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一

　
古
井
由
吉
の
「
中
山
坂
」
は
昭
和
六
十
一
年
一
月
の
「
海
燕
」
に
発
表

さ
れ
、
短
編
集
『
眉
雨

（
1
）

』（
昭
61
・
２
、
福
武
書
店
）
に
収
録
さ
れ
た
。

古
井
は
、「
中
山
坂
」
で
川
端
康
成
文
学
賞
を
受
賞
し
た
。
川
端
賞
は
そ

の
年
の
最
も
優
れ
た
短
編
に
与
え
て
お
り
、
古
井
は
短
編
の
名
手
と
言
っ

て
よ
い
。

川
端
賞
を
受
賞
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
中
山
坂
」
に
つ
い
て
本
格
的
に

論
じ
た
も
の
は
管
見
の
限
り
な
い

（
2
）

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
作
品
に
つ

い
て
詳
細
に
考
察
し
た
い
。
構
成
や
登
場
人
物
や
文
体
や
内
容
な
ど
を
詳

し
く
分
析
し
た
後
で
、
視
点
や
語
り
や
空
間
や
時
間
に
つ
い
て
も
掘
り
下

げ
た
い
。
ひ
い
て
は
評
価
に
ま
で
言
及
し
た
い
。
特
に
内
容
に
つ
い
て
は
、

何
を
ど
の
よ
う
に
描
こ
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
が
い
か
な
る
効
果
を
発
揮

し
て
い
る
の
か
を
作
品
内
部
の
細
か
な
襞
に
付
き
従
っ
て
読
み
解
き
た
い
。

こ
の
小
説
が
現
代
を
表
象
し
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
効
用

を
持
っ
て
い
た
の
か
。
二
項
対
立
と
両
義
性
と
い
う
視
点
か
ら
も
検
証
す

る
。
現
代
文
学
を
先
導
す
る
古
井
が
、
ど
の
よ
う
な
小
説
方
法
を
模
索
し

て
い
た
か
。
作
家
と
し
て
の
視
座
や
境
地
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
。
作

品
の
構
造
を
そ
れ
が
書
か
れ
た
意
図
に
ま
で
遡
る
こ
と
で
、
状
況
に
対
峙

す
る
作
家
の
姿
勢
や
状
況
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
作
家
の
生
の
様
態
を

探
り
た
い
。
現
代
と
い
う
時
代
に
即
し
た
文
学
を
模
索
し
続
け
た
古
井
の

ケ
ー
ス
を
問
題
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
彼
個
人
の
表
現
者
と
し
て
の
展
開

を
考
え
て
い
く
ば
か
り
で
な
く
、
現
代
日
本
文
学
の
置
か
れ
た
状
況
の
内

実
を
照
射
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

現
代
と
は
、「
知
」
の
枠
組
み
が
大
き
な
変
化
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い

る
時
代
だ
と
い
う
こ
と
も
耳
に
す
る
。
確
か
に
生
活
の
あ
り
方
や
価
値

観
、
更
に
は
意
識
や
感
性
や
欲
望
な
ど
が
従
来
と
異
な
っ
た
も
の
に
な
り

つ
つ
あ
る
こ
と
を
実
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
作
家
と
は
ま
さ
に
時
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代
と
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
現
代
日
本
文
学
を
先
導
す
る
古
井
も
、
そ

れ
は
痛
切
に
実
感
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

昭
和
六
十
一
年
の
古
井
は
四
十
九
歳
で
あ
り
、
一
月
に
芥
川
賞
の
選
考

委
員
と
な
っ
て
お
り
、
二
月
に
連
作
『
仮
往
生
伝
試
文
』
の
第
一
作
「
厠

の
静
ま
り
」
を
発
表
し
て
い
る
。
少
し
遡
る
と
昭
和
六
十
年
に
『
明
け
の

赤
馬
』（
福
武
書
店
）
を
、
昭
和
五
十
九
年
に
『
東
京
物
語
考
』（
岩
波
書

店
）
等
を
刊
行
し
、
昭
和
五
十
八
年
に
『
槿
』（
福
武
書
店
）
で
谷
崎
潤

一
郎
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
充
実
し
た
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
時

期
に
「
中
山
坂
」
を
書
い
た
古
井
の
現
実
認
識
や
時
代
感
覚
と
い
う
べ
き

も
の
や
、
作
家
と
し
て
の
成
熟
と
い
う
こ
と
も
読
み
取
り
た
い
。

二

　「
中
山
坂
」
の
冒
頭
に
は
、「
九
月
も
最
終
土
曜
日
の
正
午
す
ぎ
頃
、
総

武
線
は
下
総
中
山
駅
の
、
発
車
間
際
の
下
り
電
車
か
ら
若
い
女
が
ホ
ー
ム

へ
駈
け
降
り
た
。
車
内
は
学
校
帰
り
の
生
徒
た
ち
や
も
う
ひ
と
つ
先
の
西

船
橋
ま
で
行
く
競
馬
客
や
で
込
み
あ
っ
て
、
人
の
乗
り
こ
ん
で
来
る
頃
に

い
き
な
り
走
り
出
た
女
に
脇
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
り
足
を
踏
ま
れ
る
客
も
あ

り
閉
じ
た
扉
ご
し
に
睨
ん
で
い
た
が
、
女
は
車
内
に
背
を
向
け
て
ジ
ー
パ

ン
の
腰
の
わ
き
を
片
手
で
そ
ろ
そ
ろ
と
撫
で
な
が
ら
、
天
井
か
ら
さ
が
っ

た
駅
名
を
た
だ
不
思
議
そ
う
に
見
あ
げ
て
い
た
。
電
車
が
走
り
去
る
と
、

人
の
す
く
な
く
な
っ
た
階
段
を
ふ
ら
り
と
降
り
て
行
っ
た
。
若
い
と
い
っ

て
も
三
十
の
ほ
う
に
近
く
は
見
え
た
」
と
あ
る
。
九
月
末
の
昼
下
が
り
に

電
車
に
乗
っ
た
二
十
代
後
半
の
女
性
を
、
陰
影
に
富
ん
だ
文
章
で
巧
み
に

描
き
出
し
て
い
る
。「
天
井
か
ら
さ
が
っ
た
駅
名
を
た
だ
不
思
議
そ
う
に

見
あ
げ
て
い
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
何
か
茫
然
と
し
て
い
て
、
あ
る

目
的
を
持
っ
て
行
動
し
て
い
る
女
性
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
都
会
を
漂
う
雰
囲
気
の
あ
る
女
性

（
3
）

を
描
く
の
に
古
井
は
長
け

て
お
り
、
そ
れ
は
『
杳
子
』
や
『
行
隠
れ
』
な
ど
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
若
い
女
に
背
負
わ
れ
た
老
人
が
、
よ
し
子
と
い
う
女
と
の
遣
り
取
り
を

う
わ
ご
と
の
よ
う
に
呟
く
場
面
で
は
、
老
人
は
よ
し
子
と
い
う
女
と
の
遣

り
取
り
を
一
人
二
役
の
よ
う
に
演
じ
て
し
ま
う
。
そ
の
う
わ
言
を
聞
い
た

若
い
女
も
、
昨
夜
の
男
と
の
遣
り
取
り
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
。
二
人
共

に
、
孤
独
を
抱
え
た
ま
ま
都
会
の
寂
し
さ
の
中
を
生
き
て
い
る
存
在
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
自
分
と
関
わ
っ
て
い
る
異
性
が
、
い
つ
何
を

為
出
か
す
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
不
信
感
が
根
底
に
あ
る
。
こ
の
若
い
女

に
と
っ
て
現
在
進
行
し
て
い
る
恋
愛
関
係
も
、
引
か
れ
な
が
ら
も
生
き
に

く
さ
を
も
た
ら
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
性
愛
に
お
い
て
、
人
間
関
係
の

難
し
さ
が
集
約
的
に
露
呈
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
う
い
う
相
互
侵
犯

的
な
性
愛
と
は
違
っ
て
、
こ
の
老
人
は
不
思
議
な
癒
し
を
も
た
ら
す
存
在

で
も
あ
る

（
4
）

。

死
を
前
に
し
た
老
人
に
と
っ
て
も
、
見
知
ら
ぬ
若
い
女
に
背
負
わ
れ
て

束
の
間
の
僥
倖
に
巡
り
会
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
三
途
の

川
を
見
知
ら
ぬ
女
に
背
負
わ
れ
て
渡
る
よ
う
な
心
境
だ
ろ
う
。
因
み
に
、
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『
槿
』（
昭
58
）
の
杉
尾
が
三
途
の
川
を
思
う
場
面
で
、「
男
の
ほ
う
も
岸

ま
で
来
て
今
生
の
愛
憎
を
す
べ
て
失
い
、
し
か
し
最
後
の
報
い
と
し
て
誰

か
し
ら
、
無
縁
の
女
の
手
を
引
か
な
く
て
は
、
み
ず
か
ら
も
渡
れ
な
い
。

ひ
ょ
っ
と
し
て
、
無
縁
の
男
女
が
偶
然
の
行
逢
い
に
よ
り
、
情
の
薄
い
ま

じ
わ
り
に
よ
り
、
ま
だ
生
き
な
が
ら
に
、
ど
ん
な
風
に
し
て
か
、
手
を
携

え
て
三
途
の
川
を
渡
っ
て
し
ま
う
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
身
だ
け
は
日
常

へ
も
ど
っ
て
、
す
で
に
往
生
し
て
い
る
と
も
知
ら
ず
に
、
別
々
に
生
き
な

が
ら
え
る
」
と
い
う
よ
う
な
境
地
に
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
死
を
前
に
し

た
老
人
に
救
い
は
な
く
実
存
と
し
て
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
が
、
一
時
の
癒

し
が
若
い
女
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

老
人
に
関
わ
る
「
よ
し
子
」
と
い
う
女
も
、
二
十
代
後
半
の
女
に
関
わ

る
男
性
も
影
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
の

情
報
は
な
く
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
短
編
で
あ
る
か
ら
仕
方
が
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
が
、「
よ
し
子
」
な
ど
は
も
う
少
し
人
物
像
に
つ
な
が
る
手
掛

か
り
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
も
残
る
。

も
っ
と
も
こ
の
し
た
た
か
な
老
人
が
、
目
覚
め
て
い
る
時
に
軽
率
に
自

分
に
関
わ
る
女
に
つ
い
て
喋
る
こ
と
は
か
え
っ
て
不
自
然
と
な
っ
て
し
ま

う
。
老
人
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
は
、
視
点
人
物
の
若
い
女
は

垣
間
見
る
位
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
所
詮
は
行
き
ず
り
に
し

か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
あ
え
て
空
白
と
す
る
こ
と
で
、
老
人

の
不
快
さ
や
気
掛
か
り
を
描
き
出
す
上
で
は
機
能
し
て
い
る
。
老
人
の
混

沌
と
し
た
記
憶
の
中
に
あ
っ
て
、
我
知
ら
ず
つ
い
吐
き
出
し
た
煩
悩
の
言

葉
で
あ
る
。
老
人
が
女
に
ま
つ
わ
る
極
め
て
不
快
な
思
い
を
、
そ
の
実
態

は
不
明
な
が
ら
冥
土
の
際
ま
で
引
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

も
は
や
老
人
に
関
わ
る
「
よ
し
子
」
と
い
う
女
は
属
性
を
剥
ぎ
取
ら
れ
た

ま
ま
、
老
人
の
不
快
な
思
い
そ
の
も
の
の
根
源
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
湯
川
豊
は
『
一
度
は
読
ん
で
お
き
た
い
現
代
の
名
短
篇
』
の
中

で
、
こ
の
老
人
の
寝
言
に
近
い
呟
き
を
、
若
い
女
自
身
の
台
詞
と
し
て

捉
え
、「
女
は
そ
う
い
っ
て
か
ら
、
昨
夜
な
ら
知
り
ま
せ
ん
け
ど
、
と
思

う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
妥
当
と
は
言
え
ま
い
。
女
の
幻
聴
と
し
て
捉
え

る
に
も
無
理
が
あ
る
。
こ
こ
は
あ
く
ま
で
背
負
わ
れ
て
い
る
老
人
の
寝
言

に
近
い
呟
き
を
、
背
負
っ
て
い
る
若
い
女
が
聞
い
た
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ

う
。
そ
の
後
に
、「
老
人
は
黙
り
こ
ん
で
、
返
事
を
待
つ
様
子
も
な
か
っ

た
。
寝
息
み
た
い
の
を
か
す
か
に
立
て
て
い
る
。
今
頃
は
よ
し
子
と
い
う

女
に
抱
え
ら
れ
て
、
ど
こ
の
道
を
歩
い
て
い
る
つ
も
り
か
、
知
れ
や
し
な

い
。
自
分
も
よ
し
子
と
い
う
女
に
、
正
体
の
失
せ
た
老
人
を
ひ
ょ
い
と
渡

し
て
、
遠
い
と
こ
ろ
ま
で
寝
過
し
て
来
た
け
れ
ど
何
も
な
か
っ
た
な
、
と

手
を
揺
す
っ
て
帰
る
と
こ
ろ
の
よ
う
な
心
地
が
も
う
す
る
」
と
あ
る
所

が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
よ
う
。

な
お
若
い
女
が
老
人
を
背
負
う
と
い
う
動
作
か
ら
は
、
深
沢
七
郎
の

『
楢
山
節
考
』
の
よ
う
な
役
に
立
た
な
く
な
っ
た
年
寄
り
が
捨
て
ら
れ
る

と
い
う
姥
捨
山
の
伝
説
と
重
な
る
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
と
見
て

よ
い
。『
楢
山
節
考
』
の
お
り
ん
は
雪
の
中
で
念
仏
を
唱
え
、
息
子
に
手

を
振
っ
て
帰
れ
と
合
図
す
る
だ
け
だ
っ
た
。
現
代
の
「
中
山
坂
」
の
老
人
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は
、「
家
族
た
ち
も
呆
れ
て
放
っ
て
い
る
」
が
、
騎
手
の
帽
子
の
七
色
を

若
い
女
に
教
え
る
こ
と
位
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

背
景
が
坂
で
あ
る
の
は
、
円
地
文
子
の
『
女
坂
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る

よ
う
に
人
生
の
坂
道
と
い
う
こ
と
が
寓
意
さ
れ
て
い
よ
う

（
5
）

。『
女
坂
』
の

倫
は
、
妻
妾
同
居
を
強
い
る
夫
の
横
暴
に
耐
え
、
能
面
の
よ
う
な
無
表
情

の
ま
ま
に
家
を
守
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
さ
に
人
生
の
坂
道
に
耐
え
る
し

か
な
い
の
で
あ
る
。

人
生
の
晩
年
に
い
る
「
中
山
坂
」
の
老
人
は
、「
坂
の
途
中
で
し
ゃ
が

ん
で
休
ん
で
い
」
た
り
す
る
の
で
あ
り
、
若
い
女
も
昨
夜
の
男
と
過
ご
し

た
場
所
か
ら
立
ち
去
る
時
に
は
、「
せ
か
す
足
に
は
、
高
台
ま
で
長
い
上

り
坂
だ
っ
た
。
い
ま
に
も
道
に
尻
を
垂
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
腰
の
片
側
が

痛
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
二
人
に
と
っ
て
は
、
坂
は
人
生
の
登
り
坂
と
し
て

象
徴
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

背
景
の
描
写
も
的
確
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
濡
れ
た
路
上
に
、
花
も
木

も
近
く
に
見
え
な
い
の
に
、
木
犀
の
香
が
流
れ
て
い
た
。
夏
が
暑
か
っ
た

せ
い
だ
か
、
秋
の
深
ま
り
が
今
年
は
早
い
の
か
、
ほ
ん
の
り
と
漂
う
な
か

に
、
と
き
お
り
鋭
い
、
す
え
た
香
が
鼻
先
を
横
切
っ
た
。
ど
う
か
し
て
急

に
甘
く
な
る
、
人
の
腋
の
に
お
い
に
似
て
い
た
。
人
か
ら
染
ま
っ
た
も
の

と
も
、
自
分
の
肌
の
も
の
と
も
、
つ
か
な
く
な
る
」
と
あ
る
。
主
人
公
の

置
か
れ
た
初
秋
の
気
配
を
、
嗅
覚
な
ど
を
用
い
て
巧
み
に
捉
え
て
い
る
。

こ
の
作
品
で
は
、
競
馬
場
に
行
く
途
中
の
茶
店
も
、
効
果
的
に
設
定
さ

れ
て
い
る
。
老
人
が
「
わ
ざ
わ
ざ
京
成
中
山
の
駅
で
降
り
て
、
遠
ま
わ
り

に
な
る
の
に
、
長
い
坂
を
登
っ
て
く
る
」
の
は
、
茶
店
の
雰
囲
気
や
人
間

関
係
が
気
に
入
っ
て
い
る
せ
い
も
あ
る
だ
ろ
う
。

茶
店
の
主
人
の
台
詞
な
ど
を
通
し
て
、
老
人
の
現
在
の
境
遇
が
自
ず
と

明
ら
か
に
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
末
期
癌
の
老
人
は
こ
の
世
の

見
納
め
に
競
馬
を
楽
し
む
。
連
れ
添
っ
て
来
て
く
れ
た
若
い
女
に
つ
い

て
、
茶
店
の
女
将
さ
ん
に
「
お
い
お
い
、
看
護
婦
さ
ん
な
ん
て
、
気
安
く

言
う
な
よ
。
お
名
前
は
ま
だ
う
か
が
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
人
は
命
の
恩

人
だ
。
大
門
の
下
で
、
大
げ
さ
に
よ
ろ
け
か
か
っ
て
な
。
う
し
ろ
か
ら
支

え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
足
腰
が
ヤ
ワ
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
も
ろ
に
転

げ
て
、
頭
蓋
骨
ぐ
ら
い
は
壊
し
て
た
ぞ
。
い
ま
ご
ろ
は
、
あ
ん
た
た
ち
、

ピ
ー
ポ
ー
の
音
を
聞
い
て
、
爺
さ
ん
と
う
と
う
往
っ
た
か
っ
て
、
喜
ん
で

い
た
と
こ
ろ
だ
。
つ
い
で
に
向
脛
を
打
っ
て
な
、
こ
こ
ま
で
肩
を
借
り
て

き
た
」
と
「
嘘
も
闊
達
」
に
話
す
。
命
の
恩
人
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
か
っ

た
の
に
オ
ー
バ
ー
に
言
っ
て
、
若
い
女
へ
の
感
謝
の
思
い
を
間
接
的
に
伝

え
て
い
る
。
こ
の
老
人
の
世
慣
れ
た
そ
れ
で
い
て
、
浮
世
離
れ
し
た
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
も
巧
み
に
造
形
さ
れ
て
い
る
。
女
に
「
大
げ
さ
に
よ
ろ
け
か

か
っ
て
」
と
か
、「
命
の
恩
人
」
と
か
い
う
よ
う
な
作
り
話
を
束
の
間
に

作
り
上
げ
て
、
世
慣
れ
た
と
こ
ろ
を
示
す
。

老
人
が
若
い
女
に
競
馬
場
ま
で
の
道
順
を
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、「
な

に
、
こ
の
前
を
右
に
行
っ
て
、
境
内
を
右
へ
抜
け
て
、
あ
と
は
道
な
り
だ
。

い
ま
ご
ろ
行
く
連
中
も
あ
る
か
ら
、
急
い
で
い
る
者
の
、
あ
と
に
つ
い
て

行
け
ば
い
い
。
迷
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
と
も
、
賭
事
は
困
る
か
い
」
と
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言
う
。「
道
な
り

（
6
）

」
と
い
う
の
は
、
古
井
作
品
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
、

古
井
文
学
を
理
解
す
る
上
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
も
言
え
る
。「
中
山

坂
」
で
も
単
に
道
の
ま
ま
そ
れ
に
沿
う
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
運
命
に
随

順
す
る
と
い
う
思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
老
人
の

台
詞
に
「
何
を
し
て
い
る
人
だ
か
知
ら
な
い
が
、
今
日
い
ま
の
あ
ん
た
に
、

俺
の
運
を
の
せ
て
み
た
く
な
っ
た
」
と
あ
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
電
車
で
寝
過
ご
し
た
女
は
、
老
人
と
偶
然
知
り
合
い
に
な
り
、
代
り
に

競
馬
場
ま
で
馬
券
を
買
い
に
行
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
る
。
若
い
女
に
馬
券

を
買
う
こ
と
を
頼
ん
だ
老
人
は
、
眠
っ
て
し
ま
い
、
後
で
結
末
を
知
ら
さ

れ
る
。
周
り
の
知
人
達
は
、
次
の
よ
う
な
遣
り
取
り
を
す
る
。

「
女
に
頼
む
と
い
い
っ
て
こ
と
は
あ
る
ん
だ
ね
」「
あ
や
か
り
た
い
な
」

「
野
中
さ
ん
ぐ
ら
い
に
、
つ
と
め
な
く
て
は
、
観
音
サ
ン
の
ご
利
益
は
な

い
よ
」「
馬
場
ま
で
行
け
な
く
な
っ
て
も
、
あ
の
坂
を
登
っ
て
く
る
ん
だ

も
の
な
」「
ほ
ん
と
に
。
明
日
で
中
山
も
し
ま
い
だ
ね
、
来
る
ん
だ
ろ
う
」

「
あ
い
に
く
法
事
で
ね
。
続
く
な
、
こ
の
降
り
は
」「
本
命
馬
が
泣
い
て
る

よ
」「
不
良
馬
場
も
困
る
け
ど
、
法
事
に
雨
も
困
る
な
。
競
馬
知
ら
ね
え

ん
だ
よ
、
明
日
の
ホ
ト
ケ
さ
ん
は
」
と
あ
る
。
葬
儀
の
せ
い
で
、
折
角
の

競
馬
に
来
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
「
本
命
馬

が
泣
い
て
る
よ
」
と
い
う
の
は
、
雨
の
日
の
よ
う
な
不
良
馬
場
だ
と
、
本

命
不
在
で
荒
れ
が
ち
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
こ
の
「
中
山
坂
」
で
は
、
賭
事
で
女
に
頼
ん
だ
こ
と
で
願
い
が

叶
う
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
賭
博
で
女
性
を
守
り
神
に
す
る

と
願
い
が
叶
う
と
い
う
風
習
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
沖
縄
な
ど
で
は
、

今
で
も
風
習
と
し
て
残
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
時
空
を
越
え
て
伝
え
ら

れ
て
来
た
も
の
が
、
作
品
の
奥
行
き
を
出
す
上
で
効
果
的
に
働
い
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
典
型
的
な
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
ラ
ッ
ク
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
頼
ま

れ
た
若
い
女
は
、
意
図
的
に
謎
め
い
た
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。

都
会
を
自
由
に
漂
い
、
何
を
為
出
か
す
か
分
か
り
に
く
い
女
性
で
あ
る
。

　
結
末
で
は
、
老
人
は
女
に
、「
今
日
は
あ
り
が
と
う
、
ネ
エ
さ
ん
、
こ

れ
か
ら
男
に
会
い
に
行
く
ん
だ
ろ
う
」
と
か
、「
な
に
、
さ
っ
き
ネ
エ
さ

ん
が
鮨
を
喰
っ
て
い
る
の
を
、
脇
か
ら
眺
め
て
い
て
、
そ
う
感
じ
た
ま
で

だ
よ
」
と
言
う
。
老
人
は
、
鮨
を
食
べ
て
い
る
若
い
女
に
、
女
と
し
て
の

色
気
み
た
い
な
も
の
を
直
感
的
に
覚
え
た
の
だ
ろ
う
。「
き
わ
ど
い
よ
う

な
話
な
の
に
、
車
を
運
転
す
る
店
の
主
人
の
背
が
す
こ
し
も
動
か
な
か
っ

た
」
と
い
う
末
尾
の
一
行
も
巧
み
で
、
効
果
的
で
あ
る
。
車
を
運
転
す
る

店
の
主
人
も
、
話
は
聞
こ
え
て
い
る
が
、
話
の
内
容
に
は
遠
慮
し
て
立
ち

入
ろ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
野
中
と
い
う
老
人
は
世
の
中
の
こ
と
は
よ
く
見
え
て
い
な
が
ら
、
癌
で

余
命
幾
ば
く
も
な
い
人
物
と
し
て
巧
み
に
造
形
さ
れ
て
い
る
。
癌
と
い
う

人
生
の
不
運
に
見
舞
わ
れ
た
以
上
は
、
も
は
や
こ
の
競
馬
に
勝
と
う
が
負

け
よ
う
が
、
本
当
は
ど
う
だ
っ
て
い
い
よ
う
な
境
地
で
あ
る
。「
帰
り
は

勝
っ
て
も
負
け
て
も
上
機
嫌
」
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

道
楽
に
耽
る
こ
と
自
体
を
楽
し
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
ま
さ

に
児
戯
に
類
す
る
行
為
で
も
あ
る
。
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　「
中
山
坂
」
で
は
競
馬
場
と
い
う
荒
涼
と
し
た
場
所
を
背
景
に
し
な
が

ら
、
人
生
の
無
常
を
描
き
出
し
て
い
る
。
老
人
は
冥
土
の
土
産
に
道
楽
の

競
馬
を
楽
し
ん
で
お
り
、「
こ
れ
が
最
後
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
の
で

あ
る
。
こ
の
老
人
は
三
途
の
川
に
足
を
踏
み
入
れ
な
が
ら
、
娑
婆
を
さ

迷
っ
て
い
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
作
品
の
背
景
で
雨
が
降
っ
て
い
る
の

は
、
そ
ん
な
三
途
の
川
め
い
た
連
想
に
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
意
図
で
あ

る
。
若
い
女
の
台
詞
に
、「
ほ
ん
と
に
、
競
馬
場
な
ん
か
あ
る
ん
で
す
か
。

こ
こ
は
お
寺
で
す
よ
」
と
あ
る
。
競
馬
場
の
隣
に
、
死
に
つ
な
が
る
お
寺

が
さ
り
げ
な
く
、
し
か
も
周
到
に
描
か
れ
て
い
る
。
因
み
に
結
末
で
駅
ま

で
送
っ
て
も
ら
う
車
の
中
で
も
、
若
い
女
は
「
細
い
坂
道
を
く
ね
く
ね
と

降
り
て
行
く
車
の
、
前
方
の
雨
霧
の
中
か
ら
く
り
か
え
し
迫
る
墓
場
の
よ

う
な
暗
さ
に
目
を
や
」
っ
て
い
る
。
こ
の
世
の
実
相
を
写
実
的
に
描
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
さ
り
げ
な
く
影
絵
の
よ
う
に
冥
界
下
り
に
も

喩
え
ら
れ
る
よ
う
な
シ
ー
ン
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
頼
ま
れ
て
競
馬
場
に
来
た
女
の
感
慨
と
し
て
も
、「
こ
こ
は
ど
こ
な
ん

だ
ろ
う
、
と
あ
ら
た
め
て
場
内
を
見
渡
し
て
、
こ
こ
は
、
静
か
な
ん
だ
わ
、

と
ま
た
驚
い
た
。
こ
れ
だ
け
の
人
が
集
ま
っ
て
、
せ
わ
し
な
く
う
ご
め
い

て
い
る
の
に
、
足
音
が
満
ち
る
ば
か
り
で
、
声
の
ざ
わ
め
き
も
遠
い
。
薄

く
目
を
つ
ぶ
っ
て
歩
き
出
す
と
、
枯
木
の
林
の
中
を
風
が
は
る
ば
る
吹
き

抜
け
る
よ
う
に
も
聞
え
た
。
男
た
ち
の
影
ば
か
り
が
ひ
し
め
い
て
低
い
呻

き
を
も
ら
し
あ
っ
て
い
る
。
女
が
ひ
と
り
う
つ
む
き
こ
ん
で
行
く
の
に
、

肩
も
ぶ
つ
か
ら
な
い
。
雑
踏
の
中
を
道
が
ひ
と
り
で
に
あ
い
て
い
く
。
女

で
あ
る
こ
と
に
も
、
気
が
つ
か
な
い
ら
し
い
」
と
あ
る
。
喧
騒
の
中
の
沈

黙
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
競
馬
場
と
い
う
空
間
が
こ
の
世
の
果
て
の

荒
涼
と
し
た
所
の
よ
う
に
も
女
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
若
い
女
は

前
売
り
の
窓
口
と
い
う
慣
れ
な
い
場
所
で
は
、「
迷
子
を
す
か
す
み
た
い

に
懇
切
に
教
え
て
」
も
ら
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
人
生
の
迷
子
と
い
う
思

い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。

競
馬
場
に
集
ま
っ
て
い
る
男
達
も
、「
起
き
抜
け
の
、
顔
も
洗
わ
ず
口

も
そ
そ
が
ぬ
風
の
、
生
臭
い
精
気
を
疲
れ
の
翳
と
一
緒
に
浮
き
あ
が
ら
せ

て
」「
途
方
に
暮
れ
た
幼
児
み
た
い
に
」
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
老

人
が
眠
り
か
ら
覚
め
た
時
に
も
、「
昼
寝
か
ら
覚
め
た
幼
児
み
た
い
だ
な
、

と
女
は
微
笑
ん
で
」
し
ま
う
。
こ
の
老
人
は
既
に
俗
人
と
し
て
の
雑
念
と

は
無
縁
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
幼
児
の
よ
う
に
無
邪
気
に
見
え
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
古
井
は
競
馬
好
き

（
7
）

で
知
ら
れ
て
い
る
。
作
者
の
好
き
な
舞
台
を
背
景
に

し
て
い
る
の
で
、
自
在
に
筆
が
伸
び
て
い
る
。
舞
台
設
定
に
関
し
て
は
、

た
だ
単
に
作
者
の
好
き
な
舞
台
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
が
こ

の
世
の
末
と
い
う
よ
う
な
象
徴
的
な
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
競
馬
を
素
材
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
現
代
の
競
争
社
会
ま
で
寓
意

さ
れ
て
い
る
と
読
む
必
要
は
あ
る
ま
い
。

老
人
と
若
い
女
と
い
う
「
一
風
変
っ
た
男
女
の
組
合
せ
」（『
仮
往
生
伝

試
文
』）
が
、
絶
妙
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
。
も
っ
と
も
古
井
に
実
体
験
を

踏
ま
え
た
私
小
説
と
か
心
境
小
説
を
期
待
す
る
読
者
が
い
て
も
、
そ
れ
は
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無
い
も
の
ね
だ
り
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
競
馬
場
で
の
あ
る
一
日
に
焦
点

を
当
て
る
と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
い
る
が
、
作
者
は
身
を
も
っ
て
実
感
し

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
作
品
を
組
み
立
て
て
い
る
。
し
か
も
作
者
に
よ
る
感

慨
や
回
想
が
含
ま
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら

改
変
も
含
ま
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
競
馬
場
を
人
生
の
縮
図
と
し
て
象
徴
さ

せ
る
と
こ
ろ
ま
で
熟
成
さ
せ
た
こ
と
に
、
意
義
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ヒ
ロ
イ
ン
の
若
い
女
は
競
馬
場
に
い
る
時
に
、「
こ
こ
は
ど
こ
な
ん
だ

ろ
う
」
と
か
「
こ
こ
は
、
静
か
な
ん
だ
わ
」
と
思
う
。
喧
噪
の
中
の
沈
黙

を
実
感
し
て
お
り
、
こ
こ
は
こ
の
世
の
果
て
の
荒
涼
と
し
た
所
の
よ
う
に

も
、
若
い
女
に
は
思
え
る
。
も
っ
と
も
、
老
人
が
「
ネ
エ
さ
ん
に
は
わ
か

ら
な
い
だ
ろ
う
。
シ
ロ
ー
に
シ
ロ
ー
の
、
二
・
四
だ
。
人
気
の
ミ
キ
ス
キ
ー

が
シ
ロ
ー
を
か
わ
せ
な
い
で
い
る
う
ち
に
、
ゴ
ー
ル
前
で
も
う
一
頭
の
シ

ロ
ー
に
首
差
か
わ
さ
れ
た
」
と
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
聞
い
て
い
る
若
い
女

だ
け
で
な
く
、
競
馬
に
関
心
が
な
い
読
者
も
戸
惑
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
は

老
人
が
競
馬
に
の
め
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
リ
ア
リ

テ
ィ
を
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
他
に
方
法
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
で
も
読
者
も
、
見
知
ら
ぬ
迷
宮
め
い
た
空
間
に
誘
い
込
む
効

果
は
上
げ
て
い
る
。

三

　「
中
山
坂
」
の
視
点
や
、
二
項
対
立
と
両
義
性
に
焦
点
を
当
て
て
考
察

し
た
い
。

　
山
本
健
吉
は
川
端
賞
の
選
評
「
選
後
感
」
の
中
で
、「『
新
宿
か
ら
乗
り

こ
ん
だ
客
だ
っ
た
』
と
、
外
が
わ
か
ら
描
か
れ
て
い
た
女
が
、
次
の
瞬
間

『（
女
が
）
不
思
議
な
気
が
し
て
眺
め
る
と
』
と
、
内
が
わ
か
ら
描
く
立
場

に
急
転
し
て
、
私
を
う
ろ
た
え
さ
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
厳
密
に
言
え

ば
、
山
本
の
指
摘
は
妥
当
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
る
必
要
も
あ

る
ま
い
。
見
ず
知
ら
ず
の
二
人
が
偶
然
出
会
い
、
二
人
の
境
遇
や
内
面
も

可
能
な
限
り
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
方
に
意
義

を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
導
入
部
で
は
鳥
瞰
的
に
描
い
て
い
る
が
、
次

第
に
若
い
女
の
内
面
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る

（
8
）

。
し
か
も
融
化
し
て

流
動
化
し
か
ね
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
古
井
文
学
の
特
質
は
あ
る
と
見
て

よ
い
。
主
な
登
場
人
物
の
二
人
が
ど
ち
ら
も
、
あ
た
か
も
漂
う
よ
う
に
浮

動
す
る
感
性
の
持
ち
主
な
の
で
あ
る
。
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
で
固
定
化

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
あ
え
て
曖
昧
な
視
点
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
山
本
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
全
知
視
点
と
限
定
視
点
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
全
知
視
点
は
全
体
を
俯
瞰
し
た
神
の
よ
う
な
視

点
で
あ
り
、
全
て
の
登
場
人
物
の
心
理
描
写
ま
で
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば

夏
目
漱
石
の
『
明
暗
』
等
が
こ
れ
に
当
た
る
。
一
方
で
限
定
視
点
は
特
定

の
人
物
に
焦
点
を
し
ぼ
る
の
で
、
他
の
登
場
人
物
の
心
理
は
、
そ
の
台
詞

や
表
情
か
ら
窺
う
し
か
な
い
。
例
え
ば
夏
目
漱
石
の
『
三
四
郎
』
等
が
こ

れ
に
当
た
る
。

　「
中
山
坂
」
の
導
入
部
で
は
、
全
体
を
客
観
的
に
俯
瞰
し
て
、
登
場
人
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物
の
い
る
場
所
や
仕
草
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
で
お
も
む
ろ

に
「
女
の
行
く
手
を
老
人
が
ひ
と
り
ゆ
っ
く
り
と
登
っ
て
い
た
」
と
若

い
「
女
」
の
視
点
か
ら
描
き
出
し
て
い
る
。
若
い
女
の
内
面
に
分
け
入
っ

て
描
い
て
お
り
、
老
人
に
つ
い
て
も
本
人
の
呟
き
や
茶
店
の
人
達
の
話
に

よ
っ
て
分
か
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

　
後
半
に
な
る
と
、「
女
は
両
足
を
踏
ん
ば
っ
て
、
腋
に
ア
ザ
が
で
き
る

わ
と
思
っ
た
き
り
、
雨
の
中
を
眺
め
た
」
と
若
い
女
の
視
点
か
ら
、
心
境

ま
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
前
半
で
は
老
人
は
固
有
名
詞
も
示
さ
れ
て
い
な

い
が
、
後
半
に
茶
店
の
人
達
の
や
り
と
り
か
ら
、
老
人
が
「
野
中
さ
ん
」

で
あ
る
と
読
者
に
も
分
か
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
客
観

的
な
手
法
を
用
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
若
い
女
の

主
観
が
さ
り
げ
な
く
し
か
も
生
き
生
き
と
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　「
中
山
坂
」
で
は
彼
岸
と
此
岸
、
男
と
女
、
老
年
と
若
年
、
現
在
と
過
去
、

身
体
と
精
神
と
い
っ
た
二
項
対
立
と
、
両
者
が
混
沌
と
融
合
し
た
娑
婆
の

実
相
を
描
き
出
し
て
い
る
。
し
か
も
表
現
す
る
際
に
は
、
小
説
と
随
想
と

い
う
二
項
対
立
も
周
到
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
、
随
想
に
限
り

な
く
近
く
な
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
活
き
る
と
い
う
信

念
も
窺
え
る
。

具
体
的
に
こ
の
二
項
対
立
と
両
義
性
に
つ
い
て
見
て
行
く
。

老
人
は
病
気
の
せ
い
で
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
間
を
漂
っ
て
い
る
よ
う

な
存
在
で
あ
る
。
老
人
も
二
十
代
後
半
の
女
も
、
ど
ち
ら
も
複
雑
な
男
女

関
係
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
複
雑
な
男
女
関
係
を
引
き

ず
っ
て
い
る
こ
と
が
さ
り
げ
な
く
分
か
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

世
の
し
が
ら
み
を
生
き
て
行
く
上
で
、
年
寄
り
で
あ
ろ
う
と
二
十
代
後
半

で
あ
ろ
う
と
、
苦
労
は
尽
き
な
い
の
で
あ
る
。
作
品
の
中
で
は
、
現
在
と

過
去
の
回
想
が
、
交
錯
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は

現
代
人
の
内
面
が
、
自
在
に
現
在
と
過
去
を
往
還
し
て
い
る
こ
と
の
実
情

に
添
わ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
老
人
と
二
十
代
後
半
の
女
の

二
人
の
遣
り
取
り
が
主
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
回
想
や
他
者
の
台
詞
に

よ
っ
て
置
か
れ
た
状
況
や
こ
れ
ま
で
の
人
生
が
自
ず
と
浮
か
び
上
が
る
よ

う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

身
体
と
精
神
に
つ
い
て
も
、
競
馬
場
に
い
た
若
い
女
の
回
想
の
中
に
、

「
恥
も
知
ら
ぬ
げ
の
こ
と
を
身
体
が
ひ
と
り
で
に
つ
ぶ
や
き
つ
の
っ
て
い

た
」
と
あ
る
。
精
神
と
身
体
が
錯
綜
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
、
あ
た
か
も

身
体
が
優
位
に
あ
る
か
の
よ
う
な
捉
え
方
で
あ
り
描
き
方
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
二
項
対
立
と
両
義
性
に
よ
っ
て
、
老
病
死
に
ま
と
い
つ
か
れ
た
人
生

の
実
相
を
、
三
途
の
川
の
よ
う
な
競
馬
場
を
舞
台
に
し
て
見
事
に
形
象
化

し
て
い
る
。
一
見
競
馬
場
を
舞
台
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実

は
そ
こ
は
三
途
の
川
に
も
通
う
よ
う
な
こ
の
世
の
末
の
よ
う
な
場
所
だ
っ

た
の
で
あ
る
。「
中
山
坂
」
は
現
実
の
中
山
と
い
う
競
馬
場
を
舞
台
と
す

る
体
裁
を
取
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
深
層
世
界
が
さ
り
げ
な
く
寓
意
さ

れ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
吉
行
淳
之
介
が
川
端
賞
の
選
評
「
秀
作

二
篇

（
9
）

」
の
中
で
、「
古
井
由
吉
『
中
山
坂
』
は
、
人
間
の
生
と
死
、
人
間

の
営
み
と
い
う
こ
と
に
深
く
届
い
て
い
る
作
品
で
あ
る
。（
中
略
）『
古
井

由
吉
の
短
篇
を
一
篇
』
と
い
う
と
き
に
、『
中
山
坂
』
と
い
う
こ
と
に
な

り
そ
う
な
作
品
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
納
得
で
き
る
。「
中
山

坂
」
は
人
の
世
の
無
常
の
実
相
を
、
競
馬
場
を
舞
台
に
し
て
描
い
た
作
品

と
言
え
る
。
も
っ
と
も
老
人
の
野
中
は
茶
店
に
辿
り
着
い
た
に
す
ぎ
ず
、

偶
然
知
り
合
っ
た
女
が
賭
博
の
守
り
神
の
役
を
果
た
す
。

　
現
代
の
口
語
文
は
足
腰
が
弱
い
が
、「
中
山
坂
」
を
始
め
と
す
る
古
井

の
小
説
で
は
、
そ
れ
を
可
能
な
限
り
克
服
し
て
い
る
。
洗
練
さ
れ
た
文
章

と
し
て
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
の
口
語
文
を
用
い
な
が

ら
、
芸
術
的
な
味
わ
い
深
い
文
章
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
否

定
的
な
評
価
と
し
て
は
、
屈
折
し
過
ぎ
て
分
か
り
に
く
い
と
い
う
の
が
あ

る
が
、
こ
の
「
中
山
坂
」
の
場
合
に
は
そ
れ
は
当
た
る
ま
い
。

　「
中
山
坂
」
は
人
生
が
老
病
死
に
ま
と
い
つ
か
れ
た
寓
話
と
し
て
機
能
し

て
い
る
と
共
に
、
作
者
の
見
聞
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
随
想
的
な
作
品
と

い
う
こ
と
で
リ
ア
リ
テ
ィ
も
獲
得
し
て
い
る
。
近
年
の
古
井
は
、『
辻
』（
平

18
、
新
潮
社
）
や
『
や
す
ら
い
花
』（
平
22
、
新
潮
社
）
や
『
鐘
の
渡
り
』（
平

26
、
新
潮
社
）
等
で
は
、
物
語
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
展
開
す
る
こ
と
を
極
度

に
抑
制
し
て
い
る
。
随
想
に
限
り
な
く
近
く
な
る
こ
と
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

が
か
え
っ
て
活
き
る
し
、
ク
ー
ル
な
現
代
人
の
感
性
に
も
合
う
と
考
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
年
譜
的
な
事
実
に
照
ら
し
て
作
品
の
事
実
を
解
読
す
る

こ
と
は
、「
中
山
坂
」
の
人
物
設
定
に
お
い
て
当
て
は
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
も

あ
る
が
、
競
馬
場
の
持
つ
荒
涼
と
し
た
雰
囲
気
は
作
者
の
実
感
し
た
こ
と

が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
人
の
感
性
が
随
想
的
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
に
添
う
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
え
て
物
語

を
作
っ
て
読
者
を
感
動
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
極
力
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

森
の
中
の
一
本
の
木
に
等
し
い
個
人
の
内
面
を
丹
念
に
描
く
こ
と
に
こ
そ
、

か
え
っ
て
小
説
と
し
て
の
存
在
意
義
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
古
井
の
対
極
に
い
る
の
が
宮
本
輝
で
、『
泥
の
河
』
や
『
螢
川
』

や
『
春
の
夢
』
等
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
意
図
的
に
ス
ト
ー

リ
ー
を
展
開
し
て
お
り
、
お
涙
ち
ょ
う
だ
い
の
物
語
と
言
え
る
程
に
描
い

て
い
る
。
宮
本
の
作
品
で
は
少
年
や
小
動
物
を
描
く
の
で
、
読
者
は
感
情

移
入
し
易
い
が
、
古
井
は
む
し
ろ
そ
こ
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
陥
り

か
ね
な
い
弊
害
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
中
山
坂
」
は
、
我
々
の
生
の
す
ぐ
隣
に
死
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
を
実
感
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
は
彼
岸
と
此
岸
、
男
と

女
、
老
年
と
若
年
、
現
在
と
過
去
、
身
体
と
精
神
、
小
説
と
随
想
な
ど
と

い
っ
た
二
項
対
立
と
両
義
性
と
い
う
視
点
を
さ
り
げ
な
く
取
り
込
み
な
が

ら
、
混
沌
と
し
た
娑
婆
の
実
相
を
巧
み
に
表
出
し
て
い
る
。

古
井
は
内
向
の
世
代
を
代
表
す
る
作
家
と
目
さ
れ
な
が
ら
、
必
ず
し
も

研
究
が
充
分
に
為
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。「
中
山
坂
」
は
「
雨
宿
り
」
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や
「
木
犀
の
日
」
等
と
共
に
古
井
を
代
表
す
る
短
編
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

近
現
代
を
代
表
す
る
優
れ
た
短
編
と
言
っ
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と

も
古
井
の
本
領
は
『
仮
往
生
伝
試
文
』
や
『
槿
』
や
『
白
髪
の
唄
』
等
の

長
編
に
あ
る
の
で
、
あ
く
ま
で
古
井
の
短
編
小
説
の
中
で
は
「
中
山
坂
」

は
優
れ
て
い
る
と
い
う
留
保
を
付
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

注

（
１
）　
短
編
集
『
眉
雨
』
に
は
九
編
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、「
秋
の
日
」
や
「
踊
り
場
参
り
」

の
よ
う
に
私
小
説
的
・
随
想
的
な
作
品
が
あ
る
一
方
で
、「
眉
雨
」
の
よ
う
な
幻
想

的
な
作
品
も
あ
る
。

（
２
）　
川
端
賞
の
選
考
委
員
の
井
上
靖
・
大
江
健
三
郎
・
山
本
健
吉
・
吉
行
淳
之
介
が
「
選

評
」
で
述
べ
て
い
る
。
ま
た
三
浦
雅
士
が
『
眉
雨
』（
福
武
文
庫
、
平
１
）
の
解
説

「
距
離
と
し
て
の
文
体
」
で
、
湯
川
豊
が
『
一
度
は
読
ん
で
お
き
た
い
現
代
の
名
短

篇
』（
平
30
、
小
学
館
）
で
「
中
山
坂
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

（
３
）　
湯
川
豊
は
『
一
度
は
読
ん
で
お
き
た
い
現
代
の
名
短
篇
』
の
中
で
、「
中
山
坂
」
に

つ
い
て
、「
私
は
か
ね
が
ね
、
ぼ
ん
や
り
し
た
人
間
を
描
く
こ
と
に
、
作
家
の
力
量

が
し
め
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
勝
手
に
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
人
は

多
く
の
時
間
を
ぼ
ん
や
り
と
過
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
描
く
の
は
容
易
な
こ
と
で

は
な
い
。
微
に
い
り
細
を
う
が
つ
の
に
長
じ
た
文
体
を
も
つ
古
井
由
吉
は
、
こ
の

『
ぼ
ん
や
り
』
を
巧
み
に
捉
え
て
、
一
つ
の
短
篇
を
展
開
し
て
ゆ
く
」
と
述
べ
て
評

価
し
て
い
る
。

（
４
）　
川
上
弘
美
の
『
セ
ン
セ
イ
の
鞄
』
の
老
人
と
若
い
女
と
の
性
愛
を
伴
わ
な
い
つ
な

が
り
に
通
う
よ
う
な
所
が
あ
る
。

（
５
）　
森
鷗
外
に
も
『
鼠
坂
』
と
い
う
短
編
が
あ
り
、『
雁
』
の
舞
台
は
無
縁
坂
で
あ
る
。

（
６
）　
短
編
集
『
眉
雨
』
に
は
「
道
な
り
に
」
と
い
う
表
題
の
作
品
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
他
に
も
「
中
山
坂
」
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
古
井
を
理
解
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド

と
し
て
は
、「
興
が
尽
き
た
」「
眉
を
か
す
か
に
し
か
め
て
」「
後
生
で
す
か
ら
」「
つ

い
と
目
を
そ
ら
し
」「
眉
を
ひ
そ
め
て
」「
歯
ぎ
し
り
す
る
み
た
い
な
面
相
」「
怪
訝

そ
う
」「
三
白
気
味
」
な
ど
仕
草
や
顔
の
微
妙
な
表
情
を
示
す
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ

ら
は
実
情
を
繊
細
に
描
き
出
す
と
共
に
、
読
者
に
共
感
を
呼
ぶ
為
の
言
語
戦
略
で

あ
る
。
古
井
の
小
説
に
連
綿
と
続
く
こ
だ
わ
り
で
あ
り
技
法
で
も
あ
る
。

（
７
）　
古
井
が
競
馬
に
言
及
し
た
作
品
と
し
て
は
、『
明
け
の
赤
馬
』（
昭
60
、
福
武
書
店
）

『
折
々
の
馬
た
ち
』（
平
７
、
角
川
春
樹
事
務
所
）
等
が
あ
る
。『
仮
往
生
伝
試
文
』（
河

出
書
房
新
社
、
平
１
）
で
も
、
平
安
時
代
の
往
生
譚
を
綴
っ
た
古
文
め
い
た
文
章

か
ら
現
在
の
中
山
競
馬
場
へ
つ
な
い
で
い
る
。
日
記
の
体
裁
を
取
っ
た
三
月
三
日

の
箇
所
に
は
、「
中
山
競
馬
場
の
観
客
席
は
東
向
き
な
の
で
、
午
後
に
入
る
と
め
っ

き
り
翳
っ
て
く
る
。（
中
略
）
中
山
で
は
よ
く
一
風
変
っ
た
男
女
の
組
合
せ
を
見
か

け
る
」
と
あ
り
、「
中
山
坂
」
と
も
つ
な
が
っ
て
来
る
。「
埴
輪
の
馬
」（
『
野
川
』
所

収
、
平
16
、
講
談
社
）
に
も
、「
昨
年
の
暮
れ
の
中
山
の
競
馬
場
で
、
秩
父
に
住
ま

う
人
が
土
地
の
土
産
に
さ
ま
ざ
ま
な
馬
の
形
の
素
焼
の
飾
り
物
を
、
来
春
の
午
年

の
縁
起
に
そ
れ
ぞ
れ
小
袋
に
入
れ
て
配
っ
て
く
れ
た
」
と
あ
る
。
な
お
、
日
本
ペ

ン
ク
ラ
ブ
編
『
競
馬
を
読
も
う
』（
平
12
、
福
武
文
庫
）
に
は
「
中
山
坂
」
も
収
録

さ
れ
て
い
る
。
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（
８
）　
こ
の
視
点
の
推
移
に
関
連
し
て
三
浦
雅
士
は
「
距
離
と
し
て
の
文
体
」（
『
眉
雨
』

解
説
）
の
中
で
、「
冒
頭
で
は
突
放
す
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
の
が
、
い
つ
の
ま
に

か
内
心
ま
で
覗
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
不
自
然
を
感
じ
さ
せ
な
い

の
は
、
総
武
線
を
俯
瞰
で
き
る
よ
う
な
眼
は
女
自
身
に
し
て
も
持
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
」
と
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

（
９
）　「
中
山
坂
」
の
他
の
も
う
一
編
は
、
阪
田
寛
夫
の
「
海
道
東
征
」
で
あ
る
。


