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は
じ
め
に

　

内
田
百
閒
は
昭
和
二
十
八
年
に
房
総
に
来
て
い
る
が
、
実
は
四
泊
五
日
の
い
わ
ゆ

る
阿
房
列
車
の
旅
を
し
た
だ
け
で
あ
る
。
宿
泊
地
で
多
少
詳
し
い
記
述
が
あ
る
の

は
、
銚
子
と
鴨
川
ぐ
ら
い
で
、
足
跡
と
言
え
る
ほ
ど
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ

い
た
い
阿
房
列
車
の
旅
と
い
う
の
は
見
物
を
し
な
い
。
行
く
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と

い
う
旅
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
房
総
阿
房
列
車
」
の
文
章
だ
け
で
は
話
材
が
不
足

す
る
の
で
、
百
閒
が
た
ど
っ
た
の
と
同
じ
コ
ー
ス
を
筆
者
自
身
た
ど
っ
て
み
て
、
昭

和
二
十
八
年
に
百
閒
が
い
わ
ば
特
急
で
駆
け
抜
け
た
後
を
、
今
の
時
点
で
鈍
行
で
た

ど
る
こ
と
に
よ
り
、
百
閒
の
旅
が
ど
こ
ま
で
跡
づ
け
ら
れ
る
か
を
見
て
み
よ
う
と
思

う
。

　

話
を
三
部
に
分
け
る
。
ま
ず
作
品
に
つ
い
て
。
内
田
百
閒
の
こ
と
を
最
近
の
若
い

人
に
聞
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
知
ら
な
い
と
答
え
る
。
筆
者
も
よ
く
は
知
ら
な

か
っ
た
が
、
読
ん
で
み
る
と
、
な
か
な
か
面
白
い
。
麻
薬
だ
と
い
う
人
が
い
る
く
ら

い
で
、
一
度
取
り
つ
か
れ
る
と
、
な
か
な
か
離
れ
ら
れ
な
い
魅
力
が
あ
る
。
た
だ
し

作
品
以
上
に
人
物
が
面
白
い
。
そ
こ
で
二
番
目
に
人
物
に
つ
い
て
。
そ
し
て
三
番
目

に
、
房
総
阿
房
列
車
を
な
ぞ
る
現
代
の
旅
、
こ
の
三
本
立
て
で
話
を
進
め
る
。

Ⅰ　

内
田
百
閒
の
作
品
に
つ
い
て

　

百
閒
に
は
、
日
記
が
な
か
な
か
面
白
い
の
だ
が
、
日
記
を
除
く
と
、
二
系
統
の
作

品
が
あ
る
。
一
つ
は
怪
奇
小
説
あ
る
い
は
幻
想
小
説
と
も
言
う
べ
き
小
説
の
系
統

で
、「
冥
途
」
が
そ
の
代
表
作
で
あ
る
。「
高
い
、
大
き
な
、
暗
い
土
手
が
、
ど
こ
か

ら
ど
こ
へ
行
く
の
か
分
か
ら
な
い
、
静
か
に
、
冷
た
く
、
夜
の
中
を
走
っ
て
い
る
。

そ
の
土
手
の
下
に
、
小
屋
が
け
の
一
膳
飯
屋
が
一
軒
あ
っ
た
。
カ
ン
テ
ラ
の
光
が
土

手
の
黒
い
腹
に
う
る
ん
だ
よ
う
な
暈か

さ
を
浮
か
し
て
い
る
。
私
は
、
一
膳
飯
屋
の
白
々

し
た
腰
掛
け
に
、
腰
を
掛
け
て
い
た
。
何
も
食
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
何
と
な

く
、
人
の
な
つ
か
し
さ
が
身
に
沁
む
よ
う
な
心
持
ち
で
い
た
。
卓
子
の
上
に
は
何
も

乗
っ
て
い
な
い
。
寂
し
い
板
の
光
が
私
の
顔
を
冷
た
く
す
る
。」

　

冒
頭
の
一
節
だ
け
見
る
と
、
別
に
怪
奇
的
で
も
幻
想
的
で
も
な
い
。
し
か
し
、
先

に
進
む
に
し
た
が
っ
て
次
第
に
話
が
現
実
味
を
失
っ
て
く
る
。
主
人
公
以
外
の
登
場

人
物
は
ど
う
や
ら
生
き
た
人
間
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
現
実
と
夢
と
が
渾
然
一
体

と
い
っ
た
感
じ
に
な
っ
て
く
る
。

　

も
う
一
つ
が
随
筆
の
系
統
で
あ
る
。『
百
閒
園
随
筆
』
か
ら
「
無む

こ
う
さ
い
し
ゃ

恒
債
者
無む
こ
う
し
ん

恒
心
」

の
一
節
を
引
く
。「
二
十
三
日
の
次
は
二
十
四
日
で
あ
る
。
今
月
の
平
和
も
、
後
一

日
に
し
て
尽
き
る
の
で
あ
る
。
二
十
五
日
の
当
日
と
な
れ
ば
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
人

が
現
れ
て
く
る
。
教
員
室
の
入
り
口
や
、
廊
下
の
隅
に
待
ち
伏
せ
し
て
、
一ひ

と
つ
き月
振
り

の
久き

ゅ
う
か
つ闊
を
小
生
に
叙
す
る
の
で
あ
る
。
弁
当
屋
、
自
動
車
屋
、
本
屋
、
月げ
っ
ぷ賦
の
時

計
屋
、
洋
服
屋
等
そ
の
他
筆
述
を
憚は

ば
か

る
の
が
あ
る
。
人
物
は
、
亭
主
、
番
頭
、
お

か
み
さ
ん
、
小
僧
さ
ん
等
種
種
雑
多
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
小
生
の
顔
な
じ
み

で
あ
る
。
今
年
の
お
正
月
の
初
夢
に
、
雨
が
土
砂
降
り
に
降
っ
て
い
る
往
来
を
走
っ

て
い
た
ら
、
横
町
か
ら
び
し
ょ
濡ぬ

れ
に
な
っ
て
駈か

け
出
し
て
き
た
洋
服
屋
の
月
賦
小

［
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内田百閒と房総

僧
を
踏
み
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
。
去
年
の
暮
れ
に
払
っ
て
や
ら
な
か
っ
た
の
で
、
夢

の
中
ま
で
小
生
を
追
跡
し
て
来
て
、
こ
の
災
厄
に
遭
っ
た
も
の
と
思
う
。」

　

百
閒
が
大
学
に
奉
職
中
、
借
金
取
り
に
悩
ま
さ
れ
た
話
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
て

い
る
。
百
閒
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
随
筆
で
あ
り
、
そ
れ
も
身
辺
雑
記
で
あ
る
。
自

分
の
身
の
回
り
に
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
や
そ
れ
に
伴
う
心
理
な
ど
を
ユ
ー
モ

ラ
ス
な
筆
致
で
描
く
、
こ
れ
が
百
閒
随
筆
の
特
徴
と
言
え
る
。

　

次
に
、
そ
う
い
う
作
品
に
つ
い
て
、
専
門
家
が
ど
ん
な
批
評
を
下
し
て
い
る
か
を

紹
介
す
る
。

［
芥
川
龍
之
介
「
内
田
百
閒
氏
」『
文
藝
時
報
』
第
四
二
号
、
一
九
二
七
年
］

　

芥
川
龍
之
介
は
『
冥
途
』
―
―
上
述
の
短
編
と
同
系
統
の
作
品
一
八
編
を
集
め
て

一
冊
に
し
た
も
の
―
―
を
絶
賛
し
て
次
の
よ
う
に
書
く
。「
著
書
『
冥
途
』
一
巻
、

他た
じ
ん人
の
廡ぶ

下か

に
立
た
ざ
る
特
色
あ
り
。
然
れ
ど
も
不
幸
に
も
出
版
後
、
直
ち
に
震
災

に
遭
え
る
が
為
に
、
普
く
世
に
行
わ
れ
ず
。
僕
の
遺
憾
と
す
る
所
な
り
。
内
田
氏

の
作
品
は
『
冥
途
』
後
も
佳
作
必
ず
し
も
少
な
か
ら
ず
。
殊
に
（
略
）『
旅
順
開
城
』

等
の
数
篇
は
戛か

つ
か
つ々
た
る
独
創
造
の
作
品
な
り
。
然
れ
ど
も
こ
の
数
篇
を
読
め
る
も
の

は
（
略
）
室
生
犀
星
、
萩
原
朔
太
郎
、
佐
々
木
茂
索
、
岸
田
国
士
等
の
四
氏
あ
る
の

み
。
こ
れ
亦
僕
の
遺
憾
と
す
る
所
な
り
。（
略
）
僕
は
佐
藤
春
夫
氏
と
共
に
、『
冥
途
』

を
再
び
世
に
行
わ
し
め
ん
と
せ
し
も
、
今
に
至
っ
て
微
力
そ
の
効
を
奏
せ
ず
。
内
田

百
閒
氏
の
作
品
は
多
少
俳
味
を
交
え
た
れ
ど
も
、
そ
の
夢
幻
的
な
る
特
色
は
人
後
に

落
つ
る
も
の
に
あ
ら
ず
。」

　

龍
之
介
が
こ
れ
を
書
い
た
の
は
、
自
殺
す
る
少
し
前
で
あ
る
。
百
閒
は
龍
之
介
自

殺
の
二
日
前
に
借
金
目
的
で
龍
之
介
を
訪
ね
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
は
、
龍
之

介
は
薬
の
飲
み
過
ぎ
で
朦
朧
状
態
に
あ
り
、
小
銭
を
も
ら
っ
た
だ
け
で
帰
っ
た
。
龍

之
介
は
百
閒
に
好
意
を
持
ち
、
経
済
的
な
援
助
も
か
な
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

百
閒
は
、
漱
石
の
側
に
長
く
い
た
が
、
そ
の
間
小
説
は
全
然
発
表
し
て
い
な
い
。

ひ
た
す
ら
材
料
を
温
め
て
い
た
。
漱
石
の
没
後
五
年
た
っ
て
発
表
を
始
め
る
が
、
世

評
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。

［
伊
藤
整
「
解
説
」『
贋
作
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
河
出
市
民
文
庫
、
一
九
五
一
年
］

　

百
閒
の
作
風
は
、
一
つ
は
怪
奇
性
ま
た
は
恐
怖
性
の
表
現
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

笑
い
の
文
学
で
あ
る
。「
そ
の
両
者
は
も
と
こ
の
作
家
の
気
質
に
深
く
根
を
下
ろ
し

た
同
一
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
品
の
中
で
こ
の
二
者
は
時
々
入
り
交
じ
っ

て
い
る
。」
二
者
の
原
型
は
漱
石
の
『
夢
十
夜
』
と
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
で
あ
ろ
う
。

こ
の
伊
藤
の
説
が
以
後
百
閒
文
学
の
見
方
に
関
す
る
定
説
と
な
っ
た
。

［
高
橋
義
孝
「
実
説
百
閒
記
―
―
わ
が
師
・
内
田
榮
造
先
生
」『
別
冊
文
藝
春
秋
』

一
九
七
一
年
］

　
「
百
閒
文
学
を
支
え
る
三
つ
の
柱
」
は
、「
諧
謔
な
い
し
は
ユ
ー
モ
ア
」「
俳
諧
的

リ
ア
リ
ズ
ム
」「
幻
想
味
」
で
あ
り
、
こ
の
三
つ
の
要
素
の
根
底
に
は
、
悲
哀
と
い

う
共
通
の
要
素
が
あ
る
と
す
る
。
高
橋
は
戦
前
か
ら
百
閒
文
学
の
よ
き
理
解
者
で
あ

り
紹
介
者
で
あ
っ
た
。

［
三
島
由
紀
夫
『
作
家
論
』
中
公
文
庫
、
一
九
七
四
年
］　

　
「
随
一
の
文
章
家
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
内
田
百
閒
氏
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。（
略
）
百
閒
文
学
は
、
人
に
涙
を
流
さ
せ
ず
、
猥
褻
感
を
起
さ
せ
ず
、
し
か

も
人
生
の
最
奧
の
真
実
を
暗
示
し
、
一
方
鬼
気
の
表
現
に
卓
越
し
て
い
る
。
／
何
で

も
よ
い
、
百
閒
の
名
品
を
一
篇
取
り
出
し
て
、
芸
術
品
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
若

い
人
に
示
し
た
い
気
持
ち
に
私
は
襲
わ
れ
る
。
そ
れ
は
細
部
に
す
べ
て
が
か
か
っ
て

い
て
、
し
か
も
全
体
の
か
っ
き
り
し
た
強
さ
を
失
わ
な
い
。
当
代
ま
れ
な
純
粋
作
品

で
あ
る
。」

　

三
島
は
百
閒
の
特
に
文
章
を
ほ
め
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
百
閒
の
よ
う
な
行
き
方
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が
、
現
代
の
読
者
に
ど
れ
だ
け
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
と
も
述
べ
て
い
る
。

Ⅱ　

内
田
百
閒
の
人
物
に
つ
い
て

［
伊
藤
隆
史
・
坂
本
弘
子
『
百
鬼
園
残
像
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
五
年
］

　
「
百
閒
先
生
は
稀
代
の
大
文
章
家
、
大
酒
家
、
大
美
食
家
、
大
乗
り
物
好
き
、
大

人
情
家
、
は
て
は
大
奇
人
―
―
と
し
て
盛
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。
か
た
わ
ら
、

今
で
い
う
サ
ラ
金
苦
・
蒸
発
に
つ
な
が
る
大
貧
乏
、
心
身
症
、
親
し
み
愛
し
た
師
友

や
息
子
の
早
逝
な
ど
、
耐
え
が
た
す
ぎ
る
悲
苦
も
な
め
つ
く
し
た
。
そ
し
て
備
前
岡

山
を
そ
れ
こ
そ
限
り
な
く
愛
し
、
懐
か
し
ん
だ
。」

　

岡
山
に
百
閒
の
句
碑
が
で
き
た
と
き
に
、
当
地
の
朝
日
新
聞
が
百
閒
の
こ
と
を
連

載
記
事
に
し
て
、
後
で
本
に
し
た
。
そ
の
本
の
端
書
き
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
百
閒

が
故
郷
岡
山
を
愛
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
く
せ
あ
る
時
期
か
ら
後
、
岡
山
に

は
ほ
と
ん
ど
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な
い
。
百
閒
は
言
う
、
実
際
に
岡
山
へ
行
く
と
、

自
分
の
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
壊
れ
て
し
ま
う
。
自
分
の
愛
し
て
い
る
岡
山
で
な

く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
た
く
な
い
の
で
行
か
な
い
の
だ
と
。
し
か
し
一
説
に
は
、

最
初
の
奥
さ
ん
―
―
大
恋
愛
の
結
果
一
緒
に
な
っ
た
女
性
で
、
法
律
上
は
百
閒
が
亡

く
な
る
ま
で
正
妻
だ
っ
た
―
―
が
岡
山
に
い
た
か
ら
と
い
う
。
百
閒
は
多
く
の
借
金

を
抱
え
、
お
ま
け
に
子
沢
山
、
そ
の
ま
ま
で
は
百
閒
自
身
に
と
っ
て
も
子
供
に
と
っ

て
も
よ
く
な
い
と
い
う
の
で
、
最
初
の
奥
さ
ん
は
百
閒
を
東
京
に
残
し
、
子
供
を
連

れ
て
岡
山
の
実
家
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
百
閒
に
は
罪
悪
感
が
残
り
、
そ
の
た
め
岡
山

に
は
行
け
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。

［
酒
井
忠
行
『
内
田
百
閒
　
百
鬼
の
愉
楽
』
沖
積
社
、
二
〇
〇
七
年
］

　

酒
井
忠
行
氏
は
恐
ら
く
最
も
新
し
い
本
格
的
百
閒
研
究
家
で
あ
ろ
う
。
氏
に
よ
れ

ば
、
百
閒
文
学
の
面
白
さ
は
ま
ず
そ
の
表
現
、
語
り
口
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
百
閒
の
生
き
方
そ
の
も
の
が
作
品
に
劣
ら
ず
面
白
い
の
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
映
画
「
ま
あ
だ
だ
よ
」
で
あ
る
。「
黒
澤
明
監
督
の
映
画

『
ま
あ
だ
だ
よ
』
が
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
四
月
に
上
映
さ
れ
た
。
こ
の
映
画
の

主
人
公
の
モ
デ
ル
が
内
田
百
閒
で
あ
る
。
法
政
大
学
予
科
ド
イ
ツ
語
教
授
時
代
の
教

え
子
が
主
た
る
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
、
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
に
、
百
閒
の
還

暦
の
祝
宴
を
開
き
、
そ
の
翌
年
か
ら
毎
年
、
百
閒
の
誕
生
日
に
摩
阿
陀
会
を
開
催
し

た
。
還
暦
を
祝
っ
て
や
っ
た
の
に
、
こ
の
糞
じ
じ
い
ま
だ
生
き
て
い
る
の
か
。『
ま

あ
だ
か
い
』『
ま
あ
ダ
ダ
よ
』
と
い
う
の
が
摩
阿
陀
会
の
い
わ
れ
で
あ
る
。『
も
う
い

い
よ
』
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
時
、
死
亡
診
断
書
を
書
く
主
治
医
、
引
導
を
渡
す
菩

提
寺
の
住
職
に
挟
ま
れ
て
宴
席
に
座
り
、
昔
の
教
え
子
た
ち
が
、『
未
だ
百
閒
は
死

な
ざ
る
や
』
と
合
唱
す
る
、
奇
妙
き
て
れ
つ
な
祝
宴
で
あ
る
。」

　

こ
の
摩
阿
陀
会
だ
が
、
最
初
は
三
〇
人
ぐ
ら
い
か
ら
始
ま
っ
て
、
次
第
に
参
加
者

が
増
え
、
終
わ
り
の
こ
ろ
は
七
〇
人
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
と
い
う
。
二
十
一
年
続
い
た
。

［
森
田
草
平
「
の
ん
び
り
し
た
話
」『
中
央
公
論
』
一
九
三
二
年
］

　

森
田
草
平
は
漱
石
門
下
で
は
百
閒
の
少
し
先
輩
で
、
平
塚
雷
鳥
と
恋
愛
事
件
を
起

こ
す
な
ど
、
派
手
な
と
こ
ろ
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
百
閒
と
は
割
と
ウ
マ
が
合
い
、

法
政
騒
動
（
後
の
注
参
照
）
で
袂
を
分
か
つ
ま
で
は
ご
く
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
。

説
教
を
し
な
が
ら
も
、
何
度
か
金
を
貸
し
て
く
れ
て
も
い
る
。「
百
閒
先
生
は
壮
年

に
し
て
陸
軍
士
官
学
校
の
教
官
と
法
政
大
学
の
独
逸
語
の
教
授
と
を
兼
ね
た
上
に
、

一
週
に
一
度
横
須
賀
の
海
軍
機
関
学
校
に
ま
で
出
張
し
て
、
俸
給
の
総
額
五
百
数
十

円
に
及
ぶ
と
い
う
、
そ
の
当
時
に
あ
っ
て
私
ど
も
の
仲
間
の
月
給
の
取
り
大
将
で

あ
っ
た
。
そ
れ
で
い
て
絶
え
ず
貧
乏
を
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
毎
月
収
入
の
三

分
の
二
乃
至
五
分
の
四
、
或
い
は
そ
れ
以
上
を
高
利
貸
に
持
っ
て
行
か
れ
る
か
ら
で
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あ
る
。（
略
）
彼
は
決
し
て
道
楽
を
し
た
わ
け
で
も
、
酒
を
飲
ん
だ
の
で
も
女
を
買
っ

た
の
で
も
な
い
、
た
だ
生
活
が
放
漫
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。（
略
）
初
め
て
四
十
五
円

の
月
給
を
取
り
出
し
た
時
、
彼
は
既
に
月
額
八
十
円
以
上
の
生
活
を
し
て
い
た
。
そ

れ
が
八
十
円
に
昇
っ
た
時
は
五
百
四
五
十
円
、
百
八
十
円
に
な
っ
た
時
は
三
百
円
近

く
（
略
）
足
り
な
い
所
は
皆
借
金
に
な
る
ん
だ
か
ら
耐
ら
な
い
。」

［
注
＝
法
政
騒
動
］

　

昭
和
八
年
に
法
政
大
学
で
起
き
た
事
件
。
百
閒
（
当
時
大
学
予
科
ド
イ
ツ
語
主
任

教
授
）
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
の
発
端
は
、
ド
イ
ツ
語
科
を
中
心
と
す
る
若
手
教
員

グ
ル
ー
プ
が
百
閒
ら
の
前
時
代
的
な
語
学
教
授
法
に
反
対
し
、
教
育
を
改
革
し
よ
う

と
森
田
草
平
を
か
つ
ぎ
出
し
て
始
め
た
運
動
だ
っ
た
ら
し
い
。
運
動
は
大
学
の
人
事

改
革
要
求
に
拡
大
し
、
当
時
学
監
の
地
位
に
あ
っ
た
実
力
者
野
上
豊
一
郎
の
解
任
要

求
に
至
る
。
最
終
的
に
野
上
は
辞
任
す
る
が
、
こ
の
時
、
彼
の
解
任
に
反
対
す
る
予

科
の
教
授
、
講
師
等
四
十
七
人
が
一
斉
に
辞
表
を
提
出
す
る
と
い
う
騒
ぎ
に
な
っ

た
。
野
上
豊
一
郎
は
翌
年
復
帰
し
、
戦
後
の
法
政
大
学
初
代
の
総
長
に
な
る
。
一
方
、

百
閒
は
大
学
を
や
め
、
二
度
と
復
帰
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
百
閒
に
と
っ
て
経
済

的
に
か
な
り
の
ダ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
、『
百
鬼
園
随

筆
』
が
何
十
版
も
版
を
重
ね
る
と
い
う
大
当
た
り
を
と
っ
て
、
百
閒
は
一
躍
有
名
人

に
な
る
の
で
あ
る
。

［
野
上
弥
生
子
「
日
記
」（
一
九
二
四
～
一
九
二
五
年
）］

　

作
家
野
上
弥
生
子
は
野
上
豊
一
郎
夫
人
。
豊
一
郎
は
漱
石
門
下
で
百
閒
の
大
先
輩

で
あ
り
、
百
閒
や
森
田
草
平
を
法
政
大
学
に
招
い
た
人
物
で
、
上
述
の
ご
と
く
、
後

に
法
政
大
学
の
総
長
に
な
っ
た
。

　
「
内
田
さ
ん
と
芥
川
さ
ん
の
話
を
ソ
バ
で
き
い
て
ゐ
る
と
お
も
し
ろ
い
。
／
才
気

煥
発
の
競
争
だ
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
つ
も
あ
た
り
ま
へ
の
こ
と
は
い
ふ
ま
い
と
す
る

競
争
だ
か
ら
で
あ
る
。
／
内
田
さ
ん
と
い
ふ
人
間
は
敏
感
で
も
あ
り
中
々
頭
の
き
く

人
と
お
も
ふ
が
、
ど
う
も
知
識
的
で
な
い
。
い
ゝ
気
に
お
山
の
大
将
―
―
そ
れ
も
自

分
の
自
由
に
な
る
ハ
ン
ヰ
で
の
―
―
を
気
取
る
方
ら
し
い
。
／
内
田
さ
ん
の
貧
乏
話

を
き
く
と
可
哀
想
と
共
に
腹
立
た
し
く
な
る
。
ひ
つ
き
よ
う
、
彼
の
デ
カ
ダ
ン
が
す

べ
て
不
幸
の
原
因
で
あ
る
。
健
全
に
生
活
す
る
こ
と
を
心
掛
け
な
か
つ
た
も
の
ゝ
陥

る
ワ
ナ
に
ふ
み
込
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。」

［
小
林
安
宅
（
百
閒
の
主
治
医
　
談
　
雑
賀
進
『
実
説
内
田
百
閒
』
論
創
社
、

一
九
八
七
年
に
よ
る
）］

　

小
林
安
宅
氏
は
長
く
百
閒
の
主
治
医
と
し
て
百
閒
を
身
近
に
見
て
き
た
人
。「
電

話
で
何
度
も
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
、
い
よ
い
よ
今
日
は
往
診
と
い
う
日
は
、
朝
か
ら

そ
の
段
取
り
で
大
変
な
の
で
す
。
／
ま
ず
早
早
と
便
所
に
行
っ
て
用
を
済
ま
し
て
お

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
先
生
の
は
長
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
部
屋
の
位
置
を

決
め
た
り
、
診
察
後
の
宴
会
の
―
―
こ
の
ほ
う
が
眼
目
な
ん
で
す
が
、
そ
の
際
の
お

酒
の
種
類
は
何
と
何
と
、
お
料
理
は
何
品
作
っ
て
、
ど
う
並
べ
る
か
と
い
う
こ
と
を

案
じ
た
り
、
あ
っ
ち
へ
行
っ
た
り
、
こ
っ
ち
へ
行
っ
た
り
、
一
日
中
ほ
と
ん
ど
ほ
か

の
こ
と
は
手
に
着
か
な
い
ら
し
い
の
で
す
。
／
た
と
え
五
分
早
く
て
も
先
生
は
ご
機

嫌
が
悪
い
。
ま
だ
そ
の
心
づ
も
り
と
用
意
が
完
備
し
て
お
り
ま
せ
ん
…
…
。
遅
れ
て

い
け
ば
も
ち
ろ
ん
、
い
っ
そ
う
い
ら
い
ら
し
て
大
変
で
す
。
／
わ
が
ま
ま
、
ぜ
い
た

く
、
頑
固
、
意
地
悪
、
神
経
質
、
い
ろ
い
ろ
言
う
人
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
そ
う
い

う
面
も
あ
る
に
は
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
本
心
は
心
の
や
さ
し
い
、
い
い
人
で
し
た
。

／
先
生
は
若
い
者
の
面
倒
を
よ
く
見
ま
し
た
。
国
鉄
で
は
何
と
言
っ
て
も
平
山
三
郎

く
ん
、
そ
れ
か
ら
…
…
」

［
高
橋
義
孝
『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
一
九
六
一
年
］

　
「
内
田
百
閒
と
は
如
何
な
る
人
物
か
。
一
言
を
以
て
言
え
ば
、
く
そ
じ
じ
い
で
あ
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る
。（
略
）
こ
う
い
う
憎
た
ら
し
い
く
そ
じ
じ
い
は
、
世
間
に
そ
う
ざ
ら
に
い
る
も

の
で
な
い
。
…
…
人
か
ら
何
か
し
て
く
れ
と
い
わ
れ
て
も
、
絶
対
に
と
い
っ
て
い
い

ほ
ど
に
、
そ
の
こ
と
を
し
て
や
ら
な
い
。
自
分
の
し
た
い
こ
と
だ
け
し
か
し
な
い
。」

［
高
峰
秀
子
「
夏
の
次
に
は
秋
が
来
て
」『
お
い
し
い
人
間
』
文
春
文
庫
、
二
〇
〇
四

年
］

　

昭
和
十
三
年
に
百
閒
を
モ
デ
ル
に
し
た
「
頬
白
先
生
」
と
い
う
映
画
に
子
役
と
し

て
出
演
し
て
以
来
の
百
閒
フ
ァ
ン
。
当
時
の
若
者
の
読
む
物
と
い
え
ば
、
志
賀
直
哉

と
か
横
光
利
一
な
ど
が
中
心
だ
っ
た
が
、
高
峰
秀
子
は
と
に
か
く
内
田
百
閒
だ
っ

た
。
子
供
の
ま
ま
年
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
ナ
イ
ー
ブ
、
頑
固
、
わ
が
ま
ま
、

い
た
ず
ら
な
文
章
が
何
と
も
言
え
ず
好
き
だ
っ
た
と
い
う
。「『
こ
の
世
で
、
私
が
会

い
た
い
人
っ
て
、
誰
だ
ろ
う
？
』
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
に
考
え
た
揚
げ
句
に
浮
か

ん
だ
私
の
『
会
い
た
い
人
』
は
、
な
ん
と
内
田
百
閒
と
い
う
ガ
ン
コ
オ
ヤ
ジ
た
だ
一

人
で
あ
っ
た
。（
略
）
あ
る
日
、
私
は
思
い
切
っ
て
金
釘
流
で
手
紙
を
書
い
た
。『
私

は
高
峰
秀
子
と
い
う
女
優
で
す
。
内
田
先
生
の
フ
ァ
ン
な
の
で
す
。
一
度
で
い
い
か

ら
お
目
に
か
か
り
た
い
の
で
す
。
お
願
い
し
ま
す
』。
二
週
間
ほ
ど
し
て
百
閒
か
ら

返
事
が
届
く
。「
…
…
あ
な
た
と
は
、
以
前
に
一
度
、
ど
こ
か
の
雑
誌
社
か
ら
対
談

を
た
の
ま
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
対
談
は
、
な
に
か
の
理
由
で
お
流
れ
に

な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
私
も
あ
な
た
に
お
目
に
か
か
り
た

い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
の
机
の
上
に
は
ま
だ
未
整
理
の
手
紙
が
山
積
み
に

な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
果
た
し
て
い
な
い
約
束
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
整
理
し
て

い
る
内
に
間
も
な
く
春
に
な
り
、
春
の
次
に
は
夏
が
来
て
、
夏
の
次
に
は
秋
が
来
て
、

あ
な
た
と
何
月
何
日
に
お
目
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
を
い
ま
か
ら
決
め
る
こ
と
は
出

来
ま
せ
ん
。
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
。」「
私
は
思
わ
ず
吹
き
だ
し
た
。
ま
る
で
百
閒
先

生
の
エ
ッ
セ
イ
そ
の
も
の
の
よ
う
な
、
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
お
返
事
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。（
略
）
私
は
、
こ
の
一
通
の
お
手
紙
を
私
の
宝
物
に
す
る
こ
と
で
、
百
閒
先
生

と
の
会
見
は
き
っ
ぱ
り
と
あ
き
ら
め
た
。」

［
中
村
武
志
「
掘
っ
立
て
小
屋
の
百
閒
先
生
」『
百
鬼
園
戦
後
日
記
』
ち
く
ま
文
庫
、

二
〇
〇
四
年
］

　

国
鉄
で
平
山
三
郎
の
上
司
。
勤
務
の
か
た
わ
ら
執
筆
し
た
「
目
白
三
平
」
シ
リ
ー

ズ
で
一
躍
有
名
と
な
る
。
百
閒
に
心
酔
し
、
阿
房
列
車
の
出
発
に
は
必
ず
見
送
り
に

現
れ
た
こ
と
か
ら
、
阿
房
列
車
の
文
中
で
は
「
見
送
亭
夢
袋
」
の
名
で
登
場
し
て
い

る
。
百
閒
に
は
あ
ま
り
好
か
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
最
後
ま
で
百
閒
の
た
め

に
尽
く
し
た
。「
百
閒
先
生
は
、
次
か
ら
次
へ
と
頼
ま
れ
る
原
稿
を
断
っ
て
錬
金
術

に
専
念
す
る
。
無
か
ら
有
を
生
じ
る
よ
う
な
錬
金
こ
そ
真
の
錬
金
術
で
あ
っ
て
、
原

稿
を
書
い
て
金
を
つ
く
る
の
は
だ
れ
に
で
も
出
来
る
最
も
軽
蔑
す
べ
き
錬
金
術
で
あ

る
、
と
百
閒
先
生
は
考
え
て
い
る
。
／
百
閒
先
生
の
錬
金
術
と
は
、
出
版
社
や
新
聞

社
を
訪
れ
て
な
に
が
し
か
の
お
金
を
融
通
し
て
も
ら
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
断
じ
て
原

稿
料
の
前
借
り
で
は
な
い
の
で
、
原
稿
と
は
無
関
係
な
純
粋
錬
金
術
の
成
果
で
あ
る

と
先
生
は
確
信
し
て
い
る
。
／
正
午
過
ぎ
に
起
き
、
二
時
半
に
朝
昼
兼
用
の
食
事
を

し
、
晩
酌
の
始
ま
る
六
時
ま
で
机
に
向
か
う
が
、
そ
の
間
に
も
琴
を
弾
じ
、
目
白
の

声
に
耳
を
傾
け
、
手
紙
を
書
き
、
訪
問
客
に
面
会
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
以
外
の
わ
ず
か
な
時
間
を
盗
ん
で
一
枚
か
一
枚
半
ぐ
ら
い
原
稿
を
書
く
。
そ
の

よ
う
に
し
て
書
き
た
め
た
原
稿
を
、
百
閒
先
生
は
出
版
社
や
新
聞
社
に
届
け
る
が
、

原
稿
料
は
全
然
も
ら
わ
な
い
。
出
版
社
や
新
聞
社
の
会
計
係
が
貸
し
金
か
ら
勝
手
に

差
し
引
く
の
で
あ
っ
て
、
一
枚
の
原
稿
料
が
い
く
ら
で
、
差
し
引
き
借
金
が
い
く
ら

残
っ
て
い
る
か
な
ど
は
、
先
生
の
全
然
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
手
許
不
如
意
に
な

る
と
、
軍
手
を
は
め
た
手
に
ス
テ
ッ
キ
を
握
り
、
ま
た
出
版
社
や
新
聞
社
に
錬
金
に

出
か
け
る
。」
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Ⅲ　

房
総
阿
房
列
車
（
房
総
鼻
眼
鏡
）
の
旅
を
追
っ
て

　

百
閒
の
房
総
阿
房
列
車
の
旅
程
は
、
ま
ず
両
国
か
ら
千
葉
を
通
っ
て
総
武
本
線
で

銚
子
ま
で
行
き
、
犬
吠
埼
で
一
泊
、
成
田
線
で
い
っ
た
ん
千
葉
へ
戻
り
一
泊
、
千
葉

か
ら
房
総
西
線
（
現
内
房
線
）
で
安
房
鴨
川
へ
行
き
一
泊
、
房
総
東
線
（
現
外
房
線
）

で
千
葉
に
戻
り
、
千
葉
は
稲
毛
に
一
泊
し
て
翌
日
東
京
帰
着
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
通
っ
た
跡
が
眼
鏡
の
格
好
に
見
え
る
の
で
、
別
名
を
房
総
鼻
眼
鏡
と
し
ゃ
れ
た

の
で
あ
る
。

［
犬
吠
埼
］

　

銚
子
駅
に
着
き
タ
ク
シ
ー
に
乗
る
。
時
は
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
、「
駅
前
の
広

い
道
を
走
っ
て
行
っ
て
、
道
が
曲
が
る
と
屋
根
の
向
う
に
帆
柱
が
見
え
る
。
海
辺
か

と
思
っ
た
ら
利
根
川
の
河
口
に
近
い
川
岸
で
あ
っ
た
。
黒
龍
江
や
ア
マ
ゾ
ン
河
を
見

た
事
は
な
い
し
、
又
そ
れ
に
比
べ
る
話
で
は
な
い
と
思
う
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
こ
の

河
口
程
の
大
き
な
景
色
は
私
に
は
珍
ら
し
い
。
向
う
の
沖
か
ら
太
平
洋
の
背
の
高
い

波
が
、
波
頭
に
繁
吹
き
を
散
ら
し
な
が
ら
逆
巻
い
て
来
て
、
利
根
川
の
水
を
押
し
戻

そ
う
と
す
る
。」
い
か
に
も
百
閒
ら
し
い
筆
致
で
あ
る
が
、
タ
ク
シ
ー
で
駅
か
ら
犬

吠
へ
行
く
道
と
、
利
根
川
の
河
口
と
は
逆
方
向
で
あ
り
、
百
閒
が
実
際
に
ど
こ
を
見

て
そ
の
広
さ
に
感
心
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

犬
吠
へ
行
く
途
中
の
描
写
が
面
白
い
。「
横
手
の
砂
浜
か
ら
、
大
き
な
黒
い
犬
が

砂
煙
を
蹴
立
て
て
跳
び
掛
か
っ
て
来
た
。
自
動
車
の
車
体
に
噛
み
つ
き
そ
う
に
吠
え

立
て
る
。
吠
え
な
が
ら
ど
こ
迄
も
追
っ
掛
け
て
き
た
。
そ
の
吠
え
声
と
浪
の
音
と
が

一
緒
に
な
っ
て
、
車
の
中
で
心
細
く
な
り
、
早
く
お
酒
が
飲
み
た
い
と
思
う
。」
黒

い
犬
が
車
に
吠
え
か
か
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
か
。
酒
井
忠
行
氏
は
、
犬

吠
埼
＝
犬
が
吠
え
る
岬
と
い
う
連
想
か
ら
こ
の
よ
う
な
話
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
可
能
性
は
か
な
り
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

続
く
宿
の
描
写
も
奇
妙
で
あ
る
。「
宿
屋
の
建
物
は
新
ら
し
い
。
設
備
も
行
き
届

い
て
い
る
様
で
あ
る
。
案
内
さ
れ
て
座
敷
に
通
る
と
、
途
端
に
頭
の
中
が
捩
じ
れ

て
、
目
先
が
縺
れ
た
様
な
気
が
し
た
。
奥
の
間
の
海
に
向
か
っ
た
障
子
の
桟
が
、
み

ん
な
変
な
工
合
に
曲
が
っ
て
い
る
。
曲
げ
て
あ
る
の
で
、
捩
じ
ら
し
て
一
つ
の
効
果

を
出
そ
う
と
し
た
ら
し
い
。
心
理
学
の
錯
覚
の
円
を
見
る
様
で
、
初
め
て
通
さ
れ
た

者
は
だ
れ
で
も
面
喰
ら
う
だ
ろ
う
。」
そ
し
て
そ
の
翌
日
、「
女
中
を
呼
ん
で
、
山
系

君
に
す
で
に
起
き
て
い
る
事
を
届
け
出
て
く
れ
と
頼
ん
だ
。
知
ら
な
い
宿
の
朝
、
彼

が
ど
こ
に
い
る
か
と
い
う
事
は
、
私
に
は
見
当
が
つ
か
な
い
。
間
も
な
く
雨
が
上
っ

た
朝
の
様
な
顔
を
し
て
這
入
っ
て
来
た
。
下
の
別
の
座
敷
で
朝
食
を
済
ま
し
、
も
う

朝
風
呂
に
も
這
入
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
湯
殿
の
隣
り
の
砂
浜
の
上
に
、
硝
子
張
り
の

サ
ン
・
ル
ー
ム
が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
腰
掛
け
に
腰
を
掛
け
て
い
る
と
、
小
さ
な
犬
が

向
う
の
腰
掛
け
に
腰
を
掛
け
て
、
こ
っ
ち
を
見
た
と
変
な
こ
と
を
云
う
。」

　

山
系
―
―
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
系
―
―
君
と
は
、
阿
房
列
車
の
旅
で
百
閒
が
用
い
た
平
山

三
郎
氏
の
愛
称
で
あ
る
。
百
閒
に
は
持
病
が
あ
っ
て
、
一
人
で
長
旅
を
す
る
自
信
が

な
い
の
で
、
だ
れ
か
を
連
れ
て
行
こ
う
と
最
初
か
ら
考
え
て
い
た
。「
国
有
鉄
道
に

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
系
と
呼
ぶ
職
員
が
い
て
年
来
の
入じ

ゅ
つ
こ
ん魂
で
あ
る
。
年
は
若
い
し
邪
魔
に

も
な
ら
ぬ
か
ら
、
と
云
っ
て
は
山
系
先
生
に
失
礼
で
あ
る
が
、
彼
に
同
行
を
願
お
う

か
と
思
う
（「
特
別
阿
房
列
車
」）。」
平
山
氏
は
同
意
し
、
広
報
誌
の
仕
事
を
や
り
繰

り
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
十
数
回
に
及
ぶ
阿
房
列
車
の
旅
す
べ
て
に
付
き
合
っ
た
。

「
そ
ら
あ
す
こ
に
犬
が
い
る
で
し
ょ
う
。
あ
の
犬
で
す
」「
犬
が
腰
が
掛
け
ら
れ
る
か

ね
」「
そ
う
で
す
ね
、
し
か
し
掛
け
ま
し
た
」。

　

黒
い
犬
が
吠
え
か
か
っ
た
と
い
う
の
も
、
小
さ
い
犬
が
腰
を
掛
け
た
と
い
う
の

も
、
地
名
に
ち
な
ん
だ
半
分
冗
談
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
平
山
三
郎
氏
が
書
い
た
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『
実
歴
阿
房
列
車
先
生
』
に
は
、「
先
生
が
阿
房
列
車
で
記
述
さ
れ
る
文
章
は
、
い
ち

い
ち
す
べ
て
嘘
は
な
い
の
だ
が
…
…
」
と
あ
る
の
だ
が
。

　

二
人
が
犬
吠
埼
で
何
旅
館
に
泊
ま
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。
阿
房
列

車
の
旅
で
は
原
則
と
し
て
旅
館
名
が
書
か
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
千
葉
市
内
の
旅
館

な
ど
は
ま
っ
た
く
手
掛
か
り
な
し
だ
が
、
犬
吠
の
場
合
は
、
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

犬
吠
の
旅
館
で
ま
ず
有
名
な
の
は
水
明
楼
で
あ
る
。
徳
富
蘆
花
の
『
自
然
と
人
生
』

に
「
大
海
の
出
日
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
枕

を
う
ご
か
す
涛ど

せ
い声
に
夢
を
破
ら
れ
、
起
っ
て
戸
を
開
き
ぬ
。
時
は
明
治
二
十
九
年

十
一
月
四
日
の
早
暁
、
場
所
は
銚
子
の
水
明
楼
に
し
て
、
楼
下
は
直
ち
に
大
東
洋
な

り
。」
お
そ
ら
く
は
こ
の
文
章
が
き
っ
か
け
で
、
水
明
楼
は
文
人
が
よ
く
訪
れ
る
旅

館
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
。
し
か
し
今
は
も
う
こ
の
旅
館
は
な
く
、
跡
地
に
「
水
明

楼
址
碑
」
と
い
う
小
さ
い
碑
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
碑
の
隣
に
は
暁
鶏
館
と
い
う
旅

館
が
あ
り
、
現
在
で
は
文
人
の
宿
と
し
て
は
こ
の
暁
鶏
館
が
有
名
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
八
年
に
百
閒
が
泊
ま
っ
た
宿
屋
が
ど
こ
だ
っ
た
の
か
、
百
閒
の
文
章
か

ら
得
ら
れ
る
手
掛
か
り
は
「
銚
子
の
燈
台
を
左
手
に
見
て
松
林
の
中
に
這
入
り
、
宿

屋
の
裏
手
の
石
段
の
上
で
（
タ
ク
シ
ー
が
）
停
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
し
か

な
く
、
該
当
す
る
松
林
も
石
段
も
現
在
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
正
確
に
は
不
明
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
昭
和
三
十
二
年
に
址
碑
が
で
き
た
水
明
楼
が
二
十
八

年
当
時
残
存
し
て
い
た
可
能
性
は
少
な
く
、
と
な
れ
ば
燈
台
と
の
位
置
関
係
か
ら
考

え
て
暁
鶏
館
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

暁
鶏
館
に
も
古
く
か
ら
多
く
の
文
人
が
訪
れ
て
い
る
が
、
中
で
は
高
村
光
太
郎
が

有
名
で
あ
る
。
光
太
郎
は
妻
の
智
恵
子
と
結
婚
前
に
暁
鶏
館
で
逢
い
引
き
を
し
て
い

る
（
光
太
郎
は
偶
然
に
出
会
っ
た
と
言
っ
て
い
る
が
）。
ど
こ
ま
で
が
事
実
か
を
別

に
す
れ
ば
、
光
太
郎
の

『
智
恵
子
の
半
生
』
と

佐
藤
春
夫
の
『
小
説
高

村
光
太
郎
像
』
が
暁
鶏

館
で
の
二
人
に
つ
い
て

は
詳
し
い
。

　

高
村
光
太
郎
に
「
犬

吠
の
太
郎
」
と
い
う
詩

が
あ
る
。
こ
の
詩
も
暁

鶏
館
に
か
か
わ
り
が
あ

る
。「
太
郎
、
太
郎
／

犬
吠
の
太
郎
、
馬
鹿
の

太
郎
／
／
け
ふ
も
海
が

鳴
つ
て
ゐ
る
／
娘
曲
馬

の
び
ら
を
担
い
で
／
ブ

リ
キ
の
鑵
を
棒
ち
ぎ
れ

で
／
ス
テ
テ
レ
カ
ン
カ
ン
と
お
前
が
た
た
け
ば
／
様
子
の
い
い
お
前
が
た
た
け
ば
／

海
の
波
が
ご
う
と
鳴
つ
て
歯
を
む
き
出
す
よ(

下
略)

」。
こ
の
詩
は
地
元
で
「
長
崎

の
太
郎
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
実
在
の
人
物
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
本

名
を
阿
部
清
助
と
い
い
、
旧
会
津
藩
士
の
出
で
、
軽
い
精
神
薄
弱
が
あ
り
、
使
い
走

り
と
か
サ
ー
カ
ス
の
び
ら
配
り
と
か
、
宣
伝
の
手
伝
い
と
か
、
雑
用
の
よ
う
な
こ
と

を
し
て
い
た
。
彼
が
雨
が
降
る
ぞ
と
言
っ
て
通
る
と
、
翌
日
は
必
ず
雨
が
降
っ
た
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
暁
鶏
館
の
風
呂
番
に
雇
わ
れ
て
、
皆
に
か
わ
い
が
ら
れ

て
い
た
が
、
昭
和
十
四
年
、
使
い
に
出
た
時
に
電
車
に
は
ね
ら
れ
て
死
ん
だ
。
暁
鶏

水明楼址碑から犬吠埼燈台を望む（背後の建物は暁鶏館）
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館
で
葬
式
を
出
し
て
も

ら
っ
て
、
そ
の
位
牌
が

か
つ
て
厨
房
の
一
角
に

置
か
れ
て
い
た
。

　

さ
て
、
犬
吠
に
一
泊

し
た
翌
朝
、
燈
台
を
訪

れ
た
（
中
に
は
入
っ
て

い
な
い
）
百
閒
は
番
頭

か
ら
「
三
富
さ
ん
の
別

荘
が
君
ヶ
浜
に
あ
り
ま

し
て
、
坊
ち
ゃ
ん
が
お

友
達
と
二
人
で
水
死
さ

れ
ま
し
た
」
と
い
う
話

を
聞
く
。
そ
の
時
は

分
か
ら
な
か
っ
た
が
、

「
後
で
知
っ
た
所
に
よ

る
と
、
私
な
ぞ
の
古
い
記
憶
に
も
薄
薄
残
っ
て
い
る
早
稲
田
派
の
新
詩
人
三
富
朽
葉

と
、
そ
の
友
達
と
云
う
の
は
今
井
白
楊
で
、
二
人
は
大
正
六
年
、
共
に
二
十
九
歳
の

夏
、
こ
の
君
ヶ
浜
の
逆
渦
に
巻
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
あ
す
こ
に
そ
の
涙
痕
之

碑
が
建
っ
て
い
る
と
教
わ
っ
た
。」
こ
の
「
涙
痕
之
碑
」
は
現
在
も
君
ヶ
浜
の
一
隅

に
ひ
っ
そ
り
と
立
っ
て
い
る
が
、「
水
明
楼
址
碑
」
と
は
違
い
、
二
〜
三
メ
ー
ト
ル

は
あ
る
大
き
な
も
の
で
あ
る
。

　

三
富
朽
葉
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
堪
能
で
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派
か
ら
い
ろ
い
ろ
学
ん
で

日
本
に
紹
介
し
た
。
前
途
有
望
な
象
徴
派
詩
人
で
あ
り
評
論
家
で
も
あ
っ
た
。
代
表

作
と
し
て
「
雨
の
唄
」
を
紹
介
し
て
お
く
。「
緑
の
苔
も
白
み
ゆ
く
／
此
の
麗
し
い

雨
の
時
／
わ
が
指
は
火
の
如
く
／
此こ

上よ

な
い
虹
を
胸
に
描
く
／
雨
の
抛
つ
蠱ま
じ
の
唄
／

生い
の
ち命
の
苑
の
蠱
の
夢
／
わ
が
渇
く
脣
は
／
黄こ
が
ね金
の
春
を
喉
に
摘
む
／
又
新
し
く
爽
か

な
憂う

れ
い愁
の
祭ま
つ
り禮
―
―
／
昨
日
は
悲
み 

明
日
は
死し
に

／
色
も
香
ひ
も
惱
ま
し
く
雨
に
塗ま
み

れ
て
／
花
と
咲
く 

魂
の
花 

今
日
の
わ
れ
／
お
お
降
り
注
ぐ
淨
ら
か
さ 

此
の
生せ
い
の
時

―
―
／
豊
か
さ 

優
し
さ 

麗
し
さ 

此
の
雨
の
時
―
―
」

［
千
葉
］

　

百
閒
は
犬
吠
埼
に
一
泊
し
た
あ
と
成
田
線
で
千
葉
に
戻
る
。
千
葉
で
の
百
閒
の
行

動
で
分
か
る
の
は
、
旅
館
に
入
り
鉄
道
の
人
を
呼
ん
で
一
緒
に
酒
を
飲
ん
だ
と
い
う

こ
と
だ
け
で
あ
る
。
ど
こ
の
何
と
い
う
旅
館
に
泊
ま
っ
た
の
か
等
は
全
く
不
明
で
あ

る
。
百
閒
に
よ
れ
ば
、
有
名
な
宿
で
、
銚
子
の
女
中
も
知
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
そ

の
後
千
葉
市
の
都
市
形
態
や
宿
泊
事
情
が
激
変
し
た
た
め
、
調
べ
て
も
手
掛
か
り
さ

え
つ
か
め
な
か
っ
た
。

［
安
房
鴨
川
］

　

翌
日
、
千
葉
か
ら
房
総
西
線
で
安
房
鴨
川
に
向
か
う
。
鴨
川
で
は
「
陛
下
の
行

宮
に
な
っ
た
と
云
う
宿
屋
」
に
泊
ま
る
。「
陛
下
の
行
宮
」
を
手
掛
か
り
に
し
て
鴨

川
市
史
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
昭
和
天
皇
が
全
国
巡
幸
で
百
閒
と
同
じ
昭
和
二
十
八

年
の
五
月
に
鴨
川
、
当
時
東
条
村
に
あ
っ
た
吉
田
屋
旅
館
に
宿
泊
し
た
と
い
う
記

録
が
見
つ
か
っ
た
。
吉
田
屋
旅
館
と
い
う
旅
館
は
今
も
鴨
川
に
あ
る
が
、
当
時
の

吉
田
屋
旅
館
は
現
在
の
鴨
川
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
同
ホ
テ
ル

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
出
て
い
る
。
別
の
資
料
に
よ
る
と
、
吉
田
屋
旅
館
は
当
時
鴨

川
で
最
も
古
く
由
緒
あ
る
旅
館
で
あ
っ
た
。
百
閒
は
、
旅
館
の
前
で
「
駅
か
ら
行
っ

た
自
動
車
を
降
り
て
、
輪
奐
の
美
に
目
を
瞠
っ
た
。
こ
ん
な
小
さ
な
漁
師
町
に
、

な
ぜ
こ
う
云
う
立
派
な
宿
屋
が
あ
る
の
か
、
私
に
は
合
点
が
行
か
な
い
」
と
い
う

涙 痕 之 碑
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感
想
を
述
べ
て
い
る
。

　

そ
し
て
通
さ
れ
た
座
敷
の
縁
側
か
ら
真
下
の
太
平
洋
の
波
打
ち
際
を
眺
め
る
。

「
随
分
長
く
遠
い
渚
で
、
砂
の
色
も
明
る
い
。
大
き
な
浪
が
、
後
か
ら
後
か
ら
打
ち

寄
せ
て
、
そ
の
砂
浜
で
崩
れ
る
。
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
て
、
浪
は
何
を
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
と
思
う
。
人
の
脊
丈
ぐ
ら
い
あ
っ
て
、
大
き
い
け
れ
ど
犬
吠
岬
の
浪
の
様
に

怒
っ
て
は
い
な
い
様
で
あ
る
。
渚
に
近
い
海
面
か
ら
、
小
さ
い
無
数
の
浪
が
こ
ち
ら

へ
打
ち
寄
せ
よ
う
と
し
て
い
る
ら
し

い
。
そ
こ
へ
沖
か
ら
大
き
い
浪
が
来

て
、
浪
頭
の
う
し
ろ
に
小
さ
な
波
を

残
し
、
自
分
だ
け
先
に
来
て
大
袈
裟

に
ど
ど
ど
と
崩
れ
る
。
ど
う
云
う
料

簡
だ
か
解
ら
な
い
。
東
京
へ
帰
っ
て

二
三
日
経
っ
て
か
ら
、
ふ
と
こ
の
鴨

川
や
犬
吠
岬
の
大
浪
の
事
を
思
い
出

し
た
。
私
は
も
う
帰
っ
て
き
て
こ
う

し
て
外
の
こ
と
を
し
て
い
る
の
に
、

あ
の
辺
の
浪
は
矢
っ
張
り
大
変
な
姿

勢
で
、
浪
頭
を
振
り
立
て
て
、
大
き

な
音
を
立
て
て
、
寄
せ
て
は
崩
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
と
馬
鹿
馬
鹿

し
い
。
丸
で
意
味
は
な
い
。
無
心
の

浪
と
思
う
の
も
滑
稽
で
あ
る
。」
い

か
に
も
百
閒
ら
し
い
面
白
い
感
想
で

あ
る
。

［
稲
毛
］

　

次
の
日
の
午
後
安
房
鴨
川
を
た
ち
、
房
総
東
線
で
千
葉
に
戻
り
、
千
葉
か
ら
自
動

車
で
稲
毛
に
向
か
う
。
稲
毛
で
泊
ま
る
予
定
の
宿
は
「
島
崎
藤
村
、
徳
田
秋
聲
、
上

司
小
剣
な
ぞ
が
来
て
、
小
説
を
書
い
た
家
だ
そ
う
で
あ
る
。
尤
も
看
板
は
同
じ
だ
が

代
が
変
っ
て
居
り
、
建
物
も
昔
の
儘
で
は
な
い
…
…
」
こ
れ
は
有
名
な
海
氣
館
の
こ

と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
行
っ
て
み
る
と
、
部
屋
は
よ
く
な
い
、
騒
が
し
い
、
女
中
の

サ
ー
ビ
ス
も
最
低
で
あ
る
。
ト
イ
レ
の
ス
リ
ッ
パ
が
ぐ
っ
し
ょ
り
濡
れ
て
い
て
、
気

持
が
悪
く
て
履
け
な
い
。「『
貴
君
、
逃
げ
出
そ
う
か
』
と
云
っ
た
ら
、
山
系
君
が
賛

成
し
た
。
／
ま
だ
夜
が
更
け
て
は
い
な
い
。
稲
毛
駅
か
ら
電
車
に
乗
っ
た
。
電
車
の

中
で
山
系
は
私
の
神
速
果
敢
な
る
決
心
を
褒
め
た
。
永
年
の
つ
き
合
い
だ
が
、
彼
か

ら
褒
め
ら
れ
た
事
は
め
っ
た
に
な
い
。」
つ
ま
り
、
海
氣
館
に
は
泊
ま
ら
な
い
で
、

そ
の
日
の
う
ち
に
東
京
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。（「
房
総
阿
房
列
車
」
の
記
述
に
は
な

い
が
、
平
山
氏
に
よ
れ
ば
、
当
夜
は
百
閒
愛
用
の
東
京
駅
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
に

泊
ま
っ
た
と
の
こ
と
。）

　

百
閒
に
は
不
評
だ
っ
た
海
氣
館
で
あ
る
が
、
こ
こ
も
か
つ
て
は
文
人
の
宿
と
し
て

有
名
で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
一
年
、
海
水
浴
を
利
用
し
た
療
養
施
設
と
し
て
設
立
さ

れ
た
が
、
後
に
旅
館
と
な
っ
た
。
当
初
は
中
央
に
大
き
な
建
物
が
あ
り
、
そ
の
ま
わ

り
に
小
さ
い
建
物
が
い
く
つ
も
立
ち
並
ぶ
、
別
荘
式
と
呼
ば
れ
る
立
派
な
旅
館
で

あ
っ
た
。

　

田
山
花
袋
の
「
弟
」（
明
治
四
十
一
年
）
に
は
「
今
度
の
千
葉
の
講
演
に
は
、
稲

毛
の
海
氣
館
か
ら
僕
は
通
つ
た
。（
略
）
別べ

っ
そ
う墅
式
の
小
さ
い
家
屋
が
彼
方
此
方
松
原

の
中
に
独
立
し
て
ゐ
て
、
な
ん
だ
か
好
い
感
じ
が
す
る
。
場
所
が
場
所
だ
か
ら
、
余

り
好
ま
し
い
処
で
は
無
い
と
始
め
か
ら
思
つ
た
が
、
そ
れ
で
も
存
外
あ
の
家
は
堅

い
と
見
え
て
、
一
人
の
男
客
に
は
女
中
が
屹
度
二
人
づ
つ
つ
い
て
出
る
よ
」
と
あ

明治・大正期の海氣館
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内田百閒と房総

り
、
別
荘
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
中
戸
川
吉
二
の
「
北
村
十
吉
」（
大

正
十
一
年
）
に
は
「
広
い
松
の
生
え
た
庭
の
中
に
、
ポ
ツ
ポ
ツ
と
建
っ
て
い
た
。
六

畳
と
八
畳
の
二
間
の
家
で
、
縁
側
や
便
所
や
洗
面
所
が
普
通
の
家
の
よ
う
に
つ
い
て

い
る
」
と
あ
り
、
こ
れ
も
ま
だ
別
荘
式
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
林
芙
美
子
『
女
の
日
記
』

（
昭
和
十
一
年
）
に
な
る
と
、
ど
う
見
て
も
一
軒
家
の
旅
館
で
あ
る
。「
わ
た
く
し
た

ち
は
、
海
氣
館
と
云
う
海
浜
旅
館
に
這
入
つ
た
。
秋
に
は
泊
る
客
も
な
い
と
み
え
て
、

燈
火
を
暗
く
し
て
、
も
う
雨
戸
さ
へ
も
閉
し
て
ゐ
た
の
を
や
つ
と
起
き
て
貰
つ
て
二

階
の
広
い
座
敷
へ
通
つ
た
。
板
の
襖
戸
に
松
と
鶴
が
描
い
て
あ
り
、
欄
間
や
壁
の
腰

に
は
青
や
赤
の
色
硝
子
が
は
め
て
あ
る
。
明
治
風
な
面
白
い
部
屋
だ
っ
た
。」
百
閒

が
訪
れ
た
時
も
一
軒
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

一
軒
家
の
海
氣
館
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
現
在
千
葉
市
の
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
な
っ

て
い
る
。
別
荘
式
の
海
氣
館
は
そ
の
裏
手
の
松
林
の
中
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

往
時
の
海
氣
館
を
し
の
ば
せ
る
も
の
は
現
在
何
も
残
っ
て
い
な
い
。

お
わ
り
に

　

内
田
百
閒
が
房
総
に
来
た
時
か
ら
既
に
五
十
年
以
上
た
つ
。
特
に
こ
の
五
十
年
は

変
化
が
大
き
く
、
か
つ
速
か
っ
た
。
房
総
は
変
わ
っ
た
。
百
閒
の
泊
ま
っ
た
と
思
わ

れ
る
旅
館
の
変
遷
だ
け
を
見
て
も
そ
の
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
人
も
変
わ
っ
た
。
百

閒
が
も
し
今
の
時
代
に
生
き
て
い
た
と
し
て
、
は
た
し
て
あ
の
よ
う
な
小
説
、
随
筆

が
書
け
た
で
あ
ろ
う
か
。
百
閒
は
い
わ
ば
昔
の
殿
様
で
、
常
に
だ
れ
か
が
側
に
い
て

世
話
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
百
閒
の
ま
わ
り
に
は
そ
う
い
う
人
が
い
た
。
例
え
ば

平
山
三
郎
氏
、
そ
れ
に
二
番
目
の
奥
さ
ん
で
あ
る
。
雑
賀
進
氏
に
よ
る
と
、
二
番
目

の
奥
さ
ん
は
百
閒
と
一
緒
に
な
っ
て
か
ら
布
団
を
敷
い
て
寝
た
こ
と
が
な
か
っ
た
そ

う
で
あ
る
。
百
閒
は
典
型
的
な
夜
型
人
間
で
あ
る
。
夜
中
で
も
呼
ば
れ
れ
ば
す
ぐ
対

応
で
き
る
よ
う
に
、
布
団
も
敷
か
ず
、
着
物
を
着
た
ま
ま
で
寝
て
い
た
と
い
う
。
今

時
そ
ん
な
女
性
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
借
金
の
こ
と
も
そ
う
で
あ
る
。
百
閒
が
し
た
よ

う
な
の
ん
き
な
（
？
）「
借
金
」
が
今
で
も
は
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
百
閒
は

変
人
で
は
あ
っ
た
が
、
人
情
に
は
き
わ
め
て
厚
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
教
え
子
に
も

慕
わ
れ
、
摩
阿
陀
会
の
よ
う
な
長
く
続
く
会
が
生
ま
れ
た
。
ノ
ラ
と
い
う
飼
い
猫
が

行
方
不
明
に
な
っ
た
時
は
、
何
日
も
泣
き
暮
ら
し
、
食
事
も
ろ
く
に
と
ら
な
か
っ
た
。

百
閒
は
現
在
の
社
会
で
も
そ
の
よ
う
な
人
情
家
で
い
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
世
間
が
そ

れ
を
許
し
て
く
れ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
人
物
、
作
品
と
も
面
白
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
百
閒
に
は

昭
和
十
四
年
ご
ろ
と
六
十
一
年
ご
ろ
と
、
二
度
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
最

近
は
忘
れ
ら
れ
る
一
方
に
思
え
る
。
ま
た
少
し
注
目
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
と
思
っ

て
、
百
閒
を
取
り
上
げ
て
み
た
の
で
あ
る
。

（
い
し
の　

ひ
ろ
し
・
本
学
人
文
学
部
国
際
交
流
学
科
教
授
）


