
芥
川
龍
之
介
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
そ
の
後

奥
　
野
　
久
美
子

※
本
稿
は
、
拙
論
「
芥
川
龍
之
介
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
　
　
講
談

　
本
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
　
　
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
平
一
七
こ
○
）

　
の
論
旨
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。
以
下
、
本
橋
中
で
「
拙
論
」

　
と
書
く
と
き
、
こ
の
論
を
指
す
も
の
と
し
ま
す
。

一
、
は
じ
め
に

　
芥
川
の
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
（
「
中
央
公
論
」
大
九
こ
）
は
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
劇
作
家
シ
ン
グ
の
戯
曲
「
西
方
の
人
気
者
」
か
ら
主

な
モ
チ
ー
フ
を
借
り
、
会
話
や
場
面
設
定
、
小
道
具
な
ど
細
か
な

材
源
を
滑
稽
本
や
鼠
小
僧
関
係
の
講
談
本
か
ら
借
り
て
い
る
。
講

談
本
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
論
で
詳
し
く
論
じ
た
。

本
稿
で
は
、
芥
川
が
シ
ン
グ
の
「
西
方
の
人
気
者
」
か
ら
借
り
た

モ
チ
ー
フ
が
、
芥
川
作
品
を
通
じ
て
鼠
小
僧
の
逸
話
と
し
て
受
容

さ
れ
、
舞
台
化
、
映
画
化
さ
れ
た
と
い
う
過
程
を
紹
介
し
、
芥
川

作
品
が
後
世
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
芥
川
の
文
学
は
古
今
東
西
の
様
々
な
文
学
作

品
を
受
容
し
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
芥
川
が
影
響
を
受
け
た
作
家

や
作
品
に
関
す
る
調
査
、
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
尽
く
し
て
い
　
　
　
ル

る
観
が
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
芥
川
の
作
品
が
後
世
に
ど
の

よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
の
研
究
は
少
な
い
よ
う
だ
。
近

年
、
廣
瀬
音
也
氏
に
よ
っ
て
、
芥
川
作
品
が
太
宰
治
や
坂
目
安
吾

の
作
品
に
与
え
た
影
響
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
①
、
受
容
に
つ
い
て

も
調
査
研
究
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
後
世
の
著
名
作
家
に
与

え
た
影
響
だ
け
で
な
く
、
今
で
は
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
な
作
家
も
含

め
て
広
く
同
時
代
や
後
世
に
与
え
た
影
響
を
具
体
的
か
つ
詳
細
に

調
査
、
研
究
す
る
こ
と
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で

と
り
あ
げ
る
の
は
、
ご
く
小
さ
な
一
例
で
は
あ
る
が
、
芥
川
が
外



国
文
学
か
ら
取
り
入
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
鼠
小
僧
の
逸
話
と
し
て
受

容
さ
れ
た
と
い
う
興
味
深
い
例
で
も
あ
り
、
芥
川
作
品
が
後
世
に

与
え
た
影
響
の
一
端
と
し
て
考
察
し
た
い
。

　
ま
ず
、
芥
川
が
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
を
書
く
に
際
し
て
借
り
た
、

シ
ン
グ
の
戯
曲
「
西
方
の
人
気
者
」
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
再

度
確
認
し
て
お
く
。
こ
の
戯
曲
で
は
、
主
人
公
の
男
が
、
自
分
は

父
親
殺
し
の
大
罪
を
犯
し
た
と
い
う
話
を
、
あ
る
こ
と
な
い
こ
と

で
た
ら
め
に
繰
り
広
げ
、
人
々
か
ら
ち
や
ほ
や
さ
れ
て
得
意
に
な

る
。
し
か
し
そ
こ
へ
男
が
殺
し
た
は
ず
の
父
親
が
現
れ
、
人
々
は

興
ざ
め
す
る
。
こ
の
部
分
が
、
「
鼠
小
僧
次
郎
古
」
に
お
い
て
胡

麻
の
蝿
で
あ
る
越
後
屋
重
吉
が
、
鼠
小
僧
を
編
っ
て
人
々
に
ち
や

ほ
や
さ
れ
る
が
、
獄
門
か
傑
に
な
る
の
を
恐
れ
て
鼠
小
僧
で
は
な

い
と
白
状
し
、
今
度
は
人
々
に
袋
叩
き
に
さ
れ
る
、
と
い
う
展
開

と
似
て
お
り
、
大
の
つ
く
悪
党
に
は
か
え
っ
て
頭
を
下
げ
る
と
い

う
人
々
の
心
理
が
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
拙
論
で
も
触
れ
た

と
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
芥
川
は
、
こ
の
シ
ン
グ
の
戯
曲
の
モ
チ
ー
フ
を
借
り
、
講
談
で

人
気
の
鼠
小
僧
の
逸
話
と
し
て
再
生
さ
せ
た
。
そ
し
て
後
に
、
お

そ
ら
く
は
芥
川
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
、
こ
の
シ
ン
グ
由
来
の

モ
チ
ー
フ
が
鼠
小
僧
の
逸
話
と
し
て
戯
曲
、
映
画
へ
と
受
け
継
が

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
戯
曲
に
よ
る
受
容
と
そ
の
舞
台
上
演

　
芥
川
の
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
林
和
の
戯

曲
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
（
二
幕
）
（
「
演
劇
改
造
」
太
一
万
四
、
の
ち
『
日
本

戯
曲
全
集
現
代
篇
第
五
輯
』
春
陽
堂
　
昭
三
・
九
所
収
）
で
あ
り
、
芥
川
作
品

だ
け
で
な
く
、
講
談
や
歌
舞
伎
も
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
鼠
小
僧

を
主
人
公
と
し
た
作
品
に
は
、
た
と
え
ば
芥
川
の
「
鼠
小
僧
次
郎

吉
」
以
降
の
十
年
間
だ
け
で
も
、
荒
畑
寒
村
の
社
会
講
談
「
鼠
小

僧
と
観
売
」
（
「
改
造
」
太
九
・
九
）
、
鈴
木
泉
三
郎
の
戯
曲
「
次
郎
吉

懺
悔
」
（
「
劇
と
評
論
」
太
一
二
こ
　
お
よ
び
『
現
代
脚
本
叢
書
第
十
一
編
』
新

潮
社
人
一
二
・
二
所
収
）
、
川
村
花
菱
「
鼠
小
僧
心
願
」
（
「
演
芸
画
報
」

大
一
三
・
七
　
の
ち
『
日
本
戯
曲
全
集
現
代
篇
第
七
輯
』
春
陽
堂
　
昭
四
・
ハ
　
所
収
）
、

真
山
青
果
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
（
［
女
性
］
太
一
五
・
九
、
一
〇
、
昭
二
こ
ニ
）
、

菊
池
寛
「
鼠
小
僧
外
伝
」
（
「
講
談
倶
楽
部
」
昭
五
こ
、
二
）
な
ど
が
あ
る
が
、

芥
川
作
品
の
影
響
が
あ
か
ら
さ
ま
に
見
ら
れ
る
も
の
は
管
見
の
限

り
林
和
の
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
拙
論
で
も
触

－２－



れ
た
よ
う
に
、
荒
畑
寒
村
「
鼠
小
僧
と
観
売
」
は
、
芥
川
「
鼠
小

僧
次
郎
吉
」
と
同
じ
く
、
小
金
井
蘆
洲
講
演
、
加
藤
由
太
郎
編
『
鼠

小
僧
次
郎
吉
』
（
長
篇
講
談
第
三
十
四
編
）
（
博
文
館
　
大
七
・
七
）
を
材
源

と
し
て
書
か
れ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
結
果
的
に
芥
川
作
品

と
の
共
通
点
も
多
々
あ
る
。
し
か
し
内
容
や
語
彙
を
検
証
し
て
み

る
と
、
寒
村
は
芥
川
の
ほ
う
で
は
な
く
蘆
洲
の
講
談
本
を
直
接
参

照
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
下
、
林
和
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
の
あ
ら
す
じ
を
述
べ
る
。
第
一

幕
は
甲
州
路
の
小
仏
峠
、
辻
堂
前
。
胡
麻
の
蝿
の
久
太
に
五
十
内

入
り
の
金
包
を
巻
上
げ
ら
れ
た
清
七
と
お
千
代
。
心
中
し
よ
う
と

す
る
が
、
事
情
を
聞
い
て
い
た
次
郎
吉
が
手
持
ち
の
五
十
両
を
与

え
て
救
う
。
第
二
幕
は
ハ
王
子
の
徳
利
亀
屋
。
久
太
と
道
連
れ
に

な
っ
た
次
郎
吉
は
、
徳
利
亀
屋
で
同
宿
す
る
こ
と
に
す
る
。
徳
利

亀
屋
で
働
く
老
人
、
定
十
と
話
を
す
る
う
ち
、
次
郎
吉
は
定
十
が

自
分
を
捨
て
子
に
し
た
実
父
で
あ
る
と
気
づ
く
。
そ
の
晩
、
次
郎

吉
は
久
太
が
自
分
の
五
十
両
入
り
の
金
包
を
盗
ん
だ
と
騒
ぎ
立
て

る
。
金
包
の
中
に
金
の
他
に
何
か
入
っ
て
い
る
か
、
お
千
代
か
ら

聞
い
て
い
た
次
郎
吉
は
そ
の
と
お
り
証
言
し
、
宿
の
者
が
久
太
の

懐
を
探
る
と
次
郎
吉
の
証
言
ど
お
り
の
金
包
が
出
る
。
宿
の
者
は

久
太
を
縛
り
上
げ
る
。
夜
明
け
を
待
つ
間
休
ん
で
い
よ
う
と
次
郎

吉
が
奥
へ
入
る
と
、
土
間
の
柱
に
縛
ら
れ
て
い
る
久
太
は
急
に
威

張
り
出
す
。
数
々
の
悪
行
を
自
分
が
し
た
の
だ
と
言
っ
て
並
べ
立

て
る
う
ち
に
、
そ
れ
ま
で
久
太
を
か
ら
か
っ
て
い
た
宿
の
者
た
ち

も
、
こ
れ
は
「
悪
党
の
神
様
」
だ
と
畏
敬
の
面
持
ち
で
見
つ
め
る

よ
う
に
な
る
。
つ
い
に
「
鼠
小
僧
と
は
お
れ
の
こ
と
だ
」
と
豪
語
し
、

ま
す
ま
す
の
尊
敬
を
集
め
る
久
太
。
そ
こ
へ
次
郎
吉
が
現
れ
、
も

し
お
前
が
本
当
に
鼠
小
僧
な
ら
、
「
軽
く
て
死
罪
、
獄
門
首
、
逆

傑
は
脱
れ
ね
え
ぜ
」
と
言
う
と
、
久
太
は
驚
い
て
全
て
嘘
だ
っ
た

と
白
状
す
る
。
そ
こ
へ
目
明
し
の
手
先
で
か
つ
て
次
郎
吉
を
金
と
　
　
　
‐
３

‐

引
き
換
え
に
見
逃
し
て
や
っ
た
こ
と
の
あ
る
金
蔵
ら
、
捕
手
た
ち

が
乗
り
込
ん
で
来
る
。
次
郎
吉
こ
そ
鼠
小
僧
で
、
捨
て
た
我
が
子

だ
と
薄
々
気
づ
い
て
い
た
定
十
は
、
次
郎
吉
に
逃
げ
る
よ
う
目
配

せ
す
る
。
金
蔵
は
定
十
に
耳
打
ち
。
黙
っ
て
久
太
を
指
差
す
定
十

に
、
金
蔵
も
次
郎
吉
を
見
逃
し
て
代
わ
り
に
久
太
を
捕
ま
え
る
。

　
以
上
の
あ
ら
す
じ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
戯
曲
は
、
講
談

や
歌
舞
伎
、
そ
し
て
芥
川
の
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
の
筋
を
混
合
し

て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
講
談
か
ら
は
、
胡
麻
の
蝿
が
盗

ん
だ
金
を
八
王
子
の
宿
で
巻
上
げ
る
と
い
う
一
件
が
取
り
入
れ
ら



れ
て
い
る
。
拙
論
で
触
れ
た
よ
う
に
、
中
込
重
明
「
鼠
小
僧
の
実

録
と
講
談
」
［
庁
戸
文
学
］
平
一
五
こ
Ｉ
）
で
は
、
鼠
小
僧
の
講
談
本

や
実
録
を
分
析
し
、
「
伯
円
」
系
、
「
実
記
」
系
の
二
系
統
に
分
類

し
て
い
る
。
二
系
統
の
区
別
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
で
触
れ
て
い

る
た
め
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
そ
の
分
類
に
従
え
ば
、
「
伯

円
」
系
講
談
（
二
代
目
松
林
伯
円
の
鼠
小
僧
講
談
、
ま
た
そ
れ
と

同
様
の
筋
を
持
つ
講
談
）
に
は
、
次
郎
吉
が
こ
の
手
口
で
三
人
の

胡
麻
の
蝿
か
ら
盗
金
を
巻
上
げ
る
話
が
あ
る
。
徳
利
亀
屋
と
い
う

宿
の
名
も
、
「
伯
円
」
系
講
談
で
「
ハ
王
子
の
宿
で
は
徳
利
亀
屋

な
ら
極
上
」
（
松
林
伯
円
講
演
、
酒
井
昇
造
速
記
『
天
保
怪
鼠
伝
』
ト
（
大
川
屋

　
明
ご
づ
・
九
）
二
四
百
）
な
ど
と
し
て
出
て
く
る
名
前
で
あ
る
。

　
ま
た
河
竹
黙
阿
弥
の
歌
舞
伎
「
鼠
小
紋
乗
君
新
形
」
（
安
政
四

二
八
五
ヒ
）
年
ぶ
月
初
演
）
か
ら
、
心
中
の
男
女
を
助
け
る
と
い
う
点
、

自
分
を
捨
て
子
に
し
た
父
と
の
再
会
、
親
子
だ
と
互
い
に
気
づ
き

な
が
ら
も
口
で
は
否
定
し
、
認
め
な
い
点
な
ど
を
取
り
入
れ
て
い

る
。
捨
て
子
と
い
う
設
定
は
、
拙
論
で
述
べ
た
よ
う
に
「
実
記
」

系
の
実
録
や
講
談
（
「
鼠
小
僧
実
記
」
、
ま
た
そ
れ
と
同
様
の
筋
を

持
つ
実
録
や
講
談
）
に
も
あ
る
が
、
「
実
記
」
系
で
は
実
父
の
ほ

う
か
ら
親
子
だ
と
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
林
和
「
鼠
小
僧

旅
枕
」
の
筋
は
黙
阿
弥
の
ほ
う
に
近
い
。
そ
し
て
久
太
が
縛
り
付

け
ら
れ
て
か
ら
の
く
だ
り
は
、
芥
川
の
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
を
借

り
て
い
る
。
筋
だ
け
で
な
く
セ
リ
フ
に
も
「
鼠
小
僧
次
郎
古
」
そ

の
ま
ま
の
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
共
通
点
の
一
部
を
以
下
に
並

べ
て
み
る
。
な
お
、
芥
川
「
鼠
小
僧
次
郎
古
」
の
引
用
は
『
芥
川

龍
之
介
全
集
第
五
巻
』
（
岩
波
書
店
平
八
）
に
よ
り
、
数
字
は
同
全

集
で
の
頁
数
で
あ
る
。
林
和
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
の
引
用
は
初
出
に

よ
る
。

〔
次
郎
吉
の
セ
リ
フ
〕

　
　
飛
ん
だ
蚤
に
た
か
ら
れ
て
の
、
人
騒
が
せ
を
し
て
済
ま
な
か

　
　
っ
た
。
（
「
鼠
小
僧
次
郎
古
」
ｍ
）

　
　
飛
ん
だ
蚤
に
た
か
ら
れ
て
の
、
よ
る
夜
中
に
人
騒
せ
を
し
て

　
　
済
ま
な
い
訳
さ
（
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
）

何
、
胡
麻
の
蝿
と
も
知
ら
無
え
で
、
道
づ
れ
に
な
っ
た
の
が

私
の
落
度
だ
。
そ
れ
を
何
も
御
前
さ
ん
が
、
あ
や
ま
ん
な
さ

る
事
は
無
え
の
さ
。
こ
り
や
ほ
ん
の
僅
ば
か
り
だ
が
、
世
話

に
な
っ
た
若
え
衆
た
ち
に
、
暖
え
蕎
麦
の
一
杯
も
振
舞
っ
て

４－



や
っ
て
御
く
ん
な
せ
え
。
（
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
2
2
2
）

な
に
さ
、
胡
麻
の
蝿
と
も
知
ら
ね
え
で
、
道
づ
れ
に
な
っ
た

の
は
此
方
の
落
度
だ
、
こ
れ
を
何
も
徳
利
亀
屋
の
亭
主
が
、

そ
ん
な
に
頭
を
さ
げ
て
謝
葬
り
な
さ
る
事
は
ね
え
の
さ
。
〔
中

略
〕
こ
れ
ア
ほ
ん
の
ぽ
ツ
ち
り
だ
が
世
話
に
な
っ
た
店
の
若

え
衆
や
女
中
さ
ん
達
に
、
温
え
蕎
麦
の
一
杯
づ
ゝ
も
振
ま
っ

て
や
っ
て
お
く
ん
な
せ
え
。
（
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
）

〔
捕
ま
っ
た
胡
麻
の
蝿
と
宿
の
者
た
ち
の
や
り
と
り
〕

　
　
ほ
ん
に
よ
、
こ
ん
な
胡
麻
の
蝿
も
、
今
に
劫
羅
を
経
て
見
さ

　
　
つ
し
、
鼠
小
僧
な
ん
ぞ
は
そ
こ
の
け
の
大
泥
坊
に
な
る
か
も

　
　
知
れ
無
え
。
ほ
ん
に
よ
、
さ
う
な
っ
た
日
に
や
こ
い
つ
の
御

　
　
蔭
で
、
街
道
筋
の
旅
龍
屋
が
、
み
ん
な
暖
簾
に
瑕
が
つ
く
わ

　
　
な
。
そ
の
事
を
思
や
今
の
内
に
、
ぶ
つ
殺
し
た
方
が
人
助
け

　
　
よ
。
（
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
2
2
3
）

　
　
番
頭
　
ほ
ん
と
に
よ
、
こ
ん
な
頭
ば
か
り
テ
ラ
く
さ
せ
た

　
　
胡
麻
の
蝿
で
も
、
だ
ん
／
～
に
甲
羅
を
経
て
見
さ
つ
せ
、
今

　
　
に
江
戸
で
評
判
の
鼠
小
僧
そ
こ
の
け
の
大
泥
棒
に
な
る
か
も

　
　
知
れ
ね
え
ぞ
。

若
者
一
　
そ
ん
な
事
に
で
も
な
つ
た
ら
、
お
蔭
で
街
道
筋
の

旅
辰
星
は
あ
が
つ
た
り
で
さ
あ
。

若
者
二
　
そ
の
事
を
思
や
今
の
中
に
、
裕
り
殺
し
て
で
も
了

つ
た
が
安
心
ぢ
や
ね
え
か
、
な
あ
権
六
さ
ん
。
（
「
鼠
小
僧
旅

枕
」
）

「
下
手
な
道
中
稼
ぎ
な
ん
ぞ
す
る
よ
り
や
、
棒
っ
切
の
先
へ

鈷
を
っ
け
の
、
子
供
と
Ｉ
し
よ
に
商
銭
箱
の
び
た
銭
で
も
く

す
ね
て
ゐ
り
や
好
い
。
」

「
何
、
そ
れ
よ
り
や
案
山
子
代
り
に
、
お
ら
が
後
の
粟
畑
へ
、

突
っ
立
っ
て
ゐ
る
が
好
か
ん
べ
い
。
」
（
（
鼠
小
僧
次
郎
古
Ｊ

2
2
3
・
2
2
4
）

番
頭
　
手
前
の
や
う
な
土
鼠
も
ち
は
、
ド
手
な
道
中
稼
ぎ
な

ん
ざ
止
し
に
し
て
、
鳥
棹
の
先
へ
鈷
で
も
く
ツ
っ
け
て
鎮
守

様
の
お
塞
銭
箱
で
も
硯
ふ
が
分
相
応
だ
ぞ
。

権
六
　
あ
仙
に
、
そ
れ
よ
り
や
俺
が
稲
田
の
畔
に
っ
ツ
立
っ

て
、
鳥
お
ど
し
の
案
山
子
が
よ
か
ん
べ
え
ぞ
。
」
（
「
鼠
小
僧

旅
枕
」
）

－５



や
が
て
宿
の
若
え
者
が
、
火
吹
竹
を
願
の
下
へ
や
っ
て
、
ぐ

い
と
面
を
催
げ
さ
せ
る
と
、
急
に
巻
き
舌
に
な
り
や
か
つ
て
、

（
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
2
2
4
）

（
と
、
皆
が
寄
り
た
か
っ
て
劈
り
物
に
し
な
が
ら
、
と
ｙ
若

い
者
が
火
吹
竹
を
頴
の
下
に
あ
て
か
つ
て
グ
イ
と
面
を
あ
げ

さ
せ
る
。
と
、
彼
は
急
に
思
入
れ
あ
っ
て
、
今
度
は
先
刻
と

全
然
別
な
調
子
で
巻
舌
に
な
り
痰
呵
を
切
り
初
め
る
。
）
（
「
鼠

小
僧
旅
枕
」
）

　
こ
の
よ
う
な
調
子
で
、
胡
麻
の
蝿
が
つ
か
ま
っ
て
か
ら
鼠
小
僧

だ
と
嘘
を
吐
き
、
本
物
の
次
郎
吉
が
出
て
き
て
正
体
を
暴
く
ま
で

の
く
だ
り
に
は
、
随
所
に
芥
川
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
の
セ
リ
フ
等

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
講
談
や
歌
舞
伎
な
ど
、
先
行
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
鼠
小
僧
作
品
を

も
と
に
こ
の
戯
曲
を
書
い
た
林
和
に
と
っ
て
、
芥
川
の
「
鼠
小
僧

次
郎
吉
」
か
ら
借
り
る
べ
き
も
の
は
、
実
は
芥
川
も
シ
ン
グ
の
戯

曲
か
ら
借
り
た
、
「
三
下
野
郎
に
や
む
ご
く
つ
て
も
、
金
箔
つ
き

の
悪
党
に
や
向
う
か
ら
頭
を
下
げ
や
が
る
。
」
（
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」

2
2
8
）
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
こ
そ
、
そ
れ

ま
で
の
鼠
小
僧
作
品
に
は
な
い
、
目
新
し
く
面
白
い
点
て
あ
っ
た

た
め
だ
。
た
だ
し
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
の
最
後
の
場
面
で
は
、
鼠
小

僧
を
編
っ
た
久
太
は
、
実
は
嘘
だ
っ
た
と
白
状
し
た
後
、
袋
叩
き

に
遭
う
ど
こ
ろ
か
本
物
の
鼠
小
僧
の
代
わ
り
に
捕
え
ら
れ
て
し
ま

う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
林
和
の
独
自
の
設
定
で

あ
る
。

　
こ
こ
で
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
の
作
者
、
林
和
（
一
八
八
七
～

一
九
五
四
）
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
林
は
藤
木
宏
幸
「
林
和

と
イ
プ
セ
ン
」
（
「
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部
紀
要
」
昭
五
七
・
ニ
）
が
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

る
よ
う
に
「
す
で
に
忘
れ
去
ら
れ
た
劇
作
家
・
演
出
家
」
で
あ
ろ
　
　
づ

う
。
藤
木
氏
に
よ
れ
ば
、
林
は
十
代
の
こ
ろ
か
ら
江
見
水
蔭
宅
に

書
生
と
し
て
寄
寓
し
、
小
説
を
書
き
始
め
て
い
る
。
早
大
を
卒
業

後
、
文
芸
協
会
研
究
所
の
第
一
期
生
と
な
り
、
明
治
四
十
四
年
に

修
了
、
そ
の
年
の
文
芸
協
会
の
第
一
回
公
演
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
に

も
役
者
と
し
て
出
演
し
た
。
同
年
七
月
、
処
女
戯
曲
「
湖
上
の
歌
」

を
「
早
稲
田
文
学
」
に
発
表
し
て
い
る
。
市
村
座
の
十
三
世
守
田

勘
弥
ら
と
共
に
、
研
究
劇
団
黒
猫
座
の
結
成
を
経
て
大
正
四
年
、

文
芸
座
を
結
成
。
舞
台
監
督
兼
主
事
と
し
て
、
自
作
の
戯
曲
や
新

進
作
家
た
ち
の
戯
曲
を
上
演
し
た
。
後
に
は
帝
国
劇
場
の
文
芸
部



に
入
り
、
多
く
の
台
本
を
執
筆
し
た
丑

　
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
の
初
出
誌
「
演
劇
改
造
ブ
瀋
は
林
が
主
宰
し

た
も
の
で
、
同
作
品
の
掲
載
号
は
創
刊
号
で
あ
っ
た
。
同
号
の
編

集
後
記
に
林
は
「
読
者
諸
君
も
寄
稿
家
の
一
字
一
行
が
或
意
味
に

於
て
血
で
あ
り
魂
で
あ
り
今
の
劇
壇
に
対
す
る
正
義
の
心
の
象
徴

で
あ
る
こ
と
を
想
見
し
つ
ゝ
愛
読
し
て
貰
ふ
こ
と
を
切
望
す
る
」

と
書
き
、
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
も
そ
れ
な
り
の
思
い
を
込
め
て
載
せ

た
作
品
で
あ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
も
、
上
述
の
よ
う
に
芥
川
作
品
か

ら
の
ほ
と
ん
ど
剽
窃
と
も
言
え
る
よ
う
な
影
響
が
見
ら
れ
る
。
先

掲
藤
木
氏
論
文
に
よ
れ
ば
、
林
の
戯
曲
「
湖
上
の
歌
」
や
「
悪

魔
の
曲
」
に
は
イ
プ
セ
ン
の
あ
か
ら
さ
ま
な
模
倣
が
見
ら
れ
、
ま

た
佐
藤
善
也
「
史
劇
「
悪
夢
」
残
響
－
公
暁
像
の
行
方
－
よ

（
「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
平
六
・
七
）
に
よ
れ
ば
、
林
の
戯
曲
「
公
暁
」

に
は
北
村
透
谷
の
史
劇
「
悪
夢
」
の
影
響
が
色
濃
い
。
先
行
す

る
諸
作
品
を
取
り
入
れ
る
の
が
林
の
戯
曲
の
手
法
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
大
正
十
五
年
四
月
の
「
演
劇
改
造
」
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
鼠

小
僧
旅
枕
」
は
、
す
ぐ
に
は
上
演
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
さ
か
芥
川

に
遠
慮
し
た
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
け
れ
ど
も
、
管
見
の
限
り
、
初

出
か
ら
五
年
後
、
芥
川
の
死
後
四
年
近
く
経
っ
た
昭
和
六
年
三
月

に
市
村
座
で
上
演
さ
れ
た
の
が
初
演
で
あ
る
。
こ
の
上
演
の
簡
単

な
評
が
翌
四
月
号
の
「
演
芸
画
報
」
に
あ
り
、
安
部
豊
「
二
長
町

の
三
升
一
座
」
の
中
で
「
『
鼠
小
僧
旅
枕
』
は
佳
作
で
は
な
い
が

良
く
纏
っ
た
も
の
。
新
之
助
の
鼠
小
僧
が
際
立
っ
て
活
躍
し
た
。

猿
蔵
の
清
七
、
菊
田
壽
美
子
の
お
千
代
、
團
之
助
の
銀
蝿
の
久
太

も
そ
れ
ぐ
器
用
に
科
し
て
ゐ
た
。
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
時
の
上
演
の
配
役
や
梗
概
に
つ
い
て
は
『
市
村
座
絵
本
筋

書
』
〔
昭
和
六
年
三
月
興
行
〕
（
市
村
座
昭
六
こ
二
）
に
詳
し
い
。
配
役

は
右
に
引
用
し
た
「
演
芸
画
報
」
の
評
に
あ
る
と
お
り
、
主
役
の

鼠
小
僧
次
郎
吉
が
市
川
新
之
助
（
五
代
目
）
、
久
太
は
市
川
團
之

助
（
六
代
目
）
、
そ
れ
に
次
郎
吉
の
実
の
父
親
、
定
十
は
加
藤
精

一
と
な
っ
て
い
る
。
梗
概
は
ほ
ぼ
林
の
戯
曲
の
と
お
り
だ
が
、
林

が
芥
川
の
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
か
ら
借
り
た
部
分
に
つ
い
て
は
、

梗
概
本
文
に
は
「
久
太
は
引
か
れ
者
の
小
唄
で
、
張
番
の
男
達
を

脅
か
し
て
逃
げ
様
と
大
目
を
叩
き
、
当
時
名
う
て
の
鼠
小
僧
次
郎

吉
は
俺
だ
と
い
ひ
出
す
。
次
郎
吉
が
仕
度
を
し
て
出
て
来
る
。
丁

度
大
扉
を
け
た
ゝ
ま
し
く
叩
く
者
が
あ
る
。
定
十
が
そ
つ
と
見
て

次
郎
吉
に
目
く
ば
せ
、
ガ
ラ
リ
と
開
け
て
這
入
る
金
蔵
に
定
十
が

７－



縛
ら
れ
た
久
太
を
指
さ
す
。
」
と
あ
る
の
み
で
、
久
太
が
次
郎
吉

の
二
百
に
よ
っ
て
、
自
分
は
鼠
小
僧
で
は
な
い
と
白
状
す
る
場
面

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
こ
の
梗
概
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
。

こ
の
梗
概
に
は
挿
絵
（
図
１
参
照
）
が
つ
い
て
お
り
、
挿
絵
は
久

太
が
胡
麻
の
蝿
と
わ
か
っ
て
柱
に
縛
ら
れ
て
い
る
場
面
で
、
旅
支

度
を
し
た
男
（
次
郎
吉
）
が
、
縛
ら
れ
た
男
（
久
太
）
に
何
か
を

話
し
か
け
て
い
る
構
図
で
あ
る
。
こ
の
絵
か
ら
す
れ
ば
、
梗
概
で

は
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
次
郎
吉
が
縛
ら
れ
た
久
太
に
話
か

け
る
場
面
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
原
作
の
林
の
戯
曲
ど

お
り
、
久
太
が
次
郎
吉
の
二
百
に
よ
っ
て
、
自
分
は
鼠
小
僧
で
は

図１『市村座絵本筋書』（早稲田

　　大学演劇博物館蔵）より

な
い
と
白
状
す
る
場
面
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
林
和
は
芥
川
の
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
か
ら
借
り

た
モ
チ
ー
フ
を
自
作
の
戯
曲
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
に
取
り
入
れ
、
そ

の
戯
曲
は
発
表
か
ら
五
年
後
に
上
演
も
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
同
戯
曲
は
、
舞
台
化
だ
け
で
は
な
く
映
画
化
も
な
さ
れ
て
い
る
。

次
節
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

三
、
映
画
化

　
林
和
の
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
は
、
舞
台
上
演
さ
れ
た
の
と
同
じ
昭
　
　
‐
８

和
六
年
に
伊
藤
大
輔
監
督
に
よ
り
同
題
で
映
画
化
さ
れ
、
同
年
七

月
十
四
目
に
封
切
ら
れ
て
い
る
。
伊
藤
大
輔
は
戦
後
の
代
表
作
に

「
王
将
」
（
昭
二
三
）
な
ど
が
あ
り
、
市
川
雷
蔵
と
組
ん
だ
「
弁
天

小
僧
」
（
昭
三
三
）
や
、
「
切
ら
れ
与
三
郎
」
（
昭
三
五
）
な
ど
、
数

多
く
の
傑
作
を
残
し
た
名
監
督
だ
が
、
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
は
ま
だ

三
十
代
前
半
だ
っ
た
頃
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
主
演
（
次

郎
吉
）
は
大
河
内
侍
次
郎
、
胡
麻
の
蝿
の
久
太
は
光
岡
龍
三
郎
で

あ
る
。
残
念
な
が
ら
フ
ィ
ル
ム
は
現
存
し
な
い
が
、
伊
藤
大
輔
の

直
筆
脚
本
が
京
都
文
化
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
『
伊
藤
大



輔
シ
ナ
リ
オ
集
Ｉ
』
（
淡
交
社
昭
六
〇
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
先
掲
の
中
込
重
明
「
鼠
小
僧
の
実
録
と
講
談
」
で
は
、
こ

の
シ
ナ
リ
オ
を
「
伯
円
」
系
す
な
わ
ち
二
代
目
松
林
伯
円
の
鼠
小

僧
講
談
の
系
統
に
属
す
る
も
の
と
分
類
し
て
い
る
が
、
林
和
の
原

作
や
、
芥
川
作
品
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

　
伊
藤
大
輔
の
直
筆
脚
本
は
タ
イ
ト
ル
が
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
で
は

な
く
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
身
は
林
和
の
戯

曲
を
も
と
に
し
た
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
の
脚
本
で
あ
る
。
『
伊
藤
大

輔
シ
ナ
リ
オ
集
Ｉ
』
に
は
ス
チ
ー
ル
写
真
（
図
２
参
照
）
も
掲
載

さ
れ
て
い
て
、
縛
ら
れ
て
柱
に
繋
が
れ
、
正
座
す
る
胡
麻
の
蝿
久

太
（
光
岡
龍
三
郎
）
の
隣
に
次
郎
吉
（
大
河
内
侍
次
郎
）
が
立
ち
、

宿
の
者
た
ち
が
取
り
巻
い
て
い
る
。
鼠
小
僧
を
編
る
久
太
に
、
次

郎
吉
が
逆
礎
は
免
れ
な
い
ぜ
と
言
っ
て
い
る
場
面
で
あ
ろ
う
。

　
林
の
戯
曲
を
原
作
と
し
て
伊
藤
が
脚
本
を
書
い
て
お
り
、
筋
は

原
作
の
ま
ま
だ
が
、
セ
リ
フ
は
変
え
ら
れ
て
お
り
、
先
に
引
用
し

た
、
林
が
芥
川
の
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
か
ら
そ
の
ま
ま
引
い
て
い

る
部
分
が
映
画
脚
本
の
ほ
う
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
と
も
か
く
も
胡
麻
の
蝿
が
鼠
小
僧
を
編
り
、
本
物

の
次
郎
吉
の
て
百
で
嘘
だ
っ
た
と
告
白
す
る
と
い
う
筋
は
、
芥
川

か
ら
林
の
戯
曲
、
そ
し
て
伊
藤
の
脚
本
、
映
画
へ
と
確
実
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
。
な
お
、
直
筆
脚
本
に
は
部
分
的
な
別
稿
も
あ
る

の
だ
が
、
久
太
と
宿
の
者
た
ち
が
や
り
あ
う
場
面
に
も
別
稿
が
あ

り
、
伊
藤
が
こ
の
場
面
を
推
敲
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

図２『伊藤大輔シナリオ集Ｉ』より
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た
と
え
ば
直
筆
脚
本
で

　
　
彦
八
浹
Ｅ
人
も
な
ア
今
評
判
の
爪
小
僧
ぐ
れ
え
に
成
る
と
大

　
　
し
た
も
ん
だ
が
…
…
〃

　
　
権
六
７
」
い
つ
ら
ま
ア
も
ぐ
ら
も
ち
小
僧
か
お
け
ら
小
僧
が

　
　
精
一
ぱ
い
の
役
ど
こ
だ
ア
な
Ｊ

　
　
彦
ハ
フ
五
朋
ツ
ち
は
Ｉ
体
何
小
僧
な
ん
だ
い
ツ

　
　
久
太
、
こ
仙
に
至
っ
て
始
め
て
猛
然
と
顔
を
上
げ
る
。

　
　
　
晶
聞
き
良
工
か
¶
ぷ

と
な
っ
て
い
る
場
面
は
、
別
稿
（
断
片
）
で
は

　
　
彦
八
（
？
久
太
の
酒
を
入
れ
て
）
半
分
権
六
へ
。

　
　
　
戻
五
人
も
凩
小
僧
位
に
成
り
や
大
し
た
も
ン
だ
が
…
…
〃

　
　
権
六
こ
」
い
つ
ら
ま
ア
お
け
ら
小
僧
位
の
と
こ
ろ
だ
…
…
〃

　
　
彦
八
ざ
雲
間
ツ
ち
は
Ｉ
体
何
小
僧
だ
い
｜
｜
〃
と
木
の
枝
で

　
　
つ
つ
く

と
あ
る
。
こ
の
あ
と
久
太
は
自
分
が
鼠
小
僧
だ
と
啖
呵
を
切
る
わ

け
だ
が
、
久
太
を
木
の
枝
で
つ
つ
い
て
か
ら
か
う
の
は
、
林
の
戯

曲
の
同
じ
場
面
に
「
火
吹
竹
を
頴
の
下
に
あ
て
か
つ
て
グ
イ
と
面

を
あ
げ
さ
せ
る
」
と
あ
る
の
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
面
は

も
と
も
と
芥
川
の
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
で
は
「
や
が
て
宿
の
若
え

者
が
、
火
吹
竹
を
願
の
下
へ
や
っ
て
、
ぐ
い
と
面
を
掩
げ
さ
せ
る

と
、
急
に
巻
き
舌
に
な
り
や
か
つ
て
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
別
稿
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
久
太
が
宿
の

者
に
か
ら
か
わ
れ
て
鼠
小
僧
だ
と
嘘
を
吐
く
場
面
を
伊
藤
は
そ
れ

な
り
に
重
視
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
芥
川
の
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」

を
伊
藤
が
知
っ
て
い
た
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
林
和
の
戯
曲
を
通

じ
て
間
接
的
に
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
の
モ
チ
ー
フ
を
映
画
化
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
映
画
の
公
開
時
の
評
に
は
「
こ
の
映
画
の
狙
ひ
ど
こ
ろ
は
、

鼠
小
僧
と
父
親
、
と
も
に
相
も
と
め
て
ゐ
た
親
子
の
対
面
を
特
殊

な
、
つ
ま
り
お
訊
ね
者
で
あ
る
と
い
ふ
特
殊
な
境
遇
の
上
か
ら
心

理
描
写
を
や
ら
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
と
あ
り
、
あ
く
ま

で
親
子
再
会
の
物
語
を
中
心
に
鑑
賞
さ
れ
て
い
る
。
久
太
の
一
件

は
挿
話
的
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
「
光
岡
龍
三
郎
は

い
や
な
役
を
や
ら
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
よ
く
や
つ
て
ゐ
た
と
云
へ

る
。
」
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
「
と
も
か
く
、
こ
れ

は
、
最
近
の
伊
藤
大
輔
の
中
で
は
一
等
い
ｙ
も
の
だ
ら
う
。
」
「
封

切
館
で
は
ト
リ
に
使
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
で
充
分
や
っ
て
行
け
る
も

の
だ
。
」
（
「
主
要
日
本
映
画
批
評
」
の
う
ち
「
鼠
小
僧
旅
枕
」
／
「
キ
ネ
マ
旬
報
」
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昭
六
・
七
・
二
ご
と
の
高
評
価
を
得
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
芥
川
が
シ
ン
グ
か
ら
モ
チ
ー
フ
を
借
り
て
描

い
た
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
は
、
の
ち
の
戯
曲
と
そ
の
上
演
、
ひ
い

て
は
映
画
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
上
演
と
映
画

は
芥
川
の
知
る
由
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」

と
い
う
作
品
の
面
白
さ
、
新
鮮
さ
を
、
戯
曲
、
舞
台
化
と
映
画
化

と
い
う
事
実
が
自
ず
か
ら
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
お
わ
り
に

　
先
の
拙
論
で
は
、
芥
川
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
に
つ
い
て
、
講
談

速
記
本
か
ら
の
影
響
を
論
証
し
た
。
そ
し
て
講
談
の
鼠
小
僧
に
通

じ
た
読
者
が
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
を
読
ん
だ
時
に
面
白
味
を
感
じ

る
の
は
、
大
の
つ
く
悪
党
に
は
か
え
っ
て
頭
を
下
げ
る
と
い
う
大

衆
心
理
を
馬
鹿
に
し
た
は
ず
の
次
郎
吉
が
、
自
分
こ
そ
鼠
小
僧
だ

と
名
乗
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
も
そ
の
大
衆
心
理
に
取
り
込
ま
れ

て
し
ま
う
点
で
あ
る
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
講
談
に
通
じ
た
読
者
に

と
っ
て
新
鮮
な
の
は
、
最
後
に
男
が
鼠
小
僧
だ
と
わ
か
る
と
い
う

こ
と
よ
り
も
、
シ
ン
グ
の
戯
曲
か
ら
借
り
た
大
衆
心
理
の
モ
チ
ー

フ
の
ほ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
証
す
る
よ
う
に
、
後
に
そ
の
モ

チ
ー
フ
が
林
和
の
戯
曲
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
舞
台
化
、
映
画
化
も

さ
れ
た
。
昭
和
二
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
芥
川
は
昭
和
六
年
の
舞

台
化
、
映
画
化
を
知
る
由
も
な
く
、
ま
た
自
作
が
林
和
の
戯
曲
に

取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
シ
ン
グ
の
戯
曲
を
取
り
入
れ
て
芥
川
が
作
っ
た
、
そ
れ
ま
で

の
講
談
や
実
録
、
歌
舞
伎
に
も
な
い
新
た
な
鼠
小
僧
の
逸
話
は
、

そ
の
よ
う
に
芥
川
自
身
の
予
想
し
な
い
と
こ
ろ
で
、
鼠
小
僧
の
逸

話
と
し
て
引
き
続
き
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
「
鼠

小
僧
次
郎
吉
」
を
考
え
る
上
で
は
一
つ
の
面
白
い
現
象
で
は
な
か

ろ
う
か
。

〔
注
〕

①
「
戦
争
と
い
う
フ
レ
ー
ム
・
芥
川
の
菊
と
太
宰
の
葉
桜
〔
芥
川

　
龍
之
介
往
還
Ｉ
〕
」
（
日
本
近
代
文
学
会
九
州
支
部
「
近
代
文
学
論
集
」
平

　
九
こ
ご
、
「
暴
力
と
性
の
オ
ン
ト
ロ
ジ
ー
こ
介
川
《
薮
の
奥
》

　
か
ら
安
吾
《
花
の
下
》
　
へ
　
〔
芥
川
龍
之
介
往
還
Ｈ
〕
」
（
「
叙
説
」

　
平
一
〇
・
八
）
、
「
見
る
こ
と
と
聞
く
こ
と
ー
芥
川
「
老
年
」
と
太

　
宰
「
哀
蚊
」
－
〔
芥
川
龍
之
介
往
還
Ⅲ
〕
」
（
「
国
語
国
文
薩
摩
路
」
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平
。
七
・
三
）

②
以
上
の
林
和
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
前
掲
藤
木
氏
論
文
、
大
山

　
功
『
近
代
日
本
戯
曲
史
　
第
二
巻
』
（
近
代
日
本
戯
曲
史
刊
行
会
　
昭

　
四
四
）
、
お
よ
び
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
　
第
三
巻
』
（
講
談
社

　
　
昭
五
一
八
『
坪
内
逍
遥
事
典
』
平
凡
社
昭
六
一
）
の
そ
れ
ぞ
れ
「
林

　
和
」
の
項
を
参
照
し
た
。

③
「
演
劇
改
造
」
に
つ
い
て
は
征
野
敏
郎
「
逍
遥
・
文
学
誌
（
4
7
）
「
演

　
劇
改
造
」
－
―
ｉ
林
和
・
津
村
京
村
・
永
田
衡
吉
ら
」
（
「
國
文
学
」

　
平
七
・
五
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

※
本
稿
の
内
容
は
、
国
文
学
　
言
語
と
文
芸
の
会
十
一
月
例
会
（
平

　
成
十
六
年
十
一
月
二
十
七
日
、
於
早
稲
田
大
学
）
に
お
い
て
発

　
表
し
、
芥
川
龍
之
介
研
究
会
（
同
年
十
二
月
四
日
、
於
大
淀
コ

　
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
）
に
お
い
て
も
報
告
し
た
も
の
の
一
部

　
で
す
。
ご
意
見
、
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
、
院
生
の
方
々

　
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

※
伊
藤
大
輔
監
督
直
筆
脚
本
の
閲
覧
を
お
許
し
い
た
だ
き
ま
し
た

　
京
都
文
化
博
物
館
の
皆
様
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

※
本
稿
で
引
用
し
た
『
市
村
座
絵
本
筋
書
』
に
関
し
て
、
そ
の
所

在
を
別
府
大
学
の
細
田
明
宏
先
生
に
ご
教
示
い
た
だ
き
、
ま
た

閲
覧
と
図
版
の
転
載
に
際
し
て
は
所
蔵
元
で
あ
る
早
稲
田
大
学

演
劇
博
物
館
の
ご
協
力
を
得
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
中
し
上
げ

ま
す
。

圭２
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