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一
　
は
じ
め
に

森
鴎
外
作
の
「
高
瀬
舟
」
（
一
九
一
六
年
）
に
、
高
瀬
舟
で
送
ら
れ
る
罪
人
喜
助
に
つ
い

て
、
「
そ
の
額
は
晴
や
か
で
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ
る

（
１
）

」
『
山
椒
大
夫
・
高
瀬

舟
』
〈
新
潮
文
庫
〉
208
頁
、
以
下
「
高
瀬
舟
」
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
）
と
い
う
表
現
が
あ

る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
「
額
は
晴
や
か
」
が
ど
の
よ
う
な
状
態
を
指
し
て
い
る
の
か
を
考
察

す
る
こ
と
を
中
心
と
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
「
喜
助
の
顔
が
縦
か
ら
見
て
も
、
横
か
ら
見
て
も
、

い
か
に
も
楽
し
そ
う
で
」
（
208
頁
）
の
よ
う
な
、
庄
兵
衛
の
喜
助
理
解
に
は
、
理
解
違
い
と

言
う
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
く
。

二
　
「
額
は
晴
や
か
」
の
意
味

そ
も
そ
も
、
「
額
」
が
「
晴
や
か
」
で
あ
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
表
現
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
語
で
は
、
「
額
」
が
「
晴
や
か
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
表
現
自
体
、

普
通
に
は
用
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
近
代
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

１ 

　
二
十
五
年
前
か
ら
行
は
れ
て
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
改
新
の
盛
大
な
運
動
、
理
性
と
自
由

と
を
取
入
れ
ん
た
め
に
為
さ
れ
て
る
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
教
的
思
想
の
力

強
い
努
力
、
そ
れ
を
オ
リ
ヴ
ィ
エ
は
ク
リ
ス
ト
フ
に
示
し
て
や
つ
た
。
立
派
な
牧
師
達

が
居
て
、
そ
の
一
人
が
云
つ
た
や
う
に
、
「
人
間
た
る
べ
き
洗
礼
を
受
け
る
」
だ
け
の

勇
気
を
持
つ
て
ゐ
て
、
凡
て
を
理
解
し
あ
ら
ゆ
る
誠
実
な
思
想
を
懐
く
だ
け
の
権
利
を

カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
た
め
に
要
求
し
て
ゐ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
「
あ
ら
ゆ
る
誠
実
な
思
想
は
、

た
と
ひ
そ
れ
が
間
違
ふ
こ
と
は
あ
つ
て
も
、
常
に
神
聖
で
崇
高
で
あ
る
」
か
ら
だ
つ
た
。

ま
た
数
千
の
若
い
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
ら
が
居
て
、
善
良
な
意
志
を
持
つ
て
る
者
に
は
誰

に
で
も
う
ち
開
か
れ
て
る
、
自
由
な
純
粋
な
博
愛
な
キ
リ
ス
ト
教
の
共
和
国
を
う
ち
建

森
鴎
外
作
の
「
高
瀬
舟
」
で
は
、
高
瀬
舟
で
送
ら
れ
る
罪
人
喜
助
に
つ
い
て
、
「
そ
の
額
は
晴
や
か
で
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ
る
」
と
い
う
描
写
が
な

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
近
代
の
「
額
は
晴
や
か
」
の
用
例
を
も
と
に
、
こ
こ
で
言
う
「
額
は
晴
や
か
」
は
、
困
る
様
子
・
憂
鬱
な
様
子
が
見
ら
れ
て
も
よ

さ
そ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
困
る
様
子
・
憂
鬱
な
様
子
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
表
す
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
。
あ
わ
せ
て
、
「
目
に
は
微
か

な
か
が
や
き
が
あ
る
」
の
意
味
に
つ
い
て
も
触
れ
、
庄
兵
衛
の
「
喜
助
の
顔
が
縦
か
ら
見
て
も
、
横
か
ら
見
て
も
、
い
か
に
も
楽
し
そ
う
で
…
…
」
と
い
う
観

察
と
、
「
そ
の
額
は
晴
や
か
で
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ
る
」
と
い
う
地
の
文
の
描
写
の
間
に
は
懸
隔
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

を
指
摘
す
る
。
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て
ん
と
の
、
勇
ま
し
い
願
望
を
懐
い
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
忌
は
し
い
攻
撃
や
、
邪
教
だ

と
の
誹
謗
や
、
保
守
急
進
両
派
の
―
―
（
殊
に
保
守
派
の
）
―
―
不
実
な
裏
切
り
な
ど

を
、
そ
れ
ら
の
偉
大
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
ら
は
絶
え
ず
受
け
る
に
も
拘
ら
ず
、
勇
敢
な
小

団
を
な
し
て
、
永
続
的
な
も
の
を
築
く
に
は
涙
と
血
と
で
固
む
る
の
外
は
な
い
と
知
り

な
が
ら
、
苦
難
を
忍
従
し
晴
れ
や
か
な
額
を
し
て
、
未
来
に
通
ず
る
嶮
峻
な
る
隘
路
を

進
ん
で
行
き
つ
ゝ
あ
つ
た
。
（
ロ
マ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン

　
豊
島
与
志
雄
訳
『
ジ
ャ
ン
ク
リ

ス
ト
フ

　
第
三
編
』
〈
新
潮
社
〉
286
頁
、
一
九
二
二
年
）

２ 

　
父
の
放
漫
な
暮
し
方
の
た
め
、
資
産
状
態
が
可
な
り
危
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

を
、
山
川
正
太
郎
は
う
す
う
す
知
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
父
の
死
後
、

塚
本
老
人
に
よ
っ
て
具
体
的
に
明
示
さ
れ
ま
し
た
。

　 

　
「
し
か
と
、
方
策
を
立
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。
お
母
上
は
あ
の
通
り
で
い
ら

れ
ま
す
し
、
あ
な
た
の
責
任
が
重
い
と
い
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
」

　
　
た
だ
そ
う
い
う
風
に
、
塚
本
老
人
は
言
い
ま
し
た
。

　 

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
方
策
の
一
つ
が
も
う
、
塚
本
老
人
自
身
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
、
実

行
に
移
さ
れ
か
か
っ
て
い
る
の
で
し
た
。

　 

　
山
川
家
が
所
有
し
て
る
工
場
が
一
つ
あ
り
ま
し
た
。
規
模
は
さ
さ
や
か
な
も
の
で
し

た
が
、
そ
こ
に
、
可
な
り
の
資
材
が
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
塚
本
老
人
の
配

慮
に
依
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
資
材
の
な
か
の
主
要
な
も
の
と
し
て
、
美
製
鋼
板
、
俗

に
ミ
ガ
キ
鋼
板
と
い
う
の
が
約
八
十
噸
あ
ま
り
あ
り
ま
し
た
。

　 

　
そ
の
こ
と
を
、
工
場
長
の
上
原
稔
か
ら
聞
か
さ
れ
て
、
山
川
正
太
郎
は
ち
と
意
外
に

思
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
関
す
る
上
原
稔
の
話
は
、
更
に
意
外
な
も
の
で
あ

り
ま
し
た
。

　 

　
概
略
し
ま
す
と
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
八
十
噸
の
ミ
ガ
キ
鋼
板
は
、

公
定
価
格
の
三
倍
ほ
ど
の
時
価
で
、
直
ち
に
引
受
者
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
八
十
万
円
ほ

ど
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
回
、
山
川
さ
ん
が
某
政
党
に
領
袖
の
一
人
と
し
て
加
入
す

る
に
つ
い
て
、
相
当
の
金
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
鋼
板
を
売
却
し
た
い
と
思

う
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
そ
れ
が
、
塚
本
老
人
か
ら
の
申
し
込
み
で
あ
り
ま
し
た
。

　
　
上
原
稔
は
反
対
し
ま
し
た
。

　 

　
塚
本
老
人
は
説
き
ま
し
た
。
―
―
山
川
家
の
た
め
だ
か
ら
、
ま
あ
我
慢
し
て
貰
い
た

い
。
鋼
板
を
そ
っ
く
り
転
売
し
て
し
ま
っ
て
も
、
職
工
た
ち
に
仕
事
が
不
足
す
る
わ
け

で
は
あ
る
ま
い
。
真
鍮
の
屑
物
が
多
量
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
加
工
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
。

ま
た
、
た
と
い
鋼
板
を
扱
っ
て
、
各
種
の
器
物
を
製
造
す
る
に
し
て
も
、
多
く
の
熱
量

を
要
す
る
こ
と
だ
し
、
そ
の
辺
の
見
通
し
が
困
難
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
べ
て
山
川
家

の
た
め
だ
か
ら
、
よ
く
考
え
て
お
い
て
貰
い
た
い
。

　 

　
そ
の
話
、
大
旦
那
が
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
の
と
こ
ろ
で
は
あ
る
し
、
若
旦
那
に
は
さ

し
当
り
内
分
に
と
の
話
を
、
上
原
稔
は
山
川
正
太
郎
に
打
ち
明
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　 

　
「
私
は
た
だ
、
職
工
達
を
存
分
に
働
か
し
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
み
な
、

立
直
っ
た
気
持
で
、
働
き
た
が
っ
て
お
り
ま
す
。
鋼
板
は
彼
等
の
手
に
渡
し
て
や
っ
て

下
さ
い
。
同
額
の
給
与
を
貰
っ
て
も
、
遊
ん
で
い
る
よ
り
働
く
方
が
本
望
だ
と
、
そ
う

い
う
彼
等
の
意
気
を
、
私
は
涙
の
出
る
ほ
ど
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
お
願
い
に

出
ま
し
た
。
」

　 

　
額
が
晴
れ
や
か
で
、
色
が
黒
く
肉
の
し
ま
っ
た
、
そ
の
上
原
稔
の
熱
情
は
、
山
川
正

太
郎
に
も
伝
わ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
そ
の
時
は
、
山
川
正
太
郎
は
た
だ
次
の
よ
う
に
答

え
ま
し
た
。

　 

　
「
よ
く
分
り
ま
し
た
。
も
う
少
し
考
え
た
上
で
善
処
し
ま
し
ょ
う
。
」
（
豊
島
与
志

雄
「
乾
杯
」
『
豊
島
与
志
雄
著
作
集

　
第
四
巻
』
〈
未
来
社
〉
157
頁
、
一
九
四
六
年
）

こ
の
、
二
つ
の
例
に
共
通
す
る
の
は
、
「
困
難
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
く
じ
け
な
い
様

子
」
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
（
２
に
つ
い
て
は
、
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
山

川
正
太
郎
の
父
の
死
後
、
山
川
家
所
有
の
工
場
に
あ
る
資
材
を
売
っ
て
、
新
主
人
と
な
る
山

川
正
太
郎
の
政
党
入
り
の
資
金
に
す
る
と
い
う
塚
本
老
人
〈
若
い
頃
か
ら
、
山
川
正
太
郎
の

父
の
近
く
に
い
た
人
物
〉
の
案
を
実
現
さ
せ
ま
い
と
、
工
場
長
の
上
原
稔
が
、
山
川
正
太
郎

に
、
い
わ
ば
、
直
訴
を
試
み
る
場
面
で
あ
る
。
主
人
を
説
得
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
難

し
い
直
訴
の
場
面
に
お
い
て
も
、
く
じ
け
ず
、
熱
情
を
持
っ
て
願
い
を
聞
き
入
れ
て
も
ら
お

う
と
す
る
上
原
稔
の
姿
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。
）

ま
た
、
こ
れ
も
、
現
代
語
で
は
用
い
な
い
表
現
の
よ
う
に
思
う
が
、
近
代
に
お
い
て
は
、

「
額
を
曇
ら
せ
る
」
・
「
額
に
影
が
か
か
る
」
で
、
自
分
の
思
い
通
り
の
返
答
を
得
ら
れ

ず
困
る
様
子
・
憂
鬱
な
様
子
を
表
し
た
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
あ
わ
せ
て
考
え
る

と
、
「
額
」
が
「
晴
や
か
」
で
あ
る
と
は
、
困
る
様
子
・
憂
鬱
な
様
子
が
見
ら
れ
て
も
よ
さ

そ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
困
る
様
子
・
憂
鬱
な
様
子
が
見
ら
れ
な
い
（
「
額
」
に
「
曇
り
」

や
「
影
」
が
な
い
）
こ
と
を
表
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
「
高
瀬
舟
」
の
例

に
つ
い
て
も
、
流
罪
で
島
へ
送
ら
れ
る
途
中
と
い
う
、
困
る
様
子
・
憂
鬱
な
様
子
が
見
ら
れ

て
も
よ
さ
そ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
困
る
様
子
・
憂
鬱
な
様
子
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
述
べ

た
も
の
と
見
て
無
理
が
な
い
。

３
　
令
嬢
の
資
格
が
略
定
ま
っ
た
時
、
父
は
代
助
に
向
っ
て
、

　 

「
大
し
た
異
存
も
な
い
だ
ろ
う
」
と
尋
ね
た
。
そ
の
語
調
と
云
い
、
意
味
と
云
い
、
ど
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う
す
る
か
ね
位
の
程
度
で
は
な
か
っ
た
。
代
助
は
、

　 

「
そ
う
で
す
な
」
と
や
っ
ぱ
り
煑
え
切
ら
な
い
答
を
し
た
。
父
は
じ
っ
と
代
助
を
見
て

い
た
が
、
だ
ん
だ
ん
皺
の
多
い
額
を
曇
ら
し
た
。
兄
は
仕
方
な
し
に
、

　 
「
ま
あ
、
も
う
少
し
善
く
考
え
て
み
る
が
可
い
」
と
云
っ
て
、
代
助
の
為
に
余
裕
を
付

け
て
く
れ
た
。
（
夏
目
漱
石
『
そ
れ
か
ら
』
〈
新
潮
文
庫
〉
223
頁
、
一
九
〇
九
年
）

４
　
「
な
ん
だ
か
…
…
憂
欝
そ
う
で
す
ね
。
」

　 

　
さ
り
げ
な
く
云
わ
れ
た
そ
う
い
う
言
葉
に
、
私
は
ふ
っ
と
、
白
け
き
っ
た
気
持
に

な
っ
て
、
酒
の
酔
も
さ
め
て
、
自
分
の
顔
付
が
頭
の
中
に
映
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
…
…
。
私
が
鏡
を
見
る
の
は
、
髯
を
そ
る
時
、
髪
を
な
で
つ
け
る
時
、
ま
あ
そ
ん
な

も
の
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
鏡
が
頭
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に

自
分
の
顔
付
が
映
っ
て
き
ま
す
。
―
―
頬
は
酒
の
酔
に
赤
く
ほ
て
っ
て
い
る
の
に
、
額

に
薄
暗
い
影
が
か
か
っ
て
い
て
、
眼
尻
に
い
く
つ
も
小
皺
が
よ
り
、
厚
い
唇
が
だ
ら
し

な
く
開
き
、
そ
し
て
眼
付
が
、
物
珍
ら
し
そ
う
に
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
あ
た
り
を
見
廻
し
た

り
、
ま
た
ぼ
ん
や
り
曇
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
の
全
体
が
…
…
そ
う
…
…
や
は
り
憂
鬱
そ

う
で
す
ね
。
…
…
以
前
は
こ
ん
な
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
い
こ
の
頃
の
こ
と
で

す
。
（
豊
島
与
志
雄
「
肉
体
」
『
豊
島
与
志
雄
著
作
集

　
第
三
巻
』
〈
未
来
社
〉
427
頁
、

一
九
三
五
年
）

な
お
、
「
晴
や
か
」
と
い
う
と
、
現
代
語
で
は
、
単
に
曇
り
や
影
が
な
い
と
い
う
こ
と
で

な
く
、
積
極
的
に
、
快
活
な
様
子
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
が
、
近

代
の
「
晴
や
か
」
は
、
単
に
、
曇
り
や
影
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
次
は
「
面
（
お
も
て
）
」
に
つ
い
て
、
「
晴
や
か
」
を
用
い
た
例
だ
が
、
能
登
守

は
、
「
曇
ら
せ
ま
し
た
」
と
書
か
れ
る
前
に
お
い
て
、
来
客
が
あ
る
事
に
対
し
て
迷
惑
が
っ

て
い
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
、
積
極
的
に
快
活
な
表
情
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
引
用
部
分
の
少
し
前
に
は
、
能
登
守
の
寝
顔
に
つ
い
て
、
「
こ
の
数
日
、
主
人
の
髪
も
乱

れ
て
い
る
し
、
そ
れ
に
寝
て
い
る
面
に
も
窶
れ
が
見
え
て
い
ま
し
た
」
（
349
頁
）
と
も
あ

る
。
）

５
「
あ
、
つ
い
う
と
〳
〵
と
寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
」

　
　
能
登
守
は
椅
子
に
埋
め
た
身
体
を
少
し
ば
か
り
起
そ
う
と
し
ま
し
た
。

　
「
あ
の
、
お
客
様
で
ご
ざ
い
ま
す
が
」

　
　
と
お
君
が
言
い
ま
し
た
。

　
「
客
」

　
　
能
登
守
は
小
首
を
傾
げ
て
、

　 

「
言
う
て
置
い
た
通
り
、
こ
の
仕
事
を
は
じ
め
て
か
ら
は
、
大
抵
の
客
に
は
会
い
た
く

な
い
の
じ
ゃ
」

　 

「
そ
れ
で
も
強
っ
て
お
目
に
か
か
り
た
い
と
、
そ
の
お
客
様
か
ら
の
お
願
い
で
ご
ざ
い

ま
す
が
」

　
「
そ
れ
は
誰
じ
ゃ
」

　
「
女
の
お
方
で
ご
ざ
い
ま
す
」

　
「
女
の
…
…
」

　
「
は
い
、
神
尾
主
膳
様
の
御
別
家
の
御
新
造
と
申
す
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
る
」

　
「
は
は
あ
」

　
　
駒
井
能
登
守
は
、
直
ぐ
に
そ
れ
と
頷
く
処
の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、

　
「
ど
の
よ
う
な
用
向
か
知
ら
ん
、
わ
し
は
会
い
た
く
な
い
、
誰
か
会
っ
て
も
ら
い
た
い
」

　
　
と
会
う
こ
と
を
多
少
迷
惑
が
る
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
。

　 

「
そ
れ
で
も
殿
様
に
、
直
に
お
目
通
り
を
致
さ
ね
ば
申
上
げ
ら
れ
な
い
事
な
の
だ
そ
う

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
為
め
、
小
島
様
も
服
部
様
も
、
わ
た
し
に
お
殿
様
へ
お
取
次

申
し
て
見
る
よ
う
に
、
お
頼
み
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」

　
「
は
て
な
」

　
　
能
登
守
は
、
そ
の
晴
や
か
な
面
を
少
し
く
曇
ら
せ
ま
し
た
。

　 

「
兎
も
角
、
彼
方
へ
お
通
し
申
し
て
置
く
が
よ
い
、
暫
ら
く
の
間
お
待
ち
下
さ
る
よ
う

に
お
断
り
を
し
て
」

　
「
畏
ま
り
ま
し
た
」

　
「
そ
れ
か
ら
、
お
前
は
、
わ
し
の
羽
織
だ
け
を
此
処
へ
持
っ
て
来
て
呉
れ
る
よ
う
に
」

　 

「
畏
ま
り
ま
し
た
」
（
中
里
介
山
『
大
菩
薩
峠
【
都
新
聞
版
】

　
第
五
巻
』
〈
論
創

社
〉
350
頁
、
一
九
一
八
年
）

「
額
」
に
つ
い
て
「
晴
や
か
」
を
用
い
た
、
１
・
２
の
例
に
つ
い
て
も
、
積
極
的
に
快
活

な
様
子
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
状
況
で
あ
る
。
「
高
瀬
舟
」
の
例
も
含
め
て
、
困
る
様

子
・
憂
鬱
な
様
子
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
積
極
的
に

快
活
な
様
子
を
思
い
描
く
べ
き
表
現
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

三
　
「
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ
る
」
の
意
味

「
高
瀬
舟
」
で
は
、
「
額
は
晴
や
か
で
」
に
続
い
て
、
「
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ

る
」
と
書
か
れ
て
い
る
（
「
微
か
な
」
は
「
か
す
か
な
」
）
。
こ
の
、
「
目
に
は
微
か
な
か

が
や
き
が
あ
る
」
は
、
ど
の
よ
う
な
様
子
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

６ 

　
そ
ん
な
な
か
で
大
石
先
生
は
三
人
の
子
の
母
と
な
っ
て
い
た
。
長
男
の
大
吉
、
二
男

の
並
木
、
末
っ
子
の
八
津
。
す
っ
か
り
世
の
常
の
母
親
に
な
っ
て
い
る
証
拠
に
、
ね
え

0

0

「額は晴やか」
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さ
ん

0

0

と
よ
ば
れ
た
。
だ
が
よ
く
見
る
と
、
目
の
か
が
や
き
の
奥
に
、
た
だ
の
ね
え
さ
ん

で
な
い
も
の
が
か
く
れ
て
い
る
。
（
壺
井
栄
『
二
十
四
の
瞳
』
〈
岩
波
文
庫
〉
196
頁
、

一
九
五
二
年
）

現
代
語
で
「
目
の
か
が
や
き
」
と
言
う
と
、
意
欲
の
よ
う
な
も
の
の
表
れ
と
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
思
う
が
、
右
の
６
の
よ
う
な
例
を
見
る
と
、
「
目
の
か
が
や
き
」
が
あ
る
状
態
は
、

普
通
の
状
態
で
あ
り
、
次
の
７
の
例
の
よ
う
に
、
か
が
や
き
が
な
い
状
態
が
、
「
沈
み
こ
ん

だ
」
状
態
を
表
す
と
い
う
の
が
、
か
つ
て
の
用
法
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
現
代
語
で
も
、

「
目
に
か
が
や
き
が
な
い
」
は
、
沈
み
こ
ん
だ
状
態
を
表
す
で
あ
ろ
う
し
、
「
ふ
だ
ん
と
違

う
目
の
か
が
や
き
」
の
よ
う
に
、
「
ふ
だ
ん
」
で
も
「
目
の
か
が
や
き
」
が
あ
る
と
す
る
意

識
に
基
づ
く
表
現
は
残
っ
て
い
る
。
）

７ 

　
別
所
は
近
頃
、
神
経
衰
弱
の
気
味
だ
と
い
っ
て
仕
事
も
粗
漏
だ
っ
た
し
、
元
気
が
な

く
蒼
ざ
め
、
眼
に
輝
き
が
な
く
、
へ
ん
に
陰
鬱
に
沈
み
こ
ん
で
い
た
。
（
豊
島
与
志
雄

「
浅
間
噴
火
口
」
『
豊
島
与
志
雄
著
作
集

　
第
四
巻
』
〈
未
来
社
〉
17
頁
、
一
九
三
八

年
）

今
述
べ
た
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
「
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ
る
」
と
い
う
状

態
は
、
普
通
の
状
態
で
は
な
く
、
「
沈
み
こ
ん
で
い
る
」
ほ
ど
で
は
な
い
と
し
て
も
、
普
通

よ
り
は
や
や
沈
ん
だ
状
態
に
あ
る
様
子
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
庄
兵
衛
の
理
解
と
の
食
い
違
い

こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
「
そ
の
額
は
晴
や
か
で
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ

る
」
が
、
額
に
は
困
る
様
子
・
憂
鬱
な
様
子
が
見
ら
れ
ず
、
目
は
、
や
や
沈
ん
で
は
い
る
が
、

沈
み
こ
ん
で
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
様
子
を
表
す
と
考
え
る
と
き
、
気
に
な
る
の
は
、
そ

れ
に
続
く
、
庄
兵
衛
の
喜
助
理
解
「
庄
兵
衛
は
ま
と
も
に
は
見
て
い
ぬ
が
、
始
終
喜
助
の
顔

か
ら
眼
を
離
さ
ず
に
い
る
。
そ
し
て
不
思
議
だ
、
不
思
議
だ
と
、
心
の
内
で
繰
り
返
し
て
い

る
。
そ
れ
は
喜
助
の
顔
が
縦
か
ら
見
て
も
、
横
か
ら
見
て
も
、
い
か
に
も
楽
し
そ
う
で
、
若

し
役
人
に
対
す
る
気
兼
が
な
か
っ
た
な
ら
、
口
笛
を
吹
き
は
じ
め
る
と
か
、
鼻
歌
を
歌
い
出

す
と
か
し
そ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
庄
兵
衛
は
心
の
内
に
思
っ
た
。
（
略
）
こ
の
男

は
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
。
遊
山
船
に
で
も
乗
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
。
」
（
208
頁
）
と

の
食
い
違
い
で
あ
る
。
庄
兵
衛
に
見
え
て
い
る
の
は
、
額
に
は
困
る
様
子
・
憂
鬱
な
様
子
が

見
ら
れ
ず
、
目
は
、
や
や
沈
ん
で
は
い
る
が
、
沈
み
こ
ん
で
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
様
子
、

で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
に
、
「
楽
し
そ
う
」
な
様
子
で
あ
る
。
「
そ
の
額
は
晴
や
か
で
目

に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ
る
」
と
語
り
手
が
述
べ
る
と
こ
ろ
と
、
こ
の
庄
兵
衛
の
喜
助
理

解
に
は
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
額
に
は
困
る
様
子
・
憂
鬱
な
様
子
が
見
ら
れ
ず
、
目
は
、

や
や
沈
ん
で
は
い
る
が
、
沈
み
こ
ん
で
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
様
子
で
あ
れ
ば
、
「
庄
兵

衛
が
た
め
に
は
喜
助
の
態
度
が
考
え
れ
ば
考
え
る
程
わ
か
ら
な
く
な
る
」
（
209
頁
）
と
書
か

れ
て
い
る
ほ
ど
、
わ
か
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
楽
し
そ
う
」
な
様
子
を
見
て

取
る
が
ゆ
え
に
、
「
考
え
れ
ば
考
え
る
程
わ
か
ら
な
く
な
る
」
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
庄
兵

衛
の
主
観
の
産
物
で
あ
る
こ
と
は
、
「
庄
兵
衛
が
た
め
に
は
」
と
い
う
限
定
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
り
う
る
。
「
～
が
た
め
に
は
」
と
い
う
表
現
は
、
次
の
よ
う
に
、

一
般
と
は
異
な
る
、
「
～
」
に
あ
た
る
人
物
に
特
有
の
理
解
で
あ
る
こ
と
を
表
す
表
現
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

８ 

　
人
生
の
評
価
は
千
殊
万
別
で
あ
る
。
父
が
北
千
住
に
居
つ
た
時
、
家
に
一
婢
が
あ
つ

た
。
肥
白
に
し
て
愛
想
好
く
、
挙
止
も
ま
た
都
雅
で
あ
つ
た
。
然
る
に
此
婢
の
言
ふ
所

は
、
一
々
わ
た
く
し
共
兄
弟
姉
妹
の
耳
を
驚
か
し
た
。

　 

　
婢
は
幼
く
し
て
吉
原
の
大
籬
に
事
へ
、
忠
実
を
以
て
称
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
千
住

の
親
里
に
帰
つ
た
の
は
、
年
二
十
を
踰
え
た
後
で
あ
る
。

　 

　
婢
は
「
お
い
ら
ん
」
を
以
て
人
間
の
最
尊
貴
な
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
公
侯
伯
子

男
の
華
族
さ
ん
も
、
大
臣
次
官
の
官
員
さ
ん
も
婢
が
た
め
に
は
皆
野
暮
な
お
客
で
あ

る
。
（
森
鴎
外
「
細
木
香
以
」
『
鴎
外
選
集

　
第
六
巻
』
〈
岩
波
書
店
〉
）
329
頁
、

一
九
一
七
年
）

９ 

　
「
ま
あ
、
あ
の
ベ
ル
ナ
ル
ド
と
い
う
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
の
。
」
女
は
男
の
持
つ

て
居
る
新
聞
を
取
つ
て
覗
い
て
見
た
。
「
ま
あ
、
好
い
気
味
だ
事
」
と
口
ま
で
出
そ
う

な
の
を
、
女
は
堪
へ
て
ゐ
た
。

　 

　
こ
の
出
来
事
は
、
二
人
が
為
め
に
は
、
大
層
意
味
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
た
。
ベ

ル
ナ
ル
ド
教
授
は
自
分
が
飽
く
ま
で
健
康
で
ゐ
て
、
さ
も
豪
さ
う
に
専
門
の
知
識
を

吹
聴
し
て
、
見
て
貰
ひ
に
行
つ
た
男
の
希
望
を
打
ち
破
つ
て
し
ま
つ
た
の
に
、
自
分

が
却
て
数
日
間
に
死
な
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
今
あ
の
人
が
死
ん
だ
と

い
ふ
事
を
聞
く
と
同
時
に
、
男
は
こ
れ
ま
で
心
の
底
で
ひ
ど
く
あ
の
教
授
を
憎
ん
で
ゐ

た
事
を
自
覚
し
た
。
そ
し
て
自
然
に
そ
の
復
讐
が
出
来
た
の
を
、
自
分
の
運
命
の
為
め

に
大
層
好
い
前
兆
で
ゞ
も
あ
る
や
う
に
感
じ
た
。
言
つ
て
見
れ
ば
自
分
の
身
の
周
囲
か

ら
、
気
味
の
悪
い
幽
霊
を
逐
ひ
退
け
て
し
ま
つ
た
や
う
な
心
持
ち
で
あ
る
。
（
シ
ュ

ニ
ッ
ツ
レ
ル

　
森
鴎
外
訳
「
み
れ
ん
」
『
鴎
外
全
集

　
第
九
巻
』
〈
岩
波
書
店
〉
402
頁
、

一
九
一
二
年
）

「
そ
の
額
は
晴
や
か
で
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ
る
」
に
つ
い
て
は
、
「
正
当
性
、

自
信
、
充
実
感
、
希
望
の
あ
る
表
情
で
あ
る
」
（
松
田
（
二
〇
〇
九
）
54
頁
）
と
解
釈
さ
れ

た
り
、
「
そ
の
表
情
を
〈
額
は
晴
や
か
で
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
〉
と
見
た
の
は
、
む
ろ

中野　伸彦
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ん
庄
兵
衛
で
あ
る
」
（
三
好
（
一
九
八
九
）
79
頁
）
と
、
庄
兵
衛
の
理
解
で
あ
る
と
さ
れ

た
り
し
て
、
「
「
額
は
晴
れ
や
か
で
、
目
に
は
か
す
か
な
輝
き
が
あ
る
」
「
い
か
に
も
楽

し
そ
う
」
な
喜
助
の
様
子
か
ら
は
弟
を
殺
し
た
罪
人
と
し
て
の
気
持
ち
は
感
じ
と
れ
ず
」
、

「
「
晴
れ
や
か
で
」
「
楽
し
そ
う
」
な
喜
助
の
姿
」
（
角
谷
（
二
〇
〇
一
）
151
・
160
頁
）
の

よ
う
に
、
「
い
か
に
も
楽
し
そ
う
で
」
の
記
述
と
、
一
続
き
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
が
、
こ
れ
ら
は
、
現
代
語
の
「
晴
や
か
」
や
「
目
の
か
が
や
き
」
に
引
か
れ
た
誤
解

で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

庄
兵
衛
の
喜
助
理
解
が
、
客
観
的
な
も
の
と
言
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
か
く
し
て

喜
助
に
対
す
る
「
驚
異
の
目
」
も
、
喜
助
の
頭
に
さ
す
「
毫
光
」
も
（
略
）
庄
兵
衛
の
主
観

を
通
じ
て
の
み
幻
視

0

0

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
（
小

泉
（
一
九
九
〇
）
27
～
28
頁
）
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
諸
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
こ
の
、
「
そ
の
額
は
晴
や
か
で
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ
る
」
の
後
に
描
か

れ
て
い
る
「
楽
し
そ
う
で
」
と
い
う
理
解
に
つ
い
て
も
、
庄
兵
衛
の
主
観
の
産
物
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　
「
額
」
の
意
味

最
後
に
、
「
額
は
晴
や
か
で
」
の
「
額
」
は
、
顔
の
ど
の
部
分
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
、

述
べ
た
い
。

現
代
語
で
、
「
額
」
は
、
「
眉
間
」
を
含
ま
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
近
代
に
は
、
次
の
例

の
よ
う
に
、
同
じ
場
所
を
指
し
て
、
「
眉
間
」
と
も
「
額
」
と
も
言
っ
て
い
る
例
が
あ
る
。

10 

　
最
後
に
、
翁
は
冷
笑
っ
て
一
本
の
五
寸
釘
を
取
り
上
げ
て
、
少
女
の
眉
間
に
打
込
う

と
し
て
、
片
手
に
握
っ
た
鉄
槌
を
振
り
か
ざ
し
て
、
片
手
に
持
っ
た
釘
を
白
百
合
の
よ

う
な
額
に
あ
て
た
刹
那
だ
。
（
小
川
未
明
「
点
」
『
文
豪
怪
談
傑
作
選

　
小
川
未
明

集
』
〈
ち
く
ま
文
庫
〉
124
頁
、
一
九
〇
九
年
）

か
つ
て
の
「
額
」
は
「
眉
間
」
を
含
ん
で
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
現
代
語
で
、
苦
悩
の

表
れ
た
顔
を
指
し
て
、
「
眉
間
に
し
わ
を
寄
せ
る
」
の
よ
う
に
言
う
が
、
本
稿
で
述
べ
て
き

た
、
「
額
は
晴
や
か
で
」
の
「
額
」
、
あ
る
い
は
、
「
額
を
曇
ら
せ
る
」
・
「
額
に
影
が
か

か
る
」
で
、
困
る
様
子
・
憂
鬱
な
様
子
を
表
す
時
の
「
額
」
も
、
「
眉
間
」
を
指
し
て
い
る

（
そ
し
て
、
眉
間
に
し
わ
を
寄
せ
る
こ
と
が
、
「
額
」
の
曇
り
や
影
を
作
り
出
す
）
と
考
え

る
と
、
こ
の
表
現
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
次
の
よ
う
に
、
「
額
に
八
の
字
を
寄
せ
る
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
が
、
こ
の
場

合
の
「
額
」
も
、
「
眉
間
」
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
こ
の
言
い
方
は
、
現
代
語
で
も

用
い
ら
れ
る
と
思
う
が
、
こ
の
場
合
の
「
額
」
が
「
眉
間
」
を
指
す
と
い
う
意
識
は
、
現
代

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
）

11 

　
翁
は
決
し
て
、
饒
舌
愛
嬌
の
あ
る
人
で
な
い
。
極
く
沈
ん
だ
憂
え
を
帯
ん
だ
額
に
八

の
字
を
寄
せ
て
、
蓬
の
よ
う
に
蓬
々
と
し
た
半
白
の
頭
を
両
手
で
む
し
る
よ
う
に
悶
え

る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
え
ば
、
ま
た
快
活
に
語
っ
て
恰
か
も
神
々
し
い
天
の
光
を
認
め

た
よ
う
に
浮
き
立
つ
場
合
が
あ
る
。
（
小
川
未
明
「
点
」
『
文
豪
怪
談
傑
作
選

　
小
川

未
明
集
』
〈
ち
く
ま
文
庫
〉
118
頁
、
一
九
〇
九
年
）

12
「
こ
の
頭
と
此
の
世
界
と
は
ど
う
も
シ
ツ
ク
リ
合
わ
ん
も
う
さ
ら
ば
だ
。
（
略
）
」

　 

　
ブ
ラ
ウ
ン
は
額
に
八
の
字
を
寄
せ
、
い
つ
も
に
似
合
は
ぬ
気
短
に
な
っ
て
鋤
の
柄
を

バ
タ
〳
〵
と
は
た
い
た
。
（
チ
エ
ス
タ
ー
ト
ン

　
直
木
三
十
五
訳
「
作
男
ゴ
ー
の
名

誉
」
『
ブ
ラ
ウ
ン
奇
譚
』
〈
平
凡
社
）
103
頁
、
一
九
三
〇
年
）

六
　
終
わ
り
に

以
上
、
「
額
は
晴
や
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
を
中
心
に
、
「
高
瀬
舟
」
の
喜
助

に
関
す
る
描
写
を
、
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
き
た
。

注（
１
） 

　
以
下
、
用
例
の
引
用
に
際
し
て
は
、
振
り
仮
名
を
省
く
な
ど
、
表
記
を
変
え
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
近
代
の
用
例
の
採
取
に
あ
た
っ
て
は
、
次
を
利
用
し
た
と
こ

ろ
が
あ
る
。

　
　
・
青
空
文
庫

　https://w
w

w.aozora.gr.jp/

（
２
） 

　
な
お
、
同
じ
、
「
高
瀬
舟
」
の
、
「
弟
の
目
の
色
が
か
ら
り
と
変
っ
て
、
晴
や
か

に
、
さ
も
嬉
し
そ
う
に
な
り
ま
し
た
」
（
216
頁
）
に
つ
い
て
も
、
「
晴
や
か
に
」
と

「
嬉
し
そ
う
」
の
指
す
も
の
は
、
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
は
、
い
ず

れ
も
、
喜
助
が
、
自
分
の
、
弟
理
解
を
語
る
部
分
で
あ
る
が
、
「
晴
や
か
に
」
は
、

単
に
、
そ
れ
ま
で
の
「
憎
々
し
い
目
」
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
そ

れ
に
対
し
て
、
後
者
は
、
そ
れ
を
見
た
喜
助
が
、
推
測
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
感
じ

た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
「
さ

も
」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
さ
も
」
は
、
次
の
例
の
よ
う

に
、
「
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
（
か
も
し
れ
な
い
）
が
、
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
」
内
容
を
述
べ
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　 

　
李
は
温
の
所
を
辞
し
て
、
径
ち
に
魚
家
に
往
つ
て
、
玄
機
を
納
れ
て
側
室
に

し
よ
う
と
云
つ
た
。
玄
機
の
両
親
は
幣
の
厚
い
の
に
動
さ
れ
た
。

「額は晴やか」

― 294 ―（ 297 ）



　
　
　
　 

　
玄
機
は
出
て
李
と
相
見
た
。
今
年
は
も
う
十
八
歳
に
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
容

貌
の
美
し
さ
は
、
温
の
初
て
逢
つ
た
時
の
比
で
は
な
い
。
李
も
ま
た
白
皙
の
美

丈
夫
で
あ
る
。
李
は
切
に
請
ひ
、
玄
機
は
必
ず
し
も
拒
ま
ぬ
の
で
、
約
束
は
即

時
に
成
就
し
て
、
数
日
の
後
に
、
李
は
玄
機
を
城
外
の
林
亭
に
迎
へ
入
れ
た
。

　
　
　
　 

　
こ
の
時
李
は
遽
に
発
し
た
願
が
遽
に
愜
（
か
な
）
つ
た
や
う
に
思
つ
た
。
し

か
し
そ
こ
に
意
外
の
障
礙
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
李
が
身
を
以
て
、
近
（
ち
か

づ
）
か
う
と
す
れ
ば
、
玄
機
は
回
避
し
て
、
強
ひ
て
逼
れ
ば
号
泣
す
る
の
で
あ

る
。
林
亭
は
李
が
夕
に
望
を
懐
い
て
往
き
、
朝
に
興
を
失
つ
て
還
る
の
処
と
な

つ
た
。

　
　
　
　 

　
李
は
玄
機
が
不
具
で
は
な
い
か
と
疑
つ
て
見
た
。
し
か
し
若
し
さ
う
な
ら
、

初
に
聘
を
卻
け
た
筈
で
あ
る
。
李
は
玄
機
に
嫌
は
れ
て
ゐ
る
と
も
思
ふ
こ
と
が

出
来
な
い
。
玄
機
は
泣
く
時
に
、
一
旦
避
け
た
身
を
李
に
靠
せ
掛
け
て
さ
も
苦

痛
に
堪
へ
ぬ
ら
し
く
泣
く
の
で
あ
る
。
（
森
鴎
外
「
魚
玄
機
」
『
鴎
外
全
集

　

第
十
六
巻
』
〈
岩
波
書
店
〉
109
頁
、
一
九
一
五
年
）

　
　
　
　 

　
梅
を
せ
き
立
て
て
出
し
て
置
い
て
、
お
玉
は
甲
斐
甲
斐
し
く
襷
を
掛
け
褄
を

端
折
っ
て
台
所
に
出
た
。
そ
し
て
さ
も
面
白
い
事
を
す
る
よ
う
に
、
梅
が
洗
い

掛
け
て
置
い
た
茶
碗
や
皿
を
洗
い
始
め
た
。
こ
ん
な
為
事
は
昔
取
っ
た
杵
柄

で
、
梅
な
ん
ぞ
が
企
て
及
ば
ぬ
程
迅
速
に
、
し
か
も
周
密
に
出
来
る
筈
の
お
玉

が
、
き
ょ
う
は
子
供
が
お
も
ち
ゃ
を
持
っ
て
遊
ぶ
よ
り
手
ぬ
る
い
洗
い
よ
う
を

し
て
い
る
。
取
り
上
げ
た
皿
一
枚
が
五
分
間
も
手
を
離
れ
な
い
。
そ
し
て
お
玉

の
顔
は
活
気
の
あ
る
淡
紅
色
に
赫
や
い
て
、
目
は
空
を
見
て
ゐ
る
。
（
森
鴎
外

『
雁
』
〈
新
潮
文
庫
〉
100
頁
、
一
九
一
五
年
）

引
用
文
献

小
泉
浩
一
郎
（
一
九
九
〇
） 

「
『
高
瀬
舟
』
論
―
〈
語
り
〉
の
構
造
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（
『
近
代
日
本
文
学
の
諸
相
』
〈
明
治
書
院
〉
）

角
谷

　
有
一
（
二
〇
〇
一
） 

「
プ
ロ
ッ
ト
の
読
み
を
深
め
る
」
（
『
文
学
の
力
×
教
材
の

力
　
中
学
校
編
３
年
』
〈
教
育
出
版
〉
）

松
田

　
典
祀
（
二
〇
〇
九
） 

「
庄
兵
衛
の
「
問
い
」
を
問
う
―
教
材
と
し
て
の
「
高
瀬

舟
」
論
―
」
（
『
皇
學
館
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
集
』
第

１
号
）

三
好

　
行
雄
（
一
九
八
九
） 

「
『
高
瀬
舟
』
論
―
知
足
の
構
造
」
（
『
別
冊
國
文
學

　
Ｎ

Ｏ
．
37

　
森
鴎
外
必
携
』
）

中野　伸彦
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