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吾
々
の
時
代
の
多
過
ぎ
る
程
多
數
の
作
家
の
中
で
、
古
典
と
し
て
尊
重
せ
ら
る
べ
き
作
品
を
後
世
に
殘

す
人
が
幾
人
あ
る
か
を
想
ふ
度
に
、
自
分
は
自
分
自
身
を
も
含
ま
せ
て
な
さ
け
無
い
心
持
に
な
る
の
を
禁

じ
る
事
が
出
來
無
い
。

　
十
數
年
前
、
文
藝
上
の
新
し
い
主
義
が
海
外
か
ら
移
入
さ
れ
た
頃
、
そ
の
主
義
宣
傳
の
運
動
に
携
は
つ

た
者
は
、
政
黨
政
派
の
爭
の
や
う
に
黨
同
伐
異
を
事
と
し
た
が
、
年
月
が
た
つ
て
彌
次
馬
に
特
有
の
興
奮

状
態
か
ら
覺
醒
し
た
時
、
初
め
て
彼
等
は
自
分
達
の
値
う
ち
を
意
識
し
、
或
は
意
識
さ
せ
ら
れ
た
。
或
者

は
生
れ
故
郷
の
土
臭
い
田
舍
に
歸
り
、
或
者
は
偉
大
な
る
都
市
の
包
容
力
を
幸
に
し
て
何
處
か
に
影
を
潛

め
て
し
ま
つ
た
。
近
く
更
に
新
し
い
主
義
を
提
唱
し
た
一
派
は
、
投
書
家
相
手
の
雜
誌
に
擔
が
れ
て
、
精

神
に
異
状
を
呈
し
た
者
の
屡
々
經
驗
す
る
喜
悦
の
極
、
足
は
地
上
を
離
れ
て
天
へ
も
昇
る
や
う
な
有
頂
天

の
心
状
に
陷
り
、
自
分
達
丈
は
疑
も
無
く
生
れ
な
が
ら
惠
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
止
る
處
を
知
ら
ぬ
力
の
進

展
を
自
己
の
内
に
認
め
る
も
の
だ
と
世
の
中
を
憚
ら
ず
公
言
し
た
が
、
遠
き
將
來
は
い
ざ
し
ら
ず
、
少
く

と
も
今
日
に
於
て
は
嘲
笑
の
中
に
葬
む
ら
れ
ん
と
す
る
状
態
で
あ
る
。

　
さ
う
い
ふ
中
に
あ
つ
て
、
そ
の
主
義
傾
向
の
如
何
を
問
は
ず
、
ほ
ん
と
に
僅
少
の
作
家
ば
か
り
が
永
久

性
を
持
つ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
些
か
の
疑
も
無
く
第
一
に
指
を
屈
す
べ
き
は
泉
鏡
花
先
生
で
あ
る
。
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救
ふ
可べか
ら
ざ
る
沒
分
曉
漢

わ
か
ら
ず
や

は
別
と
し
て
、
多
少
な
り
と
も
文
藝
の
作
品
に
親
し
み
を
持
つ
人
は
、
そ
の

主
義
や
趣
味
の
相
違
か
ら
慊
あ
き
たら
ず
思
ふ
點
は
あ
る
に
違
ひ
無
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
泉
先
生
の
作
品
が
古

典
と
し
て
殘
る
こ
と
を
疑
ふ
者
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
か
う
云
ふ
自
分
自
身
さ
へ
先
生
の
作
品
に
慊
ら
ぬ

節
が
無
い
と
は
云
へ
な
い
。 

例  

之 

た
と
へ
ば

世
間
の
誰
も
彼
も
口
を
揃
へ
て
讚
美
し
、
全
體
と
し
て
の
作
品
に
は

感
心
し
な
い
人
さ
へ
こ
れ
ば
か
り
は
激
稱
す
る
絢
爛
を
極
め
た
先
生
の
文
章
の
如
き
、
自
分
は
稀
な
る
名

文
だ
と
思
ふ
と
同
時
に
、
時
に
ふ
と
天
下
の
惡
文
で
は
無
い
だ
ら
う
か
と
疑
ふ
事
が
あ
る
。
先
生
の
作
品

の
愛
讀
者
の
多
く
が
隨
喜
す
る
所
謂
江
戸
趣
味
も
自
分
は
眉
を
ひ
そ
め
度
い
。

　
そ
れ
な
ら
ば
泉
先
生
の
藝
術
の
偉
大
さ
は
何
處
に
あ
る
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ
は
も
つ
と
本
質
的
な
も
の

で
、
即
ち
作
者
の
經
驗
す
る
感
情
　
　
泉
先
生
の
場
合
に
は
主
と
し
て
憧
憬
と
反
抗
に
根
ざ
す
　
　
を
讀

者
に
移
入
し
、
作
者
の
形
造
る
感
情
世
界
に
全
然
引
入
れ
て
し
ま
ふ
驚
く
可
き
魅
力
に
あ
る
。
勿
論
先
生

の
作
品
に
特
有
の
構
造
、
形
式
、
色
彩
、
音
色
の
調
整
が
此
の
使
命
を
果
す
爲
め
に
與
か
つ
て
力
あ
る
事

は
疑
ひ
も
無
い
が
、
先
生
の
作
品
が
他
に
類
例
を
見
な
い
程
讀
者
の
心
に
影
響
す
る
力
を
持
つ
て
ゐ
る
の

は
、
主
と
し
て
先
生
の
持
つ
て
居
ら
れ
る
至
純
の
感
情
の
爲
め
で
あ
る
。

　
先
生
の
作
品
が
永
久
性
を
帶
び
て
ゐ
る
の
は
、
單
に
一
時
代
の
思
潮
流
行
と
隔
絶
し
て
居
る
か
ら
だ
と

消
極
的
に
論
じ
る
の
は
誤
り
で
、
そ
れ
は
そ
の
作
品
の
内
に
含
ま
れ
て
居
る
至
純
の
感
情
が
、
永
遠
に
人
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の
心
の
底
に
潛
ん
で
居
る
事
實
に
歸
す
可
き
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
先
生
の
作
品
の
稀
有
な
る
魅
力
は
、

内
面
的
に
も
外
面
的
に
も
、
讀
者
に
與
へ
る
感
化
力
は
偉
大
で
あ
る
。
自
分
は
倦
怠
と
憂
鬱
に
世
の
中
も

人
間
も
厭
は
し
く
ば
か
り
思
は
れ
た
頃
、
先
生
の
作
品
に
よ
つ
て
眠
つ
て
ゐ
る
感
情
を
喚
醒
よ
び
さ
ま
さ
れ
、
生

甲
斐
の
あ
る
世
界
を
見
出
し
た
一
人
で
あ
る
。
同
時
に
自
分
は
、
作
品
に
現
れ
て
ゐ
る
先
生
の
惡
い
趣
味

　
　
例
之
月
並
な
惡
ふ
ざ
け
、
安
價
な
芝
居
が
か
り
、
感
服
出
來
兼
る
江
戸
が
り
　
　
な
ど
の
感
化
を
受

け
る
人
間
が
さ
ぞ
多
い
事
だ
ら
う
と
心
配
に
な
る
。
殷
鑑
遠
か
ら
ず
所
謂
鏡
花
會
の
人
々
の
中
な
ど
に
は

鼻
持
ち
も
な
ら
ぬ
氣き
障ざ
な 
代  

物 
し
ろ
も
の

が
多
い
さ
う
で
あ
る
。

　
泉
先
生
の
作
品
の
愛
讀
者
に
は
先
生
の
作
品
の
全
部
を
集
め
て
所
藏
し
な
け
れ
ば
承
知
し
な
い
人
の
多

い
の
も
、
先
生
の
作
品
の
魅
力
の
異
常
な
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
或
人
々
に
と
つ
て
は
、
そ
の
作
品

に
對
す
る
欽
慕
は
屡
々
戀
に
等
し
い
。
自
分
の
如
き
も
其
の
一
人
で
あ
る
。

「
外
科
室
」
「
夜
行
巡
査
」
の
昔
か
ら
最
近
に
到
る
迄
の
夥
し
い
小
説
戲
曲
小
品
隨
筆
を
、
單
行
本
雜
誌

新
聞
等
に
初
め
て
現
れ
た
形
式
で
ひ
と
つ
も
殘
ら
ず
取
揃
へ
る
事
は
殆
ど
不
可
能
に
思
は
れ
る
。
明
治
三

十
四
五
年
頃
か
ら
心
掛
け
て
、
今
日
に
到
つ
て
到
底
駄
目
だ
と
思
つ
た
。

　
自
分
が
泉
先
生
の
作
品
を
愛
讀
し
始
め
た
の
は
そ
れ
よ
り
も
ず
つ
と
前
で
あ
る
が
、
丁
度
中
學
の
二
年

時
分
か
ら
學
校
へ
通
ふ
往
復
に
、
三
田
通
の
書
店
福
島
屋
の
店
頭
に
一
日
も
缺
か
さ
ず
新
刊
の
出
る
の
を
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待
暮
し
て
通
つ
た
。
け
れ
ど
も
自
分
が
ま
だ
お
伽
噺
を
讀
ん
で
居
た
時
代
に
出
た
單
行
本
又
は
雜
誌
に
掲

載
さ
れ
た
も
の
を
手
に
入
れ
る
の
は
、
非
常
な
る
根
氣
と
時
間
と
を
要
す
る
爲
事
で
あ
つ
た
。

「
新
小
説
」
「
文
藝
倶
樂
部
」
「
新
著
月
刊
」
「
小
天
地
」
と
い
ふ
や
う
な
一
流
の
文
藝
雜
誌
に
掲
載
さ

れ
た
も
の
は
大
凡
手
に
入はい
つ
た
つ
も
り
で
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
露
戰
爭
時
分
の
事
だ
と
思
ふ
。
博
文
館

か
ら
發
行
さ
れ
る
「
葉
書
文
學
」
と
い
ふ
雜
誌
に
、
岡
田
八
千
代
夫
人
の
談
話
筆
記
だ
つ
た
と
記
憶
す
る

が
、
そ
の
愛
讀
書
に
つ
い
て
述
べ
て
あ
る
中
に
、
泉
先
生
の
作
品
殊
に
「
笈 

摺 

草 

紙 

お
ひ
ず
る
ざ
う
し

」
が
激
稱
し
て
あ

つ
た
。
そ
れ
を
見
て
自
分
は
初
め
て
先
生
に
「
笈
摺
草
紙
」
と
い
ふ
作
品
の
あ
る
事
を
知
り
、
今
日
迄
の

や
う
な
不
秩
序
な
古
本
探
し
で
は
、
ま
だ
ま
だ
見
落
し
が
澤
山
あ
る
に
違
ひ
無
い
と
思
つ
た
。

　
其
處
で
自
分
は
上
野
の
圖
書
館
に
通
つ
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
藝
雜
誌
を
借
覽
し
て
「
泉
鏡
花
先
生
著
作
目

録
」
と
い
ふ
も
の
を
作
つ
た
。
そ
れ
を
懷
に
し
て
手
近
の
三
田
通
り
か
ら
始
め
て
、
本
郷
神
田
の
古
本
屋

を
閑
さ
へ
あ
れ
ば
漁
り
歩
い
た
。
夜
は
縁
日
の
夜
店
の
か
ん
て
ら
の
油
煙
に
む
せ
な
が
ら
、
蓙
む
し
ろの
上
の
古

雜
誌
を
端
か
ら
端
迄
順
々
に
探
し
求
め
た
。

　
冬
の
寒
い
夜
の
事
で
あ
つ
た
。
神
田
の
夜
店
を
漁
り
に
行
つ
て
、
有
斐
閣
の
前
あ
た
り
だ
つ
た
と
覺
え

て
ゐ
る
が
、
蓙
の
上
に
積
重
ね
て
あ
る
雜
誌
の
間
に
、
手
垢
で
汚
れ
た
「
笈
摺
草
紙
」
の
出
て
居
る
「
文

藝
倶
樂
部
」
を
見
出
し
た
。
喜
び
に
震
へ
る
手
に
取
上
げ
て
、
値
段
を
き
く
と
拾
貮
錢
だ
と
い
ふ
。
當
時

6貝殼追放



「
文
藝
倶
樂
部
」
の
古
本
に
對
し
て
そ
れ
は
法
外
の
値
段
だ
つ
た
。
け
れ
ど
も
自
分
が
久
し
く
探
し
求
め

て
居
た
「
笈
摺
草
紙
」
に
對
し
て
は
ち
つ
と
も
高
い
と
も
思
は
な
か
つ
た
。

　
そ
の
上
自
分
は
金
錢
に
つ
い
て
細
か
く
云
々
す
る
事
を
卑
し
む
や
う
な
教
育
を
我
家
で
受
け
て
居
た
の

で
、
ど
ん
な
物
で
も
値
切
る
の
を
恥
ぢ
る
習
癖
を
持
つ
て
居
た
。
直
ぐ
に
言
ひ
値
で
買
は
う
と
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
丁
度
自
分
と
同
じ
や
う
に
其
處
に
し
や
が
ん
で
、
先
刻
か
ら
古
雜
誌
を
引
繰
返
し
て
居
た
一

人
の
男
が
あ
つ
た
。
商
家
の
若
僧
ら
し
か
つ
た
が
、
古
本
屋
の
お
や
ぢ
が
自
分
に
む
か
つ
て
十
二
錢
だ
と

答
へ
た
時
、

「
十
二
錢
？
　
馬
鹿
に
し
て
や
が
ら
、
こ
ん
な
古
雜
誌
。
」

　
と
横
合
か
ら
如
何
に
も
人
を
馬
鹿
に
す
る
な
と
い
ふ
語
氣
で
云
つ
て
、
目
深
く
か
ぶ
つ
た
鳥
打
帽
子
の

下
に
暗
い
顏
を
ふ
り
向
け
て
同
意
を
求
め
る
目
付
を
し
た
。
自
分
は
思
は
ず
知
ら
ず
財
布
に
か
け
た
手
を

放
し
た
。

　
勿
論
そ
の
若
僧
は
彼
自
身
も
買
手
で
あ
る
と
い
ふ
共
同
の
利
益
の
爲
に
自
お
の
づ
から
義
憤
を
發
し
た
の
で
あ
ら

う
。
け
れ
ど
も
自
分
に
取
つ
て
は
彼
の
一
言
は
手
痛
く
胸
に
響
い
た
。
「
笈
摺
草
紙
」
の
十
二
錢
は
自
分

の
主
觀
的
價
格
か
ら
み
れ
ば
お
い
夫それ
と
支
拂
つ
て
差
支
へ
な
い
け
れ
ど
も
、
客
觀
的
價
格
か
ら
み
れ
ば
成

程
人
を
馬
鹿
に
し
た
者
に
違
ひ
な
い
。
見み
榮え
坊
の
東
京
の
人
間
の
弱
味
が
自
分
を
し
て
前
後
の
分
別
も
無
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く
な
さ
し
て
し
ま
つ
た
。
人
前
で
他
人
に
馬
鹿
に
さ
れ
る
事
は
何
よ
り
も
我
慢
が
出
來
な
い
。
ど
う
し
て

も
値
切
ら
な
け
れ
ば
恥
辱
だ
と
思
つ
た
の
で
あ
る
。

　
自
分
は
そ
れ
を
八
錢
に
値
切
つ
た
の
か
六
錢
に
値
切
つ
た
の
か
四
錢
に
値
切
つ
た
の
か
忘
れ
て
し
ま
つ

た
が
、
兎
に
角
値
切
つ
た
の
で
あ
る
。
い
か
に
も
古
本
は
買
馴
れ
て
ゐ
る
や
う
な
顏
付
を
し
た
の
だ
つ
た

ら
う
と
思
ふ
。

　
茶
色
の
釜
形
の
帽
子
の
中
に
目
も
鼻
も
か
く
れ
て
ゐ
て
、
色
の
褪
め
た
毛
糸
の
襟
卷
に
顎
を
埋
め
な
が

ら
身
動
き
も
し
な
い
で
煙
草
を
飮
ん
で
ゐ
た
古
本
屋
の
お
や
ぢ
は
、
烟
管
を
は
た
く
の
も
不
性
つ
た
ら
し

い
奴
で
あ
つ
た
が
、

「
ま
か
り
ま
せ
ん
。
」

　
と
不
機
嫌
な
取
付
場
の
無
い
返
事
を
し
て
、
又
烟
管
を
く
は
へ
た
。

　
未
練
ら
し
く
押
問
答
を
し
た
後
で
、
お
や
ぢ
の
傲
岸
な
態
度
は
一
層
自
分
の
立
場
を
や
り
き
れ
な
く
し

て
し
ま
つ
た
。
今
更
そ
れ
を
買
ふ
事
は
出
來
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
が
、
此
の
一
册
を
手
に
入
れ
な
け
れ

ば
永
久
に
「
笈
摺
草
紙
」
は
手
に
入
ら
な
い
や
う
に
思
は
れ
た
。
そ
れ
で
も
自
分
の
見
榮
を
張
り
度
い
け

ち
な
根
性
は
、
自
分
を
し
て
さ
も
そ
ん
な
も
の
は
入い
る
も
の
か
と
い
ふ
や
う
な
態
度
を
執
ら
せ
て
し
ま
つ

た
。
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立
上
つ
て
勢
ひ
よ
く
歩
き
出
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
思
ひ
切
れ
な
か
つ
た
。
ふ
り
か
へ
つ
て
見
る
と
、

お
や
ぢ
は
何
處
を
風
が
吹
く
と
い
つ
た
風
を
し
て
煙
を
吹
い
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。

　
癪
に
障
つ
て
堪
ら
な
い
の
で
、
往
來
の
石
つ
こ
ろ
を
蹴
飛
ば
し
た
勢
ひ
で
、
一
町
ば
か
り
次
の
町
筋
の

角
迄
來
た
が
、
右
に
行
か
う
か
左
に
行
か
う
か
と
考
へ
た
時
、
ど
う
し
て
も
も
う
一
度
後
に
引
返
し
て
恥

を
忍
ん
で
も
「
笈
摺
草
紙
」
を
買
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
心
持
が
強
く
起
つ
た
。 

暫  

時 

し
ば
ら
く

躊
躇
し

た
後
で
、
自
分
は
思
ひ
切
つ
て
後
に
引
返
し
た
。

　
古
本
屋
の
お
や
ぢ
は
依
然
と
し
て
身
動
き
も
し
な
い
で
煙
草
を
ふ
か
し
て
居
た
が
、
た
つ
た
五
分
か
十

分
と
は
た
た
な
い
間
に
「
笈
摺
草
紙
」
は
も
う
賣
れ
て
し
ま
つ
た
。

　
自
分
は
涙
の
出
る
程
な
さ
け
な
い
心
持
で
、
古
本
屋
の
お
や
ぢ
と
先
刻
の
若
僧
を
憎
ん
だ
。
な
ん
だ
か

し
ら
な
い
が
、
彼あ
の
若
僧
が
故
意
に
け
ち
を
つ
け
て
、
自
分
の
買
は
う
と
す
る
心
持
を
碎
き
、
そ
の
後
で

ま
ん
ま
と
せ
し
め
て
し
ま
つ
た
や
う
に
思
は
れ
て
爲
方
が
無
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
恐
ら
く
は
自
分

の
ひ
が
み
で
あ
ら
う
。
あ
ん
な
奴
が
そ
れ
程
に
「
笈
摺
草
紙
」
に
焦
れ
て
ゐ
る
と
は
想
像
出
來
な
い
か
ら
。

　
未
練
ら
し
く
蓙
の
上
の
古
雜
誌
を
、
も
し
や
と
思
つ
て
幾
度
も
探
し
て
ゐ
る
自
分
を
、
古
本
屋
の
お
や

ぢ
は
さ
げ
す
む
や
う
に
見
た
。

　
自
分
は
其
後
泉
先
生
及
び
永
井
荷
風
先
生
の
作
品
の
出
て
ゐ
る
古
雜
誌
は
一
切
云
ひ
値
で
買
ふ
事
に
し
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た
が
、
他
日
、
「
笈
摺
草
紙
」
を
手
に
入
れ
て
か
ら
十
年
以
上
も
た
つ
て
ゐ
る
今
日
に
到
つ
て
、
未
だ
彼

の
神
田
の
夜
店
の
古
本
屋
の
お
や
ぢ
の
姿
を
、
憎
惡
の
念
を
抱
か
ず
に
思
ひ
出
す
事
は
出
來
な
い
の
で
あ

る
。

　
或
時
或
席
で
右
の
「
笈
摺
草
紙
」
を
買
ひ
そ
こ
な
つ
た
話
を
し
た
。
す
る
と
其
處
に
ゐ
た
友
人
梶
原
可

吉
君
は
、
そ
の
話
に
誘
は
れ
て
、
彼
の
購
書
苦
心
談
を
彼
一
流
の
高
調
子
で
始
め
た
。
そ
の
中
で
泉
先
生

の
「
日
本
橋
」
に
つ
い
て
の
一
節
を
、
自
分
は
此
處
に
傳
へ
よ
う
と
思
ふ
。

　
梶
原
君
は
常
に
若
々
し
い
心
を
失
は
な
い
熱
情
家
で
、
且
社
會
改
良
に
熱
心
な
理
想
家
で
あ
る
。
當
然

の
歸
結
と
し
て
そ
の
愛
好
す
る
藝
術
は
或
種
の
傾
向
の
著
し
い
も
の
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
泉
鏡
花
先
生
の

作
品
に
現
れ
て
ゐ
る
道
徳
　
　
あ
り
ふ
れ
た
世
間
の
血
の
氣
の
無
い
道
徳
で
は
な
く
、
先
生
の
熱
情
に
育

く
ま
れ
た
道
徳
　
　
は
彼
が
隨
喜
し
、
先
生
の
主
張
さ
れ
る
義
理
人
情
の
世
界
、
戀
愛
至
上
主
義
は
即
ち

彼
が
涙
を
流
し
て
渇
仰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
大
正
三
年
の
秋
彼
は
滿
洲
大
連
で
、
面
白
く
も
無
い
殖
民
地
の
人
間
に
圍
ま
れ
て
、
面
白
く
も
無
い
月

給
取
の
生
活
を
送
つ
て
ゐ
た
。
一
日
の
勞
務
が
終
る
と
、
寄
食
し
て
ゐ
る
叔
父
の
家
に
歸
り
、
入
浴
し
て

晩
餐
の
卓
に
む
か
ふ
の
で
あ
る
が
、
恰
も
殖
民
地
に
特
有
な
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る 

苛  

々 

い
ら
〳
〵

し
た
心
状

を
免
れ
る
事
は
出
來
な
か
つ
た
。
彼
は
夕
暮
を
待
つ
蝙
蝠
の
や
う
に
、
日
が
沈
む
と
家
を
出
て
散
歩
す
る
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の
が
癖
に
な
つ
た
。

　
夕
暮
の
早
い
大
連
の
町
に
は
初
秋
の
霧
の
か
か
る
頃
で
あ
つ
た
。
大
通
の
ア
カ
シ
ヤ
の
並
樹
の
下
を
、

彼
は
街
燈
の
灯
に
照
ら
さ
れ
な
が
ら
町
の
方
へ
歩
く
の
が
お
き
ま
り
だ
つ
た
。

　
目
的
の
無
い
散
歩
で
は
あ
つ
た
が
、
毎
日
々
々
同
じ
道
を
歩
く
う
ち
に
彼
が
必
ず
立
寄
る
處
が
出
來
た
。

そ
れ
は
或
る
町
角
の
本
屋
で
あ
る
。

　
元
來
好
き
嫌
ひ
の
色
彩
の
鮮
明
な
梶
原
君
は
、
い
つ
た
ん
惚
れ
た
と
な
る
と
、
そ
の
惚
れ
た
相
手
方
を

最
上
級
に
祭
り
上
げ
な
け
れ
ば
承
知
し
な
い
人
間
で
あ
る
。
さ
う
し
て
彼
に
は
學
校
時
代
か
ら
お
馴
染
の

三
田
通
り
の
福
島
屋
と
い
ふ
惚
れ
込
ん
だ
本
屋
が
あ
つ
て
、
東
京
に
居
る
時
は
勿
論
、
神
戸
に
ゐ
て
も
大

連
に
ゐ
て
も
、
遙
々
注
文
し
て
其
の
店
か
ら
送
つ
て
貰
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
た
か
ら
、
大
連
の
町
角
の
本
屋

で
は
別
段
買
物
を
す
る
の
で
は
な
か
つ
た
。
た
だ
女
の
人
が
呉
服
屋
の
窓
の
前
に
立
て
ば
目
の
色
が
變
る

や
う
に
、
彼
は
本
屋
の
前
に
立
つ
て
胸
の
躍
る
の
を
覺
え
る
種
類
の
人
間
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
或
晩
彼
は
其
の
町
角
の
本
屋
の
店
に
入
つ
て
新
刊
の
本
を
一
巡
見
て
居
た
時
、
泉
鏡
花
先
生
の
新
作

「
日
本
橋
」
を
他
の
が
ら
く
た
本
の
間
に
見
出
し
た
。
彼
は
迂
濶
に
も
「
日
本
橋
」
の
出
版
の
豫
告
を
知

ら
な
か
つ
た
の
で
、
菊
判
帙
入
の
美
本
を
手
に
取
上
げ
る
迄
は
、
そ
れ
が
眞
實
ほ
ん
と
に
泉
先
生
の
新
作
で
あ
る

か
ど
う
か
を
疑
つ
た
。
其
晩
直
ぐ
に
福
島
屋
に
注
文
状
を
出
し
た
の
は
勿
論
で
あ
る
。
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今
日
は
來
る
か
明
日
は
屆
く
か
と
、
毎
日
「
日
本
橋
」
を
待
暮
し
た
が
、
一
週
間
た
つ
て
も
十
日
た
つ

て
も
屆
か
な
い
。
由
來
福
島
屋
は
上
品
な
お
か
み
さ
ん
と 

大  

樣 

お
ほ
や
う

な
若
旦
那
の
經
營
す
る
氣
持
の
い
い
店

で
は
あ
る
が
、
勘
定
を
取
り
に
來
な
い
の
と
、
記
帳
落

つ
け
お
ち

の
多
い
の
と
、
注
文
の
品
を
な
か
な
か
持
つ
て
來

な
い
の
で
聞
え
て
ゐ
る
。
「
日
本
橋
」
の
發
送
も
勿
論
惡
氣
は
無
い
が 

等  

閑 

な
ほ
ざ
り

に
さ
れ
て
ゐ
た
の
に
違
ひ

無
い
。

　
そ
の
間
に
梶
原
君
の
町
角
の
本
屋
に
通
ふ
事
は
一
日
も
止
ま
な
か
つ
た
。
一
刻
も
早
く
讀
み
度
い
と
思

ふ
心
が
ど
う
し
て
も
彼
を
落
着
か
せ
な
か
つ
た
。
毎
日
毎
日
店
頭
に
立
ち
な
が
ら
、
曾
て
買
物
を
し
な
い

自
分
に
向
け
ら
れ
る
小
僧
の
視
線
を
不
愉
快
に
思
ひ
な
が
ら
、
幾
度
手
に
取
上
げ
て
「
日
本
橋
」
を
開
い

て
見
た
か
わ
か
ら
な
い
。

　
或
夕
方
、
又
行
く
の
は
羞
し
い
な
と
心
の
中
で
は
思
ひ
な
が
ら
本
屋
を
訪
れ
た
が
、
そ
の
日
迄
は
二
册

並
ん
で
ゐ
た
「
日
本
橋
」
が
い
つ
も
の
場
所
に
一
册
し
か
見
え
な
か
つ
た
。
失し
敗ま
つ
た
。
誰
か
に
買
は
れ

た
な
と
、
自
分
の
祕
藏
の
物
を
奪
は
れ
た
や
う
な
嫉
妬
を
感
じ
た
。
け
れ
ど
も
ま
だ
一
册
殘
つ
て
ゐ
る
の

を
少
し
ば
か
り
の
慰
め
に
し
て
、
彼
は
又
そ
れ
を
手
に
取
つ
て
見
た
が
、
心
な
し
か
小
村
雪
岱
氏
の
纖
細

な
筆
で
描
か
れ
た
綺
麗
な
表
紙
も
何い
時つ
の
間
に
か
手
擦
れ
垢
じ
み
て
來
た
や
う
に
思
は
れ
た
。

「
自
分
の
手
垢
で
汚
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
時
は
な
ん
だ
か
他ひ
人と
も
自
分
の
や
う
に
『
日
本
橋
』
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に
思
ひ
を
か
け
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
て
爲
方
が
な
か
つ
た
。
」

　
と
此
話
を
し
た
時
に
、
梶
原
君
は
附
加
へ
て
説
明
し
た
。

　
彼
は
毎
日
徒
ら
に
手
に
取
上
げ
て
は
又
も
と
の
書
棚
に
か
へ
す
「
日
本
橋
」
に
不
思
議
な
愛
着
を
感
じ

て
來
た
。
あ
て
に
な
ら
な
い
福
島
屋
の
送
本
を
待
つ
て
る
間
に
、
殘
つ
た
一
册
も
賣
れ
て
し
ま
つ
た
ら
ど

ん
な
に
寂
し
い
だ
ら
う
と
考
へ
た
。
大
連
み
た
や
う
な
下
等
極
ま
る
と
こ
ろ
に
も
我
が
泉
先
生
の
作
品
を

讀
む
奴
が
ゐ
る
の
だ
か
ら
油
斷
は
出
來
な
い
。
ど
う
し
て
も
こ
れ
は
自
分
が
買
つ
て
し
ま
は
う
と
思
つ
た
。

本
は
必
ず
福
島
屋
と
き
め
て
は
ゐ
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
事
は
云
つ
て
ゐ
ら
れ
な
い
位
殘
り
の
一
册
は
彼
の

心
を
離
れ
な
く
な
つ
て
ゐ
た
。

　
さ
う
だ
買
は
う
と
決
心
し
た
時
、
梶
原
君
は
懷
中
殆
ん
ど
無
一
文
だ
つ
た
な
さ
け
な
い
事
實
を
思
ひ
出

し
た
。

「
ど
う
し
て
あ
れ
程
貧
乏
だ
つ
た
の
か
、
兎
に
角
五
十
錢
も
な
か
つ
た
。
」

　
と
羞
し
が
り
の
梶
原
君
は
、
今
で
も
顏
を
赤
く
し
て
云
ふ
の
で
あ
る
。

　
幾
度
見
直
し
て
も
定
價
金
一
圓
二
十
錢
と
い
ふ
奧
附
は
變
ら
な
か
つ
た
。
此
時
程
無
駄
づ
か
ひ
を
悔
い

た
事
は
な
か
つ
た
。
勿
論
乏
し
い
月
給
で
は
あ
る
が
、
貰
つ
た
其
日
に
殆
ど
す
べ
て
飛
ん
で
し
ま
つ
た
事

を
思
ふ
と
殘
念
で
堪
ら
な
か
つ
た
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
と
自
分
の
平
生
の
生
活
か
ら
、
大
連
な
ん
か
に
來
て

13



ゐ
る
身
の
上
迄
考
へ
な
が
ら
、
ア
カ
シ
ヤ
の
並
木
の
下
を
彼
は
悄
然
と
し
て
叔
父
の
家
に
歸
つ
た
。

　
福
島
屋
に
宛
て
は
早
速
催
促
状
を
出
し
た
が
、
町
角
の
本
屋
へ
通
ふ
事
は
矢
張
り
止
め
ら
れ
な
か
つ
た
。

晝
の
間
會
社
の
事
務
室
の
机
に
む
か
つ
て
も
、
誰
か
が
「
日
本
橋
」
の
殘
り
の
一
册
を
自
分
か
ら
奪
つ
て

行
く
不
安
が
胸
中
を
往
來
し
た
。
ど
う
せ
遲
く
と
も
福
島
屋
か
ら
送
つ
て
來
る
に
は
違
ひ
な
い
と
考
へ
て

も
、
い
つ
た
ん
執
心
を
掛
け
た
町
角
の
本
屋
の
「
日
本
橋
」
を
、
自
分
の
讀
ま
な
い
う
ち
に
先
き
に
誰
か

に
讀
ま
れ
て
し
ま
ふ
事
が
面
白
く
な
か
つ
た
。

　
福
島
屋
か
ら
の
送
本
は
何
時
來
る
だ
ら
う
。
一
圓
二
十
錢
の
金
が
欲
し
い
、
月
給
日
が
早
く
來
て
く
れ

れ
ば
い
い
と
い
ふ
事
を
繰
返
し
繰
返
し
考
へ
な
が
ら
、
毎
日
彼
は
町
角
の
本
屋
に
通
つ
た
。
そ
の
道
筋
の

川
に
か
か
つ
て
ゐ
る
橋
の
名
の
日
本
橋
と
い
ふ
の
さ
へ
自
分
を
嘲
笑
す
る
爲
め
に
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
の

や
う
に
思
は
れ
た
。

　
本
屋
の
店
頭
に
立
つ
て
、
ま
だ
殘
り
の
一
册
が
無
事
に
書
棚
の
上
の
が
ら
く
た
本
の
間
に
積
ま
れ
て
ゐ

る
の
を
見
て
一
先
づ
安
心
し
て
家
に
引
返
へ
す
の
も
、
二
週
間
過
ぎ
三
週
間
過
ぎ
、
た
う
と
う 

一  

月 

ひ
と
つ
き

近

く
な
つ
た
或
日
、
彼
は
漸
く
福
島
屋
か
ら
送
つ
て
來
た
「
日
本
橋
」
を
受
取
つ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
待

焦
れ
て
ゐ
た
月
給
日
も
到
來
し
た
。

　
幾
枚
か
の
札
の
入
つ
て
ゐ
る
一
封
を
受
取
る
と
、
梶
原
君
は
直
ぐ
に
町
角
の
本
屋
に
驅
け
つ
け
て
、
此
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の
幾
日
の
間
毎
日
毎
日
寂
し
い
懷
を
な
げ
き
な
が
ら
眺
め
て
ゐ
た
「
日
本
橋
」
を
手
に
入
れ
た
。
福
島
屋

か
ら
の
一
册
は
現
に
手
に
持
つ
て
ゐ
る
の
だ
け
れ
ど
、
あ
れ
程
迄
に
自
分
が
思
ひ
を
寄
せ
た
一
册
を
、
何

處
の
誰
だ
か
わ
か
り
も
し
な
い
他
人
の
手
に
委
ね
る
事
は
情
に
於
て
忍
び
な
か
つ
た
の
だ
さ
う
で
あ
る
。

「
そ
の
時
の
嬉
し
さ
つ
た
ら
な
か
つ
た
。
」

　
と
梶
原
君
は
目
も
鼻
も
な
く
な
し
た
嬉
し
さ
う
な
顏
を
し
て
話
を
結
ん
だ
。

「
笈
摺
草
紙
」
を
手
に
入
れ
そ
こ
な
つ
た
自
分
の
失
敗
談
を
冒
頭
ま
く
ら
に
ふ
つ
て
、
梶
原
君
が
「
日
本
橋
」
を

手
に
入
れ
た
一
事
を
購
書
美
談
と
し
て
世
の
人
に
傳
へ
よ
う
と
思
ふ
。
（
大
正
七
年
七
月
七
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
三
田
文
學
」
大
正
七
年
八
月
號
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