
18

高
瀨
舟
／
そ
の
他
（
森
鷗
外
）　
其
の
一

　
江
戶
時
代
中
朞
、
寬
政
年
間
の
話
で
あ
る
。
遠
島
を
云
ひ
渡
さ
れ
た
京
都
の
罪
人
は
高
瀨
川
を
下
つ
て
舟
で

大
阪
に
運
ば
れ
た
が
、
護
送
役
の
京
都
町
奉
行
所
の
同
心
は
、
舟
の
中
で
罪
人
や
見
送
り
の
緣
者
逹
か
ら
悲
し

い
話
ば
か
り
聞
か
さ
れ
る
の
で
、
役
目
を
大
層
嫌
が
つ
た
も
の
だ
つ
た
。

處
が
、
或
日
の
事
、「
こ
れ
ま
で
類
の
な
い
、
珍
し
い
罪
人
が
高
瀨
舟
に
載
せ
ら
れ
た
」。
喜
助
と
い
ふ
名

の
、「
弟
殺
し
の
罪
人
」
だ
つ
た
が
、
護
送
役
の
同
心
羽
田
庄
兵
衞
が
一
緖
に
舟
に
乘
込
ん
で
、
そ
の
樣
子
を

見
て
ゐ
る
と
、
ど
う
に
も
「
不
思
議
」
に
思
は
れ
て
な
ら
な
か
つ
た
。
喜
助
の
顏
が
「
い
か
に
も
樂
し
さ
う

で
、
も
し
役
人
に
對
す
る
氣
兼
が
な
か
つ
た
な
ら
、
口
笛
を
吹
き
は
じ
め
る
と
か
、
鼻
歌
を
歌
ひ
出
す
と
か
し

さ
う
に
」
さ
へ
思
は
れ
る
く
ら
ゐ
で
、
ど
う
見
て
も
島
流
し
の
罪
人
ら
し
か
ら
ぬ
樣
子
を
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ

る
。や

が
て
庄
兵
衞
は
堪こ

ら

へ
切
れ
な
く
な
つ
て
、
喜
助
に
語
り
か
け
た
。「
ど
う
も
島
へ
徃
く
の
を
苦
に
し
て
は

ゐ
な
い
」
樣
子
だ
が
、「
一
體
お
歬
は
ど
う
思
つ
て
ゐ
る
の
だ
い
」。
す
る
と
喜
助
は
「
に
つ
こ
り
笑
つ
」
て
か
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う
答
へ
た
。
樂
に
暮
し
て
來
た
世
間
の
人
逹
に
と
つ
て
は
遠
島
は
悲
し
い
事
で
せ
う
が
、
自
分
の
や
う
に
居
心

地
の
よ
い
場
所
に
ゐ
た
事
が
一
度
も
な
く
、
辛
い
目
ば
か
り
を
見
て
來
た
人
間
に
と
つ
て
は
、
や
つ
と
落
著

く
場
所
が
出
來
て
、「
ま
づ
何
よ
り
難あ

り
が
た有
い
事
」
だ
し
、
そ
れ
に
ま
た
、
遠
島
の
仕し

來き
た

り
と
し
て
、
牢
を
出
る

時
、
お
上
か
ら
二
百
文
も
頂
い
た
。
恥
づ
か
し
な
が
ら
、
自
分
は
こ
ん
な
金き

ん

子す

を
手
に
し
た
事
が
な
い
の
で
、

こ
れ
を
「
島
で
す
る
爲し

事ご
と

の
本も

と

手で

に
し
よ
う
と
樂
し
ん
で
を
り
ま
す
」。

庄
兵
衞
は
「
喜
助
の
慾
の
な
い
こ
と
、
足
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
」
に
一い

つ

驚き
や
うし
、
自
分
が
暮
し
に
「
滿

足
を
覺
え
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
い
」
事
に
思
ひ
至
り
、
自
分
に
は
「
ど
う
も
喜
助
の
や
う
な
心
持
に
は
な
ら

れ
さ
う
に
な
い
」
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
俺
は
身
に
病
が
あ
れ
ば
病
が
な
か
つ
た
ら
と
思
ひ
、
蓄た

く
はへ

が

な
け
れ
ば
少
し
で
も
あ
つ
た
ら
と
思
ひ
、
蓄
へ
が
あ
つ
て
も
、
も
つ
と
多
か
つ
た
ら
と
思
ひ
、「
ど
こ
ま
で
徃

つ
て
も
踏
み
止
ま
る
」
事
が
出
來
な
い
で
ゐ
る
。
だ
が
、
喜
助
は
「
今
目
の
歬
で
踏
み
止
ま
つ
て
見
せ
て
く

れ
」
て
ゐ
る
。
庄
兵
衞
は
「
驚
異
の
目
」
を
瞠み

は

つ
て
喜
助
を
見
た
。
喜
助
の
頭
か
ら
「
毫が

う

光く
わ
うが

差
す
や
う
に

思
」
は
れ
た
。
庄
兵
衞
は
思
は
ず
「
不
穩
當
」
な
言
葉
遣
ひ
を
し
て
、「
喜
助
さ
ん
」
と
呼
掛
け
、
弟
殺
害
の

譯
を
訊
ね
た
。
喜
助
は
幼
い
時
に
兩
親
を
亡
く
し
、
弟
と
助
け
合
つ
て
暮
し
て
ゐ
た
が
、
病
に
罹か

か

つ
た
弟
が
喜

助
一
人
に
稼
が
せ
て
は
濟
ま
な
い
と
て
、
剃か

み

刀そ
り

で
自
殺
を
計
り
苦
し
ん
で
ゐ
る
處
に
喜
助
が
歸
宅
し
、
苦
し
み
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を
見
る
に
忍
び
ず
、
乞
は
れ
る
儘
に
喉
か
ら
剃
刀
を
拔
い
て
や
つ
た
ら
、
そ
の
場
を
人
に
見
ら
れ
て
お
繩
に
な

つ
た
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。

庄
兵
衞
が
喜
助
の
頭
か
ら
差
す
や
う
に
思
つ
た
「
毫
光
」
と
い
ふ
の
は
、
新
潮
國
語
辭
典
に
よ
れ
ば
、「
佛

の
眉
間
の
白

び
や
く

毫ぐ
わ
うか
ら
出
る
光
」
の
事
で
、
要
す
る
に
庄
兵
衞
は
喜
助
を
佛
樣
さ
な
が
ら
に
尊
い
存
在
と
思
つ
た

譯
だ
が
、
無
論
、
さ
う
思
つ
た
の
は
作
者
鷗
外
自
身
で
あ
つ
た
。
こ
の
「
高
瀨
舟
」
を
初
め
と
し
て
、
鷗
外
は

「
妄
想
」、「
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
」、「
寒か

ん

山ざ
ん

拾じ
つ

得と
く

」
等
の
作
品
に
於
て
、
彼
の
理
想
人
間
像
や
、
そ
れ
に
背は

い

馳ち

せ
ざ

る
を
得
な
い
己
れ
の
現
實
に
對
す
る
自
省
や
自
嘲
の
念
を
繰
﨤
し
描
い
て
ゐ
る
。
高
橋
義
孝
は
「
森
鷗
外
」
に

於
て
、「
高
瀨
舟
」
と
「
寒
山
拾
得
」
と
は
「
相
互
補
足
的
」
だ
し
、
喜
助
は
「
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
」
の
芲
房
醫

學
士
や
「
妄
想
」
の
主
人
公
と
は
「
正
反
對
の
人
物
で
、
芲
房
の
翁
に
近
い
、
い
や
そ
の
更
に
純
粹
な
も
の

だ
」
と
書
い
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
ら
「
相
互
補
足
的
」
な
作
品
群
、
卽
ち
日
夏
耿
之
介
の
云
ふ
「
高
瀨
舟
物
」
に

於
て
示
さ
れ
る
、「
專
念
に
衜
を
求
め
る
人
」
に
寄
せ
る
鷗
外
の
眞
情
に
つ
い
て
、
今
囘
は
二
囘
に
亙
つ
て
少

し
く
語
つ
て
み
た
い
と
思
ふ
。

（「
山
椒
大
夫
・
高
瀨
舟
」、「
阿
部
一
族
・
舞
姫
」、
新
潮
文
庫
）


