
は
じ
め
に

泉
鏡
花
は
、
明
治
四
十
二
年
か
ら
没
年
と
な
る
昭
和
十
四
年
ま
で

番
町
に
暮
ら
し
た
。『
菎
蒻
本
』（
大
正
２
）
は
、
鏡
花
の
い
わ
ゆ
る

〈
番
町
も
の
〉
と
い
わ
れ
る
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

二
七
不
動
尊
の
縁
日
の
夜
、
御
堂
に
燃
え
さ
し
の
蠟
燭
を
も
ら
い

に
き
た
男
が
い
た
。
男
は
蒼
い
顔
を
し
て
頬
が
痩
け
咳
を
し
て
い

た
。
そ
の
様
子
を
見
た
講
の
世
話
方
の
ひ
と
り
、
下
塗
り
の
欣
八
は

火
付
け
を
疑
い
、
刑
事
に
扮
し
て
男
を
問
い
た
だ
す
。
す
る
と
男
は

進
藤
延
一
と
名
乗
り
、
燃
え
さ
し
の
蠟
燭
の
匂
い
を
好
む
女
郎
・
白

露
の
話
を
は
じ
め
た
。
進
藤
の
家
に
案
内
さ
れ
た
欣
八
は
、
進
藤
が

蠟
燭
を
固
め
て
緋
の
長
襦
袢
を
着
せ
た
人
形
を
抱
く
狂
態
を
目
撃
し

て
逃
げ
出
す
。
と
こ
ろ
が
、
三
月
と
経
た
ぬ
う
ち
に
欣
八
は
就
寝
中

の
妻
の
髷
に
蠟
燭
を
突
刺
し
て
火
傷
を
負
わ
せ
発
狂
す
る
。
作
品
は

「
怪
む
べ
し
、
其
の
友
達
が
、
続
い
て
│
│
ま
た
一
人
。
…
…
」
と

閉
じ
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
本
作
の
素
材
に
つ
い
て
、
鏡
花

自
身
が
小
品
『
番
茶
話
』（
大
正
１５
）
中
の
「
蛙
」
章
に
述
べ
て
い

⑴

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
鏡
花
は
、
友
人
・
谷
活
東
（
鏡
花
と
お
な
じ

く
紅
葉
門
下
）
が
遊
ん
だ
際
に
体
験
し
た
「
あ
ら
ゆ
る
キ
ル
ク
の
香

を
嗅
ぐ
」
合
方
の
挿
話
と
、
志
賀
直
哉
か
ら
聞
い
た
「
西
洋
の
小

⑵

説
」
に
あ
る
と
い
う
「
狂
気
の
如
く
鉛
筆
を
削
る
奇
人
」
の
話
か

ら
、『
菎
蒻
本
』
の
宿
場
女
郎
を
着
想
し
た
と
い
う
。

ま
た
本
作
の
読
解
を
め
ぐ
っ
て
は
、
吉
田
遼
人
が
「
発
狂
の
連
鎖

と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
指
摘
し
た
ほ
か
、
怪
異
の
「
日
常
生
活

圏
」
へ
の
越
境
や
、
作
品
発
表
の
大
正
二
年
に
は
東
京
に
火
災
の
発

泉
鏡
花
『
菎
蒻
本
』
小
攷

│
│
蠟
燭
と
嗅
覚
の
リ
ア
リ
テ
ィ
│
│

西

尾

元

伸
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生
が
多
か
っ
た
こ
と
、
進
藤
延
一
が
煩
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
結
核
の

こ
と
な
ど
を
取
り
上
げ
、
作
品
の
同
時
代
性
が
も
た
ら
す
問
題
に
言

及
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
同
時
代
的
要
素
に
よ
っ
て
恐
怖

は
「
読
み
手
」
に
も
迫
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
吉
田
遼
人
氏
の
論

考
は
、
本
作
に
つ
い
て
考
察
す
べ
き
こ
と
の
多
く
を
指
摘
し
て
詳
細

⑶

に
論
じ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
に
導
か
れ
つ
つ
、
本
作
の
語
り
の
な

か
に
前
近
代
的
怪
異
譚
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
起
点
と
し
て
考

察
し
て
み
た
い
。
そ
の
よ
う
な
語
り
の
あ
り
方
と
作
品
の
読
解
と

が
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、

『
菎
蒻
本
』
の
怪
異
譚
に
お
い
て
中
心
と
な
る
の
は
、
刑
事
に
扮

し
た
下
塗
の
欣
八
が
聞
か
さ
れ
る
、
女
郎
・
白
露
に
ま
つ
わ
る
進
藤

延
一
の
話
で
あ
る
。
ふ
た
り
の
会
話
は
、
以
下
の
よ
う
に
は
じ
ま

る
。

「
む
ゝ
、
御
苦
労
様
か
。
…
…
だ
が
な
、
余
計
な
事
を
言
は

い

ん
で
も
可
い
。
名
を
言
は
ん
か
い
。
何
て
ん
だ
、
と
聞
い
て
る

ぢ
や
な
い
か
。」

「
進
藤
延
一
と
申
し
ま
す
。」

「
何
だ
、
進
藤
延
一
、
へ
い
、
変
に
学
問
を
し
た
や
う
な
、

ハ
イ
カ
ラ
な
名
ぢ
や
ね
え
か
。」

あ
ご

と
言
葉
じ
り
も
し
ど
ろ
に
成
つ
て
、
頤
を
引
込
め
た
と
思
ふ

し
よ
げ

と
、
を
か
し
く
悄
気
た
も
道
理
こ
そ
。
刑
事
と
威
し
た
半
纏
着

は
、
其
の
実
町
内
の
若
い
も
の
、
下
塗
の
欣
八
と
云
ふ
。
此
は

あ
に
い

又
学
問
を
し
な
さ
う
な
兄
哥
が
、
二
七
講
の
景
気
づ
け
に
、
縁

日
の
夜
は
縁
起
を
祝
つ
て
、
御
堂
一
室
処
で
、
三
宝
を
据
え

た
の
も

し

て
、
頼
母
子
を
営
む
、
…
…
世
話
方
で
居
残
る
と
…
…
お
燈
明

さ

お
ど
ろ

あ
ら
は

の
消
々
時
、
フ
ト
魔
が
魃
し
た
や
う
な
、
髪
蓬
に
、
骨
豁
な
り

と
あ
る
の
が
、
鰐
口
の
下
に
立
顕
れ
、
も
の
に
も
事
を
欠
い

た
、
断
る
に
も
一
寸
口
実
の
見
当
ら
な
い
、
蠟
燭
の
燃
え
さ
し

を
授
け
て
貰
つ
て
、
消
え
る
が
如
く
門
を
出
た
の
を
、
ト
伸
上

つ
て
見
て
居
た
奴
。（
三
）

発
端
は
、「
学
問
を
し
た
や
う
な
、
ハ
イ
カ
ラ
な
名
」
を
持
つ
進

藤
と
、
頼
母
子
の
世
話
方
と
い
う
「
学
問
を
し
な
さ
う
な
」
い
わ
ゆ

る
職
人
風
の
「
下
塗
の
欣
八
」
と
の
出
会
い
に
あ
っ
た
。
実
は
、
本

作
の
語
り
が
や
や
誇
張
し
て
み
せ
る
こ
の
よ
う
な
差
異
に
こ
そ
、

『
菎
蒻
本
』
と
い
う
作
品
の
特
質
は
顕
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

あ
ら
た
め
て
、
舞
台
と
な
る
「
二
七
の
不
動
尊
」、
お
よ
び
「
番

町
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
風
俗
画
報
」
臨
時
増
刊
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⑷

『
新
撰
東
京
名
所
図
会
』
第
十
九
編
（
明
治
３２
）「
麹
町
区
之
部
」
に

は
、「
二
七
不
動
縁
日
の
図
」
の
口
絵
が
掲
げ
ら
れ
、「
番
町
」
の
項

目
中
「
神
社

仏
舎
類
」
の
箇
所
に
「
光
明
教
会
所
不
動
尊

三
番

町
十
番
地
に
在
り
。
毎
月
二
七
の
日
を
以
て
縁
日
と
す
。
世
俗
之
を

呼
み
て
二
七
不
動
と
い
ふ
」
と
あ
る
。
毎
月
二
七
日
の
縁
日
は
相
応

の
賑
わ
い
を
見
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
作
品
中
で
は
、
語
り
手
は
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

お
お
い
て
ふ

此
の
七
の
日
は
、
番
町
の
大
銀
杏
と
ゝ
も
に
名
高
い
、
二
七

の
不
動
尊
の
縁
日
で
、
月
六
載
。
か
し
ら
の
二
日
は
大
粒
の
雨

が
、
丁
ど
夜
店
の
出
盛
る
頃
に
、
ぱ
ら
�
�
生
暖
い
風
に
吹
き

つ
け
た
ゝ
め
に
│
│
其
の
癖
す
ぐ
に
晴
れ
た
け
れ
ど
も
│
│
丸

潰
れ
と
成
つ
た
。
…
…
以
来
、
打
続
い
た
風
ツ
吹
き
で
、
銀
杏

お
ど
ろ
�
�

の
梢
も
大
童
に
乱
れ
て
蓬
々
し
か
つ
た
、
其
の
今
夜
は
、
霞

に
夕
化
粧
で
薄
あ
か
り
に
す
ら
り
と
立
つ
。

あ
は
ひ

堂
と
は
一
町
ば
か
り
間
を
お
い
た
、
此
の
樹
の
許
か
ら
、
桜

そ

の
ど
か

草
、
菫
、
山
吹
、
植
木
屋
の
路
を
開
き
初
め
て
、
長
閑
に
春
めとも

く
蝶
々
簪
、
娘
た
ち
の
宵
出
の
姿
、
酸
漿
屋
の
店
か
ら
灯
が
点

に
し
き

く
れ
な
ゐ

れ
て
、
絵
草
紙
屋
、
小
間
物
店
の
、
夜
の
錦
に
、
紅
を
織
り
込

む
賑
と
成
つ
た
。
…
…
（
一
）

「
番
町
の
大
銀
杏
」
に
つ
い
て
は
鏡
花
宅
前
に
あ
っ
た
も
の
で
あ

⑸

ろ
う
と
指
摘
さ
れ
る
以
上
の
こ
と
は
未
詳
だ
が
、
本
作
が
当
時
の
番

町
の
風
物
を
取
り
込
ん
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ

し
て
、
縁
日
に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
る
頼
母
子
の
世
話
方
と
い
う
職
人

体
の
欣
八
の
存
在
は
、
対
す
る
進
藤
が
小
石
川
の
東
京
工
廠
に
勤
務

し
て
い
た
こ
と
と
対
照
し
て
み
れ
ば
、
前
近
代
的
な
も
の
と
映
る
は

ず
で
あ
る
。

番
町
は
そ
も
そ
も
前
近
代
的
な
怪
異
譚
に
ま
つ
わ
る
土
地
で
あ

る
。
二
七
不
動
へ
あ
ら
わ
れ
た
進
藤
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
、
語
り

手
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
差
し
挟
む
。

む
す

ひ
た
�
�
と
木
の
葉
か
ら
滴
る
音
し
て
、
汲
か
へ
し
、
掬
び

か
へ
た
、
柄
杓
の
柄
を
漏
る
雫
が
聞
こ
え
る
。
其
の
暗
く
成
つ

う
し
ろ

た
手
水
鉢
の
背
後
に
、
古
井
戸
が
一
つ
あ
る
。
…
…
番
町
で
古

を
ん
な

井
戸
と
言
ふ
と
、
び
し
よ
濡
れ
て
血
だ
ら
け
の
婦
が
皿
を
持
つ

て
出
さ
う
だ
け
れ
ど
も
、
別
に
仔
細
は
な
い
。
…
…
参
詣
の
散

つ
た
夜
更
に
は
、
人
目
を
避
け
て
、
素
膚
に
水
垢
離
を
取
る
の

と

が
時
々
あ
る
か
ら
、
唯
思
ふ
と
或
は
其
か
も
知
れ
ぬ
。（
一
）

こ
れ
が
「
番
町
皿
屋
敷
」
の
伝
承
を
指
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な

⑹

か
ろ
う
。
先
述
の
『
新
撰
東
京
名
所
図
会
』
第
十
九
編
で
お
な
じ
く

「
番
町
」
の
項
「
地
理
」
の
中
に
名
前
の
見
え
る
「
帯
坂
」
は
、
作

中
、
次
の
引
用
箇
所
に
も
登
場
す
る
が
、「
皿
屋
敷
」
の
お
菊
が
髪
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⑺

を
振
り
乱
し
帯
を
引
き
ず
っ
て
通
っ
た
坂
だ
と
い
う
。

ま
た
、
蠟
燭
の
燃
え
さ
し
を
持
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
進
藤
を
、
欣

八
が
呼
び
止
め
た
場
面
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

ど
め

往
来
留
の
提
灯
は
最
う
消
し
た
が
、
一
筋
、
両
側
の
家
の
戸

さ

ま
ん
な
か

を
鎖
し
た
、
寂
し
い
町
の
真
中
に
、
六
道
の
辻
の
道
し
る
べ

か
な
ぼ
う

し
る
し

に
、
鬼
が
植
え
た
鉄
棒
の
如
く
標
の
残
つ
た
、
縁
日
果
て
た
番

ど
ほ
り

ほ
ゝ

町
通
。
な
だ
れ
に
帯
板
へ
下
り
よ
う
と
す
る
角
の
処
で
、
頬

か
ぶ
り
被
し
た
半
纏
着
が
一
人
、
右
側
の
、
廂
が
下
つ
た
小
家
の
軒
下

暗
い
中
か
ら
、
ひ
た
�
�
と
草
履
で
出
た
。

く
ひ

声
も
立
て
ず
、
往
来
留
の
其
の
杙
に
並
ん
で
、
ひ
し
と
足
を

留
め
た
の
は
、
あ
の
、
古
井
戸
の
陰
か
ら
、
よ
ろ
り
と
出
て
、

和
尚
に
蠟
燭
の
燃
え
さ
し
を
ね
だ
つ
た
、
何
故
、
其
の
手
水
鉢

ふ
な
ゆ
う
れ
い

の
柄
杓
を
盗
ま
な
か
つ
た
ら
う
と
思
ふ
、
船
幽
霊
の
や
う
な
、

蒼
し
よ
び
れ
た
男
で
あ
る
。（
三
）

進
藤
は
、
怪
異
「
船
幽
霊
」
の
よ
う
な
「
蒼
し
よ
び
れ
た
男
」
と

言
わ
れ
て
い
る
。
鳥
山
石
燕
『
今
昔
画
図
続
百
鬼
』（
安
永
８
）
に⑻

は
、「
皿
か
ぞ
へ
」
と
「
舟
幽
霊
」
と
が
並
ん
で
描
か
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
鏡
花
は
『
海
異
記
』（
明
治
３９
）
に
も
「
房
州
も
西
向
の
、

ま
へ
ば
ら

館
山
北
条
と
は
事
か
は
り
、
其
の
裏
側
な
る
前
原
、
鴨
川
、
古
川
、

ご
つ
と

な
か
ん
づ
く

ち
く
ら

え

み

わ

だ

白
子
、
忽
戸
な
ど
、
就
中
、
船
幽
霊
の
千
倉
が
沖
、
江
見
和
田
な
ど

の
海
岸
は
、
風
に
向
い
た
る
白
帆
の
外
に
は
一
重
の
遮
る
も
の
も
な

い
、
太
平
洋
の
吹
通
し
、
人
も
知
つ
た
る
荒
磯
海
」（『
海
異
記
』

⑼

一
）
と
記
し
て
お
り
、「
船
幽
霊
」
を
千
葉
県
の
伝
承
と
認
識
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
「
西
国
ま
た
は
北
国
」
の
も
の
と
す

る
石
燕
『
今
昔
画
図
続
百
鬼
』
の
詞
書
と
は
合
わ
な
い
。
こ
こ
で
は

本
作
の
語
り
が
好
ん
で
前
近
代
的
怪
異
譚
に
言
及
す
る
の
を
確
認
す

る
に
留
め
て
お
き
た
い
。

二
、

進
藤
が
白
露
の
い
た
桔
梗
屋
に
遊
ん
だ
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、

作
品
の
四
章
か
ら
六
章
に
か
け
て
語
ら
れ
て
い
る
。『
菎
蒻
本
』
の

語
り
に
つ
い
て
、
吉
田
遼
人
氏
は
「
進
藤
の
語
り
が
、
あ
と
に
示
さ

れ
る
欣
八
の
語
り
に
内
包
さ
れ
」
る
「
重
層
化
し
た
語
り
の
構
造
」

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
作
品
の
四
章
か
ら
六
章
の
内
容

は
、
進
藤
が
欣
八
に
話
し
た
内
容
と
重
な
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
日
、
酒
に
酔
っ
た
進
藤
は
、
人
力
車
の
提
灯
に
用
い
た
蠟
燭

を
も
ら
い
受
け
て
桔
梗
屋
と
い
う
妓
楼
を
訪
ね
た
。「
見
附
で
外
濠

ま
つ
す

へ
乗
替
へ
よ
う
と
云
ふ
の
を
、
ぐ
つ
す
り
寝
込
ん
で
居
て
、
素
直
ぐ

に
運
ば
れ
て
よ
、
閻
魔
だ
、
と
怒
鳴
ら
れ
て
驚
い
て
飛
出
し
た
ん

だ
」（
四
）
と
言
う
の
か
ら
す
る
と
、
進
藤
は
四
谷
見
附
で
外
濠
線

― ４０ ―



に
乗
り
換
え
て
市
ヶ
谷
の
自
宅
ま
で
帰
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
終

点
の
新
宿
ま
で
寝
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
雇
っ
た
車
夫
に
訪

ね
る
と
、
現
在
「
大
木
戸
か
ら
向
つ
て
左
側
」（
四
）
で
あ
る
と
い

な
か
ま

う
。
そ
れ
で
、「
牛
鍋
の
じ
わ
�
�
酒
に
、
夥
間
の
友
だ
ち
が
話
し
」

（
八
）
た
と
い
う
蠟
燭
の
燃
え
さ
し
を
欲
し
が
る
女
郎
の
す
ぐ
近
く

ま
で
来
て
い
る
と
知
り
、
こ
れ
を
試
し
て
み
た
く
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
車
夫
の
提
灯
の
蠟
燭
で
煙
草
に
火
を
つ
け
た
進
藤
は
、「
蠟
燭

に
お
ひ

ぷ
ん

よ
ひ
た
ゞ

の
香
を
、
芬
と
酔
爛
れ
た
、
此
処
へ
、
其
の
脳
へ
差
込
ま
れ
ま
し

も
の
ず
き

た
ゝ
め
に
、
ふ
と
好
事
な
心
が
、
火
取
虫
と
云
つ
た
形
で
、
熱
く
羽

ば
た
き
を
し
た
」（
八
）
と
言
う
。
仲
間
た
ち
が
噂
に
話
し
た
言
葉

に
お
ひ

は
、
蠟
燭
の
「
香
」
に
よ
っ
て
身
体
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
得
て
、
こ

と
に
よ
る
と
進
藤
の
性
欲
を
刺
激
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
女

郎
の
正
体
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
進
藤
は
白
露
を
知

に
お
ひ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。（
噂
の
言
葉
と
蠟
燭
の
「
香
」
と

の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
。）

も
っ
と
も
『
菎
蒻
本
』
の
語
り
手
は
、
進
藤
の
話
し
た
い
き
さ
つ

を
そ
の
ま
ま
に
伝
え
て
い
る
訳
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
進
藤
が
桔

梗
屋
へ
飛
び
込
ん
だ
場
面
を
、
次
の
よ
う
に
語
る
か
ら
で
あ
る
。

よ
つ
ぱ
ら
ひ

ぞ

め

さ
て
酔
漢
は
、
山
鳥
の
巣
に
素
見
く
、
梟
と
云
ふ
形
で
、

し
ゆ
く

の

最
一
度
線
路
を
渡
越
し
た
、
宿
の
中
ほ
ど
を
格
子
摺
れ
に
伸
し

そ
め
い
ろ

な
が
ら
、
染
色
も
同
じ
、
桔
梗
屋
、
と
描
い
て
、
風
情
は
過
ぎ

で
ん
き

た
、
月
明
り
の
裏
打
を
し
た
や
う
に
、
横
店
の
電
燈
が
映
る
、

暖
簾
を
、
さ
ら
り
と
肩
で
分
け
た
。
よ
し
此
処
と
て
も
武
蔵
野

よ

は

の
草
に
花
咲
く
名
所
と
て
、
廂
の
霜
も
薄
化
粧
、
夜
半
の
凄
さ

も
狐
火
に
溶
け
て
、
情
の
露
と
成
り
や
せ
む
。

し
ゆ

「
若
い
衆
。」

ら
つ

「
入
し
や
い
！
」

「
遊
ぶ
ぜ
。」

あ
り
が
た

も
み
て

「
難
有
う
様
で
、
へ
い
、」
と
前
掛
の
腰
を
屈
め
る
、
揉
手
の

は

や
つ
こ

肱
に
、
ピ
ン
と
刎
ね
た
、
博
多
帯
の
結
目
は
、
赤
坂
奴
の
髯
と

見
た
。（

中
略
）

帳
場
か
ら
、

「
お
客
様
。」

あ
し
お
と

ト
ン
ト
ン

は
し
ご

満
更
で
な
い
跫
音
で
、
丁
々
と
踏
む
梯
子
段
。

か
い
づ

す
く

「
入
ら
つ
し
や
い
。」
と
…
…
水
へ
投
げ
て
海
津
を
掬
ふ
、
溌

い

あ
ぶ
く

溂
と
し
た
声
な
ら
可
い
が
、
海
綿
に
染
む
泡
波
の
如
く
、
投
げ

や
り
て

た
歯
に
舌
の
ね
ば
り
、
ど
ろ
ん
と
し
た
調
子
を
上
げ
た
、
遣
手

べ

や

ば

か
ら

部
屋
の
お
媼
さ
ん
と
云
ふ
の
が
、
茶
渋
の
蕎
麦
切
を
搦
ま
せ

し
よ
び

た
、
遣
放
し
な
立
膝
で
、
お
下
り
を
這
曳
い
た
ら
し
い
、
さ
め
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う
ど
ん

す
ゝ

た
饂
飩
を
、
く
ぢ
や
�
�
と
啜
る
処
│
│

つ
ひ
た
て

い
な
づ
か

と

横
手
の
対
立
が
稲
塚
で
、
火
鉢
の
茶
釜
は
竹
の
子
笠
、
唯
見

ぬ
く
め
ん
み
ゝ
づ

お
も
ん
み

く
ち
ば
し

コ
ン
�
�

る
と
暖
麺
蚯
蚓
の
如
し
。
惟
れ
ば
嘴
の
尖
つ
た
白
面
の
狐
が
、

う
ち
か
け

古
蓑
を
裲
襠
で
、
尻
尾
の
褄
を
取
つ
て
顕
は
れ
さ
う
。（
五
）

ま
る
で
進
藤
が
狐
狸
に
化
か
さ
れ
る
類
の
怪
異
譚
を
体
験
す
る
と

言
わ
ん
ば
か
り
の
口
調
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
こ
こ
で

も
、『
菎
蒻
本
』
の
語
り
は
前
近
代
的
な
怪
異
譚
め
い
た
も
の
と
い

え
る
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
桔
梗
屋
は
、
客
に
怪
異
を
提
供
す
る

場
で
は
な
い
。
前
近
代
的
な
怪
異
譚
の
舞
台
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て

い
な
が
ら
、
そ
の
実
は
極
め
て
現
実
的
な
場
所
で
も
あ
る
。
次
に
引

用
す
る
の
は
、
進
藤
の
対
手
が
白
露
と
決
ま
っ
た
場
面
で
あ
る
。
こ

こ
で
も
、
白
露
を
「
狐
塚
の
女
郎
花
」
な
ど
と
言
う
と
こ
ろ
に
は
、

先
に
述
べ
た
怪
異
譚
め
く
語
り
が
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
続
く

箇
所
で
は
、
現
実
的
な
桔
梗
屋
の
在
り
よ
う
が
如
実
に
語
ら
れ
て
い

る
。

あ
ひ
か
た

き
ま

対
方
は
白
露
と
極
つ
た
…
…
桔
梗
屋
の
白
露
、
お
職
だ
と
言

そ
も
さ
ん

ふ
。
…
…
遣
手
部
屋
の
蚯
蚓
を
思
へ
ば
、
什

か
、
狐
塚
の
女

郎
花
。

で
、
此
の
名
ざ
し
を
す
る
の
に
、
客
は
妙
な
事
を
言
つ
た
。

「
若
い
衆
註
文
と
云
ふ
の
は
、
お
照
し
だ
よ
。」

「
へ
い
、」

「
内
に
、
居
る
だ
ら
う
。」

「
お
照
し
が
居
り
ま
す
え
？
」

か
ほ
つ
き

と
解
せ
な
い
顔
色
。

「
そ
り
ゃ
、
無
い
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、」

か
く

「
秘
す
な
、
尋
常
に
顕
は
せ
ろ
。」
と
真
赤
な
目
で
睨
ん
で
言

つ
た
。

「
何
も
秘
し
ま
す
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
で
す
が
御
覧
の
通

と
う

り
、
当
場
所
も
疾
の
以
前
か
ら
、
恁
や
う
に
電
燈
に
成
り
ま
し

お
い
ら
ん

た
…
…
ひ
き
つ
け
の
遊
君
に
お
見
違
へ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
別

あ
な
た

し
て
、
貴
客
様
な
ぞ
、
お
目
が
高
く
つ
て
居
ら
つ
し
や
い
ま

す
、
へ
い
、
え
ツ
へ
ゝ
ゝ
ゝ
。
最
も
、
其
の
、
些
と
彼
方
へ
、

と
成
り
ま
し
て
、
お
望
み
と
あ
り
ま
す
れ
ば
、」

「
だ
か
ら
、
望
み
だ
か
ら
、
お
照
し
を
出
せ
よ
。」

あ
ん
ど
ん

「
其
は
、
お
照
し
な
り
、
行
燈
な
り
、
如
何
や
う
と
も
い
た

し
ま
す
ん
で
、
兎
に
角
、
…
…
夜
も
更
け
て
居
り
ま
す
事
、
遊

君
の
処
を
、
お
早
く
、
何
う
ぞ
、」

こ
い
つ

と
、
ち
ら
り
と
遣
手
部
屋
へ
目
を
遣
つ
て
、
此
奴
、
お
荷
物

だ
、
と
仕
方
で
見
せ
た
。
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「
分
ら
な
い
な
。」

き
せ
る

も
う
せ
ん

と
煙
管
を
突
込
ん
で
、
ば
つ
た
り
置
く
と
、
赤
毛
氈
に
、
ぶ
く

ま
が
ひ

�
�
し
て
、
擬
印
伝
の
煙
草
入
は
古
池
を
泳
ぐ
躰
也
。

「
女
は
蠟
燭
だ
と
云
つ
て
る
ん
だ
。」（
六
）

こ
の
や
り
と
り
を
見
る
限
り
、
進
藤
は
対
手
の
女
郎
を
「
お
照

し
」「
蠟
燭
」
と
指
定
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
桔
梗
屋
で
は
ど
う

や
ら
進
藤
の
言
う
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
行
燈

を
準
備
す
る
な
ど
と
言
い
つ
つ
、
進
藤
を
「
お
荷
物
」
の
酔
客
扱
い

に
し
て
白
露
と
い
う
女
郎
の
も
と
へ
案
内
し
た
と
い
う
の
が
実
際
の

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
白
露
は
と
い
え
ば
「
遣
手
部
屋
」
の

お
い
ら
ん

お
と
な

「
媼
さ
ん
」
が
進
藤
を
あ
し
ら
っ
て
「
遊
君
が
綺
麗
で
柔
順
し
く
つ

い
ひ
ぐ
さ

て
持
て
さ
い
す
り
や
言
種
は
な
い
ん
ぢ
や
な
い
か
」（
六
）
と
言
っ

た
と
お
り
の
女
郎
で
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
桔
梗
屋
の
反

応
か
ら
見
て
、
そ
の
よ
う
な
「
お
荷
物
」
の
酔
客
は
時
に
お
り
特
別

な
対
応
で
も
な
さ
そ
う
で
は
あ
る
。

だ
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
桔
梗
屋
を
訪
れ
た
進
藤
は
、
目

当
て
と
し
た
蠟
燭
の
燃
え
さ
し
を
欲
し
が
る
女
郎
と
は
会
え
な
い
こ

と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
白
露
な
る
女
郎
は
、
怪
異
譚
の
主
役

で
あ
る
蠟
燭
の
女
郎
と
は
な
り
得
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
進
藤
自
身

し
ゆ
く

が
「
宿
へ
入
つ
た
と
云
ふ
も
の
は
、
唯
蠟
燭
の
事
ば
か
り
で
ご
ざ
い

お
し
つ

を
ん
な

ま
す
か
ら
、
圧
着
け
に
、
勝
手
な
婦
を
取
持
た
れ
ま
し
た
時
は
、
馬

鹿
々
々
し
い
と
思
ひ
ま
し
た
」（
八
）
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
な
た

と
こ
ろ
が
、
そ
の
白
露
が
「
貴
方
は
御
存
じ
ね
│
│
」（
八
）
と

言
い
、
蠟
燭
を
欲
し
が
り
正
体
を
見
せ
は
じ
め
る
。
不
審
な
の
は
こ

の
点
で
あ
る
。
進
藤
は
「
遣
手
も
心
得
た
、
成
り
た
け
は
隠
す
事
、

て
ま
い

そ
れ
と
言
は
ず
に
逢
は
せ
た
、
と
恁
う
私
は
思
ふ
。
…
…
」（
八
）

と
言
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
先
に
見
た
桔
梗
屋
の
客
あ
し
ら
い
と
は
大

き
な
落
差
が
あ
る
。
他
の
人
間
か
ら
見
え
な
い
白
露
の
言
動
が
、
進

藤
に
だ
け
見
え
る
と
す
れ
ば
、
語
り
手
の
「
狐
塚
の
女
郎
花
」
と
い

う
よ
う
な
言
葉
は
現
実
味
を
持
ち
は
じ
め
る
。
ま
る
で
狐
狸
の
正
体

を
曝
こ
う
と
し
て
返
り
討
ち
に
化
か
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
進
藤
に

は
狂
気
の
危
機
が
既
に
迫
っ
て
い
る
。

三
、

い
や
、
白
露
に
つ
い
て
不
審
な
点
は
他
に
も
ま
だ
あ
る
。
展
開
を

先
走
っ
て
作
品
の
末
尾
を
見
て
み
た
い
。
欣
八
が
実
際
に
目
の
当
た

り
に
し
た
の
は
白
露
と
い
う
女
郎
で
は
な
く
、
蠟
燭
を
固
め
た
も
の

に
緋
の
襦
袢
を
着
せ
た
人
形
で
あ
っ
た
。
欣
八
は
、
二
七
不
動
の
和

尚
に
向
か
っ
て
言
う
。

「
大
変
だ
、
大
変
だ
。
何
だ
つ
て
和
尚
さ
ん
、
奴
も
其
ま
で
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に
成
つ
た
ん
だ
。
気
の
毒
だ
と
思
つ
て
其
の
女
が
く
れ
た
ん
だ

ら
う
ね
、
緋
の
長
襦
袢
を
何
う
だ
ら
う
、
押
入
の
中
へ
人
形
の

や
う
に
坐
ら
せ
た
。
胴
へ
は
何
を
入
れ
た
か
ね
、
手
も
足
も
な

い
ん
で
さ
。
顔
が
と
云
ふ
と
、
や
が
て
人
ぐ
ら
ゐ
の
大
き
さ

に
、
何
十
挺
だ
か
蠟
燭
を
固
め
て
、
つ
る
り
と
矢
張
蠟
を
塗
つ

て
、
細
工
を
し
た
ん
で
。
そ
ら
、
燃
え
さ
し
の
処
が
上
に
成
つ

お
ん
な
な
る
か
み

て
る
か
ら
、
ぼ
ち
�
�
黒
く
、
女
鳴
神
ツ
て
頭
で
さ
。
色
は

白
い
よ
、
凄
い
よ
お
前
さ
ん
、
蠟
だ
も
の
。

（
中
略
）

自
然
と
ほ
て
り
が
う
つ
る
ん
だ
つ
て
ね
、
火
の
燃
え
る
蠟
燭

よ

は
、
女
の
ぬ
く
み
だ
ツ
さ
、
奴
が
言
ふ
…
…
可
う
が
す
か
い
。

ほ
ゝ
ぺ
た

く
つ
ゝ

頬
辺
を
窪
ま
す
ば
か
り
、
歯
を
吸
込
ん
で
附
着
け
る
ん
だ
、

ぢ
や
う
だ
ん

串
戯
ぢ
や
ね
え
。

ぢ
つ

や
ゝ
少
時
、
魂
が
遠
く
成
つ
た
や
う
に
、
静
と
し
て
居
る
と

さ
つ

思
ふ
と
、
襦
袢
の
緋
が
颯
と
冴
え
て
、
揺
れ
て
、
靡
い
て
、
蠟

あ
か

く
や
し

あ
は
れ

に
紅
い
影
が
透
つ
て
、
口
惜
い
か
、
悲
い
か
、
可
哀
な
ん
だ

か
、
ち
ら
�
�
と
白
露
を
散
ら
し
て
泣
く
、
そ
ら
、
と
ろ
�
�

と
煮
え
る
ん
だ
ね
。
嗅
ぐ
さ
、
お
前
さ
ん
、
べ
ろ
�
�
と
舐
め

る
。
目
か
ら
蠟
燭
の
涙
を
垂
ら
し
て
、
鼻
へ
伝
は
ら
せ
て
、
口

い

き

へ
垂
ら
す
と
、
せ
い
�
�
肩
で
呼
吸
を
す
る
内
に
、
ぶ
る
�
�

と
五
体
を
震
は
す
、
と
思
ふ
と
ね
、
横
倒
れ
に
成
つ
た
ん
だ
。

さ
あ
、
七
顚
八
倒
、
で
沼
見
た
い
な
六
畳
ど
ろ
�
�
の
部
屋
を

の
め
づ

の
た
う

転
摺
り
廻
る
…
…
炎
が
搦
ん
で
、
青
蜥
蜴
の
踠
打
つ
や
う
だ
。

わ
つ
ち

い
き
な
り

私
あ
夢
中
で
逃
出
し
た
。
│
│
突
然
見
附
へ
駆
着
け
て
、
火

の
見
へ
駆
上
ら
う
と
思
つ
た
が
ね
、
ま
だ
田
町
か
ら
火
事
も
出

ず
さ
。

何
し
ろ
馬
鹿
だ
ね
、
馬
鹿
も
通
越
し
て
居
る
ん
だ
。」（
十
）

進
藤
が
「
沼
見
た
い
な
六
畳
ど
ろ
�
�
の
部
屋
を
転
摺
り
廻
る
」

狂
態
を
目
撃
し
て
、
欣
八
は
逃
げ
出
し
た
と
い
う
。
す
ぐ
に
「
火
の

見
へ
駆
上
ら
う
と
思
つ
た
」
と
い
う
の
は
、
四
谷
見
附
に
あ
っ
た
火

の
見
櫓
を
指
し
て
い
よ
う
。
再
び
『
新
撰
東
京
名
所
図
会
』
に
拠
る

と
第
十
八
編
（
明
治
３
３
）「
麹
町
」
の
項
「
官
署

会
社

銀
行

類
」
の
中
に
「
消
防
第
三
分
署
」
が
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

「
消
防
第
三
分
署
は
麹
町
七
丁
目
十
九
番
地
に
在
り
て
麹
町
警
察
署

に
隣
れ
り
、
明
治
十
五
年
十
二
月
建
設
せ
し
も
の
に
し
て
木
造
瓦
葺

建
坪
四
十
八
坪
、
敷
地
は
三
百
二
十
三
坪
あ
り
。
構
内
に
建
設
せ
る

火
の
見
櫓
は
高
さ
八
間
三
尺
余
あ
り
て
其
半
鐘
に
は
谷
中
延
命
院
の

銘
あ
り
、
非
常
に
際
し
打
撃
す
る
と
き
は
其
音
遠
く
青
山
或
は
渋
谷

⑽

辺
ま
で
達
す
る
こ
と
あ
り
と
伝
へ
り
」
と
い
う
。
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
的

建
造
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
し
欣
八
が
伝
え
る
、
ま
だ
「
火
事
も
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出
ず
」
と
い
う
状
況
に
も
問
題
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

三
月
後
に
は
妻
の
頭
髪
へ
蠟
燭
を
立
て
て
狂
気
に
陥
る
と
い
う
欣

八
は
、
こ
の
と
き
も
「
下
町
ア
火
事
だ
い
」
な
ど
と
言
い
続
け
た
と

い
う
。「

だ
が
、
い
ゝ
女
ら
し
い
ね
。」

と
、
後
へ
附
加
へ
た
了
見
が
悪
か
つ
た
。

「
欣
八
気
を
着
け
ね
え
。」

「
顔
色
が
変
だ
ぜ
。」

友
達
が
注
意
す
る
の
を
、
ア
ハ
ゝ
と
笑
消
し
て
、

あ
ま

「
女
が
ポ
ー
ッ
と
来
た
、
下
町
ア
火
事
だ
い
。」
と
威
勢
よ
く
云

う
ち

つ
て
居
た
。
が
、
も
の
ゝ
三
月
と
経
た
ぬ
中
に
此
の
べ
ら
ぼ

ひ

て
が
ら

う
、
唯
一
人
の
女
房
の
、
寝
顔
の
白
い
、
緋
手
絡
の
丸
髷
に
、

蠟
燭
を
突
刺
し
て
、
じ
り
じ
り
と
燃
し
て
火
傷
を
さ
し
た
、
其

か
ら
発
狂
し
た
。

但
し
進
藤
と
は
違
ふ
。
陰
気
で
な
い
。
縁
日
と
さ
へ
あ
れ
ば

こ
て
ぬ
り

何
処
へ
で
も
押
掛
け
て
、
鏝
塗
の
変
な
手
つ
き
で
、
来
た
�
�

と
踊
り
な
が
ら
、

「
蠟
燭
を
く
ん
ね
え
か
。」（
十
）

く
り
返
し
に
な
る
が
、
欣
八
は
白
露
の
姿
を
見
た
訳
で
は
な
く
、

緋
の
長
襦
袢
を
纏
っ
た
蠟
燭
の
人
形
を
見
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
い
ゝ
女
ら
し
い
ね
」「
女
が
ポ
ー
ッ
と
来
た
」
な
ど
と
口

走
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
欣
八
に
は
既
に
狂
気
が
迫

っ
て
い
た
と
見
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
友
達
が
注
意
す
る
の
を
「
ア

ハ
ゝ
と
笑
消
し
」
た
の
す
ら
も
狂
気
を
疑
わ
れ
よ
う
。
欣
八
は
そ
の

後
、
縁
日
へ
出
掛
け
て
は
鏝
塗
の
手
つ
き
を
し
な
が
ら
「
来
た

�
�
」
と
踊
る
。
陰
気
で
な
い
の
が
、
進
藤
の
狂
態
と
は
異
な
る
の

だ
と
い
う
。

作
品
の
展
開
と
は
前
後
す
る
が
、
も
う
し
ば
ら
く
欣
八
が
狂
気
に

陥
っ
て
い
く
過
程
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
欣
八
は
、
二
七
不
動
の

さ

お
ど
ろ

あ
ら
は

縁
日
が
果
て
た
頃
、「
フ
ト
魔
が
魃
し
た
や
う
な
、
髪
蓬
に
、
骨
豁

な
り
と
あ
る
」（
三
）
男
が
、
燃
え
さ
し
の
蠟
燭
を
持
ち
か
え
る
の

を
見
つ
け
、
後
を
つ
け
る
こ
と
に
し
た
。
欣
八
は
男
を
「
火
を
背

負
」
っ
た
「
魔
も
の
」
と
捉
え
「
放
火
の
正
体
」
を
見
定
め
て
捕
ま

え
よ
う
と
す
る
。

「
棄
て
ゝ
は
置
か
れ
ま
せ
ん
よ
、
串
戯
ぢ
や
ね
え
。
あ
の
。

魔
も
の
め
、
御
本
尊
に
あ
や
か
つ
て
、
め
ら
�
�
と
背
中
に
火

し

よ

を
背
負
つ
て
帰
つ
た
の
が
見
え
ま
せ
ん
か
い
。
以
来
、
下
町
は

し
あ
わ
せ

火
事
だ
。
僥
倖
と
、
山
の
手
は
静
か
だ
つ
け
。
中
や
す
み
の
風

な

て
つ
き
り
つ
け
び

が
変
つ
て
、
火
先
が
井
戸
端
か
ら
舐
め
は
じ
め
た
、
的
切
放
火

く
ろ
こ
げ

の
正
体
だ
。
見
免
し
て
遣
つ
た
が
最
後
、
直
ぐ
に
番
町
は
黒
焦
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わ
ツ
し

ビ
ー
ド
ロ

さ
ね
。
私
が
一
番
生
捕
つ
て
、
御
覧
じ
ろ
、
火
事
の
卵
を
硝
子

の
中
へ
泳
が
せ
て
、
追
着
け
金
魚
の
看
板
と
お
目
に
懸
け
る

…
…
。」（
三
）

声
を
掛
け
て
名
を
問
う
と
、
男
は
「
進
藤
延
一
」
と
名
乗
り
、
白

露
の
話
を
は
じ
め
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ

お
お
ど
ぶ

る
。
や
が
て
欣
八
は
、
市
ヶ
谷
は
「
佐
内
坂
の
崖
下
、
大
溝
通
り
を

を
れ
こ

ほ
つ
た
て
ひ
と
ま

折
込
ん
だ
細
路
次
の
裏
長
屋
」
に
あ
る
と
い
う
「
掘
立
一
室
」（
七
）

あ
か
し

の
進
藤
の
家
へ
「
明
白
を
立
て
」（
七
）
る
と
案
内
さ
れ
る
。
そ
こ

ブ
リ
キ

へ
り

で
、「
葉
鉄
落
し
の
灰
の
濡
れ
た
箱
火
鉢
の
縁
に
、
じ
り
�
�
と
燃

え
る
陰
気
な
蠟
燭
を
、
舌
の
よ
う
に
な
め
ら
か
し
」、「
蠟
燭
の
灯
に

目
ば
か
り
」（
七
）
光
ら
せ
る
進
藤
か
ら
、
白
露
の
話
の
続
き
を
聞

く
こ
と
に
な
っ
た
。
話
し
続
け
る
進
藤
に
欣
八
は
言
う
。

め
え

し
や
う

「
疑
ふ
の
が
職
業
だ
つ
て
、
そ
ん
な
、
お
前
、
狐
の
性
ぢ
や

あ
る
ま
い
し
、
第
一
、
僕
は
其
の
ね
、
何
も
本
職
と
云
ふ
わ
け

ぢ
や
な
い
ん
だ
よ
。」

と
何
故
か
弱
い
音
を
吹
い
た
…
…
差
向
ひ
を
づ
り
下
つ
て
、
割

か
し
こ
ま

よ

膝
で
畏
っ
た
半
纏
着
の
欣
八
刑
事
、
風
受
け
の
可
い
、
勢
に
乗

ふ
か
い
り

せ

こ

じ
て
、
土
蜘
蛛
の
穴
へ
深
入
に
及
ん
だ
列
卒
の
形
で
、
肩
ば
か

そ
び

り
聳
や
か
し
て
弱
身
を
見
せ
じ
、
と
擬
勢
は
示
す
が
、
川
柳
に

こ
て
ぬ

わ
だ
か
ま

曰
く
、
鏝
塗
り
の
形
に
動
く
雲
の
峯
で
、
蠟
燭
の
影
に
蟠
る
魔

か
ら
だ

物
の
目
か
ら
、
身
体
を
遮
り
た
さ
う
に
、
下
塗
の
本
体
、
頻
に

手
を
振
る
。
…
…

（
中
略
）

「
一
ツ
詮
索
を
し
て
帰
ら
う
、
と
居
据
つ
た
が
ね
、
…
…
気

か
ら
だ

に
し
な
さ
ん
な
。
別
に
お
前
の
身
体
を
裏
返
し
に
し
て
、
綺
麗

い

に
洗
ひ
だ
て
を
し
よ
う
と
云
ふ
ん
ぢ
や
ね
え
。
可
い
か
ら
、」

う
ち

み

と
云
ふ
中
に
も
、
ぢ
ろ
り
と
視
る
、
そ
り
や
光
る
わ
、
で
鏝
を

塗
つ
て
、

「
大
目
に
見
て
遣
ら
。
ね
、
早
い
話
が
。
僕
は
帰
る
よ
、
気

に
し
な
さ
ん
な
。」（
七
）

さ

欣
八
は
「
魔
が
魃
し
た
や
う
な
」
あ
る
い
は
「
魔
も
の
」
の
よ
う

に
見
え
る
進
藤
が
、「
蠟
燭
の
灯
」
を
前
に
目
を
光
ら
せ
て
話
し
続

け
る
の
に
恐
れ
を
感
じ
、「
本
職
」
の
刑
事
で
な
い
こ
と
を
明
か
し

て
逃
げ
だ
そ
う
と
す
る
。（「
頻
に
手
を
振
る
」
身
ぶ
り
が
、「
鏝
を

塗
」
る
手
つ
き
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ

は
、
欣
八
が
狂
気
に
陥
っ
た
後
の
身
ぶ
り
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
。）

と
こ
ろ
が
、
進
藤
の
方
が
帰
そ
う
と
せ
ず
、
欣
八
は
話
の
先
を
聞
か

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
緋
の
襦
袢
を
着
せ
た
蠟
燭
の
人

形
に
火
を
つ
け
て
見
せ
る
進
藤
の
狂
態
を
目
撃
し
、
蠟
燭
の
匂
い
に

晒
さ
れ
て
狂
気
に
陥
る
。
そ
の
延
長
線
上
に
欣
八
が
「
下
町
ア
火
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事
」
と
幻
を
見
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
は
、
進
藤
が
蠟
燭
の
女
郎
の

正
体
を
見
定
め
よ
う
と
し
て
白
露
を
知
っ
た
の
と
相
似
の
関
係
に
あ

る
。
欣
八
は
、
進
藤
の
家
で
緋
の
長
襦
袢
を
ま
と
っ
た
蠟
燭
の
人
形

が
燃
え
る
の
を
見
て
、
蠟
が
溶
け
出
す
匂
い
を
嗅
い
だ
と
き
、
下
町

を
火
事
に
す
る
「
放
火
の
正
体
」
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
欣
八
の
中
で
、
現
実
以
上
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
よ
う

に
な
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
様
子
を
見
れ
ば
、
吉
田
遼
人
氏
が
指
摘
し
た

「
発
狂
の
連
鎖
」
は
、
ど
う
い
う
訳
か
狐
狸
・
魔
も
の
に
出
会
い
、

そ
の
正
体
を
曝
こ
う
と
接
近
し
た
者
の
間
で
、
蠟
燭
の
女
郎
の
話
に

に
お
ひ

よ
る
恐
怖
と
、
蠟
燭
の
「
香
」
と
に
よ
っ
て
拡
大
す
る
。
そ
し
て
蠟

燭
を
も
ら
い
受
け
る
た
め
所
構
わ
ず
縁
日
に
現
れ
る
。
し
か
し
狂
態

は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。
こ
う
し
た
特
徴
が
あ
る
。
た
だ
し
、
白
露

と
対
面
し
た
か
ど
う
か
に
は
拠
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
白
露
は
何
者
か
、
さ
ら
に
不
審
は
募
る
。

四
、

さ
て
、
進
藤
は
白
露
に
つ
い
て
こ
う
も
話
す
。

ほ
ん
と

恁
う
云
ふ
事
を
お
話
し
申
し
た
処
で
、
真
個
に
は
な
さ
り

き
り
や
う

き
だ
て

ま
す
ま
い
。
第
一
そ
ん
な
安
店
に
、
容
色
と
云
ひ
気
質
と
云

は

か

を
ん
な

ひ
、
名
も
白
露
で
、
果
敢
な
い
が
、
色
の
白
い
、
美
し
い
婦
が

居
る
と
云
つ
て
は
、
そ
れ
か
ら
が
嘘
ら
し
く
聞
こ
え
る
で
ご
ざ

い
ま
せ
う
。

た
は
ご
と

つ

其
の
上
、
痴
言
を
吐
け
、
と
お
叱
り
を
受
け
よ
う
と
思
ひ
ま

ぢ
よ
ら
う

ま
る
で

を
ん
な

き

ぢ

む
す
め

す
の
は
、
娼
妓
で
居
て
、
宛
然
、
其
の
婦
が
素
地
の
処
女
ら
し

て
ま
い

い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
え
ゝ
、
他
の
仁
に
は
先
ず
兎
に
角
、
私

ま
っ
た
く

だ
け
に
は
真
個
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
七
）

白
露
は
桔
梗
屋
の
女
郎
で
あ
り
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
進
藤
に
だ

け
は
「
素
地
の
処
女
」
ら
し
く
思
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
肉
体

関
係
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
仄
め
か
す
の
だ
ろ
う
。
進
藤
自
身
が

「
嘘
ら
し
く
」
と
言
う
よ
う
に
、「
お
職
」
の
女
郎
を
相
手
に
容
易
に

信
頼
で
き
る
言
い
分
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
、

蠟
燭
を
欲
し
が
る
女
郎
を
指
名
し
た
進
藤
は
、「
お
荷
物
」
の
酔
客

と
し
て
あ
し
ら
わ
れ
、
白
露
を
あ
て
が
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
か

つ
、
語
り
手
は
そ
の
よ
う
に
話
す
進
藤
が
、
実
は
狂
気
に
陥
っ
て
い

る
こ
と
を
明
か
し
て
い
く
。
真
実
は
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
は
い
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
証
拠
か
ら
す
れ
ば
、
桔
梗
屋
に
白

露
と
い
う
女
郎
は
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
進
藤
が
白
露
を
蠟
燭

の
女
郎
と
見
て
関
係
が
持
て
な
か
っ
た
の
は
、
狂
気
の
た
め
と
判
断

⑾

し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
白
露
の
肌
の
「
色
の
白
」
さ
は
、
何
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よ
り
も
蠟
燭
に
通
じ
る
。

ま
た
進
藤
は
、
白
露
の
い
る
桔
梗
屋
へ
ど
れ
ほ
ど
通
っ
て
い
る
の

ふ
や

だ
ろ
う
か
。「
度
か
さ
な
る
に
従
つ
て
、
数
を
増
し
、
燈
を
殖
し
て
、

部
屋
中
、
三
十
九
本
ま
で
、
一
度
に
、
神
々
の
名
を
輝
か
し
て
、
そ

し
て
、
黒
髪
に
絵
蠟
燭
の
、
五
色
の
簪
を
燃
し
て
寝
る
」（
十
）
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
通
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
お
そ
ら

く
現
在
ま
で
は
続
い
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
、
既
に
吉
田
遼
人

氏
が
指
摘
す
る
通
り
だ
が
、
進
藤
が
結
核
に
罹
患
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
作
品
中
「
内
へ
引
く
、
勢
の
無
い
咳
を
す
る

と
」（
一
）、「
延
一
は
続
け
状
に
三
つ
ば
か
り
、
し
や
が
れ
た
咳
し

て
」（
八
）、「
延
一
は
、
ギ
ク
リ
と
胸
を
折
つ
て
、
抱
へ
た
腕
な
り

に
我
が
膝
に
突
伏
し
て
、
か
ツ
か
ツ
と
咳
を
し
た
」（
九
）
な
ど
と
、

度
々
言
及
さ
れ
る
進
藤
の
咳
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

進
藤
が
「
其
の
頃
、
小
石
川
へ
勤
め
ま
し
た
」（
八
）
と
言
う
の
は
、

病
の
た
め
に
失
職
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
二
七
不

動
へ
蠟
燭
を
も
ら
い
に
来
た
と
き
、
進
藤
は
住
職
に
、
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
た
。

て
ま
い

「
済
み
ま
せ
ん
が
ね
、
も
し
、
私
持
合
せ
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

え
ゝ
、
新
し
い
お
蠟
燭
は
御
遠
慮
を
申
上
げ
ま
す
。
え
ゝ
、」

お
つ
か
ぶ

「
は
あ
。」
と
云
ふ
、
和
尚
が
声
の
巾
は
押
被
さ
る
ば
か
り
。

ほ
く
ろ

鼻
も
大
き
け
れ
ば
、
口
も
大
き
い
、
額
の
黒
子
も
大
入
道
、
眉

を
も
じ
や
�
�
と
動
か
し
て
聞
返
す
。

や
つ

此
が
た
め
に
、
窶
れ
た
男
は
言
渋
つ
て
、

と
も

「
で
、
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
何
う
ぞ
蠟
燭
は
お
点
し
下
さ
い

ま
せ
ん
や
う
に
。」（
二
）

燃
え
さ
し
の
蠟
燭
を
貰
う
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
進
藤
が
金
銭
に

困
る
よ
う
な
生
活
で
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
柔
し

い
女
房
も
ご
ざ
い
ま
し
た
」（
八
）
と
言
う
の
は
、
金
銭
的
な
困
窮

の
た
め
か
、
あ
る
い
は
狂
気
の
た
め
に
妻
と
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
金
銭
的
に
困
窮
し
、
結
核
と
思
し
き
病
を

患
っ
た
客
を
桔
梗
屋
が
受
け
容
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
進
藤
が
二
七
不
動
を
は
じ
め
と
す
る
縁
日
か
ら
持

ち
帰
っ
た
蠟
燭
は
、
ど
こ
へ
運
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
進
藤
は
次
の

よ
う
に
言
っ
て
、
欣
八
の
前
に
二
七
不
動
の
蠟
燭
を
差
し
出
す
。

あ
げ
だ
い

困
果
と
業
と
、
早
や
此
の
体
に
成
り
ま
し
た
れ
ば
、
揚
代
処

い

き

か
、
宿
ま
で
は
、
杖
に
縋
つ
て
も
呼
吸
が
切
れ
る
の
で
ご
ざ
い

を
ん
な

ま
せ
う
。
所
詮
の
事
に
、
今
も
、
婦
に
遣
は
し
ま
す
気
で
、
近

ご
か
ふ
り
よ
く

い
処
の
縁
日
だ
け
、
蠟
燭
の
燃
え
さ
し
を
御
合
力
に
預
り
ま

す
。
即
ち
此
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
十
）

桔
梗
屋
の
白
露
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
欣
八
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を
家
ま
で
伴
っ
た
こ
の
日
と
同
じ
く
、
蠟
燭
は
持
ち
帰
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
ら
の
蠟
燭
は
も
ち
ろ
ん
、
進
藤
の
押
入
に
あ
る
緋
の

長
襦
袢
を
纏
っ
た
蠟
燭
の
人
形
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
進
藤
が
欣

八
に
話
す
白
露
は
、
ど
こ
ま
で
が
桔
梗
屋
の
女
郎
で
、
ど
こ
か
ら
が

家
の
押
入
に
い
る
人
形
な
の
か
、
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

進
藤
は
、
次
の
よ
う
に
白
露
と
会
話
を
交
わ
し
た
と
い
う
。

…
…
時
に
、
其
の
枕
元
の
行
燈
に
、
一
挺
消
さ
な
い
蠟
燭
が

し

ん

ま

あ
つ
て
、
寂
然
と
間
を
照
し
て
居
り
ま
す
ん
で
な
。

あ
れ

│
│
彼
は
│
│

│
│
水
天
宮
様
の
お
蠟
で
す
│
│

と
二
つ
並
ん
だ
其
の
顔
が
申
す
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。
灯
の
影
に

お
び
た
ゞ

は
何
が
映
る
と
お
思
ひ
な
さ
る
、
…
…
気
に
成
る
こ
と
夥
し

い
。│

│
消
さ
な
い
か
い
│
│

│
│
堪
忍
し
て
│
│

是
非
と
言
へ
ば
、
さ
め
�
�
と
、
名
の
白
露
が
姿
を
散
ら
し

て
消
え
る
ば
か
り
に
泣
き
ま
す
が
。
推
量
し
て
下
さ
い
ま
し
、

あ
い
そ
づ
か

じ
や

愛
想
尽
し
と
思
ふ
が
ま
ゝ
よ
、
鬼
だ
か
蛇
だ
か
知
ら
な
い
男
と

か
み
ほ
と
け

一
つ
処
…
…
せ
め
て
、
神
仏
の
前
で
輝
い
た
、
あ
の
、
光
一

や
み

こ

は

ツ
暗
に
無
う
て
は
恐
怖
く
て
死
で
了
ふ
の
で
す
も
の
。
も
し
、

あ
な
た

つ
む

気
に
成
つ
た
ら
、
貴
方
ば
か
り
目
を
お
眠
り
な
さ
い
ま
し
。

み
は

│
│
と
自
分
は
水
晶
の
や
う
な
黒
目
勝
の
を
、
す
つ
き
り
睜
つ

て
、
│
│
昼
さ
へ
遊
ぶ
人
が
ご
ざ
ん
す
よ
、
と
云
ふ
。

よ
し可
、
神
仏
も
あ
れ
ば
、
夫
婦
も
あ
る
。
蠟
燭
が
何
の
、
と
思

す
べ
�
�

し
ご
き

ふ
。
其
の
蠟
燭
が
滑
々
と
手
に
触
る
、
…
…
扱
帯
の
下
に
五
六

ち

本
、
襟
の
裏
に
も
、
乳
の
下
に
も
。
幾
本
と
な
く
忍
ば
し
て
あ

る
の
で
、
ぎ
よ
つ
と
し
ま
し
た
。
残
ら
ず
、
一
度
は
神
仏
の
目

の
前
で
燃
え
輝
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
…
…
中
に
は
、
口
に

あ
ら
が
み

す
る
の
も
憚
る
、
荒
神
も
少
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
十
）

進
藤
は
蠟
燭
の
「
灯
の
影
」
に
「
映
る
」
も
の
を
さ
え
感
じ
て
恐

怖
の
度
合
い
を
深
め
て
い
く
。（
も
っ
と
も
、「
扱
帯
の
下
に
五
六

本
、
襟
の
裏
に
も
、
乳
の
下
に
も
。
幾
本
と
な
く
忍
ば
し
て
あ
る
」

と
い
う
の
は
、
押
入
の
人
形
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。）
そ

し
て
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
枕
元
の
行
燈
に
」
蠟

燭
が
灯
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
桔
梗
屋
で
は
、「
御
覧
の
通
り
、

と
う

当
場
所
も
疾
の
以
前
か
ら
、
恁
や
う
に
電
燈
に
成
り
ま
し
た
」（
六
）

と
言
っ
て
い
た
（
本
稿
二
節
引
用
の
波
線
箇
所
）
は
ず
で
あ
る
。
今

現
在
の
桔
梗
屋
で
は
行
燈
は
使
わ
な
い
が
、
過
去
に
は
行
燈
を
使
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
白
露
は
、
蠟
燭
に
執
着
す
る
理

由
を
口
に
す
る
。
白
露
は
「
鬼
だ
か
蛇
だ
か
知
ら
な
い
男
と
一
つ
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処
」
で
寝
な
く
て
は
な
ら
ぬ
自
ら
の
境
遇
ゆ
え
に
、「
神
仏
の
前
で

輝
い
た
」
蠟
燭
の
燃
え
さ
し
を
求
め
て
い
る
と
い
う
。
か
つ
て
の
妓

楼
で
蠟
燭
の
灯
の
も
と
に
男
た
ち
の
対
手
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
女
郎

が
い
た
と
す
れ
ば
、
進
藤
が
見
る
行
燈
の
蠟
燭
は
、
過
去
の
妓
楼
の

在
り
よ
う
を
示
す
灯
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

吉
田
遼
人
氏
の
言
う
「
狂
気
の
連
鎖
」
の
時
系
列
を
た
ど
れ
ば
、

〈
進
藤
の
友
達
〉
↓
〈
進
藤
〉
↓
〈
欣
八
〉
↓
〈
欣
八
の
友
達
〉
の

順
に
狂
気
は
連
鎖
し
て
い
る
。
こ
の
連
鎖
を
遡
る
こ
と
は
、
荒
唐
無

稽
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
進
藤
に
蠟
燭
の
女
郎
の
話
を
し
た
友
達

は
、
誰
か
ら
こ
の
話
を
聞
い
た
の
か
。
そ
の
ま
た
前
に
順
に
遡
れ
ば

│
│
、
い
つ
か
は
噂
の
出
所
の
女
郎
に
行
き
当
た
る
は
ず
で
あ
る
。

本
作
の
語
り
が
前
近
代
的
な
怪
異
譚
に
進
ん
で
言
及
す
る
の
は
、

大
正
二
年
当
時
の
番
町
や
あ
る
い
は
新
宿
と
い
っ
た
身
近
な
土
地

が
、
実
は
一
歩
踏
み
は
ず
せ
ば
怪
異
譚
に
な
り
か
ね
な
い
過
去
に
満

ち
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
に
引
用
し
た
場
面
で
行
燈
に
水
天
宮
の
蠟
燭
が
灯
さ
れ
て
い
る

の
は
、
白
露
と
の
初
会
の
と
き
、
車
夫
の
提
灯
か
ら
も
ら
い
受
け
た

ど
ち
ら

蠟
燭
を
持
っ
て
い
っ
た
進
藤
が
「
何
方
の
御
蠟
で
ご
ざ
ん
す
の

│
│
」
と
「
お
極
り
」
通
り
に
尋
ね
ら
れ
、
神
仏
に
供
え
た
蠟
燭
の

燃
え
さ
し
を
喜
ぶ
と
聞
い
て
い
た
こ
と
か
ら
「
水
天
宮
様
の
だ
、
人

形
町
の
」（
八
）
と
嘘
を
言
っ
た
た
め
で
あ
る
。
白
露
は
そ
の
嘘
に

気
づ
い
て
お
り
「
蠟
燭
の
嘘
」
を
言
う
と
「
怨
み
ま
す
」
と
言
い
な

が
ら
、
箪
笥
の
抽
斗
か
ら
本
物
の
水
天
宮
の
蠟
燭
を
取
り
出
す
。

い
の
ち

此
ほ
ど
ま
で
に
、
生
命
が
け
で
好
き
な
ん
で
す
も
の
、
何
処

の
、
何
う
し
た
蠟
燭
だ
か
、
大
概
は
分
り
ま
す
。
一
度
燃
え
た

に
お
ひ

の
で
す
か
ら
、
其
の
香
で
、
消
え
て
か
ら
何
の
く
ら
ゐ
経
つ
た

し
た
や

か
ゞ
知
れ
ま
す
と
、
伺
つ
た
路
順
で
、
下
谷
だ
か
浅
草
だ
か
推

た
ゞ
い
ま

量
が
着
く
ん
で
す
。
唯
今
下
す
つ
た
の
は
、
手
に
取
る
と
、
す

た
い
そ
う
じ

ぐ
に
直
き
近
い
処
だ
と
は
思
ひ
ま
し
た
、
…
…
で
は
、
大
宗
寺

く
つ
つ

様
の
か
と
存
じ
ま
し
た
が
、
召
上
つ
た
煙
草
の
粉
が
附
着
い
て

い
た
づ
ら

か
つ

居
ま
す
し
、
御
縁
日
で
は
な
し
、
か
た
�
�
悪
戯
に
、
お
欺
ぎ

だ
と
は
知
つ
た
ん
で
す
が
、
お
初
会
の
方
に
、
お
怨
み
を
言
ふ

わ
が
ま
ゝ

の
も
、
我
儘
と
存
じ
て
遠
慮
し
ま
し
た
。
今
度
ツ
か
ら
は
、
た

だ
ま

お
つ
し
や

ほ
ん
と
う

と
ひ
私
を
お
誑
し
で
も
、
蠟
燭
の
嘘
を
仰
有
る
と
真
個
に
怨
み

ふ
く
み
ご
ゑ

ま
す
よ
、
と
優
し
い
含
声
で
、
ひ
そ
�
�
と
申
す
ん
で
。

つ

最
う
、
実
際
嘘
は
吐
く
ま
い
、
と
思
つ
た
く
ら
ゐ
で
ご
ざ
い

ま
す
。

部
屋
着
を
脱
ぐ
と
、
緋
の
襦
袢
で
、
素
足
が
ち
ら
り
と
す
る

と
、
ふ
ツ
、
と
行
燈
を
消
し
ま
し
た
。
…
…
底
に
温
味
を
持
つ

か
ほ
り

た
ヒ
ヤ
リ
と
す
る
の
が
、
酒
の
湧
く
胸
へ
、
今
に
も
い
ゝ
薫
で
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さ
つ

ま
つ

颯
と
絡
は
る
か
と
思
ふ
と
然
う
で
な
い
の
で
│
│

カ
タ
�
�
と
暗
が
り
で
箪
笥
の
抽
斗
を
開
け
ま
し
た
が
な
。

│
│
水
天
宮
様
の
を
お
目
に
掛
け
ま
せ
う
│
│

き
ぬ
ず
れ

然
う
云
つ
て
、
柔
ら
か
い
膝
の
衣
摺
れ
の
音
が
し
ま
す
と
、

マ
ツ
チ

ば
つ

燐
寸
を
撥
と
摺
つ
た
。（
九
）

蠟
燭
を
「
生
命
が
け
」
で
好
き
と
言
い
、
燃
え
さ
し
の
香
を
嗅
ぎ

分
け
、
箪
笥
に
保
管
し
、
衣
類
の
下
に
ま
で
忍
ば
せ
る
と
い
う
の
は

尋
常
の
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
だ
か
ら
こ
そ
蠟
燭
の
女

郎
は
奇
態
が
噂
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
進
藤
は
、
白
露
が

次
々
と
蠟
燭
を
持
ち
出
す
様
子
を
話
す
。

此
は
、
下
谷
の
、
此
は
虎
の
門
の
、
飛
ん
で
雑
司
ケ
谷
の

だ
。
い
や
、
つ
い
大
木
戸
の
だ
と
申
し
て
、
油
皿
の
中
ま
で
、

十
四
五
挺
、
一
ツ
づ
ゝ
消
し
ち
や
頂
い
て
、
そ
れ
で
一
ツ

な
ま
�
�

に
お
ひ

づ
ゝ
、
生
々
と
し
た
香
の
、
煙
…
…
と
申
し
て
不
思
議
に
な
、

一
つ
色
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
稲
荷
様
の
は
狐
色
と
申
す
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
大
黒
天
の
は
黒
く
立
ち
ま
す
…
…
気
が
い
た

す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
少
し
茶
色
の
だ
の
、
薄
黄
色
だ
の
、
曇

つ
た
浅
黄
が
ご
ざ
い
ま
し
た
り
。

に
お
ひ

其
の
燃
え
さ
し
の
香
の
立
つ
処
を
、
睫
毛
を
濃
く
、
眉
を
開

う
つ
と
り

に
お
ひ

い
て
、
目
を
恍
惚
と
、
何
と
、
香
を
散
ら
す
ま
い
、
煙
を
乱
す

て
の
ひ
ら

ま
い
と
す
る
や
う
に
、
掌
で
蔽
つ
て
余
さ
ず
嗅
ぐ
。（
九
）

な
ま
�
�

に
お
ひ

う
つ
と
り

燃
え
さ
し
の
蠟
燭
の
「
生
々
と
し
た
香
」
に
「
恍
惚
と
」
し
て

「
余
さ
ず
嗅
ぐ
」
白
露
の
様
子
は
、
や
は
り
狂
気
に
接
近
し
て
い
よ

な
か
ま

う
。
そ
し
て
「
牛
鍋
の
じ
わ
�
�
酒
に
、
夥
間
の
友
だ
ち
が
話
し
」

た
噂
話
の
な
か
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
奇
態
を
伝
え
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
進
藤
は
桔
梗
屋
を
訪
れ
る
前
、
車
夫
の
提
灯
の
蠟

に
お
ひ

燭
か
ら
煙
草
に
火
を
つ
け
「
蠟
燭
の
香
」
を
「
脳
へ
差
込
ま
」
れ
た

と
言
う
。
奇
態
を
噂
す
る
言
葉
が
、
嗅
覚
と
い
う
身
体
的
感
覚
を
伴

っ
て
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
の
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
進
藤

は
、
か
つ
て
自
ら
の
境
遇
ゆ
え
に
狂
気
に
接
近
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
女
郎
の
、
そ
の
遣
り
場
の
な
い
思
い
と
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
進
藤
が
対
面
し
た
白
露
は
、
こ
の
よ
う
に
時
間
を
超
え
た
ひ
と

り
の
女
郎
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
対
面
せ
ず
と
も
狂
気
が
も

た
ら
さ
れ
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

泉
鏡
花
『
菎
蒻
本
』
の
語
り
が
前
近
代
的
怪
異
譚
に
言
及
し
つ

つ
、
そ
の
舞
台
と
な
る
番
町
や
桔
梗
屋
を
語
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
注

目
し
た
。
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
場
所
が
、
む
し
ろ
極
め
て
現
実
的
な

場
所
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
と
く
に
桔
梗
屋
は
、
進
藤
が
蠟
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燭
を
欲
し
が
る
女
郎
を
探
し
に
訪
ね
た
の
を
「
お
荷
物
」
扱
い
に
す

る
な
ど
、
一
面
で
は
怪
異
譚
と
は
縁
遠
い
。
ま
た
、
欣
八
は
進
藤
の

家
の
押
入
に
あ
る
緋
の
長
襦
袢
の
人
形
は
見
た
が
、
桔
梗
屋
の
白
露

に
会
っ
た
訳
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
進
藤
や
欣
八
が
遭
遇
す
る
怪

異
の
原
因
が
、
白
露
と
い
う
女
郎
に
あ
る
と
は
断
じ
が
た
い
。
し
か

し
、
吉
田
遼
人
氏
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
狂
気
が
「
連
鎖
」
し
て
い

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

本
稿
は
、「
連
鎖
」
す
る
狂
気
を
遡
る
可
能
性
を
探
っ
た
も
の
で

あ
る
。
か
つ
て
、
そ
の
境
遇
か
ら
、
神
仏
に
供
え
ら
れ
た
蠟
燭
を
求

め
る
よ
う
に
な
っ
た
女
郎
の
奇
態
が
噂
と
な
っ
た
。
そ
の
噂
は
言
葉

と
な
っ
て
広
ま
り
、
時
間
を
も
超
え
る
。
前
近
代
的
な
怪
異
を
志
向

す
る
こ
と
は
、
過
去
へ
の
通
廊
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、

に
お
ひ

奇
態
を
伝
え
る
噂
の
言
葉
が
蠟
燭
の
「
香
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
得
る

と
き
、
大
正
二
年
で
さ
え
も
怪
異
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
作

が
描
き
出
す
の
は
、
そ
う
し
た
怪
異
譚
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
菎
蒻
本
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
村
松
定
孝
が
「
題
名
は
、
内

容
が
黒
髪
に
絵
蠟
燭
の
五
色
の
簪
を
燃
し
て
寝
る
遊
女
の
話
で
あ
る

の
に
ち
な
み
、
近
世
の
洒
落
本
の
異
称
を
当
て
た
も
の
」
と
解
題
す

⑿

る
通
り
で
あ
る
。
一
方
で
「
本
作
は
洒
落
本
の
軽
妙
洒
脱
や
う�

が�

ち�

⒀

か
ら
隔
た
る
こ
と
遠
い
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
大
正
二
年
の
当
代

ま
で
も
ひ
と
り
の
女
郎
の
思
い
が
残
る
と
す
れ
ば
一
定
の
重
み
は
あ

ろ
う
。

ほ
り
も
の

な
お
、
進
藤
は
、
白
露
が
「
自
分
で
刺
青
の
や
う
に
縫
針
で
彫
つ

い
ろ
ど
り

ま
げ

て
、
彩
色
を
」
施
し
た
絵
蠟
燭
を
、
天
神
髷
に
結
っ
た
「
其
の
髷
の

う

ば
た
ま

か
ゞ
り

真
中
へ
す
く
り
と
立
て
ゝ
、
烏
羽
玉
の
黒
髪
に
、
ひ
ら
�
�
と
篝

び火
の
ひ
ら
め
く
な
り
で
、
右
に
も
成
れ
ば
左
に
も
成
る
、
寝
返
り
も

す
る
」（
十
）
と
言
っ
た
。
絵
蠟
燭
は
主
に
東
北
・
北
陸
を
産
地
と

⒁

す
る
と
い
う
。
そ
う
し
た
地
方
出
身
の
女
郎
の
姿
が
想
定
さ
れ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

注⑴

吉
田
昌
志
「
五
「
番
町
も
の
」
の
世
界
」（『
新
編
泉
鏡
花
集
』
第

四
集
「
解
説
」・
岩
波
書
店
・
平
成
１６
年
）。

⑵

泉
鏡
花
『
番
茶
話
』「
蛙
」（
大
正
１５
年
）〔
引
用
は
『
鏡
花
全
集
』

巻
二
十
七
（
岩
波
書
店
・
昭
和
６３
年
・
第
三
刷
）
に
拠
る
〕。

⑶

吉
田
遼
人
「
泉
鏡
花
「
菎
蒻
本
」
試
論
│
わ
が
身
に
迫
る
恐
怖
│
」

（「
文
学
研
究
論
集
」
第
２７
号
・
明
治
大
学
大
学
院
・
平
成
１９
年
９

月
）。
以
降
、
本
稿
で
吉
田
遼
人
氏
の
論
考
に
言
及
す
る
と
き
は
こ

の
論
考
を
指
す
。

⑷
「
風
俗
画
報
」
臨
時
増
刊
『
新
撰
東
京
名
所
図
会
』
第
十
九
編
（
明

治
３２
年
６
月
）〔
た
だ
し
、
引
用
は
『
東
京
名
所
図
会
・
麹
町
区
之

部
』（
睦
書
房
・
昭
和
４４
年
）
に
拠
る
〕。
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⑸
『
新
編
泉
鏡
花
集
』
第
四
集
（
注
⑴
に
同
じ
）
の
「
作
中
地
名
索
引
」

に
は
、「
番
町
の
大
銀
杏
」
が
立
項
さ
れ
て
お
り
、「
鏡
花
宅
（
下
六

番
町
１１
）
の
前
に
あ
っ
た
銀
杏
を
さ
す
か
（
泉
名
月
「
鏡
花
と
住
ま

い
」『
鏡
花
全
集
』
月
報
１５
、
岩
波
書
店
、
昭
和
５０
年
１
月
）．
こ
の

大
銀
杏
は
鏡
花
作
「
星
の
歌
舞
伎
」
に
も
出
る
」
の
指
摘
が
あ
る
。

な
お
、「
作
中
地
名
索
引
」
に
は
、「
二
七
の
不
動
尊
」
や
「
帯
坂
」

な
ど
に
つ
い
て
も
立
項
・
解
説
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。

⑹

菊
岡
沾
凉
『
江
戸
砂
子
』（
享
保
１７
年
）
に
は
、「
皿
屋
敷

牛
込
御

門
の
内
。
む
か
し
物
語
ニ
云
、
下
女
あ
や
ま
つ
て
皿
を
一
ツ
井
に
お

と
す
、
そ
の
科
に
よ
り
殺
害
せ
ら
れ
た
り
、
そ
の
念
此
所
の
井
に
残

り
て
、
夜
ご
と
に
か
の
女
の
声
し
て
、
一
ツ
よ
り
九
ツ
ま
で
十
を
い

は
で
泣
さ
け
ぶ
、
声
の
み
あ
り
て
か
た
ち
な
し
と
也
。
よ
つ
て
皿
屋

敷
と
よ
び
つ
た
へ
た
り
。
牛
込
御
門
台
の
か
た
は
ら
に
や
し
ろ
あ

り
。
俗
に
皿
明
神
と
云
と
ぞ
。
か
の
女
の
霊
を
ま
つ
り
た
り
と
い

ふ
。
そ
れ
よ
り
し
て
そ
の
事
な
し
と
也
。
此
社
は
稲
荷
の
社
也
」
と

あ
る
〔
た
だ
し
引
用
は
、
小
池
章
太
郎
編
『
江
戸
砂
子
』（
東
京
堂

出
版
・
昭
和
５１
年
）
に
拠
る
〕。

⑺

大
石
学
「
第
２
章

武
家
地
」（『
地
名
で
読
む
江
戸
の
町
』
第
Ⅱ
部

・
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫
・
平
成
２５
年
）
を
参
照
。
な
お
本
書
に
は
他
に
「
番

町
七
不
思
議
」
の
存
在
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
番
町
に
い
て
番
町

知
ら
ず
」「
城
家
の
団
子
老
婆
」「「
朽
木
の
幽
霊
」「
御
手
洗
の
足
洗

い
」「
八
ツ
の
拍
子
木
」「
宅
間
稲
荷
の
霊
験
」「
狸
囃
子
」
の
七
つ

だ
と
い
う
。

⑻

鳥
山
石
燕
『
今
昔
画
図
続
百
鬼
』（
安
永
８
年
）
に
は
、
画
図
と
と

も
に
以
下
の
よ
う
な
詞
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
皿
か
ぞ
え
／
あ
る

家
の
下
女
十
の
皿
を
一
つ
井
に
お
と
し
た
る
科
に
よ
り
て
害
せ
ら

れ
、
そ
の
亡
魂
よ
な
よ
な
井
の
は
た
に
あ
ら
は
れ
、
皿
を
一
よ
り
九

ま
で
か
ぞ
へ
十
を
い
は
ず
し
て
泣
叫
ぶ
と
い
ふ
。
此
古
井
は
播
州
に

あ
り
と
ぞ
。」「
舟
幽
霊
／
西
国
ま
た
は
北
国
に
て
も
、
海
上
の
風
は

げ
し
く
浪
た
か
き
と
き
は
、
波
の
上
に
人
の
か
た
ち
の
も
の
お
ほ
く

あ
ら
は
れ
、
底
な
き
柄
杓
に
て
水
を
汲
む
事
あ
り
。
こ
れ
を
舟
幽
霊

と
い
ふ
、
こ
れ
は
と
わ
た
る
舟
の
楫
を
た
え
て
、
ゆ
く
え
も
し
ら
ぬ

魂
魄
の
残
り
し
な
る
べ
し
。」〔
た
だ
し
、
引
用
は
『
鳥
山
石
燕

画

図
百
鬼
夜
行
全
画
集
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
・
平
成
１７
年
）
に
拠

る
〕。

⑼

泉
鏡
花
『
海
異
記
』（
明
治
３９
年
）〔
引
用
は
『
新
編
泉
鏡
花
集
』
第

四
集
（
注
⑴
に
同
じ
）
に
拠
る
〕。

⑽
「
風
俗
画
報
」
臨
時
増
刊
『
新
撰
東
京
名
所
図
会
』
第
十
八
編
（
明

治
３３
年
５
月
）〔
引
用
は
、
注
⑷
に
同
じ
〕。

⑾

本
作
の
白
露
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が

あ
り
、
一
定
し
な
い
。
橘
正
典
は
白
露
に
「
深
い
罪
障
意
識
と
恐
怖

心
」
を
見
出
し
〔『
鏡
花
変
化
帖
』「
第
二
章

雛
人
形
と
蠟
人
形
」

（
国
書
刊
行
会
・
平
成
１４
年
）〕、
吉
田
遼
人
は
そ
れ
に
疑
義
を
呈
し

つ
つ
、
白
露
を
「
場
末
に
す
ぎ
な
か
っ
た
空
間
の
一
地
点
が
中
心
化

さ
れ
る
と
い
う
特
異
な
現
象
」
を
引
き
起
こ
す
「
特
異
性
を
付
与
さ

れ
た
存
在
」〔
注
⑶
に
同
じ
〕
と
見
る
。

⑿

村
松
定
孝
「
鏡
花
小
説
・
戯
曲
解
題
」（『
泉
鏡
花
事
典
』・
有
精
堂

・
昭
和
５７
年
）

― ５３ ―



⒀

注
⑴
に
同
じ
。

⒁

内
藤
郁
夫
「
伝
統
絵
蠟
燭
の
研
究
Ⅰ：

歴
史
と
製
造
法
を
中
心
に
」

（「
九
州
産
業
大
学
芸
術
学
部
研
究
報
告
」
第
３８
巻
・
平
成
１９
年
１２
月

・http://hdl.handle.net/11178/7599

）
に
よ
る
と
、
現
在
、「
会
津

若
松
市
・
庄
内
地
方
（
鶴
岡
市
と
酒
田
市
）・
長
岡
市
が
伝
統
的
絵

蠟
燭
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
」
お
り
、「
１８
世
紀
中
頃
、
絵
蠟
燭
は

庄
内
地
方
で
発
明
さ
れ
、
会
津
若
松
で
は
庄
内
地
方
に
遅
れ
て
生
産

が
始
ま
っ
た
と
推
論
」
さ
れ
、「
会
津
若
松
か
ら
の
技
術
の
伝
播
に

よ
り
、
長
岡
で
も
絵
蠟
燭
の
生
産
が
開
始
さ
れ
た
と
推
論
」
さ
れ
る

と
い
う
。

〔
付
記
〕『
菎
蒻
本
』
本
文
の
引
用
は
、『
新
編
泉
鏡
花
集
』
第
四
巻
（
岩

波
書
店
・
平
成
１６
年
）
に
拠
る
。
旧
字
は
適
宜
通
行
の
字
体
に
あ
ら
た

め
、
ル
ビ
は
一
部
を
除
き
省
略
し
た
。
傍
線
は
論
者
が
附
し
た
も
の
で
あ

る
。
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