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は
じ
め
に 

 

「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
「
暗
夜
行
路
」
は
と
も
に
志
賀
直 

哉
の
著
作
で
あ
る
が
、
両
者
か
ら
受
け
る
印
象
は
大
き
く
異 

な
る
。 

「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
は
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
で
わ
ず
か 

十
枚
余
り
の
小
編
、
対
し
て
「
暗
夜
行
路
」
は
千
枚
を
超
え 

る
長
編
で
あ
る
。
ま
ず
総
量
に
お
い
て
雲
泥
の
開
き
が
あ 

る
（
１
）

。 

そ
し
て
何
と
い
っ
て
も
両
者
を
隔
て
る
の
は
そ
の
内
容
で 

あ
り
、
読
後
感
で
あ
る
。
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
は
瓢
箪
に
熱 

中
す
る
少
年
・
清
兵
衛
と
そ
れ
を
理
解
し
な
い
大
人
た
ち
の 

対
立
を
描
い
た
好
編
で
、
中
学
校
や
高
校
の
教
科
書
に
も
掲 

載
さ
れ
て
き
た
。
「
暗
夜
行
路
」
で
は
、
「
母
と
祖
父
と
の
不 

義
の
兒
」

（
２
）

で
あ
る
主
人
公
・
時
任
謙
作
が
そ
の
た
め
に 

苦
し
み
、
自
ら
の
結
婚
生
活
に
お
い
て
も
妻
の
不
義
に
遭
う 

と
い
う
深
刻
な
生
涯
が
描
か
れ
、
日
本
近
代
文
学
を
代
表
す 

る
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

「
暗
夜
行
路
」
を
重
に
し
て
大
と
す
れ
ば
、
「
清
兵
衛
と
瓢 

箪
」
は
は
る
か
に
軽
で
あ
り
、
ま
た
極
め
て
小
で
あ
る
。
両 

者
の
間
に
は
大
き
な
懸
隔
が
あ
る
。 

が
、
実
は
こ
の
二
つ
の
作
品
に
は
注
目
す
べ
き
共
通
項
が 

あ
る
。
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
は
、
直
哉
が
尾
道
に
や
っ
て
き 

た
大
正
元
年
初
冬
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
昭
和
十
二
年
に
完 
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成
す
る
「
暗
夜
行
路
」
も
、
草
稿
が
書
き
始
め
ら
れ
た
の
は

そ
の
二
十
四
年
余
り
前
で
、
同
じ
大
正
元
年
初
冬
の
尾
道
で

あ
る
。
つ
ま
り
、「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
「
暗
夜
行
路
」（
３
）

は
、

千
光
寺
山
南
斜
面
の
棟
割
長
屋
の
一
室
（
４
）

で
一
人
の
青
年

作
家
に
よ
っ
て
同
時
に
書
き
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

趣
を
異
に
す
る
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
「
暗
夜
行
路
」
で
あ

る
が
、
そ
の
内
部
に
な
ん
ら
か
の
接
点
を
も
っ
て
い
た
と
し

て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

　

お
よ
そ
百
年
前
の
初
冬
の
尾
道
に
立
ち
戻
り
、
当
時

二
十
九
歳
で
あ
っ
た
著
者
が
瀬
戸
内
の
島
影
を
望
む
棟
割
長

屋
の
一
室
で
記
し
た
筆
の
跡
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
そ
し
て

改
め
て
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
「
暗
夜
行
路
」
と
の
関
わ
り

を
探
っ
て
み
た
い
。
そ
こ
か
ら
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
を
と
ら

え
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
本
稿
は
そ
の
可
能
性
を
追
求

し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

一　

「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
に
お
け
る
父
と
子

　

志
賀
直
哉
が
尾
道
に
や
っ
て
来
た
の
は
大
正
元
年
十
一
月

十
日
（
日
）
で
、
翌
々
日
の
十
一
月
十
二
日
（
火
）
に
船
で

四
国
に
渡
っ
て
い
る
。
そ
の
船
上
で
耳
に
し
た
少
年
と
瓢
箪

に
ま
つ
わ
る
話
を
も
と
に
し
て
生
ま
れ
た
の
が
「
清
兵
衛
と

瓢
箪
」
で
あ
っ
た
。
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
は
、
約
一
ヶ
月
半

後
と
な
る
大
正
二
年
元
日
の
『
讀
賣
新
聞
』
第
六
面
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

　

「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
で
は
、
優
れ
た
瓢
箪
を
選
び
、
そ
れ

を
磨
き
上
げ
て
美
術
工
芸
作
品
に
ま
で
仕
立
て
る
清
兵
衛
と

そ
う
し
た
清
兵
衛
の
行
為
を
理
解
で
き
ず
、
理
解
し
よ
う
と

も
し
な
い
大
工
の
父
親
が
登
場
す
る
。
作
者
で
あ
る
志
賀
直

哉
と
父
親
の
直な

お
は
る温

と
の
積
年
の
対
立
を
知
る
読
者
な
ら
ば
、

こ
の
物
語
の
父
子
に
作
者
自
身
の
現
実
の
父
子
関
係
を
見
る

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

実
は
、
作
者
は
自
作
解
説
「
創
作
餘
談
」
（
５
）

で
、
こ
の

作
品
の
執
筆
動
機
と
自
身
の
父
親
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
清せ

い

兵べ

衛ゑ

と
瓢
箪
」
こ
れ
は
こ
れ
に
似
た
話
を
尾を

の
道み

ち

か
ら
四
國
へ
渡
る
汽
船
の
中
で
人
が
し
て
ゐ
る
の
を
聽

き
、
書
く
氣
に
な
つ
た
。
材
料
は
さ
う
だ
が
、
書
く
動

機
は
自
分
が
小
説
を
書
く
事
に
甚
だ
不
滿
で
あ
つ
た
父

へ
の
私
の
不
服
で
、
…
…

　

｢
材
料｣

は
船
中
の
噂
話
か
ら
得
て
い
る
が
、｢

書
く
動

機｣
は
父
直
温
へ
の｢

不
服｣

で
あ
っ
た
、
と
言
明
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
瓢
箪
を
め
ぐ
る
清
兵
衛
と
父
親
の
関
係
と
、

小
説
家
を
志
す
作
者
と
そ
れ
を
認
め
な
い
父
直
温
の
関
係
が
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重
な
っ
て
見
え
る
と
す
れ
ば
、
も
と
も
と
そ
れ
が
作
者
の
企

図
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
父
子
の
対
立
す
る
図
は
、
作
者
の
企
て
を
俟
つ
ま

で
も
な
く
、
は
じ
め
か
ら
こ
の｢

材
料｣

に
含
ま
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
船
上
で
原
話
に
接
し
た
日
の
夜
、
直
哉
は
道

後
温
泉
で
そ
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
い
る
（
６
）

。    

あ
る
小
供
が
、
二
十
錢
で
瓢
箪
を
買
つ
て
、
そ
れ
を
學

校
へ
持
つ
て
行
つ
た
ら
先
生
に
大
變
叱
ら
れ
て
、
自
家

ま
で
小
言
を
云
ひ
に
來
た
の
だ
さ
う
だ
。
そ
れ
で
其
小

供
は
又
兩
親
か
ら
ヒ
ド
ク
怒
ら
れ
た
。
親
爺
は
大
工
で

追
ン
出
す
と
い
ふ
程
の
騒
ぎ
だ
つ
た
と
い
ふ
。
母
親
は

そ
の
瓢
箪
は
直
ぐ
道
具
屋
に
賣
つ
て
了
ふ
つ
も
り
で
、

持
つ
て
行
つ
た
。
所
が
道
具
屋
が
二
圓
で
引
き
と
ら
う

と
い
つ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
母
親
は
若
し
か
す
る
と
こ

れ
は
餘
程
い
ゝ
物
だ
と
思
つ
て
、
そ
れ
で
は
賣
れ
な
い

と
い
つ
た
。
商
人
は
五
圓
に
上
げ
た
。
横
着
な
母
親
は

そ
れ
で
も
離
さ
な
か
つ
た
、
と（

マ
マ
）う

七
円
ま
で
上
げ
て
漸

く
手
離
し
た
。
中
々
皮
肉
な
話
だ
。

　

原
話
で
は
母
親
の
登
場
回
数
が
父
親
よ
り
は
る
か
に
多

く
、
子
を
叱
り
つ
け
て
取
り
上
げ
た
瓢
箪
の
思
い
が
け
な
い

評
価
か
ら
子
の
類
ま
れ
な
才
能
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う

「
中
々
皮
肉
な
」
展
開
に
も
、
そ
の
「
横
着
な
」
性
格
と
と

も
に
母
親
は
大
い
に
関
与
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
追
ン
出

す
」
と
ま
で
言
う
「
親
爺
」
と
、
言
わ
れ
る
し
か
な
い
「
小

供
」
の
対
照
的
な
関
係
も
確
か
に
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
志
賀
直
哉
が
尾
道
に
向
か
っ
た
の
は
「
本
統
の

小
説
家
」（
７
）

に
な
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
尾
道
で
「
幼

時
か
ら
現
在
ま
で
の
自
傳
的
な
も
の
」
（
８
）

を
書
こ
う
と
し

て
い
た
。
「
自
傳
的
な
も
の
」
と
は
、
も
っ
と
具
体
的
に
い

え
ば
、
「
永
年
の
父
と
の
不
和
を
材
料
と
し
た
も
の
」
（
９
）

で

あ
っ
た
。

　

そ
の
「
父
と
の
不
和
」
の
類
例
が
船
上
で
偶
然
耳
に
し
た

話
の
中
に
挟
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
直
哉
が
そ
れ
に
目
を

向
け
な
い
は
ず
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
、「
讀

賣
新
聞
」
へ
の
執
筆
依
頼
を
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
の
原
話
を｢

材
料｣

に
し
て
書
け
ば
、
直
哉
の
所
期
の
目

的
は
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
、
い
わ
ば
一
石

二
鳥
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
「
父
と
の
不
和
」
は
、
ま
ず
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」

に
お
い
て
清
兵
衛
と
そ
の
父
親
に
仮
託
し
て
間
接
的
に
表
現

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
一
方
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」

と
と
も
に
執
筆
さ
れ
て
い
た
「
暗
夜
行
路
」
、
正
確
に
い
え

ば
「
暗
夜
行
路
草
稿
」
に
は
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
直
接
的
に
描

か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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と
い
う
こ
と
は
、「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
「
暗
夜
行
路
」
は
、

順
当
に
執
筆
が
推
移
す
れ
ば
、
と
も
に
「
父
と
の
不
和
」
と

い
う
モ
チ
ー
フ
の
上
に
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
が
、
完
成
し
た
「
暗
夜
行
路
」
に
は
父
直
温
と
子

の
直
哉
の
対
立
の
構
図
は
見
え
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

二　

「
暗
夜
行
路
」
に
お
け
る
父
子
の
変
容

　

「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
「
暗
夜
行
路
」
（
正
確
に
い
え
ば
「
暗

夜
行
路
草
稿
」
）

は
、
大
正
元
年
初
冬
の
尾
道
で
同
時
に
書
き

始
め
ら
れ
た
、
と
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
は
間
違
い

な
い
の
で
あ
る
が
、
「
暗
夜
行
路
」
に
つ
い
て
は
ま
だ
若
干

の
補
足
説
明
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
と
き
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」

と
同
時
進
行
で
執
筆
し
て
い
た
作
品
の
標
題
は
「
暗
夜
行
路
」

で
は
な
く
、
直
哉
の
「
續
創
作
餘
談
」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

「
時
任
謙
作
」
で
あ
っ
た
（  
10
）

。

私
は
作
品
に
よ
つ
て
、
樂
に
出
來
る
事
も
あ
る
が
、
時
々

随
分
手
古
摺
る
事
が
あ
る
。
「
暗
夜
行
路
」
は
中
で
も

手
古
摺
つ
た
物
と
云
へ
る
が
、
本
統
に
手
古
摺
つ
た
の

は
「
暗
夜
行
路
」
の
前
身
で
あ
る
「
時と

き
た
ふ
け
ん
さ
く

任
謙
作
」
と
い

ふ
所
謂
私

わ
た
く
し
せ
う
せ
つ

小
説
の
時
だ
つ
た
。
大
正
元
年
の
秋
、
尾を

の
道み

ち

に
ゐ
た
頃
か
ら
書
き
出
し
、
三
年
の
夏
ま
で
か
か

つ
て
、
ど
う
し
て
も
物
に
な
ら
な
か
つ
た
。

　

自
身
と
父
直
温
と
の
対
立
を
軸
と
し
た
「
時
任
謙
作
」
と

い
う
標
題
の
自
伝
的
小
説
を
尾
道
で
書
き
始
め
た
の
だ
が
、

う
ま
く
行
か
ず
、
約
二
年
後
に
執
筆
を
あ
き
ら
め
た
と
い
う
。

そ
し
て
そ
の
後
（
「
時
任
謙
作
」
の
内
容
は
可
能
な
か
ぎ
り
受
け
継
ぎ

つ
つ
も
）
、
主
人
公
を
母
と
祖
父
と
の
間
に
生
ま
れ
た
不
義
の

子
と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
る
人
物
と
し
て
仕
立
て
る
と
と
も

に
標
題
も
「
暗
夜
行
路
」
と
改
め
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
自
身
の
体

験
し
た
父
直
温
と
の
不
和
が
描
か
れ
な
い
作
品
へ
と
変
化
し

た
の
で
あ
っ
た
。

　

「
續
創
作
餘
談
」
で
は
、
自
伝
的
小
説
の
「
時
任
謙
作
」

を
放
擲
す
る
こ
と
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
直
哉
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
暗
夜
行
路
」
の
前
身
「
時
任
謙
作
」
は
永
年
の
父
と

の
不
和
を
材
料
と
し
た
も
の
で
、
私
情
を
超
越
す
る
事

の
困
難
が
、
若
し
か
し
た
ら
、
書
け
な
か
つ
た
原
因
で

あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
間
も
な
く
私
は
「
和
解
」

と
い
ふ
小
説
に
書
い
た
や
う
な
経い

き
さ
つ緯

で
、
大
變
氣
持
の

い
い
結
果
で
父
と
和
解
を
し
た
。
和
解
し
て
み
れ
ば
「
時

任
謙
作
」
と
い
ふ
小
説
に
對
す
る
私
の
氣
持
は
變
化
し

て
來
た
。
こ
と
に
父
と
の
不
和
を
「
或
る
男
、
其
姉
の
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死
」
と
い
ふ
弟
の
立
場
で
そ
れ
を
見
る
と
い
ふ
、
比
較

的
公
平
に
批
判
出
來
る
形
で
書
い
て
了
ふ
と
、
「
時
任

謙
作
」
を
今
更
書
き
續
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
氣

持
が
段
々
な
く
な
つ
て
來
た
。
長
篇
を
書
き
た
い
氣
は

あ
つ
て
も
、
今
ま
で
の
主
題
に
は
興
味
が
な
く
な
つ
て

來
た
。

　

ま
た
、
「
暗
夜
行
路
」
で
主
人
公
が
母
と
祖
父
の
不
義
の

子
と
い
う
虚
構
を
導
入
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
前
に
尾
の

道
で
此
長
篇
（
こ
こ
で
は
「
時
任
謙
作
」―

引
用
者
注
）
を
書
き
つ

つ
あ
つ
た
頃
、
讃さ

ぬ
き岐

へ
旅
行
を
し
て
屋や

島し
ま

に
泊
つ
た
晩
、
寢

つ
か
れ
ず
、
色
々
と
考
へ
て
ゐ
る
内
に
、
若
し
か
し
た
ら
自

分
は
父
の
子
で
は
な
く
、
祖
父
の
子
で
は
な
い
か
し
ら
と
い

ふ
想
像
を
し
た
」
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
想
像
し
た
の
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。「
續

創
作
餘
談
」
で
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

私
が
物
心
つ
か
ぬ
頃
、
父
は
釜ふ

山ざ
ん

の
銀
行
へ
つ
と
め
て

ゐ
た
事
が
あ
り
、
ま
た
金
澤
の
高
等
學
校
の
會
計
課
に

つ
と
め
て
ゐ
た
事
が
あ
り
、
し
か
も
其
時
私
の
母
は

東
京
に
殘
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
に
、
私
が
十
三
の
時
に

三
十
三
で
亡
く
な
つ
た
母
の
枕

ま
く
ら
も
と

頭
で
、
祖
父
が
「
何
も

本
統
に
樂
し
い
と
云
ふ
事
を
知
ら
さ
ず
、
死
な
し
た
の

は
可
哀
想
な
こ
と
を
し
た
」
と
聲
を
出
し
て
泣
い
た
。

父
は
其
時
泣
か
な
か
つ
た
。
此
印
象
は
後の

ち

ま
で
私
に
殘

つ
て
ゐ
て
、
父
に
對
す
る
反
感
に
な
つ
て
ゐ
た
が
、
自

分
が
若
し
か
し
た
ら
祖
父
の
子
で
は
な
い
か
し
ら
と
云

ふ
想
像
を
す
る
と
、
か
う
云
ふ
記
憶
が
全
く
別
な
意
味

を
も
つ
て
私
に
甦

よ
み
が
へつ

て
來
た
。

　

自
伝
的
小
説
「
時
任
謙
作
」
は
、
当
然
直
哉
自
身
の
体
験

に
基
づ
い
て
書
か
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
「
暗
夜
行

路
」
と
改
題
し
、
不
義
の
子
と
い
う
、
自
身
と
は
ま
っ
た
く

異
な
る
境
遇
の
主
人
公
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ

が
、
そ
の
虚
構
の
発
端
は
、
や
は
り
想
像
と
し
て
実
際
に
自

身
の
身
の
上
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
い
で
に
も
う
少
し
直
哉
自
身
の
語
る
「
時
任
謙
作
」
か

ら
「
暗
夜
行
路
」
へ
の
「
移
轉
」
の
経
緯
を
拾
っ
て
お
こ
う
。

こ
れ
も
「
續
創
作
余
談
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

月
夜
の
屋
島
の
淋
し
い
宿
で
寢
つ
か
れ
ぬ
ま
ま
に
私
が

し
た
想
像
は
如
何
に
も
馬
鹿
氣
た
も
の
だ
つ
た
。
翌よ

く
て
う朝

起
き
た
時
に
は
自
身
そ
れ
を
如
何
に
も
馬
鹿
々
々
し
く

感
じ
た
が
、
私
は
我あ

孫び

子こ

で
今
は
用
の
な
く
な
つ
た
書

き
か
け
の
長
篇
を
想
ひ
な
が
ら
不
圖
此
事
を
憶
ひ
出

し
、
さ
う
い
ふ
境
遇
の
主
人
公
に
し
て
、
そ
れ
を
主
人

公
自
身
だ
け
知
ら
ず
に
ゐ
る
事
か
ら
起
る
色
々
な
苦
み

を
書
い
て
み
よ
う
と
想
ひ
つ
い
た
。
此
想
ひ
つ
き
が
「
時
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任
謙
作
」
か
ら
「
暗
夜
行
路
」
へ
の
移
轉
と
な
つ
た
。

　

年
譜
に
は
、
直
哉
の
尾
道
時
代
に
あ
た
る
大
正
二
年
二
月

の
項
に
、
「
氣
分
轉
換
の
た
め
琴
平
、
高
松
、
屋
島
を
旅
行
」

と
あ
る
が
、
「
月
夜
の
屋
島
の
淋
し
い
宿
で
寢
つ
か
れ
ぬ
ま

ま
に
私
が
し
た
想
像
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
旅
で
の
出
来
事

で
あ
ろ
う
。

　

繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
「
大
正
元
年
の
秋
、
尾を

の
道み

ち

に
ゐ
た
頃
か
ら
書
き
出
し
、
三
年
の
夏
ま
で
か
か
つ
て
、
ど

う
し
て
も
物
に
な
ら
な
か
つ
た
」
の
は
、
厳
密
に
い
う
な
ら
、

「
暗
夜
行
路
」で
は
な
く
「
時
任
謙
作
」で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
千
光
寺
山
の
棟
割
長
屋
の
一
室
に
お
い
て
、
「
清
兵
衛

と
瓢
箪
」
と
同
時
進
行
で
書
か
れ
て
い
た
の
は
、「
時
任
謙
作
」

の
草
稿
で
あ
っ
た
。

　

（
現
在
「
時
任
謙
作
」
を
書
く
た
め
の
草
稿
も
、
「
暗
夜
行

路
」
を
書
く
た
め
の
草
稿
も
一
緒
に
し
て
「
暗
夜
行
路
草
稿
」

と
呼
ん
で
い
る
が
、
や
や
紛
ら
わ
し
い
呼
称
と
言
わ
ね
ば
な

る
ま
い
。
）

三　

「
暗
夜
行
路
草
稿
」
と
「
暗
夜
行
路
」
に
お
け
る

直
温
と
直
哉

　

「
暗
夜
行
路
」
は
、
自
伝
的
な
長
編
を
書
こ
う
と
し
て
書

き
始
め
ら
れ
た
小
説
で
あ
る
。

　

こ
の
「
暗
夜
行
路
」
の
草
稿
は
、
全
集
を
編
纂
す
る
際
、「
暗

夜
行
路
草
稿
」
と
命
名
さ
れ
、
お
お
よ
そ
の
執
筆
時
期
と
そ

の
内
容
に
よ
っ
て
36
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ

の
36
の
「
暗
夜
行
路
草
稿
」
の
う
ち
、
１
か
ら
27
を
「
時
任

謙
作
草
稿
」
、
「
暗
夜
行
路
」
と
い
う
標
題
が
は
じ
め
て
出
現

す
る
（
実
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
「
時
任
謙
作
」
と
い
う
名
の

主
人
公
も
登
場
す
る
の
だ
が
）
28
か
ら
36
を
「
暗
夜
行
路
草

稿
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
直
哉
本
人

の
言
葉
に
従
っ
た
分
割
で
あ
る
。

　

自
伝
的
な
も
の
と
し
て
書
き
始
め
ら
れ
た
「
時
任
謙
作
草

稿
」
は
、
果
た
し
て
、
「
暗
夜
行
路
」
の
中
に
生
か
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
で
い
う
「
時
任
謙
作

草
稿
」
か
ら
父
と
子
の
関
係
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
出
来
事

を
抜
き
出
し
、
そ
れ
が
「
暗
夜
行
路
」
の
中
に
見
ら
れ
る
か

ど
う
か
、
表
に
ま
と
め
て
み
た
。
表
は
直
哉
が
尾
道
到
着
を

境
と
し
て
、
到
着
前
と
到
着
後
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
ま

た
、
直
哉
の
日
記
や
年
譜
を
参
考
に
し
て
、
直
哉
の
年
齢
を

追
う
形
で
ま
と
め
て
あ
る
。

　

表
の
一
番
上
に
は
通
し
番
号
を
付
し
て
い
る
。
次
の
「
年

齢
（
年
月
）
」
の
欄
に
は
そ
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
時
点
の

直
哉
の
年
齢
を
、
そ
の
次
の
「
出
来
事
」
の
欄
に
は
日
記
や
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年
譜
に
見
ら
れ
る
出
来
事
を
書
い
た
。
そ
の
下
の
「
概
要
」

に
出
来
事
の
概
略
を
、
ま
た
、
「
時
任
謙
作
草
稿
」
の
欄
に

は
そ
の
出
来
事
が
草
稿
内
の
ど
こ
に
見
ら
れ
る
か
を
書
き
入

れ
た
。
一
番
下
の
「
「
暗
夜
行
路
」
へ
の
移
行
の
有
無
」
の

欄
に
は
、
「
暗
夜
行
路
」
に
そ
の
出
来
事
が
見
ら
れ
た
場
合

は
○
を
、
見
ら
れ
な
い
場
合
は
×
を
記
入
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
表
に
従
っ
て
草
稿
と
「
暗
夜
行
路
」
の
違
い
を

見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

尾
道
到
着
以
前
の
出
来
事

年
齢

(

年
月)
出
来
事

概　

要

「
時
任
謙
作
草
稿
」

「
暗
夜
行
路
」
へ

の
移
行
の
有
無

①

幼
少
期

父
と
相
撲
を
と
る

父
は
負
け
て
く
れ
ず
、
帯
で
縛

ら
れ
る
。
そ
ん
な
父
が
「
父
」

に
見
え
な
く
な
り
、
大
声
で
泣

い
て
し
ま
う
。

草
稿
27

436
頁
16
行
目
～
437
頁
７
行
目

○

②

青
少
年
期

作
家
に
な
る
こ
と

を
決
め
る

父
と
同
じ
よ
う
な
仕
事
に
就
こ

う
と
し
て
い
た
が
、
作
家
に
な

る
こ
と
を
決
め
る
。

草
稿
13

230
頁
16
行
目
～
231
頁
15
行
目

草
稿
21

416
頁
14
行
目
～
417
頁
１
行
目

×

③

二
十
三
歳

（
明
治
39
年

８
月
）

洋
服
屋
で
服
を
作

る

父
に
黙
っ
て
、
高
い
と
言
わ
れ

て
い
た
洋
服
屋
で
制
服
や
外
套

を
作
る
。
そ
れ
を
父
に
と
が
め

ら
れ
る
。
「
彼
」
も
す
ぐ
に
喧
嘩

腰
に
な
る
。

草
稿
２

39
頁
３
行
目
～
40
頁
13
行
目

草
稿
13

244
頁
１
行
目
～
６
行
目

×
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④

二
十
四
歳

（
明
治
40
年

９
～
10
月
）

女
中
と
の
結
婚
に

反
対
さ
れ
る

信
行
は
自
家
に
い
た
女
中
、
千

代
と
結
婚
し
よ
う
と
し
た
が
、

父
は
ど
う
し
て
も
許
さ
な
か
っ

た
。

草
稿
２

36
頁
後
ろ
か
ら
11
行
目
～
後

ろ
か
ら
10
行
目

草
稿
13

231
頁
16
行
目
～
232
頁
１
行
目

×

⑤

二
十
四
歳

（
明
治
40
年

９
～
１
月
頃
）

父
と
鉄
道
会
社
従

業
員
が
対
立
す
る

父
と
鉄
道
会
社
の
社
長
が　

受

け
取
る
金
が
多
い
の
で
は
な
い

か
、
と
使
用
人
た
ち
が
自
家
に

押
し
か
け
、
父
に
抗
議
す
る
。

女
中
と
の
結
婚
で
も
め
て
い
た

時
期
だ
っ
た
が
、
使
用
人
が
父

に
暴
力
を
振
る
わ
な
い
か
と
父

の
身
を
案
じ
る
。

草
稿
２

36
頁
後
ろ
か
ら
10
行
目
～
38

頁
６
行
目

草
稿
13

278
頁
11
行
目
～
279
頁
９
行
目

×

⑥

二
十
九
歳

（
大
正
元
年

10
月
24
日
）

本

の

出

版

を

め

ぐ
っ
て
父
と
対
立

す
る

本
を
出
版
す
る
旨
を
伝
え
に
父

の
と
こ
ろ
に
行
く
。
小
説
を
書

く
こ
と
を
馬
鹿
に
さ
れ
る
。
自

活
の
提
案
を
さ
れ
、
承
諾
す
る
。

草
稿
２

23
頁
７
行
目
～
24
頁
17
行
目

草
稿
14

316
頁
後
ろ
か
ら
９
行
目
～
322

頁
13
行
目

×

⑦

二
十
九
歳

（
大
正
元
年

10
月
25
日
）

自
活
す
べ
く
家
を

出
る

父
か
ら
受
け
取
っ
た
小
切
手
の

お
金
を
引
き
出
し
て
「
彼
」
は

家
を
出
る
。
母
は
父
の
留
守
に

出
る
こ
と
を
止
め
た
が
、
「
彼
」

は
早
く
出
た
く
て
た
ま
ら
な

か
っ
た
。

草
稿
２

28
頁
後
ろ
か
ら
12
行
目
～
28

頁
後
ろ
か
ら
７
行
目

×
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⑧

二
十
九
歳

（
大
正
元
年

10
月
30
日
）

実
家
を
出
た
後
の

父
の
反
応
を
聞
く

自
分
が
出
て
行
っ
た
後
に
気
落

ち
し
て
い
た
と
い
う
父
の
様
子

を
聞
い
て
、
動
揺
す
る
。

草
稿
２

31
頁
３
行
目
～
32
頁
８
行
目

×

尾
道
到
着
後
の
出
来
事

○
大
正
元
年
11
月
10
日
：
尾
道
に
着
く

年
齢

(

年
月)
出
来
事

概　

要

「
時
任
謙
作
草
稿
」

「
暗
夜
行
路
」
へ

の
移
行
の
有
無

①

二
十
九
歳

（
大
正
元
年

11
月
頃
）

実
家
か
ら
の
手
紙

で
父
の
気
持
ち
を

知
る

父
は
「
私
」
が
尾
道
で
仕
事
せ

ず
に
い
い
か
げ
ん
な
日
々
を

送
っ
て
い
る
こ
と
を
不
快
に
感

じ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
不
快

に
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
「
私
」

を
苛
立
た
せ
た
。

草
稿
５

70
頁
13
行
目
～
71
頁
３
行
目

×

②

二
十
九
歳

（
大
正
元
年

11
月
頃
）

友
人
か
ら
の
手
紙

で
父
の
気
持
ち
を

知
る

「
私
」
の
元
へ
、
友
達
か
ら
手

紙
が
来
る
。
そ
の
内
容
は
、
父

が
「
私
」
の
帰
宅
を
望
ん
で
い

る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
父

と
深
く
親
交
を
も
っ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
小
さ
な
好
意
に

も
う
れ
し
さ
を
覚
え
た
。

草
稿
５

71
頁
13
行
目
～
72
頁
６
行
目

×

　

（
「
草
稿
」
本
文
の
頁
・
行
は
、
す
べ
て
『
志
賀
直
哉
全
集
』
補
巻
三
（
岩
波
書
店
、
平
成
13
年
10
月
）
に
よ
る
。
）
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こ
の
表
に
見
え
る
よ
う
に
、

初
に
挙
げ
た
相
撲
を
取
る

話
（
到
着
前
の
①
）
は
、
草
稿
と
「
暗
夜
行
路
」
の
両
方
に

あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
出
来
事
（
到
着
前
の
②
～
⑧
、
到
着

後
の
①
②
）
は
、
草
稿
に
あ
る
も
の
が
「
暗
夜
行
路
」
に
は

全
く
出
現
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

例
外
と
し
て
、
父
直
温
と
の
相
撲
の
話
が
「
暗
夜
行
路
」

の
序
詞
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
主

人
公
時
任
謙
作
と
実
の
父
で
は
な
い
父
と
の
間
の
出
来
事
で

あ
っ
た
。
序
詞
で
は
そ
う
し
た
父
子
関
係
で
あ
る
こ
と
の
伏

線
と
な
っ
て
い
る
が
、
直
哉
自
身
が
父
直
温
に
対
し
て
父
親

と
し
て
親
し
め
な
い
気
持
ち
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
生
か
さ

れ
た
形
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
大
正
元
年
に
尾
道

で
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
「
時
任
謙
作
草
稿
」
だ
が
、
直
哉
は

大
正
六
年
に
父
親
と
和
解
し
、
当
初
目
指
し
て
い
た
、
父
と

の
不
和
を
含
む
自
伝
的
な
作
品
を
書
く
こ
と
が
難
し
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
主
人
公
が
母
と
祖
父
の
不
義
の
子

で
あ
る
と
い
う
設
定
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
十
二
年
、

「
暗
夜
行
路
」
を
完
成
さ
せ
た
。
父
と
の
関
係
を
描
い
て
い

た
「
時
任
謙
作
草
稿
」
で
の
出
来
事
は
、
「
暗
夜
行
路
」
に

お
け
る
親
子
の
関
係
の
中
で
は
そ
の
ま
ま
生
か
す
こ
と
が
難

し
い
た
め
「
暗
夜
行
路
」
に
移
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　

で
は
、
父
と
の
対
立
を
描
い
た
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
、

対
立
が
描
か
れ
な
か
っ
た
「
暗
夜
行
路
」
の
間
に
は
、
共
通

点
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

（
本
章
の
執
筆
は
、
五
十
嵐
景
子
、
荻
巣
健
人
、
瀬
島
紘
久
、

中
村
綾
子
に
よ
る
。
）

四　

「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
「
暗
夜
行
路
」
の
接
点

 
 

当
初
、「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
「
暗
夜
行
路
」
の
両
作
品
上

に
展
開
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
「
父
と
の
不
和
」
と
い
う
モ

チ
ー
フ
は
、「
暗
夜
行
路
」
に
お
け
る
父
子
関
係
の
変
容
に
よ
っ

て
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
に
の
み
表
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

年
譜
に
も
見
え
る
直
温
と
直
哉
の
顕
著
な
対
立
は
、
前
章
で

見
た
よ
う
に
、「
暗
夜
行
路
草
稿
」
に
、
つ
ま
り
「
時
任
謙
作

草
稿
」
に
は
写
さ
れ
て
い
た
が
、
小
さ
な
例
外
（  
11
）

は
あ
る

も
の
の
、
「
暗
夜
行
路
」
で
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
「
暗
夜
行
路
」
の
接
点
は
、

も
は
や
ど
こ
に
も
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
い
や
、
両
作
品
に
は
別
の
看
過
で
き
な
い
重
要

な
接
点
が
あ
る
。

　

「
暗
夜
行
路
草
稿
２
」
（「
尾
の
道
に
行
く
ま
で
の
事
」）
（  
12
）

か
ら
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抜
き
出
し
た
一
葉
（
12
頁
～
13
頁
に
掲
出
）
に
注
目
し
た
い
。

　

こ
の
一
葉
を
翻
字
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
彼
は
又
そ
の
空
想
か
ら
色
々
な
事
に
肯
定
的
な
考
へ

が
持
て
た
。
彼
は
各
國
の
軍
事
上
の
不
愉
快
な
惡
い
發

達
す
ら
）
も
、
人
類
の
其
の
意
志
の
一
つ
の
現
は
れ
か

も
知
れ
な
い
と
考
へ
た
。
そ
れ
が
結
末
で
ど
う
い
ふ
効

果
を
お
さ
め
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
氣
が
し
て
來

た
。
そ
れ
か
ら
藝
術
上
で
も
社
會
上
で
も
時
々
起
る
突

飛
な
新
し
い
運
動
、
そ
れ
ら
も
そ
れ
自
身
を
一
つ

く

評
價
す
る
前
に
人
類
の
其
意
志
か
ら
出
た
現
は
れ
の
一

つ
と
し
て
見
る
時
に
大
概
好
意
が
持
て
る
と
思
つ
た
。

彼
は
前
よ
り
も
科
學
を
尊
敬
す
る
氣
に
な
つ
た
。
そ
れ

か
ら
思
想
は
そ
の
水
先
案
内
だ
と
考
へ
た
。
そ
れ
か
ら

藝
術
の
意
義
も
其
所
に
認
め
た
。
そ
れ
は
思
想
に
暗
示

を
與
へ
る
。
そ
れ
か
ら
病
的
な
事
、
夢
想
的
な
事
も
尊

重
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
た
。
そ
れ
は
普
通
の
思

考
の
道
で
は
飛
び
上
が
れ
な
い
所
に
飛
び
上
っ
て
或
る

暗
示
を
す
る
。
か
う
考
へ
た
。

（
以
下
抹
消
部
。
原
稿
用
紙
の
欄
外
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
「
ト
ル
」

と
い
う
指
示
の
あ
る
部
分
を
囲
み
の
中
に
入
れ
た
。
全
集
の
本
文
で

は
、
〔
原
稿
七
行
抹
消
〕
と
あ
る
。―

引
用
者
注
）

　

結
局
男
は
仕
事
、
女
は
子
を
生
む
事
、
を
力
強
く
完

全
に
仕
遂
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
た
。
而
し
て
何
が
惡

事
だ
と
云
つ
て
、
そ
の
意
志
を
妨
げ
や
う
と
す
る
位
の

惡
事
は
な
い
と
考
へ
た
。
か
う
考
へ
た
彼
は
直
ぐ
己
れ

に
對
す
る
父
の
や
り
方
を
頭
に
浮
べ
て
ゐ
た
。
彼
は
彼

が
仕
や
う
と
す
る
何
へ
で
も
殆
ど
理
由
な
く
父
が
出
て

來
て
前
へ
立
ち
ふ
さ
が
る
や
う
な
事
を
す
る
の
に
對
し

て
左
う
考
へ
た
。

　

こ
の
一
葉
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
は
、
こ
れ
以
前
の

数
葉
を
ふ
く
め
、
「
暗
夜
行
路
」
前
編
（
第
一
ノ
九
）

に
あ
る

主
人
公
時
任
謙
作
の
日
記
の
内
容
と
合
致
し
て
い
る
。
こ
の

日
記
で
時
任
謙
作
は
、
人
類
が
地
球
環
境
の
変
化
に
よ
り
や

が
て
は
滅
亡
す
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
運
命
に
逆
ら
っ
て
人
類
の

幸
福
と
存
続
の
た
め
に
大
い
に
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
も
と

も
と
、こ
の
「
暗
夜
行
路
草
稿
２
」（
「
尾
の
道
に
行
く
ま
で
の
事
」
。

正
確
に
い
え
ば
、「
時
任
謙
作
草
稿
」
）
に
お
け
る
彼
（
＝
順
吉
）
の
考

え
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
直
哉
自
身
の
考
え
で
あ
っ
た
。
「
暗

夜
行
路
」
と
の
繋
が
り
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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本
頁
（
１
２
頁
）
と
次
頁
（
１
３
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
暗
夜
行
路
」
草
稿
２
の
画
像
は
閲
覧
で
き
ま
せ
ん
。 

 
本
稿
の
広
島
県
大
学
共
同
リ
ポ
ジ
ト
リ
へ
の
登
録
は
、
著
作
権
継
承
者
で
あ
る
志
賀
道
哉
氏
の
ご
承
諾
を
得
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
の
よ
ん
ど
こ
ろ

な
い
事
由
に
よ
り
、
こ
の
部
分
の
登
録
は
差
し
控
え
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
あ
し
か
ら
ず
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 

本
稿
の
画
像
を
含
む
全
文
を
掲
載
し
た
『
尾
道
文
学
談
話
会
会
報
』
第
４
号
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
左
記
に
お
知
ら
せ
下
さ
い
。
残
部
の
あ
る
か
ぎ

り
、
無
償
で
お
わ
け
し
ま
す
。
（
送
料
着
払
い
） 

 
 

 

〒
七
二
二
ー
八
五
〇
六 

 
 

 

尾
道
市
久
山
田
町
一
六
〇
〇
番
地
二 

 
 

 
 

 

尾
道
市
立
大
学
芸
術
文
化
学
部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
本
文
学
科
研
究
室 

              



 



　

同
様
に
こ
の
部
分
が
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
へ
も
繋
が
っ
て

ゆ
く
こ
と
は
、
「
結
局
男
は
仕
事
、
女
は
子
を
生
む
事
」
か

ら
始
ま
る
抹
消
部
（

  
13
）

に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
「
彼
が
仕
や
う
と
す
る
何
へ
で
も
殆
ど
理
由
な
く
父

が
出
て
來
て
前
へ
立
ち
ふ
さ
が
る
や
う
な
事
を
す
る
」
と
あ

る
が
、
こ
れ
は
男
の
「
仕
事
」
を
妨
げ
る
存
在
を
直
哉
自
身

の
体
験
か
ら
具
体
的
に
例
示
し
た
も
の
で
あ
り
、こ
の
彼
（
＝

順
吉
）

は
ま
さ
に
直
哉
自
身
で
あ
り
、
父
と
い
う
の
は
間
違

い
な
く
直
哉
の
父
・
直
温
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
男
の
「
仕
事
」

は
人
類
の
意
志
の
顕
現
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
妨
げ
て
き
た
父
・

直
温
の
行
為
は
人
類
に
と
っ
て

大
の
「
惡
事
」
だ
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

　

直
哉
が
尾
道
で
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
前
述
し
た
よ

う
に
、
「
幼
時
か
ら
現
在
ま
で
の
自
傳
的
な
も
の
」
で
あ
り
、

「
永
年
の
父
と
の
不
和
を
材
料
と
し
た
も
の
」
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
「
彼
（
＝
直
哉
）
が
仕
や
う
と
す
る

何
へ
で
も
殆
ど
理
由
な
く
父
（
＝
直
温
）
が
出
て
來
て
前
へ
立

ち
ふ
さ
が
る
や
う
な
事
を
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
い
う
物
語
に
潜
む

も
う
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
な
の
で
あ
る
。

　

「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
の

後
に
「
然
し
彼
の
父
は
も
う
そ

ろ

く
彼
の
繪
を
描
く
事
に
も
叱
言
を
言
ひ
出
し
て
來
た
」

と
い
う
一
文
が
あ
る
の
も
、
こ
の
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
原
話
に
沿
っ
た
瓢
箪
だ
け
の
物
語
に
せ

ず
、
絵
を
描
く
こ
と
に
も
父
の
妨
害
を
加
え
た
の
は
、
「
彼

が
仕
や
う
と
す
る
何
へ
で
も
殆
ど
理
由
な
く
父
が
出
て
來
て

前
へ
立
ち
ふ
さ
が
る
や
う
な
事
を
す
る
」
と
い
う
父
の
あ
り

方
を
よ
り
近
似
的
に
表
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

た
だ
し
、
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
は
た
ん
に
父
に
対
す
る
不

服
を
述
べ
、
父
の
行
為
を
男
の
「
仕
事
」
を
妨
げ
る

大
の

「
惡
事
」
と
し
て
糾
弾
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
作
品
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
こ
の
作
品
で
は
、
清
兵
衛
の
「
仕
事
」
を
妨

げ
る
も
の
と
し
て
「
叱
言
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
先
に
挙
げ
た

後
の
一
文
に
あ
る
父
の
「
叱
言
」

に
留
ま
ら
な
い
。
教
員
に
よ
る
「
叱
言
」
も
母
親
の
「
叱
言
」

も
あ
り
、
清
兵
衛
の
「
仕
事
」
は
こ
れ
ら
三
者
の
「
叱
言
」

に
よ
っ
て
包
囲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
仕
事
」
の
妨
げ

る
も
の
を
父
親
の
み
に
限
定
せ
ず
に
分
散
し
て
い
る
点
を
見

逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
も
し
、
父
親
に
不
服
を
述
べ
、
そ
の

悪
事
を
糾
弾
す
る
つ
も
り
な
ら
ば
、
「
叱
言
」
の
分
散
は
得

策
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
結
末
部
に
は
、
次
の
よ
う
な
字
句
も
挟
ま
れ
て
い
る
。
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…
…
清
兵
衛
は
今
、
繪
を
描
く
事
に
熱
中
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
が
出
來
た
時
に
彼
に
は
も
う
教
員
を
怨
む
心
も
、

十
あ
ま
り
の
愛
瓢
を
玄
能
で
破わ

つ
て
了
つ
た
父
を
怨
む

心
も
な
く
な
つ
て
居
た
。

　

新
た
な
「
仕
事
」
に
向
か
う
こ
と
で
周
囲
の
妨
害
を
過
去

の
も
の
と
し
て
超
越
し
て
い
く
清
兵
衛
は
た
く
ま
し
さ
を
感

じ
さ
せ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
仕
事
」
の
遂
行
を
妨
げ
る
、
本

来
な
ら
恨
み
に
思
う
は
ず
の
人
物
を
教
員
と
父
の
二
者
に
広

げ
、
父
に
限
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
こ
れ
ま
で
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
は
、
「
書
く
動
機

は
自
分
が
小
説
を
書
く
事
に
甚
だ
不
滿
で
あ
つ
た
父
へ
の
私

の
不
服
で
」
と
い
う
作
者
自
身
の
発
言
を
重
く
見
、
い
わ
ば

作
者
を
取
り
巻
く
個
人
的
事
象
の
範
囲
で
多
く
解
さ
れ
て
き

た
。
だ
が
、
い
ま
前
掲
の
一
葉
に
よ
っ
て
、
そ
の
個
人
的
事

象
も
実
は
「
男
は
仕
事
」
と
い
う
、
人
類
の
共
有
す
べ
き

課
題
に
対
す
る
妨
げ
の
一
例
で
し
か
な
い
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
人
類
の
本
務
の
一
つ
、
「
男
は
仕
事
」
を
清
兵

衛
を
通
し
て
表
現
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
「
小
説
を
書
く
事
に

甚
だ
不
滿
で
あ
つ
た
父
へ
の
私
の
不
服
」
と
は
異
な
る
、
は

る
か
に
次
元
の
高
い
、
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
を
「
書
く
動
機
」

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

大
正
元
年
初
冬
、
千
光
寺
山
の
棟
割
長
屋
で
書
き
始
め
ら

れ
た
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
「
暗
夜
行
路
」
。
や
は
り
両
者

を
繋
ぐ
接
点
が
あ
っ
た
。

　

端
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
「
暗
夜
行
路
草
稿
２
」
（
「
尾
の

道
に
行
く
ま
で
の
事
」
）
に
含
ま
れ
る
「
結
局
男
は
仕
事
、
女
は

子
を
生
む
事
、
を
力
強
く
完
全
に
仕
遂
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と

い
う
表
現
に
集
約
さ
れ
て
い
る
（  
14
）

。
こ
れ
は
、
人
類
と
し

て
各
人
は
何
を
な
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
解
答

で
あ
る
。
「
暗
夜
行
路
」
で
は
、「
女
は
生
む
事
。
男
は
仕
事
」

と
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
そ
れ
は
「
人
類
の

爲
め
」
に
な
す
べ
き
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て

い
る
。女

は
生
む
事
。
男
は
仕
事
。
そ
れ
が
人
間
の
生
活
だ
。

人
間
が
未
だ
發
達
し
な
い
時
代
に
は
男
の
仕
事
は
、
自

分
の
一
家
族
、
自
分
の
一
部
落
の
幸
福
の
爲
め
に
働
け

ば
よ
か
つ
た
。
そ
れ
が
段
々
發
達
し
て
、
一
部
落
の
輪

が
大
き
く
な
つ
た
。
日
本
な
ら
男
は
其
藩
の
爲
に
働
く

事
で
仕
事
の
本
能
を
滿
足
さ
せ
て
居
た
。
そ
れ
が
一
國

の
爲
め
、
一
民
族
の
爲
め
、
そ
し
て
人
類
の
爲
め
と
い

ふ
風
に
な
つ
た
。
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著
者
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
家
族
内
の
こ
と
や
ま
し
て
や

父
子
関
係
で
は
な
い
の
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
の
方
は
、
「
男
は
仕
事
、
女
は
子
を
生

む
事
」
か
ら
特
に
「
男
は
仕
事
」
を
取
り
出
し
、
そ
の
意
義

を
一
人
の
少
年
に
託
し
て
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
瓢
箪
に

向
か
い
、
あ
る
い
は
絵
画
に
向
か
い
、
ど
の
よ
う
な
妨
げ
に

遭
お
う
と
も
「
仕
事
」
を
追
求
し
て
い
く
清
兵
衛
は
、
あ
る

べ
き
男
の
姿
、
直
哉
の
理
想
の
人
物
を
寓
し
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

後
に
、
一
言
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　

「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
「
暗
夜
行
路
」
を
結
ぶ
「
男
は
仕
事
、

女
は
子
を
生
む
事
」
は
、
人
類
と
し
て
各
人
は
何
を
な
す
べ

き
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
も

と
も
と
こ
の
問
い
と
答
え
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
発
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。

　

ト
ル
ス
ト
イ
は
そ
の
『
男
女
観
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
（  
15
）

。

…
…
凡
そ
人
道
の
貢
献
は
自
か
ら
分
れ
て
二
種
類
あ

り
。
一
は
人
類
幸
福
の
増
加
に
し
て
、
一
は
人
類
の
持

續
是
な
り
。
前
者
は
主
と
し
て
男
子
の
司
る
べ
き
所
な

る
が
故
に
後
者
の
可
能
力
を
欠
き
後
者
は
専
ら
女
子
の

任
た
る
が
故
に
ひ
と
り
之
に
適
す
る
の
性
を
帯
ぶ
。

　

ま
た
、
『
我
等
何
を
爲
す
べ
き
乎
』
で
は
、
次
の
よ
う
に

も
言
っ
て
い
る
（  
16
）

。

神
に
對
す
る
女
の
奉
仕
は
、
主
と
し
て
又
ほ
と
ん
ど
専

ら
、
子
を
生
む
こ
と
に
よ
つ
て
成
り
立
つ
て
居
る
（
そ

れ
は
彼
の
女
を
除
い
て
は
そ
れ
を
爲
し
得
な
い
か
ら
で

あ
る
）
。
男
は
仕
事
に
依
て
の
み
神
や
其
の
同
胞
に
奉

仕
す
る
様
に
召
命
さ
れ
て
居
る
。
（
傍
線
引
用
者
）

　

約
め
て
傍
線
部
の
み
唱
え
れ
ば
、
「
女
は
生
む
事
。
男
は

仕
事
」
（
「
暗
夜
行
路
」
前
編
第
一
ノ
九
）
と
な
る
の
は
偶
然
に
し

て
も
、
こ
の
字
句
の
淵
源
が
ト
ル
ス
ト
イ
に
あ
る
の
は
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
ト
ル
ス
ト
イ
と
「
暗
夜
行
路
」
の
関
わ
り
に
つ

い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
）

　

志
賀
直
哉
が
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
「
暗
夜
行
路
」
（
正

確
に
い
え
ば
「
時
任
謙
作
草
稿
」
）

を
執
筆
し
て
い
た
大
正
元

（
一
九
一
二
）
年
初
冬
の
千
光
寺
山
。
そ
の
棟
割
長
屋
の
一
室

に
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
（
一
八
二
八
～
一
九
一
〇
）
が
同
席
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

注（
１
） 

両
者
は
執
筆
に
要
し
た
時
間
を
見
て
も
対
照
的
で
あ
る
。「
清
兵
衛

と
瓢
箪
」
は
原
話
と
の
出
合
い
か
ら
約
一
ヶ
月
半
で
翌
年
元
日
の
『
讀
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賣
新
聞
』
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、「
暗
夜
行
路
」
は
尾
道
で
草
稿

の
執
筆
を
開
始
す
る
大
正
元
年
11
月
か
ら
『
改
造
』
の
昭
和
12
年
４

月
号
で
の
完
成
ま
で
に
二
十
四
年
余
り
と
い
う
気
の
遠
く
な
る
よ
う

な
年
月
を
要
し
て
い
る
。

（
２
） 

「
謙
作
の
追
憶
」
（
『
新
潮
』
第
32
巻
第
１
号
、
大
正
９
年
１
月
）
に

よ
る
。
「
暗
夜
行
路
」
の
序
詞
「
主
人
公
の
追
憶
」
の
部
分
は
、
短

編
小
説
「
謙
作
の
追
憶
」
と
し
て
、
『
改
造
』
誌
で
の
連
載
が
始
ま

る
ち
ょ
う
ど
一
年
前
に
『
新
潮
』
誌
に
発
表
さ
れ
た
。
「
謙
作
の
追

憶
」
で
は
、
謙
作
は
「
母
と
祖
父
と
の
不
義
の
兒
」
で
あ
る
と
そ

の
出
生
の
秘
密
が
前
書
き
で
明
か
さ
れ
て
い
る
。

（
３
） 

厳
密
に
い
え
ば
、
こ
の
時
書
い
て
い
た
の
は
「
暗
夜
行
路
」
の
前

身
で
あ
る
「
時
任
謙
作
」
と
い
う
自
伝
的
小
説
で
あ
っ
た
。
詳
細

は
後
述
す
る
。

（
４
） 

三
軒
の
棟
割
長
屋
の
各
戸
は
、
南
か
ら
六
畳
と
三
畳
の
和
室
と
土

間
と
い
う
構
成
で
あ
っ
た
。
志
賀
直
哉
が
住
ん
だ
の
は
こ
の
三
軒

長
屋
の
東
端
の
一
軒
で
あ
る
が
、
執
筆
に
使
用
し
た
部
屋
は
瀬
戸

内
海
を
望
む
南
の
六
畳
間
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
棟
割
長
屋
は
現
存

し
て
お
り
、
現
在
「
志
賀
直
哉
旧
居
」
と
し
て
尾
道
市
が
管
理
し
、

公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
５
） 

「
創
作
餘
談
」
（
『
改
造
』
第
10
巻
第
７
号
、
昭
和
３
年
７
月
、
『
志

賀
直
哉
全
集
』
第
８
巻
所
収
）

（
６
） 

「
暗
夜
行
路
草
稿
４
」
（
『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
６
巻
）
。
な
お
、
こ

の
原
話
を
ふ
く
む
「
暗
夜
行
路
草
稿
４
」
の
画
像
は
「
『
暗
夜
行
路

草
稿
４
』
の
影
印
と
翻
字
」
（
『
尾
道
文
学
談
話
会
会
報
』
第
２
号
、

平
成
23
年
12
月
）
に
収
録
し
て
い
る
。

（
７
） 

「
稲
村
雑
談(

二)

」
（
『
作
品
』
第
２
号
、
昭
和
23
年
11
月
、
『
志

賀
直
哉
全
集
』
第
８
巻
所
収
）
に
、

尾
ノ
道
へ
行
つ
た
の
も
實
に
偶
然
で
、
そ
の
前
、
何
の
事
で

あ
つ
た
か
父
と
衝
突
し
た
時
、
父
が
貴
様
は
小
説
な
ど
を
書

い
て
ゐ
て
、
一
體
ど
う
い
ふ
人
間
に
な
る
つ
も
り
だ
と
い
ふ

か
ら
、
馬ば

琴き
ん

で
も
小
説
家
で
す
、
然
し
あ
ん
な
の
は
極
く
下

ら
な
い
小
説
家
で
す
、
も
つ
と
本
統
の
小
説
家
に
な
る
の
で

す
と
い
つ
た
。

と
あ
る
。

（
８
） 

「
暗
夜
行
路
」
前
編
第
二
ノ
三

（
９
） 

「
續
創
作
餘
談
」
（
『
改
造
』
第
20
巻
第
６
号
、
昭
和
13
年
６
月
、『
志

賀
直
哉
全
集
』
第
８
巻
所
収
）

（
10
） 

（
９
）
に
同
じ
。
た
だ
し
、
「
暗
夜
行
路
」
の
前
身
で
あ
る
「
所
謂

私
小
説
」
の
標
題
を
「
時
任
謙
作
」
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。

拙
稿
「
志
賀
直
哉
と
尾
道
」
（
尾
道
大
学
地
域
総
合
セ
ン
タ
ー
叢
書

１
『
尾
道
の
芸
術
文
化
』
所
収
、
平
成
19
年
10
月
）
参
照
。

（
11
） 
こ
の
「
例
外
」
に
つ
い
て
は
、
前
章
で
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

直
哉
自
身
「
續
創
作
餘
談
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

モ
デ
ル
に
就
い
て
。
主
人
公
謙
作
は
大
體
作
者
自
身
。（
中
略
）
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母
は
序
詞
に
出
て
來
る
だ
け
だ
が
、
私
の
實
際
經
驗
で
は
こ

れ
は
祖
母
だ
つ
た
。
父
も
序
詞
だ
け
だ
が
、
父
と
角す

ま
ふ力

を
と

つ
て
、
負
け
て
非
常
に
口
惜
し
く
感
じ
た
經
驗
は
あ
る
。
本

文
中
の
陰
に
な
つ
て
ゐ
る
父
も
私
の
父
ら
し
い
所
が
多
少
あ

る
。

と
、
「
暗
夜
行
路
」
序
詞
に
お
け
る
角
力
の
シ
ー
ン
で
の
「
父
」
と

父
・
直
温
と
の
重
な
り
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
12
） 

大
正
元
年
十
一
月
二
十
九
日
（
金
）
の
日
記
に
「
百
九
十
七
ま
で

書
い
て
ネ
ル
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
暗
夜
行
路
草
稿
」
（
＝
「
時

任
謙
作
草
稿
」
）
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
棟
割
長
屋
に
移
っ

て
間
も
な
く
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
暗
夜
行
路
草
稿
２
」
（
「
尾

の
道
に
行
く
ま
で
の
事
」
）
は
、
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
（
鶴
水
館
か
ら
棟
割
長
屋
に
移
動
し
た
の
は
、
十
一
月
十
六

日
（
土
）
で
あ
ろ
う
。
十
一
月
十
七
日
（
日
）
の
日
記
に
「
久
し

ぶ
り
で
自
分
の
床
に
ネ
た
」
と
あ
る
）
。
ま
た
、
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」

の
原
話
に
は
、
大
正
元
年
十
一
月
十
二
日
（
火
）
に
接
し
て
い
る

か
ら
、
「
暗
夜
行
路
草
稿
２
」
（
「
尾
の
道
に
行
く
ま
で
の
事
」
）
を

執
筆
す
る
時
点
で
は
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
の
原
話
は
直
哉
の
心
中

に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
13
） 

抹
消
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
長
編
「
時
任
謙
作
」
と
は
別
に
新

た
に
短
編
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
を
仕
立
て
る
た
め
に
抜
き
出
し
た

か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
部
分
で
父
の
行
為
を
悪
事
と
し
て
い
る
が
、

悪
い
発
達
さ
え
も
人
類
の
意
志
の
現
れ
と
し
て
肯
定
的
に
と
ら
え

よ
う
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
叙
述
と
齟
齬
を
来
す
こ
と
に
な
る
た
め

削
除
し
た
も
の
か
。
ち
な
み
に
、
紅
野
敏
郎
氏
は
『
志
賀
直
哉
全
集
』

第
６
巻
「
後
記
」
で
「
こ
の
「
ト
ル
」
と
指
定
さ
れ
た
部
分
を
插

入
し
て
み
る
と
、
こ
の
當
時
の
作
者
の
ナ
マ
の
考
え
が
い
っ
そ
う

明
白
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。

（
14
） 

「
暗
夜
行
路
」
の
方
は
、
「
女
は
生
む
事
」
と
い
う
命
題
を
中
心
に

し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
寺
杣
「
志
賀
直
哉
『
暗

夜
行
路
』
の
虚
実―

大
乗
寺
の
雙
鷲
圖
を
め
ぐ
っ
て―

」
（
『
尾
道

大
学
芸
術
文
化
学
部
紀
要
』
第
９
号
、
尾
道
大
学
芸
術
文
化
学
部
、

平
成
22
年
３
月
）
に
お
い
て
も
、
雌
鷲
の
「
子
を
生
む
爲
め
の
本
能
」

に
注
目
し
て
い
る
。

（
15
） 

ト
ル
ス
ト
イ
『
男
女
観
』
（
橋
本
青
雨
譯
、
金
港
堂
書
籍
、
明
治
38

年
１
月
）

（
16
） 

ト
ル
ス
ト
イ
『
我
等
何
を
爲
す
べ
き
乎
』
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
加

藤
一
夫
譯
、
洛
陽
堂
、
大
正
４
年
12
月
）。

（
本
稿
は
、
尾
道
市
立
大
学
日
本
文
学
科
３
年
寺
杣
ゼ
ミ
公
開

研
究
報
告
「
志
賀
直
哉
『
清
兵
衛
と
瓢
箪
』
の
深
層
」
（
平
成

25
年
９
月
14
日
、
尾
道
商
業
会
議
所
記
念
館
）
の
主
要
部
分
を

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
の
本
文
お
よ
び

志
賀
直
哉
執
筆
の
本
文
は
、
『
志
賀
直
哉
全
集
』
（
菊
判
、
昭
和
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48
～
49
年
、
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
志
賀
直
哉
自
筆

原
稿
の
掲
出
（
12
頁
～
13
頁
）
に
あ
た
っ
て
は
、
令
孫
・
志
賀

道
哉
氏
の
許
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
感
謝
の
意
を
表
し
た

い
。
）

―

て
ら
そ
ま
・
ま
さ
と　
　
　

日
本
文
学
科
教
授―

―

い
が
ら
し
・
け
い
こ　
　
　

日
本
文
学
科
三
年
生―

―

お
ぎ
す
・
け
ん
と　
　
　
　

日
本
文
学
科
三
年
生―

―

せ
し
ま
・
ひ
ろ
ひ
さ　
　
　

日
本
文
学
科
三
年
生―

―

な
か
む
ら
・
あ
や
こ　
　
　

日
本
文
学
科
三
年
生―
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