
、

＆

ト

セ

明
治
十
八
年
坪
内
道
遙
に
よ
っ
て
「
小
説
神
髄
」

「
当
世
書
生
気
質
」
が
発
表
さ
れ
、
人
情
を
写
す
写

実
主
義
が
提
唱
さ
れ
た
。
そ
れ
は
勧
善
懲
悪
の
戯
作

文
学
を
排
し
自
由
民
権
の
思
想
を
伝
え
よ
う
と
し
た

政
治
小
説
の
本
質
を
否
定
し
文
学
の
自
律
性
を
咄
っ

た
。
だ
が
そ
の
蔭
に
文
学
の
主
流
が
硯
友
社
派
の
風

俗
小
説
に
道
を
開
か
れ
る
端
緒
を
含
ん
で
い
た
。

二
葉
亭
四
迷
は
「
小
説
総
論
」
の
理
論
、
「
浮
雲
」

の
小
説
の
中
で
「
小
説
神
髄
」
に
於
け
る
写
実
が
外

面
的
棋
写
・
風
怖
的
写
実
の
わ
く
を
川
ら
れ
な
か
っ

た
の
に
対
し
て
現
象
の
底
に
あ
る
本
質
的
関
連
の
迫

求
に
よ
っ
て
人
間
に
取
っ
て
意
味
深
い
真
実
の
把
掘

に
進
み
出
た
。
そ
れ
は
近
代
文
学
の
川
発
点
と
も
言

え
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
四
迷
は
作
品
制
作
途
上
で

筆
を
放
棄
し
文
壇
は
紅
葉
、
露
伴
を
中
心
に
し
て
町

人
風
な
趣
味
性
を
よ
り
所
と
す
る
近
代
文
学
の
発
股

方
向
と
し
て
は
結
励
妥
協
的
な
硯
友
社
が
拾
頭
し
て

来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
状
態
の
中
で
歴
史
的
に

は
不
完
全
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
帷
命
で
あ
っ
た

透
谷
の
諸
作
品
と
「
内
部
生
命
論
」

白
明
治
維
新
を
経
て
天
皇
制
絶
対
主
義
国
家
が
成
立

し
、
そ
の
政
府
が
侵
略
的
体
制
の
確
立
を
急
ぐ
時
期

を
背
景
に
、
基
本
的
に
は
飽
く
ま
で
も
現
実
の
国
家

の
歩
み
を
肯
定
す
る
造
遙
の
路
線
と
は
別
に
、
自
由

民
権
運
動
に
イ
ン
ス
・
ハ
イ
ャ
さ
れ
て
、
彼
等
の
路
線

を
懐
疑
し
否
定
し
、
始
め
て
近
代
的
な
自
我
の
伸
強

充
実
の
方
向
を
求
め
る
浪
漫
主
義
の
先
駆
が
北
村
透

谷
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
四
迷
の
「
浮
雲
」

は
こ
の
二
つ
の
路
線
の
岐
路
に
立
つ
況
迷
よ
り
生
れ

て
来
た
と
い
え
よ
う
。

少
年
時
代
自
由
に
日
党
め
た
彼
は
若
く
し
て
自
由

民
権
運
動
に
接
し
た
が
大
阪
事
件
を
機
に
文
学
へ
の

道
を
決
し
た
。
政
治
に
ま
で
進
ん
だ
対
社
会
へ
の
Ⅱ

は
文
学
の
上
で
も
持
ち
続
け
ら
れ
る
。
内
邪
生
命
論

を
彼
の
評
論
の
頂
点
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
「
内
部

生
命
」
の
存
在
を
竹
走
す
る
に
至
る
彼
の
思
想
の
遍

歴
を
作
州
の
流
れ
に
従
っ
て
兄
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
う
。
彼
が
文
学
活
動
を
始
め
た
初
期
の
一
一
つ
の

街
（
「
楚
囚
の
詩
」
（
明
塑
）
「
蓬
莱
曲
」
（
明
別
）
、
特

井

伸

昂

之
は
「
楚
囚
の
詩
」
「
蓬
莱
曲
」
に
共
通
し
後
の
「
我

牢
獄
」
（
明
妬
）
に
至
る
と
内
而
的
深
化
が
州
し
て
行

く
特
徴
で
あ
る
。

②
自
己
内
面
の
矛
盾
の
解
決
を
全
て
死
後
の
世
界

へ
求
め
る
厭
世
観
が
あ
る
邪
。

「
蓬
莱
曲
」
「
我
牢
獄
」
に
表
現
さ
れ
る
こ
の
考
え

方
は
、
「
内
部
生
命
論
」
で
否
定
さ
れ
る
不
生
命
思

想
と
相
通
ず
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
は
妙
な
事
で

あ
る
が
、
「
他
界
に
対
す
る
観
念
」
（
明
妬
）
、
．
極

の
拠
爽
思
想
」
（
明
妬
）
に
至
る
頃
よ
り
キ
リ
ス
ト
教

的
世
界
観
が
肯
定
さ
れ
仏
教
批
判
が
さ
れ
る
と
い
う

思
想
の
変
化
が
な
さ
れ
つ
つ
「
内
郁
生
命
論
」
で
明

ら
か
な
韮
礎
を
以
て
批
判
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ

ブ
ハ
ー
ン
句
ゾ
Ｏ

③
い
わ
ば
想
世
界
・
実
世
界
の
区
別
、
内
な
る
も

の
と
外
な
る
も
の
と
の
対
立
と
い
う
考
え
方
が

あ
る
事
。

人
間
の
内
に
も
外
に
も
解
決
策
は
見
朏
せ
な
い
と
い

う
こ
の
分
裂
は
「
韮
莱
曲
」
「
脈
仙
詩
家
と
女
性
」

に
「
蓬
莱
曲
」
に
は
、
彼
の
全
思
想
の
萠
芽
が
見
ら

れ
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
特
に
「
内
部
生
命
論
」
に
結

論
づ
け
ら
れ
る
要
素
を
抜
き
出
し
、
「
内
部
生
命
論
」

へ
の
展
開
を
考
る
事
に
す
る
。

①
現
世
を
牢
獄
と
考
え
る
事
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（
明
妬
）
に
見
ら
れ
る
が
、
其
処
に
は
底
知
れ
ぬ
峨

世
観
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

仙
人
的
な
も
の
と
神
的
な
も
の
と
の
開
か
い
が
人

間
の
内
面
に
は
あ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
対

立
の
考
え
方
が
あ
る
事
。

こ
の
③
側
は
以
後
の
作
品
の
中
で
追
求
さ
れ
つ
つ

「
内
部
生
命
」
を
見
出
す
大
き
な
モ
ー
メ
ン
ト
で
あ

り
共
体
的
に
後
述
す
る
事
に
す
る
。

⑤
久
遠
の
女
性
と
恋
愛
の
讃
美

「
楚
囚
の
詩
」
・
「
蓬
莱
曲
」
に
唱
わ
れ
「
厭
世
汁
家

と
女
性
」
で
「
恋
愛
は
人
生
の
秘
鑪
な
り
」
と
商
為

と
女
性
へ
の
硬
情
を
敬
い
あ
げ
た
新
し
い
考
え
方
は

彼
の
評
論
全
て
に
表
わ
れ
て
い
る
。

⑥
既
成
文
塘
へ
の
攻
繋

「
当
世
文
学
の
洲
模
様
」
（
明
羽
）
等
の
一
汗
前
で
は

「
書
生
気
質
」
や
政
治
小
説
を
批
判
し
、
「
粋
を
前

じ
て
伽
羅
枕
に
及
ぶ
」
（
明
弱
）
で
も
紅
葉
を
批
判

す
る
。
こ
の
既
成
交
塩
へ
の
攻
撃
と
い
う
峅
微
も

「
内
部
生
命
」
の
肯
定
と
そ
れ
に
よ
る
既
成
文
学
へ

の
批
判
で
結
論
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
様
に
「
内
部
生
命
論
」
で
は
数
々
の
彼
の

思
想
的
特
徴
が
結
論
さ
れ
て
い
る
事
が
解
る
が
特
に

③
、
側
の
要
素
を
追
求
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
人
間
の
内
面
と
外
面
と
が
分
裂
し
、
人
的
な
も

I

の
と
神
的
な
も
の
と
が
分
裂
し
解
決
縦
が
几
刈
ら
ず

死
に
の
み
憧
れ
る
透
容
は
、
「
献
冊
詩
家
と
女
俳
」

に
盃
る
と
綱
世
界
の
み
守
ろ
う
と
す
る
椎
に
穴
る
。

之
等
の
二
元
的
対
立
が
内
閲
的
に
観
念
的
に
解
決
さ

れ
統
一
さ
れ
る
の
が
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
「
心

機
妙
変
を
論
ず
」
（
明
弱
）
で
あ
っ
た
。
「
人
間
の
心

の
深
く
に
は
宙
が
あ
り
そ
の
奥
に
も
他
の
秘
官
が
あ

る
。
そ
の
舗
二
の
宮
に
こ
そ
永
遠
の
生
命
が
存
在
し

そ
の
中
で
こ
そ
相
対
的
な
対
立
が
心
機
妙
礎
し
て
一

元
的
に
解
決
さ
れ
る
。
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
以
前
解
決
の
仙
界
を
牝
後
の
肌
胡
に
思
い
柚
い

て
来
た
「
神
の
如
き
性
」
と
「
人
の
如
き
性
」
と
の

二
元
争
闘
も
こ
の
評
論
の
中
で
は
稚
枕
的
に
そ
の
争

闘
の
意
義
が
兄
川
さ
れ
全
く
逆
っ
た
考
え
方
に
な
っ

て
来
て
い
る
。

勿
論
そ
の
激
闘
は
侍
肌
す
る
様
な
状
態
に
人
を
辿

い
こ
む
け
れ
ど
も
、
そ
の
川
心
機
妙
愛
が
な
さ
れ
節

二
の
心
寓
内
で
解
決
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

枕
め
て
観
念
的
な
深
さ
が
増
し
て
い
る
。

人
間
の
心
の
中
に
節
二
の
心
寓
を
肯
定
し
た
透
谷

は
「
富
嶽
の
詩
神
を
想
ふ
」
（
明
郡
）
で
は
自
然
の

中
に
朽
ち
ざ
る
詩
神
を
発
見
す
る
。
人
間
に
秘
宮
、

自
然
に
詩
神
・
自
己
の
内
外
に
観
念
的
な
肯
定
を
見

出
し
た
彼
は
「
満
足
」
（
明
珊
）
の
中
で
そ
の
総
決
算

を
杙
み
た
。
叩
ち
滿
雌
主
仰
る
為
に
は
、
己
れ
を
知

る
↓
削
然
を
観
ず
↓
人
間
を
観
ず
↓
天
を
観
ず
↓
天

命
を
知
る
事
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
間
と
自
然
と

宇
附
と
に
渡
る
思
考
を
汪
Ⅱ
し
て
見
る
時
、
自
然
に

は
詩
神
・
人
間
に
は
秘
宮
が
あ
る
と
彼
は
説
い
た
。

更
に
彼
は
「
頑
執
妄
排
の
弊
」
に
於
て
、
宇
宙
は
生

命
を
持
ち
、
人
間
も
未
来
へ
の
希
望
を
も
つ
も
の
で

あ
り
、
そ
の
人
間
最
大
の
希
里
は
粂
く
宇
術
の
精
神

に
合
躰
す
る
塀
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
人
間
・

自
然
・
宇
宙
を
Ⅲ
己
の
中
で
ど
う
合
躰
、
統
一
さ
せ

る
か
、
そ
れ
こ
そ
が
彼
の
今
後
の
課
題
で
あ
り
そ
の

結
論
こ
そ
内
部
生
命
の
廿
定
で
あ
っ
た
。

即
ち
「
人
間
の
秘
宮
の
心
門
の
中
に
内
部
の
生
命

が
存
在
し
、
そ
れ
は
子
伽
の
粘
神
、
神
な
る
も
の
に

よ
る
感
応
（
イ
ン
ス
ブ
レ
ー
シ
ョ
ソ
）
に
よ
っ
て
創

造
さ
れ
る
」
と
す
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
命
の
眼

に
よ
れ
ば
「
脚
然
（
造
化
万
物
）
に
ひ
そ
む
極
地
も

宇
悔
の
精
神
も
見
る
事
が
出
来
る
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
「
内
郁
生
命
」
に
よ
っ
て
全
て
が
統
一
し
合
躰

川
来
、
現
世
を
牢
獄
と
考
え
な
く
と
も
良
く
、
枅
対

的
対
立
も
な
く
な
っ
た
訳
で
あ
ろ
う
。
観
念
の
世
界

に
於
け
る
人
間
の
、
山
・
娯
商
性
・
杵
通
性
の
尊
並

で
あ
っ
た
・

こ
の
「
内
部
生
命
」
を
韮
礎
に
、
人
間
の
ヒ
ュ
ー

.
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マ
ニ
テ
ィ
ー
と
い
う
特
有
性
を
述
べ
真
の
人
生
を
説

き
，
先
に
も
述
べ
た
様
に
、
仏
教
思
想
を
不
生
命
思

想
だ
と
批
判
し
キ
リ
一
〈
ト
教
は
生
命
思
組
だ
と
す

》
ｏ
Ｏ

但
し
宗
教
と
し
て
の
宗
教
は
何
の
意
味
も
な
い
と

主
張
す
る
の
は
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
奉
し
た
と

い
う
よ
り
も
彼
の
思
想
が
そ
れ
と
共
通
点
を
有
し
て

い
た
と
見
る
べ
き
事
で
あ
ろ
う
。

「
内
部
生
命
」
を
韮
に
、
政
治
・
哲
学
・
遊
徳
ま

で
も
論
じ
文
芸
の
本
斑
を
思
想
と
美
と
の
統
一
に
よ

る
内
部
生
命
の
表
現
だ
と
論
ず
る
。
勧
善
懲
悪
へ
の

批
判
や
功
利
主
義
文
学
観
の
批
判
は
、
既
成
文
壇
へ

の
攻
撃
と
し
て
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
封
雄
制

へ
の
批
判
も
「
徳
川
昨
代
の
平
民
的
思
想
」
（
明
妬
）

等
を
引
つ
い
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
更
に
彼
は
写
実

派
・
理
想
派
に
つ
い
て
も
内
祁
生
命
を
埜
礎
に
女
芸

上
の
二
元
的
対
立
盆
統
一
し
て
い
る
。

「
内
部
生
命
論
」
は
エ
マ
ー
ソ
ン
の
影
響
が
強
い

が
、
今
ま
で
見
て
来
た
様
に
そ
れ
は
彼
の
思
想
の
全

て
を
観
念
の
中
で
井
華
統
一
し
た
も
の
で
あ
り
彼
の

作
品
の
中
で
頂
点
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
内
部
生
命
論
」
を
機
と
し
て
内
面
的
な
沈
潜
に

向
い
短
い
杼
情
詩
が
多
く
な
っ
て
行
く
の
が
良
い
柾

拠
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
一
貫
し
て
述
べ
て
い
る
人

P
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間
の
解
放
や
自
由
は
想
世
界
で
は
な
さ
れ
た
と
し
て

も
現
実
の
社
会
に
は
と
う
て
い
そ
の
場
は
あ
り
え
な

か
っ
た
し
、
そ
れ
故
に
こ
そ
彼
の
作
品
も
観
念
的
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
彼
自
ら
「
内
部
生
命
」
の
理
論
を
作
品
の

中
に
く
だ
き
入
れ
る
事
は
な
か
っ
た
し
又
他
の
作
家

に
よ
っ
て
も
作
品
の
中
に
具
体
化
さ
れ
な
か
っ
た
。

彼
の
作
品
の
性
格
を
纒
め
て
見
る
と

①
自
由
主
義
や
個
人
主
義
を
受
け
つ
ぎ
更
に
そ
れ
を

拡
大
し
よ
う
と
し
た
。

②
無
限
追
求
の
精
神
が
現
実
的
な
世
界
よ
り
も
精
神

的
な
分
野
に
拡
大
さ
れ
た
。

③
功
利
主
義
・
勧
善
懲
悪
等
を
卑
近
な
性
情
と
見
な

し
自
然
へ
の
憧
慨
・
恋
愛
の
讃
美
・
人
間
性
の
解

放
を
要
求
し
た
。

㈲
を
れ
故
に
こ
そ
社
会
と
個
人
の
関
係
に
関
心
を
持

ち
既
成
文
壇
に
対
抗
し
た
。

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
北
村
透
谷
こ
そ
文
学
精
神
の
本

質
的
な
純
粋
な
日
本
に
於
け
る
最
初
の
体
得
者
で
あ

り
、
西
欧
に
於
け
る
ロ
マ
ン
主
袋
交
学
の
本
流
的
な

も
の
の
光
芒
の
一
端
が
透
杵
の
独
特
の
体
質
を
通
じ

て
日
本
文
学
史
上
に
光
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
へ
の
影
響

彼
の
影
響
を
見
る
に
は
ま
ず
「
文
学
界
」
を
考
え

〃

て
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
が
、
日
浦
戦
争
が
始
ま
っ

て
い
た
時
、
彼
は
自
殺
し
、
そ
の
後
「
文
学
界
」
は

後
期
に
行
く
私
、
現
実
へ
の
批
判
の
目
を
な
く
し
芸

術
至
上
主
義
的
な
転
身
が
行
わ
れ
、
現
実
か
ら
の
逃

避
が
行
わ
れ
る
。

又
浪
漫
主
義
全
体
か
ら
見
る
塒
、
評
論
の
商
山
權

牛
は
透
谷
の
妓
も
重
要
な
平
和
・
向
由
の
耐
を
抜
き

に
し
て
国
粋
感
情
と
結
び
つ
き
国
家
主
義
の
イ
デ
ォ

ロ
ー
グ
グ
と
化
し
、
日
清
戦
争
後
の
浪
漫
主
義
者
と

い
わ
れ
る
国
木
Ⅲ
独
歩
も
透
谷
の
作
州
を
発
展
な
せ

た
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

文
学
に
身
を
投
じ
て
か
ら
も
平
和
を
発
刊
し
、
社

会
的
な
視
野
を
た
え
ず
持
ち
統
け
た
透
谷
が
正
し
く

引
き
つ
が
れ
な
か
っ
た
原
因
は
、
一
つ
に
は
透
谷
白

身
が
評
論
や
小
説
の
作
品
の
上
に
、
文
学
が
ど
の
様

に
政
治
と
結
び
つ
く
の
か
、
人
間
の
内
面
追
求
が
ど

の
様
に
、
周
州
と
接
す
る
か
と
い
う
事
を
共
休
的
に

示
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
り
は
し
な
い
か
。
又
も
う

一
つ
は
彼
の
仲
介
者
た
る
べ
き
だ
っ
た
島
崎
藤
村
に

責
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
一
部
三
回
生
）

四
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》
た
浅
閻
も
天
候
の
具

さ
れ
た
こ
の
家
は
晩
「
信
州
文
学
旅
行
」
訪
ね
て
小
諸
ホ
テ
ル

年
こ
の
地
で
過
し
た
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
投
じ
た
。
期
待
し

落
つ
き
が
あ
り
、
深
い
感
銘
を
残
し
た
。
第
一
日
の
合
で
見
え
ず
、
一
杯
の
酒
に
文
学
会
の
今
後
を
祝
福

終
着
点
蓼
科
温
泉
は
茅
野
か
ら
。
〈
ス
で
約
五
十
分
の
し
な
が
ら
小
諸
の
夜
は
ふ
け
て
い
っ
た
。
明
け
て

奥
に
あ
る
。
流
石
に
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
都
会
の
喧
二
土
一
日
は
折
悪
し
く
雨
模
様
の
中
を
、
藤
村
の

「
破
戒
」
で
知
ら
れ
る
部
落
村
や
、
信
濃
追
分
で
は

騒
か
ら
は
全
く
隔
離
さ
れ
た
別
天
地
で
、
涼
し
さ
を
堀
辰
雄
の
別
荘
な
ど
た
ず
ね
な
が
ら
軽
井
沢
一
二
笠
山

通
り
越
し
て
肌
寒
さ
を
覚
え
た
。
そ
の
夜
は
山
の
湯
へ
と
車
を
走
ら
せ
た
が
、
白
樺
の
雑
木
林
が
か
さ
か

に
旅
の
疲
れ
を
癒
し
、
翌
二
十
一
日
は
ま
ず
富
士
見
さ
と
鳴
る
雨
の
別
荘
地
帯
の
景
観
も
悪
い
も
の
で
は

高
原
に
左
千
夫
の
句
碑
を
訪
ね
た
。
小
高
い
丘
の
上
な
か
っ
た
。
武
郎
が
恋
人
波
多
野
秋
子
と
心
中
し
た

と
い
う
三
笠
山
に
有
島
の
霊
を
慰
め
た
一
行
は
解
歎

に
建
っ
て
い
る
こ
の
碑
は
同
じ
丘
に
あ
る
大
き
な
赤
地
軽
井
沢
駅
へ
と
最
後
の
コ
ー
ス
を
急
い
だ
。
雨
は

彦
歌
碑
と
対
照
的
で
、
さ
さ
や
か
承
が
ら
も
そ
の
人
本
降
り
に
な
っ
て
来
『
た
。
』
小
雨
は
遂
に
嵐
を
呼
ん
だ

の
面
影
を
映
し
出
し
て
い
て
面
白
か
っ
た
。
小
淵
沢
よ
う
で
あ
る
。
ぺ
ゞ
・
↑
（
山
田
朗
記
）

京
都
を
発
つ
峠
は
星
空
さ
え
見
え
て
い
た
の
に
、

名
古
屋
か
ら
中
央
線
を
奥
に
進
む
に
つ
れ
て
小
雨
が

散
ら
つ
き
始
め
た
。
七
月
二
十
日
、
一
行
は
和
田
・

水
田
・
小
島
先
生
を
迎
え
て
総
勢
三
十
七
名
、
信
州

文
学
旅
行
の
第
一
歩
は
「
新
．
青
い
山
脈
」
の
ロ
ケ
で

知
ら
れ
る
中
津
川
か
ら
始
ま
っ
た
。
》
ハ
ス
に
揺
ら
れ

る
事
約
四
十
分
、
馬
籠
に
降
り
立
ち
、
藤
村
堂
を
見

学
し
た
頃
に
は
雨
も
小
降
り
と
な
り
、
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
切
る
姿
が
見
ら
れ
た
。
再
び
車
中
の
人
と
な
り
、
諏

訪
湖
の
ほ
と
り
島
木
赤
彦
の
生
家
を
訪
れ
た
。
有
名

Ｊ
四
四
，
ザ
“
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。
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汝
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か
ら
小
海
線
に
か
か
る
と
、
な
だ
ら
か
な
高
原
が
ま

る
で
絵
巻
物
で
も
見
る
よ
う
に
次
々
と
開
け
て
行

く
。
自
然
の
も
つ
美
し
さ
と
、
そ
の
雄
大
さ
に
何
よ

り
も
感
動
し
た
。
小
諸
に
つ
い
た
一
行
は
取
り
敢
え

ず
懐
古
園
へ
の
道
を
急
い
だ
。
古
城
を
思
わ
サ
ー
る
大

き
な
門
を
く
ぐ
る
と
、
流
石
と
う
な
ず
か
せ
る
も
の

が
あ
っ
た
が
、
動
物
園
な
ど
雑
多
な
も
の
が
入
り
込

ん
で
い
る
の
が
ち
ょ
っ
ぴ
り
気
に
な
っ
た
。
千
曲
川

も
も
は
や
昔
の
夢
は
な
い
。
小
諸
城
吐
に
古
戦
場
を

偲
び
、
藤
村
・
牧
水
・
亜
浪
・
水
穂
ら
の
文
学
碑

第
六
回日

本
文
学
夏
季
講
座

本
学
恒
例
の
日
本
文
学
夏
季
講
座
は
本
年
も
日
本

文
学
会
・
大
学
院
日
本
文
学
研
究
会
、
一
、
二
部
日

本
文
学
研
究
会
の
共
催
に
よ
り
七
月
十
一
日
か
ら
五

日
間
清
心
館
九
号
教
室
で
開
か
れ
た
。
本
年
度
は
特

に
従
来
の
夏
季
講
座
の
枠
を
乗
り
越
え
て
、
文
学
を

身
近
か
な
も
の
と
し
て
考
え
て
も
ら
お
う
と
、
テ
ー

マ
も
わ
れ
わ
れ
の
生
活
と
文
学
と
い
っ
た
身
近
か
な

問
題
を
選
び
、
政
治
、
歴
史
か
ら
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
、

映
画
、
演
劇
ま
で
広
い
分
野
に
亘
っ
て
問
題
を
取
り

扱
っ
て
み
た
。
つ
ま
り
、
文
学
の
奥
の
間
か
ら
茶
の

間
へ
の
進
出
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
結
果
は
か
な
り

の
反
響
を
呼
び
、
殊
に
一
般
市
民
の
聴
講
が
目
立

ち
、
意
義
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。

本
年
度
の
講
師
並
に
演
題
は
次
の
通
り
。

八
十
一
日
Ｖ
政
治
と
文
学
Ⅱ
本
学
教
授
国
崎
望
久

太
郎
氏
、
歴
史
と
文
学
Ⅱ
本
学
助
教
授
山
本
幹
雄
氏

八
十
二
日
Ｖ
詩
と
生
活
Ⅱ
詩
人
竹
中
郁
氏
、
短
歌
と

生
活
Ⅱ
本
学
教
授
・
歌
人
和
田
周
三
氏
八
十
三
日
Ｖ

児
童
文
学
Ⅱ
大
阪
学
芸
大
助
教
授
弥
吉
菅
一
氏
、
民

話
Ⅱ
奈
良
学
芸
大
教
授
・
本
学
講
師
士
橋
寛
氏
八
十

両
日
Ｖ
大
衆
文
学
Ⅱ
本
学
助
授
梅
原
猛
氏
、
。
ヘ
ス
ト

セ
ラ
ー
ズ
Ⅱ
京
大
人
文
科
学
研
究
所
員
加
藤
秀
俊
氏

八
十
五
日
Ｖ
映
画
と
文
学
Ⅱ
朝
日
新
聞
学
芸
部
鳥
海

一
郎
氏
、
演
劇
と
文
学
Ⅱ
京
大
助
教
授
菅
泰
男
氏
》
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