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森
鵬
外
「
雁
」
は
明
治
四
十
四
(
-
九
―
一
）
年
九
月
か

ら
大
正
―
-
（
一
九
―
―
―
-
)
年
五
月
ま
で
「
ス
バ
ル
」
に
連
載

さ
れ
、
そ
の
後
大
正
四
(
-
九
一
五
）
年
五
月
に
結
末
部
―
―
-

章
が
書
き
加
え
ら
れ
て
単
行
本
『
雁
』
と
し
て
籾
山
書
店
か

ら
刊
行
さ
れ
た
。
「
雁
」
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
構
造
が
潜

在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
対
立
は
「
雁
」
の
語
り
の
形
式

と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
テ
ク
ス
ト
に
「
物

語
の
一
半
は
、
親
し
く
岡
田
に
交
わ
っ
て
ゐ
て
見
た
の
だ
が
、

他
の
一
半
は
岡
田
が
去
っ
た
後
に
、
図
ら
ず
も
お
玉
と
相
識

に
な
っ
て
聞
い
た
の
で
あ
る
」
、
「
前
に
見
た
こ
と
と
後
に
聞

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
テ
ク
ス
ト
空
間
に
着
目
し
た
先
行

研
究
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
前
田
愛
は
末
造
•
お
常
夫

婦
、
お
玉
父
娘
の
暮
ら
す
空
間
を
「
下
町
の
淀
ん
だ
世
界
」

と
し
、
散
歩
の
道
筋
に
見
え
る
「
下
町
」
を
「
た
だ
風
最
と

し
て
や
り
す
ご
す
明
治
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
、
「
僕
」
や
岡
田
の

世
界
」
と
対
照
さ
せ
て
い
る

(
2
)
。
瀧
本
和
成
は
「
東
京
大

学
に
象
徴
さ
れ
る
エ
リ
ー
ト
や
知
的
富
裕
階
層
の
人
々
が
住

む
山
手
側
」
と
「
職
人
、
車
夫
、
工
場
労
働
者
、
行
商
、
大

道
芸
人
等
が
多
く
住
む
下
手
側
、
つ
ま
り
下
町
界
隈
」
が
無

縁
坂
を
境
と
し
て
対
比
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る

(
3
)
。
こ
れ

ら
の
論
は
、
岡
田
や
「
僕
」
の
世
界
と
お
玉
や
末
造
•
お
常

の
世
界
を
空
間
の
観
点
か
ら
―
―
項
対
立
的
に
捉
え
た
も
の
で

あ
る
。た

だ
し
、
こ
う
し
た
「
山
の
手
」
と
「
下
町
」
の
二
項
対

立
的
な
視
点
と
は
異
な
る
テ
ク
ス
ト
空
間
の
分
析
も
、
少
数

で
は
あ
る
が
行
わ
れ
て
い
る
。
山
崎
一
穎
は
、
お
玉
父
娘
の

最
初
に
住
ん
で
い
た
練
塀
町
を
「
末
開
化
の
世
界
」
と
し
て

「
帝
国
大
学
を
中
心
と
す
る
開
化
さ
れ
た
世
界
」
と
比
較
し

て
い
る

(
4
)
。
ま
た
、
長
谷
川
明
子
は
末
造
の
活
動
範
囲
に

目
を
向
け
て
い
る
。
末
造
は
「
下
町
か
ら
山
の
手
、
さ
ら
に

は
横
浜
、
千
葉
と
、
そ
れ
こ
そ
縦
横
無
尽
に
」
移
動
し
て
お

り
、
「
本
郷
界
隈
で
活
動
す
る
岡
田
」
の
活
動
範
囲
は
「
末
造

の
活
動
範
囲
に
全
く
内
包
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
開
化

は
じ
め
に

“
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鵡

外
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時
間
に
従
っ
て
規

い
た
事
と
を
、
照
ら
し
合
せ
て
作
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
雁
」
は
「
僕
」
が
自
身
の
体
験
と
お
玉
か
ら
聞
い
た
話
と

を
合
わ
せ
て
語
る
物
語
で
あ
る
。
千
田
洋
幸
は
、
〈
僕
〉
の
語

る
の
は
「
医
科
大
生
で
あ
る
岡
田
や
〈
僕
〉
が
生
き
る
〈
青

春
〉
の
内
部
世
界
1
1
明
治
社
会
の
上
層
」
、
全
知
の
語
り
手
が

語
る
の
は
「
末
造
•
お
常
•
お
玉
ら
が
生
き
る
〈
青
春
〉
の

外
部
世
界
11
明
治
社
会
の
下
層
」
で
あ
り
、
語
り
に
よ
っ
て

テ
ク
ス
ト
内
の
世
界
が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

(
1
)
。
こ
の
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
世
界
に
対
立

構
造
を
見
出
す
論
の
多
く
は
、
岡
田
や
「
僕
」
と
い
う
医
学

生
の
世
界
と
、
お
玉
や
末
造
、
お
常
と
い
っ
た
庶
民
の
世
界

を
相
対
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

「
近
代
」

の
歩
く
男
た
ち

退
し
く
生
き
る
末
造

の
波
の
中
で
自
ら
の
欲
望
を
追
求
し
、

像
を
見
出
す
も
の
で
あ
る

(
5
)
。

「
雁
」
に
は
、
土
地
や
場
所
の
名
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て

い
る
。
各
種
全
集
の
中
に
は
、
不
忍
池
周
辺
の
地
図
を
付
し
、

登
場
す
る
場
所
を
解
説
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が

(
6
)
、
こ

れ
も
詳
細
な
地
名
の
記
述
あ
っ
て
こ
そ
可
能
に
な
る
試
み
で

あ
る

(
7
)
。、

本
稿
で
は
、
具
体
的
な
地
名
の
記
述
に
着
目
し
て
物
語
内

の
空
間
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
テ
ク
ス
ト
読
解

の
可
能
性
を
模
索
し
た
い
。

テ
ク
ス
ト
内
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
空
間
に
つ
い
て
分
析

を
進
め
る
前
に
、
時
間
設
定
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
冒
頭

の
「
古
い
話
で
あ
る
。
僕
は
偶
然
そ
れ
が
明
治
十
三
年
の
出

来
事
だ
と
云
ふ
こ
と
を
記
憶
し
て
ゐ
る
」
等
の
記
述
か
ら
、

テ
ク
ス
ト
は
「
僕
」
が
明
治
十
三
(
-
八
八

0
)
年
の
出
来

事
を
振
り
返
っ
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
物
語
は
「
九
月
頃
」

に
岡
田
と
お
玉
が
出
会
っ
て
か
ら
の
約
―
二
か
月
間
を
軸
に
、

お
玉
が
無
縁
坂
に
越
す
ま
で
の
経
緯
や
、
末
造
と
お
常
の
物

語
が
挟
み
込
ま
れ
る
形
で
進
む
。

東
京
大
学
の
医
学
生
で
あ
る
岡
田
は
、

中

村

怜

子
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上
条
↓
無
縁
坂
↓
不
忍
池
の
北
側
↓
上
野
の
山
↓
広
小
路
↓

⑪

R

②

 

仲
町
↓
湯
島
天
神
社
内
↓
臭
橘
寺
の
角
↓
上
条

則
正
し
く
生
活
し
、
下
宿
「
上
条
」
の
「
標
準
的
下
宿
人
」

と
し
て
周
囲
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
。
岡
田
に
は
決
ま
っ
た

散
歩
コ
ー
ス
が
あ
り
、
「
外
の
道
筋
紅
め
つ
た
に
歩
か
な
い
」
。

岡
田
と
お
玉
は
、
彼
の
こ
の
規
則
正
し
い
習
慣
の
た
め
に
出

会
う
事
に
な
る
。

東
京
大
学
が
創
立
さ
れ
た
の
は
、
明
治
十
年
の
こ
と
で
あ

る

(
8
)
。
本
郷
の
地
に
設
け
ら
れ
た
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
い
わ

ゆ
る
「
山
の
手
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
に
属
す
る

(
9
)
。
物
語

当
時
の
明
治
十
三
年
は
、
本
郷
が
文
教
地
域
と
し
て
形
成
さ

れ
て
い
く
最
初
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
岡
田
や
「
僕
」
と

い
う
日
本
の
近
代
大
学
制
度
が
開
始
さ
れ
た
当
初
の
東
大
生

は
、
文
教
の
地
•
本
郷
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
。さ

て
、
岡
田
の
散
歩
の
道
筋
は
、
テ
ク
ス
ト
内
に
以
下
の

よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
図
を
参
照
し
て
い
た

だ
き
た
い
（
地
名
に
付
し
た
数
字
は
、
図
中
の
番
号
と
対
応

し
て
い
る
）
。

日
本
に
紹
介
さ
れ
る
と
、
明
治
十
一
、
二
年
頃
か
ら
は
東
大

生
で
熱
心
に
ボ
ー
ト
を
漕
ぐ
者
が
出
始
め
、
十
八
年
頃
に
は

学
生
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
い
た

(10)
。
テ
ク
ス
ト
に

は
「
競
漕
前
に
選
手
仲
間
と
向
島
に
泊
り
込
ん
で
ゐ
る
」
と

あ
る
が
、
詳
細
な
散
歩
コ
ー
ス
の
説
明
と
は
対
照
的
に
、
そ

の
足
取
り
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
岡
田

が
散
歩
の
途
中
に
通
る
柳
原
は
当
時
「
引
っ
張
り
」
と
い
う

街
娼
の
出
た
片
側
町
で
あ
る
が

(
1
1
)
、
こ
こ
で
の
行
動
も
「
少

し
歩
く
」
と
記
述
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
「
径
し
か
ら
ん
こ
と
」
、

す
な
わ
ち
猥
褻
な
内
容
を
含
む
『
金
瓶
梅
』
を
読
ん
で
い
る

こ
と
も
描
写
さ
れ
る
岡
田
は
、
性
的
な
行
為
を
連
想
さ
せ
る

場
所
に
出
向
い
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
内
実
に
つ
い

て
、
語
り
手
は
話
そ
う
と
し
な
い
。
勉
学
に
結
び
つ
く
『
金

瓶
梅
』
に
つ
い
て
は
許
容
さ
れ
て
い
て
も
、
よ
り
露
骨
な
性

的
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
情
報
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

す
な
わ
ち
、
近
代
日
本
を
担
う
べ
き
存
在
で
あ
る
東
大
生

の
岡
田
は
、
語
り
に
よ
っ
て
そ
の
「
聖
」
的
な
エ
リ
ー
ト
と

し
て
の
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
彼
は
、
競
漕

と
い
う
近
代
の
新
し
い
事
物
に
興
味
を
持
ち
、
積
極
的
に
取

り
入
れ
る
人
間
で
も
あ
る
。
散
歩
の
途
中
に
立
ち
寄
る
眼
鏡

橋
も
、
近
代
東
京
の
新
名
所
で
あ
り
「
閉
ざ
さ
れ
た
封
建
都

市
か
ら
開
か
れ
た
近
代
都
市
へ
の
転
回
」
を
象
徴
す
る
空
間

だ
っ
た

(12)
。
こ
う
し
た
岡
田
像
は
「
近
，
代
」
の
象
徴
と
し

'
A
と
同
じ
）
↓

（
狭
い
西
側
の
横
丁
の
い
ず
れ
か
）

一
(
]
)
，

B
-

（
仲
町
ま
で
は

(
I
)

⑤

②

 

↓
無
縁
坂
↓
上
条

①
 

ロ
上
条
↓
長
屋
門
↓
大
学
構
内
↓
赤
門
↓
本
郷
通
り
↓
粟
餅
屋

⑫

⑬

⑮

 

↓
神
田
明
神
境
内
↓
眼
鏡
橋
↓
柳
原
の
片
側
町
↓
お
成
道
↓

⑩

②

 

↓
臭
橘
寺
↓
上
条

岡
田
は
、
こ
の
散
歩
の
途
中
に
は
「
ち
よ
い
ち
よ
い
古
本

屋
の
店
を
覗
い
て
歩
く
位
の
も
の
」
だ
と
い
う
。
「
文
学
趣
味
」

が
あ
る
エ
リ
ー
ト
・
岡
田
の
、
学
問
に
向
か
う
姿
が
伺
わ
れ

る
描
写
で
あ
る
。
ま
た
湯
島
天
神
の
「
社
内
」
、
神
田
明
神
の

「
境
内
」
に
入
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
に
値

す
る
。
湯
島
天
神
と
神
田
明
神
は
、
ど
ち
ら
も
人
々
の
生
活

の
場
よ
り
も
高
台
に
あ
る
。
両
神
社
へ
の
訪
問
は
、
無
縁
坂

の
上
、
山
の
手
に
位
置
す
る
東
京
大
学
の
イ
メ
ー
ジ
と
共
鳴

し
な
が
ら
、
岡
田
の
「
聖
」
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
す
る
。

一
方
で
岡
田
は
「
特
待
生
を
狙
ふ
勉
強
家
で
は
な
」
＜
、

「
遊
ぶ
時
間
は
極
つ
て
遊
ぶ
」
学
生
で
あ
る
と
も
語
ら
れ
、

さ
ら
に
は
「
競
漕
の
選
手
」
に
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
イ

ギ
リ
ス
で
誕
生
し
た
「
競
漕
」
（
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
）
は
幕
末
に

て
捉
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
末
造
の
職
業
は
高
利
貸
し
で
あ
る
。
酒

井
敏
は
高
利
貸
し
で
あ
る
末
造
を
「
こ
れ
か
ら
始
ま
る
日
本

近
代
資
本
主
義
社
会
を
支
え
る
「
不
属
緊
」
と
い
う
心
性
の

体
現
者
」
と
評
し

(13)
、
関
谷
由
美
子
は
そ
の
意
味
で
「
東

大
の
学
生
岡
田
と
同
じ
く
最
も
〈
開
化
的
〉
な
人
物
」
で
あ

る
と
し
て
い
る

(14)
。
そ
れ
で
は
空
間
に
着
目
し
た
と
き
、

末
造
は
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
浮
か
ぴ
上
が
る
だ
ろ
う
か
。

末
造
の
住
ま
い
は
「
福
地
源
一
郎
の
邸
宅
の
隣
」
に
位
置

し
て
い
る
。
福
地
は
「
当
時
の
言
論
界
を
リ
ー
ド
す
る
代
表

的
知
識
人
」
、
「
時
代
の
栄
光
を
一
身
に
浴
び
て
い
る
人
物
」

で
あ
っ
た

(15)
。
彼
が
当
時
邸
宅
を
構
え
て
い
た
下
谷
茅
町

は
、
元
は
寛
永
寺
の
門
前
地
で
あ
っ
た

(16)
。
先
行
研
究
の

多
く
が
末
造
を
下
町
の
庶
民
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
先

に
述
べ
た
。
し
か
し
、
西
は
江
戸
城
、
東
は
隅
田
川
や
江
戸

湾
に
挟
ま
れ
た
商
人
・
職
人
た
ち
の
居
住
地
が
元
来
の
「
下

町
」
で
あ
り
、
明
治
初
期
の
「
下
町
」
は
狭
義
に
は
日
本
橋

と
神
田
の
平
地
部
分
を
指
す
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
ろ
う

(17)
。

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
茅
町
は
江
戸
の
庶
民
的
な

「
下
町
」
と
し
て
で
は
な
く
、
福
地
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

「
近
代
」
的
原
理
に
拠
っ
て
行
動
す
る
人
々
を
呼
び
寄
せ
る

空
間
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、
現
在
そ
こ
に
住
ま
う
高
利
貸
し

（
右
に
折
れ
る
）
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の
末
造
も
ま
た
「
近
代
」
的
な
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

よ
う
。
末
造
は
お
玉
と
お
常
に
、
横
浜
み
や
げ
の
蝙
蝠
傘
を

贈
っ
て
い
る
が
、
こ
の
行
動
も
彼
の
「
近
代
」
性
を
象
徴
し

て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
同
じ
「
近
代
」
的
人
物
で
あ
る
岡
田
が
「
壁
」

イ
メ
ー
ジ
を
強
調
し
て
語
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
末
造
は
ど

の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
拾
漆
」
章
で
、

末
造
は
妻
の
お
常
と
喧
嘩
し
、
家
を
飛
び
出
し
て
い
る
。
そ

の
後
、
彼
が
辿
っ
た
道
筋
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

⑤
 

家
↓
（
切
通
の
方
へ
抜
け
る
）
↓
天
神
町
↓
五
軒
町
↓

⑪

⑬

⑪

 

昌
平
橋
↓
眼
鏡
橋
の
袂
↓
柳
原
↓
（
川
岸
を
引
き
返
す
）
↓

淡
路
町
↓
神
保
町
↓
今
川
小
路
の
手
前
↓

R
 

俎
橋
の
手
前
の
広
い
町
↓
俎
橋
↓
飼
鳥
を
売
る
店
↓

R
 

俎
橋
↓
今
川
小
路
の
茶
漬
屋

図
で
確
認
す
る
と
、
末
造
は
岡
田
よ
り
も
広
範
囲
を
歩
い

て
い
る
が
、
二
人
の
行
動
範
囲
に
は
重
な
っ
て
い
る
部
分
も

あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
共
通
す
る
地
名
と
し
て
は
、
岡

田
が
散
歩
コ
ー
ス

(II)

で
通
っ
た
眼
鏡
橋
と
柳
原
が
挙
げ

ら
れ
る
。
先
述
の
通
り
、
眼
鏡
橋
は
「
近
代
」
を
象
徴
す
る

保
町
へ
」
向
か
い
、
や
が
て
「
俎
橋
の
手
前
の
広
い
町
」
に

出
る
。
末
造
が
経
由
し
た
の
は
、
明
治
に
な
り
上
地
さ
れ
、

人
口
が
急
激
に
増
加
し
て
い
た
地
域
で
あ
る

(19)
。
そ
の
先

に
辿
り
着
い
た
町
は
「
殆
ど
袋
町
の
や
う
」
で
あ
り
、
「
医
学

生
が
虫
様
突
起
と
名
づ
け
た
狭
い
横
町
」
が
通
る
と
描
写
さ

れ
る
。
市
区
改
正
以
前
の
江
戸
の
道
筋
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
、

「
江
戸
の
街
並
の
お
も
か
げ
」
を
感
じ
さ
せ
る
空
間
で
あ
る

(20)
。
末
造
は
こ
こ
を
通
り
過
ぎ
た
直
後
「
飼
鳥
を
売
る
店
」

を
見
つ
け
、
「
ふ
い
と
」
お
玉
に
買
っ
て
い
っ
て
や
ろ
う
と
思

い
つ
く
。

江
戸
の
風
情
を
残
し
た
町
を
通
り
す
が
り
、
お
玉
を
想
起

す
る
と
い
う
構
図
は
、
末
造
が
お
玉
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
を
直

接
的
に
表
し
て
い
る
。
「
近
代
」
の
末
造
に
と
っ
て
、
お
玉
は

「
前
近
代
」
の
女
な
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
末
造
が
鳥
籠
の

紅
雀
を
「
妾
宅
に
か
く
ま
う
愛
玩
物
」
と
し
て
の
お
玉
と
重

ね
合
わ
せ
た
の
だ
と
す
れ
ば

(21)
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
で

人
を
取
り
込
む
「
袋
町
」
と
い
う
空
間
も
ま
た
、
「
前
近
代
」

の
お
玉
を
囲
い
込
も
う
と
す
る
末
造
の
意
識
の
現
れ
だ
と
解

釈
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
岡
田
と
末
造
と
い
う
―
一
人
の
男
は
、
決
し
て

相
反
す
る
存
在
で
は
な
く
、
と
も
に
「
近
代
」
を
象
徴
し
て

い
る
。
加
え
て
言
う
な
ら
ば
、
国
に
妻
子
が
い
る
に
も
拘
わ

ら
ず
お
玉
を
蒻
し
て
嫁
に
迎
え
よ
う
と
し
、
井
戸
に
身
を
投

場
で
あ
る
。
柳
原
に
は
「
川
岸
の
柳
の
下
に
大
き
い
傘
を
張

つ
て
、
其
下
で
十
―
-
＝
一
の
娘
に
か
っ
ぽ
れ
を
踊
ら
せ
て
ゐ
る

男
」
が
お
り
「
周
囲
に
は
い
つ
も
の
や
う
に
人
が
集
ま
つ
て
」

賑
わ
っ
て
い
る
。
踊
り
を
見
て
い
た
末
造
は
「
印
半
纏
を
着

た
男
」
に
ス
リ
に
遭
い
か
け
た
が
、
目
ざ
と
く
振
り
返
り
阻

止
し
た
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、
岡
田
の
散
歩
時
と
同
じ
場

所
の
記
述
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
よ
り
「
俗
」
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
感
じ
さ
せ
る
。

ま
た
、
先
に
見
た
よ
う
に
岡
田
が
「
湯
島
天
神
の
社
内
」

を
訪
れ
る
の
に
対
し
、
末
造
が
通
る
の
は
「
天
神
町
」
で
あ

る
。
こ
こ
で
い
う
「
天
神
町
」
は
湯
島
天
神
町
を
指
す
。
湯

島
梅
園
町
に
あ
る
湯
島
天
神
は
、
菅
原
道
真
を
祀
る
学
問
の

神
社
で
あ
る
。
一
方
で
、
膝
元
の
門
前
町
と
し
て
江
戸
時
代

か
ら
賑
わ
っ
た
湯
島
天
神
町
は
芸
者
の
花
街
と
し
て
栄
え
、

待
合
や
置
屋
が
多
く
並
ん
で
い
た

(18)
。
こ
の
よ
う
な
「
聖
j

と
「
俗
」
と
が
並
立
す
る
空
間
に
お
い
て
語
ら
れ
る
末
造
の

行
動
に
は
、
「
俗
」
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

高
台
に
あ
る
天
神
社
内
と
階
段
下
の
天
神
町
と
の
対
比
は
、

坂
の
上
の
岡
田
に
対
す
る
下
の
末
造
と
い
う
、
彼
ら
の
生
活

空
間
の
構
図
を
引
き
継
い
で
い
る
と
も
言
え
る
。
語
り
に
よ

っ
て
、
岡
田
と
未
造
は
二
項
対
立
構
造
の
中
に
回
収
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

柳
原
か
ら
川
岸
を
引
き
返
し
た
末
造
は

げ
そ
う
に
な
る
ま
で
精
神
的
に
追
い
詰
め
た
「
巡
査
」
も
「
上

か
ら
の
開
化
の
権
威
の
庶
民
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
象
徴
」
で

あ
り

(22)
、
「
近
代
」
的
人
物
と
捉
え
ら
れ
る
。
「
女
」
と
し

て
の
お
玉
に
対
す
る
「
男
」
た
ち
は
「
近
代
」
を
象
徴
し
、

一
定
の
社
会
的
地
位
を
も
っ
た
力
あ
る
存
在
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

岡
田
は
「
聖
」
、
末
造
は
「
俗
」
と
い
う
対
立
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
背
負
い
な
が
ら
、
同
じ
「
近
代
」
的
人
物
と
し
て
描
か

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
人
の
男
は
、
と
も
に
散
歩
や
外
出
の

場
面
が
詳
細
に
語
ら
れ
る
。
彼
ら
は
「
近
代
」
を
生
き
る
「
歩

く
」
存
在
な
の
だ
。

「
前
近
代
」

の
待
つ
女
た
ち

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
男
た
ち
に
対
し
て
、
テ
ク
ス
ト

に
お
け
る
「
女
」
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。

末
造
の
妻
•
お
常
は
、
妾
の
も
と
に
通
う
夫
の
帰
り
を
家

で
待
っ
こ
と
し
か
で
き
ず
、
「
あ
な
た
今
ま
で
ど
こ
に
ゐ
ま
し

た
の
」
「
あ
な
た
今
か
ら
ど
こ
へ
行
く
の
で
す
」
と
詰
る
。
お

常
が
出
か
け
る
様
子
は
、
「
拾
参
」
章
で
買
い
物
に
出
か
け
、

途
中
に
お
玉
を
見
か
け
た
場
面
以
外
で
は
描
写
さ
れ
て
い
な

い
。
「
労
働
者
と
し
て
家
事
、
子
供
の
世
話
を
し
て
〈
家
〉
に

留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
」

(23)
お
常
は
「
待
っ
」
女
で
あ
る
。

「
淡
路
町
か
ら
神
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る
坂
で
あ
る
。
岡
田
の
住
む
上
条
は
無
縁
坂
の
上
、
末
造
と

お
常
の
住
ま
い
は
無
縁
坂
の
下
に
位
置
す
る
。
坂
の
南
側
に

は
広
大
な
「
岩
崎
の
邸
」
が
あ
る
。
対
し
て
北
側
に
は
「
け

ち
な
家
が
軒
を
並
べ
て
」
お
り
、
「
小
さ
い
し
も
た
屋
」
や
「
手

職
を
す
る
男
な
ん
ぞ
の
住
ひ
」
、
「
荒
物
屋
に
煙
草
屋
位
し
か

な
」
い
風
景
の
中
で
、
「
中
に
往
来
の
人
の
目
に
附
く
」
の
が

「
裁
縫
を
教
へ
て
ゐ
る
女
の
家
」
、
そ
の
隣
の
「
格
子
戸
を
綺

麗
に
拭
き
入
れ
て
、
上
が
り
口
の
叩
き
に
、
御
影
石
を
塗
り

込
ん
だ
上
へ
、
折
々
夕
方
に
通
つ
て
見
る
と
、
打
水
の
し
て

あ
る
家
」
が
お
玉
の
住
ま
い
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
内
に
は
全
く
描
写
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
際
の

無
縁
坂
北
側
に
は
当
時
「
浄
土
宗
専
修
山
講
安
寺
」
が
あ
り
、

現
存
し
て
い
る
。
寺
が
あ
れ
ば
、
訪
れ
る
参
拝
者
ら
の
存
在

が
想
起
さ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
で
は
語
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
け
ち
な
家
」
の
並
ぶ
中
に
「
い
つ
も
際
立
つ
て
ひ
つ
そ

り
し
て
ゐ
る
」
お
玉
の
家
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
人
通
り
の

少
な
い
無
縁
坂
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
強
固
に
浮
か
ぴ
上
が
っ

て
く
る
。
末
造
は
人
目
に
つ
か
な
い
よ
う
お
玉
を
無
縁
坂
に

住
ま
わ
せ
、
の
ち
に
岡
田
、
「
僕
」
、
石
原
は
人
目
に
つ
か
な

い
よ
う
、
不
忍
池
で
殺
し
た
雁
を
運
ぶ
道
に
無
縁
坂
を
選
ん

だ
。
「
寂
し
い
」
無
縁
坂
を
通
し
て
、
お
王
と
死
ん
だ
雁
は
重

ね
合
わ
さ
れ
る
。

お
玉
の
家
を
描
写
す
る
際
に
繰
り
返
し
語
ら
れ
る

「
格
子

彼
女
が
子
供
の
好
物
と
し
て
思
い
起
こ
す
の
が
「
藤
村
」

の
「
田
舎
鰻
頭
」
で
あ
る
。
藤
村
は
「
加
賀
前
田
家
御
用
の

菓
子
店
」
で
あ
り
、
羊
羹
や
田
舎
餞
頭
で
有
名
だ
っ
た

(24)
。

後
に
「
弐
拾
」
章
で
お
玉
が
岡
田
に
蛇
退
治
の
お
礼
の
品
を

渡
そ
う
か
と
思
案
す
る
際
に
、
真
っ
先
に
思
い
つ
い
た
の
も

藤
村
の
田
舎
餞
頭
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
直
後
「
そ
れ
で
は
余

り
智
慧
が
無
さ
過
ぎ
る
。
世
間
並
の
事
、
誰
で
も
し
さ
う
な

事
に
な
っ
て
し
ま
ふ
」
と
却
下
し
て
い
る
。
同
じ
女
の
お
玉

が
否
定
す
る
田
舎
綬
頭
を
買
い
求
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
お

常
は
お
玉
よ
り
も
「
智
慧
」
の
な
い
、
家
と
い
う
制
度
に
囚

わ
れ
た
存
在
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。

さ
て
、
巡
査
に
欺
か
れ
父
と
と
も
に
西
鳥
越
町
に
移
り
住

ん
だ
お
玉
は
、
末
造
に
目
を
つ
け
ら
れ
、
彼
の
妾
と
な
っ
た
。

高
柳
演
三
に
よ
れ
ば
、
妾
は
江
戸
時
代
か
ら
広
く
普
及
し

て
行
わ
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
が
、
中
期
以
降
に
奉
公
人
の
よ

う
に
妾
を
雇
う
「
妾
奉
公
」
の
形
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
妾
を
「
非
常
に
賤
し
め
る
思
想
」
が
一
般
社
会
の
中
に

徐
々
に
強
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う

(25)
。

時
代
が
下
り
、
明
治
三
年
十
二
月
に
頒
布
さ
れ
た
新
立
綱

領
に
よ
っ
て
、
妾
の
地
位
は
二
親
等
と
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で

奉
公
人
の
よ
う
な
形
が
取
ら
れ
た
こ
と
か
ら
一
転
し
、
妾
は

妻
と
同
じ
立
場
と
し
て
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
明

治
十
五
年
に
施
行
さ
れ
た
旧
刑
法
で
は
、
妾
の
家
族
法
上
の

身
分
は
認
め
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
後
も

し
ば
ら
く
内
務
省
は
戸
籍
上
の
取
り
扱
い
を
従
来
通
り
に
す

る
態
度
を
と
っ
た

(26)
。
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
当
時
は
「
近
代

以
前
の
一
夫
多
妻
的
状
況
の
追
認
と
そ
の
否
定
が
頻
繁
に
行

わ
れ
た
、
独
自
の
期
間
」
だ
っ
た
と
言
え
る

(27)
。
妻
と
い

う
揺
ら
ぎ
な
い
立
場
に
あ
る
お
常
に
対
し
て
、
妾
の
お
玉
は

極
め
て
不
安
定
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

末
造
は
お
玉
を
住
ま
わ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の
候
補

地
を
立
て
た
。
―
つ
は
「
池
の
端
で
、
自
分
の
住
ま
つ
て
ゐ

る
福
地
源
一
郎
の
邸
宅
の
隣
と
、
そ
の
頃
名
高
か
っ
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
っ
た
、
往
来
か
ら
少
し
引
つ
込
め
て

立
て
た
家
」
、
も
う
―
つ
は
「
無
縁
坂
の
中
程
に
あ
る
小
家
」

で
あ
る
。
末
造
は
「
陰
気
な
や
う
だ
が
、
学
生
が
散
歩
に
出

て
通
る
位
よ
り
外
に
、
人
の
余
り
通
ら
な
い
処
に
な
っ
て
ゐ
」

る
無
縁
坂
の
家
の
方
が
人
目
に
つ
き
に
く
い
と
考
え
、
お
玉

は
こ
ち
ら
に
隠
し
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
う
一
方
の

「
見
晴
し
が
あ
」
り
「
人
の
目
に
着
き
さ
う
]
な
「
開
け
広

げ
た
や
う
な
場
所
」
で
あ
る
前
者
の
家
に
は
、
お
玉
の
父
が

住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
お
玉
の
運
命
は
、
結
果
的
に
無
縁
坂

の
家
を
あ
て
が
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
揺
り
動
か
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

無
縁
坂
は
、

窓
」
は
「
遊
郭
の
張
店
風
景
」
を
想
起
さ
せ
、
同
時
に
「
万

年
青
の
鉢
」
と
の
取
り
合
わ
せ
は
「
妾
宅
の
雰
囲
気
を
た
だ

よ
わ
せ
」
る

(28)
。
さ
ら
に
そ
の
光
景
は
、
末
造
が
お
玉
に

贈
っ
た
鳥
籠
へ
と
イ
メ
ー
ジ
を
連
ね
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

末
造
が
お
玉
に
紅
雀
を
買
っ
た
の
は
、
江
戸
の
町
並
み
の
お

も
か
げ
が
残
る
地
域
を
通
っ
た
直
後
で
あ
る
。
通
行
人
を
取

り
込
む
よ
う
な
「
前
近
代
」
的
な
空
問
で
お
玉
を
思
い
出
し
、

紅
雀
を
買
い
求
め
た
末
造
は
、
鳥
を
籠
に
飼
う
よ
う
に
お
玉

を
格
子
窓
の
家
に
囲
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
末
造
が
お

玉
を
見
つ
け
た
の
は
、
「
狭
い
路
地
」
で
「
稽
古
―
―
―
味
線
の
音
」

を
耳
に
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
お
至
に
は
「
前

近
代
」
の
弱
い
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。さ

て
、
「
雁
」
の
物
語
世
界
に
あ
っ
て
、
中
心
に
置
か
れ
て

い
る
の
が
不
忍
池
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
は
、
京
都
の
比
叡
山
・

琵
琶
湖
・
竹
生
島
と
い
う
構
図
を
模
し
て
上
野
一
帯
を
整
備

し
た
。
寛
永
二
(
-
六
二
五
）
年
に
は
上
野
に
寛
永
寺
を
創

建
し
、
麓
の
不
忍
池
を
琵
琶
湖
に
相
当
さ
せ
る
た
め
、
中
島

を
築
い
た
。
江
戸
時
代
前
期
に
は
不
忍
池
は
蓮
の
名
所
と
し

て
定
着
し
、
人
々
が
鑑
賞
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
。
江
戸
中

期
以
降
、
池
の
中
に
土
手
が
築
か
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
出
合

茶
屋
が
並
び
男
女
の
出
会
い
の
場
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
大

衆
化
し
て
い
っ
た
も
の
の
、
寛
永
寺
と
い
う
宗
教
的
権
威
や

龍
岡
町
の
北
側
に
沿
っ
て
不
忍
池
方
向
へ
下
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蓮
の
名
所
と
し
て
の
趣
は
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
不
忍
池

と
蓮
と
は
「
い
か
に
も
江
戸
的
な
土
地
と
景
物
の
組
み
合
わ

せ
」
と
し
て
認
識
さ
れ
続
け
た

(29)
。
不
忍
池
は
、
い
わ
ば

「
璧
」
と
「
俗
」
と
が
共
存
す
る
空
間
と
し
て
存
在
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
慶
応
四
(
-
八
六
八
）
年
五
月
に
上
野
戦
争
が
起

こ
る
と
、
不
忍
池
周
辺
は
激
し
い
戦
い
の
舞
台
と
な
っ
た
。

血
塗
ら
れ
た
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
振
り
払
う
よ
う
に
、
明
治
時

代
に
な
る
と
一
帯
は
「
上
野
公
園
」
と
し
て
整
備
、
開
発
さ

れ
始
め
る
。
明
治
十
年
の
内
国
勧
業
博
覧
会
を
始
め
と
し
た

催
し
が
行
わ
れ
、
文
化
施
設
の
建
設
が
進
み
、
明
治
十
七
年

に
は
不
忍
池
周
辺
が
競
馬
場
に
も
な
っ
て
い
る
。
明
治
二
十

年
代
に
も
蓮
見
は
健
在
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
池
を
は
じ
め
、

一
帯
の
雰
囲
気
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
た
の
で
あ
る

0
)
。

(
3
 

こ
の
よ
う
に
、
明
治
に
な
る
と
不
忍
池
や
上
野
と
い
う
空

間
に
は
文
明
開
化
以
後
の
近
代
的
で
新
し
い
事
物
が
次
々
と

押
し
寄
せ
、
江
戸
的
な
要
素
を
上
塗
り
し
て
い
っ
た
と
言
え

る
。
服
部
康
喜
は
上
野
公
園
を
「
〈
開
化
〉

1
1
技
術
革
新
の
象

徴
の
地
」
、
「
擬
西
洋
」
の
空
間
で
あ
る
と
し
て
い
る
が

(31)
、

明
治
十
―
―
―
年
と
い
う
テ
ク
ス
ト
内
の
時
間
を
考
え
れ
ば
「
前

近
代
」
と
そ
こ
に
押
し
寄
せ
る
「
近
代
」
を
と
も
に
兼
ね
備

え
た
、
両
義
的
な
空
間
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
「
雁
」
に
お

っ
た
。
ま
た
「
視
線
を
投
げ
か
け
る
時
、
決
ま
っ
て
」
「
あ
る

場
所
に
居
り
続
け
」
る
、
家
の
中
か
ら
窓
越
し
に
岡
田
を
「
ま

な
ざ
す
」
女
で
も
あ
っ
た

(34)
。
そ
の
よ
う
な
以
前
の
姿
に

対
し
て
、
岡
田
と
知
り
合
っ
て
後
の
お
至
は
、
末
造
の
留
守

に
岡
田
と
遊
返
し
よ
う
と
し
、
自
ら
同
朋
町
の
髪
結
の
店
ま

で
出
か
け
て
い
る
。
岡
田
と
最
後
に
顔
を
合
わ
せ
た
日
、
不

忍
池
に
向
か
う
彼
を
待
ち
受
け
た
の
は
「
家
の
前
に
」
「
立
つ

て
ゐ
た
」
お
玉
で
あ
り
、
岡
田
た
ち
が
池
か
ら
石
原
の
下
宿

に
向
か
う
時
、
彼
女
は
さ
ら
に
「
自
分
の
家
よ
り
は
一
―
三
軒

先
へ
出
迎
へ
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
男
を
待
つ
の
み
の
、
受

動
的
で
弱
い
存
在
で
あ
っ
た
「
前
近
代
」
の
お
王
は
、
岡
田

と
の
出
会
い
を
通
し
て
自
ら
の
意
志
で
立
ち
上
が
り
、
歩
き

出
す
女
と
な
っ
た
。
彼
女
の
自
我
の
目
覚
め
を
予
感
さ
せ
な

が
ら
、
物
語
は
終
わ
り
を
迎
え
る
。
妾
と
い
う
不
安
定
な
立

場
に
あ
っ
た
お
玉
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
ら
の
生
き
方
を
変

革
す
る
可
能
性
を
自
身
の
中
に
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
お
玉
の
父
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
引
っ
越
し
て
か
ら
の
父
に
つ
い
て
は
「
吹
抜
亭
」

に
出
か
け
る
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
吹
抜
亭
は
当
時
数

奇
屋
町
に
あ
っ
た
寄
席
で
あ
る
。
寄
席
は
江
戸
の
庶
民
の
娯

楽
で
あ
り
、
明
治
の
世
に
も
人
々
に
親
し
み
の
あ
る
場
所
で

あ
っ
た

(35)
。
こ
の
よ
う
に
、
お
王
の
父
は
外
出
し
て
娯
楽

を
楽
し
ん
で
い
た
が
、
そ
の
先
で
も
「
今
頃
留
守
へ
娘
が
来

こ
れ
ま
で
「
雁
」
は
、
エ
リ
ー
ト
の
岡
田
や
「
僕
」
と
、

下
町
に
生
き
る
お
玉
や
末
造
を
―
―
項
対
立
的
に
捉
え
た
読
み

お
わ
り
に

い
て
は
、
「
前
近
代
」
の
弱
い
女
性
で
あ
っ
た
お
玉
が
、
男
性

を
通
し
て
「
近
代
」
に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
巡
査
と
末

造
に
欺
か
れ
た
こ
と
は
「
前
近
代
」
へ
の
「
近
代
」
に
よ
る

侵
犯
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
上
野
の
地
が
象
徴
す
る
ご
と

く
、
お
玉
も
ま
た
、
「
近
代
」
に
侵
さ
れ
る
「
前
近
代
」
の
存

在
だ
っ
た
。

ま
た
、
不
忍
池
に
は
い
く
つ
か
の
伝
説
が
あ
る
。
明
治
四

十
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
東
京
案
内
下
巻
』

(32)
に
は
、
不

忍
池
を
め
ぐ
る
怪
談
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
池
の
東
西
の
岸

に
男
女
が
お
り
、
男
は
橋
を
渡
り
娘
の
も
と
に
通
っ
た
が
、

嫉
妬
し
た
娘
の
継
母
が
橋
を
撤
去
し
た
。
男
は
こ
れ
に
気
づ

か
ず
池
に
落
ち
て
溺
れ
死
に
、
娘
も
後
を
追
っ
て
入
水
し
た
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
に
も
、
お
そ
ら
く
江
戸
期
の
創
作

と
考
え
ら
れ
る
御
伽
草
子
の
『
し
の
ば
ず
が
池
物
語
』
は
、

自
分
で
は
な
い
男
を
選
ん
だ
「
蓮
の
前
」
を
長
者
が
池
に
沈

め
、
彼
女
は
池
の
蓮
に
な
っ
た
、
と
い
う
話
を
伝
え
る

(33)
。

こ
の
よ
う
に
、
不
忍
池
は
若
い
男
女
の
悲
恋
の
、
特
に
女
性

側
に
視
点
を
置
い
た
物
語
が
言
い
伝
え
ら
れ
る
空
間
だ
っ
た
。

お
玉
の
恋
の
行
方
は
、
不
忍
池
と
い
う
場
所
に
よ
っ
て
予
言

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
岡
田
と
の
出
会
い
が
「
前
近
代
」
の
弱
い
女
性

だ
っ
た
お
玉
の
立
ち
位
置
に
変
化
を
及
ぽ
す
こ
と
に
な
る
。

妾
と
な
っ
た
お
玉
は
、
家
で
末
造
を
待
つ
の
み
の
存
在
で
あ

て
、
ま
ご
ま
ご
し
て
ゐ
は
し
な
い
か
」
と
想
像
し
た
り
、
女

を
見
か
け
れ
ば
二
刹
那
の
間
お
玉
だ
と
思
っ
た
」
り
し
て

お
り
、
い
つ
も
お
至
を
気
に
か
け
て
い
る
。

同
時
に
、
父
は
家
で
娘
の
訪
問
を
待
っ
存
在
で
も
あ
る
。

家
か
ら
「
上
野
の
山
で
鶉
が
騒
ぎ
出
し
て
、
中
島
の
弁
天
の

森
や
、
蓮
の
花
の
咲
い
た
池
の
上
に
、
次
第
に
夕
霧
が
漂
つ

て
来
る
」
の
を
見
て
い
る
と
き
、
彼
は
お
玉
の
こ
と
を
考
え

て
い
る
。
「
近
代
」
が
押
し
寄
せ
る
上
野
に
残
る
、
「
前
近
代
」

的
な
光
景
の
中
に
、
待
っ
父
は
お
玉
を
見
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
、
お
玉
の
父
は
「
歩
」
い
て
出
か
け
る
人
物

で
あ
り
つ
つ
「
待
っ
」
人
物
と
し
て
も
描
か
れ
て
お
り
、
そ

の
興
味
は
「
前
近
代
」
的
な
方
面
に
向
い
て
い
る
と
言
え
る
。

先
に
検
討
し
た
岡
田
や
末
造
、
巡
査
に
と
っ
て
の
お
玉
は
性

愛
の
対
象
と
な
り
得
る
存
在
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
父
を
「
男
」

の
枠
組
み
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
近
代
」
の
「
歩

く
」
「
男
」
と
、
「
前
近
代
」
の
「
待
っ
」
「
女
」
の
二
項
対
立

の
外
に
、
お
玉
の
父
は
存
在
し
て
い
る
。
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が

多

く

さ

れ

て

き

た

。

し

か

し

、

登

場

人

物

を

取

り

巻

く

よ

り

具

体

的

な

空

間

の

あ

り

よ

う

に

着

目

し

て

テ

ク

ス

ト

を

検

討
す
る
こ
と
で
、

「
近

代

の

歩

く

男

f

と

「

前

近

代

の

待

っ

女

」

と

い

う

新

た

な

対

立

構

造

を

見

出

せ

る

と

と

も

に

、

そ

の

構

造

か

ら

弾

か

れ

る

者

が

い

る

こ

と

も

明

ら

か

に

な

っ

た

。

岡

田

と

の

恋

は

実

ら

な

か

っ

た

お

玉

で

あ

る

が

、

彼

女

は

岡

田

と

の

出

会

い

を

通

し

て

、

家

の

中

で

待

っ

女

か

ら

、

自

身

の

欲

望

の

た

め

に

歩

き

出

す

女

へ

と

変

貌

を

遂

げ

た

。
「
雁
」

は

、

明

治

期

の

一

人

の

女

が

、

「

近

代

」

の

男

と

出

会

う

こ

と

で

「

前

近

代

」

的

世

界

か

ら

抜

け

出

そ

う

と

し

始

め

、

自

立

へ

向

か

っ

て

い

く

テ

ク

ス

ト

と

し

て

読

む

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る

。

(
4
)
 

(
1
)
千
田
洋
幸
「
転
移
す
る
語
り
ー

『
雁
』

ー

」
、
「
立
教
大
学
日

本
文
学
」
六
十
四
号
、
一
九
九

0
年
七
月
。

(
2
)

前
田
愛
「
幻
影
の
町
③
森
邸
外
『
雁
』
」
、
「
本
の
窓
」
四
巻

一
号
、

一
九
八
一
年
三
月
。

(
3
)
瀧
本
和
成
「
森
邸
外
『
雁
』
の
世
界
J

、
「
立
命
館
文
学
」
五

四

0
巻
、
一
九
九
五
年
七
月
。

山
崎
一
穎

「
豊
熟
の
光
と
影
（
三
）
『
雁
』
を
読
む
」
、

「
N

H

K
文
化

セ
ミ
ナ
ー

・
明

治

文

学

を

よ

む

森

勘

外

i
そ
の

る
。
元
禄
四
（
一
六
九
こ
年
の
湯
島
聖
堂
建
設
に
伴
い
、

孔
子
の
故
郷
に
由
来
し
て
「
昌
平
橋
」
に
改
め
ら
れ
た
。

そ

の
後
、
明
治
に
な
り
再
び
相
生
橋
と
さ
れ
た
が
、
明
治
六
年

の
大
洪
水
で
落
下
し
た
。

こ
の
際
、
新
た
に
眼
鏡
橋
が
建
設

さ
れ
た
た
め
一
旦
撤
去
さ
れ
、
明
治
三
十
年
代
に
な
っ
て
再

び
「
昌
平
橋
」
と
し
て
架
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

現
在
の
万
世
橋
も
同
じ
く
「
昌
平
橋
」
と
称
さ
れ
て
い
た
時

期
が
あ
っ
た
。
徳
川
将
軍
も
利
用
し
た
「
文
久
橋
」
は
、
明

治
十
年
に
再
架
設
さ
れ
た
際
に
「
昌
平
橋
」
と
さ
れ
た
。

そ

の
後
当
時
の
万
世
橋
（
眼
鏡
橋
）
が
撤
去
さ
れ
た
の
と
前
後

し
て
、
明
治
三
十
九
年
に
「
万
世
橋
」
と
改
称
し
た
。

す
な

わ
ち
、
明
治
十
三
年
に
お
け
る
「
昌
平
橋
」
は
今
の
万
世
橋

を
指
し
、
実
在
し
た
の
で
あ
る
（
以
上
、
東
京
市
役
所
市
史

編
冥
係
編
『
東
京
案
内
上
巻
』
（
裳
華
房
、

一
九
〇
七
年
四

月
、
復
刻
版
、
批
評
社
、
一
九
八
六
年
十
月
）
、
中
村
薫
『
神

田
文
化
史
』
（
秀
峰
閣
、

一
九
三
五
年
八
月
）
参
照
）
。
大
塚

と
酒
井
の
指
摘
と
は
異
な
り
、
テ
ク
ス
ト
は
現
実
の
空
間
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

(
8
)
東

京

大

学

百

年

史

編

集

委

員

会

『

東

京

大

学

百

年

史

通

史

-
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
三
月
。

(
9
)

エ
ド
ワ
ー
ド

・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
、
安
西
徹
雄
訳
『
東

京
下
町
山
の
手
』
、

T
B
S
プ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
六
年
―
二

月
。

注

口
橋
」

明
治
事
物
起
源
事
典
』
、

柏
害
房
、

(
1
0
)

湯
本
楽
一
『
図
説

九
九
六
年
十
一
月
。

(
11)

槌
田
満
文
編
『
東
京
文
学
地
名
辞
典
』
、
東
京
堂
出
版
、

九
七
八
年
二
月
。

(
12)

小
木
新
造

・
前

田

愛

編

『

明

治

大

正

図

誌

第

一

巻

東

京

-
』
、
筑
摩
苦
房
、
一
九
七
八
年

二
月
。

(
1
3
)

酒
井
敏
「
『
雁
』
論
ー
末
造
と
岡
田
の
造
形
を
め
ぐ
っ
て

」
、

「
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
別
冊
」
十
二
号
、

一
九
八
六
年
一
月
。

(
14
)
関
谷
由
美
子
「
『
雁
』
の
叙
法
ー

〈
疎
遠
〉
な
二
つ
の
物
語
」
、

「
叙
説
」
十
―
二
巻
、

一
九
九
六
年
八
月
。

(
1
5
)

上
田
渡
「
森
勘
外
『
雁
』
に
お
け
る
「
僕
」
と
岡
田
の
物
語

ー
福
地
源
一
郎
を
理
想
化
す
る
男
性
原
理
的
構
造
ー
」
、
國
學

院
大
學
大
学
院
長
谷
川
泉
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
編
『
邸
外
・
康
成

・

鱒
ニ
ー
長
谷
川
泉
ゼ
ミ
ナ

ー

ル
論
文
集
』
（
國
學
院
大
學
日
本

文
学
第
九
（
阿
部
正
路
）
研
究
室
、
一
九
九
四
年
十
月
）
所

収
。

(
16
)
東

京

市

役

所

市

史

編

話

係

編

『

東

京

案

内

下

巻

』

、

裳

華

房
、
一
九

0
七
年
四
月
、
復
刻
版
、
批
評
社
、
一
九
八
六
年

十
月
。

(
1
7
)
(
9
)

に
同
じ
。

(18)
東
京
都
文
京
区
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
編
『
ぶ
ん
き
ょ
う

の
町
名
由
来
』
、
文
京
区
教
育
委
員
会
、

一
九
八

一
年

―二
月
。
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文
学
の
時
空
間
」
、

一
九
九
七
年
四
月
。

(
5
)
長
谷
川
明
子
「
森
邸
外
『
雁

』
—

開
化
期
に
生
き
る
人
々

ー

」、

「
繍
」
十
三
号
、
二

0
0
一
年
三
月
。

(
6
)
例

え

ば

『

日

本

近

代

文

学

大

系

第

十

一

巻

森

邸

外

集

ー
』

（
角
川
芯
店
、

一
九
七
四
年
九
月
）
や
『
邸
外
近
代
小
説
集

第
六
巻
』
（
岩
波
書
店
、
二

0
―
二
年
十
月
）
の
巻
末
に
は
「
雁
」

の

「
参
考
地
囮
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
本
文
の
引

用

は

『

邸

外

近

代

小

説

集

第

六

巻

』

に
拠
っ
た
。

(
7
)

テ
ク
ス
ト
内
の
具
体
的
な
地
名
を
含
む
空
間
に
全
和
目
し
た
分

析
に
は
、

一
定
の
意
義
が
あ
る
。
例
え
ば
、
テ
ク
ス
ト
に
は

「
眼
鏡
橋
」
（
目
金
橋
と
も
表
記
さ
れ
る
。
旧
万
世
橋
の
俗
称
）

と
「
昌
平
梱
」
と
い
う
二
つ
の
橋
が
登
場
す
る
。
大
塚
美
保

と

酒

井

敏

は

、

前

掲

『

悶

外

近

代

小

説

集

第

六

巻

』

の

解

題
に
お
い
て
、
昌
平
橋
は
明
治
六
年
に
洪
水
で
流
さ
れ
、
そ

の
後
明
治
―
二
十
二
年
に
再
架
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
テ
ク

ス
ト
当
時
の
明
治
十

三
年
に
は
実
在
し
な
か
っ
た
と
述
べ
、

「
厳
密
に
事
実
を
探
索
す
る
立
場
か
ら
は
矛
后
と
映
る
事
実

関
係
の
錯
誤
」
だ
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
「
僕
」
が
持
つ
当

時
へ
の
郷
愁
、
過
ぎ
去
っ
た
時
間
の
懐
か
し
さ
に
読
者
を
共

鳴
さ
せ
る
、
幽
外
の
効
果
的
な
演
出
」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち

テ
ク
ス
ト
空
間
が
事
実
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
と
の
指

摘
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
昌
平
橋
は
、
以
前
に

は
「

一

や
「
相
生
揺
」
と
称
さ
れ
た
橋
の
こ
と
で
あ
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岡田の散歩コース ）

）

）

 

I
I
I
I
 

（

（

（

 

末造の通ったコース

-A 

-B 

①東京大学 ②上条 ③無縁坂 ④お玉の家（推定） ⑤未造の家（推定）

⑥不忍池 ⑦岩崎の邸 ⑧お玉の父の家（推定） ⑨蓮玉庵 ⑩奥橘寺

⑪湯島天神 ⑫神田明神 ⑬眼鏡橋 ⑭昌平橋 ⑮柳原 ⑯俎橋

中
巻
』
、

千
代
田
区
役
所
、

(19)
『
千
代
田
区
史

月

(20)

（
2
)
に
同
じ
。

(
2
1
)
千
葉
俊
―
-
「
「
窓
の
女
」
考
ー
『
雁
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
、
「
森

酸
外
研
究
」
二
号
、
一
九
八
八
年
五
月
。

(
2
2
)
小
泉
浩
一
郎
「
『
雁
』
論
ー
現
実
認
識
の
錯
誤
を
め
ぐ
り
ー
」
、

「
東
海
大
学
紀
要
（
文
学
部
）
」
三
十
―
―
巻
、
一
九
八

0
年
―
―

月

(
2
3
)

河
田
恵
「
森
鵡
外
『
雁
』
論
ー
深
層
の
物
語
に
お
け
る
末
造

の
支
配
性
と
語
り
手
「
僕
」

I
]
、
「
国
文
」
一

0
一
号
、
一
―

0
0
四
年
七
月
。

(
2
4
)

大
塚
美
保
・
酒
井
敏
「
注
釈
」
、
前
掲
『
鵬
外
近
代
小
説
集

第
六
巻
』
所
収
。

(25)
高
柳
僕
三
『
明
治
初
年
に
於
け
る
家
族
制
度
改
革
の
一
研
究

ー
妾
の
腹
止
ー
』
、
日
本
法
理
研
究
會
、
一
九
四
一
年
二
月
。

(26)

浅
古
弘
「
明
治
前
期
に
お
け
る
妾
の
地
位
」
、
「
法
律
時
報
」

四
十
七
巻
十
三
号
、
一
九
七
五
年
十
一
月
。

(
2
7
)

目
野
由
希
「
お
玉
の
物
語
ー
森
鵬
外
「
雁
」
ー
」
、
「
國
語
と

國
文
学
」
一

0
―
ニ
―
―
―
号
、
—
1
0
0
九
年
十
二
月
。

(28)

（
2
)
に
同
じ
。

(29)

鈴
木
健
一
『
不
忍
池
も
の
が
た
り
ー
江
戸
か
ら
東
京
へ
』
、

岩
波
書
店
、
―

1
0
一
八
年
十
月
。

(30)

（
29)

に
同
じ
。

一
九
六

0
年

＾ 31 

｀ 
(32) 

(33) 

(34) 

(35) 
服
部
康
喜
「
ま
な
ざ
し
と
時
ー
『
雁
』
の
視
界
ー
」
、

文
学
論
集
」
十
五
巻
、
一
九
八
九
年
十
一
月
。

(16)

に
同
じ
。

(30)

に
同
じ
。

(31)

に
同
じ
。

(12)

に
よ
れ
ば
明
治
＋

l

二
年
の
寄
席
の
聴
衆
は
約
二
六
〇

万
人
で
、
歌
舞
伎
の
観
客
動
員
数
約
四
十
三
万
人
と
比
べ
て

も
そ
の
人
気
の
高
さ
が
伺
わ
れ
る
。

「
近
代

付
記参

考
地
図
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
横
浜
国
立
大
学
大
学
院
教
育

学
研
究
科
教
育
実
践
専
攻
教
育
デ
ザ
イ
ン
コ
ー
ス
教
育
学
領
域
所
属

の
李
非
さ
ん
に
御
助
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
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