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鈴木優作　岡本綺堂「影を踏まれた女」論

一　

作
品
に
つ
い
て

　
岡
本
綺
堂
「
影
を
踏
ま
れ
た
女
」
は
『
講
談
倶
楽
部
』
一
九
二
六
年
一
月
に

発
表
さ
れ
た
。
作
品
は
、
近
江
屋
の
娘
・
お
せ
き
が
影
踏
み
遊
び
の
子
供
に
影

を
踏
ま
れ
た
こ
と
を
気
に
病
み
外
出
せ
ず
暗
い
と
こ
ろ
を
好
む
よ
う
に
な
り
、

蝋
燭
の
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
影
を
見
よ
と
い
う
行
者
の
言
に
両
親
が
従
う
と

百
日
目
の
夜
に
影
は
骸
骨
の
形
に
映
り
、
従
兄
の
要
次
郎
に
無
理
に
外
に
連
れ

出
さ
れ
た
お
せ
き
は
影
の
た
め
か
通
り
か
か
っ
た
侍
に
切
り
倒
さ
れ
て
し
ま
う
、

と
い
う
筋
立
て
で
あ
る
。

　
本
作
は
『
近
代
異
妖
篇　
綺
堂
読
物
集
乃
三
』（
春
陽
堂
、
一
九
二
六
年
一

〇
月
）
に
収
録
さ
れ
る
。
同
篇
冒
頭
作
の
書
き
出
し
に

春
の
雪
降
る
宵
に
、
わ
た
し
が
小
石
川
の
青
蛙
堂
に
誘
ひ
出
さ
れ
て
、
も

ろ
〳
〵
の
怪
談
話
を
聴
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
曩
に
発
表
し
た
『
青
蛙
堂
鬼

談
』
に
詳
し
く
書
い
た
。
し
か
し
其
夜
の
物
語
は
あ
れ
だ
け
で
尽
き
て
ゐ

る
の
で
は
な
い
。
そ
の
席
上
で
わ
た
し
が
窃
か
に
筆
記
し
た
も
の
、
或
は

記
憶
に
と
ゞ
め
て
置
い
た
も
の
、
数
ふ
れ
ば
ま
だ
〳
〵
沢
山
あ
る
の
で
、

そ
の
拾
遺
と
い
ふ
や
う
な
意
味
で
更
に
こ
の
『
近
代
異
妖
編マ
マ

』
を
草
す
る

こ
と
に
し
た（
１
）。

と
あ
る
よ
う
に
、
同
篇
は
『
青
蛙
堂
鬼
談
』
の
拾
遺
と
し
て
「
怪
談
話
」
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
一
般
に
、「
怪
談
」
は
そ
れ
自
体
独
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、

綺
堂
自
身
も
自
ら
の
作
品
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
上
で
用
い
て
い
る
が
、
他

ジ
ャ
ン
ル
と
の
親
近
性
も
あ
る
。
劇
作
家
、
劇
評
家
、
小
説
家
な
ど
様
々
な
顔

を
持
つ
綺
堂
は
、『
青
蛙
堂
奇
談
』（
一
九
二
六
年
三
月
）
を
は
じ
め
と
す
る
怪

談
と
並
行
し
て
『
半
七
捕
物
帳
』（
一
九
一
七
年
一
月
〜
一
九
三
七
年
二
月
）

シ
リ
ー
ズ
を
書
き
継
ぎ
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
怪
談
と
探
偵
小
説

と
い
う
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
跨
が
っ
て
活
躍
し
た
。
本
論
で
は
、
同
時
期
に
と

も
に
隆
盛
を
極
め
た
怪
談
と
探
偵
小
説
に
お
け
る
綺
堂
の
ジ
ャ
ン
ル
越
境
意
識

を
探
り
、
怪
談
「
影
を
踏
ま
れ
た
女
」
を
取
り
上
げ
両
ジ
ャ
ン
ル
の
媒
介
項
と

し
て
「
謎
の
解
明
」
の
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
、
そ
の
論
理
を
分
析
す
る
。
さ
ら

に
「
影
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
同
時
代
的
表
象
を
探
り
、
精
神
医
学
や
探
偵
小

説
に
お
け
る
「
心
」
の
解
明
プ
ロ
セ
ス
と
比
較
し
、
作
中
の
論
理
と
作
品
の

ジ
ャ
ン
ル
越
境
性
が
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

岡
本
綺
堂
「
影
を
踏
ま
れ
た
女
」
論

│
探
偵
小
説
ジ
ャ
ン
ル
と
の
比
較
を
通
じ
て
│
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二　

岡
本
綺
堂
に
お
け
る
怪
談
と
探
偵
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
越
境

　
怪
談
と
探
偵
小
説
、
こ
の
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
同
時
代
に
お
い
て
活
況
を
呈

し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
東
雅
夫
は
明
治
三
〇
年
代
か
ら
大
正

期
に
か
け
て
の
時
期
に
「
著
名
な
文
化
人
」
の
間
に
怪
談
が
「
一
大
ブ
ー
ム
」

と
な
り
「
怪
談
黄
金
時
代
」
が
訪
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

小
泉
八
雲
『Kw

aidan

』（
一
九
〇
四
年
）、
泉
鏡
花
「
春
昼
・
春
昼
後
刻
」

「
海
異
記
」（
一
九
〇
六
年
）、
夏
目
漱
石
「
夢
十
夜
」（
一
九
〇
八
年
）、
森
鷗

外
「
鼠
坂
」「
蛇
」「
百
物
語
」（
一
九
一
一
年
）、
谷
崎
潤
一
郎
「
人
面
疽
」

（
一
九
一
八
年
）、
芥
川
龍
之
介
「
奇
怪
な
再
会
」「
妙
な
話
」「
近
頃
の
幽
霊
」

（
一
九
二
一
年
）
と
い
っ
た
文
豪
を
は
じ
め
と
し
て
、
画
壇
・
劇
壇
・
学
界
・

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
も
及
び
、
こ
れ
ら
の
「
直
接
の
原
動
力
」
と
し
て
怪
談
実

話
集
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
柳
田
國
男
『
遠
野
物
語
』（
一
九
一
〇
年
）
が
あ

る（２
）。
千
葉
俊
二
も
一
九
二
四
年
四
、 

五
月
の
『
新
小
説
』
に
お
け
る
「
怪
談
会
」

を
代
表
例
に
「
大
正
の
末
年
に
は
、 

ま
た
一
種
の
怪
談
の
ブ
ー
ム
が
ま
き
お

こ
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る（３
）。
綺
堂
自
身
「
近
ご
ろ
は
怪
談
が
頗
る
流
行
す

る
。
現
に
本
誌
上
に
も
怪
談
会
の
物
す
ご
い
記
事
が
み
え
る
。
わ
た
し
も
番
外

飛
び
入
り
に
、
自
分
の
知
つ
て
ゐ
る
怪
談
ら
し
い
も
の
を
二
三
席
弁
じ
た
い
と

思
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
右
記
の
「
怪
談
ブ
ー
ム
」
を
直
接
に
承
け
一

連
の
怪
談
読
物
を
著
し
た
の
で
あ
る（４
）。

　
他
方
、
一
九
二
三
年
四
月
「
二
銭
銅
貨
」
で
の
江
戸
川
乱
歩
の
華
々
し
い
デ

ビ
ュ
ー
に
よ
り
雑
誌
『
新
青
年
』
を
中
心
と
し
大
正
末
期
に
探
偵
文
壇
が
形
成

さ
れ
、
一
九
三
〇
年
代
に
探
偵
小
説
界
は
「
黄
金
時
代
」
（
５
）

へ
と
至
る
が
、
こ
う

し
た
潮
流
に
先
行
し
た
の
が
、
江
戸
を
舞
台
と
し
た
探
偵
小
説
『
半
七
捕
物

帳
』
で
あ
る
。「
黄
金
時
代
」
の
最
中
に
あ
っ
た
横
溝
正
史
は

大
正
九
年
雑
誌
「
新
青
年
」
が
創
刊
さ
れ
、
そ
の
十
二
年
四
月
号
に
、
江

戸
川
乱
歩
が
「
二
銭
銅
貨
」
を
ひ
っ
さ
げ
て
登
場
す
る
ま
で
、
こ
の
国
に

は
創
作
探
偵
小
説
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
だ
が
、
岡
本
綺
堂
の
「
半
七
捕
物
帳
」
こ
そ
そ
の
元
祖
で
は
な
か
っ
た

か
。
（
６
）

と
後
年
同
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
述
べ
、
創
作
探
偵
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
先
駆
者
と

し
て
黒
岩
涙
香
を
措
き
一
般
的
評
価
以
上
に
高
く
価
値
付
け
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
ル
の
上
で
歴
史
上
分
け
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
怪
談
と

探
偵
小
説
で
あ
る
が
、
綺
堂
は
自
覚
的
な
方
法
論
と
し
て
両
ジ
ャ
ン
ル
を
地
続

き
に
捉
え
て
い
た
。『
青
蛙
堂
奇
談
』
を
は
じ
め
と
す
る
百
物
語
形
式
の
「
怪

談
会
」
に
引
き
続
き
青
蛙
堂
主
人
は
「
探
偵
趣
味
の
会
」
を
催
し
、
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

「
わ
た
く
し
は
例
の
怪
談
研
究
の
傍
ら
に
探
偵
方
面
に
も
興
味
を
持
ち
ま

し
て
、
此
頃
は
ぽ
つ
ぽ
つ
そ
の
方
面
の
研
究
に
も
取
り
か
ゝ
つ
て
居
り
ま

す
。
勿
論
、
そ
れ
も
怪
談
に
縁
の
な
い
わ
け
で
な
く
、
い
は
ゆ
る
怪
談
と

怪
奇
探
偵
談
と
は
、
そ
の
あ
ひ
だ
に
一
種
の
連
絡
が
あ
る
や
う
に
も
思
は

れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
た
く
し
が
探
偵
談
に
興
味
を
持
ち
始
め
ま
し

た
の
も
、
つ
ま
り
は
怪
談
か
ら
誘
ひ
出
さ
れ
た
や
う
な
次
第
で
あ
り
ま
し

て
、
あ
な
が
ち
に
本
来
の
怪
談
を
見
捨
て
ゝ
、
当
世
流
行
の
探
偵
方
面
に

早
変
り
を
し
た
と
云
ふ
わ
け
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
う
ぞ
お
含
み

置
き
を
願
ひ
た
い
と
存
じ
ま
す
。」
（
７
）
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ま
た
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
怪
奇
性
」
と
は
異
な
る
視
座
か
ら
、
千

葉
俊
二
は
「
綺
堂
の
探
偵
物
語
は
基
本
的
に
は
「
怪
奇
探
偵
談
」
と
し
て
仕
上

が
っ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
怪
談
に
も
「
難
解
な
秘
密
」
が
は
ら
ま
れ

て
、
そ
の
謎
を
解
明
し
て
ゆ
こ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
「
探
偵
談
」
へ
接
近

せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。」
（
８
）
と
、
乱
歩
の
「
探
偵
小
説
と
は
難
解
な
秘

密
が
多
か
れ
少
な
か
れ
論
理
的
に
徐
々
に
解
か
れ
て
行
く
経
路
の
面
白
さ
を
主

眼
と
す
る
文
学
で
あ
る
」
（
９
）
と
い
う
定
義
を
参
照
し
た
上
で
、
両
ジ
ャ
ン
ル
を
相

対
化
し
て
い
る
。

　
こ
の
千
葉
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
論
で
は
、「
謎
の
解
明
」
と
解
明

へ
至
る
「
経
路
」
を
ジ
ャ
ン
ル
越
境
の
指
標
と
し
て
岡
本
綺
堂
「
影
を
踏
ま
れ

た
女
」
を
分
析
し
、
作
品
の
有
す
る
意
義
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

三　
「
病
」
を
探
偵
す
る

　
本
作
に
お
け
る
「
謎
」
は
、
お
せ
き
の
心
の
「
病
」
で
あ
る
。
自
分
の
影
を

踏
ま
れ
る
と
よ
く
な
い
と
い
う
伝
承
が
あ
り
子
供
の
遊
び
で
自
分
の
影
を
踏
ま

れ
た
こ
と
を
「
気
に
病
み
」、
外
出
を
避
け
暗
い
と
こ
ろ
を
好
む
よ
う
に
な
り
、

「
病
」
は
日
を
追
う
ご
と
に
高
じ
る
。
こ
の
「
病
」
を
治
す
た
め
、
父
の
弥
助

や
母
の
お
由
、
伯
母
の
次
男
・
要
次
郎
ら
は
様
々
な
手
段
を
講
じ
る
。
こ
の
治

療
に
お
け
る
試
行
錯
誤
の
過
程
が
「
謎
の
解
明
」
の
「
経
路
」
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。

　
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
探
偵
小
説
に
お
け
る
「
謎
の
解
明
」
は
「
論
理
的
に

徐
々
に
解
か
れ
て
行
く
」
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
が
、「
論
理
」
の
正
統
性
を
担

保
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
時
代
に
よ
っ
て
可
変
的
で
あ
り
、
近
代
と
前
近
代
に
お

い
て
は
「
論
理
」
の
意
味
合
い
が
異
な
る
だ
ろ
う
。
谷
口
基
は
『
因
州
記
』

（
一
七
二
四
年
）
中
の
「
怪
談
記
」
第
二
段
「
林
小
官
、
化
生
ヲ
見
ル
事
」
に

お
け
る
編
纂
者
・
野
間
宗
蔵
の
、「
山
伏
」
が
不
吉
な
予
言
を
述
べ
て
消
え
た

後
に
野
狐
の
足
跡
が
あ
っ
た
と
い
う
「
怪
異
」
現
象
に
対
す
る
、「
狐
と
は
本

来
、
人
間
を
〈
化
か
す
〉
生
態
を
持
つ
動
物
な
の
だ
か
ら
、
ど
ん
な
に
凝
っ
た

怪
異
が
演
出
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
狐
の
す
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
仕
方
な

い
」
と
い
う
姿
勢
を
〈
前
近
代
的
合
理
性
〉
と
呼
ん
で
い
る
）
10
（

。
本
作
で
も
、
お

せ
き
の
「
病
」
に
対
し
て
、
同
時
代
に
お
い
て
「
合
理
的
」
と
判
断
さ
れ
る
思

考
に
基
づ
い
た
手
段
が
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
両
親
は
お
せ
き
を
医
者
に
診
せ
る
。

な
に
し
ろ
こ
れ
は
一
種
の
病
気
で
あ
る
と
認
め
て
、
近
江
屋
で
も
嫌
が
る

本
人
を
連
れ
出
し
て
、
二
三
人
の
医
者
に
診
て
貰
つ
た
の
で
あ
る
が
、
ど

こ
の
医
者
に
も
確
な
診
断
を
下
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
、
お
そ
ら
く
年
ご

ろ
の
娘
に
あ
り
勝
の
気
鬱
病
で
あ
ら
う
か
な
ど
と
云
ふ
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。

「
気
鬱
」
と
は
漢
方
医
学
の
用
語
で
「
気
機
の
鬱
結
で
あ
り
、
多
く
は
ス
ト
レ

ス
や
、
気
血
の
失
調
と
関
係
が
あ
り
、
臨
床
で
は
多
く
の
場
合
、
肝
気
鬱
結
を

さ
」
す
）
11
（

。「
気
機
」
は
「
各
臓
器
官
の
生
理
あ
る
い
は
病
理
性
の
活
動
」、「
気

血
の
失
調
」
は
「
気
と
血
の
二
者
の
関
係
が
協
調
を
失
っ
た
病
理
」、「
肝
気
鬱

結
」
は
「
肝
気
が
鬱
結
し
て
疏
泄
に
異
常
を
き
た
し
、
気
血
が
和
を
欠
く
」
状

態
、「
肝
気
」
は
「
肝
臓
の
精
気
」「
肝
の
機
能
活
動
の
こ
と
」「
昇
発
・
透
泄

作
用
が
あ
り
、
全
身
を
の
び
や
か
に
す
る
」）12
（

活
動
で
あ
り
、「
気
鬱
病
」
と
は

要
す
る
に
、
全
身
を
の
び
や
か
に
す
る
肝
の
気
の
流
れ
が
滞
り
、
体
を
巡
る

「
気
」
と
「
血
」
の
バ
ラ
ン
ス
が
失
わ
れ
た
状
態
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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小
田
晋
は
江
戸
時
代
の
精
神
医
学
へ
の
接
近
方
法
を
「
古
代
か
ら
の
日
本
医

術
の
系
統
」「
蘭
方
医
学
」「
漢
方
医
学
」
の
三
つ
の
立
場
に
整
理
し
た
上
で
、

漢
方
医
学
の
立
場
が
「
最
も
多
い
」
と
し
て
い
る
）
13
（

。
貝
原
益
軒
が
『
養
生
訓
』

に
お
い
て
「
人
の
元
気
は
、
も
と
是
れ
天
地
の
万
物
を
生
ず
る
気
な
り
。
是
れ

人
身
の
根
本
な
り
」）14
（

と
し
た
よ
う
に
、
漢
方
医
学
の
「
気
」
観
に
基
づ
き
お
せ

き
の
「
診
断
」
も
下
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
近
世
に
お
け

る
漢
方
医
学
の
〈
知
〉
は
、
実
証
的
知
識
が
体
系
化
さ
れ
「
心
」
の
所
在
が
脳
、

神
経
と
定
め
ら
れ
た
近
代
に
位
置
す
る
語
り
手
か
ら
す
れ
ば
、「
ど
こ
の
医
者

に
も
確
な
診
断
を
下
す
こ
と
は
出
来
な
い
」
状
況
と
し
か
受
け
止
め
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
。
こ
こ
で
お
せ
き
の
診
察
を
め
ぐ
り
、
近
世
医
学
〈
知
〉
の
同
時
代
的

「
合
理
」
性
と
近
代
か
ら
み
た
そ
の
「
不
合
理
」
性
と
い
う
両
義
的
評
価
が
表

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
要
次
郎
の
兄
が
人
か
ら
「
下
谷
に
偉
い
行
者
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と

を
聞
い
て
来
」
る
が
、
要
次
郎
は
行
者
を
信
用
し
な
い
。
次
の
前
の
台
詞
が
要

次
郎
、
後
が
そ
の
兄
で
あ
る
。

「
あ
れ
は
狐
使
ひ
だ
と
云
ふ
こ
と
だ
。
あ
ん
な
奴
に
祈
祷
を
頼
む
と
、
却

つ
て
狐
を
憑
け
ら
れ
る
。」

「
い
や
、
そ
の
行
者
は
そ
ん
な
の
で
は
な
い
。
大
抵
の
気
ち
が
ひ
で
も
一

度
御
祈
祷
を
し
て
貰
へ
ば
癒
る
さ
う
だ
。」

　
こ
の
よ
う
に
、
次
の
手
段
と
し
て
行
者
の
祈
祷
が
選
ば
れ
る
の
だ
が
、
こ
の

要
次
郎
と
兄
と
の
や
り
取
り
の
中
に
行
者
に
対
す
る
対
照
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
見

ら
れ
る
。
次
の
よ
う
に
、
近
世
に
お
い
て
は
行
者
の
祈
祷
は
民
衆
の
間
で
「
病

気
治
し
」
の
一
手
段
で
あ
っ
た
。

修
験
者
は
、
大
峰
山
を
は
じ
め
各
地
の
霊
山
に
入
っ
て
抖
櫢
し
、
そ
れ
を

通
じ
て
験
力
す
な
わ
ち
超
自
然
的
な
力
を
獲
得
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

彼
ら
は
山
か
ら
出
る
と
火
渡
り
・
刃
渡
り
・
柱
松
・
烏
と
び
等
々
の
験
競

べ
を
行
っ
て
力
を
誇
示
し
、
病
気
治
し
、
憑
き
も
の
落
と
し
等
々
、
様
々

な
加
持
祈
禳
に
よ
っ
て
人
々
の
呪
術
＝
宗
教
的
欲
求
に
応
え
た
。
こ
と
に

近
世
以
降
は
、
里
に
定
着
し
、
民
衆
の
あ
い
だ
で
祈
禱
師
と
し
て
活
動
す

る
修
験
者
が
多
く
現
れ
た）
15
（

。

　
心
の
「
病
」
に
対
す
る
著
名
な
治
療
者
と
し
て
は
、
正
寿
院
秀
詮
（
一
七
八

六
―
一
八
七
〇
）
が
い
る
。
秀
詮
は
代
々
神
主
の
家
に
生
ま
れ
修
験
道
で
名
を

馳
せ
、「
狂
病
」
を
発
病
し
た
妻
を
全
治
さ
せ
た
。
ま
た
一
八
四
〇
年
に
は
鉄

塔
山
天
上
寺
の
寺
内
に
収
容
施
設
を
創
設
し
て
各
地
に
流
浪
し
て
い
る
「
精
神

病
者
」
を
収
容
し
、
修
験
者
の
中
心
的
修
法
で
あ
る
「
加
持
祈
祷
」
と
自
己
の

経
験
か
ら
編
み
出
し
た
「
説
得
」
に
よ
る
治
療
を
施
し
た
と
い
う
）
16
（

。
従
っ
て
、

行
者
に
祈
祷
を
頼
む
と
い
う
要
次
郎
の
兄
の
行
動
も
、
近
世
で
は
「
合
理
的
」

な
判
断
と
言
え
る
。
し
か
し
一
方
で
、
要
次
郎
は
行
者
を
疑
う
。

「
近
江
屋
の
叔
父
さ
ん
や
叔
母
さ
ん
に
も
困
る
な
。
い
つ
ま
で
狐
つ
か
ひ

の
行
者
な
ん
か
を
信
仰
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
此
方

を
さ
ん
〴
〵
嚇
か
し
て
置
い
て
、
お
仕
舞
に
高
い
祈
祷
料
を
せ
し
め
よ
う

と
す
る
魂
胆
に
相
違
な
い
の
だ
。
そ
の
く
ら
ゐ
の
事
が
判
ら
な
い
の
か

な
。」

　
こ
の
よ
う
な
、
行
者
が
民
衆
に
詐
欺
行
為
を
働
く
、
と
い
う
言
説
は
明
治
初

期
に
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
。『
読
売
新
聞
』（
一
八
七
五
年
五
月
三
日
）
に
は
、

次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
代
々
続
く
病
を
成
田
山
の
行
者
に
見
て
も
ら
う
と
、



─ 46 ─

鈴木優作　岡本綺堂「影を踏まれた女」論

行
者
は
家
に
あ
る
鏡
が
祟
る
と
し
て
鏡
の
裏
の
文
字
を
言
い
当
て
る
が
、
そ
の

字
は
大
概
の
鏡
に
書
か
れ
て
あ
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

下
谷
上
野
町
の
桜
井
平
兵
衛
の
家
に
て
は
祖
母
よ
り
し
て
孫
の
代
ま
で
同

じ
病
を
悩
め
ど
も
当
時
の
後
家
は
そ
の
病
も
な
い
が
い
ま
に
も
気
に
か
ゝ

る
ゆ
え
東
黒
門
町
元
鳥
井
の
邸
あ
と
に
居
る
成
田
山
の
行
者
に
見
て
貰
ふ

と
御
前
の
家
に
有
る
身
分
不
相
応
の
鏡
が
代
々
祟
る
の
だ
其
鏡
の
裏
に
は

天
下
一
藤
原
と
書
て
有
る
夫
を
不
動
さ
ま
へ
上
げ
る
と
以
後
決
し
て
祟
る

こ
と
は
な
い
と
い
は
れ
て
後
家
も
驚
き
家
へ
帰
つ
て
見
る
と
成
ほ
ど
天
下

一
藤
原
と
裏
に
書
て
有
る
鏡
が
有
る
ゆ
え
早
速
持
っ
て
参
り
不
動
さ
ま
へ

納
め
ま
し
た
が
此
行
者
は
天
下
一
藤
原
が
お
は
こ
で
諸
方
の
鏡
を
沢
山
引

き
よ
せ
た
と
い
ふ
が
不
動
を
出
し
に
遣
つ
て
天
下
一
藤
原
と
い
へ
ば
大
が

い
鏡
が
三
枚
有
る
う
ち
二
枚
は
天
下
一
藤
原
の
何
々
と
か
書
い
て
有
り
ま

す
か
ら
外
れ
ま
す
ま
い
彼
様
な
事
で
人
を
だ
ま
す
と
は
太
い
仕
掛
け
で
は

有
り
ま
せ
ん
か
伺
ひ
と
か
御
祈
祷
と
か
御
加
持
と
か
呪
い
と
か
御
夢
想
と

か
い
ふ
も
の
は
何
れ
も
虚
言
の
か
た
ま
り
ゆ
え
皆
さ
ん
騙
さ
れ
て
は
な
り

ま
せ
ん
ぞ
こ
ん
な
事
い
つ
た
ら
不
動
さ
ま
の
罰
が
あ
た
る
か
知
ら
ん
ノ
ウ

バ
カ
、
サ
ン
ザ
ン
ダ
ア

　
病
に
悩
む
民
衆
を
欺
く
行
者
の
姿
が
暴
か
れ
、「
皆
さ
ん
騙
さ
れ
て
は
な
り

ま
せ
ん
ぞ
」
と
戒
め
の
言
葉
ま
で
付
さ
れ
て
い
る
。
同
紙
の
見
出
し
に
は
他
に

も
、「

眼
病
の
妻
を
医
者
に
見
せ
ず
、
日
夜
行
者
の
祈
と
う
に
す
が
る　
行
者

丸
も
う
け
」（
一
八
七
五
年
一
〇
月
一
三
日
）

「
病
気
の
女
房　
行
者
に
金
と
ら
れ
た
う
え
治
療
の
線
香
で
や
け
ど
し
衰

弱
」（
同
年
一
二
月
三
〇
日
）

「
大
工
が
妻
の
大
病
に
薬
も
与
え
ず
加
持
祈
と
う
、
妻
は
死
亡
」（
一
八
七

六
年
一
月
二
八
日
）

「
妄
説
で
庶
民
を
た
ぶ
ら
か
し
た
御
岳
教
の
行
者
を
摘
発
」（
一
八
七
七
年

一
二
月
一
六
日
）

「
加
持
祈
と
う
の
不
動
の
行
者
、
娘
の
眼
病
を
治
さ
ず
に
腹
を
膨
れ
さ
す
」

（
一
八
七
八
年
八
月
一
〇
日
）

と
同
様
に
加
持
祈
祷
に
よ
る
行
者
の
詐
欺
行
為
を
告
発
す
る
言
説
で
溢
れ
て
い

る
。
法
制
度
の
上
で
も
、
明
治
期
に
は
「
従
来
梓
巫
市
子
並
憑
祈
祷
狐
下
ケ
抔

ト
相
唱
玉
占
口
寄
等
之
所
業
ヲ
以
テ
人
民
ヲ
眩
惑
セ
シ
メ
候
儀
自
今
一
切
禁

止
」（
一
八
七
三
年
一
月
一
五
日
教
部
省
達
第
二
号
）「
違
警
罪
第
四
二
七
条
第

一
二
項　
妄
ニ
吉
凶
禍
福
ヲ
説
キ
又
ハ
祈
祷
符
呪
ヲ
為
シ
人
ヲ
惑
ハ
シ
テ
利
ヲ

図
ル
者
」（『
刑
法
』
一
八
八
〇
年
公
布
）
と
、
加
持
祈
祷
や
占
い
な
ど
が
禁
じ

ら
れ
、
罪
と
し
て
処
罰
の
対
象
に
ま
で
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
行
者
の
祈
祷
と
い
う
手
段
を
め
ぐ
り
近
世
的
「
合
理
」
性
か

ら
肯
定
す
る
兄
に
対
し
、
否
定
す
る
要
次
郎
の
論
理
の
中
に
は
近
代
的
「
合

理
」
性
が
孕
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
行
者
の
指
示
に
従
い
蝋
燭
の
火
を
照
ら

す
こ
と
で
最
終
的
に
影
が
骸
骨
の
形
と
し
て
現
れ
、
否
定
す
る
立
場
に
あ
っ
た

要
次
郎
を
含
め
複
数
の
当
事
者
に
よ
り
認
識
さ
れ
「
謎
」
が
暴
か
れ
、
近
世
的

「
合
理
」
性
が
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
要
次
郎
の
発
想
に
み
ら
れ
る
近
代
的
「
合
理
」
性
に
つ
い
て
付
言
す

る
な
ら
ば
、「
夏
の
中
に
ど
こ
か
の
滝
に
で
も
打
た
せ
た
ら
好
か
ら
う
」
と
い

う
彼
の
発
想
が
あ
る
。
滝
行
は
宗
教
的
観
念
の
付
随
す
る
治
療
行
為
と
し
て
は
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行
者
の
加
持
祈
祷
と
近
し
い
が
、
近
世
・
近
代
を
通
じ
て
「
水
治
療
」
と
し
て

精
神
病
治
療
の
一
環
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
）
17
（

。
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
教

授
及
び
東
京
府
巣
鴨
病
院
院
長
・
呉
秀
三
と
精
神
科
医
・
樫
田
五
郎
は
そ
の
様

子
を
「
病
者
ノ
参
集
ス
ル
社
寺
ニ
テ
ハ
殆
ド
常
ニ
水
治
方
ノ
行
ハ
ル
ヽ
ヲ
見
ザ

ル
コ
ト
ナ
ク
、
之
ガ
方
法
ト
シ
テ
ハ
主
ト
シ
テ
冷
水
療
法
ヲ
用
ヒ
、
殊
ニ
飛
瀑

ニ
頭
部
又
ハ
背
部
ヲ
打
タ
シ
ム
ル
方
法
最
多
ク
行
ハ
ル
」）18
（

と
報
告
し
て
い
る
。

　
行
者
の
祈
祷
を
詐
欺
行
為
と
し
て
否
定
す
る
一
方
で
、
そ
う
し
た
近
代
に
お

い
て
否
定
さ
れ
な
い
水
治
療
を
奨
励
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
、
要
次
郎
に
お
け

る
近
代
的
「
合
理
」
性
が
再
び
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
水
治
療
が
結
局

実
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
や
は
り
近
代
的
「
合
理
」
が
「
謎
の
解
明
」

の
「
経
路
」
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
行
者
は
、「
蝋
燭
の
一
本
を
把
つ
て
出
し
」、「
今
夜
の
子
の
刻
（
午

後
十
二
時
）
に
そ
の
蝋
燭
の
火
を
照
し
て
、
壁
か
又
は
障
子
に
う
つ
し
出
さ
れ

る
娘
の
影
を
見
と
ゞ
け
ろ
」「
娘
に
何
か
の
憑
物
が
し
て
ゐ
る
な
ら
ば
、
そ
の

形
は
見
え
ず
と
も
其
影
が
あ
り
あ
り
と
映
る
筈
で
あ
る
」
と
言
う
。
そ
し
て
百

日
後
、
そ
の
影
は
「
骸
骨
」
と
し
て
映
る
。
蝋
燭
と
言
え
ば
「
百
物
語
」
に
代

表
的
な
怪
談
に
お
け
る
霊
的
道
具
と
し
て
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
戸
部
民
夫
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

　
蝋
燭
の
呪
力
は
、〝
闇
を
照
ら
す
力
〞
と
し
て
の
機
能
に
あ
る
。
蝋
燭

の
火
は
、
太
陽
の
光
や
松
明
の
火
と
も
共
通
す
る
霊
力
が
あ
り
、
闇
を
照

ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
う
ご
め
く
悪
霊
を
祓
っ
た
り
、
空
間
（
場

所
）
や
そ
こ
に
存
在
す
る
モ
ノ
を
浄
化
す
る
道
具
と
し
て
使
う
こ
と
が
で

き
る
）
19
（

。

　
従
っ
て
、
怪
談
の
よ
う
な
〈
怪
異
〉
の
表
出
す
る
時
空
に
お
い
て
は
「
闇
を

照
ら
す
力
」「
霊
力
」
と
い
っ
た
特
別
な
力
を
担
保
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
力
は

そ
の
時
空
内
で
は
「
合
理
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
医
学
と
行
者
の
祈
祷
と
い
う
近
代
的
視
座
か
ら
す
る
と
矛
盾
す

る
よ
う
な
近
世
的
治
療
手
段
が
相
つ
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、

近
世
後
期
の
医
師
・
土
田
献
の
次
の
記
述
を
参
照
さ
れ
た
い
。

上
州
屋
彦
次
郎
の
妹
、
年
は
十
九
歳
で
、
狂
を
発
し
た
。
髪
を
と
き
放
ち
、

着
物
を
さ
き
、
喜
ん
で
窓
を
叩
い
て
声
を
あ
げ
、
食
べ
て
も
飢
え
て
い
る

よ
う
で
、
一
日
中
し
ゃ
べ
り
つ
づ
け
て
足
も
地
に
つ
か
な
い
。
そ
の
姿
は

物
に
憑
か
れ
た
人
の
よ
う
で
あ
る
。
医
師
、
巫
女
等
が
百
方
手
を
つ
く
し

た
が
治
す
こ
と
が
で
き
ず
、
私
が
迎
え
ら
れ
た
。
診
察
す
る
と
、
脈
は
浮

緊
、
胸
満
、
上
逆
、
臍
の
下
に
動
気
が
あ
り
、
大
き
な
拳
ほ
ど
の
瘕
が

あ
っ
て
、
便
秘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
大
柴
胡
加
黄
連
湯
と
下
気
圓
を
与
え

た
と
こ
ろ
、
四
ヵ
月
余
り
で
全
く
も
と
ど
お
り
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

冬
と
う
と
う
嫁
に
行
っ
た
。（
千
葉
焈
・
町
井
陽
子
の
現
代
語
訳
に
よ

る
））20
（

　
田
辺
英
が
「
こ
の
記
述
で
面
白
い
の
は
、
土
田
が
呼
ば
れ
る
前
に
す
で
に
医

師
と
巫
女
が
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
医
療
と
同
時
に
祈
祷
も
狂

の
治
療
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」）21
（

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
医
療
と
祈
祷
を

共
に
利
用
す
る
と
い
う
の
は
「
狂
」
の
治
療
に
お
い
て
近
世
的
な
光
景
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
横
山
泰
子
は
綺
堂
の
怪
談
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

綺
堂
の
怪
談
の
特
徴
は
、
歴
史
性
に
あ
る
。
江
戸
東
京
の
生
活
風
俗
に
精
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通
し
、
徳
川
方
の
武
士
た
ち
が
幕
末
明
治
を
ど
う
生
き
て
い
た
か
を
知
り

得
た
人
な
ら
で
は
の
、
細
か
い
時
代
考
証
が
な
さ
れ
て
お
り
、
常
に
時
代

設
定
が
明
ら
か
で
あ
る
。
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
が
歴
史
的
な
合
理
性
を
持
ち
、

時
代
背
景
が
正
確
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
後
に
起
こ
る
怪
異
現
象
が

も
っ
と
も
ら
し
く
見
え
る
ゆ
え
ん
で
は
な
か
ろ
う
か
。）22
（

　
綺
堂
の
こ
の
よ
う
な
「
細
か
い
時
代
考
証
」「
時
代
設
定
」
が
、
精
神
病
治

療
に
対
す
る
近
世
に
お
け
る
「
合
理
」
的
手
段
の
自
然
な
取
り
込
み
を
可
能
に

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
近
世
的
「
合
理
」
手
段
に
よ
っ
て
、
お
せ
き
の
病
は
、「
骸
骨
の

影
」
と
し
て
実
体
化
す
る
。

斜
め
に
う
し
ろ
の
地
面
に
落
ち
て
ゐ
る
二
つ
の
影
│
そ
の
一
つ
は
確
か

に
自
分
の
影
で
あ
つ
た
が
、
他
の
一
つ
は
骸
骨
の
影
で
あ
つ
た
の
で
、
要

次
郎
も
あ
つ
と
驚
い
た
。
行
者
を
狐
つ
か
ひ
な
ど
と
罵
つ
て
ゐ
な
が
ら
も
、

今
や
そ
の
影
を
実
地
に
見
せ
ら
れ
て
、
か
れ
は
俄
に
云
ひ
知
れ
な
い
恐
怖

に
襲
は
れ
た
。

　
近
代
的
「
合
理
」
志
向
を
含
み
持
つ
要
次
郎
が
〈
怪
異
〉
と
し
て
の
骸
骨
の

姿
を
し
た
影
を
「
実
地
に
見
せ
ら
れ
」
た
と
い
う
事
態
は
、
物
語
の
近
世
的

「
合
理
」
志
向
へ
の
収
束
と
解
釈
で
き
よ
う
。
そ
し
て
お
せ
き
は
通
り
が
か
り

の
侍
に
斬
り
殺
さ
れ
て
し
ま
い
、
物
語
は
「
誰
に
も
確
な
説
明
の
出
来
る
筈
は

な
か
つ
た
。
唯
こ
ん
な
奇
怪
な
出
来
事
が
あ
つ
た
と
し
て
、
世
間
に
伝
へ
ら
れ

た
」
と
締
め
く
く
ら
れ
る
。「
確
な
説
明
が
な
い
」
の
だ
か
ら
近
代
探
偵
小
説

的
な
視
点
か
ら
言
え
ば
、「
謎
の
解
決
」
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
が
、「
影
」
と

い
う
不
可
解
な
も
の
＝
〈
怪
異
〉
が
「
病
」
の
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り

「
分
か
ら
な
い
」
も
の
が
背
後
に
あ
る
こ
と
が
「
分
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
、

〈
怪
異
〉
が
〈
怪
異
〉
と
し
て
認
識
さ
れ
る
世
界
内
に
お
い
て
は
「
謎
の
解
決
」

な
の
で
あ
る
。
谷
口
が
先
の
「
怪
談
記
」
に
お
け
る
「
狐
と
は
そ
う
い
う
生
き

物
な
の
だ
か
ら
、
怪
異
の
正
体
が
狐
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
で
事
件
は
解
決

し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
」
と
い
う
解
釈
を
〈
前
近
代
的
合
理
性
〉
と
み
な
し
た

の
と
同
様
に
、
本
作
が
影
の
実
体
化
と
い
う
結
末
に
終
わ
る
の
も
こ
の
〈
前
近

代
的
合
理
性
〉
の
範
疇
に
あ
る
の
だ
。

　
ま
た
、「
骸
骨
」
と
言
え
ば
、
近
世
的
な
死
の
表
象
で
あ
る
。
近
世
後
期
に

入
る
と
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
解
剖
書
に
影
響
を
受
け
、「
死
を
匂
わ
せ
る
不

気
味
さ
の
演
出
」
や
「
死
と
い
う
も
の
を
笑
い
飛
ば
す
よ
う
な
滑
稽
な
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
」、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
死
」
の
表
象
と
し
て
歌
川
国
芳
、
葛
飾
北
斎
な

ど
に
よ
り
「
骸
骨
の
図
像
が
頻
繁
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
」
る
）
23
（

。
影
が
骸
骨
の

形
に
な
る
こ
と
で
、
お
せ
き
が
気
に
病
む
対
象
と
し
て
の
存
在
で
あ
っ
た
が
他

者
に
と
っ
て
は
そ
の
特
別
な
意
味
を
理
解
し
が
た
か
っ
た
影
が
、「
死
」
に
繋

が
る
で
あ
ろ
う
原
因
と
し
て
認
識
が
共
有
さ
れ
「
謎
の
解
明
」
の
標
と
し
て
近

世
的
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
視
覚
的
に
分
か
り
や
す
く
読
み
手
に
提
示
さ
れ
て
い

る
。

　
以
上
、
本
作
に
お
け
る
「
謎
」、
そ
の
解
明
へ
至
る
「
経
路
」、「
謎
の
解
明
」

を
分
析
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
探
偵
小
説
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
見
る
と
、心
の
「
病
」

と
い
う
「
謎
」
に
対
し
、
探
偵
小
説
的
作
法
と
形
式
上
、
字
義
の
上
で
は
同
様

に
「
合
理
」
的
手
段
に
よ
る
解
明
の
「
経
路
」
が
敷
か
れ
て
お
り
、
同
じ
く
同

様
に
「
謎
の
解
決
」
が
結
末
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
経
路
」
に
お

け
る
「
合
理
」
の
内
実
は
近
代
科
学
的
手
段
に
よ
る
証
拠
の
収
集
に
基
づ
く
論
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理
的
推
理
で
は
な
く
近
世
的
世
界
観
内
の
「
合
理
」
で
あ
り
、「
謎
の
解
明
」

に
お
け
る
「
謎
」
の
内
実
は
明
瞭
な
形
と
し
て
現
れ
ず
に
不
明
瞭
な
〈
怪
異
〉

と
し
て
明
か
さ
れ
る
。

　
他
方
、「
辻
褄
の
合
わ
な
い
怪
談
の
恐
怖
」）24
（

「
つ
じ
つ
ま
の
あ
わ
な
い
と
こ
ろ
、

説
明
が
ぬ
け
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
生
じ
る
怖
さ
こ
そ
、
綺
堂
の
怪
談
の
特
徴

で
あ
ろ
う
」）25
（

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
〈
論
理
的
で
な
い
〉〈
話
の
筋
道
が
立
っ
て

い
な
い
〉
と
い
う
怪
談
ジ
ャ
ン
ル
固
有
の
性
質
や
綺
堂
の
怪
談
の
特
徴
と
い
う

怪
談
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
本
作
は
近
世
的
「
合
理
」
に
よ
る
な
ら
ば
「
経

路
」
と
「
謎
の
解
明
」
を
通
じ
て
「
辻
褄
」
は
合
い
「
説
明
」
は
な
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
怪
談
の
枠
内
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
質
を
有
し

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
探
偵
小
説
的
形
式
を
と
り
な
が
ら
内
容
は
近
世
的
「
合
理
」
や

〈
怪
異
〉
性
を
伴
う
と
い
う
〈
捻
れ
〉
が
本
作
を
し
て
探
偵
小
説
と
怪
談
両

ジ
ャ
ン
ル
を
越
境
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
「
影
」

　
そ
れ
で
は
、
本
作
に
お
け
る
そ
う
し
た
〈
捻
れ
〉
の
意
義
と
は
何
か
。「
謎
」

た
る
「
影
」
の
意
味
を
糸
口
と
し
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
文
学
的
表
象
と
し
て
の
「
影
」
に
は
〈
怪
異
〉

と
し
て
の
側
面
と
心
の
「
病
」
＝
「
精
神
病
理
」
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
。
作

中
、「
影
を
踏
む
と
い
ふ
子
供
遊
び
」
が
発
端
と
な
り
お
せ
き
が
心
を
病
む
。

こ
の
「
影
踏
み
」
に
つ
い
て
作
中
で
「
今
ど
き
の
子
供
は
そ
ん
な
詰
ら
な
い
遊

び
を
し
な
い
の
で
あ
る
」「
こ
の
遊
び
は
い
つ
の
頃
か
ら
始
ま
つ
た
の
か
知
ら

な
い
が
、
兎
に
か
く
に
江
戸
時
代
を
経
て
、
明
治
の
初
年
、
わ
た
し
達
の
子
ど

も
の
頃
ま
で
行
は
れ
て
、
日
清
戦
争
の
頃
に
は
も
う
廃
つ
て
し
ま
つ
た
ら
し

い
」
と
説
明
さ
れ
、
前
近
代
的
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
大
田
才
次
郎
編
著

『
日
本
全
国
児
童
遊
戯
法　
上
巻
』（
博
文
館
、
一
九
〇
一
年
三
月
）
に
は
「
影

や
道
禄
神
」
と
し
て
「
月
夜
の
遊
戯
に
し
て
。
月
光
に
て
地
上
に
印
す
る
影
を

互
に
踏
み
合
ふ
に
て
。
我
影
は
人
に
踏
ま
れ
ざ
る
よ
う
な
し
。
人
の
影
を
踏
ま

ん
と
競
ひ
廻
る
な
り
。
此
時
児
童
は
手
を
打
ち
つ
ゝ
互
に
左
の
如
く
唱
ふ
。
影

や
ど
う
ろ
く
神
。
十
三
夜
の
牡
丹
餅
。
サ
ア
踏
む
で
見
ィ
し
や
い
ナ
。」
と
解

説
さ
れ
て
い
る
）
26
（

。
他
に
も
数
多
く
の
遊
戯
事
典
類
に
近
世
の
遊
戯
と
し
て
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
お
せ
き
が
心
を
病
ん
だ
直
接
の
原
因
は
こ
の
「
影
踏
み
」
だ
が
、

そ
の
背
景
に
は
「
自
分
の
影
を
踏
ま
れ
る
と
、
悪
い
こ
と
が
あ
る
」「
寿
命
が

縮
ま
る
」
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
。

実
を
い
ふ
と
其
頃
の
一
部
の
人
達
の
あ
ひ
だ
に
は
、
自
分
の
影
を
踏
ま
れ

る
と
好
く
な
い
と
い
ふ
伝
説
が
な
い
で
も
な
か
つ
た
。
七
尺
去
つ
て
師
の

影
を
踏
ま
ず
な
ど
と
支
那
で
も
云
ふ
。
た
と
ひ
影
に
し
て
も
、
人
の
形
を

踏
む
と
い
ふ
こ
と
は
遠
慮
し
ろ
と
い
ふ
意
味
か
ら
、
彼
の
伝
説
は
生
ま
れ

た
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
踏
む
人
の
遠
慮
よ
り
も
踏
ま
れ
る
人
の

恐
れ
と
な
つ
て
、
影
を
踏
ま
れ
る
と
運
が
悪
く
な
る
と
か
、
寿
命
が
縮
む

と
か
、
甚
だ
し
き
は
三
年
の
内
に
死
ぬ
な
ど
と
云
ふ
者
が
あ
る
。

　
小
松
和
彦
監
修
『
日
本
怪
異
妖
怪
大
事
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
三
年

七
月
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
影
の
怪
異
】

（
前
略
）
影
は
、
そ
の
肉
体
と
直
接
的
な
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
、
影
に
異
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変
が
あ
る
と
、
人
間
に
不
幸
が
起
こ
る
予
兆
と
も
さ
れ
る
。
特
に
死
期
の

近
さ
を
表
す
も
の
が
多
く
、（
中
略
）
影
を
踏
ま
れ
た
人
物
が
、
月
を
恐

れ
閉
じ
こ
も
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
影
が
自
立
し
て
笑
っ
た
り
す
る
報
告

も
あ
る
。
他
に
も
水
に
映
っ
た
影
を
食
べ
た
り
、
引
き
込
ん
だ
り
す
る
妖

怪
が
お
り
、
影
と
身
体
は
不
可
分
の
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

影
へ
の
接
触
が
肉
体
に
影
響
す
る
と
い
う
点
で
は
、
鬼
に
影
を
踏
ま
れ
る

こ
と
で
捕
獲
と
み
な
さ
れ
る
、
子
ど
も
の
影
踏
み
遊
び
と
共
通
点
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
影
」
は
死
・
生
命
に
直
接
結
び
つ
く
〈
怪
異
〉
と
し
て
の

認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
影
を
踏
ま
れ
た
人
物
が
、
月
を
恐
れ

閉
じ
こ
も
る
よ
う
に
な
」
る
と
い
う
事
例
は
高
橋
敏
弘
「
東
北
現
代
妖
異
記

（
一
）」（『
西
郊
民
俗
』
一
九
九
〇
年
一
二
月
）
に
記
載
が
あ
り
「
無
理
矢
理
外

に
出
し
た
時
、
恐
ろ
し
い
事
が
起
こ
っ
た
。
女
の
影
が
、
骸
骨
に
成
っ
て
い

た
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
作
が
こ
の
事
例
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
可
能
性

も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、「
月
を
恐
れ
閉
じ
こ
も
る
」
お
せ
き
を
周
囲
は
「
病
」

と
捉
え
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
「
影
」
と
「
病
」
を
結
び
つ
け
た
代
表
的
な

話
と
し
て
「
影
の
病
」（
只
野
真
葛
『
奥
州
波
奈
志
』
一
八
一
八
年
）
が
あ
る
。

北
勇
治
と
云
し
人
、
外
よ
り
か
へ
り
て
、
我
が
居
間
の
戸
を
ひ
ら
き
て
み

れ
ば
、
机
に
お
し
か
ゝ
り
て
人
有
。
誰
な
ら
ん
、
わ
が
留
守
に
し
も
、
か

く
た
て
こ
め
て
な
れ
が
ほ
に
ふ
る
ま
ふ
は
、
あ
や
し
き
こ
と
ゝ
、
し
ば
し

見
ゐ
た
る
に
、
髪
の
結
や
う
、
衣
類
帯
に
ゐ
た
る
ま
で
、
我
常
に
着
し
も

の
に
て
、
わ
が
う
し
ろ
影
を
見
し
こ
と
は
な
け
れ
ど
、
寸
分
た
が
は
じ
と

思
は
れ
た
り
。
余
り
ふ
し
ぎ
に
思
は
る
ゝ
故
、
お
も
て
を
見
ば
や
と
、
つ

か
〳
〵
と
あ
ゆ
み
よ
り
し
に
、
あ
な
た
を
む
き
た
る
ま
ゝ
に
て
、
障
子
の

細
く
明
け
た
る
所
よ
り
縁
先
に
は
し
り
出
し
が
、
お
ひ
か
け
て
障
子
を
ひ

ら
き
み
し
に
、
い
づ
ち
か
行
け
ん
か
た
ち
み
え
ず
成
た
り
。
家
内
に
そ
の

由
を
か
た
り
し
か
ば
、
母
は
物
を
も
い
は
ず
ひ
そ
め
る
て
い
な
り
し
が
、

そ
れ
よ
り
勇
治
病
気
つ
き
て
、
其
年
の
内
に
死
た
り
。
是
迄
三
代
、
其
身

の
姿
を
見
て
よ
り
病
つ
き
て
死
し
た
り
。
こ
れ
や
、
い
は
ゆ
る
影
の
病
な

る
べ
し
。
祖
父
・
父
の
此
病
に
て
死
せ
し
こ
と
、
母
や
家
来
は
し
る
と
い

へ
ど
も
、
余
り
忌
み
じ
き
こ
と
故
、
主
に
は
か
た
ら
で
有
し
故
、
し
ら
ざ

り
し
な
り
。
勇
治
妻
も
又
、
二
歳
の
男
子
を
抱
き
て
後
家
と
成
た
り
。
只

野
家
遠
き
親
類
の
娘
な
り
し
。

﹇
原
頭
註
―
解
云
、
離
魂
病
は
、
そ
の
も
の
に
見
え
て
人
に
は
見
え
ず
。

『
本
草
綱
目
』
の
説
、
及
羅
貫
中
が
書
る
も
の
な
ど
に
あ
る
も
、
み
な
こ

れ
な
り
。
俗
に
は
、
そ
の
人
の
か
た
ち
の
ふ
た
り
に
見
ゆ
る
と
、
か
た
へ

の
人
の
見
る
と
い
へ
り
。
そ
は
、『
捜
神
記
』
に
し
る
せ
し
が
如
し
。
ち

か
ご
ろ
飯
田
町
な
る
鳥
屋
の
主
の
、
姿
の
ふ
た
り
に
見
え
し
な
ど
い
へ
れ

ど
、
そ
は
ま
こ
と
の
離
魂
病
に
は
あ
ら
ず
か
し
。﹈

﹇
原
頭
註
―
只
野
大
膳
、
千
石
を
領
す
。
こ
の
作
者
の
良
人
な
り
。
解

云
。﹈）27
（

　
こ
こ
で
は
自
ら
の
姿
を
見
る
、
と
い
う
〈
怪
異
〉
が
「
影
の
病
」「
離
魂
病
」

と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

　
フ
ラ
ン
ス
の
ソ
リ
エ
は
一
九
〇
三
年
、
自
分
が
も
う
一
人
の
自
分
に
遭

遇
す
る
現
象
を
「
自
己
像
幻
視
」
と
名
づ
け
、
精
神
医
学
の
領
域
か
ら

「
自
分
自
身
の
身
体
が
外
部
の
視
界
に
投
影
さ
れ
て
見
え
る
、
複
合
的
な

心
理
＝
感
覚
的
幻
覚
」 

と
初
め
て
定
義
し
た
。
以
降
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
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ガ
ー
は
異
常
心
理
的
な
側
面
か
ら
精
神
病
理
学
の
現
象
と
し
て
論
じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ロ
マ
ン
派
文
学
以
降
、

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
は
多
様
な
文
学
作
品
、
映
画
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
取
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
。
日
本
で
も
大
正
期
に
は
、
多
く
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
小
説
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。）28
（

　
と
一
柳
廣
孝
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
離
魂
病
に
類
似
す
る
「
精
神
病
理
学
の

現
象
と
し
て
」「
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
」
が
本
作
と
同
時
代
の
文
学
の
中
に
も

頻
繁
に
現
わ
れ
、
そ
れ
は
「
影
」
の
形
を
取
る
こ
と
が
多
い
。
芥
川
龍
之
介
の

学
生
時
代
の
ノ
ー
ト
『
椒
図
志
異
』
に
は
先
に
挙
げ
た
只
野
真
葛
『
奥
州
波
奈

志
』
に
お
け
る
「
影
の
病
」
の
書
き
写
し
が
あ
る
。
芥
川
に
は
、
妻
へ
の
嫉
妬

に
よ
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
描
き
、
そ
れ
が
「
私
」
が
観
て
い
た
『
影
』
と

い
う
活
動
写
真
で
あ
っ
た
と
い
う
作
品
「
影
」（『
改
造
』
一
九
二
〇
年
九
月
）

が
あ
り
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
と
し
て
の
「
影
」
表
象
を
只
野
真
葛
か
ら
継
承

し
、「
活
動
写
真
」
と
い
う
近
代
的
趣
向
の
中
に
落
と
し
込
ん
で
い
る
。
ま
た
、

夜
の
海
岸
で
満
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
自
ら
の
影
か
ら
現
れ
た
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
に
導
か
れ
昇
天
す
る
男
の
物
語
、
梶
井
基
次
郎
「
Ｋ
の
昇
天
│
或
は
Ｋ

の
溺
死
」（『
青
空
』
一
九
二
六
年
一
〇
月
）
で
は
「
影
」
が
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
の
象
徴
、「
精
神
病
理
」
や
生
命
の
危
機
と
関
わ
り
表
現
さ
れ
る
な
ど
、

大
正
期
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
小
説
）
29
（

に
お
い
て
「
影
」
は
そ
の
象
徴
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。
探
偵
小
説
で
も
渡
辺
温
「
影　

Ein M
ärchen

」（『
苦
楽
』

『
女
性
』
一
九
二
五
年
一
月
）
西
尾
正
「
骸
骨　

A
N　

EXTRA
VA
GA
NZA

」

（『
新
青
年
』
一
九
三
四
年
一
一
月
）
な
ど
が
同
様
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
世
か
ら
継
承
し
た
概
念
で
あ
る
離
魂
病
や
、
海
外
言
説
の

影
響
の
下
に
あ
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
と
し
て
、
近
代
的
世
界
観
に
お
い
て
も

「
影
」
は
〈
怪
異
〉「
精
神
病
理
」
と
し
て
表
象
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
う

し
た
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
象
徴
と
し
て
の
「
影
」
は
、
具
体
的
物
象
・
叙
述

対
象
と
し
て
の
「
影
」
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
テ
ク
ス
ト
内
で
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
と
い
う
意
味
内
容
が
言
説
化
さ
れ
る
際
の
〈
表
現
〉
と
し
て
の
性
質
が
強

い
。『
奥
州
波
奈
志
』
に
せ
よ
芥
川
の
「
影
」
に
せ
よ
、
影
そ
の
も
の
が
描
写

さ
れ
る
の
で
は
な
く
そ
れ
が
「
影
」
と
し
て
〈
語
ら
れ
る
〉
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
「
影
」
表
象
の
域
内
で
、
本
作
に
お
け
る
「
影
」
表
象
は
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
と
は
結
び
つ
か
ず
、
実
体
と
し
て
の
「
影
」
そ
の
も
の
が
前
景
化
さ
れ

〈
怪
異
〉
性
と
「
精
神
病
理
」
性
を
帯
び
た
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

五　
〈
物
語
〉
の
発
掘

　
そ
し
て
、「
影
」
の
持
つ
〈
怪
異
〉
性
・「
精
神
病
理
」
性
と
い
う
二
重
の
表

象
に
支
え
ら
れ
、
本
作
の
持
つ
〈
捻
れ
〉
は
近
代
に
お
け
る
精
神
医
学
や
精
神

分
析
と
い
っ
た
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
そ
し
て
そ
れ
に
依
拠
す
る
探
偵
小
説
を

も
相
対
化
す
る
。

　
明
治
国
家
は
、「
先
進
国
た
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
医
学
の
影
響
を
受
け
る

と
い
う
よ
り
、
古
き
を
ま
っ
た
く
捨
て
去
り
、
欧
米
精
神
医
学
の
完
全
輸
入
」）30
（

の
道
を
選
択
す
る
。
一
八
六
八
年
三
月
七
日
に
「
西
洋
医
術
之
儀
是
迄
被
止
置

候
得
共
自
今
其
所
長
ニ
於
テ
ハ
御
採
用
可
有
之　
被
仰
出
候
事
」
と
太
政
官
布

告
で
西
洋
医
学
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
同
七
〇
年
に
は
相
良
知
安
の
建

議
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
医
学
の
導
入
が
決
定
さ
れ
、
同
七
四
年
に
医
制
発
布
、
同
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七
五
年
に
医
術
開
業
試
験
法
の
布
達
、
同
八
三
年
に
医
師
開
業
試
験
規
則
が
公

布
と
な
る
。
こ
う
し
て
採
用
さ
れ
た
西
洋
医
学
に
お
け
る
精
神
医
学
で
は
、
精

神
作
用
を
司
る
脳
の
病
や
知
覚
を
伝
達
す
る
神
経
の
病
と
し
て
「
精
神
病
」
が

認
識
さ
れ
、「
精
神
」
の
働
き
の
中
枢
が
神
経
や
脳
に
固
定
化
さ
れ
、〈
怪
異
〉

は
「
神
経
や
脳
の
障
害
・
故
障
に
よ
る
妄
想
」
と
さ
れ
る
）
31
（

。

　
こ
う
し
た
近
代
精
神
医
学
の
視
座
か
ら
、
呉
秀
三
は
『
磯
辺
偶
涉
』（『
神
経

学
雑
誌
』
一
九
一
六
年
六
月
〜
一
九
二
五
年
三
月
）
に
お
い
て
中
国
・
日
本
の

古
典
に
現
わ
れ
た
怪
異
現
象
を
精
神
病
学
的
に
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
呉
は
「
一
言
主
と
い
う
神
と
天
皇
の
遭
遇
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
事

態
」
を
「「
幻
視
」
の
一
言
で
精
神
病
の
側
に
回
収
し
よ
う
と
す
る
」）32
（

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
兵
頭
晶
子
は
呉
の
記
述
に
「
語
り
の
破
綻
」「
語
り
の
放
棄
」
と

い
う
事
態
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
近
代
精
神
医
学
は
統
一
さ
れ
た
人
格
を
前
提

と
す
る
ゆ
え
に
呉
は
意
識
が
分
裂
す
る
よ
う
な
「
離
魂
病
」
の
説
明
は
「
甚
困

難
」
と
「
そ
の
破
綻
を
半
ば
認
め
、
最
後
に
は
奇
事
怪
談
と
し
て
片
付
け
て
し

ま
」
い
、
ま
た
国
内
古
典
に
表
れ
た
「
恠
異
」
は
「
日
本
中
世
王
権
に
と
っ
て

広
義
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
一
部
」
に
相
当
し
「
こ
れ
ら
を
す
べ
て
精
神
病
に
置

き
換
え
る
こ
と
な
ど
到
底
で
き
」
ず
、
全
三
三
章
の
う
ち
二
五
章
か
ら
は
「
抄

録
」
と
な
っ
て
し
ま
う
）
33
（

。
つ
ま
り
、〈
怪
異
〉
の
解
釈
に
近
代
精
神
医
学
は
必

ず
し
も
有
効
に
機
能
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
兵
頭
は
「「
人
格
」
か

否
か
と
い
う
分
断
が
持
ち
込
ま
れ
た
と
き
、「
離
魂
病
」
は
合
理
的
に
説
明
で

き
な
い
「
怪
談
」
と
な
」
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
作
で
は
、「
し
か
し
誰

に
も
確
な
説
明
の
出
来
る
筈
は
な
か
つ
た
。
唯
こ
ん
な
奇
怪
な
出
来
事
が
あ
つ

た
と
し
て
、
世
間
に
伝
へ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
近
代

に
お
い
て
「
合
理
」
的
に
説
明
で
き
な
い
こ
と
が
近
世
的
世
界
観
の
中
に
配
置

さ
れ
「
奇
怪
な
出
来
事
」
と
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
破
綻
の
な
い
〈
物
語
〉

が
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
怪
異
〉
を
〈
狂
気
〉

の
領
域
に
取
り
込
み
独
自
の
存
在
と
し
て
の
抹
消
を
図
る
近
代
精
神
医
学
に
対

し
、
近
代
精
神
医
学
の
導
入
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
〈
狂
気
〉
に
対
す
る
か
つ
て

の
「
治
療
」
の
光
景
を
描
き
、
最
終
的
に
「
骸
骨
」
と
し
て
の
「
影
」
が
実
体

化
し
〈
狂
気
〉
を
〈
怪
異
〉
の
領
域
に
回
収
す
る
本
作
は
、
近
代
精
神
医
学
的

解
釈
を
相
対
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
本
作
と
同
時
期
の
探
偵
小
説
文
壇
を
俯
瞰
す
る
と
、
心
と
い
う

「
謎
」
に
対
し
て
精
神
分
析
と
い
う
新
し
い
方
法
を
以
て
〈
物
語
〉
が
形
成
さ

れ
て
い
た
。『
変
態
心
理
』（
一
九
一
七
年
一
〇
月
〜
二
六
年
一
〇
月
）、
一
九

二
九
年
か
ら
三
〇
年
に
か
け
て
相
次
ぎ
刊
行
さ
れ
始
め
た
『
フ
ロ
イ
ド
精
神
分

析
大
系
』（
ア
ル
ス
）『
フ
ロ
イ
ド
精
神
分
析
学
全
集
』（
春
陽
堂
）
な
ど
に
よ

る
普
及
を
背
景
に
、
水
上
呂
理
「
精
神
分
析
」（
一
九
二
八
年
六
月
）
を
は
じ

め
探
偵
の
推
理
の
道
具
と
し
て
精
神
分
析
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
精

神
分
析
学
は
、
心
理
探
偵
学
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
、
探
偵
小
説
作
家
の
、
ま

さ
に
考
究
す
べ
き
処
女
地
で
あ
る
」）34
（

と
長
谷
川
天
渓
が
言
う
よ
う
に
、
心
理
の

探
求
と
い
う
営
み
そ
の
も
の
が
探
偵
行
為
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
、

探
偵
小
説
ジ
ャ
ン
ル
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
状
況
に
つ
い
て
、
一
柳
は
「
狂
気
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
雑
誌
「
変
態

心
理
」
が
刊
行
さ
れ
、
精
神
分
析
の
紹
介
が
本
格
化
し
つ
つ
あ
っ
た
大
正
末
期
、

探
偵
小
説
は
こ
う
し
た
「
心
」
へ
の
眼
差
し
が
収
斂
す
る
ひ
と
つ
の
場
と
な
っ

て
い
た
」）35
（

と
述
べ
て
い
る
。
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本
作
は
、〈
狂
気
〉
と
い
う
同
時
代
的
な
「
謎
」
の
提
示
、
謎
を
追
究
す
る

「
経
路
」、
そ
れ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
「
謎
の
解
明
」
と
い
う
形
式
を
取
り
探

偵
小
説
ジ
ャ
ン
ル
に
接
近
し
た
。
そ
の
形
式
は
、
作
品
自
体
は
「
怪
談
」
ジ
ャ

ン
ル
を
自
称
し
な
が
ら
、〈
謎
の
合
理
的
解
明
〉
と
い
う
探
偵
小
説
的
欲
望
を

読
み
手
に
喚
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
謎
を
追
究
す
る
為
に
選
択
肢
と
な
る

諸
々
の
手
段
は
近
代
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
肯
定
さ
れ
な
い
「
合
理
」
的
手
段
で

あ
り
、「
謎
」
は
〈
怪
異
〉
と
い
う
メ
タ
的
な
「
謎
」
に
回
収
さ
れ
、
探
偵
小

説
的
欲
望
を
裏
切
り
怪
談
的
世
界
観
へ
帰
趨
す
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
〈
捻

れ
〉
が
生
む
誘
惑
と
背
信
が
齎
す
の
は
、〈
狂
気
〉
の
解
決
法
と
し
て
の
近
代

的
「
合
理
」
主
義

│
就
中
近
代
精
神
医
学
一
辺
倒
か
ら
の
脱
却
で
あ
り
、

〈
狂
気
〉
は
「
合
理
」
的
に
説
明
可
能
と
す
る
認
識
が
〈
錯
覚
〉
で
あ
る
と
い

う
気
付
き
で
あ
ろ
う
。〈
狂
気
〉
を
探
る
手
段
は
近
代
的
方
法
に
限
ら
な
い
し
、

〈
狂
気
〉
と
い
う
「
心
」
の
謎
は
医
学
や
精
神
分
析
が
手
際
よ
く
分
析
す
る
よ

う
に
明
瞭
な
形
で
解
か
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
本
作
「
影
を
踏
ま
れ
た
女
」
は
、

作
中
時
間
を
近
世
に
遡
行
し
そ
の
時
空
に
寄
り
添
い
近
世
的
な
「
謎
の
解
明
」

を
提
示
す
る
こ
と
で
、同
時
代
の
探
偵
小
説
の
潮
流
を
諷
す
る
よ
う
に
〈
狂
気
〉

の
〈
物
語
〉
を
発
掘
し
「
心
」
の
解
釈
の
多
様
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

※ 

「
影
を
踏
ま
れ
た
女
」
本
文
の
引
用
は
初
刊
を
底
本
と
し
た
。
他
の
文
献
も
含
め
、引
用

に
あ
た
っ
て
は
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
、
傍
点
は
適
宜
省
略
し
た
。「
影
を
踏

ま
れ
た
女
」
を
含
め
全
て
の
引
用
文
中
の
傍
線
は
論
者
に
よ
る
。 

※
本
論
及
び
そ
の
中
で
言
及
し
た
作
品
に
は
今
日
で
は
差
別
的
と
思
わ
れ
る
語
句
や
表
現

が
あ
る
が
、
作
品
の
時
代
的
背
景
と
価
値
と
に
鑑
み
、
原
文
に
倣
っ
た
。

注
１ 　

岡
本
綺
堂
「
こ
ま
犬
」『
近
代
異
妖
篇　

綺
堂
読
物
集
乃
三
』
春
陽
堂
、
一
九
二
六

年
一
〇
月

　

２ 　

東
雅
夫
『
な
ぜ
怪
談
は
百
年
ご
と
に
流
行
る
の
か
』
学
研
新
書
、
二
〇
一
一
年
八

月

　
３　

千
葉
俊
二
「
解
題
」『
青
蛙
堂
奇
談
』
中
公
文
庫
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月

　

４　

岡
本
綺
堂
「
父
の
怪
談
」『
新
小
説
』
一
九
二
五
年
六
月

　
５　

谷
口
基
『
変
格
探
偵
小
説
入
門
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
九
月

　
６ 　

横
溝
正
史
「
名
探
偵
今
昔
」『
別
冊
文
芸
読
本　

日
本
の
名
探
偵
』
一
九
八
〇
年
二

月

　
７ 　

岡
本
綺
堂
「
火
薬
庫
」『
探
偵
夜
話　

綺
堂
読
物
集
第
四
巻
』
春
陽
堂
、
一
九
二
八

年
五
月

　
８ 　

千
葉
俊
二
「
岡
本
綺
堂
か
ら
江
戸
川
乱
歩
へ
」『
ア
ジ
ア
・
文
化
・
歴
史
』
二
〇
一

八
年
四
月

　
９　

江
戸
川
乱
歩
「
鬼
の
言
葉
」『
ぷ
ろ
ふ
い
る
』
一
九
三
五
年
一
一
月

　

10　

谷
口
基
『
怪
談
異
譚

│
怨
念
の
近
代
』
水
声
社
、
二
〇
〇
九
年
八
月

　

11　

創
医
会
学
術
部
主
編
『
漢
方
用
語
大
辞
典
』
燎
原
、
一
九
八
四
年
五
月

　

12　

右
に
同
じ 

　

13　

小
田
晋
『
日
本
の
狂
気
誌
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
八
年
七
月

　

14　

貝
原
益
軒
『
標
註
養
生
訓
』
隆
文
館
、
一
九
一
〇
年
一
一
月

　

15　
『
日
本
民
俗
宗
教
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
四
月

　

16 　

呉
秀
三
「
我
邦
ニ
於
ケ
ル
精
神
病
ニ
関
ス
ル
最
近
ノ
施
設
」『
東
京
医
学
会
二
十
五

周
年
記
念
誌
』
第
二
輯
、
一
九
〇
七
年
（
引
用
は
精
神
医
学
神
経
学
古
典
刊
行
会
、

一
九
七
七
年
五
月
）
及
び
梅
村
貞
子
「
精
神
障
害
者
収
容
施
設
・
山
本
救
護
所
の
歴

史
」『
岐
阜
県
郷
土
資
料
研
究
協
議
会
会
報
』
一
九
七
六
年
一
二
月

　

17 　

日
本
の
精
神
病
医
療
史
に
お
け
る
水
治
療
の
歴
史
に
つ
い
て
は
小
俣
和
一
郎
『
精

神
病
院
の
起
源
』（
太
田
出
版
、
一
九
九
八
年
七
月
）
を
参
照
の
こ
と
。

　

18 　

呉
秀
三
・
樫
田
五
郎
『
精
神
病
者
私
宅
監
置
ノ
実
況
及
ビ
其
統
計
的
観
察
』
内
務

省
衛
生
局
、
一
九
一
八
年
七
月

　

19　

戸
部
民
夫
『
神
秘
の
道
具　

日
本
編
』
新
紀
元
文
庫
、
二
〇
一
三
年
五
月

　

20 　

土
田
献
『
癲
癇
狂
経
験
編
』
一
八
一
九
。
引
用
は
『
磯
辺
偶
涉
下　

附
癲
癇
狂
経
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験
編
』
精
神
医
学
神
経
学
古
典
刊
行
会
、
一
九
七
九
年
一
〇
月

　

21　

八
木
剛
平
・
田
辺
英
『
日
本
精
神
病
治
療
史
』
金
原
出
版
、
二
〇
〇
二
年
四
月

　

22 　

横
山
泰
子
『
綺
堂
は
語
る
、
半
七
が
走
る

│
異
界
都
市　

江
戸
東
京
』
教
育
出

版
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月

　

23　
『
別
冊
太
陽
』
二
〇
一
四
年
七
月

　

24 　

加
門
七
海
「
解
説
」『
岡
本
綺
堂
伝
奇
小
説
集　

其
ノ
二　

異
妖
の
怪
談
集
』
原
書

房
、
一
九
九
九
年
七
月

　

25　

都
築
道
夫
「
解
説
」『
影
を
踏
ま
れ
た
女
』
旺
文
社
文
庫
、
一
九
七
六
年
一
月

　

26 　

引
用
は
『
近
代
体
育
文
献
集
成　

第
Ⅱ
期
』
第
二
〇
巻
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
八
三
年
二
月

　

27 　

只
野
真
葛
「
影
の
病
」『
奥
州
波
奈
志
』
一
八
一
八
年
。
引
用
は
鈴
木
よ
ね
子
校
訂

『
只
野
真
葛
集
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
四
年
二
月

　

28 　

一
柳
廣
孝
「
さ
ま
よ
え
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

│
芥
川
龍
之
介
「
二
つ
の
手
紙
」

と
探
偵
小
説
」
𠮷
田
司
雄
編
著
『
探
偵
小
説
と
日
本
近
代
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
四
年

三
月

　

29 　

日
本
文
学
に
お
け
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
小
説
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
西
井
弥
生

子
「
日
本
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
小
説
年
表
稿
」（
一
柳
廣
孝
・
𠮷
田
司
雄
編
著
『
幻
想

文
学
、
近
代
の
魔
界
へ
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
六
年
五
月
）
を
参
照
の
こ
と
。

　

30 　

小
林
靖
彦
「
日
本
精
神
医
学
の
歴
史
」
懸
田
克
躬
編
『
現
代
精
神
医
学
大
系　

精

神
医
学
総
論
Ⅰ
』
第
一
巻
Ａ
、
中
山
書
店
、
一
九
七
九
年
三
月

　

31　

川
村
邦
光
『
幻
視
す
る
近
代
空
間
』
青
弓
社
、
一
九
九
〇
年
三
月

　

32　

兵
頭
晶
子
『
精
神
病
の
日
本
近
代
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月

　

33　

兵
頭　

前
掲
書

　

34　

長
谷
川
天
渓
「
探
偵
小
説
の
将
来
」『
新
青
年
』
一
九
二
七
年
八
月

　

35　

一
柳
廣
孝
『
無
意
識
と
い
う
物
語
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
五
月

（
す
ず
き
・
ゆ
う
さ
く　
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）


