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泉
鏡
花
「
革
鞄
の
怪
」
と
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」

宮

本

和

歌

子

一
、
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
大
正
三
年
二
月
『
淑
女
画
報
』
に
発
表
さ
れ
た
、
泉
鏡
花

に
よ
る
「
革
鞄
の
怪
」
に
お
け
る
革
鞄
の
怪
異
的
性
質
を
考
察
し
た
後
、

革
鞄
の
特
異
な
性
質
が
、
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
に
摂
取
さ

れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

「
革
鞄
の
怪
」
の
主
題
と
は
、
汽
車
で
偶
然
隣
席
に
座
っ
た
女
に
一
目

惚
れ
を
し
た
男
の
、
常
軌
を
逸
し
た
恋
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

男
が
激
し
い
恋
に
落
ち
た
発
端
は
、
自
分
の
革
鞄
の
口
に
女
の
袖
が
挟
ま

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
革
鞄
の
口
に
挟
ま
っ
た
袖
の
主
を
確
か
め
よ
う
と
顔

を
あ
げ
、
恋
に
落
ち
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
革
鞄
が
男
の
足
元
に
存
在

し
て
い
な
け
れ
ば
、
女
の
袖
を
挟
ん
だ
ま
ま
鍵
を
か
け
、
鍵
を
捨
て
る
こ

と
も
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
本
作
中
で
描
か
れ
て
い
る
男
の
恋
や
、
男

の
行
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
騒
動
は
、
革
鞄
が
引
き
起
こ
し
た
事
態
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
「
革
鞄
の
怪
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
男
の
恋

物
語
は
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
本
作
の
中
心
テ
ー
マ
と
は
革
鞄
の
奇

怪
な
性
質
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、

本
作
の
内
容
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
に
は
、
作
品
内
で
描
か
れ
て
い
る
革

鞄
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

「
私
」
に
よ
る
一
人
称
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
本
作
は
、
「
私
」
と
同

宿
し
て
い
る
人
物
が
、
「
屋
財
、
家
財
、
身
上
あ
り
た
け
を
詰
込
ん
」
（
泉

鏡
花
「
革
鞄
の
怪
」
、
大
正
三
年
二
月
『
淑
女
画
報
』
。
以
下
、
引
用
同
じ
）

で
い
る
と
主
張
す
る
、
「
象
を
胴
切
り
に
し
た
や
う
な
格
外
の
大
き
さ
」

の
、
古
び
た
革
鞄
に
関
す
る
や
り
と
り
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
革
鞄
の
中

か
ら
「
声
が
す
る
」
と
言
う
こ
の
同
宿
人
の
男
と
「
私
」
が
出
会
っ
た
の

は
、
そ
の
日
の
昼
間
、
花
嫁
姿
の
令
嬢
の
袖
を
革
鞄
に
挟
み
込
む
と
い
う

騒
動
の
場
面
に
、
偶
然
「
私
」
が
居
合
わ
せ
た
こ
と
に
よ
る
。
「
私
」
は

そ
の
男
の
所
有
す
る
大
き
な
古
革
鞄
を
見
た
と
き
か
ら
、
か
つ
て
見
世
物

小
屋
で
見
た
、
「
だ
ふ
り
と
し
て
、
づ
し
り
と
重
量
を
溢
ま
し
て
、
莚
の

上
に
仇
光
り
の
陰
気
な
光
沢
を
持
つ
た
鼠
色
の
」
古
革
鞄
と
同
一
の
品
で

は
な
い
か
と
感
じ
、
注
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
革
鞄
の
主
の
男

は
、
暇
つ
ぶ
し
に
見
て
い
た
旅
行
案
内
の
冊
子
を
革
鞄
に
し
ま
う
際
、
隣

席
に
座
っ
た
女
の
袖
を
偶
然
革
鞄
の
口
に
挟
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
に

気
付
く
。
袖
の
主
を
確
か
め
よ
う
と
顔
を
上
げ
た
と
こ
ろ
、
袖
の
主
で
あ

る
花
嫁
姿
の
女
に
一
目
惚
れ
を
し
、
彼
女
の
袖
を
離
す
ま
い
と
、
男
は
革

鞄
の
鍵
を
汽
車
の
窓
か
ら
投
げ
捨
て
た
。
目
的
地
に
着
い
た
花
嫁
は
、
革

鞄
に
挟
ま
れ
た
片
袖
を
引
き
裂
い
て
残
し
、
下
車
し
て
ゆ
く
。
一
部
始
終

を
見
て
い
た
「
私
」
は
、
革
鞄
の
主
の
も
と
へ
歩
み
寄
っ
て
握
手
を
し
、
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知
己
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
古
革
鞄
に
つ
い
て
、
複
数
の
疑
問
が
生
ず

る
。
作
品
冒
頭
で
の
、
古
革
鞄
の
中
か
ら
声
が
す
る
と
い
う
革
鞄
の
持
主

の
言
い
分
が
本
当
な
ら
ば
、
何
が
革
鞄
の
中
で
声
を
立
て
て
い
た
の
か
。

「
私
」
は
、
な
ぜ
男
の
持
つ
古
革
鞄
に
強
い
関
心
を
抱
い
た
の
か
。
次
章

で
は
、
古
革
鞄
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
疑
問
に
つ
い
て
考
え
る
。

二
、
片
袖
の
意
味
と
古
革
鞄
の
正
体

革
鞄
内
で
声
を
立
て
て
い
た
の
は
、
何
者
だ
ろ
う
か
。
令
嬢
の
袖
を
口

に
挟
ん
だ
革
鞄
の
中
に
は
、
「
大
切
な
書
類
、
器
具
、
物
品
、
軽
少
に
も

し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
財
産
、
一
切
の
身
代
、
祖
先
、
父
母
の
位
牌
、
実
際
、

生
命
と
斉
し
い
も
の
を
残
ら
ず
納
れ
て
あ
」
り
、
「
小
出
し
の
外
、
旅
費

も
」
入
れ
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
「
最
愛
の
妻
」
と
「
可
愛
い
児
」

と
の
「
二
人
の
白
骨
も
と
も
に
革
鞄
の
中
に
あ
」
る
と
、
持
主
の
男
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
革
鞄
の
持
主
の
男
は
、
偶
然
挟
み
込
ん

だ
袖
を
離
す
ま
い
と
「
令
嬢
の
袖
の
奥
へ
魂
は
納
め
」
た
上
で
革
鞄
に
鍵

を
か
け
、
「
革
鞄
の
鍵
を
棄
て
」
、
「
鍵
は
宇
宙
が
奪
」
っ
た
と
も
述
べ
て

い
る
。
こ
の
場
合
、
鍵
を
捨
て
る
と
い
う
行
為
と
は
、
令
嬢
の
袖
と
同
時

に
封
じ
込
め
た
自
分
の
魂
を
、
革
鞄
の
中
か
ら
解
放
す
る
手
段
を
自
ら
放

棄
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
不
可
思
議
な
革
鞄
の
中
か
ら
「
音
が

す
る
」
の
で
は
な
く
、
「
声
が
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
声
を

た
て
る
、
と
い
う
表
現
は
、
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
何
ら

か
の
生
き
物
が
音
声
を
発
す
る
際
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
革

鞄
の
中
で
声
が
す
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
革
鞄
内
に
何
ら
か
の
生
命
体

が
存
在
し
、
そ
の
生
命
体
が
声
を
た
て
て
い
る
、
と
い
う
可
能
性
が
挙
げ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

革
鞄
の
中
に
存
在
す
る
生
命
体
と
は
な
に
か
を
考
え
る
に
際
し
、
革
鞄

に
挟
ま
れ
た
袖
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
て
み
る
。
袖
の
主
で
あ
っ
た
令

嬢
は
、
頭
髪
を
「
高
等
な
高
島
田
」
に
結
い
、
「
裾
模
様
」
の
あ
る
「
濃

い
紫
の
紋
着
」
と
「
白
襟
、
緋
の
長
襦
袢
」
を
着
用
し
て
お
り
、
「
此
か

ら
結
婚
の
式
に
お
臨
み
に
成
る
」
こ
と
が
一
目
で
わ
か
る
服
装
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
明
治
、
大
正
年
間
に
用
い
ら
れ
て
い
た
花
嫁
の
紋

付
き
と
し
て
は
、
紫
は
一
般
的
な
色
で
は
な
く
、
黒
が
一
般
的
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
当
時
の
婚
礼
衣
装
に
つ
い
て
説
明
し
た
資
料
を
見
て
も
明
ら
か

で
あ
る
。

娵
は
上
流
に
は
古
風
に
白
無
垢
に
裲
襠
を
着
る
も
あ
れ
ば
、
洋
装
も

あ
れ
ど
も
、
中
流
に
て
は
黒
の
紋
服
を
着
、
齢
若
き
は
髷
を
文
金
高

髷
に
結
ひ
、（
平
出
鏗
二
郎
『
東
京
風
俗
誌
』
、
明
治
三
五
年
八
月
冨

山
房
）

現
今
多
く
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
所
の
所
謂
白
襟
紋
附
は
、
（
中
略
）
現

今
で
は
此
服
の
表
着
に
黒
色
を
用
ふ
る
こ
と
が
正
式
の
や
う
に
な
つ

て
ゐ
る
（
日
野
節
斎
『
礼
法
か
ゞ
み
』
、
大
正
五
年
七
月
良
文
堂
書

店
）

上
衣
に
黒
の
裾
模
様
の
振
袖
を
重
ね
（
古
田
む
め
『
衣
裳
と
着
附
』
、

大
正
一
四
年
一
一
月
ヒ
ノ
楽
社
）

通
例
か
ら
申
し
ま
す
と
、
儀
式
の
と
き
に
は
（
中
略
）
表
着
は
地
が

黒
繻
子
に
何
か
目
出
度
き
腰
模
様
入
り
（
田
野
素
鳩
『
大
正
礼
儀
作

法
』
、
大
正
一
五
年
七
月
墨
仙
堂
）
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本
作
の
令
嬢
が
こ
の
よ
う
な
通
例
に
反
し
、
黒
で
は
な
く
「
濃
い
紫
」

の
裾
模
様
の
紋
付
き
を
婚
礼
衣
装
と
し
て
着
用
し
て
い
た
の
は
、
革
鞄
に

挟
ま
れ
た
片
袖
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
作
の
後
日
談
的
内
容

で
あ
る
大
正
九
年
一
二
月
『
改
造
』
掲
載
の
「
唄
立
山
心
中
一
曲
」
で
は
、

こ
の
「
革
鞄
の
怪
」
を
、
「
後
に
、
片
袖
、
と
改
題
し
て
、
小
集
の
中
に

編
ん
だ
一
篇
を
草
し
た
事
が
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
片
袖
を
自
ら

切
り
離
し
て
去
っ
て
ゆ
く
本
作
の
令
嬢
は
、
こ
の
世
に
未
練
を
残
し
て
亡

く
な
っ
た
女
の
幽
霊
が
、
幽
霊
と
し
て
現
れ
た
証
拠
と
し
て
残
し
て
い
っ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
大
阪
平
野
の
大
念
仏
寺
に
伝
わ
る
片
袖
に
関
す

る
伝
承
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

大
念
仏
寺
の
幽
霊
の
片
袖
伝
承
は
、
十
返
舎
一
九
が
『
大
念
仏
寺
霊
宝

略
伝

連
理
隻
袖
（
だ
い
ね
ん
ぶ
つ
じ
れ
い
ほ
う
り
ゃ
く
で
ん

れ
ん
り

の
か
た
そ
で
・
以
下
、『
連
理
隻
袖
』
と
略
）
』
と
し
て
著
し
、
文
化
八
・

一
八
一
一
年
に
大
坂
の
敦
賀
屋
久
四
郎
・
秋
田
屋
太
右
衛
門
・
河
内
屋
嘉

七
、
東
都
の
西
宮
弥
兵
衛
・
平
野
屋
宗
七
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
豊
竹
越
前
少
掾
相
伝
・
佐
川
藤
太
作
・
吉
田
新
吾
添
削
の
浄
瑠

璃
（
一
）

作
品
『
亀
鉦
事
略
片
袖
縁
起

融
通
大
念
仏
（
か
め
が
ね
じ
り
ゃ

く
か
た
そ
で
え
ん
ぎ

ゆ
ず
う
だ
い
ね
ん
ぶ
つ
・
以
下
、
『
大
念
仏
』
と

略
）
』（
文
化
八
・
一
八
一
一
年
五
月
本
屋
清
七
再
版
）
や
、
石
川
一
口
講

演
、
丸
山
平
次
郎
速
記
『
講
談
幽
霊
の
片
袖
』
（
明
治
四
二
年
三
月
積
善

館
）
な
ど
、
多
く
存
在
し
て
い
る
。
『
大
念
仏
』
、
『
連
理
隻
袖
』
の
ど
ち

ら
も
、
成
仏
を
願
う
女
の
幽
霊
が
残
し
て
消
え
た
と
書
か
れ
て
い
る
の
は

「
紫
朽
葉
色
」
の
片
袖
で
あ
る
。
『
講
談
幽
霊
の
片
袖
』
で
も
、
女
の
幽

霊
が
残
し
た
の
は
、「
紫
曙
染
の
片
袖
」
と
、
紫
の
片
袖
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
伝
承
を
踏
ま
え
た
上
方
落
語
「
片
袖
」
は
、
婚
礼
を
目
前
に

一
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
娘
の
両
親
の
元
へ
、
墓
荒
ら
し
を
生
業
と
す
る
男

が
金
を
騙
し
取
り
に
訪
れ
る
。
そ
こ
で
、
成
仏
で
き
な
い
で
い
る
娘
に
出

会
っ
た
証
拠
と
し
て
、
「
着
た
る
着
物
の
片
袖
を
、
我
に
渡
し
て
消
え
ま

し
た
。
」
と
言
い
、
片
袖
を
両
親
に
見
せ
る
。
す
る
と
、
娘
の
両
親
は
、「
娘

を
お
棺
へ
納
め
る
時
に
、
着
せ
て
や
っ
た
着
物
の
片
袖
。
付
い
た
紋
が
何

よ
り
の
証
拠
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
、
男
の
言
葉
を
信
じ
、
言
わ
れ
る
ま

ま
の
金
額
を
疑
い
も
な
く
渡
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
桂
文
我
『
復
活
珍

品

上
方
落
語
選
集
』
、
平
成
一
三
年
七
月
燃
焼
社
）。

大
衆
娯
楽
で
あ
る
講
談
や
落
語
の
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
こ
の
世
に
未
練
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
た
め
成
仏
で
き
ず

に
い
る
女
が
幽
霊
と
な
っ
て
現
れ
た
証
拠
と
し
て
、
紫
の
片
袖
を
残
し
て

ゆ
く
と
い
う
幽
霊
の
片
袖
伝
承
が
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に

推
測
で
き
る
。
こ
の
伝
承
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
男
の
革
鞄
の
口
に
自

分
の
紫
の
袖
を
残
し
て
い
っ
た
と
い
う
令
嬢
の
行
為
は
、
成
仏
で
き
ず
に

こ
の
世
に
現
れ
た
証
拠
と
し
て
、
女
の
幽
霊
が
片
袖
を
残
し
た
行
為
に
相

当
し
、
令
嬢
が
残
し
た
片
袖
は
、
令
嬢
の
存
在
が
幻
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、

令
嬢
が
何
ら
か
の
未
練
を
残
し
て
い
た
こ
と
の
証
拠
と
い
え
る
（
二
）

。

常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
い
か
に
大
き
い
品
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
革
鞄

が
革
で
一
定
の
空
間
を
切
り
取
っ
て
作
ら
れ
た
物
体
で
あ
る
以
上
、
そ
の

内
容
量
に
は
限
度
が
あ
り
、
物
品
を
無
限
に
収
納
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

だ
が
、
本
作
に
登
場
す
る
革
鞄
は
、
書
類
や
金
銭
と
い
っ
た
、
携
行
す
る

必
要
の
あ
る
貴
重
品
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
位
牌
や
亡
く
な
っ
た
家
族
の

遺
骨
と
い
っ
た
、
通
常
な
ら
ば
運
搬
、
携
行
し
な
い
も
の
ま
で
、
「
生
命

と
斉
し
い
も
の
を
残
ら
ず
」
収
納
し
て
い
た
ば
か
り
か
、
「
私
」
と
男
が

出
会
っ
た
昼
間
の
汽
車
内
に
お
い
て
、
男
の
魂
を
奥
に
納
め
た
と
い
う
令

嬢
の
袖
ま
で
口
に
挟
み
込
ん
で
い
た
。
そ
の
口
を
開
け
る
た
め
の
鍵
は
、

「
宇
宙
が
奪
ひ
ま
し
た
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
細
か
い
手
回
り
品
や
貴
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重
品
の
他
、
複
数
の
位
牌
や
遺
骨
、
さ
ら
に
は
人
間
の
魂
ま
で
も
内
包
し
、

運
搬
す
る
こ
と
は
、
通
常
の
革
鞄
で
は
容
量
を
超
え
る
た
め
不
可
能
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
非
常
識
的
な
行
為
で
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問

題
の
革
鞄
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
収
納
し
て
い
た
と
あ
る
の
は
、
実
際
の
空

間
的
制
約
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
、
別
の
無
限
空
間
が
革
鞄
の
内
部
に
存

在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
解
釈
で
き
る
。

宇
宙
が
鍵
を
奪
っ
た
た
め
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
革
鞄
の

内
部
に
は
、
宇
宙
の
よ
う
な
異
空
間
が
広
が
っ
て
い
た
。
革
鞄
の
持
主
の

男
は
、
革
鞄
の
口
を
施
錠
し
て
そ
の
鍵
を
捨
て
た
上
、
「
自
分
で
此
の
革

鞄
は
開
け
な
い
」
、「
令
嬢
の
袖
は
放
さ
な
い
」
と
宣
言
し
、
令
嬢
へ
の
執

着
心
を
表
明
し
た
。
対
す
る
令
嬢
は
、
袖
を
挟
み
込
ん
だ
革
鞄
を
令
嬢
と

共
に
持
ち
去
る
と
い
う
、
「
極
め
て
平
凡
な
、
然
も
常
識
的
な
」
手
段
を

採
ろ
う
と
し
た
付
き
添
い
の
者
に
対
し
、
「
否
、
貴
方
。
」
と
、
「
屹
と
留

め
」
て
自
ら
袖
を
切
り
裂
き
、「
紫
の
襲
の
片
袖
」
を
革
鞄
の
口
に
残
し
、

下
車
し
て
い
っ
た
。
紫
の
片
袖
を
残
し
て
男
の
前
か
ら
姿
を
消
す
と
い
う

行
為
は
、
未
練
、
す
な
わ
ち
一
種
の
執
着
心
の
表
明
で
あ
る
こ
と
は
、
先

に
述
べ
た
幽
霊
の
片
袖
伝
承
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
革
鞄
を
介

し
て
、
両
者
は
お
互
い
へ
の
執
着
心
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
「
私
」
と
革
鞄
の
持
主
と
が
泊
ま
っ
た
宿
で
、
夜
中

に
革
鞄
の
中
で
声
を
立
て
て
い
た
生
命
体
と
は
、
そ
の
表
現
か
ら
魂
が
す

で
に
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
「
祖
先
、
父
母
の
位
牌
」

や
「
最
愛
の
妻
」
と
「
可
愛
い
児
」
と
の
「
二
人
の
白
骨
」
な
ど
で
は
な

く
、
日
中
の
汽
車
で
革
鞄
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
ば
か
り
の
、
令
嬢
に
執
着

す
る
男
の
魂
と
、
同
じ
く
日
中
の
汽
車
で
革
鞄
に
挟
ま
れ
た
ば
か
り
の
、

未
練
が
こ
も
っ
た
令
嬢
の
片
袖
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
「
私
」
が
革
鞄
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
か

を
考
え
る
。
内
部
に
宇
宙
と
も
い
う
べ
き
無
限
空
間
を
持
つ
こ
の
革
鞄
と

「
色
合
、
格
好
其
の
ま
ゝ
」
何
の
相
違
点
も
な
く
同
一
の
品
と
し
か
思
わ

れ
な
い
も
の
を
、「
私
」
は
「
小
児
が
些
と
毛
を
伸
ば
し
た
中
僧
の
頃
」、

秋
の
招
魂
祭
の
見
世
物
小
屋
で
見
た
こ
と
が
あ
る
、
と
も
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
回
想
は
、
男
の
恋
の
成
り
行
き
と
は
関
連
が
な
く
、

無
意
味
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
「
一
」
か
ら
「
八
」
ま
で
に

分
け
ら
れ
て
い
る
本
作
の
う
ち
、
「
二
」
の
一
章
分
が
見
世
物
小
屋
に
お

け
る
革
鞄
の
回
想
譚
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
一
目
見
て
も
知

れ
る
、
其
の
何
省
か
の
官
吏
で
あ
る
事
は
。
」
と
い
う
箇
所
か
ら
、
汽
車

内
の
革
鞄
の
持
主
は
、
見
世
物
小
屋
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
「
私
」
も
考

え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
加
え
て
、
「
が
、
持
主
で
は
な
い
。
其
の
革

鞄
で
あ
る
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、「
私
」
が
革
鞄
の
持
主
の
素
性
よ
り
、

そ
の
所
有
物
で
あ
る
革
鞄
の
存
在
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。持

主
が
革
鞄
を
開
け
て
旅
行
案
内
を
取
り
出
す
場
面
で
は
、
「
大
な
蝦

蟇
と
で
も
あ
ら
う
事
か
、
革
鞄
の
吐
出
し
た
第
一
幕
」
と
あ
り
、
革
鞄
の

口
を
開
け
よ
う
と
人
々
が
苦
心
し
て
い
る
場
面
で
は
、
「
老
怪
の
歯
が
引

啣
へ
て
居
た
」
、「
な
か
〳
〵
以
つ
て
、
何
う
し
て
古
狸
の
老
武
者
が
、
そ

ん
な
事
で
行
く
も
の
か
。
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
無
生
物
で
あ
る

革
鞄
に
対
し
て
、
生
物
と
し
て
の
比
喩
を
複
数
用
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
「
私
」
は
、
革
鞄
を
生
物
と
し
て
観
察
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

本
作
の
革
鞄
は
、外
見
か
ら
予
測
さ
れ
る
よ
う
な
容
量
の
限
界
が
な
く
、

内
部
に
異
空
間
が
広
が
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
間

が
移
動
に
際
し
て
細
か
い
手
荷
物
を
運
搬
す
る
た
め
に
用
い
る
一
般
的
な

革
鞄
と
は
異
な
る
性
質
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
革
鞄
の
口
に
は
、

大
念
仏
寺
に
伝
わ
る
幽
霊
の
片
袖
伝
承
を
踏
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
、
紫
の
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片
袖
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
た
。こ
の
よ
う
な
革
鞄
に
ま
つ
わ
る
物
語
と
は
、

ま
さ
に
「
革
鞄
の
怪
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
、
泉
鏡
花
と
江
戸
川
乱
歩

幽
霊
の
片
袖
伝
承
を
踏
ま
え
、
手
荷
物
と
し
て
携
行
で
き
る
大
き
さ
の

物
質
内
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
男
女
の
執
着
心
を
、
「
革
鞄
の
中
で
声
が
す

る
」
と
い
う
、
生
命
活
動
を
示
唆
す
る
現
象
と
し
て
表
現
し
て
い
る
「
革

鞄
の
怪
」
の
着
想
は
、
極
め
て
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
着
想
を
さ
ら

に
摂
取
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
江
戸
川
乱
歩
の
人
気
作
品
の

一
つ
（
三
）

で
あ
る
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
作
品
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
先
行
作
品
と
し
て
は
、
渡
辺
温
と

横
溝
正
史
の
合
作
と
推
測
さ
れ
る
霧
島
ク
ラ
ラ
（
四
）

「
風
船
美
人
」
（
昭
和

三
年
六
月
『
新
青
年
』）
と
、
夢
野
久
作
「
押
絵
の
奇
蹟
」（
昭
和
四
年
一

月
『
新
青
年
』
）
の
二
作
品
が
、
浜
田
雄
介
「
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅

す
る
男
』

―
レ
ン
ズ
仕
掛
け
の
「
語
り
」

―
」（
平
成
三
年
四
月
『
国

文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
論
文
中
で
は
、

「
風
船
美
人
」
に
つ
い
て
「
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
の
一
典
拠
と
考
え
ら

れ
る
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
「
夢
野
久
作
の
『
押
絵
の
奇
蹟
』
が

発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
乱
歩
は
こ
れ
を
絶
賛
す
る
。
（
中
略
）
同
志
を
見

出
し
た
か
の
よ
う
な
調
子
の
高
さ
が
、
「
『
押
絵
の
奇
蹟
』
読
後
」
の
い
た

る
と
こ
ろ
に
読
み
と
れ
る
。
」
と
、
乱
歩
が
「
押
絵
の
奇
蹟
」
に
強
い
興

味
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
恋
の
成
就
を
目

的
と
し
て
人
工
物
の
中
に
人
間
が
入
り
込
み
、
そ
の
中
で
生
命
活
動
を
維

持
す
る
と
い
う
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
「
風
船
美
人
」、

「
押
絵
の
奇
蹟
」
の
ど
ち
ら
に
も
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
前
章
で
述
べ

た
「
革
鞄
の
怪
」
の
革
鞄
の
性
質
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
押
絵
の
娘
に
対
す
る

恋
を
成
就
さ
せ
る
た
め
、
自
分
の
姿
を
遠
眼
鏡
の
逆
か
ら
覗
い
て
も
ら
う

と
い
う
手
段
で
現
実
世
界
か
ら
姿
を
消
し
去
り
、
押
絵
の
中
の
人
物
と
し

て
生
き
、
老
い
て
ゆ
く
と
い
う
、
物
質
的
、
空
間
的
制
約
を
超
越
し
た
、

非
現
実
的
な
物
語
で
あ
る
。
一
方
で
は
革
鞄
、
一
方
で
は
押
絵
、
ど
ち
ら

も
人
間
が
携
行
で
き
る
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
よ
り
大
き

な
人
間
の
身
体
や
、生
命
ま
で
内
包
す
る
能
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
、

自
分
の
意
思
で
小
さ
な
物
体
の
中
に
自
身
の
魂
を
封
じ
込
め
る
と
い
う
点

に
お
い
て
、
「
革
鞄
の
怪
」
と
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
着
想
は
一
致
し

て
い
る
。
人
間
の
魂
が
封
じ
込
め
ら
れ
た
物
体
は
、
汽
車
で
偶
然
乗
り
合

わ
せ
た
不
思
議
な
男
の
所
有
物
で
あ
っ
た
こ
と
も
両
作
品
に
見
ら
れ
る
共

通
点
で
あ
る
が
、
「
革
鞄
の
怪
」
に
お
い
て
革
鞄
が
一
個
の
生
命
体
と
し

て
描
写
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
押
絵
も
、
「
名

状
し
難
き
毒
々
し
さ
を
保
ち
、
ギ
ラ
〳
〵
と
、
見
る
者
の
眼
底
に
焼
き
つ

く
様
な
」
（
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」、
昭
和
四
年
六
月
『
新
青

年
』
。
以
下
、
引
用
同
じ
）
生
気
を
持
っ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
革
鞄
の
中
で
声
が
す
る
」
と
い
う
現
象
が
、
革
鞄
内
で
男
と

令
嬢
の
魂
や
強
い
未
練
の
表
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
章
で
述
べ
た

が
、
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
は
、
「
押
絵
の
人
物
が
二
つ
と
も
、
生
き
て

ゐ
た
」
、
「
押
絵
の
娘
は
、
（
中
略
）
一
人
の
生
き
た
娘
と
し
て
、
蠢
き
始

め
た
」
と
、
押
絵
の
中
に
生
命
体
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
複
数
箇
所
で

述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
人
物
は
、
「
謂
は
ば
芝
居
の
濡
場
に
類
す

る
画
面
で
あ
つ
た
。
」
と
、
相
愛
の
様
子
で
あ
っ
た
こ
と
も
説
明
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
他
、
「
革
鞄
の
怪
」
に
お
い
て
、
男
の
魂
と
、
袖
に
託
し
て

男
の
手
元
に
残
さ
れ
た
令
嬢
の
未
練
と
が
革
鞄
内
で
声
を
た
て
て
い
た
と
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解
釈
で
き
る
こ
と
は
既
に
説
明
し
た
が
、
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
も
、

押
絵
に
入
り
込
ん
だ
男
と
押
絵
の
娘
が
「
さ
も
む
つ
ま
じ
く
、
尽
き
ぬ
睦

言
を
語
り
合
」
っ
て
い
た
と
、
二
人
で
話
し
声
を
た
て
て
い
た
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
は
、「
そ
れ
か

ら
と
申
す
も
の
、
兄
は
こ
の
眼
鏡
の
中
の
美
し
い
娘
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
極

く
極
く
内
気
な
ひ
と
で
し
た
か
ら
、
古
風
な
恋
わ
づ
ら
ひ
を
わ
づ
ら
ひ
始

め
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
の
お
人
は
お
笑
ひ
な
さ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
の
頃
の
人
間
は
、
誠
に
お
つ
と
り
し
た
も
の
で
し
て
、
行
き
ず
り

に
一
目
見
た
女
に
恋
し
て
、
わ
づ
ら
ひ
つ
い
た
男
な
ど
も
多
か
つ
た
時
代

で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
ね
。
」
と
あ
る
が
、「
革
鞄
の
怪
」
の
手
荷
物
の
主
は
、

「
汽
車
の
室
内
で
隣
合
つ
て
一
目
見
た
」
だ
け
の
令
嬢
に
、
「
未
練
と
、

執
着
と
、
愚
痴
と
、
卑
劣
と
、
悪
趣
と
、
怨
念
と
、
も
つ
と
直
截
に
申
せ

ば
、
狂
乱
が
あ
つ
た
」
と
い
う
ほ
ど
の
恋
心
を
抱
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
男
も
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
説
明
さ
れ
て
い
る
、「
行

き
ず
り
に
一
目
見
た
女
に
恋
し
て
、
わ
づ
ら
ひ
つ
い
た
男
」
の
一
人
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

乱
歩
が
、
谷
崎
潤
一
郎
、
佐
藤
春
夫
、
宇
野
浩
二
に
傾
倒
し
て
お
り
、

彼
ら
の
作
品
か
ら
し
ば
し
ば
創
作
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
た
と
い
う
こ
と

は
、
乱
歩
自
身
に
よ
る
著
述
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
比
較
的
有
名
で

あ
る
（
五
）

。
従
来
の
乱
歩
作
品
の
成
立
材
源
追
究
で
は
、
乱
歩
自
身
が
依

拠
の
事
実
を
記
録
し
て
い
た
か
否
か
に
捉
わ
れ
、
追
究
の
対
象
を
お
の
ず

と
限
定
し
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
創
作
に
お
い
て
影
響
を

受
け
た
作
家
、
作
品
を
乱
歩
が
す
べ
て
書
き
残
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
は
、
拙
稿
「
「
猟
奇
の
果
」
の
成
立
」（
平
成
二
二
年
一
〇
月
『
国
語

国
文
』
）
に
お
い
て
立
証
し
た
、
村
松
梢
風
「
談
話
売
買
処
か
ら
買
つ
た

話
」
（
大
正
一
〇
年
四
月
『
中
央
公
論
』
）
と
江
戸
川
乱
歩
「
猟
奇
の
果
」

（
昭
和
五
年
一
月
～
一
二
月
『
文
芸
倶
楽
部
』
）
の
関
係
か
ら
も
、
明
ら

か
で
あ
る
。
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
に
つ
い
て
も
、
乱
歩
自
身
が
言
及
し

て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
材
源
が
存
在
し
な
い
と
は
断
定
で
き
な
い
。

江
戸
川
乱
歩
が
、
泉
鏡
花
の
何
ら
か
の
作
品
を
愛
好
し
て
い
た
と
い
う

具
体
的
な
記
述
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
大
正
一
五
年
一
〇
月
『
サ
ン

デ
ー
毎
日
』
秋
季
特
大
号
掲
載
の
江
戸
川
乱
歩
「
人
で
な
し
の
恋
」
で
は
、

「
ほ
つ
そ
り
と
し
た
、
丁
度
泉
鏡
花
さ
ん
の
小
説
に
出
て
来
る
様
な
、
夢

の
様
に
美
し
い
方
」
と
、
美
女
の
形
容
と
し
て
泉
鏡
花
の
作
品
を
引
き
合

い
に
出
し
て
お
り
、「
活
字
と
僕
と
」（
昭
和
一
一
年
一
〇
月
『
現
代
』
附

録
）
で
も
、
「
泉
鏡
花
や
広
津
柳
浪
の
小
説
に
は
少
年
時
代
か
ら
心
酔
し

て
ゐ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
乱
歩
は
少
な
か
ら
ず
泉
鏡
花
の

作
品
を
読
ん
で
い
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
他
、
明
治
二
〇
年
か
ら
二
五
、

六
年
頃
ま
で
の
間
、
一
般
文
壇
の
作
家
が
多
く
探
偵
小
説
を
手
が
け
て
い

た
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た
記
事
中
で
、
「
こ
の
時
期
に
最
も
特
筆
す
べ
き

は
春
陽
堂
の
「
探
偵
小
説
」
と
名
づ
け
る
叢
書
で
あ
ら
う
。
（
中
略
）
作

者
は
紅
葉
門
下
の
硯
友
社
の
作
家
が
主
で
、
凡
て
匿
名
、
中
に
泉
鏡
花
だ

け
は
本
名
の
ま
ゝ
で
「
活
人
形
」
と
い
ふ
一
冊
を
書
い
て
ゐ
る
。
」（
江
戸

川
乱
歩
「
幻
影
城
通
信
」、
昭
和
二
二
年
四
月
『
宝
石
』）
と
、
特
に
鏡
花

の
名
を
挙
げ
て
お
り
、
「
紅
葉
、
露
伴
、
鏡
花
な
ど
の
古
い
も
の
や
（
露

伴
の
「
対
髑
髏
」
や
鏡
花
の
「
夜
行
巡
査
」
な
ど
に
は
子
供
な
が
ら
、
深

く
感
銘
し
た
記
憶
が
あ
る
。
柳
浪
は
ま
だ
読
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
）
花
袋
の

「
蒲
団
」
に
始
ま
る
日
本
自
然
主
義
文
学
は
い
ろ
い
ろ
読
ん
で
ゐ
た
」（
「
探

偵
小
説
三
十
年
」
、
昭
和
二
四
年
一
〇
月
『
新
青
年
』
）
と
、
「
紅
葉
、
露

伴
、
鏡
花
」
の
作
品
を
「
古
い
も
の
」
と
表
現
し
た
記
事
が
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
乱
歩
に
と
っ
て
泉
鏡
花
の
作
品
と
は
、
過
去
、
つ
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ま
り
「
古
い
」
時
代
の
記
憶
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
の
で
あ
る
（
六
）

。

四
、
お
わ
り
に

泉
鏡
花
「
革
鞄
の
怪
」
と
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
二
作

品
間
に
類
似
が
見
ら
れ
る
と
い
う
見
解
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の

か
。
江
戸
川
乱
歩
、
横
溝
正
史
、
渡
辺
啓
助
（
七
）

と
い
っ
た
「
日
本
探
偵

小
説
の
創
成
期
の
作
家
に
深
い
影
響
を
与
え
た
の
は
、
泉
、
谷
崎
、
佐
藤
、

宇
野
浩
二
等
、
そ
の
初
期
を
新
浪
漫
主
義
の
流
れ
に
身
を
投
じ
た
作
家
達
」

（
仁
賀
克
雄
「
横
溝
正
史
論
」、
昭
和
三
七
年
三
月
『
宝
石
』
）
で
あ
っ
た

と
い
う
評
論
が
存
在
す
る
が
、
特
に
横
溝
に
つ
い
て
、
昭
和
一
〇
年
一
月

『
新
青
年
』
発
表
の
「
鬼
火
」
や
「
か
ひ
や
ぐ
ら
物
語
」
（
昭
和
一
一
年

一
月
『
新
青
年
』
）
、
「
蝋
人
」
（
昭
和
一
一
年
四
月
『
新
青
年
』
）
な
ど
、

昭
和
一
〇
年
代
を
中
心
に
発
表
さ
れ
た
作
品
群
は
特
に
泉
鏡
花
の
影
響
が

色
濃
く
、
鏡
花
の
草
双
紙
的
世
界
の
系
統
を
受
け
継
ぐ
と
さ
れ
て
い
る
（
仁

賀
克
雄
「
横
溝
正
史
論
」
、
同
前
掲
）
。

実
際
、
『
宝
石
』
誌
上
の
大
野
宗
昭
に
よ
る
横
溝
正
史
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

記
事
で
は
、
影
響
を
受
け
た
作
家
と
し
て
、
「
僕
の
時
代
の
誰
も
が
受
け

た
谷
崎
潤
一
郎
、
宇
野
浩
二
」
だ
け
で
な
く
、
「
僕
の
場
合
は
黒
岩
涙
香

と
泉
鏡
花
の
影
響
が
あ
る
。
」
と
、
横
溝
が
語
っ
て
い
る
（
大
野
宗
昭
「
日

本
推
理
小
説
界
の
支
柱
」
、
昭
和
三
七
年
三
月
『
宝
石
』
）
。
創
作
活
動
に

お
い
て
、
谷
崎
潤
一
郎
、
宇
野
浩
二
、
黒
岩
涙
香
と
泉
鏡
花
の
影
響
が
あ

っ
た
こ
と
を
、
横
溝
自
身
が
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
横
溝
は
、「
「
御
伽

婢
子
」
「
因
果
物
語
」
の
仮
名
草
子
か
ら
上
田
秋
成
、
下
っ
て
歌
舞
伎
芝

居
作
者
鶴
屋
南
北
、
三
遊
亭
円
朝
、
泉
鏡
花
、
岡
本
綺
堂
等
の
怪
異
談
の

系
統
を
受
継
い
」（
仁
賀
克
雄
「
横
溝
正
史
論
」、
同
前
掲
）
で
い
る
と
す

る
評
が
あ
る
。
し
か
し
、
泉
鏡
花
「
革
鞄
の
怪
」
が
、
大
念
仏
寺
幽
霊
の

片
袖
伝
承
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
江
戸
川
乱
歩
の
「
押

絵
と
旅
す
る
男
」
が
、
小
さ
な
物
質
内
に
封
じ
込
め
ら
れ
、
そ
こ
で
生
命

活
動
を
維
持
す
る
と
い
う
着
想
を
「
革
鞄
の
怪
」
か
ら
得
た
と
思
わ
れ
る

こ
と
は
、
本
稿
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
江
戸
川
乱
歩
の
「
押
絵
と
旅

す
る
男
」
が
、
幽
霊
の
片
袖
伝
承
を
踏
ま
え
た
「
革
鞄
の
怪
」
に
倣
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
江
戸
川
乱
歩
も
ま
た
、
「
泉
鏡
花
、
岡
本
綺
堂
等

の
怪
異
談
の
系
統
を
受
継
い
」
で
創
作
を
行
っ
た
作
家
の
一
人
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

乱
歩
が
鏡
花
の
作
品
を
愛
読
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
も
の

の
、
鏡
花
の
ど
の
作
品
に
影
響
を
受
け
、
ど
の
作
品
に
採
り
入
れ
て
い
た

の
か
と
い
う
具
体
的
な
点
は
、
い
ま
だ
大
部
分
が
不
明
で
あ
り
、
そ
れ
を

解
明
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
乱
歩
研
究
の
課
題
の
一
つ
と
い
え
る
。
本
稿

で
は
、幽
霊
の
残
し
た
紫
の
片
袖
と
い
う
伝
承
を
鑑
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
革
鞄
の
怪
」
に
お
け
る
片
袖
の
役
割
と
革
鞄
の
怪
異
的
性
質
が
明
ら
か

と
な
り
、
物
質
内
で
話
し
声
を
立
て
る
生
命
体
と
い
う
共
通
点
を
「
革
鞄

の
怪
」
と
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
間
に
見
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

今
回
の
検
証
作
業
か
ら
、
あ
る
作
品
の
材
源
追
究
に
際
し
て
は
、
材
源
と

思
わ
れ
る
作
品
に
対
す
る
更
な
る
材
源
追
究
、
お
よ
び
作
品
解
釈
の
必
要

性
が
改
め
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

［
注
］

（
一
）
本
作
の
後
日
談
的
位
置
に
あ
る
「
唄
立
山
心
中
一
曲
」
は
、「
私
」
と
「
小

村
さ
ん
」
が
月
見
に
出
か
け
た
信
州
の
饂
飩
屋
で
鋳
掛
屋
か
ら
聞
か
さ
れ
た
、

と
い
う
設
定
で
、
革
鞄
の
主
の
男
と
片
袖
を
残
し
て
い
っ
た
令
嬢
ら
を
め
ぐ
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る
心
中
事
件
の
顛
末
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
鋳
掛
屋
を
職
業
と
す
る
者
に
つ

い
て
、「
小
唄
浄
瑠
璃
に
心
得
の
あ
る
の
が
少
く
な
い
。
」（
「
唄
立
山
心
中
一

曲
」、
大
正
九
年
一
二
月
『
改
造
』）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
泉
鏡
花
研
究
会
編
『
論
集

大
正
期
の
泉
鏡
花
』（
平
成
一
一
年
一
二
月
、

お
う
ふ
う
）
所
収
の
鈴
木
啓
子
「
反
転
す
る
鏡
花
世
界

―
「
革
鞄
の
怪
」

試
論
」
に
お
い
て
、「
互
い
の
袖
を
敷
き
交
わ
し
て
共
寝
を
す
る
こ
と
か
ら
、

「
袖
交
は
す
」「
袖
片
敷
く
」「
袖
返
す
」
な
ど
、
身
に
つ
け
る
衣
類
の
中
で

も
、
と
り
わ
け
男
女
の
仲
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の
が

〈
袖
〉
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
女
は
切

り
裂
い
た
片
袖
を
男
に
与
え
た
。
そ
れ
は
女
が
、
男
の
言
葉
に
感
応
し
た
こ

と
、（
中
略
）
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
三
）『
江
戸
川
乱
歩
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』（
中
島
河
太
郎
責
任
編
集
『
江
戸
川
乱

歩
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
新
装
版
、
平
成
一
五
年
七
月
沖
積
舎
）
収
録
の
、
脚

本
家
や
、
作
家
、
詩
人
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
「
江
戸
川
乱
歩
の
作

品
の
中
で
好
き
な
も
の
を
い
く
つ
か
あ
げ
、
そ
の
理
由
を
お
書
き
下
さ
い
。
」

と
い
う
項
目
で
は
、
二
四
人
中
、
三
分
の
一
に
あ
た
る
八
人
が
「
押
絵
と
旅

す
る
男
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（
四
）
浜
田
雄
介
「
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』

―
レ
ン
ズ
仕
掛
け
の

「
語
り
」

―
」
（
同
前
掲
）
で
は
、
霧
島
ク
ラ
ラ
と
は
渡
辺
温
の
変
名
で

あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
霧
島
ク
ラ
ラ
」
と
い
う
筆
名
誕
生

の
経
緯
は
、
昭
和
五
二
年
一
二
月
『
太
陽
』
掲
載
の
横
溝
正
史
「
暗
い
旅
籠
」

に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
昭
和
三
年
の
初
夏
頃
、
公
私

と
も
に
親
し
い
付
き
合
い
を
し
て
い
た
横
溝
と
渡
辺
温
と
で
、
こ
の
秋
に
ど

こ
か
へ
旅
行
し
よ
う
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ
た
。
そ
の
旅
費
の
調
達
手
段

と
し
て
、
探
偵
小
説
の
翻
訳
が
呼
び
物
で
あ
っ
た
『
新
青
年
』
増
刊
号
へ
の

寄
稿
を
思
い
つ
い
た
。
渡
辺
温
と
横
溝
正
史
で
そ
れ
ぞ
れ
前
半
と
後
半
の
翻

訳
を
二
十
枚
ず
つ
、
計
四
十
枚
の
翻
訳
を
行
い
、
全
体
の
文
体
は
横
溝
が
整

理
し
、『
新
青
年
』
増
刊
号
に
発
表
し
た
。「
昭
和
三
年
の
夏
季
増
刊
探
偵
小

説
傑
作
集
に
、『
深
夜
の
晩
餐
』〈
ビ
ー
ス
ト
ン
・
霧
島
ク
ラ
ラ
訳
〉
と
あ
る

の
が
そ
れ
で
あ
る
。
」（
横
溝
正
史
「
暗
い
旅
籠
」
、
昭
和
五
二
年
一
二
月
『
太

陽
』）
と
い
う
。
実
際
、「
風
船
美
人
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
新
青
年
』
昭

和
三
年
六
月
号
目
次
に
は
、
霧
島
ク
ラ
ラ
「
風
船
美
人
」
の
ほ
か
、
オ
ン
・

ワ
タ
ナ
ベ
「
ア
ル
ペ
エ
ヌ
嬢
の
話
」、
坂
井
三
郎
訳
、
Ｆ
・
ヒ
ュ
ー
ム
「
二

輪
馬
車
の
秘
密
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
横
溝
正
史
「
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」

と
「
陰
獣
」
が
出
来
る
話
」（
昭
和
五
〇
年
七
月
『
幻
影
城
増
刊
』
）
に
、「
あ

の
臨
時
増
大
号
に
は
二
百
五
十
枚
の
翻
訳
小
説
を
（
註
、
ヒ
ュ
ー
ム
『
二
輪

馬
車
の
秘
密
』）
ち
ょ
っ
と
涙
香
張
り
な
訳
筆
を
も
っ
て
紹
介
し
て
見
た
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
訳
者
の
坂
井
三
郎
と
は
横
溝
正
史
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
昭
和
三
年
一
〇
月
号
の
『
新
青
年
』
で
は
、
渡
辺

温
「
勝
敗
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
エ
ル
ズ
「
新
薬
加
速

素
」
の
訳
者
と
し
て
渡
辺
温
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
新
青

年
』
昭
和
三
年
一
一
月
号
に
は
、
Ｃ
・
ホ
ッ
ヂ
ス
「
変
装
」
と
Ｈ
・
モ
ル
ガ

ン
「
路
上
の
運
」
が
、
横
溝
正
史
訳
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

事
例
か
ら
、「
霧
島
ク
ラ
ラ
」
名
義
と
は
、
渡
辺
温
個
人
の
変
名
で
は
な
く
、

横
溝
正
史
と
渡
辺
温
の
合
作
用
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
見
る
の
が

妥
当
で
は
な
い
か
。

（
五
）
「
探
偵
小
説
三
十
年
」（
昭
和
二
四
年
一
一
月
『
新
青
年
』）
に
、「
谷
崎
氏

の
小
説
を
機
縁
と
し
て
、
あ
の
頃
の
日
本
文
壇
に
は
反
自
然
主
義
連
動
と
も

い
ふ
べ
き
も
の
が
起
つ
て
ゐ
た
こ
と
に
、
や
つ
と
気
づ
き
、
さ
う
い
ふ
新
文

学
に
対
し
て
興
味
を
持
つ
や
う
に
な
つ
た
。
芥
川
、
久
米
、
菊
池
な
ど
、
い

づ
れ
も
そ
の
意
味
で
面
白
か
つ
た
が
、
中
に
も
佐
藤
春
夫
と
宇
野
浩
二
に
傾

倒
し
た
。」
と
あ
る
。
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（
六
）「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
、
老
人
の
兄
が
押
絵
の
中
に
入
り
込
む
と
い
う
、

「
一
生
涯
の
大
事
件
」
が
起
き
た
と
さ
れ
て
い
る
「
明
治
二
十
八
年
四
月
」

は
、
乱
歩
が
「
子
供
な
が
ら
、
深
く
感
銘
し
」
（
「
探
偵
小
説
三
十
年
」
、
昭

和
二
四
年
一
〇
月
『
新
青
年
』
）
た
と
い
う
泉
鏡
花
の
「
夜
行
巡
査
」
が
『
文

芸
倶
楽
部
』
に
掲
載
さ
れ
た
月
で
も
あ
る
。「
夜
行
巡
査
」
は
、「
『
文
芸
倶

楽
部
』
第
四
編
中
の
白
眉
は
蓋
し
此
の
篇
か
。
」
、「
人
物
の
活
動
、
理
想
の

発
現
、
は
た
筆
力
の
一
層
上
れ
る
を
見
る
。」
と
賞
賛
さ
れ
、「
泉
鏡
花
氏
を

推
し
て
大
家
の
域
に
進
む
る
に
躊
躇
せ
ざ
る
も
の
な
り
。
」（
以
上
、
青
年
文

記
者
「
時
文
」、
明
治
二
八
年
五
月
『
青
年
文
』）
と
、
作
家
と
し
て
の
鏡
花

の
実
力
と
名
を
世
間
に
知
ら
し
め
た
作
品
で
あ
る
。
「
夜
行
巡
査
」
の
発
表

は
、
鏡
花
に
と
っ
て
も
、
「
一
生
涯
」
を
記
念
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。

（
七
）
渡
辺
啓
助
は
渡
辺
温
の
実
兄
で
あ
る
。
昭
和
二
七
年
一
二
月
『
探
偵
作
家

ク
ラ
ブ
会
報
』
五
周
年
記
念
号
誌
上
に
、「
亡
弟
温
の
「
影
」」
と
題
し
、
渡

辺
啓
助
が
回
想
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
オ
ン
と
ケ
イ
ス
ケ
と
は
、

非
常
に
年
令
の
差
の
僅
少
な
兄
弟
で
、
い
わ
ば
同
い
年
の
友
達
み
た
い
な
も

の
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
弟
オ
ン
は
兄
ケ
イ
ス
ケ
よ
り
も
一
歩
先
ん
じ
て
文

筆
生
活
に
入
っ
た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

［
付
記
］

引
用
文
は
、
特
記
し
た
も
の
を
除
い
て
そ
れ
ぞ
れ
初
出
に
よ
り
、
通
行
の
字
体

を
用
い
、
適
宜
ル
ビ
を
省
い
た
。

（
み
や
も
と

わ
か
こ
・
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
Ｇ
Ｃ
Ｏ
Ｅ
研
究
員
、

京
都
女
子
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）


