
＊

大
岡
昇
卒
（
明
蛇
（
一
九
○
九
）
ｌ
昭
闘
（
一
九
八
八
）
）
の
文
学
的
出

発
に
お
い
て
は
、
大
岡
自
身
が
最
晩
年
に
至
る
ま
で
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
た

よ
う
に
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
富

永
太
郎
（
明
弘
（
一
九
○
二
１
大
Ｍ
（
一
九
二
五
）
）
の
存
在
は
か
な
り

決
定
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
大
岡
は
富
永
太
郎
に
面
識
は
な
い
。

（
１
）

し
か
し
大
岡
が
言
う
よ
う
に
、
富
永
太
郎
の
弟
で
あ
る
次
郎
と
同
級
に
な

り
、
太
郎
没
後
一
カ
月
の
富
永
家
で
、
太
郎
の
詩
画
に
出
会
い
、
フ
ラ
ン
ス

文
学
へ
の
接
近
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
を
い
っ
そ
う
学
び
た
い
と
い
う
い
わ
ば
内

的
欲
求
を
準
備
し
な
け
れ
ば
、
小
林
秀
雄
と
の
出
会
い
も
、
小
林
が
連
れ
て

き
た
中
原
中
也
と
の
そ
れ
も
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
や
は
り
、
決

定
的
、
と
い
う
こ
と
ば
が
似
つ
か
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
じ
っ
さ
い
、
大
岡
の
代
表
的
作
品
群
を
あ
げ
て
み
て
も
富
永
太

郎
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
富
永
に
関
す
る
評
論
を

外
し
た
と
し
て
も
例
え
ば
、
大
岡
が
成
年
に
達
し
て
か
ら
現
在
知
ら
れ
て
い

る
限
り
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
小
説
「
青
春
」
（
昭
９
．
５
～
７
、
未
完
）
に

大
岡
昇
平
に
よ
る
富
永
太
郎

ｌ
大
正
十
二
年
．
「
傭
臓
景
」
を
中
心
に
し
て
Ｉ

大
岡
昇
平
に
よ
る
富
永
太
郎

は
、
冒
頭
第
一
章
「
京
都
」
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
「
靴
穿
き
で
木
橋
を
踏
む
淋

し
さ
富
永
太
郎
」
と
あ
る
。
富
永
太
郎
の
「
橋
の
上
の
自
画
像
」
の
一
行

で
あ
る
。
ま
た
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
「
武
蔵
野
夫
人
」
（
昭
路
・
１

～
９
）
。
弟
次
郎
の
回
想
ヨ
武
蔵
野
夫
人
」
の
舞
台
は
ボ
ク
の
家
」
（
「
旅
」

昭
詔
・
吃
）
等
が
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
言
及
す
る
の
が
は
ば
か
ら
れ

る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
例
え
ば
少
な
く
と
も
女
主
人
公
道
子
の
芸
術
家
肌

の
兄
の
享
年
が
二
十
四
歳
と
富
永
太
郎
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
な
ど

（
２
）

も
、
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
「
悲
恋
」
の
反
映
も
さ
り
な
が
ら
、
舞
台
と
な
っ

た
小
金
井
の
富
永
家
（
た
だ
し
太
郎
の
死
後
の
転
居
の
た
め
太
郎
は
居
住
せ

ず
）
の
長
子
の
面
影
が
宿
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
「
野
火
』
（
昭
路
・
皿
、
型
・
７
．
昭
茄
・
１
～
８
）
。
夙
に
池
田
純
溢

氏
が
「
鳥
獣
剥
製
所
」
と
の
関
連
を
言
い
『
野
火
」
の
「
最
も
描
き
た
い
章

（
３
）

に
、
富
永
と
同
質
の
詩
句
が
散
在
す
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
富
永
を
介
し
た

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
と
の
関
わ
り
に
言
及
し
て
い
る
。
他
に
も
、
細
部
に
亙
っ
て
言

え
ば
、
例
え
ば
富
永
太
郎
「
警
戒
／
Ｃ
・
Ｍ
、
に
」
冒
頭
に
引
用
さ
れ
て
い

（
４
）

る
べ
ル
レ
ー
ヌ
の
「
こ
こ
に
わ
が
働
か
ざ
り
し
双
手
あ
り
」
が
「
三
五
猿
」

↑
し
〕

寺
〃
バ
ー

崎

育
代
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こ
の
よ
う
に
大
岡
の
文
学
的
出
発
か
ら
戦
後
の
作
家
的
ス
タ
ー
ト
の
時

期
、
さ
ら
に
最
晩
年
ま
で
関
わ
り
続
け
た
富
永
太
郎
の
詩
と
絵
画
に
つ
い
て
、

富
永
太
郎
の
大
正
十
二
年
の
版
画
弓
３
日
ｇ
且
巴
の
大
岡
に
よ
る
読
解
を

鑑
み
つ
つ
同
年
の
富
永
詩
「
傭
鰍
景
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

の
章
で
「
私
」
に
聞
こ
え
る
「
声
」
と
し
て
用
い
ら
れ
響
い
て
い
る
で
あ
る

（
５
）

う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
こ
う
。
さ
ら
に
「
花
影
」
（
昭
羽
・
８
～
弘
．

８
、
単
行
昭
珊
・
５
）
。
こ
の
作
品
等
を
中
心
に
筆
者
は
「
光
」
の
表
象
の

（
６
）

問
題
か
ら
富
永
詩
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
他
に
も
仙
台
に

お
け
る
富
永
探
訪
を
下
敷
き
に
し
た
小
説
「
問
わ
ず
が
た
り
」
（
昭
別
・
１
）

な
ど
も
含
め
れ
ば
、
〈
富
永
太
郎
〉
は
大
岡
文
学
に
、
い
わ
ば
骨
が
ら
み
の

も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

＊

大
岡
昇
平
が
「
富
永
太
郎
ｌ
書
簡
を
通
し
て
見
た
生
涯
と
作
品
」
（
昭

羽
・
岨
～
弱
・
岨
、
昭
妬
・
６
、
昭
囎
・
１
．
単
行
昭
紛
・
９
．
以
下
「
富

永
太
郎
１
１
書
簡
～
」
と
略
記
）
で
、
大
正
十
二
年
「
七
月
と
制
作
日
次
の

記
入
が
あ
る
」
と
述
べ
る
富
永
太
郎
「
傭
撤
景
」
は
、
次
の
よ
う
な
詩
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

ど
ぶ溝

ぶ
ち
の
水
た
ま
り
を
へ
ら
へ
ら
と
泳
ぐ
高
貴
な
魂
が
あ
る
。
か
れ

の
上
、
梅
雨
晴
れ
の
輝
か
し
い
街
衝
の
高
み
を
過
ぎ
行
く
も
の
は
、
脂

粉
の
顔
、
誇
り
か
な
香
り
を
放
つ
髪
、
新
鮮
な
麦
藁
帽
子
、
気
軽
に
光

る
ネ
ク
タ
イ
ピ
ン
…
…
こ
の
魂
に
と
っ
て
、
一
日
も
眺
め
る
の
を
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
物
ら
の
世
界
で
あ
る
。
さ
て
、
か
れ
は
、
こ
れ
ら
の
物
象

の
漸
層
の
最
下
底
に
身
を
落
し
て
ゐ
る
。
軽
装
の
青
年
紳
士
の
、
黒
檀

い
し
づ
き

の
ス
テ
ッ
キ
の
石
突
と
均
し
く
位
し
て
ゐ
る
。
し
か
も
、
か
れ
は
、
こ

の
低
み
か
ら
、
す
べ
て
の
部
分
が
か
れ
の
上
に
在
る
あ
の
世
界
を
み
お

ろ
す
こ
と
の
で
き
る
、
不
思
議
な
妖
術
を
学
び
得
た
魂
で
あ
る
Ｉ
こ

の
屈
従
的
な
魂
は
。
（
傍
点
原
文
）

「
魂
」
は
「
最
下
底
」
に
あ
り
な
が
ら
、
つ
ま
り
そ
の
位
置
は
す
べ
て
を

仰
ぎ
見
る
場
所
に
あ
り
な
が
ら
、
実
は
す
べ
て
を
「
傭
臓
」
す
る
こ
と
が
で

き
る
ｌ
、
と
い
う
。
市
街
地
の
戸
外
で
の
視
界
、
そ
の
見
る
者
の
眼
の
位

置
に
焦
点
を
当
て
た
詩
だ
と
い
え
よ
う
。
と
り
わ
け
「
み
お
ろ
す
」
に
傍
点

を
附
し
て
強
調
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
岡
は
こ
の
詩
に
つ
い
て
、
「
富
永
太
郎
１
１
書
簡
～
」
で
は
、
「
書
簡
妬
」

（
大
正
十
二
年
六
月
十
八
日
附
、
正
岡
忠
三
郎
宛
）
に
注
す
る
か
た
ち
で
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
美
し
き
敵
」
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。

「
美
し
き
敵
」
に
あ
る
「
私
を
絶
対
に
抗
し
が
た
い
畏
怖
の
下
に
圧
し
つ
け

る
も
の
が
、
私
の
敵
で
な
く
て
何
だ
ら
う
」
と
い
っ
た
「
敵
」
を
ふ
ま
え
つ

つ
言
及
し
て
い
る
。

「
傭
倣
景
」
は
そ
う
い
う
「
敵
」
を
内
に
か
か
え
た
「
私
」
が
「
す

べ
て
の
部
分
が
彼
の
上
に
在
る
世
界
を
み
お
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
」
と

主
張
す
る
。

（
茸
Ｉ
）

ま
た
別
の
座
談
会
で
は
こ
の
詩
の
「
魂
」
を
「
下
か
ら
上
を
見
る
妖
術
を

〈
マ
マ
）

心
得
え
た
魂
」
と
し
て
．
つ
の
位
置
」
と
し
て
重
視
し
て
い
る
。

さ
ら
に
大
岡
は
、
そ
の
最
晩
年
の
昭
和
六
十
三
年
十
月
二
十
二
日
に
、
富

一
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永
の
詩
に
で
あ
っ
た
こ
ろ
の
大
岡
家
と
も
富
永
家
と
も
近
い
渋
谷
の
松
濤
美

術
館
に
お
い
て
、
開
催
中
の
富
永
展
で
の
記
念
講
演
を
行
っ
た
が
、
そ
の
折

り
に
、
こ
の
詩
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

富
永
は
と
う
と
う
高
等
学
校
の
教
科
書
に
入
り
ま
し
た
。
「
新
編
現

代
文
』
（
東
京
書
籍
・
昭
和
六
十
一
年
）
で
「
傭
鰍
景
」
（
一
九
二
三
年

七
月
）
「
溝
ぶ
ち
の
水
た
ま
り
を
へ
ら
へ
ら
と
泳
ぐ
高
貴
な
魂
が
あ
る
」

に
は
じ
ま
る
八
行
の
散
文
詩
で
す
。
社
会
の
最
下
位
に
い
る
け
れ
ど
、

そ
こ
か
ら
上
に
あ
る
「
世
界
を
み
お
ろ
す
」
こ
と
の
で
き
る
「
妖
術
」

を
獲
得
し
た
と
い
う
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
の
自
己
主
張
で
す
。

（
「
富
永
太
郎
の
詩
と
絵
画
」
、
昭
糾
・
１
）

大
岡
が
、
下
部
に
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
も
「
み
お
ろ
す
こ
と

が
で
き
る
」
と
い
う
「
主
張
」
、
ま
た
そ
う
し
た
「
魂
」
に
着
目
し
て
い
た

（
８
）

こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

＊

富
永
太
郎
は
、
こ
の
詩
「
傭
臓
景
」
の
作
成
と
同
年
の
大
正
十
二
年
、

弓
日
日
ｇ
且
①
」
と
題
し
た
版
画
を
制
作
し
て
い
る
（
図
版
２
）
。
大
岡
昇
平

は
制
作
時
期
を
、
編
集
し
た
雪
邑
永
太
郎
詩
書
集
』
（
昭
〃
・
４
、
求
龍
堂
）

で
は
「
八
月
」
「
こ
の
前
後
か
」
と
し
、
著
書
言
邑
永
太
郎
ｌ
書
簡
～
』

で
は
最
終
的
に
「
七
月
」
と
し
て
い
る
。
着
手
し
た
の
は
左
記
の
富
永
書
簡

に
拠
れ
ば
二
月
で
あ
る
が
、
「
七
月
」
「
八
月
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
傭
鰍
景
」

と
ほ
ぼ
同
時
期
の
制
作
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
版
画
が
興
味
深

い
の
は
、
明
ら
か
に
見
上
げ
る
視
点
で
描
か
れ
、
ま
た
人
物
が
坂
の
上
方
に

大
岡
昇
卒
に
よ
る
富
永
太
郎

描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

大
岡
は
前
記
「
富
永
太
郎
ｌ
書
簡
～
」
で
、
「
書
簡
弘
」
と
し
て
、

「
代
々
木
富
ヶ
谷
一
四
五
六
発
。
」
の
正
岡
忠
三
郎
宛
、
大
正
十
二
年
「
二
月

十
四
日
附
。
」
の
次
の
手
紙
を
紹
介
し
て
い
る
。

今
夜
卑
◎
冒
目
良
①
の
図
を
葉
書
大
の
木
版
に
つ
く
っ
て
み
た
。
途
中

で
鑿
が
切
れ
な
く
な
っ
た
の
で
止
め
た
。
出
来
上
り
は
ど
う
な
る
か
わ

か
ら
な
い
が
、
出
来
た
ら
葉
書
に
し
て
送
ら
う
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
書
簡
引
用
に
続
く
部
分
で
大
岡
は
次
の
よ
う
に

評
し
て
い
る
。

木
版
車
。
日
①
息
号
（
遊
歩
）
は
、
全
体
と
し
て
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
風
。

ル
ソ
ー
の
「
石
切
場
」
の
模
写
が
ノ
ー
ト
の
中
に
あ
る
。
た
だ
坂
上
の

電
柱
は
死
者
と
も
見
え
る
。
死
者
の
住
む
異
郷
と
も
見
え
、
神
経
症
的

な
異
様
な
感
じ
を
与
え
る
。

大
岡
は
、
富
永
が
少
な
く
と
も
大
正
年
八
年
以
降
、
こ
の
書
簡
の
発
信
地

で
あ
る
自
宅
付
近
を
し
ば
し
ば
散
策
し
て
い
た
こ
と
を
、
富
永
が
府
立
一
中

時
代
に
回
覧
誌
「
蛍
雲
」
に
執
筆
掲
載
し
た
文
章
「
春
夕
漫
歩
」
で
確
認
し

て
い
る
。

「
春
夕
漫
歩
」
は
、
夕
食
後
、
百
合
子
［
太
郎
の
妹
］
書
簡
に
あ
る

三
田
用
水
を
渡
っ
て
、
帝
大
農
学
部
の
構
内
に
入
り
、
西
南
部
、
運
動

場
の
向
う
側
の
土
堤
に
上
っ
て
、
駒
場
の
田
圃
の
入
日
を
眺
め
る
叙
景

文
で
あ
る
。

田
圃
の
先
に
藁
屋
根
が
一
軒
あ
っ
た
。
雨
上
り
で
空
気
が
よ
く
澄

ん
で
居
る
が
、
も
う
暗
く
な
っ
た
の
で
そ
の
先
は
畠
だ
か
田
圃
だ
か

一
一
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野
原
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
遠
く
は
な
ほ
も
や
も

や
し
て
居
る
が
、
何
で
も
景
色
の
一
端
は
森
の
様
だ
っ
た
。
そ
れ
と

く
っ
つ
き
合
っ
て
薄
青
い
空
に
赤
い
夕
焼
の
筋
が
三
本
ば
か
り
、
運

動
会
の
と
き
の
幕
の
様
に
正
し
く
並
ん
で
い
た
。
ふ
り
返
っ
て
運
動

（
や
は
り
）

場
を
見
た
ら
、
矢
張
芝
の
色
が
き
れ
い
に
見
え
た
。

亀
富
永
太
郎
１
１
書
簡
～
」
「
明
治
三
十
四
年
（
一
九

○
二
ｌ
大
正
九
年
（
一
九
二
○
）
」
）

「
春
夕
漫
歩
」
と
し
て
、
夕
食
後
の
散
歩
の
印
象
を
記
し
た
一
文
が

あ
る
。
富
ヶ
谷
一
四
五
六
番
地
の
家
の
そ
ば
か
ら
三
田
用
水
を
渡
り

（
富
永
は
目
黒
用
水
と
し
て
い
る
Ｊ
農
科
大
学
（
後
に
東
大
農
学
部
、

教
養
学
部
）
の
構
内
に
入
り
、
古
ぼ
け
た
校
舎
の
間
を
通
っ
て
、
運
動

場
の
西
側
の
ス
タ
ン
ド
へ
上
っ
て
、
駒
場
の
田
園
に
日
の
入
る
光
景
を

叙
し
て
い
る
。
／
（
中
略
）
後
に
彼
の
詩
の
主
要
の
モ
チ
フ
に
な
る

「
歩
行
」
が
、
こ
の
頃
か
ら
す
で
に
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

（
「
緑
と
年
齢
」
、
昭
帥
・
蛆
）

そ
し
て
、
版
画
弓
３
日
ｇ
且
巴
は
大
岡
に
強
い
印
象
を
も
た
ら
し
続
け

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
大
岡
は
昭
和
四
十
七
年
四
月
に
求
龍

堂
か
ら
限
定
八
百
部
で
出
版
さ
れ
た
「
富
永
太
郎
詩
書
集
」
を
編
集
し
て
い

る
が
、
そ
の
十
年
後
、
こ
の
詩
画
集
に
収
録
し
た
弓
３
日
ｇ
昌
①
」
に
つ
い

て
言
及
、
こ
だ
わ
り
を
書
き
付
け
て
い
く
。

富
永
太
郎
詩
帖
を
机
の
上
に
出
す
。
実
に
昨
年
六
月
よ
り
十
ヶ
月
ぶ

り
の
こ
と
な
り
。
し
か
し
思
い
は
、
先
月
思
い
付
き
た
る
、
富
永
画
家

｛
マ
マ
）

説
に
行
き
勝
ち
な
り
。
求
竜
堂
版
「
詩
画
集
」
の
表
紙
の
木
版
「
坂

上
人
影
」
に
こ
だ
わ
る
。
こ
れ
は
筆
者
の
う
っ
か
り
つ
け
た
仮
題
に
し

て
、
書
簡
大
正
十
二
年
二
月
十
四
日
付
に
弓
ｇ
ョ
ｇ
且
巴
と
し
て
い

た
。
（
「
成
城
だ
よ
り
Ⅱ
」
、
昭
印
・
４
．
６
の
項
、
昭
印
・
６
）

こ
の
大
岡
編
「
富
永
太
郎
詩
書
集
」
に
は
、
表
紙
の
他
に
函
外
の
夫
婦
函

の
蓋
面
（
上
面
）
に
も
、
版
画
弓
３
日
ｇ
且
巴
が
、
書
名
と
共
に
お
か
れ

て
い
る
。
読
者
は
こ
の
書
物
を
開
こ
う
と
し
て
、
ま
ず
、
こ
の

弓
３
日
ｇ
且
座
を
眼
に
す
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
に
眼
を
引
く
位
置
に
掲
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
詩
画
集
本
体
に
は
「
別
」
「
木
版
」
に
こ

の
弓
３
日
ｇ
且
巴
が
、
大
岡
が
「
う
っ
か
り
つ
け
た
」
と
い
う
「
仮
題
」

「
坂
上
人
影
」
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
右
引
用

の
よ
う
に
晩
年
の
「
成
城
だ
よ
り
Ⅱ
」
（
昭
諏
・
３
～
邪
・
２
）
で
大
岡
は
、

昭
和
五
十
七
年
四
月
六
日
付
日
記
に
版
画
弓
３
日
ｇ
畠
巴
を
掲
載
し
た
上

で
、
自
身
の
こ
の
版
画
へ
の
拘
泥
を
語
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
自
ら
、
「
う
っ
か

り
つ
け
た
」
は
ず
の
「
仮
題
」
の
ま
ま
、
す
な
わ
ち
、
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
あ

る
「
坂
」
に
注
目
し
た
「
坂
上
人
影
」
と
い
う
「
仮
題
」
の
ま
ま
で
把
握
し

続
け
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
大
岡
は

「
成
城
だ
よ
り
Ⅱ
」
の
こ
の
月
の
分
の
表
題
（
単
行
以
下
で
は
章
題
）
に
、
こ

の
、
仮
題
で
あ
る
は
ず
の
「
坂
上
人
影
」
を
選
ん
で
い
る
。
執
着
の
ほ
ど
が

う
か
が
え
よ
う
。
人
影
と
坂
の
あ
る
光
景
で
あ
る
こ
と
へ
の
注
視
で
あ
る
。

一
成
城
だ
よ
り
Ⅱ
」
は
、
翌
日
付
け
で
、
来
訪
し
た
加
賀
乙
彦
氏
に
医
師

と
し
て
の
意
見
を
求
め
た
上
で
さ
ら
に
感
想
を
書
き
付
け
て
い
る
。

「
坂
上
人
影
」
に
つ
い
て
、
精
神
病
医
と
し
て
の
加
賀
氏
の
意
見
を

求
む
る
に
、
電
柱
死
者
説
に
賛
成
。
右
側
に
地
平
線
欠
く
こ
と
に
注
意

四



さ
る
。
全
体
と
し
て
、
ル
ソ
ー
風
よ
り
ム
ン
ク
風
と
い
わ
れ
た
る
こ
と

は
意
外
な
り
。
最
近
の
ム
ン
ク
ブ
ー
ム
、
意
外
な
れ
ど
、
展
覧
会
の
選

択
よ
く
「
叫
び
」
の
デ
ッ
サ
ン
、
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
的
作
品
多
数
展
示
さ

れ
て
あ
り
、
と
い
う
。
遠
方
の
人
影
、
う
し
ろ
姿
、
こ
ち
ら
向
き
の
も

の
あ
る
由
。
「
坂
上
人
影
」
の
右
方
の
樹
列
の
斜
線
、
「
叫
び
」
の
欄
干

の
線
と
似
て
い
る
。
／
こ
の
線
と
そ
の
先
に
水
平
線
な
き
こ
と
、
に
注

目
さ
る
。
坂
の
頂
上
に
断
絶
線
あ
る
は
、
分
裂
病
者
の
書
く
絵
に
多
し
、

と
い
う
。

（
『
成
城
だ
よ
り
Ⅱ
」
、
昭
印
・
４
．
７
の
項
）

数
日
後
の
四
月
十
五
日
の
項
に
は
「
富
永
の
版
画
も
８
日
ｇ
且
の
を
ム
ン
ク

的
と
い
っ
た
加
賀
氏
の
言
当
れ
り
。
（
中
略
）
た
だ
し
最
初
の
ル
ソ
ー
的
形

象
、
気
球
は
残
っ
た
。
」
と
あ
り
、
ル
ソ
ー
、
ム
ン
ク
に
準
え
な
が
ら
こ
の

版
画
を
捉
え
よ
う
と
す
る
大
岡
の
あ
り
よ
う
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
加

賀
乙
彦
氏
の
指
摘
を
含
め
、
と
り
わ
け
医
療
的
な
判
断
を
含
む
考
察
に
関
し

て
は
、
専
門
家
で
は
な
い
筆
者
は
少
な
く
と
も
現
在
、
留
保
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
れ
で
も
、
大
岡
が
、
坂
、
頂
上
、
人
影
、
電
柱
、
斜
線
、
気
球
と
い

っ
た
も
の
に
強
く
関
心
を
寄
せ
つ
つ
考
察
を
試
み
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に

確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
大
岡
は
作
品
「
野
火
』
『
幼
年
』
（
昭
妬
・
１
～
卿
・

皿
）
な
ど
で
、
そ
う
し
た
傾
斜
地
、
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
あ
る
土
地
へ
の
拘
泥

（
９
）

を
語
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
富
永
太
郎
が
住
み
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
近

辺
を
散
策
し
た
、
大
正
十
二
年
二
月
十
四
日
付
で
弓
３
日
自
己
巴
を
作

成
し
た
と
い
う
書
簡
を
発
信
し
た
代
々
木
富
ヶ
谷
（
現
・
渋
谷
区
神
山
町
）

は
そ
の
名
の
通
り
谷
坂
の
あ
る
町
で
あ
り
、
大
岡
が
「
幼
年
」
等
で
記
し
、

自
身
が
幼
少
期
以
来
住
ん
だ
、
宮
益
坂
と
道
玄
坂
の
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
を
も
つ

大
岡
昇
平
に
よ
る
富
永
太
郎

（
Ⅲ
）

場
所
渋
谷
の
近
隣
で
あ
り
、
大
き
く
い
え
ば
同
じ
渋
谷
の
範
嬬
に
属
す
る
。

二
邑
永
太
郎
ｌ
書
簡
～
」
で
も
、
大
岡
は
、
道
玄
坂
を
散
策
や
通
学
等
で

上
り
下
り
す
る
大
正
十
二
年
頃
の
富
永
を
、
書
簡
引
用
と
考
証
と
で
確
認
し

書
き
付
け
て
い
る
。

書
簡
６
十
二
月
十
五
日
附
。
仙
台
市
（
中
略
）
正
岡
忠
三
郎
宛
。

（
代
々
木
富
ヶ
谷
一
四
五
六
発
）
／
（
略
）
／
だ
ま
っ
て
う
ち
を
出
て
、

道
玄
坂
を
散
歩
し
、
カ
フ
ェ
に
入
っ
て
こ
れ
を
書
い
た
。

（
「
大
正
十
年
（
一
九
二
二
」
）

書
簡
皿
一
月
三
十
一
日
附
。
（
中
略
）
正
岡
宛
。
渋
谷
局
発
。
／

き
の
ふ
新
聞
の
広
告
で
渋
谷
に
カ
フ
ェ
が
出
来
た
こ
と
を
知
っ
た
の

で
、
来
て
み
た
。
割
に
カ
フ
ェ
ら
し
い
気
持
の
い
、
と
こ
ろ
だ
。
／

（
略
）
／
／
こ
の
手
紙
は
ま
た
こ
の
頃
の
渋
谷
道
玄
坂
界
隈
の
雰
囲
気

を
伝
え
て
い
る
。
は
じ
め
て
で
き
た
カ
フ
ェ
ー
と
は
渋
谷
道
玄
坂
中
腹

右
側
の
「
イ
ー
グ
ル
」
で
あ
る
。
（
「
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
ご
）

書
簡
四
六
月
三
十
日
附
。
（
中
略
）
正
岡
宛
。
同
右
［
代
々
木

富
ヶ
谷
一
四
五
六
］
発
。
／
（
略
）
／
酔
っ
て
ゐ
る
。
ビ
ー
ル
は
や
め

て
渋
谷
の
居
酒
屋
で
コ
ッ
プ
売
り
の
ヰ
ス
キ
ー
を
の
ん
だ
。
お
そ
ろ
し

く
ま
づ
か
つ
た
が
、
後
は
好
い
気
持
に
な
っ
た
。
酒
は
た
ば
こ
を
う
ま

く
す
る
に
効
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
／
渋
谷
の
古
本
屋
で
広
津
和
郎
の

モ
オ
パ
ッ
サ
ン
評
伝
を
買
っ
た
。
な
か
ｊ
～
面
白
い
。
（
中
略
）
／
渋

谷
の
空
地
に
「
牛
娘
」
の
見
物
が
か
、
っ
て
い
る
。
酔
っ
て
帰
っ
て
来

る
と
き
一
寸
見
た
か
っ
た
が
さ
す
が
に
入
れ
な
か
っ
た
。
今
に
な
っ
て

見
な
か
っ
た
こ
と
を
非
常
に
残
念
に
思
ふ
気
持
が
あ
る
。
／
（
中

五



略
）
／
／
当
時
道
玄
坂
下
の
、
和
菓
子
屋
「
常
盤
木
」
の
横
を
入
っ
て
、

（
マ
マ
）
（
Ⅱ
）

渋
谷
川
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
の
空
地
に
、
サ
ー
カ
ス
や
見
世
物
が
よ
く

か
か
っ
た
。
で
っ
ち
も
の
の
見
世
物
「
牛
娘
」
を
惜
し
く
思
う
く
ら
い

退
屈
し
て
い
る
。
コ
ッ
プ
売
り
の
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
愛
好
す
る
の
も
同
じ

げ
て
物
趣
味
か
ら
で
、
す
べ
て
は
不
眠
か
ら
生
れ
た
気
紛
れ
と
私
に
は

映
る
の
だ
が
、
次
第
に
放
浪
趣
味
と
し
て
定
着
し
て
来
る
よ
う
で
あ
る
。

（
同
前
）

「
Ｈ
・
Ｓ
と
恋
愛
」
（
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
特
に
触
れ
な
い
）

を
経
て
、
仙
台
の
第
二
高
等
学
校
を
退
学
の
の
ち
、
大
正
十
一
年
四
月
、
東

京
外
国
語
学
校
仏
語
科
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
富
永
に
つ
い
て
は
、
「
フ
ラ

ン
ス
語
を
正
規
に
習
う
よ
ろ
こ
び
、
気
分
一
新
の
よ
ろ
こ
び
は
言
外
に
溢
れ

て
い
る
」
と
し
つ
つ
も
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

書
簡
Ⅳ
四
月
十
九
日
附
。
仙
台
（
中
略
）
正
岡
忠
三
郎
宛
。
渋

谷
局
発
。
／
（
略
）
こ
っ
ち
は
昨
日
か
ら
授
業
。
朝
六
時
に
起
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
閉
口
し
て
ゐ
る
。
冬
が
思
ひ
や
ら
れ
て
今
か
ら

心
配
し
て
ゐ
る
。
（
略
）
／
／
当
時
、
東
京
外
国
語
学
校
は
今
日
の
神

田
一
シ
橋
二
丁
目
如
水
会
館
の
位
置
に
あ
っ
た
。
渋
谷
駅
か
ら
省
線
山

の
手
線
に
乗
り
、
代
々
木
で
中
央
線
に
乗
り
換
え
、
水
道
橋
駅
で
降
り

て
か
ら
約
一
キ
ロ
歩
く
。
合
計
一
時
間
以
上
か
か
る
。
仙
台
で
二
十
分

ぐ
ら
い
の
通
学
に
馴
れ
た
体
に
は
大
変
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
（
同
前
）

書
簡
釦
一
月
九
日
附
。
仙
台
（
中
略
）
正
岡
忠
三
郎
宛
。

（
代
々
木
富
ヶ
谷
一
四
五
六
発
）
／
（
略
）
／
近
頃
、
市
内
電
車
で
通

学
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
省
線
電
車
特
有
の
「
ひ
か
蜜
み
の
青
き
血

管
」
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
少
し
残
念
だ
。
／
／
（
中
略
）

こ
れ
ま
で
は
省
線
山
の
手
線
で
代
々
木
乗
換
え
、
水
道
橋
下
車
で
通
学

し
て
い
た
の
を
、
こ
の
頃
路
面
電
車
（
と
そ
の
頃
は
い
っ
た
）
市
電
に

変
更
し
た
ら
し
い
。
渋
谷
か
ら
、
九
段
、
神
保
町
経
由
須
田
町
行
の
新

路
線
が
開
設
さ
れ
た
た
め
だ
っ
た
か
。

（
「
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
」
）

省
線
か
ら
市
電
へ
と
、
通
学
経
路
を
変
え
て
い
る
も
の
の
、
渋
谷
経
由
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
経
路
を
大
岡
は
克
明
に
辿
る
。

富
ヶ
谷
（
現
・
神
山
町
Ⅱ
坂
上
）
の
自
宅
か
ら
坂
下
の
渋
谷
へ
と
出
る
こ
と

を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
東
京
は
坂
の
多
い
都
市
で
あ
る
。
大
岡
が
引
用
す
る
富
永
の
書

簡
に
も
「
富
倉
［
徳
次
郎
］
と
九
段
下
を
あ
る
い
て
ゐ
た
。
日
が
坂
の
上
に

入
り
か
け
て
ゐ
た
」
（
「
書
簡
喝
［
大
正
十
一
年
］
三
月
二
日
附
。
」
）
と
あ

り
、
坂
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
と

は
言
え
ま
い
。
し
か
し
、
引
用
し
て
き
た
よ
う
に
、
大
岡
は
、
自
ら
も
親
し

み
同
時
代
の
記
憶
と
し
て
も
、
空
間
把
握
を
実
感
的
に
共
有
し
て
い
る
渋
谷

道
玄
坂
を
、
上
り
下
り
し
な
が
ら
醤
屈
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
富
永
を
確
認

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
先
に
引
用
し
た
最
晩
年
の
「
富
永
太
郎
の
詩
と
絵
画
」
で
は
、
こ

う
し
た
同
じ
渋
谷
ｌ
富
ヶ
谷
と
い
う
近
傍
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
大

岡
の
富
永
と
の
関
わ
り
が
渋
谷
ｌ
富
ヶ
谷
と
い
う
谷
坂
の
あ
る
土
地
で
始
ま

り
、
今
ま
た
そ
の
谷
坂
の
あ
る
地
で
語
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
「
感
傷

（
腿
）

的
に
な
っ
て
い
」
る
と
語
り
な
が
ら
、
弓
日
日
①
目
号
」
に
つ
い
て
さ
ら
に

一
ハ



次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
九
二
三
年
に
は
木
版
に
熱
中
し
て
い
ま
す
。
勺
日
日
の
邑
呂
①
（
中
略
）

丘
の
上
に
電
信
柱
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
死
ん
だ
人
間
の
立
像
と
も
と

れ
る
。
場
っ
て
い
る
風
船
玉
は
魂
と
も
と
れ
る
。
す
で
に
死
の
影
を
引

い
て
い
る
。

坂
、
人
影
、
樹
木
、
斜
線
、
電
信
柱
等
に
着
目
し
て
い
る
大
岡
だ
が
、
特

に
こ
こ
で
注
目
し
て
お
く
べ
き
は
、
版
画
の
左
上
方
の
球
状
の
も
の
を
と
り

わ
け
注
視
し
、
こ
れ
を
「
魂
」
と
見
立
て
て
い
る
点
で
あ
る
。
大
岡
は
最
晩

年
に
お
い
て
、
富
永
版
画
の
「
気
球
」
「
風
船
玉
」
と
い
っ
た
物
体
と
み
た

も
の
を
、
さ
ら
に
、
意
思
の
あ
る
な
に
も
の
か
に
擬
し
た
の
で
あ
る
。

＊

大
岡
に
よ
る
大
正
十
二
年
の
富
永
の
考
察
。
弓
８
日
ｇ
且
巴
に
つ
い
て

は
坂
、
斜
面
、
人
影
に
注
目
し
、
上
方
に
揚
が
る
球
状
物
体
を
「
魂
」
と
見

立
て
て
い
た
。
一
方
、
「
傭
磁
景
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
が
「
下
」
に

あ
り
な
が
ら
も
、
「
魂
」
は
「
み
お
ろ
す
」
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
と
い
う

こ
と
を
確
認
し
て
い
た
。

下
部
か
ら
の
視
線
、
上
方
の
魂
。

大
岡
は
、
こ
の
大
正
十
二
年
の
富
永
の
版
画
弓
８
日
ｇ
呂
厘
と
詩
「
傭

臓
景
」
と
に
つ
い
て
、
直
接
的
に
そ
の
連
関
を
語
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、

言
甲
水
太
郎
ｌ
書
簡
～
」
で
は
、
先
に
引
用
し
た
富
永
の
府
立
一
中
時
代

の
散
策
に
関
す
る
文
章
「
春
夕
漫
歩
」
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を

引
き
な
が
ら
、
続
け
て
、
文
学
と
絵
画
の
連
関
を
「
こ
れ
は
一
種
の
観
想
文
」

大
岡
昇
卒
に
よ
る
富
永
太
郎

と
し
た
上
で
、
「
文
学
趣
味
と
絵
画
的
感
覚
が
調
和
を
保
っ
て
い
る
」
と
語

っ
て
い
る
。
ま
た
最
晩
年
に
は
、
「
富
永
の
絵
と
詩
は
相
関
関
係
に
あ
る
」

（
「
富
永
太
郎
の
詩
と
絵
画
」
）
と
言
い
残
し
て
も
い
る
。
い
ま
み
て
き
た
大

岡
の
見
方
を
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
大
岡
の
中
に
弓
８
日
ｇ
呂
凪
と
「
傭
撤

景
」
と
の
両
者
を
つ
な
ぐ
な
に
か
が
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
は
い
え
よ

う
。
少
な
く
と
も
大
岡
昇
平
に
よ
る
解
釈
を
参
照
し
つ
つ
富
永
太
郎
を
読
み

か
つ
観
て
い
く
と
き
、
両
者
は
無
縁
な
存
在
と
は
い
え
な
く
な
ろ
う
。

さ
ら
に
、
著
名
な
岸
田
劉
生
の
「
道
路
と
土
手
と
塀
（
切
通
之
写
生
と

（
図
版
１
）
を
掲
げ
る
こ
と
は
、
大
岡
が
富
永
版
画
と
の
関
係
を
指
摘
し
て

い
な
い
と
い
う
点
を
措
い
て
も
避
け
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
大

岡
は
、
『
富
永
太
郎
ｌ
書
簡
～
』
で
も
、
弓
３
日
①
目
号
」
と
「
傭
臓
景
」

制
作
の
前
年
、
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
五
月
二
十
八
日
に
富
永
が
「
野

島
邸
へ
岸
田
劉
生
展
を
見
に
行
き
、
「
村
嬢
の
図
」
に
感
心
し
た
。
」
と
記
し

て
、
富
永
の
岸
田
へ
の
関
心
と
共
感
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
富
永
太
郎

の
弓
日
日
ｇ
呂
巴
に
先
立
つ
こ
と
八
年
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
制
作

の
、
富
永
の
住
ん
で
い
た
地
域
の
代
々
木
（
現
・
渋
谷
区
代
々
木
）
に
あ
る

（
旧
）

坂
を
描
い
た
岸
田
の
絵
は
、
下
方
か
ら
の
視
線
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
富
永
の
版
画
弓
日
日
⑦
ご
塁
巴
の
構
図
は
、
こ
れ
に
相
同
し
て
い
る
。

比
較
し
て
み
れ
ば
、
岸
田
絵
画
の
坂
下
に
伸
び
る
電
柱
の
影
は
、
富
永
版
画

で
は
電
柱
そ
の
も
の
と
し
て
坂
上
方
に
屹
立
し
て
い
る
。
富
永
版
画
に
は
、

岸
田
絵
画
に
は
な
い
人
物
（
年
齢
等
は
判
別
し
が
た
い
が
、
ス
テ
ッ
キ
を
突

い
て
い
る
「
紳
士
」
ら
し
き
人
物
）
が
坂
上
方
に
立
ち
、
そ
し
て
大
岡
が

「
魂
」
と
見
立
て
た
球
状
物
体
が
坂
上
よ
り
も
、
そ
し
て
人
物
よ
り
も
、
さ

七



ら
に
上
方
に
存
在
す
る
。

そ
う
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
（
ひ
ろ
く
い
え
ば
渋
谷
の
）
坂
下
か

ら
の
視
線
は
岸
田
と
同
じ
な
が
ら
、
富
永
は
「
魂
」
は
傭
鰍
し
う
る
位
置
に

立
っ
て
い
る
と
い
う
意
気
込
み
の
よ
う
な
も
の
を
示
し
た
の
で
は
な
い
か
。

大
岡
の
解
釈
を
加
え
れ
ば
、
大
岡
は
、
そ
の
「
魂
」
状
の
も
の
は
す
で
に

「
死
者
」
の
領
域
だ
と
述
べ
た
の
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
「
み
お
ろ
」
し
得
る

「
魂
」
で
あ
る
と
い
う
見
立
て
は
動
か
な
い
。
む
ろ
ん
読
者
は
大
岡
自
身
で

は
な
い
か
ら
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
大
岡
は
、
あ
る
い
は
岸

田
の
よ
う
に
画
業
を
大
成
さ
せ
る
こ
と
な
く
二
十
四
歳
で
死
ぬ
こ
と
に
な
る

（
川
）

富
永
を
、
逆
照
射
的
に
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
の
負
け
ん
気
、
誇
侍
と
観
じ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

＊

大
岡
が
富
永
大
正
十
二
年
の
版
画
弓
８
日
ｇ
凰
巴
に
「
魂
」
と
見
立
て

た
も
の
は
、
同
年
の
詩
「
傭
臓
景
」
の
「
み
お
ろ
す
」
「
魂
」
と
通
底
す
る

の
で
は
な
い
か
。
詩
の
中
で
下
部
に
存
在
す
る
魂
は
「
高
貴
」
だ
と
い
い
つ

つ
、
「
み
お
ろ
す
」
傭
撤
し
う
る
「
魂
」
を
「
屈
従
的
」
だ
と
も
述
べ
て
、

そ
の
存
在
の
両
面
性
、
両
義
性
、
不
安
定
性
を
も
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

「
傭
臓
景
」
の
不
安
定
感
は
大
岡
の
言
う
弓
日
日
ｇ
昌
巴
の
死
の
影
と
通

じ
合
う
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
個

別
具
体
的
な
と
こ
ろ
か
ら
こ
そ
、
大
岡
を
媒
介
と
す
る
か
た
ち
で
富
永
太
郎

の
詩
と
絵
画
の
相
関
の
一
端
を
、
ま
た
、
ふ
り
か
え
っ
て
大
岡
文
学
の
一
端

を
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

注（
１
）
評
論
「
文
学
的
青
春
伝
」
（
昭
茄
・
４
）
等
の
他
、
最
晩
年
の

「
富
永
太
郎
に
お
け
る
創
造
」
（
昭
田
）
で
は
初
め
て
富
永
家
を
訪

れ
た
時
を
回
想
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
太
郎
の
画
が

壁
に
か
け
て
あ
る
家
を
訪
れ
、
小
林
秀
雄
た
ち
と
や
っ
て
い
た
同

人
雑
誌
「
山
繭
」
に
載
っ
た
「
秋
の
悲
歎
」
「
鳥
獣
剥
製
所
」
な

ど
、
散
文
詩
を
読
ん
だ
の
で
し
た
。
／
十
七
歳
の
少
年
に
は
よ
く

わ
か
ら
ぬ
な
が
ら
、
そ
の
硬
質
の
文
体
に
惹
か
れ
た
の
が
、
私
の

一
生
の
方
向
を
決
定
し
た
と
い
え
ま
す
。
富
永
の
縁
か
ら
小
林
秀

雄
、
中
原
中
也
な
ど
を
知
っ
た
の
で
す
。
」

（
２
）
大
岡
が
「
武
蔵
野
夫
人
」
構
想
時
期
に
翻
訳
し
た
コ
ク
ト
ー

「
悲
恋
」
（
富
永
太
郎
の
問
題
と
の
共
通
点
で
の
み
言
え
ば
、
男
主

人
公
の
年
齢
は
二
十
四
歳
）
と
「
武
蔵
野
夫
人
」
と
の
密
接
不
可

分
な
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
〈
永
劫
回
帰
〉
を
超
え
て
ｌ
「
武

蔵
野
夫
人
」
論
ｌ
」
（
「
昭
和
文
学
研
究
」
別
、
平
４
．
２
．
平

旧
・
皿
、
双
文
社
出
版
、
拙
著
「
大
岡
昇
平
研
究
」
所
収
）
で
考

察
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
３
）
池
田
純
溢
「
大
岡
昇
平
研
究
ｌ
「
野
火
」
と
初
期
作
品
ｌ
」

（
上
智
大
学
『
国
文
学
論
集
」
昭
妬
・
⑫
。
昭
認
・
３
、
有
精
堂
出

版
「
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
大
岡
昇
平
・
福
永
武
彦
」
所
収
）

（
４
）
以
下
、
富
永
太
郎
の
詩
の
引
用
は
大
岡
昇
平
編
「
定
本
富
永
太

郎
詩
集
」
（
昭
妬
・
１
、
中
央
公
論
社
）
に
拠
る
。
な
お
、
旧
字
は

新
字
に
改
め
た
。
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（
５
）
な
お
大
岡
に
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
る
。
「
文
学
で
い
つ
と
う
先

に
こ
れ
は
い
い
と
思
っ
た
の
は
、
太
郎
の
詩
だ
か
ら
ね
。
抽
象
的

な
言
葉
で
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
こ
と
が
表
現
で
き
る
と
い
う
こ
と

を
お
れ
は
知
っ
た
ん
だ
よ
。
「
武
蔵
野
夫
人
」
も
「
野
火
」
も
富
永

太
郎
の
言
葉
で
書
い
た
わ
け
だ
。
」
（
埴
谷
雄
高
と
の
対
談
「
二
つ

の
同
時
代
史
」
、
昭
開
・
５
）

（
６
）
拙
稿
「
大
岡
昇
平
に
お
け
る
〈
光
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
意
味
」

二
日
本
近
代
文
学
』
“
、
平
３
．
５
。
同
性
２
拙
著
所
収
）

（
７
）
大
岡
昇
平
・
入
沢
康
夫
・
長
田
弘
「
歩
行
す
る
精
神
と
リ
ズ
ム

座
談
会
富
永
太
郎
の
詩
想
」
二
現
代
詩
手
帖
』
昭
和
・
蛆
）

（
８
）
な
お
樋
口
覚
氏
は
、
大
岡
同
様
や
は
り
「
こ
の
低
み
か
ら
」
「
み

お
ろ
す
」
と
い
う
点
を
重
視
し
て
、
当
該
詩
中
の
対
照
的
な
二
語

を
表
題
に
し
た
論
考
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
弓
傭
職
景
」

と
い
う
詩
の
力
点
は
一
つ
に
こ
こ
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

「
高
貴
」
は
「
屈
従
」
と
紙
一
重
で
あ
る
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
く

て
「
屈
従
」
は
「
高
貴
」
に
、
「
高
貴
」
は
「
屈
従
」
に
な
り
う
る
。

こ
の
変
法
、
「
不
思
議
な
妖
術
」
を
富
永
太
郎
は
わ
が
も
の
と
し
た

の
で
あ
る
。
」
（
「
高
貴
と
屈
従
」
、
昭
仇
・
皿
、
砂
子
屋
書
房
、
樋

口
『
富
永
太
郎
」
所
収
。
）
ま
た
青
木
健
氏
は
同
じ
く
「
低
み
か
ら
」

「
み
お
ろ
す
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、
「
ニ
ー
チ
ェ
の
登
頂
者
へ

の
反
転
を
企
図
」
し
た
「
視
点
の
転
倒
」
で
あ
り
、
．
屈
従
的
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
「
高
貴
な
魂
」
は
保
た
れ
る
」

と
述
べ
る
（
「
眼
球
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
、
あ
る
い
は
剥
製
の
詩

大
岡
昇
平
に
よ
る
富
永
太
郎

学
」
、
平
８
．
６
、
小
沢
書
店
、
青
木
「
剥
製
の
詩
学
富
永
太
郎

再
見
』
所
収
）
。

（
９
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
大
岡
昇
卒
に
お
け
る
〈
心
象
の
地

形
〉
ｌ
「
幼
年
」
を
中
心
に
し
て
ｌ
」
二
日
本
近
代
文
学
」

弱
、
平
９
．
５
。
同
性
２
拙
著
所
収
）
で
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
蛆
）
大
岡
は
『
富
永
太
郎
ｌ
書
簡
～
』
の
中
で
も
次
の
よ
う
に
述

べ
て
、
空
間
把
握
の
感
覚
を
富
永
と
共
有
し
得
て
い
る
こ
と
を
特

筆
し
て
い
る
。
「
代
々
木
富
ヶ
谷
一
四
五
六
番
地
は
現
在
の
渋
谷
区

神
山
町
二
十
二
番
地
で
、
約
五
○
メ
ー
ト
ル
西
へ
行
く
と
、
東
大

農
学
部
（
現
教
養
学
部
）
敷
地
に
沿
っ
た
通
り
（
現
山
手
通
り
）

に
出
る
。
当
時
、
下
北
沢
で
玉
川
上
水
か
ら
分
流
し
た
三
田
用
水

が
道
に
沿
っ
て
流
れ
、
渋
谷
と
目
黒
の
境
の
丘
陵
上
を
南
走
し
て
、

三
田
、
二
本
榎
に
至
っ
て
い
た
の
で
そ
の
名
が
あ
る
。
（
中
略
）
／

な
お
筆
者
の
家
は
大
正
十
一
年
か
ら
中
渋
谷
七
一
六
番
地
（
現
松

濤
二
丁
目
十
四
番
地
）
に
あ
っ
た
。
（
中
略
）
富
ヶ
谷
一
四
五
六
番

地
の
家
と
は
一
キ
ロ
半
ぐ
ら
い
の
距
離
で
あ
る
か
ら
、
よ
く
遊
び

に
行
っ
た
。
」
（
「
明
治
三
十
四
年
（
一
九
○
二
ｌ
大
正
九
年
（
一

九
二
○
）
」
）

（
Ⅱ
）
大
岡
の
別
の
記
述
、
例
え
ば
「
幼
年
」
等
に
よ
っ
て
も
、
こ
こ

は
「
宇
田
川
」
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
『
幼
年
」
大
正
七
年
頃
か

ら
昭
和
三
年
頃
に
つ
い
て
の
記
述
を
引
い
て
お
く
。
「
駒
場
通
り
に

（
マ
マ
）

曲
る
と
こ
ろ
の
右
側
は
「
常
磐
木
」
と
い
う
和
菓
子
屋
で
、
そ

の
先
に
路
地
が
あ
っ
た
。
二
、
三
間
だ
ら
だ
ら
下
り
に
さ
が
る
と

九



す
ぐ
宇
田
川
く
り
に
出
る
。
両
側
に
は
商
店
の
土
台
の
木
組
が
露

出
し
て
、
河
上
家
屋
の
仕
組
が
よ
く
見
え
る
。
腐
っ
た
木
や
台
所

用
水
の
臭
い
の
す
る
中
を
、
小
さ
な
木
橋
で
宇
田
川
を
渡
る
と
、

先
は
宇
田
川
横
丁
に
通
じ
て
い
る
が
、
橋
を
渡
っ
て
す
ぐ
左
手
に

空
地
が
あ
っ
て
、
春
秋
の
季
候
の
い
い
時
節
に
ド
サ
廻
り
の
芝
居

や
曲
馬
団
が
小
屋
懸
け
を
し
た
。
／
（
中
略
）
／
私
が
中
原
中
也

と
知
り
合
っ
た
昭
和
三
年
に
も
、
ま
だ
こ
の
空
地
に
曲
馬
団
が
か

か
っ
て
、
い
っ
し
ょ
に
見
に
行
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
」
二
幼
年
」

「
七
大
向
橋
の
家
」
、
昭
卿
．
Ⅱ
）
。
な
お
、
大
岡
昇
平
旧
蔵
、
神

奈
川
近
代
文
学
館
所
蔵
の
地
図
「
渋
谷
町
大
日
本
職
業
別
明
細

図
ノ
内
」
（
大
皿
・
胆
、
東
京
交
通
社
発
行
）
に
は
、
宇
田
川
に
近

い
道
玄
坂
下
に
「
常
盤
木
菓
子
店
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
ｕ
）
「
こ
の
松
濤
美
術
館
の
位
置
は
私
が
十
二
歳
か
ら
二
十
二
歳
ま
で

住
ん
で
い
た
家
か
ら
三
十
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
し
か
離
れ
て
い
な
い

の
で
、
昭
和
二
年
に
家
蔵
版
「
富
永
太
郎
詩
集
」
が
最
初
に
出
た

と
き
に
は
、
三
十
七
編
で
す
ぐ
読
め
ま
す
か
ら
、
十
八
歳
の
私
は

一
日
に
一
度
全
部
読
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。
（
中
略
）
富
永
が
死
ん

だ
家
が
一
キ
ロ
と
離
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
七
十
九
歳
の
私
が
い

ま
だ
富
永
に
つ
い
て
喋
っ
て
い
る
。
少
し
感
傷
的
に
な
っ
て
い
ま

す
。
」
（
「
富
永
太
郎
の
詩
と
絵
画
」
）

（
Ｂ
）
文
学
に
関
わ
る
者
の
美
術
評
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
例
え
ば

橋
本
治
は
「
切
通
之
写
生
」
の
坂
を
「
目
の
前
に
険
し
い
坂
道
が

あ
」
る
、
「
登
る
た
め
の
坂
」
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
（
．
君
の

追
記
大
岡
昇
平
に
よ
る
富
永
太
郎
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
と
り
わ

け
大
岡
の
文
学
的
出
発
期
に
関
し
て
、
芥
川
龍
之
介
の
存
在
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
岡
が
、
富
永
の
詩
と
の
出
会
い
と

芥
川
の
死
と
を
「
重
な
っ
て
い
る
」
と
認
識
し
確
認
し
て
い
る
こ

と
は
看
過
し
得
な
い
。
す
な
わ
ち

芥
川
の
自
殺
は
昭
和
二
年
の
夏
で
『
富
永
太
郎
詩
集
」
が
出
た

の
と
同
時
で
す
ね
。
ゲ
ー
テ
的
完
成
な
ん
て
呑
気
な
こ
と
を
い
つ

行
く
道
は
」
的
な
も
の
ｇ
１
２
岸
田
劉
生
筆
「
切
通
之
写
生
」

と
青
木
繁
筆
「
わ
だ
つ
み
の
い
ろ
こ
の
宮
」
」
、
平
岨
・
２
、
新
潮

社
、
橋
本
『
ひ
ら
が
な
日
本
美
術
史
７
」
所
収
。
初
出
は
「
芸
術

新
潮
」
平
陥
．
Ⅱ
）
。

（
Ｍ
）
富
永
太
郎
を
直
接
知
ら
な
い
大
岡
で
は
あ
り
、
弟
次
郎
と
比
較

し
て
で
は
あ
る
が
、
大
岡
は
富
永
太
郎
が
「
気
が
強
か
っ
た
」
と

述
べ
て
い
る
。
断
片
的
な
発
言
で
は
あ
る
が
、
大
岡
の
富
永
太
郎

観
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。
「
白
痴
群
」
刊
行
に

ま
つ
わ
る
内
輪
も
め
に
か
ら
め
て
「
中
原
に
な
ん
と
か
う
ま
い
こ

と
を
言
わ
れ
て
同
人
費
集
め
に
押
し
か
け
て
来
ら
れ
て
書
い
ち
ゃ

っ
た
ん
だ
な
。
そ
し
て
そ
れ
を
お
れ
に
言
え
ね
え
ん
だ
」
と
い
う

「
気
が
弱
い
」
次
郎
と
比
較
し
て
の
言
で
あ
る
。
「
富
永
［
次
郎
］

は
気
が
弱
い
ん
だ
よ
。
兄
貴
は
気
が
強
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
弟
は

ほ
ん
と
う
に
気
が
弱
か
っ
た
」
。
（
「
二
つ
の
同
時
代
史
」
、
昭
師
．

５
）
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昭
和
二
年
夏
に
言
甲
水
太
郎
詩
集
」
が
出
て
、
ラ
ン
ボ
ー
を
知

り
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
や
ろ
う
と
思
っ
た
。
芥
川
龍
之
介
の
自
殺
と

重
な
っ
て
い
る
ね
。
（
「
二
つ
の
同
時
代
史
」
、
昭
師
・
３
）

昭
和
二
年
八
月
の
「
富
永
太
郎
詩
集
」
は
芥
川
龍
之
介
の
自
殺

と
重
な
っ
て
い
る
ん
だ
（
同
前
、
昭
師
・
４
）

論
じ
て
き
た
、
大
岡
に
よ
る
富
永
の
詩
画
へ
の
集
中
的
検
討
時

期
に
重
な
っ
た
時
期
の
発
言
も
あ
る
が
、
他
に
も
、
富
永
が
芥
川

の
「
沼
地
」
（
大
８
（
一
九
一
九
）
・
５
）
に
感
心
し
言
及
し
た
書

簡
（
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
）
に
触
れ
た
「
対
象
に
迫
る
私

の
一
篇
「
沼
地
」
芥
川
龍
之
介
」
（
昭
弱
・
８
）
な
ど
が
存
在
す
る
。

（
さ
ら
に
あ
る
い
は
妄
言
を
お
そ
れ
ず
に
言
え
ば
、
最
新
の
大
岡
全

集
に
も
未
収
録
で
同
全
集
の
「
著
作
目
録
」
に
も
「
伝
」
と
し
て

掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
大
岡
は
『
富
永
太
郎
詩
集
」

私
家
版
刊
行
と
芥
川
逝
去
の
昭
和
二
年
、
古
谷
綱
武
主
催
の
同
人

誌
「
遊
歩
道
」
１
毛
日
日
①
目
号
菖
で
あ
る
ｌ
に
、
「
芥
川
龍
之

介
の
こ
と
」
と
題
し
た
評
論
を
執
筆
掲
載
し
て
い
る
と
い
う
。
こ

れ
は
大
岡
自
身
が
例
え
ば
「
二
つ
の
同
時
代
史
」
（
昭
師
・
５
）
で

「
い
ち
ば
ん
最
初
の
文
芸
批
評
」
と
語
る
も
の
で
も
あ
る
。
）
如
上

の
よ
う
な
問
題
は
、
あ
る
い
は
大
岡
に
お
け
る
富
永
と
芥
川
、
と

て
い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
気
が
し
た
。

（
「
わ
が
文
学
生
活
」
、
「
海
」
昭
棚
・
ｎ
ｏ
昭
和
．
Ⅱ
、

央
公
論
社
刊
。
増
補
改
訂
昭
弱
・
２
、
中
公
文
庫
版
刊
。

大
岡
昇
平
に
よ
る
富
永
太
郎

央
公
論
社
刊
。
増
補
酌

用
は
同
文
庫
に
拠
る
。
）

引中

附
記
引
用
は
特
に
記
さ
な
い
限
り
「
大
岡
昇
平
全
集
」
全
二
三
巻
別

巻
一
（
平
６
．
ｍ
～
平
嘔
・
８
、
筑
摩
書
房
）
に
拠
っ
た
。
ル
ビ

は
省
略
し
た
。
括
弧
内
年
月
日
は
初
出
発
表
時
で
あ
る
。
ま
た
筆

者
に
よ
る
注
を
［
］
で
示
し
た
。

い
う
か
た
ち
で
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
同
時
に
論
じ
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
大
岡
に
お
け
る
富
永
に
つ
い
て
も
さ
ら
に

考
察
を
進
め
る
と
と
も
に
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

一
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図版1岸田劉生「道路と土手と塀（切通之写生)」

大正四（一九一五）年（560×530mm)

（東京同寸振代美術館所蔵）

（
は
な
ざ
き
・
い
く
よ
本
学
教
授
）

図版2富永太郎「Promenade」

大正十二（一九二三）年（78×128mm)

（神奈川近代文学館所蔵）
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