
「
或
る

イ云

に
お
け
る
松
本
清
張
の
仕
掛
け

「小
倉
日
記
」「

モ
チ

l
ヴ」

は
じ
め
に

「
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
」
を
読
み
終
え
た
読
者
は
、
ど
の
よ
う

な
読
後
感
を
抱
く
だ
ろ
う
か
。
主
人
公
田
上
耕
作
の
生
き
ざ
ま
、
そ

の
暗
さ
や
重
さ
を
直
接
っ
き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
、
胸
を
ふ
さ

が
れ
る
思
い
の
し
た
読
者
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

回
上
耕
作
が
実
在
し
た
人
物
で
あ
る
と
知
ら
さ
れ
た
ら
、
驚
く
で
あ

ろ
う
。

「
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
」
は
、
実
在
し
た
人
物
を
モ
デ
ル
に

し
た
伝
記
的
小
説
で
あ
る
。

主
人
公
が
学
問
や
芸
術
の
世
界
で
功
を
な
そ
う
と
努
力
す
る
も

の
の
結
局
報
わ
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
「
或
る

「小

倉
日
記
」
伝
」
と
同
じ
タ
イ
プ
の
小
説
を
松
本
清
張
は
近
い
時
期
に に

投
影
さ
れ
た
も
の
|
|

向
井

佑
輔

い
く
つ
か
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
を
ひ
と
く
く
り
に
し
て

ま
と
め
た
短
編
集
の
あ
と
が
き
の
中
で
、
松
本
清
張
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
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こ
の
集
の
五
つ
の
短
編
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
私
の
心
を
依
託
し
た

人
物
を
描
い
た
。
モ
デ
ル
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
そ
の
そ
チ
ー

ヴ
と
な
っ
た
人
物
は
実
在
し
て
い
た
。
(
『
風
雪
』
あ
と
が
き
)

「
モ
デ
ル
」
/
「
モ
チ

l
ヴ
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
分
け
に
よ
っ

て
、
事
実
に
忠
実
な
伝
記
で
は
な
く
虚
構
化
が
施
さ
れ
た
物
語
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
虚
構
化
は
松
本
清
張
自

身
の
強
い
感
情
移
入
に
よ
る
結
果
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。



こ
の
文
章
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
人
物
を
見
つ
け
出
し
、

い
く
ぶ
ん
か

の
虚
構
化
を
通
じ
て
、
彼
ら
の
生
き
ざ
ま
を
読
者
に
つ
き
つ
け
て
い

る
、
松
本
清
張
か
ら
の
重
々
し
い
問
い
か
け
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
松
本
清
張
は
、
あ
る
特
集
記
事
の
中
で
は
、
「
或
る
「
小

倉
日
記
」
伝
」

の
主
人
公
に
対
し
て
突
き
放
し
た
視
点
を
と
っ
て
い

る
。

戦
後
に
な
っ
て
ほ
ん
も
の
の
鴎
外
の
か
い
た
『
小
倉
日
記
』
が

で
た
わ
け
で
す
。
(
中
略
)
そ
う
い
う
人
間
の
才
能
が
、
本
物
が
で

た
と
い
う
結
果
に
よ
っ
て
全
然
意
義
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

耕
作
の
行
為
が
、

「
小
倉
日
記
」
と
い
う
モ
ノ
の
発
見
云
々
と
は

関
係
な
く
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
彼
の
足
跡
と
し
て
重
み
を
持
つ
こ
と
。

そ
れ
が
耕
作
の
一
生
を
追
っ
た
作
品
が
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
耕
作
の
行
為
を
「
意
義
」
が
な
い
と
断
定
し

て
し
ま
っ
て
お
り
、
「
軽
率
」
な
発
言
の
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
。
そ

も
そ
も
、
「
小
倉
日
記
」
と
耕
作
の
調
査
の
成
果
が
全
く
同
じ
内
容
に

な
る
は
ず
は
な
く
、大
塚
美
保
は
こ
の
回
想
に
対
し
て
「
『
小
倉
日
記
』

と
い
う
「
文
書
史
料
」
を
重
く
見
積
も
り
す
ぎ
て
い
る
」
と
反
論
し
て

い
る
。
こ
こ
ま
で
引
用
し
た
二
つ
の
回
想
に
お
け
る
落
差
は
、

体

何
な
の
だ
ろ
う
か
。
松
本
清
張
は
田
上
耕
作
と
い
う
「
モ
チ
1

ヴ」

を
通
し
て
何
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
評
価
と
本
論
の
目
的

前
述
し
た
よ
う
に
田
上
耕
作
は
実
在
し
た
人
物
で
あ
る
。
で
は
、

作
中
で
の
耕
作
と
実
在
し
た
田
上
耕
作
と
の
聞
に
は
ど
う
い
う
共
通

点
と
相
違
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
行
す
る
研
究
に
お
い
て
、
田
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上
耕
作
の
実
像
を
明
ら
か
に
す
る
調
査
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
松
本

清
張
が
田
上
耕
作
と
い
う
「
モ
チ
|
ヴ
」
を
ど
う
虚
構
化
し
て
い
る

の
か
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
虚
実
の
交
錯
か
ら
松
本
清
張
の
手
法
を

分
析
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

そ
こ
で
得
ら
れ
た
成
果
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
田
上
耕
作
が
身
体

に
ハ
ン
デ
ィ
を
抱
え
て
い
た
こ
と
、
「
小
倉
時
代
の
鴎
外
研
究
家
」
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、

田
上
耕
作
の
活
躍
は
郷
土

史
の
調
査
、
郷
土
玩
具
の
創
案
、
個
人
文
芸
誌
の
発
行
な
ど
に
も
及

ぶ
幅
の
広
い
も
の
で
あ
り
、
小
倉
時
代
の
鴎
外
を
調
査
す
る
こ
と
だ



け
が
生
き
が
い
で
あ
る
か
の
よ
う
な
作
中
の
耕
作
と
は
大
き
く
イ
メ

ー
ジ
の
異
な
る
人
物
で
あ
っ
た
。
田
上
耕
作
の
最
大
の
業
績
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
鴎
外
旧
居
の
特
定
と
そ
こ
に
標
木
を
建
て
た
行

為
で
あ
り
、
肝
心
な
そ
の
点
こ
そ
が
作
中
で
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い

な
い
。
田
上
耕
作
の
実
像
を
調
査
し
た
轟
良
子
は
、
「
田
上
の
「
小
倉

は
、
体
に
ハ
ン
デ
ィ
こ
そ
あ
っ
た
も
の
の
、
決
し
て
暗
穆
一

点
ぱ
り
で
は
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
、
虚
構
化
の
手
法
を
分
析
し
た

日
記
」

山
崎

一
穎
は
「
光
よ
り
も
影
に
焦
点
を
絞
っ
て
造
型
し
て

い
く
清
張

文
学
の
原
点
」
を
見
出
し
て
い
る
。

し
か
し
、
松
本
清
張
の
虚
構
化
の
際
の
関
心
、
ひ
い
て
は
作
品
の

魅
力
が
、
そ
の

「
暗
さ
」
(
恵
ま
れ
な
い
境
遇
、
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も

報
わ
れ
な
い
こ
と
)
に
求
め
ら
れ
て
過
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
或

る
「
小
倉
日
記
」
伝
」
は
、
類
似
す
る
初
期
作
品
と
同
じ
く
「
学
問

や
芸
術
で
功
を
な
す
」
と
い
う
こ
と
自
体
の
意
味
を
真
正
面
か
ら
見

据
え
た
小
説
で
あ
り
、
そ
の
点
が
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
実
は
、

「
轄
朝
不
遇
の
生
涯
」
「
不
遇
へ
の
共
鳴
」
と
い
う
評
価
の
大
枠
を
作

そ
ち
ら
の
点
も
鋭
く
指
摘
し
て
い
た
。

っ
た
平
野
謙
自
身
が
、

注
目
す
べ
き
は
、
現
世
的
な
立
身
出
世
に
望
み
を
断
念
さ
せ
ら

れ
た
主
人
公
た
ち
が
、
非
現
世
的
な
学
芸
の
世
界
に
没
入
し
得
た

こ
と
自
体
に
、

ほ
と
ん
ど
自
足
し
て
い
な
い
点
だ
ろ
う
。
(
中
略
)

彼
ら
は
そ
こ
か
ら
世
俗
か
ら
の
独
立
、
精
神
の
自
律
を
定
立
す
べ

き
内
部
的
な
方
向
に
は
立
ち
む
か
わ
ず
、

そ
れ
を
手
が
か
り
と
し

て
、
ま
す
ま
す
世
間
を
見
返
し
て
や
り
た
い
と
い
う
現
世
的
な
保

証
を
学
芸
の
世
界
に
求
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

平
野
謙
の
指
摘
し
て

い
る
点
を
、
私
な
り
に
岨
鳴
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。
人
を
学
問
や
芸
術
に
駆
り
立
て
る
も
の
と
し
て
、
仮
に

そ
の
両
端
を
定
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
純
粋
な
学
問
や
芸
術
へ
の
欲
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求
と
世
俗
的
な
名
誉
欲
が
想
定
で
き
よ
う
。
両
者
は
複
雑
に
入
り
組

ん
で
い
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
欲
求
の
み
で
学
問
芸
術
に
打
ち
込
ん

で
い
る
と
い
う
人
物
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
し
、

ま
た
、
前
者
こ
そ

尊
い
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
人
が
そ
の
学
問
や
芸

術
へ
の
欲
求
に
お
い
て
前
者
か
ら
後
者
の
方
へ
と
比
重
を
置
い
て
い

く
さ
ま
、

そ
の
生
々
し
さ
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
共
通
し
て
描
か

れ
た
テ
ー
マ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
側
面
を
無
視
し
て
、

主
人
公
の
「
不
遇
」
と
い
う
結
果
ば
か
り
を
強
調
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。



た
だ
、
「
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
」
を
一
読
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

耕
作
は
純
粋
な
文
学
青
年
で
あ
り
続
け
た
か
の
よ
う
に
読
め
て
し
ま

う
。
ま
わ
り
の
人
か
ら
評
価
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
極
め
て
些
細
で

先
の
見
え
な
い
研
究
に
、
耕
作
は
自
分
の
全
生
命
を
か
け
て
い
る
と

思
う
読
者
も
多
い
だ
ろ
う
。
他
の
同
系
列
作
品
に
比
べ
て
、
学
問
や

芸
術
へ
の
欲
求
の
質
の
問
題
が
は
っ
き
り
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
学
問
へ
の
欲
求
の
質
の
変
化
は
、
作
中
の
断
片
的

な
記
述
に
中
に
し
っ
か
り
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

次
章
以
降
、
作
中
の
記
述
、
松
本
清
張
の
「
モ
チ

l
グ
」
を
虚
構
化

す
る
手
法
、

二
つ
の
レ
ベ
ル
で
学
問
へ
の
欲
求
の
質
の
問
題
を
分
析

し
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
、
松
本
清
張
の
仕
掛
け
た
効
果
的
な
手
法

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
鉱
脈
を
さ
ぐ
り
あ
て
た
山
師
」

で
は
、
作
中
に
書
き
込
ま
れ
た
耕
作
の
変
化
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
か
、
や
や
長
い
引
用
に
な
る
が
見
て
い
こ
う
。

満
三
年
間
の

「
小
倉
日
記
」

の
喪
失
は
世
を
挙
げ
て
お
し
ま
れ

た
。
い
よ
い
よ
失
わ
れ
て
無
い
と
な
る
と
、
「
小
倉
日
記
」
は
、

そ
の
か
く
れ
て
い
る
部
分
の
容
積
と
重
量
を
人
々
に
感
じ
さ
せ

た
の
だ
っ
た
。

耕
作
の
心
を
動
か
し
た
の
は
こ
の
事
実
を
知
っ
て
か
ら
だ
。
幼

時
の
伝
便
の
鈴
の
思
い
出
が
は
か
ら
ず
も
鴎
外
の
文
章
で
よ
み

が
え
っ
て
以
来
、
鴎
外
を
読
み
、
こ
れ
に
傾
倒
し
た
。
い
ま
、

「小

倉
日
記
」

の
散
失
を
知
る
と
未
見
の
こ
の
日
記
に
自
分
と
同
じ
血

が
通
う
よ
う
な
憧
僚
さ
え
感
じ
た
。

耕
作
が
い
わ
ゆ
る
足
で
歩
い
て
資
料
を
集
め
、
鴎
外
の

「
小
倉

生
活
」
を
記
録
し
て
失
わ
れ
た
日
記
に
代
え
よ
う
と
し
た
着
想
は
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ど
う
し
て
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
ろ
は
柳
田
国
男
の
民
俗

学
が
一
般
に
流
行
し
だ
し
た
時
だ
っ
た
。
白
川
の
、
グ
ル
ー
プ
の
青

年
た
ち
の
聞
に
も
民
俗
学
熱
が
あ
が
り
、
『
豊
前
』
と
い
う
雑
誌

ま
で
出
し
た
。
同
人
た
ち
は
郷
土
か
ら
資
料
を
H

採
集
μ

し
、
毎

号
の
誌
上
に
の
せ
た
。
耕
作
も
初
め
は
郷
土
誌
の
上
か
ら
小
倉
時

代
の
鴎
外
を
考
え
て
い
た
が
、
民
俗
学
の
M

資
料
採
集
μ

の
方
法

し
だ
い
に
「
小
倉
日
記
」
の
空
白
を
埋
め
る
仕
事
を
思

を
見
て
、

い
た
っ
た
。
小
倉
時
代
の
鴎
外
を
知
っ
て
い
る
関
係
者
を
捜
し
て

ど
ん
な
片
言
隻
語
で
も
H

採
集

μ
し
よ
う
と
い
う
の
だ
。

ま
わ
り
、



耕
作
は
こ
れ
に
全
身
を
打
ち
こ
む
こ
と
に
し
た
。
鉱
脈
を
さ
ぐ

り
あ
て
た
山
師
の
よ
う
に
奮
い
た
っ
た
。

一
生
こ
れ
と
取
り
く
む

の
だ
と
決
め
た
。
(
五
章
)

も
と
も
と
、
耕
作
の
鴎
外
好
き
は
、
幼
時
の
思
い
出
で
あ
っ
た
伝

便
の
鈴
の
こ
と
が
鴎
外
の
『
独
身
』
に
書
か
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
、

感
動
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
感
動
と
は
、
甘
い
鈴
の

音
色や
初
恋
へ
の
感
傷
的
な
懐
古
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
「
あ
の
時

は
で
ん
び
ん
や
と
は
何
の
こ
と
か
知
ら
な
か
っ
た
。
今
、
思
い
が
け

な
く
、
そ
の
由
来
を
鴎
外
が
教
え
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
で
ん
び
ん
」

と
意
味
も
分
か
ら
ず
音
で
だ
け
で
把
握
し
て
い
た
も
の
が
、
後
々
に

偶
然
手
に
し
た
文
献
に
よ
っ
て
そ
の
役
割
や
歴
史
性
を
知
り
新
し
く

意
味
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
知
的
興
奮
で
も
あ
る
。
こ

れ
は
ま
さ
に
デ
ュ

l
イ
の
い
う
「
経
験
の
再
構
成
」
で
あ
り
、
純
粋

な
学
問
へ
の
欲
求
の
原
体
験
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
い
う
地
点
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
耕
作
の
鴎
外
熱
は
、
「
「
小
倉

日
記
」

の
空
白
を
埋
め
る
」
と
い
う
目
標
を
見
つ
け
る
こ
と
で
世
俗

的
な
名
誉
欲
を
求
め
る
方
へ
と
比
重
を
置
く
よ
う
に
な
る
。
「
鉱
脈
を

さ
ぐ
り
あ
て
た
山
師
」
と
い
う
言
葉
に
、
耕
作
の
変
化
が
象
徴
的
に

表
れ
て
い
る
。

い
わ
ば
、
自
己
を
慰
め
る
た
め
の
学
聞
か
ら
、
外
に

見
返
す
た
め
の
学
問
に
か
わ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
耕
作
は
、

K

・
M

(
モ
デ
ル
は
木
下
杢
太
郎
)
や
森
潤
三
郎

と
い
う
中
央
の
権
威
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
狂
喜
し
て
い
る

よ
う
に
、
作
家
の
伝
記
的
事
実
の
補
完
と
い
う
明
確
な
テ
!
?
を
設

定
し
、

そ
の
成
果
に
よ
っ
て
世
間
を
見
返
し
て
や
り
た
い
と
い
う
思

い
を
抱
え
て
い
る
。
「
こ
ん
な
こ
と
を
調
べ
ま
わ
っ
て
何
に
な
る
の
か
。

い
っ
た
い
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
空
し
さ
に
駆
ら
れ
て
し
ま

う
場
面
が
作
中
で
は
二
度
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
見
返
り
を
期
待
す
る

よ
う
に
な
っ
た
ゆ
え
に
生
じ
る
「
産
み
の
苦
し
み
」
な
の
で
あ
る
。
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こ
こ
ま
で
見
て
く
れ
ば
、
耕
作
が
何
も
見
返
り
を
求
め
よ
う
と
し

な
い
純
粋
な
文
学
青
年
で
あ
っ
た
と
は
読
め
な
い
だ
ろ
う
。
学
問
へ

の
欲
求
の
質
の
変
化
は
、
松
本
清
張
が
初
期
作
品
の
中
で
執
効
に
描

き
続
け
た
テ
!
?
で
あ
り
、
松
本
清
張
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
ま
で
指
摘

し
て
き
た
耕
作
の
内
面
の
変
化
は
、
田
上
耕
作
の
実
像
と
い
う
よ
り

も
松
本
清
張
に
よ
る
虚
構
化
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
え
て
く
る
。

果
た
し
て
、
実
在
し
た
田
上
耕
作
は
「
「
小
倉
日
記
」
の
空
白
を
狸
め
」

よ
う
な
ど
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。



次
章
で
は
、
「
「
小
倉
日
記
」
の
空
白
を
埋
め
る
」
と
い
う
発
想
は
、

松
本
清
張
が
創
作
の
過
程
で
作
中
の
耕
作
に
思
い
つ
か
せ
た
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
、

田
上
耕
作
の
実
像
と
照
ら
し
合
わ

せ
な
が
ら
検
証
し
て
い
き
た
い
。

四

鴎
外
へ
の
視
線
の
遣
い

実
在
し
た
田
上
耕
作
が

「
鴎
外
研
究
家
」

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
新
聞
紙
上
で
田
上
耕
作
の
業
績
が
幾
度
か

そ
こ
で
は
田
上
耕
作
は

「鴎
外
研
究
家
」
と

し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
問
い
を
進

め
て
、
ど
う
い
う
「
鴎
外
研
究
家
」
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
考

察
し
て
い
き
た
い
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
実
在
し
た
田

報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

上
耕
作
は
、
「
「
小
倉
日
記
」

の
空
白
を
埋
め
る
」
こ
と
を
目
的
と
し

た
「
鴎
外
研
究
家
」

で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
実
在
し
た
田
上
耕

作
と
作
中
の
耕
作
で
は
、
閉
じ
「
鴎
外
研
究
家
」

で
あ
っ
て
も
、
そ

の
視
線
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
作
中
の
耕
作
は
「
小

倉
日
記
」

の
空
白
を
埋
め
る
」
こ
と

い
わ
ば
鴎
外
の
伝
記
的
事
実

を
志
向
す
る
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
実
際
の
田
上
耕
作
は
鴎
外
の
研

究
を
通
し
て
そ
こ
か
ら
小
倉
の
風
俗
を
辿
ろ
う
と
し
て
お
り
、
鴎
外

に
ま
つ
わ
る
情
報
を
歴
史
資
料
と
し
て
見
る
視
点
を
持
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
「
鴎
外
漁
史
の
小
倉
観
」
と
題
し
た
文
章
で
は
、
鴎
外

旧
居
の
場
所
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
鴎
外
の
『
独
身
』
に
当
時
の
小

倉
独
特
の
風
俗
と
し
て
広
告
塔
と
伝
使
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

紹
介
し
た
も
の
だ
が
、
現
在
の
小
倉
と
鴎
外
が
い
た
頃
の
小
倉
を
比

べ
、
そ
こ
に
連
続
性
と
断
絶
を
見
い
出
そ
う
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
巷

に
聞
く
」
と
題
し
た
文
章
で
は
、
発
見
さ
れ
た
鴎
外
遺
稿
に
「
摘
髪

所
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
理
髪
店
」
「
調
髪
庖
」

な
ど
と
看
板
の
名
前
は
変
遷
し
て
も
「
髪
を
摘
む
」
と
い
う
方
言
は

鴎
外
の
い
た
四

O
年
前
か
ら
今
ま
で
変
っ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
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田
上
耕
作
が
鴎
外
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
や
図
上
耕
作
の
鴎
外

研
究
の
業
績
を
報
じ
た
新
聞
記
事
は
決
し
て
多
く
な
い
が

そ
れ
ら

を
分
析
す
る
限
り
で
は
、
彼
の
民
俗
学
的
な
視
線
が
抽
出
さ
れ
る
ば

そ
こ
に
は
「
小
倉
日
記
」
と
い
う
言
葉
は
全
く
出
て

か
り
で
あ
り
、

こ
な
い
。

ま
た
、

田
上
耕
作
の
文
章
が
最
も
多
く
存
在
す
る
の
は
小
倉
郷

士
会
発
行
の
雑
誌
『
豊
前
』
で
あ
る
。
『
豊
前
』
誌
面
上
に
掲
載
さ
れ

た
座
談
会
に
も
度
々
参
加
し
て
お
り
、

田
上
耕
作
の
学
問
的
な
ベ
|



ス
と
し
て
小
倉
郷
土
会
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
小
倉

郷
土
会
と
は
ど
ん
な
団
体
で
あ
り
、
ど
う
い
う
雰
囲
気
の
も
の
で
あ

っ
た
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

小
倉
郷
土
会
会
員
で
あ
っ
た
小
林
安
司
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。工

業
地
帯
で
あ
る
北
九
州
地
方
で
は
地
域
の
発
展
、
展
望
に
と

も
な
い
自
市
の
歴
史
を
回
顧
し
よ
う
と
し
て
、

昭
和
に
な
る
と
各

地
で
地
域
に
根
づ
い
た
研
究
団
体
が
誕
生
、
小
倉
で
は
柳
田
民
俗

学
の
流
れ
を
く
む
医
師
で
俳
人
の
曾
田
公
孫
樹
(
引
用
者
注
、
作

中
に
出
て
く
る
白
川
医
師
の
モ
デ
ル
)
を
会
長
と
し
て
小
倉
郷
土
会
が

結
成
さ
れ
て
、
機
関
誌
『
豊
前
』
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
年

(
一
九
三
五
)
年
の
こ
と
で
、
今
か
ら
六
十
五
年
前
に
な
る
。

ま
た
、
鶴
見
太
郎
に
よ
る
と
、
柳
田
国
男
の

「
民
間
伝
承
の
会
」

に
よ
る
地
方
の
郷
土
研
究
会
の
組
織
化
は
、
地
方
に
在
住
し
民
俗
・

郷
土
を
知
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
の
知
的
探
究
心
に
火
を
つ
け
た
と

い
う
。
じ
っ
さ
い
、
柳
田
国
男
の
高
弟
で
あ
る
橋
浦
泰
雄
を
迎
え
て

の
座
談
会
が
『
豊
前
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
は
、

書
記
録
に
残
り
に
く
く
日
々
消
失
変
化
し
て
い
く
古
風
の
習
俗
を
採

集
す
る
(
耳
で
集
め
る
)
こ
と
の
意
義
が
説
か
れ
て
い
る
。

好
き
な
学
問
研
究
を
職
業
に
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

ま
た
、
向
学

心
を
刺
激
す
る
要
素
の
多
い
中
央
か
ら
遠
く
離
れ
た
所
に
住
ん
で
い

る
田
上
耕
作
の
よ
う
な
地
方
の
文
化
人
た
ち
が
、
当
時
の
民
俗
学
ブ

ー
ム
に
心
を
奪
わ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

し
ば
し
ば
座
談
会
や
勉
強
会
が
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る

通
り
、
研
究
仲
間
と
合
っ
て
や
り
と
り
す
る
こ
と
自
体
に
意
義
(
楽

を
見
出
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
倉

し
み
)

郷
土
会
の
輸
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
た
田
上
耕
作
の
姿
と
た
っ
た
ひ
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と
り
で
作
家
の
伝
記
的
事
実
の
補
完
と
い
う
明
確
な
目
標
に
向
か
っ

て
い
く
作
中
の
耕
作
の
姿
は
、
対
照
的
で
さ
え
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
、
実
在
し
た
田
上
耕
作
の
学
問
は
純
粋
な

欲
求
に
支
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
入
手

で
き
る
資
料
か
ら
組
み
立
て
て
書
く
だ
け
な
ら
ば
、
純
粋
な
向
学
心

を
持
ち
続
け
た
地
方
の
一
青
年
の
伝
記
に
し
か
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
耕
作
に
「
「
小
倉
日
記
」
の
空
白
を
埋
め
」
ょ
う

文

と
さ
せ
る
こ
と
で
、
松
本
清
張
は
学
問
に
お
け
る
世
俗
的
な
名
誉
欲

の
要
素
を
作
中
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。



五

コ
小
倉
田
配
」
の
空
白
」
の
意
味
す
る
も
の

実
在
し
た
田
上
耕
作
は
、
鴎
外
の
伝
記
的
研
究
を
志
向
し
て
お
ら

ず
、
「
「
小
倉
日
記
」

の
空
白
を
埋
め
」
よ
う
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な

そ
し
て
、
前
章
ま
で

か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
ま
で
で
論
じ
た
。

は
、
小
倉
時
代
の
鴎
外
の
伝
記
的
研
究
と
コ
小
倉
日
記
」
の
空
白
を

埋
め
る
」
こ
と
を
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
考
え
て
き
た
が
、
こ
の
章
で
は
、

そ
の
差
異
に

つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
同
じ
よ
う
な
行
為
で
あ
っ

て
も
、
呼
び
方
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
づ
け
が
変
っ
て
く
る
か
ら
で
あ

る
。
作
中
の
耕
作
は
、
な
ぜ
自
分
の
研
究
を
H

小
倉
時
代
の
鴎
外
の

伝
記
的
研
究
H

で
は
な
く
コ
小
倉
日
記
」
の
空
白
を
埋
め
る
」
と
呼

ん
だ
か
。

そ
も
そ
も
、
「
「
小
倉
日
記
」
の
空
白
を
埋
め
る
」
と
い
う
表
現
は
少

し
不
自
然
で
あ
る
。
「
「
小
倉
日
記
」
の
空
白
」
と
い
う
と
、
む
し
ろ

「
小
倉
日
記
」
自
体
は
存
在
す
る
も
の
の
、
そ
の
一
部
に
破
れ
て
無

く
な
っ
た
ペ
ー
ジ
や
後
か
ら
消
さ
れ
た
ペ

ー
ジ
が
あ
る
と
い
う
場
合

を
想
定
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

H

「
小
倉
日
記
」

紛
失
に
よ
る
鴎
外
伝
記
的
研
究
上
の
空
白
(
ブ
ラ
ン
ク
)
を
埋
め
る

H

の
簡
略
化
さ
れ
た
表
現
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と

尚
更
、
な
ぜ
H

小
倉
時
代
の
鴎
外
の
伝
記
的
研
究
H

で
は
な
く
「
「
小

の
空
白
を
埋
め
る
」
と
呼
ん
だ
の
か
、
と
い
う
聞
い
が
生

倉
日
記
」

ま
れ
る
。

こ
の
謎
を
解
く
鍵
は
「
空
白
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
か
か
っ
て

い
る
。
鴎
外
の
小
倉
時
代
は
、
な
ぜ
「
空
白
」
と
見
な
さ
れ
る
の
か
。

そ
れ
は
、
鴎
外
の
小
倉
時
代
が
、
人
々
か
ら
知
り
た
い
と
欲
望
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
鴎
外
の
小
倉
時
代
は
、
人
々
に
欲
望
さ
れ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、

「
空
白
」
足
り
得
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
小
倉
日
記
」

が
存
在
す
る
は
ず
な
の
に
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
は
、
人
々
が

鴎
外
の
小
倉
時
代
を
「
空
白
」
と
し
て
欲
望
す
る
気
持
ち
を
よ
り
増
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の

大
さ
せ
る
付
加
価
値
的
な
も
の
で
あ
る
。

鴎
外
の
専
門
家
は
、
「
小
倉
日
記
」
の
有
無
と
い
う
話
題
性
と
は

か
か
わ
り
な
く
、
小
倉
時
代
の
鴎
外
を
欲
望
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
耕

作
の
研
究
を
期
待
し
て
い
る
。
「小
倉
日
記
」
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る

雇
い
女
中
の
記
述
に
ひ
っ

か
か
り
を
感
じ
、
そ
の
謎
を
追
求
す
る
人

物
を
主
人
公
と
し
た
作
品
を
松
本
清
張
は
後
に
発
表
す
る
わ
け
だ
が
、

鴎
外
の
専
門
家
に
と
っ
て

の
発
見
は

む
し
ろ
新
し

「
小
倉
日
記
」

し、

「
空
白
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。

一
方
、
鴎
外
の
専
門
家
で
は
な
い
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
ど
う



だ
ろ
う
か
。
「
小
倉
日
記
」
が
存
在
す
る
は
ず
な
の
に
見
つ
か
ら
な
い

と
い
う
状
況
下
で
は
、
耕
作
の
研
究
の
価
値
は
分
か
り
ゃ
す
い
も
の

と
な
る
。
ま
た
、
鴎
外
の
小
倉
時
代
は
、
後
の
作
品
へ
の
影
響
と
い

う
よ
り
も
、

小
倉
行
き
と
い
う
冷
遇
に
耐
え
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
当

時
の
鴎
外
の
心
境
の
方
に
関
心
が
向
け
ら
れ
や
す
い
。

そ
の
た
め
、

H

日
記
の
代
わ
り
に
な
る
H

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
魅
力
的
な
も
の
と

し
て
映
る
だ
ろ
う
。

耕
作
が
自
ら
の
研
究
テ
ー

マ
を
H

小
倉
時
代
の
鴎
外
の
伝
記
的

研
究
H

で
は
な
く
「
「
小
倉
日
記
」
の
空
白
を
埋
め
る
」
と
呼
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
は

一
部
の
鴎
外
の
専
門
家
の
期
待
に
応
え
る
こ
と

を
超
え
て
よ
り
多
く
の
人
に
自
分
の
研
究
を
認
め
て
も
ら
う
こ
と
を

耕
作
が
想
定
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
「
小
倉
日
記
」
の
空
白

を
埋
め
る
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
、
自
ら
の
研
究
の
商
品
価
値
を

高
め
る
た
め
の
戦
略
で
あ
り
、

ま
た
、
多
く
の
人
々
に
評
価
さ
れ
る

こ
と
を
夢
見
る
世
俗
的
な
名
誉
欲
の
表
れ
で
も
あ
る
。

そ
う
い
う
耕
作
に
と
っ
て
、

「小
倉
日
記
」
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
、

自
ら
の
研
究
が
多
く
の
人
か
ら
注
目
さ
れ
る
可
能
性
を
失
う
こ
と
と

し
て
映
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「本
物
」
が
出
る
こ
と
で
「
意
義
」
が
な
く
な
る
、

と
い
う
一
章
で
引

用
し
た
松
本
清
張
の
回
想
は
、
実
在
し
た
田
上
耕
作
へ
向
け
ら
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
作
中
の
耕
作
の
心
境
を
書
き
手
自
身
が
想
像
し
た

も
の
で
あ
り
、
松
本
清
張
に
よ
る
そ
の

「モ
チ
|
ヴ」

の
虚
構
化
の

際
の
関
心
を
示
唆
し
て
い
る
。

[
注
]

1 

「菊
枕
」
(
『
文
芸
春
秋
』
、

断
碑
」
(
『
別
冊
文
芸

一
九
五
三

・
八

春
秋
第
四
十
三
号
』
、

一
九
五
四
・
=
己
、
「
石
の
骨
」
(
『
別
冊
文
芸
春
秋

第
四
十
八
号
』
、

一
九
五
五

・
一
O
)
、「
笛
査
」
(
『
文
芸
春
秩
』
、

一
九
五

五
・
六
)
の
こ
と
。
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2 

一
九
五
六
年
、
角
川
書
底

3 

一
九
六
三
年
五
月
二
五
日

4 

「
『
在
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』

|
|
「
実
物
」
出
現
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」

(
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
、

一
九
九
五

・
二
)

5 

岩
城
之
徳
「
初
期
小
説
と
モ
デ
ル
|
l
p
「
或
る
『
小
倉
日
記
』
伝
」
と

田
上
耕
作
|
|
」
(
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
、

一
九
八
三
・九

轟
良
子
「
も
う
ひ
と
つ
の
「
小
倉
日
記
」
伝
」
(
『
西
日
本
文
化
』、

九
九

一
・
九
)
に
よ
っ
て
田
上
耕
作
の
実
像
が
調
査
さ
れ
た
。
山
崎
一
穎

「『或

る

「小
倉
日
記
」
伝
』

論
|
|
事
実
と
虚
構
の
交
文
|
|
」
(
『
鴎
外
』
、



九
九
七
・
こ
は
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
て
松
本
清
張
に
よ
る
虚
構
化
を

分
析
し
て
い
る
。

6 

注

5
参
照

7 

注

5
参
照

8 

平
野
謙
「
解
説
」
(
『
傑
作
短
編
集
(
こ

或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
、

一
九
六
五
・
六
、
新
潮
社
)

9 

デ
ユ
|
イ
著
、
金
丸
弘
幸
訳
『
民
主
主
義
と
教
育
』
(
一
九
八
四

・
七

玉
川
大
学
出
版
部
)

1 
0 

「
森
鴎
外
居
住
の
跡
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
(
『
大
阪
朝
日
新
聞
』

北
九
州
版
、

一
九
三
八
・
二
・
二
七
)
に
お
い
て
、
「
小
倉
に
お
け
る
鴎
外

の
研
究
家
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
詠
え
る
町
湯
」
と
い
う
見
出
し

の
記
事
(
北
九
州
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
の
切
り
抜
き
帳
で
確
認
で
き
た

も
の
で
あ
り
、
新
聞
紙
名
や
年
月
日
は
不
明
)
に
お
い
て
、
「
鴎
外
研
究
家
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

1 
1 

『
福
岡
』
(
一
九
三
五
・
一
二
、
東
西
文
化
社
)

1 
2 

『
豊
前
』
(
一
九
三
七

1 
3 

小
林
安
司
「
小
倉
郷
土
会
と
松
本
清
張
」
(
『
松
本
清
張
研
究
2
0
0

0
』
、
二

0
0
0
・
三
)

1 
4 

鶴
見
太
郎
『
民
俗
学
の
熱
き
日
々
』
(
二

O
O四
年
、
中
央
公
論
新
社
)

1 
5 

『
豊
前
』
(
一
九
三
六
・
四

1 
6 

「
鴎
外
の
縛
」
(
『
週
刊
朝
日
』
、

一
九
六
九

・
九
・

一
二

1
一
九
六
九

・

一
0
・
一
二
)
、
「
削
除
の
復
元
」
(
『
文
芸
春
秋
』
、

一
九
九

0
・
二

※
作
中
か
ら
の
引
用
の
際
、
底
本
は
『
傑
作
短
編
集

或
る
「
小
倉

日
記
」
伝
』
(
一
九
六
五
・
六
、
新
潮
社
)
と
し
た
。
旧
字
体
は
適
宜
現
行
の

字
体
に
改
め
て
あ
る
。
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