
は
じ
め
に

か
つ
て
前
田
愛
は

『

雁』

を

｢

地
図
小
説｣
と
呼
び
、
そ
こ
に
は

｢

明
治
十
年
代
の
東
京
の
町
並｣

が

｢

こ
の
う
え
な
い
精
密
さ
で
復
元

さ
れ｣

て
い
る
と
述
べ
た

(

１)

。
前
田
に
し
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
今
日

ま
で
、
多
く
の
読
者
が

『

雁』

に
は
明
治
一
三
年
の
時
空
間
が
正
確
に

再
現
さ
れ
て
い
る
と
漠
然
と
信
じ
て
き
た
が
、
実
は
巧
妙
に
歪
め
ら
れ

て
い
る
。
本
稿
で
は
、
末
造
の
隣
人
と
さ
れ
る
桜
痴
福
地
源
一
郎
の
邸

(

池
之
端
御
殿)

の
位
置

(

住
所)

を
特
定
し
、
今
日
ま
で
の
諸
注
釈

の
誤
り
を
正
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
理
由
を
考
察
し
、

従
来
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら

『

雁』

の
一
面
を
照
射
し
て
み
よ
う
と
思

う
。な

お『

雁』

の
時
空
間
に
は
、
も
う
一
つ
の
歪
み｢

末
造
の
昌
平
橋

(

２)｣

を
軸
と
す
る
読
解
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
、
歩
行
と
都
市
交
通
と
い
う

さ
ら
に
別
の
問
題
系
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
を
待

つ
こ
と
と
し
た
い
。

一

問
題
の
所
在

前
田
は
、
先
の

｢

森
�
外

『

雁』

―
不
忍
池｣

を
、｢

森
�
外
は
、

時
と
所
の
座
標
軸
を
シ
ッ
カ
リ
定
め
て
お
い
て
か
ら
小
説
を
書
き
は
じ

め
る
人
だ
っ
た｣

と
起
筆
し
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
行
う
。

『

青
年』
に
引
き
つ
づ
い
て
、『

昴』

に
連
載
が
は
じ
ま
っ
た『

雁』
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に
な
る
と
、｢

測
地
師｣

の
小
説
作
法
は
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し

て
く
る
。｢

地
図
小
説｣

と
い
う
言
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
近

代
小
説
の
な
か
で
も『

雁』

ほ
ど
見
事
な｢

地
図
小
説｣

は
ち
ょ
っ

と
ほ
か
に
例
が
な
い
。
物
語
の
本
筋
と
は
そ
れ
ほ
ど
縁
が
な
い
場

面
で
も
、
�
外
の

｢

測
地
師｣

の
眼
は
、
街
並
の
特
性
を
お
ど
ろ

く
ば
か
り
の
精
密
さ
で
と
ら
え
て
し
ま
う
の
だ
。

待
ち
つ
づ
け
る
女
と
通
り
す
ぎ
て
行
く
男

お
玉
と
岡
田
の

出
逢
い
の
意
味
を
そ
こ
ま
で
煮
詰
め
て
み
る
と
、『

雁』

の
な
か

に
こ
の
う
え
な
い
精
密
さ
で
復
元
さ
れ
た
明
治
十
年
代
の
東
京
の

町
並
も
ま
た
、
二
つ
の
位
相
に
切
り
わ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
の

み
こ
め
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
風
景
に
心
を
う
ば
わ
れ
て
い
る
と
き
、
ご
く
自
然
に
お

も
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り

『

雁』

の
鉄
筆
で
刻
ん
だ
よ
う
な

正
確
無
比
の
描
写
で
あ
る
。

｢

街
並
の
特
性
を
お
ど
ろ
く
ば
か
り
の
精
密
さ
で
と
ら
え
て
し
ま
う｣

｢｢

測
地
師｣

の
眼｣

が
可
能
に
す
る

｢

正
確
無
比
の
描
写｣

に
よ
っ
て

｢

こ
の
う
え
な
い
精
密
さ
で
復
元
さ
れ
た
明
治
十
年
代
の
東
京
の
町
並｣

。

言
わ
ば
、｢

地
図
小
説｣

『

雁』

に
は
当
時
の
地
図
が
立
体
的
な
景
観
と

し
て
再
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
ほ
と
ん
ど
の
読
者
も
、
こ
の
指
摘
に

同
意
す
る
だ
ろ
う
。
言
わ
ば
前
田
は
、
漠
然
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と

を
明
確
な
言
葉
で
定
位
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
下
に
や
や
長
く
引
用
す
る
通
り
、
実
は

『

雁』

の

｢

弐

拾
弐｣

は
従
来
の
注
釈
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
叙
述
を
含
む
。
し
か
し

今
日
ま
で
、
こ
の
矛
盾
が
検
討
さ
れ
た
例
は
な
い
。

坂
下
の
四
辻
ま
で
岡
田
と
僕
と
は
黙
つ
て
歩
い
た
。
真
つ
直
に

巡
査
派
出
所
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
時
、
僕
は
や
う
や
う
物
を
言
ふ

こ
と
が
出
来
た
。｢

お
い
、
凄
い
状
況
に
な
つ
て
ゐ
る
ぢ
や
な
い

か
。｣

｢

え
え
。
何
が
。｣

｢

何
が
も
何
も
無
い
ぢ
や
な
い
か
。
君
だ
つ
て
さ
つ
き
か
ら
あ

の
女
の
事
を
思
つ
て
歩
い
て
ゐ
た
に
違
な
い
。
僕
は
度
々
振
り
返

つ
て
見
た
が
、
あ
の
女
は
い
つ
ま
で
も
君
の
後
影
を
見
て
ゐ
た
。

お
ほ
か
た
ま
だ
こ
つ
ち
の
方
角
を
見
て
立
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。
あ

の
左
伝
の
、
目
迎
へ
て
而
し
て
こ
れ
を
送
る
と
云
ふ
文
句
だ
ね
え
。

あ
れ
を
あ
べ
こ
べ
に
女
の
方
で
遣
つ
て
ゐ
る
の
だ
。｣

｢

其
話
は
も
う
よ
し
て
く
れ
給
へ
。
君
に
だ
け
は
顛
末
を
打
ち
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明
け
て
話
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
此
上
僕
を
い
ぢ
め
な
く
て
も
好

い
ぢ
や
な
い
か
。｣

か
う
云
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
池
の
縁
に
出
た
の
で
、
二
人
共
ち

よ
い
と
足
を
停
め
た
。

｢

あ
つ
ち
を
廻
ら
う
か｣

と
、
岡
田
が
池
の
北
の
方
を
指
ざ
し

た
。

｢

う
ん｣

と
云
つ
て
、
僕
は
左
へ
池
に
沿
う
て
曲
つ
た
。
そ
し

て
十
歩
ば
か
り
も
歩
い
た
時
、
僕
は
左
手
に
並
ん
で
ゐ
る
二
階
造

の
家
を
見
て
、｢

こ
こ
が
桜
痴
先
生
と
末
造
君
と
の
第
宅
だ｣

と

独
語
の
や
う
に
云
つ
た
。

｢

妙
な
対
照
の
や
う
だ
が
、
桜
痴
居
士
も
余
り
廉
潔
ぢ
や
な
い

と
云
ふ
ぢ
や
な
い
か｣

と
岡
田
が
云
つ
た
。

僕
は
別
に
思
慮
も
な
く
、
弁
駁
ら
し
い
事
を
言
つ
た
。｢

そ
り

や
あ
政
治
家
に
な
る
と
、
ど
ん
な
に
し
て
ゐ
た
つ
て
、
難
癖
を
附

け
ら
れ
る
さ
。｣

恐
ら
く
は
福
地
さ
ん
と
末
造
と
の
距
離
を
、
な

る
丈
大
き
く
考
へ
た
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

福
地
の
邸
の
板
塀
の
は
づ
れ
か
ら
、
北
へ
二
三
軒
目
の
小
家
に
、

つ
ひ
此
頃

｢

川
魚｣

と
云
ふ
看
板
を
掛
け
た
の
が
あ
る
。
僕
は
そ

れ
を
見
て
云
つ
た
。｢

此
看
板
を
見
る
と
、
な
ん
だ
か
不
忍
池
の

肴
を
食
は
せ
さ
う
に
見
え
る
な
あ
。｣

｢

僕
も
さ
う
思
つ
た
。
し
か
し
ま
さ
か
梁
山
泊
の
豪
傑
が
店
を

出
し
た
と
云
ふ
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。｣

岡
田
と

｢

僕｣

と
は
、
妾
宅
の
前
に
立
つ
お
玉
の
前
を
通
っ
て
、
無

縁
坂
を
下
っ
て
き
た
。
二
人
が
無
言
だ
っ
た
の
は

｢

顔
が
照
り
赫
い
て

ゐ
る
や
う
な｣

｢

い
つ
も
と
丸
で
違
つ
た
美
し
さ｣

の

｢

お
玉
の
目
は

う
つ
と
り
と
し
た
や
う
に
、
岡
田
の
顔
に
注
が
れ
て
い
た｣

か
ら
で
あ

る
。
こ
の
お
玉
の
眼
差
し
か
ら

｢

僕｣

が
読
み
取
っ
た
岡
田
と
の
関
係

こ
そ
、｢

巡
査
派
出
所｣

(

後
掲

｢

関
連
地
図｣

中
の
×
印
。
以
下
、
適

宜
本
地
図
を
参
照
の
こ
と)

ま
で
来
て
、
よ
う
や
く
口
に
し
た

｢

凄
い

状
況｣

に
他
な
ら
な
い
。

さ
て
、
わ
ず
か
に
言
葉
を
交
わ
す
と

｢

池
の
縁
に
出｣

る
。
現
在
の

不
忍
通
り
は
ま
だ
な
く
、
当
時
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
は
池
之
端
七
軒

町
か
ら
岩
崎
邸
の
東
を
抜
け
る
、
こ
の

｢

巡
査
派
出
所｣

の
あ
る
通
り

だ
っ
た

(

３)

。
つ
ま
り
二
人
は
、
道
路
を
渡
る
こ
と
な
く
、
直
進
し
て
そ
の

ま
ま
池
に
ぶ
つ
か
り

｢

ち
よ
い
と
足
を
停
め
た｣

わ
け
だ
。

二
人
は

｢

池
の
北
の
方｣

、
す
な
わ
ち

｢

左
へ
池
に
沿
う
て
曲｣

が

り
、｢
十
歩
ば
か
り
も
歩｣

く
。
そ
こ
で

｢

左
手
に
並
ん
で
ゐ
る
二
階

造
の
家｣
が

｢
桜
痴
先
生
と
末
造
君
と
の
第
宅｣

だ
と
言
う
。
先
の
地
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図
で
示
せ
ば
、
池
之
端
茅
町
二
丁
目
五
、
六
番
地
の
辺
り
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
一
帯
は
か
つ
て
ゴ
ル
フ
練
習
場
で
あ
り
、
駐
車
場
等

を
経
て
、
現
在
は
中
国
料
理
東
天
紅
上
野
店
の
ビ
ル
が
建
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
次
に
掲
げ
る

｢『

雁』

の
岡
田
の
散
歩
コ
ー
ス｣

(

図
１

(

４))

を
参
照
し
て
欲
し
い
。
地
図
中
の

｢

末
造
の
家｣

は
、
ほ
ぼ
現
在
の
定

説
に
従
っ
て
比
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
本
文
の
叙
述
が
示
す
位
置
か

ら
は
大
き
く
北
に
振
っ
て
い
る
。
以
下
に
井
上
謙
の
叙
述

(

５)

を
引
用
し
、

定
説
を
確
認
し
て
お
く
。

先
ず
地
下
鉄
本
郷
三
丁
目
駅
を
出
て

『

雁』

に
出
て
く
る
麟
祥

院

(

春
日
局
の
菩
提
寺)

へ
。
そ
こ
か
ら
少
し
戻
っ
て
東
大
の
龍

岡
門
を
経
て
無
縁
坂
に
向
か
う
。
そ
こ
は

『

雁』

の
舞
台
な
の
で

ゆ
っ
く
り
下
り
よ
う
。
途
中
に
坂
の
名
の
由
来
と
な
っ
た
講
安
寺

が
あ
る
。
坂
下
が
池
之
端
で
眼
前
に
不
忍
池
が
広
が
る
。
都
会
に

は
珍
し
い
閑
静
な
空
間
で
あ
る
。
不
忍
池
を
北
へ
し
ば
ら
く
行
く

と
横
山
大
観
記
念
館
が
あ
り
、『

雁』

の
こ
ろ
は
福
地
桜
痴
が
住

ん
で
い
た
。
二
階
建
の
日
本
住
宅
を
活
か
し
た
記
念
館
な
の
で
大

観
の
作
品
を
鑑
賞
し
な
が
ら
そ
の
雰
囲
気
を
楽
し
み
た
い
。

後
に｢

福
地
の
邸
の
板
塀
の
は
づ
れ
か
ら
、
北
へ
二
三
軒
目
の
小
家｣

と
書
か
れ
る
の
で
、｢

左
手
に
並
ん
で
ゐ
る
二
階
造
の
家｣

の
南

(

向

か
っ
て
左)

側
の
家
が

｢

末
造
君｣

の

｢

第
宅｣

で
あ
る
は
ず
だ
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
井
上
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
現
在
の
横
山
大
観
記
念

館
＝
当
時
の
福
地
邸
と
す
る
の
が
今
日
の
定
説
で
あ
る
。｢

末
造
の
家｣

も
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て

(

図
１
の
地
図
で
は
そ
の
ま
ま
記
念
館
の
場
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所
と
も
見
え
る
が)

そ
の
位
置
を
決
定
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
末

造
は
架
空
の
人
物

(

６)

だ
か
ら
、
現
実
の
地
図
で
住
所
が
特
定
出
来
な
い
の

は
当
然
と
し
て
、
桜
痴
は
実
在
の
人
物
で
あ
る
。
先
に
記
し
た
矛
盾
か

ら
、
正
確
な
桜
痴
の
住
所
＝
池
之
端
御
殿
の
位
置
を
特
定
す
る
試
み
が

な
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、
今
日
ま
で
試
み
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た

(

７)

。

以
下
に
特
定
す
る
よ
う
に
、
実
は
池
之
端
御
殿
の
位
置
は
今
日
の
横

山
大
観
記
念
館
で
は
な
い
。
今
は
核
心
に
当
た
る
こ
の
事
実
だ
け
を
指

摘
す
る
に
止
め
、
章
を
改
め
て
、
定
説
が
形
成
さ
れ
る
経
緯
を
た
ど
り
、

正
確
な
桜
痴
の
住
所
＝
池
之
端
御
殿
の
位
置
を
具
体
的
に
示
そ
う
。

二

桜
痴
の
住
所
＝
池
之
端
御
殿
の
位
置

お
そ
ら
く
、
近
代
文
学
研
究
者
に
と
っ
て
通
説
の
根
拠
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
以
下
に
引
く
指
導
・
人
見
圓
吉
／
執
筆
・
二
木
慶
に
因
る

｢

福
地
桜
痴｣

の
叙
述

(

８)

で
あ
る
。

ま
ず

｢

一
、
生
涯｣

の

｢

ロ
、
日
報
社
社
長｣

で
、
池
之
端
と
桜
痴

の
繋
が
り
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

(

明
治
七
年
一
二
月
、
桜
痴
の
社
長
兼
主
筆
就
任
に
因
っ
て
・
酒

井
注)
｢

東
京
日
日
新
聞｣

は
面
目
を
一
新
し
、
社
説
中
心
、
政

論
中
心
へ
と
大
き
な
飛
躍
を
遂
げ
た
。
…

(

中
略)

…

｢

吾
曹
先

生｣

の
所
説
は
世
論
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
威
力
を
も
っ
た
。
日
報

社
の
月
給
は
二
百
五
十
円
、｢

池
の
端
の
御
前｣

｢

池
の
端
の
殿
様｣

の
異
名
を
と
っ
た
ほ
ど
の
豪
奢
な
生
活
で
あ
っ
た
。

桜
痴
は
明
治
一
一
年
に
東
京
商
法
会
議
所
副
会
頭
と
な
り
、
翌
年
の

｢

第
一
回
府
会
以
来
議
員
に
当
選
し
て
、
諭
吉

(

福
沢
諭
吉
・
酒
井
注)

と
競
争
し
て
議
長
に
就
任｣

す
る
ほ
ど
府
会
に
お
い
て
も
重
き
を
な
し

た
。
し
か
し
、
一
四
年
の
北
海
道
開
拓
使
官
有
物
払
下
事
件
へ
の
対
応

に
失
敗
し
て
以
後
、｢

時
代
の
脚
光
を
浴
び
て
活
躍｣

す
る
地
位
か
ら

次
第
に
転
落
、
二
一
年
七
月
に
は
社
長
を
退
い
て
正
式
に
日
報
社
を
辞

職
す
る
。『

雁』

の
明
治
一
三
年
と
は
、
言
わ
ば
桜
痴
の
全
盛
期
、
最

後
の
き
ら
め
き
を
放
っ
て
い
た
時
期
な
の
だ
。

そ
し
て
、
池
之
端
御
殿
の
位
置
に
つ
い
て
は

｢

五
、
遺
族
、
遺
跡｣

で
、

都
電
池
の
端
茅
町
停
留
所
か
ら
七
軒
町
方
面
へ
約
百
米
、
道
の
左

側
に
あ
る
横
山
大
観
の
邸
宅
が
、
か
つ
て
池
の
端
の
御
殿
の
あ
っ

た
場
所
に
あ
た
る
。

と
明
記
し
て
い
る
。｢

横
山
大
観
の
邸
宅｣

(

当
時
は
存
命)

は
現
在
の
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横
山
大
観
記
念
館(

台
東
区
池
之
端
一
―
四
―
二
四)

の
場
所
に
あ
り
、

大
観
は
明
治
四
一

(

一
九
○
八)

な
い
し
二

(

○
九)

年
か
ら
こ
こ
に

住
ん
だ
。
当
時
は
池
之
端
茅
町
二
丁
目
一
九
番
地
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
下
に
引
用
す
る
比
較
的
多
く
の
読
者
を
持
つ
と
思
わ
れ

る
二
冊
の
評
伝
は
、
い
ず
れ
も
池
之
端
御
殿
に
は
言
及
す
る
も
の
の
、

そ
の
場
所
を
明
記
し
て
い
な
い
。

例
え
ば
、
柳
田
泉
は

『
福
地
桜
痴

(

９)』

に
お
い
て
、

(

桜
痴
は
・
酒
井
注)

｢

東
京
日
日｣

の
退
社
と
と
も
に
、
池
ノ

端
の
邸
を
売
り
、
家
資
・
家
財
を
は
た
い
て
し
ま
っ
た

(｢

第
二

明
治
以
後
の
福
地
桜
痴

(
十
二)

立
憲
帝
政
党
の
組

織｣)

(

明
治
二
二
年
の
吉
原
疑
獄
事
件
に
比
し
て
・
酒
井
注)

前
の
帝

政
党
の
と
き
は
、
負
債
が
出
来
た
と
は
い
っ
て
も
、
ま
だ
時
々
内

閣
の
大
官
や
道
楽
仲
間
を
招
い
て
花
見
の
宴
を
催
す
ぐ
ら
い
の
余

裕
は
あ
っ
た

(

彼
の
家
は
池
ノ
端
茅
町
に
あ
り
、
当
時
に
は
上
野

の
桜
が
よ
く
眺
め
ら
れ
た
と
い
う)

。

(｢

同

(

十
五)

退
社
後
の
生
涯｣)

等
と
記
す
。
後
者
で
は
、
た
く
さ
ん
の
桜
が
咲
く
邸
宅
の
庭
で
花
見
を

し
て
い
る
、
と
い
う
記
述
で
は
な
い
点
に
注
意
し
た
い
。
実
際
の
と
こ

ろ
、
ど
の
程
度
の
敷
地
だ
っ
た
の
か
。
た
だ
し
、
次
に
引
く
小
山
文
雄

『

明
治
の
異
才
福
地
桜
痴

忘
れ
ら
れ
た
大
記
者

(

�)』

の
記
述
は
、
か
な

り
の
広
さ
を
想
像
さ
せ
る
。

池
の
端
の
殿
様
、
桜
痴
が
日
本
一
の
花
見
会
を
催
せ
ば
、
伊
藤

博
文
・
井
上
馨
の
貴
顕
を
は
じ
め
、
団
洲
・
伯
円
・
円
朝
と
い
っ

た
一
流
の
芸
人
た
ち
ま
で
勢
ぞ
ろ
い
さ
せ
ら
れ
、
柳
橋
の
綺
麗
ど

こ
ろ
が
座
を
取
り
も
つ
。

(｢

第
四
章

文
壇
と
梨
園
の
人
―
駆
け
ぬ
け
る
栄
光
／
落
日
は
早

く
…
…｣)

確
か
に
柳
田
泉
は
、

(

碑
の
文
中
・
酒
井
注)

天
女
池
は
不
忍
池
で
、
其
故
楼
と
い
う

の
は
、
桜
痴
の
池
ノ
端
御
殿
の
あ
っ
た
下
谷
茅
町
の
地
を
い
う
。

後
の
横
山
大
観
の
邸
と
な
っ
た
と
聞
く
。

(｢

附
録
第
三

桜
痴
居
士
福
地
君
紀
功
碑｣)

と
記
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、｢

横
山
大
観
の
邸
と
な
っ
た
と
聞
く｣

と
伝
聞
の
み
で
、
実
証
さ
れ
て
は
い
な
い
。｢｢

東
京
日
日｣

の
退
社
と

と
も
に
、
池
ノ
端
の
邸
を
売｣

っ
た
と
し
て
も
、
大
観
が
住
む
ま
で
二

○
な
い
し
二
一
年
の
空
白
が
あ
る

(

�)

。

そ
れ
に
対
し
て
、
は
る
か
に
具
体
的
な
の
は
長
尾
正
憲

｢｢

横
山
大
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観
旧
居｣

―
台
東
区
区
民
文
化
財

｢

史
跡｣

と
し
て

(

�)｣

の
記
述
で

あ
る
。

大
観
が
そ
も
そ
も
こ
の
地
に
居
を
移
し
た
の
は
、
師
岡
倉
天
心

の
指
示
に
も
と
づ
い
て
明
治
三
十
九
年
十
一
月
以
来
住
ん
で
い
た

茨
城
県
大
津
町
五
浦
の
自
宅
が
失
火
に
よ
り
明
治
四
十
一
年
九
月

十
一
日
全
焼
し
た
た
め
で
あ
る
。
九
月
二
十
日
付
、
友
人
南
米
岳

あ
て
の
手
紙
に
は
、
い
ち
は
や
く

拝
啓

小
生
昨
日
上
京

下
谷
区
茅
町
二
丁
目
二
十
一
に
仮
寓

仕
候
間
御
都
合
之
節
御
立
寄
り
被
下
度

混
雑
罷
在
候
間

其

内
拝
趨
可
仕
候
渡マ

マ(

観)

月
橋
ヲ
西
へ
渡
り
て
右
へ
三
軒
目
の

二
階
家
ニ
御
坐
候

と
転
居
を
知
ら
せ
て
い
る
。
…

(

中
略)

…
こ
こ
で
は
二
丁
目
二

一
と
書
い
て
い
る
が
、
二
十
五
日
付
の
松
山
温
徳
あ
て
手
紙
以
降

で
は
二
丁
目
一
九
と
し
て
い
る
か
ら
書
き
誤
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

最
初
は

｢

書
き
誤
っ
た｣

も
の
の
、
大
観
自
身
が
明
確
に

｢

二
丁
目

一
九｣

と
記
し
て
い
る
わ
け
だ
。
な
お
、
斎
藤
隆
三

『

横
山
大
観

(

�)』

所

収

｢

年
譜｣

で
は
、
こ
の
年
に

｢

仮
寓
を
得
て
移
転｣

、
翌
四
二
年
に

｢

改
め
て
家
を
卜
し
本
居
と
す｣

と
二
段
階
で
居
宅
を
構
え
た
と
し
て

お
り
、
新
築
し
た
四
二
年
を
正
式
の
移
転
の
年
と
し
て
い
る
。
先
に

｢

大
観
は
明
治
四
一

(

一
九
○
八)

な
い
し
二

(

○
九)

年
か
ら
こ
こ

に
住
ん
だ｣

と
記
し
た
所
以
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
観
が
自

邸
を
か
つ
て
の
池
之
端
御
殿
だ
と
認
識
し
て
い
た
様
子
は
見
え
な
い
。

因
み
に
、
記
念
館
館
長
横
山
隆
氏(

大
観
令
孫)

の
お
話
に
よ
れ
ば
、

大
観
が
転
居
し
た
当
時
も
、
ま
だ
不
忍
池
側
の
道
は
形
ば
か
り
で
、
表

通
り
は
西
側

(『

雁』
｢

拾
漆｣

に
言
う

｢

七
軒
町
の
通｣

。
注
３
参
照)

だ
っ
た
と
の
こ
と
。
転
居
当
時
の
大
観
邸
を
、
不
忍
通
り
に
向
か
っ
て

門
や
玄
関
の
あ
る

(

東
を
表
と
す
る)

現
在
の
横
山
大
観
記
念
館
の
ま

ま
イ
メ
ー
ジ
し
て
は
な
ら
な
い
。

後
に
大
観
は
、
大
正
七
年
に
二
丁
目
一
九
番
地
の

｢

宅
地
三
○
○
坪

三
合｣

を
当
時
の
所
有
者
後
藤
長
右
衛
門
か
ら
買
い
取
り
、
さ
ら
に
大

正
一
五
年
九
月
に

｢

一
八
番
地
二
号
の
宅
地
一
一
六
坪
八
合
三
勺｣

｢

代
金
三
三
、
四
一
三
円
を
買
い
足
し｣

、
そ
の
邸
宅
は

｢

合
計
四
一
七

坪
一
合
三
勺｣

の
広
大
な
も
の
と
な
る
。

因
み
に
東
京
市
に
十
五
区
制
が
敷
か
れ
た
際
に
作
ら
れ
た
最
初
の
地

図
の
一
つ

『

大
日
本
／
改
正
／
東
京
全
図
／
下
谷
区
／
十
五
葉
内
第
十

二
号
／
実
形
／
二
千
四
百
分
一』

(

西
川
光
通
編
・
西
川
光
穂
出
版
、

明
治
一
一
年
五
月)

に
は
、
番
地
界
と
共
に
面
積
が
書
か
れ
て
お
り
、

茅
町
二
丁
目
一
九
番
地
は
正
に
三
○
○
坪
三
合
で
あ
る
。
同
地
図
に
拠
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る
と
隣
の
一
八
番
地
は
全
体
で
一
八
三
坪
七
合
五
勺
。
後
述
す
る
池
之

端
御
殿
、
実
際
の
桜
痴
邸
は
一
六
番
地
で
一
三
六
坪
八
合
で
あ
る
。

｢

御
殿｣
と
称
す
る
に
は
ひ
ど
く
狭
く
感
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

実
際
に
は

｢
一
八
番
地
二
号｣

と
あ
っ
た
よ
う
に
同
一
番
地
の
中
に
何

軒
か
の
家
が
建
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ

｢

福
地
の

邸
の
板
塀
の
は
づ
れ
か
ら
、
北
へ
二
三
軒
目
の
小
家｣

な
ど
も
あ
り
得

た
。
あ
る
い
は
桜
痴
も
、
大
観
の
よ
う
に
宅
地
の
一
部
を
買
い
足
し
て

い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

な
お
、
後
掲

｢

関
連
地
図｣

で
は
、
参
照
の
便
宜
を
考
え
て

『

明
治

四
十
年
／
一
月
調
査

東
京
市
下
谷
区
全
図』
(
東
京
郵
便
局
、
明
治
四

〇
年
三
月
。
人
文
社
に
よ
る
復
刻
版)

を
使
用
し
た
が
、
番
地
界
に
変

更
は
な
い
。

さ
て
、
前
掲
長
尾
文
に
拠
れ
ば
、
大
観
邸
と
池
之
端
御
殿
と
の
関
わ

り
は
、
以
下
の
よ
う
に
生
じ
て
く
る
。

(

大
正
一
五
年
九
月
の
買
い
足
し
で
・
酒
井
注)

敷
地
が
四
割
も

広
く
な
り
、
こ
の
拡
張
部
分
の
一
角
に
茶
室
が
あ
っ
た
の
で
、
そ

の
移
動
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
茶
室
は
明
治
新
聞
界
の
草

分
け
で
、
の
ち
に
文
壇
一
方
の
雄
と
な
っ
た
福
地
桜
痴
が
俗
に

｢

池
之
端
御
殿｣

と
い
わ
れ
た
宏
壮
な
邸
内
に
造
っ
た
も
の
。
桜

痴
が
築
地
に
移
居
し
た
あ
と
、
邸
宅
を
整
理
し
た
と
き
譲
り
受
け

た
人
が
手
離
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
森
�
外
の
名
作

『

雁』

(

大
正
五
年
刊)

は
無
縁
坂
を
降
り
て
、
盛
時
の
こ
の
福
地
邸
前

を
散
歩
す
る
東
大
学
生
を
描
い
て
い
る
が
、
�
外
に
美
術
解
剖
学

を
美
校
で
教
わ
っ
た
縁
に
よ
る
の
か
、
こ
の
本
の
口
絵
に
鳥
を
描

い
た
大
観
が
福
地
邸
内
に
あ
っ
た
茶
室
を
手
に
入
れ
た
の
は
奇
縁

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鉦
鼓
堂
客
間
の
後
方
に
五
畳
半
に
床
間

の
あ
る
茶
室
を
引
い
て
き
て
、
控
室
、
水
屋
、
押
入
な
ど
を
付
け

足
し
た
。
客
間
の
後
か
ら
廊
下
で
つ
な
い
だ
が
、
既
設
の
土
塀
を

片
側
に
利
用
し
た
瓦
敷
き
の
廊
下
は
雅
味
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(

こ
の
茶
室
は
京
都
伏
見
生
ま
れ
の
静
子
夫
人
が
愛
用
し
た
が
、

空
襲
で
焼
失
し
た
の
で
現
存
し
な
い)

あ
り
し
日
の
池
之
端
御
殿
を
偲
ぶ
縁
と
な
る
茶
室

(

横
山
隆
氏
に
よ

る
と

｢

木
賊
庵｣

と
称
さ
れ
て
い
た)

が
失
わ
れ
た
の
は
残
念
で
あ
る

が
、
か
つ
て
の
池
之
端
御
殿
が
大
観
邸
と
重
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
横
山
大
観
邸
が
池
之

端
御
殿
だ
と
す
る
誤
解
は
、
い
つ
頃
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
回

確
認
し
得
た
資
料
中
、
最
も
古
い
記
載
は
、
朝
比
奈
知
泉

『

老
記
者
の

思
ひ
出』
三
五
九
頁
に
あ
る
以
下
の
一
節

(

�)

で
あ
る
。
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其
の
頃

(

桜
痴
の
全
盛
時
・
酒
井
注)

居
士
は
下
谷
池
端
に
棲

ん
で
ゐ
て
、
予
は
其
の
家
を
訪
問
し
た
こ
と
は
な
か
つ
た
が
、
何

で
も
池
端
御
殿
と
か
い
は
れ
て
た
か
ら
、
宏
壮
な
邸
宅
だ
つ
た
ら

う
。
其
の
後
�
ば
人
手
に
渡
り
、
今
は
多
分
横
山
大
観
画
伯
が
買

取
て
、
普
請
を
仕
直
し
、
立
派
な
邸
に
な
つ
て
ゐ
る
さ
う
だ
。

そ
も
そ
も
昭
和
戦
前
の
画
壇
に
占
め
る
大
観
の
地
位
や
大
き
さ
、
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
邸
の

｢
広
大｣
さ
に
、
桜
痴
全
盛
期
の
池
之
端
御
殿

の

｢

豪
奢｣

で

｢

宏
壮｣

な
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
一

種
の
伝
説
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
観
が

『

雁』

に
寄
せ
た

｢

口
絵｣

も
、
誤
解
を
定
説
へ
と
導
く
一
助
と
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

池
之
端
御
殿
を
一
六
番
地
と
す
る
直
接
の
根
拠
は
、
桜
痴
が
自
ら
書

い
た
明
治
一
一
年
一
二
月
二
六
日
付
の

｢

日
報
社
創
立
ノ
儀
ニ
付
願｣

(

図
２

(

�))

で
あ
る
。

桜
痴
の
日
報
社
入
社
は
明
治
七
年
、
当
初
は
主
筆
で
、｢

社
長｣
と

署
名
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
銀
座
尾
張
町

(

図
２
に
は

｢

京
橋
区
尾

張
町
参
丁
目
参
番
地｣

と
あ
る)

の
新
社
屋
に
移
転
し
た
明
治
九
年
か

ら
。
内
容
は

｢

地
券
並
ニ
公
債
証
書
等
ハ
社
号
ヲ
以
テ
之
ヲ
所
有
シ
且

官
途
之
願
窺
人
民
相
互
ヒ
之
取
引
ハ｣

社
名
と
社
長

(

主
任
者)

名
で

行
い
た
い
、
と
す
る
一
種
の
名
義
変
更
願
い
の
よ
う
に
読
め
、｢

創
立
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ノ
儀｣

と
は
い
さ
さ
か
奇
妙
に
思
え
る
が
、
目
次
に

｢

第
六
拾
二
号
／

日
報
社
創
立
ノ
儀
ニ
付
願
下
谷
茅
町
二
丁
目

福
地
源
一
郎
外
八
名｣

と
あ
る
の
に
従
っ
た
。

署
名
部
分
の
拡
大
も
掲
げ
て
お
い
た
が
、｢

日
報
社
々
長
／
福
地
源

一
郎

印
／
居
所
下
谷
茅
町
弐
丁
目
拾
六
番
地｣

と
自
署
し
て
い
る
。

こ
の
記
載
を
以
て
、
池
之
端
御
殿
の
位
置

(

桜
痴
の
住
所)

は

｢

下
谷

区
下
谷
茅
町
二
丁
目
一
六
番
地｣

と
特
定
で
き
よ
う

(｢

茅
町｣

の
町

名
は
正
確
に
は｢

下
谷
茅
町｣)

。『
雁』

の
叙
述
よ
り
大
き
く
北
に
振
っ

て
は
い
る
が
、
や
は
り
大
観
邸
と
は
重
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。

当
然
な
が
ら
、
大
観
邸
が
池
之
端
御
殿
の
あ
っ
た
場
所
に
近
か
っ
た

こ
と
も
、
従
来
の
定
説
が
生
ま
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
仮
に
、

末
造
の

｢

第
宅｣

が
実
在
の
池
之
端
御
殿
の
南
隣
だ
と
す
れ
ば
一
五
番

地
。
広
さ
は
一
二
○
坪
で
あ
る
。
明
治
一
三
年
の
現
実
に
照
ら
せ
ば
、

『

雁』

の

｢

地
図｣

は
歪
め
ら
れ
て
い
た
。
桜
痴
邸
は
、
南
隣
の
末
造

の

｢

第
宅｣

と
一
緒
に
不
忍
池
の

｢

西
南
の
隅｣

の
方

(

先
に
指
摘
し

た
よ
う
に
後
掲
地
図
の
五
、
六
番
地
辺
り
。
二
軒
の
内
、
北
の
家
の
敷

地
を
広
く
考
え
る
な
ら
、
七
番
地
＝
二
四
三
坪
八
合
と
六
番
地
＝
一
二

五
坪
七
合
が
ふ
さ
わ
し
い
か)

へ
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

み
ず

(

水)

の
ほ
と
り

(

滸)

の
物
語

(

伝)

お
玉
の
父
親
は
、
末
造
が
妾
宅
探
し
で

｢

気
に
入
つ
た｣

｢

二
軒｣

(｢

伍｣)

の
内
、
お
玉
に
あ
て
が
わ
れ
た
残
り
の
一
軒
に
住
む
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
、
末
造
が

住
ま
つ
て
ゐ
る
福
地
源
一
郎
の
邸
宅
の
隣
と
、
そ
の
頃
名
高
か
つ

た
蕎
麦
屋
の
蓮
玉
庵
と
の
真
ん
中
位
の
処
で
、
池
の
西
南
の
隅
か

ら
少
し
蓮
玉
庵
の
方
へ
寄
つ
た
、
往
来
か
ら
少
し
引
つ
込
め
て
立

て
た
家

(｢

伍｣)

だ
と
言
う
。｢

見
晴
し
が
あ
つ
て
好｣

(｢

伍｣)

く
、｢

北
向｣

(｢

拾
壱｣)

で

｢

肘
掛
窓
か
ら
外
を
見
れ
ば
…

(

中
略)

…
微
か
に
揺
れ
て
ゐ
る
柳

の
糸
と
、
そ
の
向
う
の
池
一
面
に
茂
つ
て
ゐ
る
蓮
の
葉
と
が
見
え
る｣

(｢

拾
壱｣)

と
言
う
の
だ
か
ら
、
正
確
に
は
示
せ
な
い
け
れ
ど
も
、
後

掲
の
地
図
で
言
え
ば
池
端
仲
町
の
一
六
番
地
辺
り
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

想
定
は

｢

無
縁
坂
の
中
程
に
あ
る｣

(｢

伍｣)

お
玉
の
妾
宅
か
ら

｢

四

五
町｣

(｢

拾｣)

の
距
離
に
あ
り
、
末
造
の
家
を

｢

家
の
窓
か
ら
、
指

さ
し
を
し
て
教
へ｣

(｢

捌｣)

ら
れ
る
、
と
記
す

『

雁』

の
地
理
と
矛

盾
し
な
い
。
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こ
の
、
お
玉
の
父
親
を
加
え
る
と
、『

雁』

の

｢

地
図｣

が
ど
の
よ

う
に
歪
め
ら
れ
て
い
る
か
が
明
瞭
に
な
る
。
桜
痴
・
末
造
・
お
玉
・
お

玉
の
父
親
、
こ
の
四
人
は
全
て
不
忍
池
の

｢

西
南
の
隅｣

を
中
心
と
す

る
半
径
二
、
三
町
の
円
の
中
に
集
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
。
そ
し
て
、

こ
の
円
内
に
は
文
字
通
り
広
大
な
茅
町
一
丁
目
一
一
番
地
＝

｢

岩
崎
の

邸｣
(｢

弐｣)

も
存
在
す
る
。
資
本
主
義
の
申
し
子
の
よ
う
な
末
造
に

と
っ
て
、
岩
崎
は
仰
ぎ
見
る
だ
け
で
手
の
届
か
な
い
遠
い
憧
れ
だ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
を｢

遊
行
す
る

(

�)｣

岡
田
は
、
言
わ
ば｢

異
人｣

と
し
て
彼
ら
と
は
別
の
価
値
観
＝
自
ら
の
生
の
原
理
を
持
っ
て
い
た

(

�)

。

時
代
の
変
化
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
お
玉
親
子
も
含
め
て
、

彼
ら
は
、
こ
の
不
忍
池
の
滸
り
の
物
語
の
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
ヒ
ー
ロ
ー
・

ヒ
ロ
イ
ン
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
人
々
の
活
躍
・
�
藤
を
伝
え
る

『

雁』

は
、
正
に
水
の
滸
り
の
物
語
＝

『

水
滸
伝』

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

寛
永
寺
の
山
号

｢

東
叡
山｣

が

｢

東
の
比
叡
山｣

の
意
で
あ
り
、
山

内
に

｢

清
水
の
舞
台｣

を
設
け
、
さ
ら
に
不
忍
池
を
琵
琶
湖
に
見
立
て

る
な
ど
、
そ
も
そ
も
上
野
周
辺
は
見
立
て
に
満
ち
た
場

(

ト
ポ
ス)

で

あ
っ
た
。
不
忍
池
を
梁
山
泊

(

�)

に
見
立
て
れ
ば
、
そ
こ
を
舞
台
に
物
語
が

大
き
く
展
開
す
る

｢

弐
拾
弐｣

で

｢

梁
山
泊
の
豪
傑｣

に
言
及
さ
れ
る

の
は
偶
然
で
は
な
い
。
既
に
先
行
研
究
に
お
い
て

｢『

雁』

と
い
う
物

語
の
基
底
に
あ
っ
て
、
そ
の
最
も
深
い
層
か
ら
物
語
を
支
配
す
る
力
を

及
ぼ
し
て
い
る｣

と
さ
れ
た

『

金
瓶
梅

(

�)』

が
、
そ
の
第
二
十
四
回
か
ら

第
二
十
七
回
ま
で
に
描
か
れ
る
武
松
・
武
大
・
潘
金
蓮
・
西
門
慶
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
原
型
と
す
る

『

水
滸
伝』

の
衛
星
小
説
で
あ
る
通
り
、
実

は

『

水
滸
伝』

こ
そ
が

｢

そ
の
最
も
深
い
層
か
ら｣

『

雁』

の

｢

物
語

を
支
配
す
る
力
を
及
ぼ
し
て
い｣

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『

水
滸
伝』

を
視
野
に
収
め
て『

雁』

を
読
む
試
み
は
今
日
ま
で
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
今
日
で
は
評
価
が
低
い
せ
い
か
、
繰
り
返
し
登
場
す
る
福
地

桜
痴
を
着
眼
点
と
す
る
論
も
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
鳥
谷
部
春
汀
が
、

独
り
明
治
の
新
聞
社
会
に
於
て
、
曾
て
自
ら
御
用
記
者
た
る
を
恥

ぢ
ざ
り
し
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
御
用
記
者
な
り
と
公
言
し
て
憚
ら

ざ
り
し
一
人
物
あ
り
。
藩
閥
政
府
の
文
治
派
を
代
表
し
て
、
筆
を

論
壇
に
執
る
こ
と
十
有
余
年
。
其
の
立
言
多
く
は
輿
論
を
敵
と
し

た
れ
ど
も
、
其
縦
横
の
文
才
一
代
に
卓
越
し
て
、
名
声
藉
甚
、
実

に
当
時
に
並
ぶ
も
の
な
か
り
き
。
彼
は
誰
れ
ぞ
や
、
今
は
半
ば
世

に
忘
れ
ら
れ
た
る
桜
痴
居
士
福
地
源
一
郎
と
い
ふ
は
即
ち
其
人
な

り
。

と
書
い
て
い
る
通
り

(

�)

、
日
報
社
退
社
後
の
桜
痴
は
、
明
治
三
四
年
の
段
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階
で

｢

半
ば
世
に
忘
れ
ら
れ
た｣

存
在
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

｢

明
治｣
を
回
顧
す
る
風
潮
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た

『

雁』

の
連
載
当

時

(

明
治
四
四
年
九
月
〜)

、
作
品
の
進
行
と
並
行
す
る
よ
う
に
、
改

め
て
人
々
の
関
心
の
中
に
浮
上
し
て
き
て
い
た
の
で
あ
る

(

�)

。『

雁』

の

｢

明
治
十
三
年｣
も
、
当
然
そ
う
し
た
風
潮
の
中
に
あ
り
、
そ
こ
に
登

場
す
る
最
盛
期
の
桜
痴
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
間
違
い
な
く
不
忍
池
の

滸
り
の
物
語
の
ヒ
ー
ロ
ー
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
桜
痴
像

は
時
間
の
遠
近
法
の
下
で
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

描
き
出
さ
れ
た
諸
要
素
を
執
筆
当
時
の
状
況
と
彼
此
対
照
す
る
こ
と
で
、

『

雁』

の
時
空
間
は
、
よ
り
陰
影
深
く
解
読
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
は
や
以
上
二
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
述
す
る
紙
幅
は

な
い
。
本
稿
で
は
指
摘
に
止
め
、
別
稿
を
期
す
こ
と
と
す
る
。

注

(

１)
｢

森
�
外

『

雁』

―
不
忍
池｣

(『

幻
景
の
街

文
学
の
都
市
を
歩
く』

小
学
館
、
昭
和
六
一
年
一
一
月)

。

(

２)

拙
稿

｢

解
題

『

雁』｣
(『

�
外
近
代
小
説
集』

第
六
巻

岩
波
書
店
、

一
二
年
一
〇
月)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

３)
｢

或
る
日
末
造
は
喧
嘩
を
し
て
、
内
を
ひ
よ
い
と
飛
び
出
し
た
。
…

(

中
略)

…
直
ぐ
に
無
縁
坂
へ
往
か
う
か
と
も
思
つ
た
が
、
生
憎
女
中

が
小
さ
い
子
を
連
れ
て
七
軒
町
の
通
に
い
た
の
で｣

(｢

拾
漆｣)

と
書

か
れ
る

｢

七
軒
町
の
通｣

に
当
た
る
。
こ
こ
に
い
ら
れ
て
は
、
右
へ
曲

が
っ
て
無
縁
坂
を
上
る
末
造
の
後
ろ
姿
が
女
中
に
丸
見
え
に
な
っ
て
し

ま
う
。
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
面
し
た
方
が
各
戸
の
表
だ
と
す
れ
ば
、

現
在
の
印
象
と
は
反
対
に
、
不
忍
池
側

(

東)

が
裏
に
当
た
る
。
こ
の

と
き
、
末
造
は
西
側
に
あ
る

｢

内｣

の
表
口

(｢

拾
伍｣

の
叙
述
か
ら

｢

玄
関｣

が
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
店
構
え
の
方
か
も
知
れ
な
い)

か

ら

｢

飛
び
出
し｣

、
岡
田
と

｢

僕｣

は
裏
口
側
を
見
な
が
ら
歩
い
て
ゆ

く
わ
け
だ
。

(

４)

森
ま
ゆ
み

『

�
外
の
坂』

(

中
公
文
庫
、
一
二
年
九
月)

Ｐ
三
○
三
。

(

５)
｢

第
二
十
八
章

時
の
残
照｣

(『

東
京
文
学
探
訪

明
治
を
見
る
、

歩
く

(

下)』

日
本
放
送
出
版
協
会
、
〇
二
年
七
月)

。

(

６)

佐
藤
良
雄

｢｢

雁｣

の
モ
デ
ル
と
開
成
学
校
・
医
学
校｣

(『

�
外』

４

昭
和
四
三
年
一
一
月)

が
、
末
造
の
モ
デ
ル
と
し
て
、｢

癌｣

と

あ
だ
名
さ
れ
た
実
在
の
高
利
貸
し
・
岡
田
元
助
と
い
う
人
物
を
掲
げ
て

お
り
、『

明
治
三
十
七
年
四
月
改
電
話
番
号
簿』

(

東
京
郵
便
局)

に
次

の
記
載
が
あ
る
。

下
谷

九
四
一
番

岡
田
元
助

本
郷
区
湯
島
天
神
町
三
丁

目
九

雑
業

岡
田
け
い
↓
岡
田
乾
児
↓
岡
田
建
蔵
↓
岡
田
元
助
↓
岡
田
小
平
↓
岡
田

幸
吉
と
い
う
並
び
か
ら
考
え
て
、
読
み
方
は｢

ゲ
ン
ス
ケ｣

で
あ
ろ
う
。

佐
藤
説
の
当
否
は
本
稿
の
主
要
な
関
心
事
で
は
な
い
が
、
仮
に
元
助
が

末
造
の
モ
デ
ル
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
も
ま
た
不

忍
池
の

｢
西
南
の
隅｣

の
方
へ
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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125

関
連
地
図

(

以
下
に
拠
り
作
成)

『

明
治
四
十
年
東
京
市
下
谷
区
全
図』

(

東
京
郵
便
局
、
明
治
40
年
３
月)

一
月
調
査

(

復
刻
東
京
市
十
五
区
・
近
傍
34
町
村

『

⑫
下
谷
区
全
図』

人
文
社
、
使
用)

『

本
郷
区
全
図』

(

博
益
社
、
明
治
37
年
10
月)

(

復
刻
古
地
図
６
―
11

『

明
治
三
十
七
年

東
京
十
五
区
分

本
郷
区』

人
文
社
、
使
用)

茅町 2丁目 19 番地
(横 山 大 観)

同 16 番地
(池之端御殿
＝福地桜痴)

池端仲町 16 番地
(お玉の父)

不 忍 池

本郷区
湯島天神町三丁目

湯島天神町
3丁目 9番地
(岡田元助)

岩崎の邸

無縁坂

同
朋
町

上野花園町
11 番地
(�外新婚の家)

巡査派出所



(
７)

私
も

『

�
外
近
代
小
説
集』

第
六
巻
の
注
釈
で
は
、
時
間
切
れ
で
桜

痴
邸
の
位
置
を
特
定
で
き
ず
、
こ
の
矛
盾
に
コ
メ
ン
ト
で
き
な
か
っ
た
。

東
京
都
公
文
書
館
で
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ
た
桜
痴
自
筆
史
料
に
出
会
っ
た
の

は
、
本
書
の
刊
行
か
ら
半
年
ほ
ど
経
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

(

８)

昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室

『

近
代
文
学
研
究
叢
書』

第
八
巻

(

昭
和
女
子
大
学
光
葉
会
、
昭
和
三
三
年
三
月)

。

(

９)
『

福
地
桜
痴

[
新
装
版]』

(

吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
四
年
二
月
／
初

刊
昭
和
四
〇
年)

。

(

�)
『

明
治
の
異
才
福
地
桜
痴

忘
れ
ら
れ
た
大
記
者』

(

中
公
新
書
、
昭

和
五
九
年
一
〇
月)

。

(

�)

前
注
�
同
書

｢

第
四
章

文
壇
と
梨
園
の
人
―
駆
け
ぬ
け
る
栄
光
／

桜
痴
終
焉｣

に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

そ
の
日(

桜
痴
葬
儀
の
当
日
、
明
治
三
九
年
一
月
八
日
・
酒
井
注)

は
朝
か
ら
晴
れ
わ
た
り
、
冬
に
は
珍
し
く
暖
か
い
日
で
あ
っ
た
。
柩

は
午
後
一
時
に
芝
愛
宕
町
の
自
宅
を
出
て
、
電
車
通
り
を
真
直
ぐ
に

増
上
寺
に
向
か
っ
た
。

こ
の

｢

芝
愛
宕
町
の
自
宅｣

の
住
所
は
前
注
６
の

『

電
話
番
号
簿』

に
載
る
、
桜
痴
の
息
子
・
信
世
の
住
所
か
ら
推
し
て

｢

芝
区
愛
宕
町
二

丁
目
十
四｣

と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

横
山
大
観
記
念
館

『

館
報』

一
三

(

横
山
大
観
記
念
館
、
平
成
七
年

六
月)

。
横
山
大
観
記
念
館
代
表
理
事
兼
館
長
横
山
隆
氏
の
ご
教
示
に

拠
る
。

(

�)
『

横
山
大
観』

(

中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
三
三
年
一
月)

。

(

�)
『

老
記
者
の
思
ひ
出』

(

中
央
公
論
社
、
昭
和
一
三
年
二
月)

。

(

�)

東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
。
原
本
請
求
番
号
６
０
９.

Ｂ
６.

０
４

(

０
６
２)

。
複
写
元
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ

Ｄ
２
１
７
―
Ｒ
Ａ
Ｍ
。
筆
跡
か
ら
見

て
、
桜
痴
自
筆
の

｢

願｣

で
あ
る
。

(

�)

既
に
早
く
、
矢
田
挿
雲
が

｢

江
戸
か
ら
東
京
へ

(

百
四)

／
池
之
端

の
御
前｣

(『

郵
便
報
知
新
聞』

大
正
九
年
一
〇
月
一
九
日)

に

｢

池
之

端
茅
町
二
丁
目
十
六
番
地
即
ち
不
忍
の
観
月
橋
と
相
対
せ
る
浅
田
正
吉

と
い
ふ
素
封
家
の
邸
宅
は
才
人
福
地
桜
痴
居
士
の
全
盛
期
を
送
つ
た
古

跡｣

と
記
し
、
以
下
、
桜
痴
盛
時
の｢

十
六
番
地｣

の
様
子
や
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
叙
述
し
て
い
る
。
籾
山
書
店
か
ら
単
行
本
が
出
版
さ
れ
て
、
完
成

し
た

『

雁』

が
読
者
に
見
え
た
の
は
、
奥
付
に
拠
れ
ば
大
正
五
年
五
月

一
五
日
。
こ
の
記
事
は
僅
か
に
四
年
半
後
で
あ
り
、
刊
行
当
時
の
同
地

の
様
子
を
伝
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
大
観
は
既
に
一
九
番
地
に
住

ん
で
お
り
、｢

十
六
番
地｣

＝
か
つ
て
の
池
之
端
御
殿
に
は

｢

浅
田
正

吉
と
い
ふ
素
封
家｣

が
住
ん
で
い
た
。
確
か
に
専
ら
記
憶
に
よ
っ
て
記

さ
れ
、
池
之
端
御
殿
が

｢

十
六
番
地｣

だ
っ
た
と
す
る
根
拠
も
示
さ
れ

て
は
い
な
い
が
、
実
は
挿
雲
の
記
述
は
正
確
だ
っ
た
の
で
あ
る
。『

江

戸
か
ら
東
京
へ』

が
、
長
く
広
く
読
ま
れ
た
書
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と

(

架
蔵
本
の
内
、
最
も
新
し
い
刊
記
を
持
つ
の
は

『

江
戸
か
ら
東

京
へ

(

一)

麹
町
・
神
田
・
日
本
橋
・
京
橋
・
本
郷
・
下
谷』

[

中
公

文
庫
、
九
八
年
九
月]

で
あ
る)

、
通
説
を
疑
う
手
掛
か
り
は
早
く
か

ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
だ
。

(
	)

竹
盛
天
雄

｢

雁｣
(

稲
垣
達
郎
編

『

森
�
外
必
携』

學
燈
社
、
昭
和

四
三
年
二
月)

。

(


)

拙
稿

｢『

雁』

論
�
―
末
造
と
岡
田
の
造
形
を
め
ぐ
っ
て
―｣

(『

森
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�
外
と
そ
の
文
学
へ
の
道
標』

新
典
社
、
平
成
一
五
年
三
月)

参
照
。

(
�)

｢

泊｣

は

｢

も
と
も
と
浅
い
湖
水
を
意
味｣

し
、
梁
山
泊
は

｢

黄
河

が
氾
濫
し
た
時
に
で
き
た
大
き
な
水
溜
ま
り｣

で｢

南
北
百
五
十
キ
ロ
、

東
西
五
十
キ
ロ｣

の

｢

わ
が
国
の
琵
琶
湖
な
ど
足
も
と
に
も
よ
れ
な
い

大
湖
水｣
だ
っ
た
と
言
う

(

佐
竹
靖
彦

『

梁
山
泊

水
滸
伝
・
１
０
８

人
の
豪
傑
た
ち』
中
公
新
書
、
九
二
年
一
月)

。

(

�)

千
葉
俊
二

｢｢
窓
の
女｣

考
―

『

雁』

を
め
ぐ
っ
て
―｣

(『

森
�
外

研
究』

２

八
八
年
五
月)

。
(

�)
｢

失
敗
し
た
る
御
用
新
聞
記
者

(

卅
四
年
五
月)｣

(『

春
汀
全
集
第
二

巻

明
治
人
物
月
旦』

博
文
館
、
明
治
四
二
年
八
月)

。

(

�)

例
え
ば

『

太
陽

博
文
館
創
業
二
十
五
週
年
記
念
増
刊

雄
飛
二
十

五
年』

(

一
八
ノ
九

明
治
四
五
年
六
月
一
五
日)

な
ど
が
代
表
例
。

同
じ
博
文
館
の

『

桜
痴
全
集』

(

上
編
・
明
治
四
四
年
一
二
月
四
日
／

中
編
・
同
一
二
月
五
日
／
下
編
・
明
治
四
五
年
一
月
二
三
日)

も
見
逃

せ
な
い
。
同
じ
頃
、
春
陽
堂
か
ら
も
全
三
巻
の
予
告
で

『

桜
痴
集』

が

刊
行
さ
れ
て
い
る

(

確
認
で
き
た
の
は
二
巻
ま
で)

。
た
だ
し
、
博
文

館
版
に
せ
よ
春
陽
堂
版
に
せ
よ
、
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は

(
今
日
通
行

の
評
伝
類
が
全
て
簡
単
な
叙
述
で
片
付
け
て
し
ま
う)

戯
曲
や
小
説
な

ど
文
学
的
著
作
物
で
あ
っ
て
、
桜
痴
の
本
領
で
あ
る

｢

吾
曹｣

社
説
な

ど
、
彼
の
盛
時
に
発
表
さ
れ
た
新
聞
論
説
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ

う
し
た
試
み
が
、
明
治
三
九
年
の
桜
痴
没
後
、
直
ち
に
な
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
い
点
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
。

※『

雁』

の
引
用
は

『

�
外
近
代
小
説
集』

第
六
巻
に
拠
り
、
他
は
注
記
し
た

出
典
か
ら
直
接
引
用
し
た
。
漢
字
は
現
行
の
字
体
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は
原

文
通
り
と
し
た
。
ル
ビ
・
傍
線
等
は
適
宜
省
略
し
て
い
る
。

※
本
稿
成
立
ま
で
に
多
大
な
ご
支
援
・
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
図
書
館
・
資
料

館
、
中
で
も
旧
逓
信
総
合
博
物
館

(

て
い
ぱ
ー
く)

、
東
京
都
公
文
書
館
と

横
山
大
観
記
念
館
・
同
館
代
表
理
事
兼
館
長
横
山
隆
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
た
い
。
最
後
に
、
調
査
の
途
中
経
過
を
待
ち
か
ね
る
よ
う
に
し
て
聞
き
、

空
振
り
を
繰
り
返
す
中
で
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
て
く
れ
た
元
ゼ
ミ
生
・

増
田
祐
希
と
大
脇
絵
里
に
も
改
め
て
謝
意
を
表
し
て
結
び
と
す
る
。

(

文
学
部
教
授)
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