
泉
鏡
花

『
袖
屏
風
」
論

“
は
け

”
の
地
形

か
ら
の
想
像
力

 

「袖
屏
風
」
の
萩
原
要
介
は
友
人
に
招
か
れ
、
泊
ま
り
が
け
で
多
摩
川

べ
り
に

遊
び
に
来
る
。
そ
の
日
は
村

の
鎮
守
の
祭
礼

に
あ
た
り
、
要
介
は
予
て
よ
り
易
学

を
得
意
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
遊
び
心
で
占
い
の
夜
店
を
出
そ
う
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
の
店
に
や

っ
て
き
た
お
園
と
い
う
娘
を
占
う

の
だ
が
、
そ
の
卦
が

〔A
―
A
〕
〔空
〕
〔零
〕

つ
ま
り
死
を
示
し
た
た
め
、
要
介
が
占

い
の
途
中
で
逃

げ
て
し
ま

っ
た
彼
女
に
注
意
を
促
そ
う
と
後
を
追

っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
女
の
主
人

で
あ
る
駒
返
し
の
ご
新
造
と
老
婆

の
見
世
物
小
屋
と
を
め
ぐ
る
不
思
議
な
話
に
巻

き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
要
介
は
娘
を
追

っ
て
行
き
見
世
物
小
屋
に
出
く
わ
す
。
見
世
物
小
屋
の
老
婆
の

低
く
眩
き
続
け
る
口
上
は
〔外
面
如
菩
薩
内
心
如
夜
叉
〕
。
そ
の
女
性

の
容
姿
が
い

く
ら
美
し
く
て
も
内
面
に
は
恐
ろ
し
い
夜
叉
が
潜
ん
で
い
る
、
外
面

の
美
し
さ
優

し
さ
に
騙
さ
れ
て
溺
れ
て
は
い
け
な

い
と
い
う
教
訓
。
小
屋
の
外
に
は
島
田
髷
と

丸
髷
の
二
人
の
女
性
の
美
し
い
後
ろ
姿

が
見
え
て
い
る
。
人
形
で
は
あ
る
が
薄
暗

い
あ
か
り
の
中

で
は
し
ば
ら
く
は
そ
れ
と
気
が
付
か
な

い
ほ
ど
人
間
ら
し

い
も

の
。
中
に
入
れ
ば
島
田
髷
は

〔黄
色
を
帯
び
た
赤
は
口
を
ぱ
く
り
と
開
け
て
、
ど

ろ
り
と
し
た
白

眼
、
鼻
づ
ら
、
上
下
の
唇
、
小
鼻
か
ら
か
け
て
願

の
窪
、
目
ぶ
ち

だ
け
は
黒
く
毛
を
染
め
た
〕
、
丸
髷
は
〔茶
褐
色

の
、
嘴
尖

つ
て
長
く
、
鼻
筋

の
処

に
太
い
真
鍮
の
環
を
填
め
、
胡
麻
塩
の
眉
迫
り
、
額
が
し
や
く
ん
で
、
生
際
と
も

い
は
ず
前
髪
、
髱

の
処
ま
で
、
鬢
と
と
も
に
抜
け
上
り
、
耳
の
赤

い
の
が
突
立

つ

て
、
金
環
で
縛

つ
た
唇
は
堅
く
結
ん
だ
が
、
耳

の
あ
た
り
ま
で
裂
け
て
、
左
右

の

口
許

に
肉
を
貫

い
た
鬼
歯
が
二
本
〕
と

い
う
姿
で
あ
り
、
仕
掛
け
に
よ

っ
て

〔ぎ

市

川

祥

子

や
ツ
ぎ
や
ツ
〕
と
鳴
き
耳
が
動
く
。
そ
の
姿
は
な
ん
と
も
醜

い
。
こ
の
見
世
物
は

〔外
面
如
菩
薩
内
心
如
夜
叉
〕
と
い
う
老
婆
の
口
上
そ
の
ま
ま
を
目
に
見
え
る
形

に
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
要
介
は

〔噫
、
何
事
ぞ
、
恁
る
教
に

従
ひ
戒
を
守
り
て
、
天
下
泰
平
、
家
内
安
全
、
寿
命
長
久
な
ら
ん
よ
り
、
如
か
ず

其
の
毒
鴆

の
如
き
も
、
花
の
顔
に
我
死
な
ん
〕
と
心
密

か
に
誓
う
。
内
面
に
い
か

に
猛
毒
を
含
ん
で
い
よ
う
と
も
容
姿
の
美
し
さ
の
た
め
に
は
命
を
も
捧
げ
ら
れ
る

と

い
う
決
意
。
こ
れ
は
老
婆
の
ロ
上
と
真

っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
小
屋
の
外
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
後
ろ
姿
の
蠱
惑
的
な
こ
と
は
ど
う
だ
ろ
う
。
中
に
入
れ
ば
夜
叉
だ

か
ら
と
い
っ
て
こ
の
美
し
さ
を
無
意
味
と
す
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
の
価
値
が
あ
ろ

う
か
。
後
ろ
姿
は
そ
う
挑
戦
を
し
か
け
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
。

 
要
介
は
小
屋
の
人
形
の
後
ろ
姿
と
同
じ
も
の
を
、
娘
を
追

っ
て
行

っ
て
た
ど
り

着

い
た
先
の
駒
返
し
の
庵
室
で
も
う

一
度
見
る
こ
と
に
な
る
。
見
世
物
小
屋
で
は

気

に
か
か
っ
て
い
た
お
園
と
島
田
髷
の
人
形
と
が
重
な

っ
て
見
え
た
が
、
今
度
は

娘
を
助
け
た
時
庵
室
か
ら
出
て
き
た
姿
に

〔惚
れ
た
ん
で
す
〕
と
後

に
白
状
さ
せ

ら
れ
て
い
る
ご
新
造
の
後
ろ
姿
が
人
形
と
重
な

っ
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
題
に
も

な

っ
て
い
る
袖
屏
風
の
場
面
、
袖
屏
風
で
顔
を
覆

っ
て
む
こ
う
向
き
に
立

つ
ご
新

造
の
姿
は
美
し

い
。
要
介
は
見
世
物
小
屋
の
人
形
を
連
想
し
、
振
り
返
る
と
醜

い

形
相
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
の
だ
が
、
彼
女
は
振
り
返

っ
て
も
夜
叉
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
上
も
な
く
優
し
く
好
ま
し
い
。
ご
新
造
は
老
婆
の
口
上

を
否
定
す
る
存
在
で
あ
る
。
作
品
の
筋
を
追
う
と
、
こ
の
後
、
老
婆

の
見
世
物
に

よ

っ
て
夫
を
殺
さ
れ
、
か
わ
い
が

っ
て
い
る
お
園
も
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う



ご
新
造

の
打
ち
明
け
話
を
聞
い
て
同
情

し
た
要
介
は
協
力
し
て
見
世
物
小
屋
を
襲

い
、
お
ぞ
ま
し
い
人
形
も
ろ
と
も
小
屋

を
焼
き
払

っ
て
し
ま
う
わ
け
で
、
そ
こ
か

ら
考
え
る
と
見
世
物
は
退
治
さ
れ
た
、

〔外
面
如
菩
薩
内
心
如
夜
叉
〕
と
い
う
老
婆

の
口
上
は
退
け
ら
れ
た
、
〔其

の
毒
鴆
の
如
き
も
、
花
の
顔
に
我
死
な
ん
〕
と
い
う

要
介

の
決
意
が
ま
さ

っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

 
人
形
や
、
そ
れ
に
似
た
婦
人
の
後
ろ
姿

に
つ
い
て
は
ご
新
造
の
言
葉
に

〔あ
の

観
世
物

の
婦
人
は
、
殿
方
が
御
覧
に
な
る
と
、
屹
度
其

の
思

つ
た
人
の
姿

に
肖
ま

す
の
で
す
よ
〕
、
〔弗
と
す
る
と
私
た
ち
や
、
貴
方
に
限
ら
ず
、
誰
が
見
て
も
其
の

婦
人
は
皆
後
姿
が
肖
て
居
て
〕
と
あ

っ
て
、
誰
で
も
そ
の
時
に

一
番
好
ま
し
い
と

思

っ
て
い
る
者
に
見
紛
う
ほ
ど
美
し
い
こ
と
と
と
も
に
、
特
定
の
誰
の
こ
と
で
も

な
い
全
て
の
女
性
に
当
て
は
ま
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
世
物
が
崇
る

対
象
は
ひ
と
り
美
し
い
駒
返
し
の
ご
新

造
だ
け
で
な
く
女
性
全
て
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
い
ま
、
見
世
物
退
治
に
よ

っ
て
そ
の
女
性
全
て
に
つ
い
て
の

〔外
面
如
菩

薩
内
心
如
夜
叉
〕
と
い
う
教
訓
が
退
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
筋
立
て
と

鏡
花

の
評
論

「醜
婦
を
呵
す
」
に
あ
る

〔薔
薇
に
は
恐
る
べ
き
刺
あ
り
、
然
れ
ど

も
吾
人
は
其
美
を
愛
し
、
其
香
を
喜
ぶ
。
婦
人
も
し
艶
に
し
て
美
、
美
に
し
て
艶

な
ら
む
か
、
薄
情
な
る
も
、
残
忍
な
る
も
、
殺
意
あ
る
も
亦
害
な
き
な
り
〕
と
い

う
主
張
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
「醜
婦
を
呵
す
」
は
単
純
に

鏡
花

の
女
性
の
美
を
至
上
と
す
る
思
想

の
表
明
と
取
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
未

尾
に

〔常
に
芸
娼
妓
矢
場
女
等
教
育
な
き
美
人
を
罵
る
処
の
、
教
育
あ
る
醜
面
の

淑
女
を
呵
す
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
女
性

の
教
育
、
貞
淑
の
重
要
性
を
喧
伝
し
、

一

方

で
そ
れ
の
か
な
わ
な
い
芸
妓
等
を
蔑

む
と
い
う

〔宗
教
界
の
偽
善
者
〕
に
対
し

て
の
非
難
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
極
端
な
物
言

い
は
多
少
割
り
引

い
て
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
〔婦
人
は
私

が
や
う
に
醜
う
て
も
、
心
の
内
が
肝
心
で

ご
ざ
る
わ
い
の
。
喃
、
私
が
皆

の
衆

へ
教
の
た
め
に
見
せ
ま
す
ぢ
や
〕
と
言
わ
せ

て
い
る
あ
た
り
、
「袖
屏
風
」
の
老
婆
は
こ
こ
で
非
難
さ
れ
た
宗
教
界
の
偽
善
者
と

外
面
の
美
し
さ
を
心
が
け
な
い
醜
婦
と
を
合
わ
せ
て
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
存
在
で
あ

る
と
い
え
る
。
こ
の
主
張
が
「袖
屏
風
」
の
見
世
物
退
治
の
筋
立

て
の
も
と
に
な

っ

て
は
い
る
だ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
こ
う
し
た
主
張
が
そ
の
ま
ま
小
説
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
評
論
「醜

婦
を
呵
す
」
の
単
純
と
も
い
え
る
明
解
で
断
定
的
な
表
現
と
比
較
す
る
と
、
小
説

「袖
屏
風
」
は
様
々
な
夾
雑
物
を
抱
え
込
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
評
論
の
主
張
を
相

対
化
し
か
ね
な

い
も
の
で
あ
る
。
独
自

の
作
風
の
形
成
期
に
あ
た
る
こ
の
時
期
に

お
け
る
評
論
と
小
説
と
の
差
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
鏡
花
に
と

っ
て
小
説
と
い
う

形
式
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
の
か
を
考
え
る

一
助
と
な
る
だ
ろ
う
。

大
き
な
存
在
感
を
持

つ
見
世
物
小
屋
の
存
在
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
こ
の
見
世
物

小
屋
を
め
ぐ
る
不
思
議
な
話
を
展
開
さ
せ
て
い
る
小
説
の
結
構
に
つ
い
て
舞
台
の

設
定
の
面
か
ら
考
え
た
い
。

 

こ
の
見
世
物
が
当
時
実
在
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
全
体

に

「地
獄

極
楽
」
と
呼
ば
れ
る
見
世
物
と
の
類
似
が
指
摘
で
き
る
。
「地
獄
極
楽
」
と
は
小
屋

の
中
に
畳

一
枚
ほ
ど
の
地
獄
の
各
場
面
と
最
後
に
は
極
楽
の
様
子
が
等
身
大
の
か

ら
く
り
を
用
い
た
人
形
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
口
上
役

の
老
婆
が
案

内
し
て
回
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
小
屋
の
外

に
は
脱
衣
婆
の
等
身
大
の
人
形
が

飾
ら
れ
、
呼
び
込
み
の
老
婆
に
応
じ
て
中
に
入
る
と
地
獄
の
光
景

に
出
会
う
こ
と

に
な
る
。
ま
が
り
な
り
に
も
仏
教
的
、
説
教
的
で
あ
る
こ
と
、
小
屋
の
外
の
客
寄

せ
の
等
身
大

の
人
形
と
、
呼
び
込
み
口
上
を
述

べ
解
説
を
す
る
老
婆

の
存
在
、
恐

ろ
し

い
か
ら
く
り
の
人
形
の
見
世
物
に
な

っ
て
い
る
点
で

「袖
屏
風
」
の
も
の
と

共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
「地
獄
極
楽
」
を
始
め
と
す
る
こ
の
種

の
見
世
物
が
生
人

形
な
ど
の
細
工
物

か
ら
受
け
継
ぐ
要
素
も
多
く
持

っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
生
人
形
と
は
、
玩
弄
物
で
は
な
く
鑑
賞
す
る
た
め
の
等
身
大
の
人
形
の
見
世

物
で
あ
る
。
そ
の
質
の
高
さ
を
推
測
す
る
に
は
江
戸
末
期
か
ら
明
治
三
十
年
代

に

か
け
て
の
生
人
形
の
流
行
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
人
形
は
松

本
喜
三
郎

の
活
躍
に
よ
っ
て
安
政
年
間
か
ら
人
気
を
集
め
、
そ
の
題
材
と
し
て
は

歌
川
国
芳

の
錦
絵

「当
盛
見
立
人
形
之
内
 

一
ツ
家
之
図
」
で
そ
の
様
子
が
知
ら

れ
る
浅
茅

ヶ
原

一
つ
家
伝
説
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
喜
三
郎

に
限

っ
て
い
え
ば
明

治
以
後
は
怪
談
を
題
材

に
し
た
も
の
は
影
を
潜
め
、
見
物

に
行
く
こ
と
が
西
国
遍

路
巡
礼

の
代
わ
り
を
果
た
し
た
と
い
わ
れ
る
代
表
作
の

「西
国
三
十
三
所
観
世
音

霊
験
記
」
が
作
ら
れ
た
。
こ
れ
は
彼
の
死
後
明
治
三
十
年
代
に
な

っ
て
も
各
地
で



興
行
さ
れ
観
客
を
集
め
て
い
る
。
胴
体

は
運
搬
に
便
利
な
よ
う
に
張
り
抜
き
で
作

り
そ
れ
に
衣
装
を
着
せ
、
〔顔
や
手
足
な
ど
の
見
え
る
部
分
に
は
桐
材
を
用
い
、
毛

髪
は

一
本

一
本
植
え
付
け
、
肌
は
溶
い
た
胡
粉
を
霧
の
よ
う
に
撒

い
た
〕も
の
で
、

そ
の
最
大
の
特
色
は

〔見
世
物

の
場
に
お
い
て
も
、
生
人
形
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
あ

ま
り
に
も
突
出
し
て
い
た
〕
と
さ
れ
る
ほ
ど
人
間
そ
っ
く
り
で
あ
る
こ
と
を
追
求

し
た
点
で
あ
る
。
等
身
大
の
人
形
を
そ

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
ゆ
え
に
鑑
賞

に
価
す
る

と
す
る
の
は
、
現
在
蝋
人
形
館
な
ど
以
外
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
感
性

で
あ
る

が
、
当
時

の
縁
日
の
場
で
は
珍
し
く
な

い
も
の
で
あ

っ
た
。
「袖
屏
風
」
に
描

か
れ

た
見
世
物
は
こ
れ
ら
の
系
譜
の
上
に
位
置
す
る
。
当
時
の
生
人
形
の
水
準
か
ら
す

れ
ば
小
屋
の
外
に
掲
げ
ら
れ
た
二
人
の
女
性
の
後
ろ
姿
が
人
間
と
見
紛
う
ほ
ど
そ

れ
ら
し
く
、
要
介
を
は
じ
め
と
し
て
男
性
の
客
を
引
き
寄
せ

〔其
の
毒
鴆
の
如
き

も
、
花
の
顔

に
我
死
な
ん
〕
と
の
決
意
を
促
す
の
に
十
分
な
美
し
さ
を
想
定
す
る

こ
と
が
可
能

で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

 

「袖
屏
風
」
の
見
世
物
は
、
こ
れ
ら
既
成
の
見
世
物
を
取
り
込
ん
で
鏡
花

の
想

像
力
が
作
り
だ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
時

こ
れ
ら
の
見
世
物
が
観
客
を

引
き
寄
せ
た
の
は
人
形

の
美
し
さ
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
「地
獄
極
楽
」
や

「
西

国
三
十
三
所
観
世
音
霊
験
記
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
信
仰
に
訴
え
る
た
め
と
い
う

点
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
際
に
も
、
初
期
の
生
人
形
に
顕
著

に
見
ら
れ
る
よ

う
な
観
客
の
猟
奇

へ
の
興
味

に
訴
え
る
た
め
と

い
う
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。

「
袖
屏
風
」
の
見
世
物
小
屋
の
客
た
ち
は
何
を
見
に
入

っ
た
の
だ
ろ
う
。
老
婆

の

〔外
面
如
菩
薩
内
心
如
夜
叉
〕
と
い
う
教
え
を
得
心
し
た
く
て
入
る
わ
け
で
は
あ

る
ま
い
。
後
ろ
姿

の
美
し
さ
に
誘
わ
れ
て
老
婆
の
言
葉
を
信
じ
切
れ
ず
さ
ぞ
美
し

い
で
あ
ろ
う
そ
の
顔
を
見
よ
う
と
し
て
。
そ
れ
も
少
数
だ
ろ
う
。
多
く
は

〔内
心

如
夜
叉
〕
の
姿
を
怖

い
も
の
見
た
さ
で
覗
い
て
み
た
い
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
老

婆
は
美
し
い
女
性
を
醜
悪
な
姿

に
転
じ

さ
せ
、
そ
れ
を
観
客
の
視
線
に
さ
ら
す
こ

と
で
こ
と
さ
ら
に
お
と
し
め
る
。
先
に
こ
の
見
世
物
が

〔外
面
如
菩
薩
内
心
如
夜

叉
〕

の
具
現
で
あ
る
と
い
っ
た
。
し
か
し
こ
の
見
世
物
が
客
を
集
め
る
の
は
そ
の

教
え
の
た
め
で
は
な
く
、
女
性

の
美
し

さ
か
ら
醜
さ

へ
の
落
差

へ
の
期
待
、
醜
さ

を
覗
き
見
た
い
と
い
う
猟
奇
の
ゆ
え
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
生
人
形
の
系
譜

の
上
に

あ
る
こ
の
見
世
物
の
場
合
、
単
に
醜

い
と
し
た
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
木
下

直
之
は

〔リ
ア
リ
ズ
ム
を
追
い
求
め
て
ゆ
け
ば
、
等
身
大
の
人
形
像
に
行
き
着
く

ほ
か
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
誰
も
そ
れ
が
本
当

の
人
間
で
あ
る
こ
と
ま
で
を

望
み
は
し
な
い
。
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
細
工
の

一
種

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
生
人
形
を

目
に
し
た
時
、
あ
ま
り
の
迫
真
性
に
、
観
客
は
思
わ
ず
息
を
飲
ん
だ
か
も
し
れ
な

い
が
、
続

い
て
す
ぐ
に
起
こ
る
も
の
は
哄
笑
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
〕
と
指
摘

す
る
。
こ
の
場
合
の
笑

い
と
は

〔人
間
が
出
会
う
説
明
の
つ
か
な
い
違
和
感
と
い

う
も
の
を
、
ま
ず
克
服
す
る
た
め
に
示
す
反
応
〕
〔そ
の
瞬
間
的
に
出
会
う
不
意
の

出
来
事
に
対
す
る
根
本
的
な
恐
怖
を
鎮
め
る
働
き
が
あ
る
〕
と
い
わ
れ
る
種
類
の

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
別
に
不
気
味
な
恐
ろ
し
い
場
面
を
見
せ
る
わ
け
で

は
な
い
生
人
形
で
さ
え
、
そ
の
人
形
が
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
人
間
に
似
れ
ば
似

る
だ
け
、
そ
れ
で
も
や
は
り
偽
物
で
あ
る
と
い
う
違
和
感
、
禍
々
し
さ
は
際
立

つ

こ
と
に
な
る
。
〔皮
が
些

つ
と
汚
れ
を

つ
た
わ
、
も

つ
と
美
し
い
の
ぢ
や
で
又
来
て

見
さ
い
、
今
夜
あ
た
り
行
水
を
つ
か
は
せ
ま
し
よ
〕
と
老
婆
は
言
い
、
醜
悪
な
人

形
の
皮
膚
の
汚
れ
を
嫌

っ
て
き
れ
い
に
洗
う
。
こ
れ
は
た
だ
老
婆
の
見
世
物

へ
の

愛
着
を
示
す
だ
け
で
は
な
い
。
人
形
の
醜
さ
は
薄
汚
さ
、
見
す
ぼ
ら
し
さ
の
た
め

に
嫌
悪
を
催
す
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
ず
、
い
か
に
奇
怪
な
様
子
で
あ

っ

て
も
あ
く
ま
で
あ
た
か
も
生
き
て
い
る
人
間
ら
し
く
、
そ
の
意
味
で
は
美
し
く
、

禍
々
し
さ
を
湛
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

 
こ
の
見
世
物
小
屋
は
評
論
の
主
張
を
繰
り
返
す
た
め
に
、
筋
立
て
の
中
で
否
定

し
去
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
作
家
は
見
世
物

小
屋
の
観
客
の
持

つ
猟
奇
の
視
線
を
、
禍
々
し
さ
を
覗
き
見
る
視
線
を
共
有
し
て

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
介
に

〔花

の
顔
に
我
死
な
ん
〕
と
言
わ
せ
る

一
方
で
、
女

性
の
醜
悪
な
様
子
を
描
き
出
す
こ
と

へ
の
興
味
も
隠
し
き
れ
な
い
。
矛
盾
し
て
は

い
る
が
そ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
作
品
が
小
説
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。

 
そ
し
て
、
こ
の
見
世
物
小
屋
退
治
は
あ
る
特
別
な
時
間
の
、
特
別
な
空
間
で
の

物
語
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

 
娘
を
追

っ
て
社

の
裏
手
の
道

か
ら
境
内
に
出
た
時
要
介
は
不
思
議

に
思
う
。

〔「希
代
だ
な
。
」／
夜
も
恁
く
ま
で
遅
か
ら
う
と
は
思
は
な
か
つ
た
。
田
舎
の
所
為



か
、
野
の
寂
か
、
祭
も
こ
ん
な
に
早
く
淋
し
く
な
る
法
は
な
い
〕。
そ
れ
ま
で
賑
や

か
で
往
来
が
引
き
も
切
ら
ぬ
様
子
だ

っ
た
祭
り
は

〔先
刻
の
今
で
之
は
又
余
り
早

く
寂
し
く
な

つ
た
と
怪
し
ん
だ
〕
と
い
う
ほ
ど
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
要
介
は
、
月
明
か
り
の

〔無
人
の
境

〕
の
中

〔人
立
が
す
る
か
ら
可
懐
し
く
な

つ
て
〕
あ
か
り
と
人
影
の
ち
ら

つ
く
と
こ
ろ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
老
婆
の
見
世
物

小
屋
に
出
く
わ
す
。
境
内
に
出
た
あ
た
り
か
ら
す
で
に
見
世
物
小
屋
の
老
婆
の
術

中
に
落
ち
そ
れ
ま
で
と
は
異
な

っ
た
怪

し
む
べ
き
時
間
に
迷

い
込
ん
だ
、
〔怪
し
い

も
の
が
張

つ
た
其
の
五
色
の
蜘
蛛
の
巣

〕
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
老
婆
の
見
世
物
小
屋
を
焼
き
払

っ
た
の
ち

一
緒
に
駆
け
出
し
た
は
ず
の
ご
新

造
は
知
ら
ぬ
間
に
姿
を
消
し
、
要
介
は
見
世
物
小
屋
か
ら
出
た
社
か
ら
の
道
で
茫

然
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
遣
い
の
親
仁

に
発
見
さ
れ
て
、
友
人
の
家
ま
で
連
れ
帰

ら
れ
る
の
だ
。
友
人
の
家
に
も
ど

っ
て
翌
日
振
り
返
る
と
、
昨
夜
ど
こ
に
も
火
事

は
な
く
、
小
屋
の
痕
跡
も
跡
形
も
な
く
消
え
去

っ
て
い
た
。
さ
ら
に
後
日
、
訪
ね

て
き
た
お
園
か
ら
ご
新
造
の
素
性
や
そ

の
後
を
聞

い
た
時
に
も

〔さ
き
は
婦
人
な

り
、
世
を
隔
て
て
、
普
通
枝
折
戸
か
ら
音
づ
れ
て
も
、
人
に
顔
を
見
せ
さ
う

に
は

考
え
ら
れ
ぬ
か
ら
止
め
た
〕
と
し
て
再
び
接
触
を
持
と
う
と
は
し
な

い
。
こ
の
見

世
物
小
屋
退
治
は
、
要
介
が
社
に
出
た
と
こ
ろ
か
ら
親
仁
と
い
う
無
関
係
な
人
物

に
声
を
か
け
ら
れ
て
要
介
が
我
に
返
る
ま
で
の
、

い
わ
ば

〔希
代
だ
な
〕
と
い
う

枠
で
括
ら
れ
た
時
間
の
中
で
の
出
来
事

で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

 
ま
た
、
こ
の
老
婆
の
妖
術
の
作
り
だ
し
た
時
間
は
作
中

の
地
形
に
支
え
ら
れ
て

空
間
的
に
も
独
立
し
て
い
る
。
見
世
物

小
屋
に
会

い
、
駒
返
し
の
庵
室
に
着

い
た

こ
と
に
つ
い
て
要
介
は
言
う
。
〔先
刻
も
社
の
裏
田
圃
か
ら
杉
林
の
暗

い
の
を
抜
け

て
出
て
、
酷

い
も
の
を
見
せ
ら
れ
た
が
、
又
恁
麼
藪
を
潜

つ
て
、
変
な
も
の
で
も

見
や
し
な

い
か
と
、
全
く
は
二
の
足
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
思
ひ
切

つ
て
飛

込
む
と
、
何

一
呼
吸
で
も
う
田
圃

へ
出

ま
し
た
、
良

い
月
で
す
〕
。
〔酷

い
も
の
を
〕

と
は
見
世
物
小
屋
の
こ
と
で
あ
る
。

〔杉
林

の
暗
い
の
を
抜
け
て
出
て
〕
と
い
う
の

は
、
要
介
が
占

い
の
店
を
出
し
た

〔奥

の
院
の
裏
手
に
当
た
る
細
道
、
小
流

の
際

な
る
薄
原
を
背
後
〕
か
ら

〔心
あ
て
に
娘
の
行
方
を
慕
う
て
、
小
川
の
土
橋

の
、

昨
日
の
雨
で
、
粘
土
の
や
う
に
な
つ
た

の
を
、
渡

つ
て
、
こ
れ
か
ら
杉
の
樹
立
を

一
叢
、
真
暗
な
中
か
ら
境
内
に
出
た
の
で
あ
る
〕
と
い
う
部
分
を
指
す
。
要
介
は

林
を
抜
け
て
境
内

に
出
た
。
そ
こ
か
ら
老
婆

の
術
に
落
ち
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ

の
林
を
抜
け
る
と
い
う
行
為
は
老
婆

の
操
る
時
間

へ
と
境
界
を
越
え
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
要
介
は

〔藪
を
潜
つ
て
〕
と
い
う
類
似
し
た
動
作
を
繰
り

返
す
。
〔又
恁
麼
藪
を
潜

つ
て
〕
と
い
う
の
は
お
園
を
追

っ
て
街
道
か
ら

〔此
辺
だ

な
と
思
ふ
処
は
両
方
藪
が
あ
る
中

の
真
暗
な
枝
道
で
せ
う
〕
と
い
う
藪
を
抜
け
て

娘
の
住
む
駒
返
し

へ
出
た
こ
と
を
い
う
。
彼
は
そ
れ
か
ら
真

っ
直
ぐ
に
駒
返
し
の

庵
室
に
た
ど
り
着
い
た
訳
で
は
な
い
。
〔又
そ
れ
か
ら
姿
が
な
く
な

つ
た
跡
を
、
凡

そ
見
当
を
つ
け
て
、
ぐ
る
く

田
圃
道
を
、
ま
る
で
以
て
稲
田
の
上
を
漾

つ
て
歩

行
く
形
で
す
。
〈中
略
〉六
十
余
州
遍
歴
し
た
や
う
で
、
広
場

一
面
の
田
で
、
瓜
の

影

一
ツ
目
を
遮
ら
な
い
所
に
出
た
時

に
は
気
が
遠
く
な
る
や
う
で
し
た
。
ほ
ん
の

半
時
ば
か
り
前

の
こ
と
な
ん
で
す
が
、
恁
う
や
つ
て
貴
女
と
お
話
し
を
す
る
の
は

三
年
ば
か
り
た

つ
た
や
う
で
す
よ
〕、
〔
一
体
ま
あ
何
し
た
事
で
す
、
私
は
、
実
の

処
、
今
日
が
幾
日
、
何
年
何
月
で
、
何
処
に
居
る
ん
だ
か
解
り
ま
せ
ん
〕
、
要
介
は

お
園
を
追

っ
て
き
た
顛
末
を
語
る
際
、
こ
の
駒
返
し
の
庵
室
に
至
る
ま
で
を
こ
の

よ
う
に
語

っ
て
い
る
。
藪
を
抜
け
た
向
こ
う
は
さ
ら
に
時
を
見
失
わ
せ
る
よ
う
な

空
間
な
の
だ
。
藪
を
抜
け
る
と
い
う
行
為
は
こ
こ
で
も
あ
る
境
界
を
越
え
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
杉
林
を
抜
け
て
老
婆
の
見
世
物
の
網
に
か
か
り
、
今
度
は
藪

を
抜
け
て
時
を
失

っ
た
空
間
に
入
り
込
む
。
そ
の
境
界
と
し
て
林
、
藪
は
機
能
し

老
婆
の
空
間
を
支
え
て
い
る
。
「醜
婦
を
呵
す
」
の
確
信
的
な
調
子
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
見
世
物
小
屋
退
治
は
境
界
に
よ
っ
て
隔

て
ら
れ
た
、

い
わ
ば
日
常
を
離

れ
た
と
こ
ろ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
を
こ
こ
で
考
察

す
る
準
備
は
な
い
が
、
鏡
花

の
小
説
に
お
け
る
日
常
の
空
間
と
異
界
と
の
関
係
を

考
え
る
上
で
、
不
可
避
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。

 
ま
た
、
評
論
と
の
比
較
か
ら
の
み
日
常
の
空
間
と
異
界
と
の
関
係
を
考
え
る
だ

け
で
は
十
分
で
な

い
。
今
、
独
立
し
た
空
間
を
作
り
出
す
た
め
に
地
形
が
大
き
く

寄
与
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
が
、
こ
の
地
形
は
架
空
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

 
要
介
が
占
い
の
店
を
出
し
た
社
は

〔武
州
多
摩
郡
五
宿
を
良
過
ぎ
て
駒
返
村
に

至
る
、
甲
州
街
道
に
沿
う
て
左
の
方
、
南
に
三
町
ば
か
り
〕
の

〔土
地
の
鎮
守
〕



で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ

る
五
宿
と
は
布
田
五
宿
と
呼
ば
れ
る
現
在

の
調
布
駅
周
辺
の
こ
と
を
さ
す
。
資
料

に
よ
れ
ば
江
戸
時
代
は
閑
散
と
し
た
宿
場

町
で
あ

っ
た
も
の
が
慶
応
二
年

に
旅
篭

屋
三
十
軒
、
女
郎
百
人
が
許
可
さ
れ
、
以

後
絹

・
生
糸
、
肥
料
を
運
ぶ
甲
州
と
の
往
来
が
盛
ん
に
な
る
中
で
遊
女
屋
を
中
心

に
賑
や
か
な
宿
場
町
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
作
品
の
作
中
時
は
お
園

が
巳
年
の
十
八
才
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
治
三
十

一
年
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
時
期
の
甲
州
街
道
は
明
治
二
十
二
年
に
開
通
し
た
甲
武
鉄
道
に
旅
客
を
奪
わ

れ
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
誘
致
し
た
鉄
道
の
京
王
線
は
ま
だ
開
通
し
て
お
ら

ず
、
最
盛
期
の
賑
わ
い
か
ら
は
大
き
く

衰
微
し
て
い
た
と
さ
れ
る
時
期

に
当
た

る
。
東
京
遷
都
、
近
代
化
の
恩
恵
を
受

け
て
繁
栄
を
極
め
る
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
そ
の
陰

に
あ

っ
て
静
か
な
日
常
が
続

い
て
い
る
と
い
っ
た
性
格
付
け
の
な
さ

れ
る
場
所
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
〔多
摩
郡
五
宿
〕
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
実
際

の
地
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
こ
の
土
地

の
持

つ
こ
の
性
格
付
け
は
必
要
と
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

〔甲
州
街
道
に
沿
う
て
左

の
方
、
南
に
三
町
ば

か
り
〕
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
鎮
守
で
あ

る
が
、
そ
れ
と
思
わ
れ
る
場
所
に
若
宮
八

幡
宮
が
あ
る
。
五
宿
の
盛
り
場
は
上
布

田
駅
、
布
田
天
神
社
近
く
の
旧
甲
州
街
道

沿
い
に
あ
る
が
そ
こ
か
ら
府
中

へ
向
い
て
進
み
、
下
石
原
に
至

っ
て
左
に
曲
が
り

数
百
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
八
幡
社
は
五
宿
の
う
ち
の
上
石
原
村
の

鎮
守
で
、
作
中
で
の
距
離
は
約

二
分
の

一
に
な

っ
て
い
る
も
の
の
大
方
の
方
角
は

一
致
す
る
。
若
宮
八
幡
社
は
ほ
ぼ
西
を
向

い
て
甲
州
街
道
に
通
じ
る
道
に
面
し
て

建

っ
て
お
り
、
〔要
介
は
ニ
ツ
目
の
石
の
鳥
居
を
潜

つ
た
、
路
は
街
道
の
方

へ
前
途

に
三
町
ば
か
り
、
一
筋
、
真
直
ぐ
に
出
外

れ
る
と
五
宿
で
〕
〔丁
度
街
道
か
ら
此
の

一
筋
道
だ
け
、
社
ま
で
、
入
組
ん
で
居

る
の
で
〕
と
い
う
記
述
と
も
合
致
す
る
。

場
所
的
に
は
こ
の
神
社
を

〔土
地

の
鎮
守
〕
の
モ
デ
ル
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
、

お
園
は
見
世
物
に
驚

い
て
逃
げ
出
し

〔
本
街
道
に
出
ま
す
と
、
軒
行
灯
か
な
ん
か

点
い
て
、
遊
女
町
の
あ
る
些
と
は
賑
か
な
方

へ
で
も
行
く
こ
と
か
、
府
中
の
方

へ

向
い
て
〕
行
く
。
彼
女
の
向
か
う
先
は
十
五
六
町
離
れ
た
駒
返
し
で
あ
る
。
実
際

に
は
そ
の
方
角
に
駒
返
し
と
類
似
し
た
地
名
の
車
返
し
が
あ
る
。
現
在
の
府
中
市

白
糸
台
に
当
た
り
、
古
名
を
白
糸
村
と

い
う
。
文
中
の
ご
新
造

の
話

に
よ
れ
ぼ
駒



返
し
と
は

〔何
う

い
ふ
訳
で
す
か
此
の
辺
何
で
も
四
五
町
の
間
で
す
と
さ
、
馬
が

竦
ん
で
歩
行
ま
せ
ん
か
ら
馬
士
が
あ
と

へ
引
返
す
ん
だ

つ
て
、
其
で
然
う
云
ひ
ま

す
さ
う
で
〕
と
し
て
付
け
ら
れ
た
名
前
だ
が
、
車
返
し
も
こ
の
場
所

に
さ
し
か
か
っ

た
途
端
に
急
に
車
が
重
く
な
り
前
に
進
ま
な
く
な

っ
た
と
い
う
類
似
し
た
伝
説
を

持

つ
。
こ
の
車
返
し
が
駒
返
し
と
し
て
作
品

に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え

て
よ

い

。

 
そ
の
際
、
鎮
守
も
車
返
し
も
と
も
に

“は
け
”
と
呼
ば
れ
る
独
特
な
地
形
の
上

に
あ
る
と
い
う
点

に
注
目
し
た

い
。
多
摩

川
流
域
で
通
称

“は
け
”
呼
ば
れ
て
い

る
の
は
高
さ
数
メ
ー
ト
ル
程
で
何
キ
ロ
も
続
く
崖
線
で
あ
る
。
調
布
市
に
お
い
て

は
多
摩
川
に
沿

っ
て
数
百
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を
東
西
に
横
断
し

て
い
る
。
“
は

け
”
の
崖
の
斜
面
に
は
崖
崩
れ
を
防
ぐ
た
め
に
武
蔵
野
の
原
生
林
が
そ
の
ま
ま
に

残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
木
々
の
繁
る
地
帯
が
帯
状
に
続
く
。
崖
下
は
崖
か
ら
し
み

だ
す
水
の
た
め
に
水
気
を
含
ん
だ
土
地
で
あ
り
、
そ
の
水
を
集
め
て
流
れ
が
で
き
、

水
利
を
生
か
し
て

一
面
に
水
田
が
広
が
る
。
崖
の
上
は
乾

い
て
い
る
た
め
桑
な
ど

の
畑
が
続
く
。
先
に
見
た
作
中
で
境
界
と
し
て
機
能
し
て
い
る
林
、
藪
は
こ
の
“
は

け
”
の
様
子
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
こ

の
作
品
内
で
は

〔酷
い
道
だ
な
、
泥
濘

で
驚
い
た
〕
、
〔森

の
下
ン
処
は
何
う
し
て

酷
い
泥
濘
だ
つ
た
〕、

〔其
の
森
の
下
道

で
透
し
た
時
、
真
先
に
ち
ら
く

と
し
た

の
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
〕
と
い
う
よ
う
に
森

の
下
、
湿
地
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
数
メ
ー
ト

ル
と

い
う
高
低
差
と
と
も
に
崖
の
下
は
湿

地
や
水
田
、
崖
の
上
は
畑
作
と
景
観
の

一
変
す
る
こ
と
も
境
界
と
し
て
の
資
格
を

備
え
て
い
よ
う
。
こ
の
作
品
で
は
五
宿
を
過
ぎ
た
多
摩
川

べ
り
の

一
帯
を
、
“
は
け
”

の
林
を
境
界
と
し
な
が
ら
、
見
世
物
小
屋
退
治
の

〔希
代
だ
な
〕
と
い
う
枠
を
成

り
立
た
せ
る
空
間
と
し
て
作
り
上
げ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 

と
こ
ろ
で
、
鏡
花
は
明
治
三
十

一
年

に
こ
の
場
所
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
が
、
鏡

花
の
友
人
吉
野
左
衛
門
の
著
書

『栗
の
花
』
所
収

の

「十
三
夜
行
」
に
よ

っ
て
知

ら
れ
る
。
明
治
三
十

一
年
に
発
表
さ
れ
た

「十
三
夜
行
」
は
、
吉
野
左
衛
門
が

〔十

月
十
七
日
は
旧
暦
の
十
三
夜
に
当
る
の
で
月
見
が
て
ら
に
故
郷

へ
帰
る
と
い
ふ
約

束
で
あ
る
〕
〔恋
し
い
松
涛
庵

の
主
人
よ
り

は
芋
に
茸
飯

で
待

つ
て
居
る
か
ら
例
の

泉
鏡
花
子
を

一
所
に
間
違
ひ
な
く
〕
と
い
う
の
で
、
十
六
日
か
ら
三
鷹
市
野
崎

の

生
家

へ
鏡
花
を
伴

っ
て
帰

っ
た
折

の
紀
行
文
で
あ
る
。
彼
ら
は
後
の
待
宵
と
い
う

十
六
日
の
夜
更
け
を
左
衛
門
の
従
兄
弟
で
あ
る
凌
雲
の
草
庵
、松
涛
庵
で
過
ご
す
。

翌
日
は
野
崎
か
ら
深
大
寺
、
智
乗
院
、
布
田
天
神
を
通

っ
て
調
布
町

（五
宿
）
に

出
、
甲
州
街
道
を
西

に
進
み
押
立
を
左
に
曲
が

っ
て
多
摩
川
に
向
か
い
、
凌
雲
の

所
有
で
あ
る
桜
塚
と
呼
ば
れ
る
眺
め
の
よ
い
場
所
で
休
む
。
そ
の
後
府
中
に
出
て

夕
食
を
取
る
。
そ
の
顛
末
が
平
易
な
文
章
と
句
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
五
宿
、
甲
州

街
道
、
車
返
し
の
隣

の
押
立
と
い
う
の
は
要
介

の
道
程
に
重
な
る
も
の
で
、
こ
の

際
の
旅
行
が

「袖
屏
風
」
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
は
聞
違

い
な

い
。
さ
ら
に

「十

三
夜
行
」
に
は
前
日
が
雨
で
地
面
が
ぬ
か
る
ん
で
い
た
こ
と
、
十
六
日
は
隣
村
の

大
沢
の
鎮
守
の
祭
礼

の
日
で

〔笛
皷
の
音
手
に
取
る
如
く
賑
か
に
聞
え
〕
て
い
た

こ
と
、
鏡
花
は
左
衛
門
に
遅
れ
て

一
人
終
電
車
で
武
蔵
境
の
駅
に
着
く
が
車
を
雇

う
こ
と
が
出
来
ず
、
田
の
中
の
見
知
ら
ぬ
暗
い
道
を
訪
ね
な
が
ら

〔心
細
く
〕
歩

い
て
行

っ
た
こ
と
、
松
涛
庵
の
様
子
は
簡
素
で
あ
り
眺
め
が
よ
く
多
摩
川
や
富
士

が
望
め
、
野
崎
八
幡

の
水
車
の
音
が
届
い
て
お
り
、
小
流
れ
を
ひ
か
え
そ
の
水
で

お
茶
を
入
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
体
験
が

「袖
屏
風
」
の
中
で

は
、
田
や
道
が
ぬ
か
る
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
の
日
が
村
の
鎮
守

の
祭
礼
で
あ

っ
た

こ
と
、
占

い
の
店
に
は
深
大
寺
の
方
か
ら
お
囃
子
の
音
が
聞
こ
え
て
い
た
こ
と
、

駒
返
し
の
庵
室

に
着
く
ま
で
泥
田
の
中
を
彷
徨
し
た
こ
と
、
駒
返
し
の
庵
室
の
簡

素
な
様
子
と
な

っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
五
宿

の
遊
女
が
鎮
守
の

祭
礼
に
参
る
こ
と
や
、
車
返
し
の
地
名
を
め
ぐ
る
伝
説
な
ど
こ
の
土
地
に
つ
い
て

の
話
を
得
た
の
も
こ
の
時
の
こ
と
だ
ろ
う
。
“
は
け
”
に
関
し
て
言
え
ば
、
「十
三

夜
行
」
の
道
の
り
の
内
、
〔名
代
の
蕎
麦
畑
の
中
を
通
り
峻
し
い
坂
を
南
に
下
り
て

智
乗
院
と
い
ふ
尼
寺
の
庭
を
抜
け
〕
と
い
う
と
こ
ろ
で
野
川
の
北
側
に
続

い
て
い

る
別
の

“は
け
”
を
通

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
ち
ら
は
規
模
が
大
き
く

「袖

屏
風
」
の
〔
こ
れ
か
ら
杉

の
樹
立
を

一
叢
、
真
暗
な
中
か
ら
境
内
に
出
た
〕
と
い
っ

た
記
述
か
ら
考
え
る
と
直
接
の
舞
台
の
モ
デ
ル
と
は
考
え
が
た
い
。
彼
ら
が
休
ん

だ
桜
塚
に
つ
い
て
の
記
述
に
は

〔後
ろ
は

一
面
の
畑
市

の
塵
を
隔
て
〉
前
は
玉
川

南
岸

の
青
巒
に
対
し
数
丈
の
崖
下
は
見
渡
す
限
り
の
水
田
で
百
万
頃
の
黄
稲
穂
重



た
く
今
や
刈
時
で
あ
る
け
れ
ど
過
日
の
大
雨
で
出
水
し
た
為
に
〕
と
あ

っ
て

“
は

け
”
上
の
土
地
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
展
望
が
駒
返
し
の
庵
室
の
周
囲

の
設
定
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
お
お
ま
か
に
、
駒
返
し
の
庵
室
は

「十
三
夜
行
」
の
鏡
花
の
経
験
の
内
、
桜
塚

の
景
観
に
松
涛
庵

の
様
子
を
置

い
た

も
の
だ
と
い
え
る
。

 
要
介
は
言
う
、
〔ほ
ん
の
半
時
ば
か
り
前

の
こ
と
な
ん
で
す
が
、
恁
う
や

つ
て
貴

女
と
お
話
し
を
す
る
の
は
三
年
ば

か
り

た
つ
た
や
う
で
す
よ
〕
。作
中

の
現
在
は
明

治
三
十

一
年
と
考
え
ら
れ
る
の
で
そ
れ

か
ら
〔三
年
〕
、
ま
さ
に
発
表
さ
れ
た
三
十

四
年
に
あ
た
る
。
三
年
前
そ
の
土
地

へ
招
き
饗
応
し
て
く
れ
た
吉
野

へ
の
鏡
花
か

ら
の
挨
拶
と
も
い
え
る
部
分
だ
ろ
う
。

「袖
屏
風
」
は
こ
の
時
に
目
に
し
た
“は
け
”

を
含
む
地
形

の
特
色
を
生
か
し
て
、
そ

こ
に
見
世
物
小
屋
を
め
ぐ
る
不
思
議
な
話

を
展
開
し
た
も
の
だ
と

い
え
る
。
森
を
抜
け
る
こ
と
で
異
界

へ
の
境
界
を
越
え
る

と
い
う
図
式
は
既
に
三
十
三
年

の

「高
野
聖
」

に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
鏡
花
に

反
復
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

“は
け
”
の
地
形

の
喚
起
力
と
で
も

い
え
る
も
の
に
促
さ
れ
て
、
そ
の
モ
チ

ー
フ
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

が
か
ね
て
よ
り
伝
説
を
孕
む
深
山
幽
谷

に
で
は
な
く
、
祭
り
と
い
う
祝
祭
の
日
の

持

つ
非
日
常
性
を
利
用
し
な
が
ら
も
、
人
里
の
、
人
々
が
日
常

の
生
活
を
淡
々
と

営
む
そ
の
場
所
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
、
地
形
の
喚
起
力
が
異
界
を
め
ぐ

る
鏡
花
の
想
像
力
に
占
め
る
大
き
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
以
上
、
問
題
点
を
列
挙
し
た
形
と
な

っ
た
が
、
泉
鏡
花
を
考
え
る
際
に

「袖
屏

風
」
の
は
ら
む
問
題
の
い
く
ぶ
ん
か
を
示
す
こ
と
が
出
来
た
と
思
う
。

（
一
） 

明
治

三
十

四
年

十

一
月

『
新
小

説
』

に
発

表
。

（
二
） 

明
治

二
十

八
年

十

月

『
文
芸
倶

楽
部

』

に
発
表
。

（
三
） 

「
地
獄
極

楽

」
に

つ
い
て
は
上
島

敏

昭

「
え
と
く
芸

能

－
地
獄

を
覗

き
、

見

る

 

 
楽

し

み
」

（
『絵
解

き

万
華
鏡

』

三

一
書

房
 

一
九

九
三

・
七

・
一
五

）
を
参

照
。

（
四
） 

『
明
治

の
演
芸

（
六
）
』

（国
立

劇
場
芸

能

調
査
室

 

一
九

八
五

・
九

・
三
〇
）

（
五
） 

木

下
直

之

『
見
世
物

と
し

て
の
芸
術

』

（平
凡
社

 

一
九
九

三

・
六

・
二

二
）

（
六
） 

鏡

花

に
は

『
活
人

形
』

（明
治

二
十

七
年
）
と
題

し
た
探

偵
小

説

が
あ

る
。

そ

 
 
の
活
人
形
と
は
財
産
の
乗

っ
取
り
を
も
く
ろ
む
叔
父
に
よ
っ
て
監
禁
さ
れ
て
い

 
 
る
姉
妹
の
母
親
と
慕
わ
れ
て
い
る
人
形
室
と
呼
ば
れ
る
部
屋
に
お
か
れ
た
人
形

 
 
の
こ
と
で
あ
っ
た
。彫
像
、ブ

ロ
ン
ズ
で
な
い
等
身
大
の
人
形
が
着
物
を
ま
と
っ

 
 
た
姿
で
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
現
在
で
は
想
像
し
に
く
い
そ
の
状
態
も
当
時
に

 
 
あ

っ
て
は
さ
し
て
違
和
感
を
感
じ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、

 
 
流
行
の
芸
能
を
取
り
入
れ
た
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

（七
） 
前
掲

『見
世
物
と
し
て
の
芸
術
』

（八
） 
山
口
昌
男

『笑
い
と
逸
脱
』
（ち
く
ま
文
庫
 
一
九
九
〇

・
六

・
二
六
）

（九
） 
以
上
、
次
の
資
料
に
よ
る
。

 
 
・
調
布
市
市
史
編
集
委
員
会

『調
布
市
史
研
究
資
料
Ⅱ
 
近
世
調
布
の
村
々
』

 
 

（調
布
市
 

一
九
八
四

・
三

・
三

一
）

 
 
〔調
布
の
宿
は
甲
州
街
道
中
三
四
次
の
う
ち
、
第
三
宿
で
あ
る
。
も
っ
と
も
内
藤

 
 
新
宿
が
設
置
さ
れ
る
以
前
は
高
井
戸
宿
に
続
く
第
二
宿
で
あ

っ
た
。
布
田
五
宿

 
 
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
中
に
隣
合
う
国
領

・
下
布
田
・
上
布
田

・
下
石

 
 
原

・
上
石
原
が
、
ま
と
め
て

一
宿
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
問

 
 
屋
場
を
村
役
人
が
勤
め
、
公
用
人
馬
の
差
配
に
当
た
っ
て
い
た
。
〈中
略
〉し
か

 
 
し
、
宿
場
と
い
っ
て
も
ふ
つ
う
の
農
村
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
ず
、
人
馬
も
馬
も
百

 
 
姓
や
農
耕

・
小
荷
駄
稼
ぎ
の
馬
と
異
な
ら
な
い
。
〕

 
 
・
中
西
駿
郎

『調
布
の
あ
ゆ
み
』
「五
宿
の
貸
座
敷
―
1
―
、
―
2
―
」
（調
布

 
 
市
郷
土
資
料
保
存
会
 

一
九
八
二

・
三

・
三

一
）

 
 
同
文
章
に
は
、
五
宿
の
妓
楼
の
名
が
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
槇
岡

 
 
楼
の
名
が
あ
る
。
作
品
中
お
園
を
指
し
て
「牧
家
が
娼
妓
の
妹
で
ね
え
か
…
…
」

 
 
と
い
う
部
分
が
あ
る
が
こ
れ
を
取
っ
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。

（十
） 
以
上
、
次
の
資
料
に
よ
る
。

 
 
・
安
澤
秀
雄

『調
布
町
沿
革
誌
』
（調
布
町
役
場
 

一
九
五

一
・
一
一
・
三
）

 
 
〔甲
武
鉄
道

（今
の
中
央
線
）
が
敷
設
さ
れ
た
の
は
之
と
時
を
同
じ
く
し
て
同
二

 
 
十
二
年
の
事
で
あ
っ
た
。
建
設
当
所
の
計
画
で
は
街
道
に
沿
つ
て
本
町
、
府
中

 
 
等
を
通
る
予
定
で
あ
つ
た
が
、
東
海
道
線
の
開
通
後
の
宿
場
の
衰
微
、
煤
煙
や

 
 
振
動
に
よ
る
養
蚕

へ
の
害
等
の
浮
説
も
加
わ
つ
て
沿
道
の
住
民
之
に
反
対
し
遂

 
 
に
現
在
の
地
に
敷
設
さ
れ
た
の
は
遺
憾
の
こ
と
で
あ
つ
た
、
然
し
当
時
と
し
て

 
 
は
止
む
を
得
ぬ
事
で
あ
つ
た
ろ
う
。
甲
武
線
の
開
通
後
は
此
街
道
を
通
行
す
る

 
 
人
馬
の
数
も
頓
に
減
少
し
、
町
勢
も
次
第
に
衰
退
の
兆
し
を
現
わ
し
て
来
た
。



 
 
折

柄
明

治

二
十

四
年

二
月

の
上

布

田
大
火

災

に
次

い
で
、
町

の
中

心
地

は
度

々

 
 
火

難

を
蒙
り

、
目
抜

き
道

り

は
大
半

鳥
有

に
帰

し
た
。

是
等

の
た

め
町

の
発
展

 
 
も

一
時

休
止

の
状
態

と

な

つ
た
。
〈
中

略
〉

京

王
電
車

は
明

治
四
十

三
年

設
立

、

 
 
大

正

二
年

四
月
笹

塚
、

調
布
間

の
開

通
を

見
た

。
京

王
線

の
開
通

は
実

に
本

町

 
 
発
展

の
転
機

で
あ

っ
た
。
〕

（十

一
） 

現
在
、

調
布
市

下

石
原

三
ー

五
―

一

（十

二
） 

以
上
、

次

の
資

料

に
よ

る
。

 
 

・
猿

渡
盛
厚

『武
蔵

府
中

物
語

』

（大
国
魂

神
社

社
務

所
 

一
九

六
三

・
一
○

・

 
 

一
五

）

 
 

〔
（車

返
し

の
本
願

寺

の
）
此

の
薬
師

像

は
、
文

治
五
年

（七

六
六
年

前

）
、
源
頼

 
 
朝

が
奥

州
征

伐

の
際
、

藤
原

秀
衝

の
念
持

仏

で
あ

っ
た

の
を
、
中

尊
寺

か
ら
鎌

 
 
倉

へ
遷
座

せ
ん

と
し

て
、
畠

山
重
忠

に
命

じ

て
、
薬
師

像

を
車

に
載

せ
て
曳

い

 
 

て
き

た
と

こ
ろ

が
、
此

処

に
さ
し

か

か

っ
た

ら
ば
、
急

に
重

く

な

っ
て
、
進

ま

 
 
な
く

な

っ
た
。

そ

こ
で
車
を

返
し

て
、

此
処

へ
草
堂

を
営

ん

で
奉

安

し
た

の
が

 
 

こ
の
開
運
薬

師
如

来

で
、
車

を
返

し
た

の

で
車

返

し
と
呼

ぶ
よ
う

に
な

っ
た

の

 
 

で
あ

る

と

い
う
。

〈
中
略

〉
そ

の
根
拠

と

な

っ
た
原
因

を
、

か
れ

こ
れ
想

像

し
て

 
 
見

る
と
、

此
処

が
武
蔵

の
国

府

で
あ

っ
た

か
ら
、
奥

州
街
道

、

即
ち
鎌

倉
街
道

 
 

に
当

た

っ
て
居

た

か
ら
で
あ

ろ
う

。
な

ほ
道
路

が
断

崖
上

で
、
坂

が
多

か

っ
た

 
 
た

め
荷
車

な
ど

、
あ

や
ま

っ
て
転
覆

す

る

こ
と
も
、
度

々
あ

っ
た
か
ら

だ

ろ
う
。

 
 
ま

た
路
面

に
凸

凹

の
難

所

が
あ

っ
て
、

通
過

が
困
難

に
な

っ
て
、

車

を
途
中

か

 
 
ら
引

き
返

し
た

こ
と

も
あ

っ
た

ろ
う
。

右

は
実

際

に
往

っ
て
見

て
も
、

今

日

で

 
 
も

そ
う
感
ぜ

ら

れ

る
の

で
あ

る
。
〕

 
 

・
府

中
市

郷
土
館

『府

中

の

口
伝

え
集
』

（府
中

市
教

育
委

員
会
 

一
九

八
六
・

 
 
三

・
二
五
）

 
 

〔車

返

の
地

名
由

来

 
 
車
返

の
地

名

で
す
け

ど
ね
、

あ

す

こ
ま
で
車

に

の
せ

て
金

仏
様

を
も

っ
て

っ
た

 
 
ら
、

動

か
な
く

な

っ
て
、

そ
し

て

ひ

っ
か
え

し

て
き
た

ん
で
車
返

っ
て

い
う

ん

 
 
だ

っ
て
。
〕

（十

三
） 

『
栗

の
花
』

（
一
九
〇

八

・
九

・
二
八
 

民
友
社

）

 
 
明
治

三
十

一
年

の
吉

野
左
衛

門

に
誘

わ
れ

て

の
鏡
花

の
旅

行
、

及
び

そ

の
著

書

 
 

『栗

の
花

』

に

つ
い
て
は
吉

田

昌
志
氏

よ

り
ご
教

示

い
た
だ

い
た
。

（十

四
） 

本
名

、
吉

野
太
左

衛
門

。

明
治

二
十

八
年

正

岡
子
規

に
師
事

。

明
治

三
十

 
 
三
年
東
京
専
門
学
校
卒
業
後
、
国
民
新
聞
社
に
入
社
。

（十
五
） 
本
名
、
吉
野
泰
之
助
。
野
崎
村
の
名
主
の
家
に
自
由
民
権
運
動
に
活
躍
し

 
 
た
吉
野
泰
三
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
泰
三
は
二
十
九
年
没
。

（
〔

〕
内

は
特

に
注

を
付

さ
な

い
限

り
扱

っ
て

い
る
作

品

か
ら

の
引

用

を
示

す
。
鏡

花
作

品

の
本
文

の
引

用

は
岩
波
書

店

版

『鏡

花
全

集
』

に
よ

り
、

旧
字

を
新
字

に
改

め
、

総

ル
ビ

を
パ

ラ

ル
ビ

と
し

た
。
）

（本

稿

は
、

一
九
九

三
年

十

一
月

二
七
日
、

泉
鏡

花
研

究
会

第

二
十

回
例

会

に
お
け

る

口
頭
発

表

に
基
づ

い
た
も

の
で
あ

る
。
）


