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一
　
は
じ
め
に

永
井
荷
風
の
「
伝
通
院
」（
一
九
一
〇
﹇
明
治
四
三
﹈
年
「
三
田
文
学
」）
に
は
、
荷

風
自
身
の
幼
少
年
期
の
「
幸
福
な
る
記
憶
」
が
、
詩
情
溢
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
共
に
描

か
れ
て
い
る
。
小
石
川
金
富
町
に
あ
る
伝
通
院
の
周
囲
に
荷
風
自
身
の
「
幸
福
な
る

記
憶
」
は
存
在
す
る
が
、
そ
の
伝
通
院
は
、
こ
の
一
篇
が
書
か
れ
る
二
年
程
前
、
明

治
四
一
年
一
二
月
に
焼
失
し
、
本
堂
の
全
て
が
消
え
去
っ
て
い
る
。
又
、
幾
多
の
思

い
出
と
共
に
あ
っ
た
か
つ
て
の
邸
宅
も
、
す
で
に
人
手
に
渡
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
人
は
、
か
つ
て
自
分
の
周
囲
に
存
在
し
た
物
象
が
消
え
去
っ
た
と
し
て
も
、

「
伝
通
院
」
一
篇
に
み
る
よ
う
に
、
心
の
中
の
美
し
い
記
憶
を
そ
の
場
所
に
託
し
て

眺
め
る
こ
と
が
あ
る
。

「
人
は
い
か
に
す
る
と
も
其
の
生
れ
た
る
浮
世
の
片
隅
を
忘
れ
る
事
は
出
来
ま
い
」

と
い
う
印
象
的
な
一
節
で
始
ま
る
荷
風
の
「
伝
通
院
」
は
、
発
表
の
翌
年
、
雑
誌

「
文
章
世
界
」
に
、「
追
懐
小
品
」
と
銘
う
た
れ
て
再
掲
さ
れ
たq

。

当
時
の
文
壇
で
は
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
荷
風
の
「
伝
通
院
」

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
幼
少
年
期
に
対
す
る
追
憶
的
傾
向
を
も
つ
文
学
作
品
が
、
数

多
く
書
か
れ
て
い
るw

。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
文
学
の
流
行
の
要
因
を
探
る
と
共

に
、
そ
の
中
に
お
け
る
永
井
荷
風
の
作
品
の
特
質
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て

い
る
。

な
お
、
当
時
の
語
の
表
記
に
は
、「
追
懐
小
品e

」、「
追
憶
小
品r

」、「
追
憶
文
学t

」

な
ど
の
用
例
が
み
ら
れ
る
。
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
本
稿
で
は
永
井
荷
風
を
中
心

に
論
じ
る
た
め
、
荷
風
の
表
記
に
従
い
「
追
憶
」
と
表
記
す
る
。
ま
た
、
小
品
も
含

め
、
よ
り
広
い
作
品
群
を
視
野
に
入
れ
る
た
め
「
追
憶
小
品
」
と
い
う
形
で
の
限
定

を
避
け
、「
追
憶
文
学
」
と
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
を
先
に
記
し
て
お
く
。

二
　
流
行
と
背
景
　

①
追
憶
文
学
の
旗
手
と
し
て
の
永
井
荷
風

「
文
章
世
界
」
の
特
集
号
が
荷
風
の
「
伝
通
院
」
を
「
追
懐
小
品
」
と
し
た
こ
と

は
先
に
触
れ
た
が
、
こ
の
「
文
章
世
界
」
が
発
刊
さ
れ
る
半
年
前
の
「
三
田
文
学
」

（
一
九
一
一
﹇
明
治
四
四
﹈
年
・
二
）
に
発
表
し
た
「
下
谷
の
家
」
に
は
荷
風
自
身
が
表

題
の
下
に
「
追
憶
小
品
」
と
記
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
作
品
も
、
作
者
自
身
の
幼
少

年
期
回
顧
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
い
る
が
、
荷
風
を
源
流
の
一
つ
と
す
る
こ
の
幼
少

年
期
回
顧
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
明
治
末
年
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
時
代
の
共

通
の
も
の
と
し
て
文
学
作
品
に
表
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

幼
少
年
期
を
回
顧
し
た
文
学
作
品
と
し
て
ま
ず
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
北
原
白
秋

の
詩
集
『
思
ひ
出
　
叙
情
小
曲
集
』（
一
九
一
一
﹇
明
治
四
五
﹈
年
・
五
）
だ
ろ
う
。

「
わ
が
生
い
立
ち
」
と
題
さ
れ
た
序
文
で
白
秋
は
、『
思
ひ
出
』
の
第
三
章
「
お
も
ひ

で
」
二
〇
篇
（
実
際
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
一
九
篇
）
を
、
自
ら
「
追
憶
体
」
と
し

永
井
荷
風
と
追
憶
文
学
の
流
行
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て
い
る
。
高
村
光
太
郎
は
、
こ
の
白
秋
『
思
ひ
出
』
が
、「
近
頃
続
出
す
る
追
憶
文

学
の
中
で
特
に
異
彩
を
放
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
が
、
今
橋
映
子
氏
も
指
摘
す
る

よ
う
に
、
こ
の
光
太
郎
の
発
言
は
、
明
治
末
年
の
文
壇
に
お
い
て
、
追
憶
文
学
と
い

う
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
形
成
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
多
く
の
作
品
が
書
か
れ
て
い
た
事
を

示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
るy

。

宇
野
浩
二
の
処
女
作
品
集
『
清
二
郎
　
夢
見
る
子
』（
一
九
一
三
﹇
大
正
二
﹈
年
・

四
）
に
は
、
宇
野
自
身
が
少
年
期
を
過
ご
し
た
、
花
柳
界
に
程
近
い
大
阪
の
町
を
背

景
と
し
て
、「
清
二
郎
」
と
い
う
少
年
の
眼
か
ら
眺
め
ら
れ
た
町
や
人
物
が
描
き
出

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
集
に
は
、「
小
さ
き
話
集
」
と
い
う
副
題
が
付
け
ら
れ
て

い
て
、
小
品
ば
か
り
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
追
憶
小
品
集
と
も
呼
べ
る

体
裁
を
持
っ
て
い
る
が
、「
著
者
自
ら
の
序
」
に
は
、
追
憶
文
学
の
流
行
に
つ
い
て

の
言
及
が
あ
る
。

宇
野
の
言
葉
に
よ
る
と
、
こ
の
小
品
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
諸
篇
は
、「
追
憶
風

の
も
の
ば
か
り
」
を
題
材
に
「
小
説
と
も
小
品
と
も
つ
か
な
い
様
な
も
の
」
を
書
こ

う
と
言
う
友
人
の
提
案
を
き
っ
か
け
と
し
て
書
か
れ
た
ら
し
い
。
続
け
て
宇
野
は
、

「
そ
の
頃
少
し
前
あ
た
り
か
ら
、
追
憶
小
品
と
銘
う
た
れ
る
様
な
も
の
が
、
文
壇
の

あ
る
方
面
に
起
り
つ
ゝ
あ
っ
た
」
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
「
文
壇
の
あ
る
方
面
」
で

は
、「
色
々
の
若
い
ひ
と
達
が
、
追
憶
小
品
と
銘
せ
ら
れ
る
数
多

あ
ま
た

の
よ
い
作
」
を
書

い
て
い
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

宇
野
の
小
品
集
に
収
め
ら
れ
た
諸
篇
の
内
、
最
も
早
く
発
表
さ
れ
た
も
の
が
明
治

四
五
年
で
あ
る
か
ら
、
序
文
に
あ
る
よ
う
な
追
憶
文
学
の
勃
興
期
は
、
お
よ
そ
明
治

四
四
年
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
と
、
前
の
光
太
郎
の

発
言
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
追
憶
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
す
る
作
品
が
、
明
治
四
四
、
五

年
辺
り
か
ら
一
つ
の
流
行
と
し
て
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
思

う
。さ

て
、
宇
野
の
言
う
追
憶
文
学
の
流
行
の
母
胎
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
、「
文
壇
の

あ
る
方
面
」
と
は
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事
に
、
一
つ
の
解
答
を
与
え
る
と

思
わ
れ
る
の
が
、
明
治
四
四
年
九
月
の
「
早
稲
田
文
学
」
彙
報
欄
で
あ
る
。「
諸
作

家
の
傾
向
」
と
い
う
小
見
出
し
の
中
で
、
永
井
荷
風
に
言
及
し
た
箇
所
に
は
、
次
の

よ
う
に
あ
る
。

氏
は
長
篇
『
冷
笑
』
の
後
は
余
り
身
を
入
た

マ

マ

作
品
を
示
さ
ず
、『
追
憶
小
品
』

や
『
紅
茶
の
後
』
の
如
き
随
筆
風
の
物
の
中
に
、
少
年
時
代
の
回
想
や
、
亡
び

行
く
江
戸
芸
術
に
対
す
る
追
慕
や
、
現
代
日
本
に
対
す
る
批
判
や
を
寓
せ
て
い

る
。「
三
田
文
学
」
及
び
「
ス
バ
ル
」
な
ど
に
散
見
す
る
追
懐
小
説
乃
至
耽
美

主
義
の
作
品
は
多
く
は
氏
の
感
化
で
あ
る
と
一
般
に
認
め
ら
れ
て
を
る

五
年
間
の
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
へ
の
洋
行
を
終
え
て
帰
朝
し
た
明
治
末
年
の
荷

風
が
、
過
渡
期
の
同
時
代
の
日
本
に
失
望
し
、
次
第
に
江
戸
へ
と
回
帰
し
て
い
く
こ

と
は
夙
に
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
早
稲
田
文
学
」
の
記
事
か
ら
は
、
少
年
時

代
を
回
顧
す
る
「
追
懐
小
説
」
の
旗
手
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
荷
風
の
側
面
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
荷
風
自
身
も
自
覚
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

追
憶
文
学
の
旗
手
と
し
て
荷
風
を
祀
り
上
げ
よ
う
と
す
る
文
壇
の
風
潮
に
対
し
て

は
、
冷
静
に
距
離
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
。

相
馬
御
風
は
、
荷
風
か
ら
の
手
紙
の
文
面
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
るu

。

此
頃
は
い
ろ

く
と
俗
務
に
追
わ
れ
勝
で
、
落
ち
つ
い
て
作
を
し
て
居
る
隙
も

な
い
。
仕
方
な
く
昔
の
事
を
思
い
出
し
て
は
、
チ
ョ
イ

く
し
た
も
の
ば
か
り

書
い
て
居
る
。
す
る
と
も
う
世
間
で
は
追
懐
文
学
と
云
う
よ
う
な
名
を
つ
け
て
、

と
や
か
く
云
っ
て
く
れ
る
。
を
か
し
な
も
の
だ

明
治
四
三
年
の
荷
風
は
、
慶
応
義
塾
大
学
の
文
学
科
教
授
と
し
て
働
く
傍
ら
、
雑
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誌
「
三
田
文
学
」
を
創
刊
す
る
な
ど
、
非
常
な
多
忙
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

状
況
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
御
風
の
証
言
に
あ
る
よ
う
に
、
創
作
に
時
間
を
裂
け
な
か

っ
た
と
い
う
の
も
真
実
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
前
掲
の
「
早
稲
田
文
学
」
の
指
摘
に
あ

る
よ
う
に
、『
冷
笑
』（
一
九
〇
九
﹇
明
治
四
二
﹈
年
〜
一
九
一
〇
﹇
明
治
四
三
﹈
年
）
以

後
、
荷
風
に
ま
と
ま
っ
た
小
説
は
み
ら
れ
な
い
。

だ
が
、
明
治
四
一
年
の
帰
朝
後
、
自
然
主
義
文
学
の
大
き
な
流
れ
の
中
に
荷
風
が

持
ち
込
ん
だ
耽
美
的
な
作
品
と
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
考
え
れ
ば
、
荷
風
本
人

の
意
図
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
、
追
憶
文
学
の
流
行
と
い
う
一
つ
の
流
れ
を
生
み
出

し
た
と
考
え
る
こ
と
も
容
易
で
あ
ろ
う
。

三
田
派
の
文
人
で
あ
る
久
保
田
万
太
郎
は
、
当
時
荷
風
の
主
宰
す
る
「
三
田
文
学
」

に
集
っ
た
若
い
文
学
者
が
、
荷
風
の
作
品
に
お
け
る
「
内
容
と
し
て
の
、
回
想
的
、

追
憶
的
感
傷
」
に
、「
徹
頭
徹
尾
影
響
」
さ
れ
て
い
た
様
子
を
後
の
回
想
に
書
き
残

し
て
い
る
。
万
太
郎
自
身
も
明
治
四
五
年
に
は
、
自
身
の
幼
少
年
期
回
顧
を
モ
テ
ィ

ー
フ
と
し
た
「
浅
草
田
原
町
」
な
ど
の
一
連
の
作
品
を
書
い
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
追

憶
文
学
の
文
脈
の
中
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
るi

。
さ
て
、
万
太
郎
の
回
想
文
の
中
で

は
、
荷
風
の
「
内
容
と
し
て
の
、
回
想
的
、
追
憶
的
感
傷
」
な
ど
の
影
響
の
も
と
に

書
か
れ
た
作
品
と
し
て
幾
つ
か
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
が
、

水
上
滝
太
郎
（
初
出
時
阿
部
肖
三
）o

の
「
山
の
手
の
子
」（
一
九
一
一
﹇
明
治
四
四
﹈
年

七
「
三
田
文
学
」）
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
主
人
公
は
、
東
京
の
山
の
手
に
育
っ
た
「
新
次
」
と
い
う
少
年
で
、

作
品
は
、
こ
の
「
新
次
」
の
成
人
し
た
時
点
か
ら
の
回
想
、
と
い
う
形
式
を
取
っ
て

い
る
。
作
品
に
お
け
る
地
誌
の
面
な
ど
に
は
、
水
上
自
身
の
自
伝
的
要
素
が
認
め
ら

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
構
成
に
は
、
早
春
の
「
新
次
」
と
年
上
の
少
女
と
の
出
会
い
、

そ
し
て
「
木
の
葉
も
凋
落
す
る
寂
寥
の
秋
」
に
、
芸
者
に
な
る
少
女
と
の
別
れ
、
と

い
っ
た
、
季
節
感
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
た
枠
組
み
が
あ
り
、
物
語
と
し
て
の
意
図
が

感
じ
ら
れ
る
。
山
の
手
の
「
お
屋
敷
の
子
」
と
し
て
育
っ
た
「
新
次
」
は
、
山
の
手

と
は
ま
る
で
違
う
下
町
の
子
供
達
や
、「
お
鶴
」
と
い
う
少
女
に
魅
か
れ
て
行
く
。

作
品
の
中
で
山
の
手
と
下
町
は
、
対
照
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、

「
新
次
」
の
暮
ら
す
「
黒
門
の
内
」
と
周
囲
の
山
の
手
周
辺
の
描
か
れ
方
に
注
目
し

て
み
た
い
。

「
新
次
」
が
そ
の
幼
少
年
期
を
過
ご
し
た
山
の
手
の
屋
敷
に
は
、「
手
入
を
し
な

い
古
庭
」
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
土
蜘
蛛
の
精
」
な
ど
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
又
、「
黒
門
の
内
」
の
古
庭
の
暗
闇
だ
け
で
な
く
、
黒
門
の
外
に
も
暗
闇

は
存
在
し
、
そ
の
闇
に
は
、
一
人
歩
き
の
女
や
子
供
の
生
き
血
を
吸
う
と
噂
さ
れ
る

「
野
衾
」
が
影
を
潜
め
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

東
京
の
山
の
手
を
覆
う
闇
と
湿
度
、
そ
し
て
子
供
心
を
お
び
や
か
す
伝
説
の
存
在

が
子
供
の
視
点
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
山
の
手
の
子
」
は
、
永

井
荷
風
「
狐
」（
明
治
四
二
・
一
）
の
世
界
と
通
じ
合
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
両
作
品
は
、

山
の
手
の
屋
敷
の
崖
下
に
、
裏
長
屋
や
貧
民
屈
が
あ
る
こ
と
を
描
く
と
い
う
点
で
も

共
通
項
を
持
っ
て
い
る!0

。

荷
風
が
幼
少
年
期
を
過
ご
し
、「
狐
」
の
舞
台
に
も
な
っ
た
小
石
川
金
富
町
と
、

水
上
滝
太
郎
が
幼
少
年
期
を
過
ご
し
た
麻
布
飯
倉
町
は
、
地
誌
上
で
は
離
れ
て
い
る

も
の
の
、
山
の
手
と
い
う
点
で
共
通
し
て
お
り
、
荷
風
と
滝
太
郎
は
、
お
そ
ら
く
似

通
っ
た
闇
と
湿
度
の
元
に
、
似
通
っ
た
幼
児
体
験
を
も
っ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
。

「
狐
」
冒
頭
部
の
、
圧
倒
的
な
湿
度
を
持
っ
た
庭
の
描
写
と
、「
山
の
手
の
子
」
の
古

庭
の
描
写
は
驚
く
ほ
ど
に
似
て
い
る
が
、
幼
少
年
期
を
過
ご
し
た
場
所
の
共
通
点
の

他
に
も
、
滝
太
郎
の
「
山
の
手
の
子
」
に
「
狐
」
の
世
界
が
与
え
た
影
響
が
指
摘
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
久
保
田
万
太
郎
の
回
想
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
、
少
な
く
と

も
、「
狐
」
を
読
ん
だ
滝
太
郎
が
、
そ
こ
に
自
ら
の
幼
少
年
期
の
心
象
風
景
と
同
じ

も
の
を
見
出
し
、
自
ら
の
追
憶
の
世
界
を
深
め
た
と
い
う
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
永
井
荷
風
の
影
響
の
も
と
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
追
憶
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的
傾
向
を
も
つ
作
品
の
他
に
も
共
時
的
に
非
常
に
多
く
の
追
憶
文
学
を
こ
の
時
期
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
項
で
は
、
追
憶
文
学
が
共
時
的
に
現
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
要
因
を
探
っ
て
み
た
い
。

②
時
代
閉
塞
の
現
状

自
ら
の
幼
少
年
期
と
い
う
極
め
て
個
人
的
な
心
象
世
界
へ
と
時
間
を
遡
行
さ
せ
る

と
き
、
追
憶
の
世
界
を
描
く
作
家
主
体
は
、
閉
じ
ら
れ
た
世
界
の
中
に
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

高
村
光
太
郎
は
そ
れ
を
、「
避
難
所
」
と
表
現
し
た!1

。

多
く
の
矛
盾
と
、
重
圧
と
に
堪
え
き
れ
な
い
今
の
世
の
空
気
の
中
で
、
追
憶

は
一
種
の
避
難
所
で
あ
る
。
風
に
当
る
露
台

バ
ル
コ
ニ
イ
で
あ
る
。
一
時
的
の
レ
フ
レ
ッ
シ

ュ
メ
ン
ト
で
は
あ
る
が
、
文
芸
が
、
時
に
眼
前
の
世
界
か
ら
遁
れ
て
、
追
憶
に

足
を
入
れ
る
の
も
止
み
難
い
傾
向
で
あ
ろ
う
　
　

千
葉
俊
二
氏
は
、
こ
の
光
太
郎
の
発
言
を
受
け
て
、
日
露
戦
争
後
の
い
わ
ゆ
る

「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
に
対
す
る
反
抗
と
、
個
人
の
感
受
性
の
解
放
が
、
追
憶
文
学

の
流
行
の
要
因
で
あ
る
と
し
て
い
る!2

。

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に
「
時
代
閉
塞
の
現
状!3

」
を
執
筆
し
た
石
川

木
は
、

そ
の
中
で
「
我
々
青
年
を
囲
繞
す
る
空
気
は
、
今
や
も
う
少
し
も
流
動
し
な
く
な
っ

た
」
と
し
て
、「
強
権
」
が
社
会
の
隅
々
に
ま
で
跋
扈
す
る
時
代
の
圧
迫
感
を
示
し

た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
文
学
が
、
自
己
主
張
、
あ
る
い
は
自
己
の
解
放

の
表
現
と
し
て
「
女
郎
買
、
淫
売
買
、
な
い
し
野
合
、
姦
通
の
記
録
」
を
扱
う
、
と

し
て
い
る
。
更
に

木
は
続
け
て
「
そ
う
し
て
ま
た
我
々
の
一
部
は
『
未
来
』
を
奪

わ
れ
た
る
現
状
に
対
し
て
、
不
思
議
な
る
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
敬
慕
と
服
従
と
を
表

し
て
い
る
。
元
禄
時
代
に
対
す
る
回
顧
が
そ
れ
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
時
代
閉
塞
」
の
空
気
は
、

木
よ
り
七
歳
年
長
の
荷
風
に
も
感
じ

ら
れ
て
い
た
し
、
新
帰
朝
者
で
も
あ
っ
た
荷
風
に
は
、
外
形
的
な
西
洋
化
へ
と
進
む

過
渡
期
の
明
治
日
本
は
、
尚
更
耐
え
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
荷
風
は
、
明

治
の
人
々
が
も
は
や
顧
み
る
こ
と
も
な
い
芝
三
内
の
霊
廟
を
発
見
し
、「
玉
垣
の
外

な
る
明
治
時
代
の
乱
雑
」
に
背
を
向
け
、「
玉
垣
の
内
な
る
秩
序
の
世
界!4

」、
す
な
わ

ち
江
戸
に
、
美
を
見
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
江
戸
の
美
し
さ
の
中
に
自
足
し
て
い
く
に
至
る
荷
風
の
心

象
風
景
に
は
、
少
年
の
日
に
見
聞
き
し
た
物
や
、
風
景
の
色
濃
い
影
響
が
認
め
ら
れ

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
荷
風
に
お
け
る
追
憶
文
学
の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
要

な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に
発
表
さ
れ
た
「
夏
の
町!5

」
も
、
荷
風
自
身
の
少
年

期
及
び
青
年
期
の
追
憶
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
一
章
で
は
、
梅
雨
の

季
節
が
過
ぎ
て
本
格
的
な
夏
に
入
り
、
人
々
が
避
暑
や
帰
省
に
出
か
け
た
後
の
、

「
炎
暑
の
明
い
寂
寞
」
に
占
領
さ
れ
た
東
京
で
、
語
り
手
が
一
人
、「
最
も
愉
快
な
記

憶
の
一
ツ
」
で
あ
る
「
大
川
端
の
水
練
場
」
に
ま
つ
わ
る
少
年
時
代
の
思
い
出
を
語

る
。
人
生
の
苦
悶
の
実
際
を
ま
だ
知
る
事
も
な
い
健
康
な
少
年
時
代
の
「
自
分
」
は
、

夏
の
早
朝
か
ら
体
力
の
続
く
限
り
大
川
を
泳
ぎ
、
疲
れ
る
と
川
端
を
歩
く
。
ま
た
あ

る
日
は
、
濡
れ
た
水
着
姿
の
ま
ま
真
砂
座
を
立
ち
見
し
、
警
官
に
追
い
か
け
ら
れ
る
。

少
年
達
は
永
代
橋
か
ら
大
川
に
飛
び
込
み
、
警
官
を
か
ら
か
う
。
こ
こ
に
は
、
夏
の

光
の
よ
う
に
健
康
で
無
邪
気
な
少
年
時
代
の
日
々
の
断
片
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、「
教
科
書
の
間
に
隠
し
た
梅
暦
や
小
三
金
五
郎
の
叙
景
文
を
ば
、
目
の
当
り

見
る
川
筋
の
実
景
に
対
照
さ
し
て
喜
ん
だ
事
」
は
、
成
人
し
た
荷
風
の
精
神
形
成
に
、

大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

「
少
年
時
代
の
か
ゝ
る
感
化
と
し
て
、
自
分
は
恐
ら
く
一
生
涯
、
例
え
如
何
な
る

激
し
い
新
思
想
の
襲
来
を
受
け
て
も
、
江
戸
文
学
を
離
れ
て
隅
田
川
な
る
自
然
の
風
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景
に
対
す
る
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
」
と
荷
風
は
書
い
て
い
る
が
、「
激
し
い

新
思
想
の
襲
来
」
が
一
面
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
荷
風
の
追
憶
の
中
の
隅
田
川
は
、
一

層
の
輝
き
を
増
す
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
輝
き
は
、「
梅

暦
」
や
「
小
三
金
五
郎
」
と
い
っ
た
、
江
戸
の
色
彩
に
染
め
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
の
だ
。
実
際
、
荷
風
の
追
憶
文
学
に
は
、
自
ら
の
幼
少
時
代
と
共
に
あ
っ
た
江
戸

的
な
情
緒
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。

先
に
記
し
た
「
伝
通
院
」
で
は
、
荷
風
の
筆
は
伝
通
院
そ
の
も
の
の
描
写
に
向
か

う
こ
と
は
な
い
。
描
か
れ
る
の
は
、
荷
風
の
心
象
風
景
の
中
に
あ
る
伝
通
院
に
象
徴

さ
れ
る
、
幼
少
期
の
江
戸
的
な
風
景
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
坂
東
美
津
江
」
で
あ
り
、

三
味
線
の
名
人
「
金
蔵
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
荷
風
に
「
最
初
の
ロ
マ
ン
チ
ズ
ム
」

を
与
え
た
「
カ
ラ
ク
リ
の
見
世
物
」
で
あ
り
、「
辻
講
釈
」
な
の
で
あ
る
。「
古
代
か

ら
今
日
ま
で
、
滔
々
と
し
て
尽
き
ぬ
人
生

ユ
ー
マ
ニ
テ
ーの
流
れ
に
泛
ぶ
人
間
の
霊
性
の
驚
き
」
で

も
っ
て
、
幼
少
年
期
の
「
諸
有

あ
ら
ゆ

る
神
秘
の
感
動!6

」
を
味
わ
っ
た
荷
風
の
「
反
近
代
」

の
姿
勢
と
は
、「
神
秘
の
感
動
」
を
も
っ
て
幾
多
の
美
し
い
風
景
や
音
に
接
し
た
者

の
、
過
渡
期
の
明
治
に
対
す
る
呪
詛
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な

い
。そ

し
て
、
荷
風
に
お
け
る
追
憶
文
学
も
、
高
村
光
太
郎
の
言
う
よ
う
に
、
ま
さ
に

「
避
難
所
」
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
た
。
初
出
時
に
、「
追
憶
小
品
」
と
さ
れ
た

「
下
谷
の
家
」
は
、
荷
風
の
「
子
供
の
時
分
―
記
憶
と
い
う
も
の
が
始
っ
た
時
分
―

の
事!7

」
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
荷
風
は
こ
の
小
品
の
冒
頭
で
、
当
時
を
回
想
す

る
時
、「
恰
も
幽
暗
な
る
燈
明
の
光
に
、
薄
暗
く
奥
深
い
伽
藍
の
内
陣
を
透
し
見
る

よ
う
な
心
持
が
す
る
」
と
記
し
て
い
る
。
続
く
荷
風
の
文
章
を
引
用
す
る
。

こ
の
如
何
に
も
神
秘
な
、
気
高
い
心
持
は
、
現
在
の
身
上
み
の
う
え

が
浮
世
の
風
に
浅
間
し

く
吹
き
す
さ
ま
れ
て
居
れ
ば
、
居
る
だ
け
、
猶
更
に
気
高
く
、
猶
更
に
神
秘
の
度

を
深
く
す
る
。「
現
実
」
と
称
す
る
巷
の
騒
ぎ
を
過
ぎ
て
、「
回
想
」
と
称
す
る
寺

院
の
神
壇
に
跪
く
に
及
ん
で
、
人
は
始
め
て
、
安
息
慰
撫
の
空
気
に
触
れ
得
る
の

だ
こ
こ
に
は
、
追
憶
の
世
界
が
「
現
実
」
か
ら
の
「
避
難
所
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ

れ
る
と
共
に
、
幼
少
年
期
に
「
霊
性
の
驚
き
」
と
「
神
秘
の
感
動
」
を
経
験
し
た
者

の
、
追
憶
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
が
幻
想
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。

石
川

木
は
、
明
治
政
府
を
「
強
権
」
と
表
現
し
、
暗
に
大
逆
事
件
へ
の
批
判
を

込
め
て
「
時
代
閉
塞
の
現
状
に
宣
戦
」
し
た
。
そ
の

木
と
は
反
対
に
、
大
逆
事
件

に
際
し
、
文
学
者
と
し
て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
永
井
荷
風
は
、「
文
学

者
た
る
事
に
つ
い
て
甚
し
き
羞
恥
」
を
抱
く
。
そ
し
て
、「
自
分
の
芸
術
の
品
位
を

江
戸
戯
作
者
の
な
し
た
程
度
ま
で
引
下
げ
る
に
如
く
は
な
い
と
思
案!8

」
し
た
と
告
白

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
告
白
が
、
大
逆
事
件
の
発
生
か
ら
九
年
の
後
に
書
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
上
田
博
氏
は
、
荷
風
に
お
け
る
こ
の
告
白
は
、「
に
わ
か
に
は
信

じ
が
た
い
」
と
し
、
明
治
末
年
の
荷
風
の
真
実
の
心
境
が
、「
下
谷
の
家
」
に
表
れ

て
い
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
氏
は
、
荷
風
の
心
は
「
現
実
」
の
中
に
は
な
い
、

と
し
、「
巷
間
に
行
き
暮
れ
た
心
は
、
や
が
て
『
下
谷
の
家
』
へ
た
ど
り
着
く
」
と

述
べ
た!9

。

荷
風
の
「
下
谷
の
家
」
に
は
、
子
供
の
心
が
感
じ
取
っ
た
神
秘
や
詩
が
存
在
し
て

い
る
。
荷
風
が
愛
読
し
て
い
た
作
家
Ｊ
・
Ｋ
・
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
、『
さ
か
し
ま
』

の
中
で
、「
才
能
の
あ
る
人
間
の
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
時
代
が
、
味
気
な
く
愚
劣
な
時

代
で
あ
る
と
き
、
芸
術
家
は
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
、
過
去
の
時
代
の
郷
愁
に
憑

き
ま
と
わ
れ
る@0

」
と
書
い
て
い
る
が
、
実
利
・
功
利
一
方
に
進
む
明
治
の
「
現
実
」

に
背
を
向
け
て
、「
下
谷
の
家
」
へ
と
至
る
荷
風
の
心
の
内
部
に
も
、
憧
憬
を
伴
っ

た
郷
愁
の
思
い
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
郷
愁
と
は
前
述
し
た
よ
う

に
、
古
代
か
ら
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
人
間
の
魂
そ
の
も
の
で
感
じ
取
ら
れ
た

少
年
時
代
へ
の
郷
愁
で
あ
り
、
ま
た
、
自
ら
の
少
年
時
代
を
彩
っ
た
江
戸
的
風
物
へ
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の
想
い
な
の
で
あ
る
。
明
治
四
三
年
の
慶
応
義
塾
大
学
教
授
就
任
と
、「
三
田
文
学
」

の
発
刊
以
後
の
荷
風
に
、
ま
と
ま
っ
た
創
作
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
先
述
し
た
。
し

か
し
、
本
格
的
な
江
戸
へ
の
沈
潜
を
表
す
以
前
の
、
一
見
す
る
と
空
白
期
と
み
ら
れ

る
こ
の
、
荷
風
に
と
っ
て
の
追
憶
文
学
の
時
代
は
、
己
の
魂
の
真
の
「
避
難
所
」
を

探
し
求
め
る
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
、
イ
メ
ー
ジ
の
中
の
幼
少
期

①
断
片
的
印
象
と
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
小
品

荷
風
に
と
っ
て
、
自
ら
の
幼
少
年
期
の
記
憶
や
感
動
の
追
体
験
は
、
前
に
も
記
し

た
よ
う
に
、「
寺
院
の
神
壇
」
に
例
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
ほ
の
暗
さ
と
奥
深
さ
を
併

せ
持
つ
神
秘
的
な
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
体
験
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
幼
少
年
期
に
は

時
間
的
隔
た
り
が
存
在
し
、
感
動
を
味
わ
っ
た
体
験
も
い
き
お
い
断
片
的
に
な
る
こ

と
は
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。
荷
風
が
表
現
し
た
追
憶
の
風
景
の
神
秘
的
な
イ
メ
ー
ジ
に

は
、
こ
う
し
た
過
去
の
時
間
の
捉
え
難
さ
も
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

し
て
、
そ
う
い
っ
た
追
憶
文
学
の
特
徴
は
、
こ
の
時
期
に
共
時
的
に
書
か
れ
た
他
の

追
憶
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
作
品
や
、
同
時
代
評
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。明

治
四
四
年
一
一
月
の
「
早
稲
田
文
学
」
彙
報
欄@1

は
、
小
見
出
し
に
「
追
懐
的
傾

向
」
と
掲
げ
、「
追
懐
に
は
時
間
が
あ
る
。
時
間
は
大
方
の
枝
葉
を
む
し
り
去
っ
て
、

深
い
印
象
の
み
を
人
の
頭
に
止
め
て
お
く
。
そ
の
印
象
の
み
を
描
く
が
追
懐
文
学
で

あ
る
。
夢
を
描
く
と
大
し
た
変
り
は
な
い
訳
で
あ
る
。」
と
、
そ
の
特
質
を
記
し
て

い
る
。
こ
こ
に
は
、
時
間
の
流
れ
を
経
た
後
で
濾
過
さ
れ
た
、
幼
少
期
の
「
深
い
印

象
」
を
記
す
の
が
追
憶
文
学
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
興
味
深
い
こ

と
に
、
こ
の
時
期
に
追
憶
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
多
く
の
作
家
が
、
夢
の
よ
う
に
朧

気
な
、
自
ら
の
幼
少
年
期
の
断
片
を
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
関
心
を
抱
い
て
い
る

の
で
あ
る@2

。

近
代
日
本
に
お
け
る
、
小
品
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
開
拓
者
で
も
あ
っ
た
水
野
葉
舟

は
、
自
身
が
「
最
初
に
散
文
を
書
い
た
時
の
創
作
に
対
す
る
心
持
の
記
憶@3

」
を
書
き

残
し
て
い
る
。
葉
舟
の
最
初
の
散
文
作
品
は
、「
自
分
の
心
の
中
に
、
一
つ
の
幻
と

な
ッ
て
居
る
、
過
去
の
記
憶
の
話
」
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
葉
舟

は
、
過
去
を
追
憶
し
た
時
に
心
に
浮
か
ぶ
「
そ
の
当
時
の
印
象

、
、
、
、
、

（
傍
点
引
用
者
）」
を

書
き
た
い
と
思
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
葉
舟
に
は
、
そ
の
印
象
の
世
界
を
余
す
と
こ

ろ
な
く
書
き
た
い
と
す
る
欲
求
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
と
、「
自
分
の

昔
話
を
し
た
い
」
と
い
っ
た
欲
求
と
は
、
葉
舟
の
中
で
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

過
去
の
印
象
の
世
界
を
描
こ
う
と
す
る
と
き
、
葉
舟
の
中
で
は
「
詩
を
喜
ぶ
心
」
が

刺
激
さ
れ
て
い
て
、
そ
う
い
っ
た
中
で
、
形
式
に
囚
わ
れ
ず
に
、
閃
く
印
象
の
世
界

の
断
片
を
掬
い
取
ろ
う
と
し
た
結
果
生
み
出
さ
れ
た
の
が
、
小
品
と
い
う
形
式
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
小
品
と
い
う
一
つ
の
散
文
形
式
は
、
永
井
荷
風
に
お
け
る

追
憶
文
学
の
上
に
も
、
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
本
稿

で
も
ふ
れ
た
「
伝
通
院
」、「
下
谷
の
家
」、「
夏
の
町
」
と
い
っ
た
追
憶
的
傾
向
を
持

つ
作
品
は
、
春
陽
堂
元
版
『
荷
風
全
集@4

』
第
四
巻
に
、「
小
品
集
」
と
し
て
収
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、「
春
の
お
と
づ
れ
」（
明
治
四
二
・
五
）
「
花
よ
り
雨
に
」

（
明
治
四
二
・
八
）「
夏
の
町
」（
明
治
四
三
・
八
〜
九
）「
狐
」（
明
治
四
二
・
一
）「
伝
通

院
」（
明
治
四
三
・
八
）「
下
谷
の
家
」（
明
治
四
四
・
二
）「
楽
器
」（
明
治
四
四
・
一
〇
）

の
八
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
編
集
意
図
は
、
先
行
研
究
に
も
明
ら
か
の
よ

う
に@5

、「
夏
の
町
」
か
ら
「
楽
器
」
ま
で
の
五
つ
の
小
品
に
、
共
通
し
て
幼
少
年
期

の
追
憶
の
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
先
立
つ
『
荷
風
傑
作
鈔
』
に
も
、

「
其
四
　
追
憶
小
品
」
と
し
て
、「
下
谷
の
家
」
と
「
楽
器
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
追
憶
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
す
る
荷
風
の
作
品
は
、
荷
風
自
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身
も
意
識
的
に
小
品
と
み
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
文
章
世
界
」
の
「
小
品
の
研
究
」
と
い
う
特
集
記
事
に
、「
伝
通
院
」
が
「
追

懐
小
品
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
一
章
で
ふ
れ
た
。
こ
の
記
事
に
は
、
夢
を
描

い
た
も
の
と
追
憶
モ
テ
ィ
ー
フ
は
異
な
る
も
の
の
、「
追
懐
味
」
が
勝
る
と
、
そ
の

内
容
に
「
霞
を
隔
て
ゝ
物
を
見
る
よ
う
な
朦
朧
さ
」
が
表
れ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
伝
通
院
」
も
、「
文
の
上
に
出
て
い
る
も
の
は
殆
ど
作
者
の
情
緒
の
み
で
、

状
態
の
描
写
は
寧
ろ
言
う
に
も
足
ら
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
記
事
で
は
、

「
伝
通
院
」
以
後
の
荷
風
の
追
憶
文
学
の
傾
向
と
し
て
、「
追
懐
の
奥
に
深
く
没
頭
し

て
、
次
第
に
物
の
描
写
を
構
い
つ
け
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
来
た
」
こ
と
、
そ
し
て
、

「
伝
通
院
」
に
お
い
て
は
、「
作
者
の
情
緒
そ
の
も
の
を
味
う
以
外
に
、
其
の
情
緒
の

由
っ
て
来
る
所
の
事
象
の
真
実
相
を
観
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

南
明
日
香
氏
は
、
小
品
の
流
行
の
一
要
因
と
し
て
、「
写
生
文
が
切
り
捨
て
て
し

ま
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
と
ら
え
る
知
覚
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
へ
の
関
心
」

を
指
摘
し
、
こ
の
時
期
、「
対
象
に
よ
っ
て
感
覚
な
い
し
感
情
を
つ
き
動
か
さ
れ
る

書
き
手
自
体
を
書
く
」
興
味
が
せ
り
あ
が
っ
て
い
た
と
し
た
。
南
氏
は
こ
の
よ
う
な

小
品
の
特
徴
と
、
作
家
主
体
の
関
心
の
方
向
性
を
、
荷
風
の
小
品
に
も
見
出
し
て
い

る@6

。
荷
風
自
身
、
小
品
は
そ
れ
ま
で
の
文
学
作
品
に
表
れ
た
形
式
と
は
異
な
っ
た
、

「
新
し
い
自
由
な
形
式
を
と
ッ
て
あ
ら
わ
れ
た
文
学
」
と
定
義
し
て
お
り
、
そ
う
い

っ
た
形
式
の
小
品
で
は
、「
刹
那
の
印
象
、
刹
那
の
感
情
を
自
由
に
表
現
す
る
」
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
い
る@7

。

先
に
触
れ
た
水
野
葉
舟
に
お
け
る
形
式
と
し
て
の
小
品
は
、
追
憶
の
世
界
の
印
象

を
書
き
た
い
、
と
い
う
内
的
必
然
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
。
ま
た
、「
追
憶
小
品
」

と
自
ら
命
名
し
た
永
井
荷
風
に
お
い
て
も
、「
刹
那
の
印
象
」
を
自
由
に
書
く
、
と

い
う
明
確
な
創
作
意
図
を
も
っ
て
小
品
の
執
筆
を
行
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

自
ら
の
幼
少
年
期
の
、
夢
の
よ
う
に
捉
え
難
い
印
象
や
、
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
よ

う
と
し
た
時
、
拘
束
に
縛
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
自
由
な
形
式
を
受
け
入
れ
る
小
品

と
い
う
土
壌
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
追
憶
文
学
の
流
行
の
一
要
因
だ
と
い
え
る
だ
ろ

う
。②

「
感
覚
史
」
と
し
て
の
追
憶
文
学

さ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
内
容
・
形
式
共
に
様
々
な
特
徴
を
持
つ

追
憶
文
学
は
、
自
伝
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
馬
場
孤

蝶
は
、「
追
憶
文
学
の
新
傾
向@8

」
と
し
て
、
事
実
あ
り
の
ま
ま
を
書
き
記
し
た
「
断

片
的
自
伝
」
を
書
い
た
追
憶
文
学
が
現
わ
れ
だ
し
た
こ
と
を
喜
ぶ
べ
き
傾
向
と
し
て

い
る
。
た
し
か
に
、
本
稿
に
挙
げ
た
追
憶
文
学
に
も
、
多
く
の
作
家
主
体
の
自
伝
的

要
素
が
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
追
憶
文
学
の
多
く
が
、
単
な
る

事
実
の
記
述
で
は
な
く
、
幼
少
年
期
に
体
験
し
た
感
覚
そ
の
も
の
へ
の
関
心
を
記
し

て
い
る
こ
と
が
、
追
憶
文
学
に
お
け
る
一
つ
の
特
徴
的
な
側
面
な
の
で
あ
る
。
そ
の

特
徴
を
決
定
付
け
る
要
素
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
追
憶
文
学
に
お
け
る
こ
の
時
期
の

特
徴
が
、
あ
り
の
ま
ま
を
描
く
こ
と
を
旨
と
す
る
写
生
文
の
側
か
ら
も
現
わ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

福
田
琴
月
は
『
写
生
文
範
』
の
中
で
、
写
生
文
の
作
法
に
対
す
る
注
意
と
し
て
、

「
追
懐
を
書
く
こ
と@9

」
を
挙
げ
て
い
る
。
琴
月
は
、「
自
己
の
回
顧
を
長
々
と
書
く
こ

と
は
、
写
生
文
の
面
白
味
を
失
う
」
と
し
て
い
る
が
、
写
生
文
の
側
か
ら
追
憶
文
学

を
著
し
た
坂
本
四
方
太
は
、「
鍛
錬
し
た
腕
な
ら
ば
古
い
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
て
眼

前
の
写
生
の
如
き
文
章
を
も
成
す#0

」
と
し
て
い
る
。
四
方
太
は
、
追
憶
を
モ
テ
ィ
ー

フ
と
し
た
著
作
『
夢
の
如
し#1

』
の
中
で
、
そ
の
内
容
は
、「
余
の
正
確
な
る
自
叙
伝

で
も
無
く
、
又
全
く
の
小
説
で
も
な
い
」
と
し
、
過
去
の
事
実
の
断
片
と
、
想
像
と

を
組
み
合
わ
せ
て
「
少
年
時
代
の
感
想
を
再
現
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
」
と
記
し
て
い

る
。
北
原
白
秋
は
、
四
方
太
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
少
年
時
代
の
感
想
」
は
、
複
雑
か
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つ
神
経
的
で
あ
る
と
し
、
そ
う
い
っ
た
少
年
期
の
感
受
性
が
掴
み
取
っ
た
「
現
実
の

生
そ
の
も
の
を
」「
官
能
的
」
に
描
く
こ
と
に
関
心
を
持
ち
、『
思
ひ
出
』
所
収
の
、

「
生
の
芽
生
」
や
「Ton

ka
Joh

n

の
悲
哀
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
詩
の
数
々
を
書
い
て

い
る
。
白
秋
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
、「
畢
竟
自
叙
伝
と
し
て
見
て
欲
し
い
一
種
の

感
覚
史
な
り
性
欲
史
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
、
永
井
荷
風
が
幼
少

年
期
に
対
し
て
抱
い
た
、
神
秘
的
な
世
界
が
、
追
憶
文
学
を
表
し
た
他
の
作
家
の
多

く
に
も
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
共
に
、
よ
り
繊
細
で
、
よ
り

複
雑
で
あ
っ
た
幼
少
年
期
の
感
覚
を
再
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
興
味
も
働
い
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
明
治
末
年
に
は
、
他
の
多
く
の
散
文
作
品
に
お
い
て
も
感
覚

描
写
の
微
細
化
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
が#2

、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
文
脈
の
中
で
、
今

橋
氏
が
以
下
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
か
つ
て
子
供
時
代
の
世
界
の
な
か
で
『
私
』

に
眼
前
し
た
初
源
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
追
憶#3

」
し
、
そ
の
追
憶
を
再
構
成
し
て
表
現
す

る
と
い
う
こ
と
へ
の
関
心
が
一
つ
の
流
行
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
、
興
味
深
い
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
幼
少
年
期
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
時
、
そ
こ
に
作
家
主
体
の

主
観
の
自
由
な
開
放
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
追
憶
文
学
の
流

行
の
外
的
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
時
代
の
閉
塞
的
空
気
の
中
で
、
追
憶
と
い
う
表
現

は
一
方
に
、
個
人
の
主
観
の
自
由
な
開
放
を
可
能
と
す
る
一
つ
の
散
文
領
域
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

荷
風
は
、「
森
の
よ
う
に
木
立
の
繁
っ
た
恐
し
い
崖
」
の
下
に
貧
民
屈
を
抱
え
る
、

小
石
川
の
邸
宅
に
居
た
「
十
二
三
の
頃
」、
ふ
と
聴
こ
え
て
き
た
尺
八
の
調
に
、
烈

し
く
心
を
動
か
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
感
動
は
、「
新
内
の
三
味
線
」
や

「
祭
り
の
夜
の
太
鼓
の
音
」
に
も
あ
っ
た
、
と
追
憶
し
て
い
る
。

わ
れ
な
が
ら
解
ら
ぬ
神
秘
な
感
動
を
覚
え
た
其
の
瞬
間
の
心
の
状
態
を
ば
、
今

だ
に
は
っ
き
り
記
憶
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
初
め
て
聞
い
て
感
じ
る
耳
新
し
い

物
音
が
、
決
し
て
其
の
時
か
ら
で
は
な
く
て
、
已
に
自
分
の
生
れ
ぬ
先
き
か
ら

幾
度
と
な
く
聴
い
た
事
の
あ
る
よ
う
な
心
持
を
さ
せ
る
事
で
あ
る

永
井
荷
風
や
、
他
の
追
憶
文
学
と
当
時
の
描
写
法
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
別

稿
を
用
意
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
永
井
荷
風
に
と
っ
て
の
「
初
源
の
イ
マ
ー
ジ

ュ
」
の
追
憶
は
、
幼
年
期
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
源
、
自
ら
の
魂
の
源
へ
の
追

憶
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
　
お
わ
り
に
―
幼
少
年
期
か
ら
未
来
へ
―

折
口
信
夫
は
、「
異
郷
意
識
の
進
展#4

」
の
中
で
、
熊
野
に
旅
し
た
時
の
自
身
の
体

験
を
記
し
て
い
る
。
折
口
は
、「
真
昼
の
海
に
突
き
出
た
大
王
个
崎
の
尽
端
に
立
っ

た
時
」、
そ
の
海
の
遥
か
波
路
の
果
に
、
自
身
の
「
魂
の
ふ
る
さ
と
」
が
あ
る
と
い

う
気
持
ち
に
襲
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
を
、「
あ
た
ゐ
ず
む
（
間
歇
遺
伝
）
か
ら
来

た
、
懐
郷
（（
）
内
引
用
者
）」
で
あ
る
と
強
い
気
持
ち
で
信
じ
て
い
る
。
更
に
、
明

治
末
年
に
文
壇
の
一
潮
流
を
な
し
た
、「
屋
上
庭
園
」
一
派
に
み
る
南
蛮
文
化
へ
の

憧
憬
や
、
荷
風
ら
の
江
戸
賛
美
を
「
異
郷
趣
味
」
と
名
付
け
、「
生
理
的
に
も
、
精

神
的
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
制
約
で
、
束
縛
せ
ら
れ
て
い
る
人
間
」
が
憧
憬
の
情
を
抱
く

こ
う
し
た
「
異
郷
趣
味
」
こ
そ
、
文
芸
の
根
幹
で
あ
る
と
し
た
。

本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
時
代
の
閉
塞
感
は
、
追
憶
文
学
の
流
行
の
一
要
因
で

あ
る
が
、
永
井
荷
風
は
、
そ
こ
に
自
閉
的
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

荷
風
の
胸
に
は
、
次
の
よ
う
な
未
来
へ
の
想
い
も
同
時
に
存
在
す
る
。

如
何
に
世
と
背
い
て
、
慰
め
な
き
現
在
の
身
も
、
嘗
て
遠
い
昔
に
は
、
世
間
一

般
の
人
と
同
じ
よ
う
に
、
幸
福
な
時
代
を
持
っ
て
居
た
と
云
う
過
去
の
認
識
は
、

不
安
の
現
在
を
越
え
て
未
知
の
将
来
に
対
し
て
何
物
か
を
示
し
て
呉
れ
ぬ
で
あ

ろ
う
か#5
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そ
し
て
、
追
憶
を
土
台
と
し
て
、
大
正
期
の
荷
風
は
、
新
た
な
創
作
の
季
節
を
迎

え
る
の
で
あ
る
。

注q

「
文
章
世
界
」
明
治
四
四
・
十
　
第
六
巻
第
一
四
号
　
鴻
雁
号
「
小
品
の
研
究
」

w

本
間
久
雄
は
、
追
憶
文
学
を
、
幼
少
年
期
に
限
ら
ず
や
や
幅
を
広
げ
て
、
鈴
木
三

重
吉
の
「
追
懐
文
学
」
と
し
て
の
特
徴
を
論
じ
て
い
る
。（「
鈴
木
三
重
吉
論
」「
早
稲
田

文
学
」
明
治
四
五
・
五
）

e

q
に
同
じ

r

『
荷
風
傑
作
鈔
』
大
正
四
・
五
　
籾
山
書
店

t

高
村
光
太
郎
「
北
原
白
秋
の
『
思
ひ
出
』」

「
文
章
世
界
」
明
治
四
四
・
九
（
引

用
は
『
高
村
光
太
郎
全
集
　
第
８
巻
』
昭
和
三
三
・
一
　
筑
摩
書
房
）

y

「
異
郷
と
し
て
の
子
供
時
代
―
北
原
白
秋
「
わ
が
生
ひ
た
ち
」」（『
滅
び
と
異
郷
の

比
較
文
化
』
日
本
比
較
文
学
会
編
　
平
成
六
・
三
　
思
文
閣
　
所
収
）

u

「
生
を
味
う
心
」
明
治
四
五
・
二
「
早
稲
田
文
学
」

i

久
保
田
万
太
郎
に
お
け
る
追
憶
文
学
を
論
じ
た
も
の
に
は
、
網
野
義
紘
氏
に
、「
久

保
田
万
太
郎
「
朝
顔
」
の
周
囲
―
明
治
四
四
年
『
三
田
文
学
』
の
一
齣
―
」（『
荷
風

文
学
と
そ
の
周
辺
』
平
成
五
・
十
　
翰
林
書
房
所
収
）
が
あ
る
。
氏
は
こ
こ
で
、
万
太
郎

ら
慶
應
の
学
生
が
、「
狐
」
や
「
す
み
だ
川
」
な
ど
明
治
四
二
年
の
永
井
荷
風
の
諸
作

品
に
傾
倒
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「（
永

井
荷
風
の
作
品
が
）
彼
等
自
身
の
幼
少
時
を
追
想
し
た
い
わ
ゆ
る
『
追
懐
文
学
』（
中
略
）

を
書
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
『
三
田
文
学
』
の
新
人
た
ち
は
、
皆

荷
風
の
『
す
み
だ
川
』
の
支
流
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
」
二
一
三
〜
二
一
四
頁

o

初
出
時
「
三
田
文
学
」（
明
治
四
四
・
七
　
第
二
巻
第
七
号
）
で
は
、「
阿
部
省
三
」
と

誤
植
さ
れ
て
い
る
。

!0

こ
の
二
作
品
の
類
似
点
を
指
摘
し
た
も
の
に
、
松
村
友

氏
の
「
水
上
滝
太
郎

『
山
の
手
の
子
』
の
風
景
」（『
三
田
文
学
の
系
譜
』
昭
和
六
三
・
一
二
　
三
弥
井
書
店
）
が

あ
る
。
氏
は
、「
狐
」
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
と
共
に
、「
山
の
手
の
子
」
に
お
け
る

先
行
作
品
群
の
影
響
と
し
て
、
荷
風
「
す
み
だ
川
」、
泉
鏡
花
の
作
品
、
樋
口
一
葉

「
た
け
く
ら
べ
」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

!1

t
に
同
じ

!2

「
追
憶
文
学
の
季
節
」（『
白
秋
全
集
　
第
36
巻
』
昭
和
六
二
・
一
二
　
岩
波
書
店
　
「
月

報
三
六
」

!3

明
治
四
三
・
八
〜
九
稿
。

!4

「
霊
廟
」（「
三
田
文
学
」
明
治
四
四
・
三
　
第
二
巻
第
三
号
）

!5

「
一
」（「
三
田
文
学
」
明
治
四
三
・
八
　
第
一
巻
第
四
号
）、「
二
」（「
三
田
文
学
」
明
治

四
三
・
九
　
第
一
巻
第
五
号
）

!6

永
井
荷
風
「
楽
器
」（「
三
田
文
学
」
明
治
四
四
・
二
　
第
二
巻
第
二
号
）

!7

水
上
滝
太
郎
「
永
井
荷
風
先
生
招
待
会
」（「
随
筆
」
大
正
一
三
・
八
）
に
、
水
上
自

身
が
小
泉
信
三
か
ら
も
ら
っ
た
手
紙
の
一
節
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。

!8

「
花
火
」
大
正
八
・
一
二
「
改
造
」
第
一
巻
第
九
号
（
引
用
は
『
荷
風
全
集
　
第
十

四
巻
』
平
成
五
・
一
一
）

!9

『
昭
和
史
の
正
宗
白
鳥
　
自
由
主
義
の
水
脈
』

平
成
三
・
一
二
　
武
蔵
野
書
房

一
五
九
〜
一
六
〇
頁

@0

澁
澤
龍
彦
訳
　
平
成
一
二
・
六
　
河
出
書
房
新
社
　
二
四
八
頁

@1

第
七
二
号

@2

宇
野
浩
二
も
、
そ
の
追
憶
小
品
集
『
清
二
郎
　
夢
見
る
子
』
の
序
文
で
、
次
の
よ

う
に
幼
少
年
期
の
イ
メ
ー
ジ
を
捉
え
て
い
る
。「
私
は
私
の
過
去
の
小
さ
い
生
活
を
思

い
浮
か
べ
る
時
、
そ
の
何
処
ま
で
が
真
実
で
、
そ
の
何
処
か
ら
が
私
の
夢
で
あ
る
か

を
判
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
」。
こ
こ
に
は
、
幼
少
年
期
の
追
憶
の
世
界
の
捉
え
難
さ

が
、
率
直
な
告
白
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。（
引
用
は
『
宇
野
浩
二
全
集
　
第
一
巻
』
昭

和
四
三
・
七
　
中
央
公
論
社
　
九
頁
）

@3

『
小
品
作
法
』
明
治
四
四
・
七
　
文
栄
閣
書
店
　
春
秋
社
書
店
　
五
〇
頁
〜
六
四

頁
に
か
け
て
、
く
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

@4

大
正
九
年
発
行
。

@5

南
明
日
香
「
新
し
い
風
景
の
時
―
永
井
荷
風
「
小
品
文
」
の
世
界
」（「
文
学
」
一
九

九
七
・
秋
　
第
八
巻
第
四
号
　
岩
波
書
店
）
一
四
四
〜
一
四
五
頁
、
岩
見
幸
恵
「
小
品
文

の
流
行
と
帰
朝
作
品
集
―
『
ふ
ら
ん
す
物
語
』
発
禁
前
後
の
時
代
―
」（「
親
和
國
文
」

一
九
九
八
・
一
二
　
第
三
三
号
　
神
戸
親
和
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
）
一
五
五
〜
一
五
六

頁
。
な
お
、
荷
風
自
身
、
大
正
一
二
年
の
「
興
も
覚
え
ず
」
の
中
で
、「
近
時
文
芸
の
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作
品
に
追
憶
回
想
の
世
界
を
題
材
と
な
し
た
る
も
の
」
が
多
い
、
と
し
た
上
で
、
自

身
の
作
品
に
も
言
及
し
、「
か
の
伝
通
院
下
谷
の
家
夏
の
町
な
ぞ
題
し
た
る
小
篇
の
如

き
、
既
に
み
ず
か
ら
追
憶
の
文
の
多
き
に
過
ぎ
た
る
を
愧
ぢ
つ
ゝ
あ
る
」
と
草
し
て

い
る
。

@6

南
明
日
香
@5
に
同
じ
。
一
四
六
〜
一
四
七
頁

@7

「
自
由
は
小
品
文
の
命
」（
松
村
至
文
『
小
品
文
範
』
明
治
四
三
・
二
　
新
潮
社
）
一
五

七
頁

@8

「
や
ま
と
新
聞
」
明
治
四
四
年
一
二
月
一
七
日
朝
刊
一
面
　
な
お
、
こ
こ
で
孤
蝶

が
、「
断
片
的
の
自
伝
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
作
品
は
、
島
崎
藤
村
の
「
家
」
と
「
犠

牲
」
で
あ
る
。

@9

明
治
四
〇
・
四
　
博
文
館
　
四
四
頁

#0

「
写
生
文
に
つ
い
て
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
明
治
三
九
・
六
　
第
九
巻
第
九
号
）

#1

明
治
四
二
・
九
　
民
友
社

#2

藤
井
淑
禎
氏
は
、
明
治
末
年
か
ら
、「
表
情
や
生
理
的
変
化
と
い
っ
た
身
体
の
観
察

を
通
し
て
内
な
る
感
情
を
描
く
細
密
描
写
や
、
感
情
の
喚
起
役
で
あ
る
五
感
の
刺

激
・
反
応
を
重
視
し
た
感
覚
描
写
・
官
能
描
写
が
台
頭
」
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
ま
た
、「
追
懐
小
説
」
の
流
行
が
、
明
治
四
〇
年
前
後
に
あ
っ
た
こ
と
も
指

摘
し
て
い
る
。
氏
は
、「
追
懐
小
説
」
流
行
の
基
底
と
し
て
、「
過
去
を
回
想
す
る
と

い
う
行
為
の
仕
組
み
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
を
表
現
す
る
方
法
が
獲
得
さ
れ

る
と
い
う
、
二
重
に
画
期
的
な
『
発
見
』
が
あ
っ
た
」
と
い
う
点
を
重
視
し
て
い
る
。

ま
た
、
明
治
期
に
移
入
さ
れ
た
心
理
学
派
の
分
析
も
詳
し
く
考
察
が
さ
れ
て
お
り
、

意
義
深
い
。『
小
説
の
考
古
学
へ
―
心
理
学
・
映
画
か
ら
見
た
小
説
技
法
史
』

平
成

一
一
・
二
　
名
古
屋
大
学
出
版
会
）

#3

y
に
同
じ
。
氏
は
こ
こ
で
、
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
を
引
用
し
な
が
ら
「
主

題
と
し
て
子
供
を
描
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
か
つ
て
子
供
時
代
の
世
界
の
中
で

『
私
』
に
眼
前
し
た
初
源
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
追
憶
す
る
と
い
う
こ
と
」
が
、
重
要
な
点

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
二
六
八
〜
二
六
九
頁

#4

大
正
五
・
一
一
「
ア
ラ
ラ
ギ
」（
引
用
は
『
哲
信
夫
全
集
第
二
〇
巻
』
昭
和
四
八
・
一

二
・
中
央
公
論
社
』

#5

!6
に
同
じ

付
記
　
本
稿
の
一
部
は
、
阪
神
近
代
文
学
会
二
〇
〇
五
年
度
冬
季
大
会
（
二
〇
〇
五
年

一
二
月
一
〇
日
　
於
甲
南
大
学
）
で
の
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
発
表
時
に
さ
ま
ざ
ま

な
有
益
な
指
摘
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
、
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
甲
南
大
学
博
士
後
期
課
程
）

484

一
九
四


