し
た
）
を
書
い
た
。
維
新
後
は
九
代
目
市
川
団
十
郎
の
た
め
に
活
歴

か
つ
れ
き

物
（
歌
舞
伎
で
従
来
の
時

代
立
役
物
の
荒
唐
無
稽
を
排
し
て
史
実
を
重
ん
じ
、
歴
史
上
の
風
俗
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
演
出
様
式
。
明

治
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
、
こ
の
団
十
郎
ら
が
主
唱
し
た
）
を
、
五
代
目
尾
上
菊
五
郎
の
た
め
に
散
切
（
ざ

ん
ぎ
り
）
物
（
歌
舞
伎
世
話
狂
言
の
一
種
で
、
明
治
初
期
の
散
切
り
頭
・
洋
服
姿
な
ど
の
新
風
俗
を
取
り
入

れ
た
も
の
。
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
か
ら
同
三
十
年
代
ま
で
作
ら
れ
、
ま
さ
に
黙
阿
弥
の
「
島
鵆
月
白
波

し
ま
ち
ど
り
つ
き
の
し
ら
な
み

」

な
ど
が
代
表
作
）
な
ど
の
作
品
を
提
供
し
た
。
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
に
引
退
し
て
後
に
「
黙
阿
弥
」

を
名
乗
っ
た
。
時
代
物
・
世
話
物
・
所
作
事
と
幅
広
か
っ
た
が
、
本
領
は
生
世
話
物
に
あ
っ
た
。
代
表
作
は

「
蔦
紅
葉
宇
都
谷
峠

つ
た
も
み
ぢ
う
つ
の
や
た
う
げ

」「
靑
砥
稿
花
紅
彩
畫

あ
を
と
ざ
う
し
は
な
の
に
し
き
ゑ

」
な
ど
。 

「
柳
下
亭
種
員
」
（
り
ゅ
う
か
て
い
た
ね
か
ず 

文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
～
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
）

は
戯
作
者
。
特
に
合
巻

ご
う
か
ん

（
江
戸
後
期
の
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
年
～
一
八
一
八
年
）
以
後
に
流
行
し
た
草
双

紙
の
一
種
。
そ
れ
以
前
の
黄
表
紙
な
ど
が
五
丁
一
冊
で
あ
っ
た
も
の
を
、
数
冊
合
わ
せ
て
一
冊
と
し
、
長
い

も
の
は
数
十
冊
に
も
及
ん
だ
。
内
容
は
教
訓
・
怪
談
・
敵
討
・
情
話
・
古
典
の
翻
案
な
ど
多
方
面
に
亙
り
、

子
女
の
み
な
ら
ず
、
大
人
の
読
み
物
と
し
て
も
歓
迎
さ
れ
た
。
流
行
作
者
に
は
柳
亭
種
彦
・
曲
亭
馬
琴
・
山

東
京
伝
ら
が
い
る
）
作
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
そ
の
実
伝
は
諸
説
が
あ
っ
て
定
説
を
み
な
い
が
、
元
板
倉
藩

士
の
出
と
も
、
江
戸
京
橋
の
葉
茶
屋
坂
本
屋
に
生
ま
れ
た
と
も
、
ま
た
、
小
間
物
屋
或
い
は
古
書
商
で
あ
っ

た
と
も
さ
れ
る
。
戯
作
界
に
入
り
、
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
か
ら
合
巻
に
手
を
染
め
る
一
方
書
肆
を
営
ん

で
坂
本
屋
新
七
と
い
う
。
「
白
縫
譚
」(

初
編
か
ら
三
十
八
編)

、
「
兒
雷
也
豪
傑
譚
」（
十
二
編
か
ら
三
十
九

編
）
な
ど
、
長
編
合
巻
を
得
意
と
し
、
い
ろ
い
ろ
と
趣
向
を
凝
ら
す
の
に
は
巧
み
で
あ
っ
た
が
、
独
創
性
に

乏
し
く
、
他
人
の
作
の
嗣
ぎ
編
を
作
る
の
に
長
じ
た
と
評
さ
れ
る
。 

「
善
哉
庵
永
機
」（
ぜ
ん
ざ
い
あ
ん 

え
い
き 

文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
～
明
治
二
六 

（
一
八
九
三
）
年
）

は
俳
人
。「
芭
蕉
全
集
」
を
編
集
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
其
角
堂
と
も
号
し
、
細
木
香
以
と
の
交
遊
も
深

か
っ
た
。 

「
同
冬
映
」
筑
摩
全
集
類
聚
版
脚
注
で
は
、『
同
じ
く
幕
末
の
俳
人
』
と
す
る
。
論
文
等
を
確
認
し
て
み
た

が
、
こ
の
龍
之
介
の
「
同
」
と
い
う
の
は
「
善
哉
庵
永
機
」
と
同
じ
「
善
哉
庵
」
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
同
一
の
深
川
湖
十
系
の
俳
人
で
は
あ
る
が
、「
同
」
は
そ
れ
こ
そ
類
聚
版
の
注
に
あ
る
「
同
じ
く
俳
人

の
」
の
意
で
と
っ
て
お
く
。 

「
九
代
目
團
十
郞
」
歌
舞
伎
役
者
九
代
目
市
川
團
十
郞
（
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
～
明
治
三
六
（
一
九
〇

三
）
年
）。
本
名
は
堀
越
秀

ほ
り
こ
し 

ひ
で
し

。
屋
号
は
成
田
屋
。
俳
句
も
好
み
、
俳
号
に
紫
扇
・
團
州
な
ど
が
あ
る
。
五
代

目
尾
上
菊
五
郎
・
初
代
市
川
左
團
次
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
團
菊
左
時
代
」
を
築
い
た
。
写
実
的
な
演
出

や
史
実
に
則
し
た
時
代
考
証
な
ど
で
歌
舞
伎
の
近
代
化
を
図
る
一
方
、
伝
統
的
な
江
戸
歌
舞
伎
の
荒
事
を

整
理
し
て
今
日
に
ま
で
伝
わ
る
多
く
の
形
を
決
定
し
、
歌
舞
伎
を
下
世
話
な
町
人
の
娯
楽
か
ら
日
本
文
化



を
代
表
す
る
高
尚
な
芸
術
の
域
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
尽
力
し
た
。
そ
の
数
多
い
功
績
か
ら
「
劇
聖

げ
き
せ
い｣

と
謳

わ
れ
た
。
ま
た
、
歌
舞
伎
の
世
界
で
単
に
「
九
代
目

く

だ

い

め｣

と
い
う
と
、
通
常
は
彼
の
こ
と
の
み
を
指
す
。 

「
宇
治
紫
文
」（
う
じ 

し
ぶ
ん
）
は
一
中
節

い
ち
ゅ
う
ぶ
し

（
浄
瑠
璃
の
一
種
。
初
代
都
太
夫
一
中
（
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）

年
～
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
）
が
元
禄
か
ら
宝
永
頃
（
一
六
八
八
年
～
一
七
一
一
年
）
か
に
か
け
て
京
都

に
お
い
て
創
始
し
た
。
先
行
す
る
浄
瑠
璃
の
長
所
を
取
入
れ
、
当
時
、
勃
興
し
て
き
た
義
太
夫
節
と
は
逆
に
、

温
雅
で
叙
情
的
な
表
現
を
目
指
し
た
。
三
味
線
は
中
棹
を
用
い
、
全
体
的
に
上
品
、
か
つ
、
温
雅
・
重
厚
を

以
て
そ
の
特
徴
と
す
る
。
当
初
は
上
方
の
御
座
敷
浄
瑠
璃
と
し
て
出
発
し
、
世
人
に
秘
録
愛
好
さ
れ
た
が
、

後
に
江
戸
に
下
っ
て
歌
舞
伎
の
伴
奏
音
楽
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
再
び
主
と
し
て
素
浄
瑠
璃
専

門
と
な
っ
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
。
上
方
で
は
早
く
衰
退
し
、
現
在
で
は
東
京
を
中
心
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
）

の
三
味
線
方
の
名
跡
。
初
代
宇
治
紫
文
（
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
～
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
）
は
、
本

名
、
勝
田
権
左
衛
門
。
通
称
は
雄
輔
。
江
戸
浅
草
材
木
町
の
名
主
。
一
中
節
菅
野
派
の
家
元
二
代
目
菅
野
序

遊
の
門
下
で
あ
っ
た
が
、
後
に
都
派
に
転
じ
、
都
一
閑
斎
と
名
乗
る
。
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
に
「
宇
治

紫
文
斎
」
と
名
乗
っ
て
宇
治
派
を
樹
立
し
た
。
数
十
曲
の
新
曲
を
残
し
て
い
る
。
一
方
、
二
代
目
宇
治
紫
文

（
文
政
四
（
一
八
二
一
）
年
～
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
）
は
初
代
の
実
子
で
名
を
福
太
郎
と
言
っ
た
。

最
初
は
初
代
宇
治
紫
鳳
を
名
乗
っ
た
が
、
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
に
二
代
目
紫
文
を
襲
名
。
明
治
八
（
一

八
七
五
）
年
五
月
に
隠
居
し
、
宇
治
閑
斎
翁
を
名
乗
っ
た
。
細
木
香
以
は
安
政
六
年
頃
か
ら
左
前
に
な
っ
て

い
る
か
ら
、
ま
ず
、
こ
こ
は
初
代
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
。 

「
都
千
中
」（
み
や
こ 

せ
ん
ち
ゅ
う 

？
～
明
和
二
（
一
七
六
五
）
年
頃
）
は
一
中
節
都
派
の
太
夫
。
都

秀
太
夫
千
中
と
も
。
都
三
中
の
弟
子
か
。
享
保
（
一
七
一
六
年
～
一
七
三
六
年
）
末
頃
か
ら
宝
暦
七
（
一
七

五
七
）
年
頃
ま
で
活
躍
し
た
。
享
保
一
九
（
一
七
三
一
）
年
の
春
、
江
戸
中
村
座
で
語
っ
た
「
夕
霞
淺
間
岳

ゆ
ふ
が
す
み
あ
さ
ま
が
た
け

」

が
大
当
た
り
し
、
当
時
、
江
戸
の
市
中
で
「
鼠
の
糞
と
夕
霞
の
歌
本
の
な
い
家
は
な
い
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
。

こ
の
他
、
元
文
元
（
一
七
三
六
）
年
に
「
家
櫻
」、
宝
暦
元
（
一
七
五
一
）
年
に
「
賤
機

し
づ
は
た

」
な
ど
多
く
の
曲

を
語
っ
た
。
宝
暦
七
年
頃
か
ら
舞
台
出
演
を
や
め
、
男
芸
者
に
な
っ
た
。
江
戸
に
お
い
て
の
一
中
節
は
、
千

中
没
後
、
殆
ん
ど
劇
場
出
演
は
な
く
な
り
、
座
敷
浄
瑠
璃
と
し
て
吉
原
に
残
る
の
み
と
な
っ
た
。 

「
乾
坤
坊
良
齋
」（
け
ん
こ
ん
ぼ
う
り
ょ
う
さ
い 

明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
～
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
）

は
講
釈
師
。
江
戸
生
ま
れ
。
通
称
、
梅
沢
屋
良
助
。
家
業
の
貸
本
屋
か
ら
初
代
三
笑
亭
可
楽
の
門
に
入
っ
て

落
語
家
菅か

ん

良
り
ょ
う

助す
け

と
な
り
、
後
、
講
釈
師
に
転
じ
た
。
創
作
も
得
意
で
、
「
笠
森
お
仙
」「
切
ら
れ
与
三
郎
」

な
ど
の
講
談
を
残
し
、
合
巻
も
手
掛
け
て
い
る
。 

「
江
戶
櫻
淸
水
淸
玄
」（
え
ど
ざ
く
ら
し
み
づ
せ
い
げ
ん
）
は
そ
の
名
で
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
に
板
行

し
た
黙
阿
弥
の
草
双
紙
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
師
の
鶴
屋
南
北
の
原
作
に
な
る
も
の
で
、
一
般
に
は
そ
れ
を
歌

舞
伎
の
世
話
物
と
し
た
、
通
称
「
黑
手
組
の
助
六
」、
本
外
題
「
黑
手
組
曲
輪
達
引

く
ろ
て
ぐ
み
く
る
わ
の
た
て
ひ
き

」
と
し
て
知
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
初
演
は
安
政
五
年
三
月
江
戸
市
村
座
で
あ
っ
た
。 

「
粉
本
」
こ
こ
は
素
材
・
材
料
の
意
。 

「
物
故
し
て
か
ら
、
も
う
彼
是
五
十
年
に
な
る
」
正
確
に
は
四
十
六
年
。 

「
山
城
河
岸
」（
や
ま
し
ろ
が
し
）
現
在
の
東
京
都
中
央
区
銀
座
六
・
七
丁
目
（
グ
ー
グ
ル
・
マ
ッ
プ
・
デ

ー
タ
。
以
下
同
じ
）
相
当
。 

https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92104-0061+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E9%8A%80%E5%BA%A7%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE/@35.6690562,139.7609166,15.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60188be635d367d9:0x6b0e4714753b8e21!2z44CSMTA0LTAwNjEg5p2x5Lqs6YO95Lit5aSu5Yy66YqA5bqn77yW5LiB55uu!3b1!8m2!3d35.6694655!4d139.7642496!3m4!1s0x60188be7d265dcef:0xb2c4fab3b3db43c8!8m2!3d35.6692708!4d139.7623318


「
吉
原
の
玉
屋
」
筑
摩
全
集
類
聚
版
脚
注
に
、『
吉
原
江
戸
町
一
丁
目
に
あ
っ
た
妓
楼
。
楼
主
は
玉
屋
山
三

郎
』
と
あ
る
。
現
在
の
東
京
都
台
東
区
千
束
四
丁
目
。 

「
本
鄕
」
現
在
の
文
京
区
本
郷
。
寺
が
多
く
、
特
定
出
来
な
い
。 

「
禪
超
」
不
詳
。 

「
嫖
客

へ
う
か
く

」
現
代
仮
名
遣
「
ひ
ょ
う
か
く
」。
花
柳
界
で
芸
者
買
い
な
ど
を
し
て
遊
ぶ
客
の
こ
と
。 

「
錦
木
」
源
氏
名
。「A

D
A

E
C

」
の
「
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
／
古
典
籍
書
誌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
夢
中
舎
松
泰

（
し
ょ
う
た
い
）
の
「
遊
女
銘
々
傳
」
（
書
中
の
最
新
の
年
記
は
第
六
冊
に
あ
り
、
慶
応
二
（
一
八
六
六
）

年
十
一
月
）
に
、
玉
屋
の
筆
頭
に
「
錦
木
」
の
名
が
見
え
、
錦
木
太
夫
が
寛
文
（
一
六
六
一
年
～
一
六
七
三

年
）
年
中
、
江
戸
町
二
丁
目
の
玉
屋
長
左
衛
門
抱
え
の
錦
木
が
、
船
頭
と
男
伊
達

お

と

こ
だ

て

と
の
斬
り
合
い
の
喧
嘩
を

鎮
め
た
こ
と
が
載
る
が
、
こ
れ
は
彼
女
の
ず
っ
と
先
代
で
あ
る
。 

「
黃
八
丈
」
黄
色
地
に
茶
・
鳶
色
な
ど
で
縞
や
格
子
柄
を
織
り
出
し
た
絹
織
物
。
初
め
、
八
丈
島
で
織
ら
れ

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
あ
る
。 

「
燈
籠
時
分
」
筑
摩
全
集
類
聚
版
脚
注
に
、『
吉
原
仲
之
町
で
旧
暦
七
月
一
日
よ
り
晦
日
ま
で
茶
屋
に
』
は

『
燈
籠
を
掲
げ
』
た
と
あ
る
。 

「
太
鼓
醫
者
」
筑
摩
全
集
類
聚
版
脚
注
に
、『
医
者
の
風
体
』（
ふ
う
て
い
）『
を
し
て
い
る
太
皷
も
ち
』
と

あ
る
。 

「
顴
骨
」（
正
し
く
は
「
け
ん
こ
つ
」
で
あ
る
が
、
現
行
で
も
慣
用
読
み
で
「
く
わ
ん
こ
つ
（
か
ん
こ
つ
）
」

と
読
ん
で
お
り
、
芥
川
も
後
者
で
読
ん
で
い
よ
う
。
頰
骨  (

き
ょ
う
こ
つ
／
ほ
お
ぼ
ね)

。
頰ほ

お

の
隆
起
を
成

す
骨
。
眼
窩
の
底
部
外
方
の
一
対
の
骨
。 

「
幇
間

ほ
う
か
ん

」
読
み
は
マ
マ
。
歴
史
的
仮
名
遣
は
「
は
う
か
ん
」
が
正
し
い
。
「
幇
」
は
「
助
け
る
」
の
意
で
、

宴
席
な
ど
で
客
の
機
嫌
を
と
り
、
酒
宴
の
興
を
助
け
る
の
を
職
業
と
す
る
男
。
太
鼓
持
ち
。
男
芸
者
。 

「
手
合
」（
て
あ
ひ
（
て
あ
い
））
は
、
こ
こ
で
は
や
や
軽
蔑
し
て
い
う
「
こ
の
類た

ぐ

い
の
連
中
」
の
意
。 

「
寧
」「
む
し
ろ
」。 

「
沈
湎
」
沈
み
溺
れ
る
こ
と
。
特
に
、
酒
色
に
耽
っ
て
荒

す
さ
ら

ん
だ
生
活
を
送
る
こ
と
を
言
う
。 

「
大
兵
肥
滿
」(

た
い
ひ
や
う
ひ
ま
ん
（
た
い
ひ
ょ
う
ひ
ま
ん)

）
は
、
体
格
が
太
く
、
逞
し
く
、
肥
え
太
っ

て
い
る
こ
と
。 

「
五
分
月
代
」（
ご
ぶ
さ
か
や
き
）
は
、
剃
り
上
げ
て
お
く
べ
き
月
代
の
部
分
が
五
分
（
一
・
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
）
ほ
ど
も
伸
び
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
。 

「
懸か

け

守ま
も

り
」
神
仏
の
護
符
を
入
れ
て
身
に
つ
け
る
守
袋
。
通
常
は
筒
形
の
容
器
の
外
側
を
錦
の
裂き

れ

で
包
み
、

そ
の
両
端
に
紐
や
鎖
を
つ
け
、
胸
の
前
に
下
が
る
よ
う
に
作
る
。
魔
除
け
や
災
厄
除
け
の
た
め
、
神
聖
な
も

の
や
神
秘
的
な
威
力
の
あ
る
も
の
を
身
に
つ
け
る
習
慣
は
世
界
的
に
広
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
特
に
こ
れ

を
首
に
か
け
る
と
い
う
形
式
は
、
他
の
場
所
に
つ
け
る
よ
り
も
、
一
層
そ
の
も
の
を
尊
び
、
こ
れ
に
対
す
る

強
い
信
頼
の
心
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
護
符
以
外
の
も
の
で
も
、
特
に
貴
重
な
も
の
や
丁
重
に

取
り
扱
う
必
要
の
あ
る
も
の
を
持
ち
運
ぶ
時
、
例
え
ば
、
貴
重
な
書
類
や
大
事
な
人
の
遺
骨
な
ど
は
日
本
で

は
古
く
か
ら
首
に
か
け
て
歩
く
習
慣
が
平
安
の
時
代
か
ら
あ
っ
た
（
以
上
は
平
凡
社
「
世
界
大
百
科
事
典
」

に
拠
る
）。 

https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92111-0031+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%8D%83%E6%9D%9F%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE/@35.7225156,139.7925461,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x60188eed09142165:0x68624f1fc82f4cbb!8m2!3d35.7234941!4d139.7952457
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92111-0031+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%8D%83%E6%9D%9F%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE/@35.7225156,139.7925461,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x60188eed09142165:0x68624f1fc82f4cbb!8m2!3d35.7234941!4d139.7952457
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92111-0031+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%8D%83%E6%9D%9F%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE/@35.7225156,139.7925461,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x60188eed09142165:0x68624f1fc82f4cbb!8m2!3d35.7234941!4d139.7952457
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92113-0033+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%9C%AC%E9%83%B7/@35.7084777,139.7515463,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188c3b07a8fe2d:0x3a8822c1af9fc092!8m2!3d35.7088306!4d139.7600967
https://trc-adeac.trc.co.jp/WJ11F0/WJJS07U/2321315100/2321315100100010/mp01696500
https://trc-adeac.trc.co.jp/WJ11F0/WJJS07U/2321315100/2321315100100010/mp01696500


「
め
く
ら
縞
」
縦
横
と
も
紺
染
め
の
綿
糸
で
織
っ
た
無
地
の
綿
織
物
。
紺
無
地
。
織
り
紺
。
青
縞
。
盲
地
。 

「
白
木

し

ろ

き

」
通
一
丁
目
、
藝
材
の
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
に
存
在
し
た
江
戸
三
大
呉
服
店
（
後
の
二
つ

は
駿
河
町
の
「
越
後
屋
」
と
、
大
伝
馬
町
の
「
大
丸
屋
」）
の
一
つ
で
あ
る
白
木
屋
。
後
の
「
東
急
百
貨
店

日
本
橋
店
」
の
前
身
に
当
た
る
。 

「
三
尺
」
筑
摩
全
集
類
聚
版
脚
注
に
、『
白
木
屋
で
売
り
出
し
た
柔
小
紋
』（
や
わ
ら
か
こ
も
ん
：
細
か
い
模

様
を
白
抜
き
し
て
単
色
で
染
め
た
日
本
の
型
染
め
の
一
つ
で
、
特
に
江
戸
小
紋
と
呼
ば
れ
た
そ
れ
で
あ
ろ

う
）
『
の
三
尺
帯
』
。
三
尺
帯
は
長
さ
が
反
物
用
の
鯨

尺

く
じ
ら
じ
ゃ
く

で
約
三
尺
（
鯨
尺
の
そ
れ
は
曲
尺

か
ね
じ
ゃ
く

の
一
尺
二
寸

五
分
（
約
三
十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
を
一
尺
と
す
る
の
で
、
一
・
一
四
メ
ー
ト
ル
）
あ
る
一
重

ひ

と

え

廻
し
の
帯
。 

を
し
め
て
ゐ
た
と
云
ふ
男
で
あ
る
。 

「
し
か
け
」「
仕
掛
け
」。
打
掛

う

ち

か

け
の
別
称
。
江
戸
の
遊
里
で
用
い
ら
れ
た
用
語
で
あ
る
が
、
遊
女
の
着
る
小

袖
類
を
指
し
て
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。 

「
談
柄

だ
ん
ぺ
い

」
元
は
僧
侶
が
正
式
な
談
話
の
際
に
手
に
持
つ
払
子

ほ

っ

す

の
意
で
あ
っ
た
が
、
転
じ
て
「
話
の
種
・
話
題
」

の
意
と
な
っ
た
。 

「
倦
怠

ア
ン
ニ
ユ
イ

」en
n
u
i

。
フ
ラ
ン
ス
語
。 

「
恣
に
」「
ほ
し
い
ま
ま
に
」。 

「
根
本
地
獄
、
近
邊
地
獄
、
孤
獨
地
獄
の
三
つ
に
分
つ
」
先
般
、
電
子
化
注
し
た
『「
和
漢
三
才
圖
會
」
巻

第
五
十
六
「
山
類
」
よ
り
「
地
獄
」』
の
私
の
詳
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の
電
子
化
が
こ
の
電
子
テ
ク
ス

ト
注
の
呼
び
水
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

「
孤
獨
地
獄
」
孤
地
獄
と
も
言
う
特
異
な
地
獄
。
こ
の
地
獄
は
通
常
の
地
獄
の
よ
う
に
地
下
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
現
世
の
山
間
・
広
野
・
樹
下
・
空
中
な
ど
に
忽
然
と
孤
立
し
て
散
在
し
て
出
現
す
る
地
獄
と
さ
れ
る
。

文
字
通
り
の
現
在
地
獄
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

「
南
瞻
部
洲
下
過
五
百
踰
繕
那
乃
有
其
獄
」「
其
」
は
マ
マ
で
あ
る
。
現
行
の
電
子
化
物
で
は
恐
ら
く
総
て

が
「
地
獄
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
其
獄
」
で
も
正
し
い
（
後
掲
す
る
引
用
を
参
照
）。
た
だ

「
其
」
で
も
誤
読
す
る
こ
と
は
な
い
。
仏
典
を
検
索
し
て
も
、
こ
の
文
字
列
に
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
も
の

は
な
い
。
困
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
検
索
を
重
ね
た
と
こ
ろ
、
サ
イ
ト
「
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
」
公
式
サ
イ
ト
内

の
こ
ち
ら
に
あ
る
、『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
第
八
号
』（
二
〇
〇
〇
年
発
行
か
。P

D
F

）
に
乾
英
次
郎
氏

の
論
文
「
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
仏
教
的
〈
地
獄
〉
表
象─

─

原
家
旧
蔵
品
と
の
関
り
か
ら―

―

」
の
中
に

答
え
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
一 

芥
川
・
仏
教
・〈
地
獄
〉」
の
中
で
本
「
孤
獨
地
獄
」
を
採
り
上
げ
て
考
察
さ

れ
る
中
で
、
こ
の
「
佛
說
に
よ
る
と
」
以
下
の
段
落
を
総
て
引
か
れ
た
上
で
、 

 
 

 

《
引
用
開
始
》 

 

こ
の
中
に
「
仏
説
」
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
芥
川
が
「
孤
独
地
獄
」
を
執
筆
す
る
に
際
し
て
、
仏
典
に
直

接
あ
た
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
清
水
康
次
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
上
記
の
記
述
は
、
校
註
国
文
叢
書

『
今
昔
物
語
』
上
巻
（
池
辺
義
象
編
、
博
文
館
、
大
正
四
・
七
）
所
収
「
本
朝
付
仏
法
」
巻
一
（
日
本
へ
の

仏
教
渡
来
・
流
布
史
）
の
「
行
基
菩
薩
仏
法
を
学
び
人
を
導
く
語
」
の
注
釈
を
参
照
し
た
も
の
と
思
し
い
。

芥
川
の
仏
教
的
〈
地
獄
〉
観
を
規
定
す
る
文
章
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
全
文
を
引
用
す
る
。 

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
以
下
、
原
本
で
は
全
体
が
二
字
下
げ
。］ 

https://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2021/03/post-c313a1.html
https://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2021/03/post-c313a1.html
https://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2021/03/post-c313a1.html
https://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2021/03/post-c313a1.html
https://renbutsuken.org/wp2/2020/06/24/%E8%93%AE%E8%8A%B1%E5%AF%BA%E4%BD%9B%E6%95%99%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80%E7%B4%80%E8%A6%81/
https://renbutsuken.org/wp2/2020/06/24/%E8%93%AE%E8%8A%B1%E5%AF%BA%E4%BD%9B%E6%95%99%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80%E7%B4%80%E8%A6%81/
http://renbutsuken.org/wp/wp-content/uploads/2016/04/9f40ca88140fa9766bdc315922e6ad06.pdf


地
獄 

地
獄
界
を
い
ふ
、
獄
は
囚
に
し
て
罪
人
を
守
り
て
罪
室
を
出
で
し
め
ざ
る
也
、
こ
の
獄
地
下
に
あ
る

故
に
か
く
い
ふ 

「
婆
沙
論
」
に
瞻
部
洲
下
過
二

五
百
踰
繕
那
一

乃
有
二

其
獄
一

と
い
へ
り
、
地
獄
に
三
種
あ
り
、
一
に
根
本
地

獄
二
に
近
辺
地
獄
三
に
孤
独
地
獄
こ
れ
な
り
、
根
本
地
獄
と
は
等
活
、
黒
縄
、
衆
合
、
号
叫
、
大
号
叫
、
炎

熱
、
極
熱
、
無
間
の
八
大
地
獄
也
、
近
辺
地
獄
に
四
あ
り
煻
煨
増
屍
糞
増
鋒
刃
増
、
烈
河
増
、
こ
れ
な
り
こ

の
四
一
大
地
獄
の
四
方
何
れ
に
も
あ
り
故
に
一
大
地
獄
に
十
六
増
の
近
辺
地
獄
八
大
地
獄
百
二
十
八
増
の

近
辺
地
獄
あ
り
、
こ
れ
に
根
本
の
八
を
合
し
て
総
計
百
三
十
六
地
獄
を
な
す
、
孤
独
地
獄
と
は
山
問
曠
野
樹

下
空
中
に
忽
然
と
し
て
現
は
る
ゝ
地
獄
也
。 

 

孤
独
地
獄
あ
る
い
は
孤
地
獄
・
独
地
獄
に
つ
い
て
は
、
玄
奘
訳
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
一
七
二
の

中
に
「
瞻
部
洲
下
有
人
地
獄
。
瞻
部
洲
上
亦
有
邊
地
獄
。
及
獨
地
獄
或
在
谷
中
。
或
在
山
上
。
或
在
曠
野
。

或
在
空
中
。
於
餘
三
洲
唯
有
邊
地
獄
獨
地
獄
無
大
地
獄
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
樹
間
」
と
い
う
言
葉
が
見

え
な
い
が
、『
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
』
巻
一
七
二
三
で
は
「
即
是
山
問
曠
野
樹
下
空
中
」
と
い
う
句
が
揃
っ
て

出
て
来
る
。
地
獄
の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
、
校
註
国
文
叢
書
『
今
昔
物
語
』
で
は
「
瞻
部
洲
下
過
五
百
踰
繕

那
乃
有
「
其
」
獄
」
と
な
っ
て
い
る
が
「
孤
獨
地
獄
」
で
は
「「
南
」
欧
部
洲
下
過
五
百
瞳
繕
那
乃
有
「
地
」

獄
」
と
な
っ
て
い
る
。
単
な
る
誤
写
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
た
と
え
ば
『
往
生
要
集
』
で
は
八

大
地
獄
が
「
南
瞻
部
洲
下
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
芥
川
は
前
掲
の
注
釈
文
以
外
に
も
〈
地
獄
〉
に
関

す
る
情
報
源
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。 

 

芥
川
が
「
孤
独
地
獄
」
を
発
表
し
た
の
は
、『
今
昔
物
語
集
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
あ
る
鼻
の
長
い
僧
侶

の
逸
話
に
取
材
し
た
「
鼻
」（『
新
思
潮
』
大
正
五
・
三
）
を
夏
目
漱
石
に
賞
賛
さ
れ
、
一
気
に
文
壇
の
脚
光

を
浴
び
た
の
と
同
時
期
で
あ
る
。
芥
川
が
新
進
作
家
と
し
て
歩
み
出
す
ス
タ
ー
ト
地
点
に
、〈
地
獄
〉
と
い

う
モ
チ
ー
フ
は
既
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 

《
引
用
終
了
》 

と
あ
る
。
恐
ら
く
、
乾
氏
は
「
其
獄
」
が
「
地
獄
」
に
書
き
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
テ
ク
ス
ト
を
見
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
だ
い
た
い
か
ら
し
て
、
昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年
筑
摩
書
房
発
行
の
「
現
代
日
本
文
学
大
系 

4
3

 

芥
川
龍
之
介
集
」
を
底
本
と
す
る 

「
青
空
文
庫
」
版
も
「
地
獄
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
岩
波
の

旧
全
集
を
も
と
に
し
て
い
る
は
ず
の
昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年
発
行
の
「
筑
摩
全
集
類
聚
」
版
も
、
あ
ろ
う

こ
と
か
、「
地
獄
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
筑
摩
全
集
類
聚
版
脚
注
で
は
出
典
を
「
倶

舎
論
」（
く
し
ゃ
ろ
ん
：
イ
ン
ド
仏
教
で
最
も
著
名
な
大
徳
世
親
菩
薩
の
代
表
作
。「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
」）
と

す
る
）。
さ
て
も
そ
こ
で
、「
具
舎
論
」
を
調
べ
た
が
、
完
全
文
字
列
一
致
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ダ
メ
押
し
で

「
大
正
蔵
検
索
」
で
「
五
百
踰
繕
那
」
の
ワ
ー
ド
検
索
し
た
と
こ
ろ
が
、「
翻
譯
名
義
集
」（
宋
代
の
梵
漢
辞

典
。
南
宋
の
法
雲
編
。
一
一
四
三
年
成
立
。
仏
典
の
重
要
な
梵
語
二
千
余
語
を
六
十
四
編
に
分
類
し
て
字
義
と

出
典
を
記
し
た
も
の
）
の
一
節
と
し
て
、 

 
 

 

＊ 

獄
故
婆
沙
云
贍
部
洲
下
過
五
百
踰
繕
那
乃
有
其
獄 

 
 

 

＊ 

と
「
南
」
を
除
き
、
し
か
も
「
其
獄
」
の
そ
れ
が
、
確
か
に
あ
る
こ
と
が
確
認
出
来
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、

https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/83_15058.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/83_15058.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/83_15058.html
https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/ddb-sat2.php?key=%E4%BA%94%E7%99%BE%E8%B8%B0%E7%B9%95%E9%82%A3&mode=search


勝
手
に
誰
も
が
書
き
変
え
て
し
ま
っ
た
「
其
獄
」
は
、
そ
れ
で
い
い
の
だ
と
私
は
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
因
み

に
、
乾
氏
の
論
文
は
非
常
に
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
か
ら
、
是
非
、
全
部
を
読
ま
れ
ん
こ
と
を
強
く
お
薦
め

す
る
。
さ
て
、
一
応
、
訓
読
し
て
お
く
と
、 

 
 

 

＊ 

南
瞻
部
洲

な
ん
せ
ん
ぶ
し
う

下か

、
五
百
踰
繕
那

ゆ

ぜ

ん

な

を
過
ぎ
て
、
乃

す
な
は

ち
、
其
の
獄
、
有
り
。 

 
 

 

＊ 

で
、「
南
瞻
部
洲
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
「
ジ
ャ
ン
ブ
ー
・
ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ
」
の
音
写
。
閻
浮
提

え

ん

ぶ
だ

い

・
閻
浮

洲
・
南
閻
浮
提
・
穢
洲
・
勝
金
洲
な
ど
の
漢
訳
語
が
あ
る
。
本
来
は
古
代
イ
ン
ド
の
宇
宙
説
に
お
い
て
世
界

の
中
心
と
さ
れ
て
い
る
須
弥
山

し

ゅ

み
せ

ん

の
南
方
に
位
置
す
る
大
陸
で
、
四
大
洲
（
他
に
東
勝
身
洲
＝
弗
婆
提

ほ

つ

ば
だ

い

・

西
牛
貨
洲

さ
い
ご
け
し
ゅ
う

＝
瞿
陀
尼

く

だ

に

・
北
倶
盧
洲

ほ
く
く
る
し
ゅ
う

＝
鬱
単
越

う
っ
た
ん
お
つ

が
あ
る
）
の
一
つ
。
北
に
広
く
南
に
狭
い
地
形
で
縦
横
七
千
由ゆ

旬
じ
ゅ
ん (

古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
長
さ
の
単
位
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
「
ヨ
ー
ジ
ャ
ナ
」
の
漢
音
写
。
こ
こ
に
出

る
「
踰
繕
那
」
は
別
表
記
。
本
来
は
「
軛

く
び
き

に
（
牛
を
）
つ
け
る
」
の
意
で
、
牛
に
車
を
つ
け
て
一
日
引
か

せ
る
行
程
を
指
し
た
。
一
由
旬
は
約
十
二
・
十
六
・
二
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
相
当
す
る
と
い
う
各
説
が
あ

る) 

あ
る
と
さ
れ
る
。
イ
ン
ド
の
地
形
に
基
づ
い
て
考
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
後
に
仏
教
で
こ
の
人
間

界
（
現
実
世
界
）
全
体
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
閻
浮
提
に
は
大
国
が
十
六
、
中
国
が
五
百
、
小
国
が
十
万

あ
る
と
さ
れ
、
仏
縁
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
於
い
て
は
こ
の
洲
が
第
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
五
百
踰
繕

那
」
先
の
換
算
で
六
千
か
ら
一
万
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
相
当
す
る
。 

「
境
界

き
や
う
か
い

」「
青
空
文
庫
」
版
も
筑
摩
全
集
類
聚
版
も
「
き
や
う
が
い
」。
私
は
清
音
が
い
い
。
響
き
か
ら
「
境

涯
」
と
い
う
私
の
嫌
い
な
熟
語
が
ち
ら
つ
き
、
不
必
要
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
与
え
て
い
や
な
感
じ
が
す
る
か
ら

で
あ
る
。
物
理
的
な
時
空
間
の
位
置
存
在
世
界
が
、
ひ
い
て
は
自
身
の
現
存
在
意
識
総
て
が
、
瞬
時
に
し
て

そ
の
ま
ま
地
獄
に
変
容
（
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
（
ド
イ
ツ
語
：M

eta
m
o
rp
h
o
se

）
す
る
の
で
あ
る
。 

「
山
間
曠
野
樹
下
空
中
」
筑
摩
全
集
類
聚
版
脚
注
は
『「
倶
舎
論
頌
疏
一
〇
」
に
見
ら
れ
る
句
』
と
す
る
が

（「
倶
舎
論
頌
疏
」
は
平
安
時
代
の
円
暉
の
撰
に
な
る
「
倶
舎
論
」
の
要
旨
を
解
釈
し
た
も
の
）、
私
の
調
べ

た
限
り
で
は
、
同
書
第
十
に
は
そ
の
文
字
列
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
文
字
列
を
や
は
り
「
大
正
蔵
検
索
」

で
調
べ
る
と
、「
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
」（
こ
れ
は
衆
賢
（
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
：
紀
元
後
五
世
紀
頃
の
イ
ン
ド
で

活
躍
し
た
学
僧
）
の
著
し
た
「
倶
舎
雹
論

く
し
ゃ
ば
く
ろ
ん

」
と
呼
ば
れ
る
「
倶
舎
論
」
へ
反
駁
し
た
仏
教
教
理
書
で
あ
る
） 

 
 

 

＊ 

孤
地
獄
。
或
二
一
。
各
別
業
招
。
或
近
江
河
。
山
間
曠
野
。
或
在
地
下
空
中
餘
處
。 

 
 

 

＊ 

と
あ
る
の
が
、
最
も
近
く
、
次
に
「
佛
頂
尊
勝
陀
羅
尼
經
敎
跡
義
記
」
の
、 

 
 

 

＊ 

諸
餘
孤
露
地
獄
別
業
招
者
。
或
近
江
河
山
間
曠
野
。 

 
 

 

＊ 

や
、「
一
切
經
音
義
」
の
、 

 
 

 

＊ 

地
獄 

梵
云
、
捺
落
迦
、
此
云
、
苦
器
、
亦
云
、
不
可
樂
、
亦
云
、
非
行
非
法
行
處
也
。
或
在
山
間
曠
野
空

https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/83_15058.html


中
。
今
言
地
獄
者
在
大
地
之
下
也
。 

 
 

 
＊ 

や
、「
祕
密
漫
荼
羅
十
住
心
論
」
の
、 

 
 

 

＊ 

餘
孤
地
獄
。
或
多
二
一
各
別
業
招
。
或
近
江
河
山
間
曠
野
。
或
在
地
下
空
中
餘
處
。 

 
 

 

＊ 

「
唯た

ゞ

、
そ
の
中
で
孤
獨
地
獄
だ
け
は
、
山
間
曠
野
樹
下
空
中
、
何
處

ど

こ

へ
で
も
忽
然
と
し
て
現

あ
ら
は

れ
る
。
云
は

ば
目
前
の
境
界

き
や
う
か
い

が
、
す
ぐ
そ
の
ま
ゝ
、
地
獄
の
苦
艱

く

げ

ん

を
現
前

げ
ん
ぜ
ん

す
る
の
で
あ
る
。
自
分
は
二
三
年
前
か
ら
、

こ
の
地
獄

ぢ

ご

く

へ
墮
ち
た
。
一
切
の
事
が
少
し
も
永
續

え
い
ぞ
く

し
た
興
味
を
與
へ
な
い
。
だ
か
ら
何
時

い

つ

で
も
一
つ
の
境
界

か
ら
一
つ
の
境
界
を
追お

つ
て
生
き
て
ゐ
る
。
勿
論
そ
れ
で
も
地
獄
は
逃の

が

れ
ら
れ
な
い
。
さ
う
か
と
云
つ
て
境

界
を
變か

へ
ず
に
ゐ
れ
ば
猶
、
苦
し
い
思
を
す
る
。
そ
こ
で
や
は
り
轉
々

て
ん
て
ん

と
し
て
そ
の
日
そ
の
日
の
苦く

る

し
み
を

忘
れ
る
や
う
な
生
活
を
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
そ
れ
も
し
ま
ひ
に
は
苦
し
く
な
る
と
す
れ
ば
、
死
ん
で
し
ま

ふ
よ
り
も
外
は
な
い
。
昔
は
苦
し
み
な
が
ら
も
、
死
ぬ
の
が
嫌い

や

だ
つ
た
。
今
で
は…

…

」
こ
れ
は
精
神
医
学

書
の
強
い
抑
鬱
状
態
の
教
科
書
的
表
現
の
言
い
換
え
だ
と
し
て
も
納
得
出
来
る
内
容
で
あ
る
。「
境
界
」
と
言

う
禪
超
の
表
現
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
自
分
と
、
自
分
の
い
る
時
空
間
や
対
象
と
の
乖
離
が
起
こ
っ
て
い
る

病
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
統
合
失
調
症
や
重
い
強
迫
神
経
症
な
ど
も
想
起
さ
れ
る
。
な
お
、

底
本
の
後
記
に
よ
れ
ば
、「
し
か
し
、
そ
れ
も
し
ま
ひ
に
は
苦
し
く
な
る
と
す
れ
ば
、」
の
後
に
は
初
出
と
「
羅

生
門
」
に
は
、
続
け
て
、 

 
 

 

＊ 

（
か
う
云
つ
て
禪
超
は
口
元
の
筋
肉

き
ん
に
く

を
引
き
つ
ら
せ
な
が
ら
、
泣
く
や
う
な
顏
を
し
て
笑わ

ら

つ
た
。） 

 
 

 

＊ 

と
あ
る
と
記
す
。 

「
金
剛
經
」「
金
剛
般
若
經
」。
正
式
に
は
「
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
」。
大
乗
仏
教
の
最
初
期
の
経
典
群
の
総

称
。
こ
れ
を
名
の
る
経
典
は
数
多
く
漢
訳
さ
れ
て
、「
大
正
新
脩

し
ん
し
ゅ
う

大
蔵
経
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
け

で
も
四
十
二
経
も
あ
り
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
や
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
も
か
な
り
揃
っ
て
い
る
。
大
乗
仏
教
の
第

一
声
を
告
げ
る
経
と
し
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
経
で
あ
る
が
、
以
後
、
次
々
と
作
ら
れ
、
次
第
に
増
幅
さ
れ

て
、
最
大
の
も
の
は
玄
奘
が
訳
し
た
「
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
」
は
全
六
百
巻
に
及
ぶ
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
経

典
中
、
最
大
の
も
の
で
あ
る
。
一
切
の
実
体
と
実
体
的
思
想
と
の
否
定
を
謳
う
「
空く

う

」
の
思
想
を
拠
り
所
と

す
る
般
若
の
知
慧
を
説
き
、
六
波
羅
蜜
の
実
践
を
推
し
進
め
る
内
容
を
持
つ
。
な
お
、
密
教
が
拠
っ
た
と
こ

ろ
の
「
理
趣
（
般
若
）
經
」
は
、
か
な
り
後
代
に
な
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
金
剛
（
般
若
）

經
」
は
禅
の
関
係
で
流
布
し
、「
般
若
心
經
」
は
浄
土
教
と
日
蓮
宗
を
除
く
仏
教
全
般
に
於
い
て
広
く
愛
誦

さ
れ
、
書
写
も
盛
ん
で
あ
り
、
現
在
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。 

「
疏
抄
」（
そ
せ
う
（
そ
し
ょ
う
））
は
注
釈
し
た
も
の
の
抄
本
。 

「
下
總
の
寒
川

さ
む
か
は

」
現
在
の
千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
寒
川
町
。 

「
堇
野
や
露
に
氣
の
つ
く
年
四
十
」「
堇
野
」
は
「
す
み
れ
の
」。
森
鷗
外
の
「
細
木
香
以
」
の
「
十
」
に
は

文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
（
先
に
示
し
た
通
り
、
文
久
二
年
に
は
店
を
継
母
に
譲
っ
て
、
隠
居
し
た
山
城
河

https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92260-0832+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E5%8D%83%E8%91%89%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%AF%92%E5%B7%9D%E7%94%BA/@35.5940234,140.0566248,11.5z/data=!4m5!3m4!1s0x60229b47634bc693:0xbe1381636146fac7!8m2!3d35.5957903!4d140.1202315
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92260-0832+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E5%8D%83%E8%91%89%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%AF%92%E5%B7%9D%E7%94%BA/@35.5940234,140.0566248,11.5z/data=!4m5!3m4!1s0x60229b47634bc693:0xbe1381636146fac7!8m2!3d35.5957903!4d140.1202315
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92260-0832+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E5%8D%83%E8%91%89%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%AF%92%E5%B7%9D%E7%94%BA/@35.5940234,140.0566248,11.5z/data=!4m5!3m4!1s0x60229b47634bc693:0xbe1381636146fac7!8m2!3d35.5957903!4d140.1202315


岸
没
落
の
年
）
の
香
以
四
十
の
年
の
一
句
と
し
て
、
相
似
句
、 

 

年
四
十
露
に
氣
の
附
く
花
野
哉 

が
載
る
。
私
は
「
堇
野
や
」
の
方
が
上
手
い
と
思
う
。 

「
安
政
四
年
」
一
八
五
七
年
。 

「
し
か
も
自
分

じ

ぶ

ん

の
中
に
あ
る
或
心
も
ち
は
、

動
や
ゝ
も
す

れ
ば
孤
獨
地
獄
と
云い

ふ
語

こ
と
ば

を
介
し
て
、
自
分
の
同
情
を

彼
等

か

れ

ら

の
生
活
に
注
が
う
と
す
る
。
が
、
自
分
は
そ
れ
を
否い

な

ま
う
と
は
思
は
な
い
。
何
故
と
云
へ
ば
、
或
意
味

で
自
分
も
亦ま

た

、
孤
獨
地
獄
に
苦
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
一
人
だ
か
ら
で
あ
る
。」
こ
の
最
後
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
（
大

正
五
（
一
九
一
六
）
年
二
月
）
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
芥
川
龍
之
介
は
執
筆
時
、
未
だ
満
二
十
三
歳
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
最
後
の
如
何
に
も
に
も
見
え
る
憂
鬱
な
告
解
は
、
二
年
前
の
大
正
三
年
秋
の
龍
之
介
の
初
恋

で
あ
っ
た
吉
田
彌
生
と
の
外
的
な
要
因
に
よ
る
破
局
が
根
に
は
、
あ
る
。
さ
て
、
平
成
一
二
（
二
〇
〇
〇
）

年
勉
誠
出
版
の
「
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
」
の
稲
田
智
恵
子
氏
の
解
説
で
は
、『
こ
の
末
尾
に
注
目
し
て

芥
川
自
身
の
孤
独
感
を
解
題
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
目
立
つ
。
し
か
し
今
後
の
研
究
で
は
あ
く
ま
で
テ
キ

ス
ト
の
中
の
「
自
分
」
と
し
て
、
作
者
と
切
り
離
し
て
読
み
を
し
め
す
べ
き
で
あ
ろ
う
』
な
ど
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
が
、
勝
手
な
テ
キ
ス
ト
論
が
「
こ
ゝ
ろ
」
の
学
生
と
靜
を
結
婚
さ
せ
る
よ
う
な
場
外
乱
闘
に
及
ぶ
を

見
る
に
、
私
は
そ
う
し
た
作
者
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
（
言
説
）
で
あ
る
こ
と
を
恣
意
的
に
乖
離
さ
せ
て
読
む
な

ど
と
い
う
こ
と
は
、
到
底
、
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
人
種
で
あ
る
。
大
流
行
り
の
テ
ク
ス
ト
論

は
、
究
極
に
お
い
て
、
遂
に
「
小
説
に
テ
ー
マ
な
ど
な
い
」、「
文
言
を
記
号
と
し
て
捉
え
て
自
由
に
読
み
換

え
、
読
み
終
え
た
後
に
感
想
と
展
開
を
仮
想
構
築
し
て
各
自
が
勝
手
に
楽
し
め
ば
よ
い
」
と
い
う
無
謀
に
し

て
不
毛
な
文
学
論
に
堕
す
も
の
と
し
か
考
え
て
い
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
私
は
、
と
い
う
よ
り
、
後
の
芥
川

龍
之
介
の
自
死
に
至
る
過
程
を
知
っ
て
い
る
我
々
は
、
こ
の
「

檣
ほ
ば
し
ら

の
二
つ
に
折
れ
た
船
」（「
或
阿
呆
の
一

生
」。
リ
ン
ク
先
は
私
の
草
稿
附
き
電
子
テ
ク
ス
ト
）
の
よ
う
に
彷
徨
う
若
き
魂
の
告
解
に
、
い
わ
く
言
い

難
い
不
吉
な
予
言
の
響
き
を
聴
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
？ 

芥
川
龍
之
介
の
残
り
後
半
生
の
十

二
年
は
、
ま
さ
に
し
く
、
境
界
の
迷
宮
を
裏
道
を
走
り
め
ぐ
る
よ
う
な
「
孤
獨
地
獄
」
の
中
に
あ
っ
た
と
言

え
る
よ
う
に
私
に
は
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

「―
―

五
年
二
月―

―

」
底
本
の
後
記
に
よ
れ
ば
、『
文
末
に
日
付
、
初
出
に
な
し
。
初
出
は
文
末
に
行
を

改
め
て
小
字
で
一
文
が
あ
る
』
あ
っ
て
、
以
下
の
芥
川
龍
之
介
の
附
記
が
示
さ
れ
て
あ
る
。 

 
 

 

＊ 

と
う
か
ら
、
小
說
を
書
く
外
に
、
暇
を
見
て
か
う
云
う
小
品
を
少
し
づ
ゝ
書
い
て
行
か
う
と
思
つ
て
ゐ
た
。

さ
う
し
て
そ
の
數
が
幾
つ
か
に
な
つ
た
ら
發
表
す
る
つ
も
り
で
ゐ
た
。
今
、
そ
れ
を
一
つ
切
話
し
て
出
す
の

は
、
全
く
紙
數
の
都
合
か
ら
で
あ
る
。 

 
 

 

＊ 

と
あ
る
。］ 

    

http://yab.o.oo7.jp/aruahou.html
http://yab.o.oo7.jp/aruahou.html


 

草
稿 

 

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
以
下
、「
孤
獨
地
獄
」
の
草
稿
を
示
す
。
底
本
は
一
九
九
七
年
刊
の
岩
波
の
新
全
集
「
芥

川
龍
之
介
全
集
」
の
第
二
十
一
巻
に
所
収
さ
れ
て
い
る
そ
れ
を
（
六
種
の
断
片
で
続
い
て
お
ら
ず
、
書
き
換

え
部
分
も
あ
る
）、
上
記
公
開
定
稿
を
参
考
に
、
恣
意
的
に
漢
字
を
正
字
化
し
て
示
す
。
標
題
は
な
い
。
纏

ま
っ
た
部
分
の
変
わ
る
と
こ
ろ
で
「
＊
」
を
挟
ん
で
前
後
を
空
け
た
。］ 

   

こ
れ
は
大
叔
父
が
母
に
話
し 

母
が
更
に
又
自
分
に
話
し
た 

或
平
凡
な
事
實
を
書
い
て
見
た
も
の
で

あ
る
。 

 

大
叔
父
は
所
謂
大
通
の
一
人
で 

九
代
目
團
十
郞 
宇
治
紫
文 

都
千
中 

乾
坤
坊
良
齋
な
ど
の
藝
人

か
ら 

默
阿
彌 

春
水 

種
員 

永
機 

是
眞 

芳
年
な
ど
の
文
人
や
畫
工
と
も 

知
己
の
間
柄
だ
つ
た

男
で
あ
る
。
梅
曆
の
中
に
出
て
來
る
千
葉
の
藤
兵
エ
と
云
ふ
人
物
は
、
春
水
が
こ
の
犬
叔
父
を
模
型

モ

デ

ル

に
し
た
。

默
阿
彌
の
「
江
戶
櫻
淸
水
淸
玄
」
の
中
の
紀
國
屋
文
左
エ
門
も 
や
は
り
こ
の
大
叔
父
を
書
い
た
も
の
だ
と

か
聞
い
て
ゐ
る
。
物
故
し
て
か
ら
彼
是
も
う
五
十
年
に
は
な
る
で
あ
ら
う
。
生
前 

今
紀
文
と
綽
號

あ

だ

な

さ
れ
た

事
が
あ
る
か
ら 

今
で
も
少
し
は
知
つ
て
ゐ
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。―

―

姓
は
細
木
名
は
藤
次
郞 

俳
名
は
香
以 

通
稱
は
山
岸
河
岸
の
津
藤
で
あ
る 

  

＊ 

 

で
通
つ
た
事
が
あ
る
か
ら
、
今
で
も
少
し
は
覺
え
て
ゐ
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。―

―

姓
は
細
木

さ

い

き

、
名

は
藤
次
郞
、
俳
名
は
香
以
、
俗
稱
は
山
城
河
岸
の
津
藤
と
云
つ
た
男
で
あ
る
。 

 

そ
の
津
藤
が
或
夜
、
玉
屋
の
二
階
で
、
厠
へ
行
つ
た
歸
り
し
な
に
、
何
氣
な
く
廊
下
を
通
る
と
、
欄
干
に

よ
り
か
か
り
な
が
ら
、
月
を
見
て
ゐ
る
男
が
眼
に
止
つ
た
。
坊
主
頭
に
黃
八
丈
の
着
物
を
着
た 

醫
者
と
云

ふ
拵
へ
の
男
で
あ
る
。
津
藤
は
そ
の
橫
顏
を
見
て
、
こ
れ
を
出
入
の
太
鼓
醫
者
竹
内
だ
と
思
つ
た
。
そ
こ
で

通
り
し
な
に 

手
を
の
ば
し
て 

ち
よ
い
と
そ
の
男
の
耳
を
引
張
つ
た
。
驚
い
て
ふ
り
む
く
所
を
笑
つ
て

や
ら
う
と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
津
藤
に
は
そ
の
時
封
間
が
一
人
に 

藝
者
が
一
人
つ
い
て
ゐ
た
。
さ
う
し

て
二
人
に
は
そ
の
男
の
竹
内
で
な
い
と
云
ふ
事
が
よ
く
わ
か
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
封
間
に

は
そ
の
男
の
誰
だ
と
云
ふ
事
さ
へ
よ
く
わ
か
っ
て
ゐ
た
。
そ
こ
で
津
藤
が
そ
の
男
の
耳
を
引
張
ら
う
と
し

た
時
に
、
慌
て
て
袖
を
引
か
う
と
し
た
が
、
も
う
間
に
合
は
な
い
。 

  

＊ 

 

す
ぎ
な
が
ら
、
手
を
の
ば
し
て
、
ち
よ
い
と
そ
の
耳
を
引
張
つ
た
。
驚
い
て
ふ
り
向
く
所
を
笑
つ
て
や
ら
う

と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
。 



 
所
が
ふ
り
向
い
た
顏
を
見
る
と
反
て
此
方
が
驚
い
た
。
竹
内
と
は
似
も
つ
か
な
い
男
で
あ
る
。
左
の
頰
に

あ
る
大
き
な
黑
子
は
、
そ
の
時
で
も
は
つ
き
り
見
え
た
。
額
の
廣
い
割
に
、
眉
と
眉
と
の
間
が
險
し
く
狹
つ

て
ゐ
る
。
色
は
女
の
や
う
に
白
い
。―

―

こ
れ
だ
け
の
顏
か
た
ち
が 

月
に
そ
む
い
て
ゐ
な
が
ら
も 

慌
し

く
津
藤
の
眼
に
は
い
つ
た
。
云
ふ
ま
で
も
な
く 

こ
の
時
耳
を
引
張
ら
れ
た
坊
主
が 

  

＊ 

 

で
通
つ
た
事
が
あ
る
か
ら
、
今
で
も
少
し
は
覺
え
て
ゐ
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。―

―

姓
は
細
木

さ

い

き 

名

は
藤
次
郞 

俳
名
は
香
以
、
通
稱
は
山
城
河
岸
の
津
藤
と
云
つ
た
男
で
あ
る
。 

 

そ
の
津
藤
が
或
夜 

吉
原
の
玉
屋
の
二
階
で 

厠
へ
行
つ
た
歸
り
に 

藝
者
を
一
人
封
間
を
つ
れ
て
廊

下
を
通
る
と
欄
干
に
よ
り
か
か
り 

 

こ
で
通
り
し
な
に 

手
を
の
ば
し
て 

ち
よ
い
そ
の
男
の
耳
を
引
張
つ
た
。
驚
い
て
ふ
り
む
く
所
を 

笑

つ
て
や
ら
う
と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
の
時
、
津
藤
に
は
、
藝
者
が
一
人
に
、
封
間
が
一
人
つ
い
て
ゐ
た
。
始
め
か
ら
こ
の
二
人
に
は 

そ
の

男
の
竹
内
で
な
い
と
云
ふ
事
が
よ
く
わ
か
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
所
で
は
な
い
。
封
間
は
そ
の
男
が
何
處
の
誰
だ

と
云
ふ
事
ま
で
ち
や
ん
と
心
得
て
ゐ
る
。
そ
こ
で 

津
藤
が
そ
の
男
の
耳
を
引
張
ら
う
と
す
る
の
を
見
て
、

二
人
と
も
慌
て
て
袖
を
引
い
て
止
め
や
う
と
し
た
。
が
、
も
う
間
に
合 

  

＊ 

 

す
ぎ
な
が
ら
、
手
を
の
ば
し
て
、
ち
よ
い
と
そ
の
耳
を
引
張
つ
た
。
驚
い
て
ふ
り
向
く
所
を
笑
つ
て
や
ら
う

と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

津
藤
に
は 

そ
の
時 

藝
者
が
一
人
に
封
間
が
一
人
つ
い
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
こ
の
二
人
は 

始
か
ら 

そ
の
男
が
竹
内
で
な
い
と
云
ふ
事
を
知
つ
て
ゐ
た
。
だ
か
ら 

津
藤
が
耳
を
引
張
り
さ
う
に
す
る
の
を
見

て
二
人
と
も
慌
て
て
袖
を
引
い
て
止
め
や
う
と
し
た
。
が
、
も
う
間
に
合
は
な
い
。…

…

向
ふ
が
驚
け
ば 

津
藤
も
驚
い
た
。
ふ
り
向
い
た
坊
主
の
顏
を
見
る
と
、
竹
内
と
は
似
も
つ
か
な
い
男
で
あ
る
。
津
藤
が
驚
け

ば
坊
主
も
驚
い
た
。 

  

＊ 

 

す
ぎ
な
が
ら
、
手
を
の
ば
し
て
、
ち
□
［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
の
判
読
不
能
字
。］
い
と
そ
の
耳
を
引
張

つ
た
。
驚
い
て
ふ
り
向
く
所
を 

笑
つ
て
や
ら
う
と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
の
時 

津
藤
に
は 

藝
者
が
一
人
に
封
間
が
一
人
つ
い
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
こ
の
二
人
は
始
め
か
ら

そ
の
男
が
竹
内
で
な
い
事
を
知
つ
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
津
藤
が
耳
を
引
張
り
さ
う
に
す
る
の
を
見
て 

二
人

と
も
慌
て
て
袖
を
引
い
て
止
め
や
う
と
し
た
。
が
、
も
う
間
に
合
は
な
い
。
向
ふ
が
驚
け
ば
津
藤
も
驚
い
た
。



耳
を
引
張
ら
れ
て
ふ
り
向
い
た
坊
主
が 

竹
内
と
は
似
も
つ
か
な
い
男
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
是
眞
」
漆
工
芸
家
・
絵
師
・
日
本
画
家
柴
田
是ぜ

真し
ん

（
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
～
明

治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
））
で
あ
ろ
う
。
名
は
順
蔵
、
是
真
は
号
。
日
本
の
漆
工
分
野
に
お
い
て
、
近
世

か
ら
近
代
へ
の
橋
渡
し
の
役
割
を
果
た
し
た
名
工
で
あ
る
。 

「
梅
曆
」
戯
作
者
為
永
春
水
（
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
～
天
保
一
四
（
一
八
四
四
）
年
：
本
名
は
佐
々
木

貞
高
）
の
代
表
作
の
人
情
本
「
春
色
梅
兒
譽
美

し
ゆ
ん
し
よ
く
う
め
ご
よ
み

」
の
略
称
。
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て

刊
行
さ
れ
た
。
柳
川
重
信
・
柳
川
重
山
画
。
美
男
子
の
丹
次
郎
と
女
た
ち
と
の
三
角
関
係
を
描
い
た
人
情
本

の
代
表
的
作
品
と
さ
れ
る
。
参
照
し
た
当
該
ウ
ィ
キ
に
梗
概
が
あ
る
。
登
場
人
物
の
と
こ
ろ
に
、『
千
葉
の

藤
兵
衛
』
と
し
て
、『
通
い
客
（
春
水
の
遊
び
仲
間
で
あ
り
』、『
通
人
と
し
て
知
ら
れ
た
津
藤
こ
と
豪
商
の

摂
津
国
屋
藤
兵
衛
が
モ
デ
ル
）』
と
あ
る
。
摂
津
国
屋
藤
兵
衛
は
細
木
香
以
の
別
通
称
の
一
つ
。］ 

   

芥
川
龍
之
介 

孤
獨
地
獄 
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完 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E8%89%B2%E6%A2%85%E5%85%90%E8%AA%89%E7%BE%8E

