
里
見
倅
「
姥
捨
」
考

は
じ
め
に

　
日
本
文
学
の
流
れ
の
中
に
、
〈
親
棄
〉
と
い
う
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
。
そ
れ

は
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
日
本
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
亙
っ
て
多
様
な

姿
を
見
せ
て
い
る
。
柳
田
国
男
は
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
、
（
親
棄
山
一
と
い
う
エ

ッ
セ
エ
に
お
い
て
、
手
際
よ
く
次
の
四
種
に
分
類
し
て
い
る
。

二
）
親
棄
春
型
の
話

（
二
）
難
題
型
の
話

（
三
）
闘
争
型
の
話

（
回
）
枝
折
型
の
話

　
以
上
四
種
の
モ
チ
ー
フ
を
簡
潔
に
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
二
）
親
棄
器
型

　
∵
Λ
の
男
が
年
老
い
た
親
を
参
に
乗
せ
、
息
子
と
二
人
で
そ
れ
を
担
い
で
山
へ

捨
て
に
行
く
。
帰
る
時
に
息
子
が
指
と
棒
を
持
っ
て
帰
ろ
う
と
す
る
。
男
が
そ
の

理
由
を
聞
く
よ
、
息
子
は
、
父
親
（
そ
の
男
）
か
年
を
取
っ
た
時
に
、
こ
れ
を
使

っ
て
捨
て
に
来
る
の
だ
と
答
え
る
。
男
は
そ
れ
を
聞
い
て
は
っ
と
気
づ
き
、
親
を

連
れ
て
帰
っ
た
。

　
　
（
二
）
難
題
型

工
　
　
藤

茂

　
昔
、
あ
る
国
の
王
が
棄
老
の
命
を
下
し
、
こ
れ
に
服
さ
ぬ
者
は
厳
罰
に
処
す
る

こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
▽
人
の
孝
行
者
が
い
て
、
年
老
い
た
親
を
棄
て
る
に

忍
び
ず
、
床
の
下
に
匿
し
て
養
っ
て
い
た
。
あ
る
時
、
敵
国
か
ら
難
題
が
持
ち
込

ま
れ
る
。
こ
れ
を
解
か
ぬ
と
攻
め
滅
ぼ
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
誰
も
こ

の
難
題
を
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
孝
行
者
が
匿
し
て
養
っ
て
い

た
親
に
聞
く
と
、
老
人
は
簡
単
に
そ
の
難
題
を
解
決
し
て
く
れ
、
国
の
危
機
は
救

わ
れ
た
。
そ
の
経
緯
を
聞
い
た
王
は
息
子
に
褒
美
を
与
え
る
と
共
に
、
棄
老
の
命

を
取
り
消
し
た
。

　
　
（
三
）
闘
争
型

　
あ
る
男
の
嫁
が
、
そ
の
男
の
年
老
い
た
母
、
ま
た
は
銕
を
嫌
い
、
男
を
唆
し
て

母
（
銕
）
を
山
に
捨
て
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
月
の
明
る
い
夜
、
男
は
山
に
捨
て
た

母
（
嫡
）
を
思
っ
て
悲
し
く
な
り
、
つ
い
に
老
婆
を
迎
え
に
行
っ
た
。

　
　
（
四
）
枝
折
型

　
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
て
、
そ
の
子
が
親
を
背
負
っ
て
山
に
捨
て
に
行
く
。
親

は
行
く
路
々
小
枝
（
芥
子
種
・
紙
・
薄
の
葉
）
を
折
っ
て
落
と
し
て
行
く
。
子
供

が
不
思
議
に
思
っ
て
そ
の
訳
を
尋
ね
る
と
、
親
は
お
ま
え
が
帰
る
時
、
道
に
迷
わ

な
い
よ
う
に
栞
を
し
て
置
い
て
や
る
の
だ
と
答
え
る
。
子
供
は
親
の
そ
の
慈
愛
に

感
動
し
て
、
親
を
連
れ
帰
り
以
前
に
も
ま
し
て
孝
養
を
尽
く
し
た
。

　
こ
れ
ら
四
種
の
型
を
さ
ら
に
細
か
く
分
類
す
る
と

　
　
二
）
親
棄
参
型

　
　
（
二
）
難
題
型

１



①三②①
八四②

に
な
る

　
難
題
系

　
蟻
通
明
神
の
縁
起
系

）
闘
争
型

　
闘
争
系

⑤⑥
ＯＷ

「
大
和
物
語
」
系

「
日
本
霊
異
記
」
「
綾
歌
林
良
材
集
」
系

老
婆
致
富
系

枝
折
型

し
か
し
、
こ
こ
で
は
詳
解
を
避
け
、
必
要
に
応
じ
て
説
明
を
加
え
て
い

く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
さ
て
私
は
今
、
こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
特
つ
小
説
を
近
代
文
学
の
中
か
ら
一

つ
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
文
学
の
流
れ
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
特
色
を

特
っ
て
い
る
の
か
、
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

一

　
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
流
行
が
あ
る
よ
う
に
、
文
学
に
も
時
代
の
好
み
と
い
う
も
の

が
あ
る
よ
う
だ
。
生
前
に
多
く
の
作
品
を
残
し
な
が
ら
、
没
後
、
殆
ど
顧
み
ら
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
う
作
家
が
多
い
。
里
見
惇
と
い
う
作
家
も
そ
う
い
っ
た
作
家
の

∵
人
で
あ
る
。

　
里
見
停
は
有
島
武
郎
、
生
馬
の
弟
で
あ
る
。
後
に
『
白
樺
』
か
ら
離
れ
る
が
、

白
樺
派
の
作
家
と
し
て
多
彩
な
仕
事
を
し
た
。
同
じ
白
樺
派
の
作
家
志
賀
直
哉
と

違
い
、
晩
年
ま
で
筆
を
捨
て
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
小
説
に
は
自
伝
性
の

強
い
作
品
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
前
者
の
系
列
に
入
る
小
説
「
姥
捨
」

が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
戦
後
昭
和
二
十
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
鎌
倉
文
庫
か

ら
発
刊
さ
れ
て
い
た
雑
誌
「
人
間
」
の
一
月
号
、
二
月
号
に
分
割
し
て
発
表
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
東
京
出
版
（
株
）
か
ら
出
さ
れ
た
短
篇
小
説
第
十
六
集
『
姥
捨
』

　
（
昭
和
2
3
年
）
に
「
短
い
絲
」
「
皐
月
晴
」
「
人
間
」
「
み
ご
と
な
醜
聞
」
と
共
に
収

め
ら
れ
、
今
は
『
里
見
停
全
集
』
第
九
巻
（
昭
和
5
3
年
・
筑
摩
書
房
）
に
入
っ
て

い
る
。

　
こ
の
小
説
は
、
そ
の
題
名
が
示
す
よ
う
に
、
〈
親
棄
〉
の
モ
チ
ー
フ
を
意
図
的
に

使
っ
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
に
下
敷
き
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、

伝
承
と
い
う
よ
り
は
謡
曲
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
姥
を
捨
て
る
話

で
は
な
い
。
そ
れ
を
疎
開
さ
せ
る
話
で
あ
る
。

　
昭
和
二
十
年
五
月
と
い
え
ば
、
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
全
土
が
激
し
い
空
襲
に

悩
ま
さ
れ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
こ
の
小
説
の
時
間
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に

設
定
さ
れ
て
い
る
。
主
な
登
場
人
物
は
加
息
音
策
、
お
孝
、
お
春
の
三
人
。
音
策

が
お
孝
と
お
春
を
空
襲
の
激
し
い
東
京
か
ら
、
信
州
上
田
の
知
人
宅
に
疎
開
さ
せ

る
と
い
う
の
が
、
こ
の
小
説
の
内
容
で
あ
る
。

　
昭
和
五
十
三
年
晩
秋
に
書
か
れ
た
全
集
の
「
あ
と
が
き
」
で
、
作
者
は
こ
の
作

品
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
永
ら
く
、
下
六
番
町
で
、
泉
鏡
花
先
生

の
仇
名
で
可
愛
か
つ
て
頂
い
た
「
良
」
と

と
斜
向
ひ
に
住
み
ヽ
辺
評
蝶
さ
ん
」
　
　
一

永
年
勤
続
の
老
婢
と
を
信
州
の
知
　
　
」

　
　
人
の
も
と
に
疎
開
さ
せ
た
時
の
実
際
に
、
さ
し
て
于
を
加
へ
ず
に
書
き
な
が

　
　
し
た
小
品
。
そ
の
後
半
月
と
は
経
た
な
い
う
ち
に
そ
こ
ら
一
円
焼
け
野
原
と

　
　
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
か
な
り
切
迫
し
た
事
態
だ
っ
た
の
に
、
そ
の
わ
り
に
は
、

　
　
登
場
人
物
の
二
人
と
も
呑
気
な
も
の
だ
。
作
者
の
私
自
身
は
、
－
ひ
ょ
っ
と

　
　
す
る
と
、
こ
れ
が
生
き
別
れ
の
瀬
戸
際
か
も
知
れ
な
い
、
と
の
真
剣
さ
だ
っ

　
　
た
の
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
ら
は
「
姥
捨
」
な
る
古
語
の
う
ら
に
ぼ
か
し
た
っ
も

　
　
り
。
い
く
ら
慌
て
騒
い
だ
と
こ
ろ
で
、
世
事
万
端
、
成
る
や
う
に
し
か
成
ら

　
　
な
い
、
と
い
ふ
、
安
易
、
平
俗
な
落
ち
っ
き
く
ら
ゐ
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

　
　
い
に
し
て
も
、
今
に
し
て
思
へ
ば
、
そ
れ
と
て
も
旧
め
か
し
い
時
代
感
覚
に

　
　
過
ぎ
ま
い
。
戦
時
も
遠
く
な
り
に
け
り
、
だ
。

　
下
六
番
町
の
別
宅
が
空
襲
で
烏
有
に
帰
し
た
の
は
、
全
集
第
十
巻
の
「
閑
中
忙

談
」
に
収
め
ら
れ
て
あ
る
「
朱
き
机
」
の
追
記
に
ょ
る
と
、
昭
和
二
十
年
五
月
二

十
五
目
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
半
月
ほ
ど
前
に
体
験
し
か
こ
と
を
小
説
化
し
た
の



が
「
姥
捨
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
説
の
登
場
人
物
は
、
加
息

音
策
が
作
者
、
つ
ま
り
里
見
惇
、
お
孝
が
〈
永
ら
く
、
下
六
番
町
で
、
泉
鏡
花
先

生
と
科
白
ひ
に
住
み
、
「
緑
蝶
さ
ん
」
の
仇
名
で
可
愛
か
つ
て
頂
い
た
「
良
」
〉
、
お

春
が
〈
永
年
勤
続
の
老
婢
〉
と
見
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
小
説
で
は
、
加
息
音
策
の
〈
憂
国
慨
世
の
気
風
〉
が
親
譲
り
で
あ
る

こ
と
を
説
く
た
め
に
、
彼
の
両
親
を
登
場
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
両
親
を
以
下
の

よ
う
に
紹
介
す
る
。

　
　
〈
父
親
は
天
保
十
三
年
か
ら
七
十
五
年
、
母
親
は
安
政
元
年
の
生
れ
で
八
十
三

歳
の
寿
を
保
つ
間
に
は
、
「
御
維
新
」
を
頂
点
と
す
る
世
情
の
幾
変
転
に
遭
遇
し
て

ゐ
る
。
伊
藤
公
に
随
行
し
て
十
九
世
紀
の
列
強
を
見
学
し
、
大
蔵
省
の
「
官
員
さ

ん
」
と
な
っ
て
政
治
の
一
端
に
関
与
し
、
転
じ
て
民
間
の
鉄
道
、
郵
船
、
銀
行
等

の
事
業
に
も
尽
倖
し
て
来
た
父
親
…
…
（
略
）
南
部
藩
の
「
奥
」
に
勤
め
て
、
薙

刀
小
脇
に
戊
辰
の
戦
火
を
く
ｙ
ｃ
ｙ
微
禄
し
て
、
賃
仕
事
に
漸
く
口
を
糊
し
、
一

躍
「
官
員
さ
ん
の
奥
様
」
と
な
っ
て
は
、
洋
装
で
鹿
鴫
館
の
夜
会
に
列
す
る
、
と

い
ふ
風
に
、
一
身
の
経
歴
と
し
て
は
波
瀾
に
富
ん
だ
母
親
…
…
〉

　
里
見
惇
は
本
名
を
山
内
英
夫
と
い
う
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
父
は
有
息

武
、
母
は
幸
子
。
紅
野
敏
郎
氏
作
成
の
年
譜
（
全
集
第
十
巻
）
に
よ
れ
ば
、
父
は

　
〈
薩
摩
藩
島
津
氏
の
一
支
族
北
郷
（
ほ
ん
ご
う
）
氏
の
臣
。
維
新
後
、
大
蔵
省
に

出
仕
、
明
治
十
一
年
、
欧
州
に
派
遣
さ
れ
、
帰
朝
後
、
十
五
年
に
は
、
横
浜
税
関

長
に
任
命
さ
れ
た
。
〉
そ
の
後
国
債
局
長
兼
任
、
後
、
専
任
と
成
っ
た
。
官
僚
生
活

を
辞
し
た
後
は
、
第
十
五
国
立
銀
行
世
話
役
、
後
、
取
締
役
、
日
本
郵
船
監
査
役
、

日
本
鉄
道
会
社
専
務
等
を
歴
任
、
及
び
、
兼
任
し
た
。

　
母
幸
子
は
、
〈
朝
敵
側
に
ま
わ
っ
た
南
部
藩
士
族
山
内
七
五
郎
・
静
子
の
三
女
。

維
新
後
、
流
離
の
苦
を
な
め
、
明
治
十
年
、
有
昌
宏
に
嫁
し
た
。
〉
里
見
は
こ
の
母

方
の
宏
の
養
子
と
成
っ
た
の
で
、
山
内
姓
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
引
用
し
た
年
譜
の
記
述
と
、
作
者
が
小
説
で
紹
介
し
て
い
る
音
策
の
両
親

の
そ
れ
と
を
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
音
策
が
ほ
ぽ
作
者
と
同
∵
入
物
で
あ
る
こ
と

が
理
解
で
き
る
。

　
他
の
登
場
人
物
の
う
ち
、
お
孝
の
モ
デ
ル
は
先
に
も
触
れ
た
が
作
者
自
身
の
「
あ

と
が
き
」
に
よ
る
と
、
「
良
」
と
い
う
女
性
だ
と
い
う
。
彼
女
は
小
説
に
〈
番
町
の

家
の
主
人
〉
と
紹
介
さ
れ
、
そ
の
科
白
に
く
そ
れ
ア
、
鎌
倉
に
は
、
奥
さ
ん
、
清

雄
さ
ん
、
誠
子
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
ま
で
い
ら
つ
し
や
る
ん
で
す
も
の
、
そ
こ
へ
行

く
と
、
あ
た
し
の
方
は
世
に
謂
よ
二
号
さ
ん
で
せ
う
？
な
ん
だ
つ
て
二
の
次
に
廻

さ
れ
る
の
よ
、
…
…
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
晋
策
、
つ
ま
り
里
見
の
妻
以
外
の
も
う

一
人
の
女
性
で
あ
る
ら
し
い
。
〈
い
く
つ
に
な
っ
て
も
雛
妓
の
や
う
な
こ
と
を

…
…
〉
と
い
う
表
現
か
ら
、
僅
か
に
、
か
つ
て
雛
妓
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ

る
女
性
で
あ
る
。
実
は
彼
女
は
こ
の
小
説
以
外
に
も
「
本
音
」
、
「
同
類
」
、
「
骨
」
。

　
「
喜
代
女
日
記
抄
」
な
ど
の
作
品
に
そ
の
姿
を
見
せ
る
女
性
で
あ
る
こ
と
が
、
作

者
の
「
あ
と
が
き
」
に
よ
っ
て
分
か
る
。
特
に
「
骨
」
に
は
「
Ｒ
」
と
い
う
イ
ニ

シ
ャ
ル
で
登
場
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
「
良
」
の
そ
れ
だ
と
推
測
で
き
る
の
で

あ
る
。
「
同
類
」
で
は
彼
女
の
こ
と
を
よ
り
詳
し
く
書
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
作
品

に
よ
っ
て
彼
女
の
輪
郭
を
な
ぞ
っ
て
み
よ
う
。

　
こ
の
小
説
で
も
彼
女
は
「
お
孝
」
と
い
う
名
で
登
場
す
る
。
お
孝
は
〈
十
三
の

年
齢
に
、
赤
坂
で
一
二
と
言
わ
れ
た
芸
者
屋
の
養
女
に
入
籍
し

沢
、
銭
勘
定
の
疎
さ
、
芸
熱
心
、
大
袈
裟
な
ど
、
そ
の
頃
の
芸

ぬ
気
、
贅

の
Ｉ
か
ら

十
ま
で
洩
れ
な
く
叩
き
込
ま
れ
て
、
元
老
は
じ
め
名
だ
た
る
政
治
家
だ
ら
う
と
、

財
界
の
大
立
者
だ
ら
う
と
、
気
に
食
は
な
け
れ
ば
尻
目
に
も
か
け
な
い
、
謂
ふ
と

こ
ろ
の
「
一
流
」
で
、
勿
論
、
然
る
べ
き
「
旦
那
」
が
あ
り
、
年
齢
も
三
十
近
い

　
「
自
前
の
大
姐
さ
ん
」
の
、
飛
ぶ
鳥
落
と
す
威
勢
の
絶
頂
に
〉
関
東
大
震
災
で
一

切
合
切
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
。
〈
晋
策
の
座
敷
に
聘
ば
れ
て
来
だ
の
は
、
そ
の
丸
一

年
前
の
九
月
の
こ
と
〉
。
そ
れ
か
ら
長
い
間
、
清
い
交
際
が
あ
っ
た
後
に
や
が
て
晋

策
と
結
ば
れ
、
〈
空
家
め
く
ま
で
殺
風
景
な
番
町
の
う
ち
へ
、
そ
れ
こ
そ
鶴
の
舞
ひ

お
り
る
や
う
〉
に
や
っ
て
来
た
。
〈
生
み
の
父
親
に
は
十
五
で
、
母
親
に
は
二
十
二

で
死
別
れ
、
肉
親
と
し
て
は
、
京
橋
の
金
物
証
に
嫁
け
た
妹
だ
ゞ
一
人
、
今
や
、

誰
の
翠
肘
も
受
け
る
こ
と
の
な
い
一
個
の
堀
江
孝
〉
。
そ
れ
が
作
者
の
「
あ
と
が
き
」

に
よ
れ
ば
「
良
」
で
あ
っ
た
。
作
者
は
さ
ら
に
彼
女
に
つ
い
て
、
「
喜
代
女
日
記
抄
」

３



の
「
あ
と
が
き
」
に
〈
「
良
」
は
筆
ま
め
な
性
で
、
び
っ
し
り
ペ
ン
で
書
き
つ
ら
ね

た
、
全
部
「
大
学
ノ
ー
ト
」
で
、
何
十
年
間
か
の
、
何
十
冊
か
の
日
記
が
、
残
ら

ず
し
ま
っ
て
あ
る
筈
。
〉
と
書
き
、
そ
の
生
涯
を
〈
五
十
八
年
間
〉
と
記
し
て
い
る
。

　
も
う
一
人
の
登
場
人
物
お
春
に
つ
い
て
は
、
「
姥
捨
」
の
中
に
く
お
春
は
、
母
娘

二
代
に
亙
る
日
本
橋
区
内
の
女
髪
結
の
後
身
で
、
震
災
で
家
財
を
失
っ
て
か
ら
、

縁
あ
っ
て
晋
策
の
も
と
に
、
生
れ
て
肇
め
て
の
女
中
奉
公
を
す
る
や
う
に
な
っ
た

も
の
の
、
猫
の
額
ほ
ど
に
も
せ
よ
、
以
前
仕
ん
で
ゐ
た
土
地
か
ら
地
上
権
の
収
入

も
あ
っ
て
、
い
や
に
気
が
大
き
い
か
と
思
ふ
と
、
一
面
老
嬢
を
む
き
だ
し
の
意
固

地
が
強
く
、
そ
こ
へ
世
間
の
狭
さ
か
ら
来
る
ゴ
チ
／
へ
の
利
己
主
義
が
絡
ん
で
、

決
し
て
つ
き
合
ひ
い
？
双
で
は
な
か
っ
た
。
〉
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
同
類
」
の

　
「
あ
と
が
き
」
に
、
〈
こ
れ
も
「
良
」
と
永
年
い
が
み
合
ひ
な
が
ら
、
実
は
無
二
の

仲
よ
し
だ
つ
た
老
婢
の
春
と
を
、
故
意
と
い
や
が
ら
せ
に
「
同
類
」
と
呼
ん
だ
…
…
〉

と
あ
る
か
ら
、
お
春
と
い
う
名
は
本
名
で
あ
ろ
う
。
「
同
類
」
で
は
〈
永
年
晋
策
が

仕
事
を
し
て
き
た
こ
の
別
宅
で
の
、
ハ
ル
と
い
ふ
女
は
、
い
つ
か
も
う
「
女
中
」

と
い
ふ
や
う
な
、
そ
ん
な
他
人
行
儀
な
も
の
で
は
な
く
な
つ
て
ゐ
た
。
よ
く
言
へ

ば
「
家
宝
」
悪
く
言
へ
ば
「
癌
」
で
、
事
実
ま
た
そ
の
両
面
を
兼
備
し
た
、
一
種

独
特
な
存
在
だ
っ
た
。
〉
と
書
い
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
小
説
で
は
お
孝
が
五
十
一
歳
、
老
婢
の
お
春
が
六
十
五
歳
に
設
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
齢
設
定
に
特
別
な
理
由
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
何
故
な
ら

ば
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
二
人
の
年
齢
を
こ
の
よ
う
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
必
然
性
は
、
見
当
た
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
お
そ
ら
く
、
二
人
の
実
際
の
年
齢
を

そ
の
ま
ま
使
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
晋
策
の
年
齢
に
開
し
て
は
、
小
説
に
は
特
に

言
及
は
な
い
。
し
か
し
、
当
時
作
者
は
数
え
で
五
十
八
歳
で
あ
っ
た
か
ら
、
前
述

し
た
よ
う
に
、
晋
策
も
同
じ
年
で
あ
っ
た
と
見
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
こ
の
晋

策
が
、
以
上
の
よ
う
な
二
人
の
女
性
を
、
信
州
上
田
の
疎
開
先
ま
で
送
り
届
け
よ

う
と
い
う
の
で
あ
る
。

一

一

　
〈
夜
中
の
空
襲
が
頻
繁
に
な
る
に
つ
れ
て
〉
〈
ま
ぐ
れ
に
二
Ｉ
機
し
か
は
い
ら
な

い
約
束
の
東
京
も
、
見
る
間
に
灰
に
さ
れ
て
、
親
し
い
仲
か
ら
、
罹
災
者
や
死
ぬ

も
の
す
ら
で
き
て
来
た
。
〉
番
町
の
主
人
で
あ
る
お
孝
は
臆
病
者
の
可
伯
が
り
で
あ

る
。
焼
夷
弾
や
爆
弾
が
い
つ
降
っ
て
く
る
か
分
か
ら
な
い
時
代
に
な
っ
た
。
疎
開

す
る
か
ど
う
か
晋
策
に
相
談
す
る
と
、
彼
は
く
も
し
、
越
す

な
い
、
に
在
る
な
ら
、
ど
だ

く
な
い
、
に
在
る
の
な
ら
、

な
話
と
思
ふ
け
れ
ど
、

主
意
が

こ
は
可
拍
い

、
死
に
た
く

想
ひ
を
し
た

な
近
郊
な
ど
よ
り
、
い
つ
そ
ひ
と
思
ひ
に
、

信
州
か
甲
州
の
山
奥
へ
で
も
引
ツ
込
む
こ
と
だ
、
そ
れ
な
ら
ば
、
ま
ん
ざ
ら
無
意

味
と
も
思
は
な
い
が
〉
と
言
う
。
そ
れ
で
も
踏
ん
切
り
の
つ
か
な
い
お
孝
で
あ
っ

た
が
、
散
々
迷
い
に
迷
っ
た
末
、
疎
開
を
決
心
す
る
。
そ
こ
で
晋
策
は
二
人
を
疎

開
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
道
中
に
は
左
の
よ
う
な
滑
稽
な
こ
と
や
、
怖
い
こ

　
　
　
「
お
い
、
ち
よ
つ
と
１
・
」

の
荷
を
、
置
く
と
い
ふ
よ
り
落
し
か
け
る
、
そ
の
真
下
の
鋪
道
に
。

い
も
の
か
お
る
の
に
気
が
つ
い
て
、
注
意
し
て
や
ら
う
と
す
る
間
も

　
　
持
て
ず
、
ゴ
ト
ン
と
…
…
。

　
　
　
「
な
ア
に
？
」

　
　
　
「
置
い
ち
ま
つ
て
か
ら
で
間
に
合
ふ
か
。
馬
の
糞
の
上
だ
」

　
　
　
「
あ
ら
、
さ
う
？
」

　
こ
れ
は
晋
策
と
お
孝
の
や
り
取
り
。
次
は
そ
の
後
で
、
お
孝
が
鞄
を
欺
し
取
ら

れ
そ
う
に
な
っ
た
時
の
こ
と
。
お
孝
の
提
げ
た
鞄
を
奪
い
損
ね
た
男
が
、
彼
女
に

投
げ
た
捨
て
台
詞
が
「
け
ち
ん
ぽ
！
」
だ
っ
た
と
い
う
話
。

　
　
　
－
ま
だ
完
奮
が
去
ら
ず
、
聞
く
耳
あ
ら
ば
聞
か
せ
た
い
く
ら
ゐ
の
気
持

　
　
で
、
声
も
低
め
ず
喋
り
続
け
て
、
そ
の
へ
ん
ま
で
来
た
時
に
、
お
春
が
、

　
　
　
「
け
ち
ん
ぽ
！
　
っ
て
申
し
ま
し
た
ん
で
す
」
（
略
）
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「
併
し
、
け
ち
ん
ぼ
と
は
、
…
…
そ
い
つ
の
気
持
ち
と
し
ち
や
ア
、
そ
れ
に

　
　
違
ひ
な
か
つ
た
ら
う
け
ど
、
言
ひ
も
言
つ
た
も
ん
だ
ね
」

　
　
　
あ
と
さ
き
の
、
聞
い
て
い
る
と
も
思
へ
な
か
っ
た
人
々
の
間
か
ら
も
笑
ひ

　
　
声
が
起
り
、
続
い
て
、
あ
ぶ
な
い
こ
と
で
し
た
ね
え
、
と
か
、
ほ
ん
と
に
こ

　
　
の
節
は
、
ち
つ
と
だ
つ
て
油
断
は
な
り
ま
せ
ん
よ
、
と
か
、
多
い
ん
刀
、
さ

　
　
う
い
ふ
の
が
、
で
、
似
た
や
う
な
話
を
も
ち
だ
す
と
か
、
忽
ち
、
旧
い
知
り

　
　
合
ひ
で
で
も
あ
る
か
の
や
う
な
、
心
お
き
な
い
言
葉
が
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ

　
　
と
拡
が
り
つ
ゝ
と
り
交
さ
れ
だ
し
た
。

　
戦
時
下
の
暗
い
世
相
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
あ
っ
た
笑
い
を
見
逃
す
こ
と

な
く
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
Ｉ
つ
が
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
こ
こ
に
登
場
す
る
作
者
と
等
身
大
の
晋
策
の
心
の
中
は
時
い
。
彼
は
列

車
の
座
席
に
腰
を
降
ろ
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
時
局
観
を
披
露
す
る
。

　
　
　
満
州
を
発
祥
の
地
と
す
る
一
敵
国
が
、
敢
て
橋
頭
堡
を
占
め
る
ま
で
も
な

　
　
く
、
づ
る
く
べ
つ
た
り
に
上
陸
し
て
来
て
、
ニ
・
二
八
や
五
・
一
五
の
流

　
　
血
で
十
分
に
威
嚇
を
利
か
せ
て
置
い
て
、
あ
と
は
職
業
政
治
家
に
上
越
す
ほ

　
　
ど
の
邪
知
佞
奸
や
愚
劣
怯
儒
を
無
恥
厚
顔
に
あ
ら
ず
ん
ば
よ
く
し
な
い
押
し

　
　
の
一
手
に
包
ん
で
、
夙
の
昔
に
日
本
国
は
完
全
に
占
領
さ
れ
、
人
民
は
悉
く

　
　
捕
虜
た
る
に
過
ぎ
な
い
、
－
晋
策
は
、
堅
く
こ
の
や
う
に
信
じ
て
ゐ
た
。
親

　
　
譲
り
の
悲
憤
糠
慨
も
憂
国
慨
世
も
、
そ
こ
ま
で
い
く
と
、
謂
は
ゞ
「
宝
の
持

　
　
ち
腐
れ
」
で
、
よ
ほ
ど
親
し
い
友
達
で
で
も
な
け
れ
ば
、
う
か
つ
に
口
外
で

　
　
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
さ
う
い
ふ
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
の
施
設
を

　
　
首
と
し
て
、
外
郭
団
体
の
贋
忠
勤
ぶ
り
と
私
利
と
の
雙
成
、
腰
巾
着
に
な
り

　
　
終
せ
た
財
閥
、
降
っ
て
は
国
民
の
無
知
蒙
昧
、
自
称
知
識
人
の
、
賢
ら
に
時

　
　
局
を
あ
げ
つ
ら
ふ
な
ど
、
い
つ
と
し
て
目
に
も
耳
に
も
快
い
も
の
は
な
い
。

　
　
な
ど
と
ぬ
か
す
お
前
白
身
は
ど
う
か
。
い
っ
ぱ
し
リ
ア
リ
ス
ト
が
つ
て
ゐ
る

　
　
文
学
者
の
く
せ
に
、
身
晶
肩
に
も
、
日
本
人
と
い
よ
も
の
を
過
大
に
評
価
し

　
　
て
、
う
ま
く
Ｉ
杯
く
は
さ
れ
て
ゐ
た
で
は
な
い
か
、
と
思
へ
ば
穴
に
も
は

　
　
い
り
た
い
気
持
ち
だ
っ
た
。

　
こ
こ
に
敵
国
と
い
う
の
は
、
実
は
当
時
の
日
本
の
「
軍
部
」
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
「
軍
部
」
に
晋
策
自
身
も
捉
わ
れ
の
身
だ
。
だ
か
ら
く
い
か
に
悶
掻
か
う
が

足
掻
か
う
が
、
自
分
を
例
外
と
観
る
わ
け
に
は
〉
い
か
な
い
。
批
判
の
刃
は
自
ら

彼
自
身
に
戻
っ
て
来
て
突
き
刺
さ
る
。
そ
こ
で
不
言
実
行
、
〈
か
の
敵
国
の
元
凶
〉

を
殺
し
て
自
分
も
死
ぬ
の
だ
と
考
え
て
、
結
局
は
そ
れ
も
犬
死
で
は
な
い
か
と
思

い
至
る
。
し
か
し
、
〈
犬
死
で
い
ゝ
ん
だ
。
百
人
が
百
人
、
千
人
が
千
人
、
そ
れ
を

ば
か
く
し
い
こ
と
に
思
つ
て
ゐ
れ
ば
こ
そ
、
い
つ
ま
で
も
こ
ん
な
世
の
中
が
続

く
ん
だ
。
一
番
初
め
が
犬
死
な
ら
、
次
は
猪
死
く
ら
ゐ
に
な
り
、
虎
死
、
獅
子
死

と
、
だ
ん
だ
ん
に
人
間
死
へ
も
っ
て
い
け
ば
い
ゝ
ん
だ
、
な
ど
と
、
へ
ら
ず
口
に

類
す
る
や
う
な
呟
き
も
み
る
く
微
か
に
な
っ
て
、
間
も
な
く
、
神
経
の
平
行
を

回
復
〉
す
の
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
晋
策
は
こ
の
戦
争
を
く
も
と
く
（
略
）
「
軍
部
」
な
る
敵
国
が
無
理

に
相
手
を
覚
め
て
、
真
の
日
本
国
自
体
か
ら
い
へ
ば
、
私
闘
に
等
し
い
も
の
だ
〉

と
観
て
い
る
の
だ
。
こ
の
親
方
は
作
者
里
見
の
戦
争
観
と
見
て
、
お
そ
ら
く
間
違

い
が
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
時
局
観
を
公
表
す
る
こ
と
は
、
敗
戦
を

埃
だ
な
け
れ
ば
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
そ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
、

作
者
は
登
場
人
物
の
晋
策
に
こ
と
よ
せ
て
、
〈
両
親
の
生
き
て
ゐ
た
頃
に
は
、
誰
憚

ら
ず
言
へ
だ
か
ら
い
ゝ
が
、
毎
日
令
を
敷
か
れ
、
そ
れ
を
犯
し
て
ま
で
、
－
命
を

的
に
発
表
す
る
だ
け
の
熱
意
や
勇
気
は
欠
き
な
が
ら
、
而
も
文
筆
を
以
っ
て
世
に

立
つ
晋
策
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
上
い
や
な
時
代
、
こ
れ
以
上
情
な
い
母
国
と
い
ふ

も
の
は
、
空
想
に
も
浮
か
ば
な
か
つ
た
く
ら
ゐ
だ
。
文
章
で
、
少
し
く
や
り
は
や

つ
た
が
、
あ
る
程
度
ま
で
来
る
と
、
き
ま
つ
て
日
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
〉

と
叙
べ
て
い
る
。

　
こ
の
小
説
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
戦
中
で
あ
っ
た
か
戦
後
で
あ
っ
た
か
分
か
ら

な
い
。
し
か
し
、
発
表
さ
れ
た
の
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
戦
後
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
晋
策
の
こ
の
よ
う
な
時
局
観
が
、
検
閲
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
る

こ
と
な
く
残
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
局
観
に
よ
っ
て
、
私
は
里
見
の
戦
中
戦
後

を
通
し
て
変
わ
ら
な
い
姿
勢
を
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
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三

　
苦
労
し
て
汽
車
を
乗
り
継
ぎ
、
お
孝
と
お
春
を
送
っ
て
晋
策
が
着
い
た
目
的
地

は
、
〈
や
ご
傾
き
だ
し
た
陽
を
背
負
っ
て
、
目
に
痛
い
ほ
ど
の
、
家
々
の
白
壁
、
髪

の
毛
の
や
う
に
、
重
く
姻
か
に
揺
れ
騒
ぐ
柳
の
枝
、
道
端
の
小
流
れ
に
、
尻
を
振

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
ぱ
　
は
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
に
ち

り
ふ
り
浮
い
て
行
く
木
ツ
端
の
迅
さ
、
－
何
一
つ
と
し
て
、
今
日
ま
で
の
お
孝
た

ち
の
生
活
と
繋
が
り
の
あ
る
も
の
で
は
な
〉
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
女
二
人
の
疎

開
先
は
、
か
つ
て
晋
策
の
許
に
文
学
の
弟
子
入
り
を
し
た
こ
と
の
あ
る
都
留
の
実

家
、
大
井
と
い
う
大
き
い
農
家
。
や
っ
と
荷
も
着
き
、
後
片
づ
け
を
済
ま
せ
、
い

よ
い
よ
明
日
は
東
京
に
帰
る
と
い
う
前
の
晩
、
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
そ
の
早
暁
、

晋
策
は
は
ば
か
り
に
起
き
た
。

　
　
　
い
さ
心
持
に
す
ま
せ
、
帰
り
か
け
る
と
、
地
上
に
、
鮮
な
影
法
師
が
あ
つ

　
　
た
。
月
齢
な
ど
に
無
頓
着
な
晋
策
に
も
、
お
よ
そ
二
十
日
が
ら
み
と
思
は
れ

　
　
る
お
そ
月
が
、
雲
ひ
と
つ
な
い
西
の
空
に
、
嘘
の
や
う
に
、
ぽ
か
り
と
か
ゝ

　
　
つ
て
ゐ
た
。
静
な
、
そ
れ
で
豊
な
感
じ
の
す
る
い
よ
呪
だ
っ
た
。

　
晋
策
は
い
っ
た
ん
家
に
戻
っ
て
重
ね
着
を
し
た
上
で
、
鎮
守
の
森
に
詣
で
た
。

　
　
　
－
‐
お
願
ひ
申
し
あ
げ
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
ニ
人
の
者
を
御
守
護
く
だ
さ
い
ま

　
　
す
や
う
に
…
…
。
お
預
け
申
し
て
帰
り
ま
す
か
ら
、
何
分
、
あ
と
の
こ
と
は
、

　
　
よ
ろ
し
く
お
願
ひ
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
い
つ
の
間
に
か
、
ピ
ッ
タ
リ
両
掌
を
合
せ
て
∵
心
不
乱
に
念
じ
て
ゐ
た
。

　
　
涙
が
と
め
ど
な
く
頬
を
流
れ
落
ち
て
来
た
・
：
…
。

　
長
い
間
連
れ
添
っ
た
妻
同
様
会
え
ば
喧
嘩
ば
か
り
し
て
い
る
お
孝
と
、
老
婢
の

お
春
で
は
あ
っ
た
が
、
二
人
を
こ
こ
に
置
い
て
空
襲
の
激
し
い
都
に
帰
っ
て
い
く

晋
策
の
気
持
ち
は
、
右
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
鎮
守
の
森
を
出
た
彼
の
体
を
、
信
濃
の
五
月
の
月
の
光
が
暖
か
く
包
む
。
つ
い

口
を
衝
い
て
出
だ
の
は
、
い
ろ
い
ろ
稽
古
し
た
申
で
一
番
最
後
ま
で
残
っ
て
い
る

謡
曲
で
あ
っ
た
。

　
　
　
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
史
料
や
　
姥
捨
出
に
照
る
月
を
見
て
　
照
る
月
を
見

　
　
て

　
　
そ
れ
よ
り
前
だ
つ
た
か
、
あ
と
だ
つ
た
か
、
続
き
は
わ
か
ら
ず
…
…
。

　
　
　
然
れ
ど
も
雲
月
の
　
或
る
時
は
影
満
ち
　
ま
た
或
る
時
は
影
欠
く
る

　
　
急
に
ぐ
ツ
と
こ
み
あ
げ
た
。
も
う
姥
た
ち
の
上
で
は
な
い
、
祖
国
の
運
命
が

　
　
悲
し
か
っ
た
…
…
。

　
晋
策
の
思
い
は
、
自
分
た
ち
の
運
命
へ
の
思
い
を
超
え
、
「
軍
部
」
と
い
う
敵
国

に
よ
っ
て
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る
祖
国
の
運
命
を
悲
し
む
。
唄
っ
て
い
る
謡
曲
は

　
「
銕
捨
」
の
お
し
ま
い
の
方
。
月
の
名
勝
信
濃
の
国
銕
捻
出
。
そ
こ
に
、
仲
秋
の

名
月
を
見
よ
う
と
、
都
か
ら
二
人
の
男
が
や
っ
て
く
る
。
一
人
の
里
の
女
が
現
れ

て
、
山
に
捨
て
ら
れ
た
老
女
が
く
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
見
料
や
〉
と
歌
っ
た
旧
跡

は
こ
こ
だ
と
教
え
る
。
実
は
そ
の
女
こ
そ
昔
歌
を
う
た
っ
た
老
女
の
霊
で
、
夜
半

に
も
う
Ｉ
度
男
た
ち
の
前
に
白
衣
を
着
て
現
れ
る
。
老
女
は
月
に
関
す
る
仏
説
を

説
き
、
美
し
い
舞
を
ま
う
。
明
け
方
近
く
、
男
た
ち
は
帰
っ
て
し
ま
い
、
老
女
一

人
山
に
取
り
残
さ
れ
る
。

　
　
　
噛
み
し
め
、
噛
み
し
め
、
命
尾
寿
六
よ
り
も
つ
と
ひ
ど
い
震
へ
声
の
ま
ゝ

・
・
●
●
●
●

　
　
　
有
為
転
変
の
世
の
中
の
　
定
め
な
き
を
示
す
な
り

　
　
い
く
ら
か
元
気
を
と
り
な
ほ
し
、
シ
テ
ら
し
い
重
々
し
さ
で
…
…
。

　
　
　
む
か
し
恋
し
き
夜
遊
の
袖

　
　
あ
と
が
わ
か
ら
ず
、
も
う
コ
茂
く
り
返
し
て
…
…
。

　
　
　
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
更
科
や
　
姥
捨
山
に
照
る
月
を
見
て
　
照
る
月
を
見

　
　
て

　
　
朗
々
と
、
わ
れ
な
が
ら
聞
き
惚
れ
る
や
う
な
声
だ
っ
た
。
－
ロ
に
さ
う
は
謡

　
　
っ
て
も
、
「
わ
が
心
」
が
、
い
つ
か
、
す
つ
か
り
も
う
「
慰
め
ら
れ
」
て
ゐ
る

　
　
こ
と
に
は
気
も
つ
か
ず
に
…
…
。

　
小
説
「
姥
捨
」
は
こ
う
し
て
終
わ
る
。
見
事
な
幕
切
れ
で
あ
る
。
信
州
上
田
の

五
月
。
月
は
仲
秋
の
名
月
で
は
な
い
が
、
二
十
日
前
後
の
月
。
朗
々
と
し
た
晋
策
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の
声
に
込
め
ら
れ
た
、
二
人
の
姥
の
運
命
と
亡
国
へ
の
想
い
。
し
か
し
、
二
人
の

姥
は
こ
こ
に
捨
て
ら
れ
て
こ
そ
、
生
き
永
ら
え
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
晋
策
の
心

は
、
い
つ
か
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
穏
や
か
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
謡
曲
「
銕
捨
」
に
重
ね
て
こ
の
小
説
を
閉
じ
た
と
こ
ろ
に
、
こ

の
小
説
の
特
色
が
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
説
は
古
代
か
ら

日
本
文
学
に
流
れ
て
い
た
〈
親
棄
〉
の
モ
チ
ー
フ
を
汲
み
と
っ
て
、
そ
の
文
学
の

系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
も
っ
と
も
、
作
者
は
最
後
の
場
面
に
だ
け
姥
捨
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
既
に
「
二
」
の
最
後
の
場
面
で
、
晋
策
が
お
孝
に
向
か
っ
て
言
う

科
白
の
中
に
そ
れ
が
出
て
く
る
。
〈
冗
談
を
い
つ
ち
ア
い
け
な
い
。
こ
な
ひ
だ
も
言

つ
た
と
ほ
り
、
上
田
と
い
や
ア
姥
捨
の
近
所
だ
。
そ
の
姥
捨
に
、
二
人
の
姥
を
捨

て
に
行
く
、
な
か
／
へ
の
大
事
業
だ
〉
と
い
う
よ
う
に
。
そ
し
て
、
「
三
」
に
も
そ

れ
は
見
え
て
い
る
の
だ
。

　
　
〈
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
晋
策
は
、
二
人
の
、
因
縁
浅
か
ら
ぬ
「
姥
」
を
捨
て

に
来
た
の
だ
。
さ
う
だ
、
少
し
で
も
生
き
る
可
能
性
の
多
い
と
こ
ろ
に
捨
て
置
く

た
め
だ
。
〉

　
　
〈
女
子
供
は
「
生
」
に
捨
て
、
男
は
、
い
か
に
軍
部
の
占
頷
下
に
置
か
れ
て
ゐ

る
に
も
せ
よ
、
祖
国
滅
亡
の
最
後
の
日
ま
で
、
断
じ
て
「
死
」
に
踏
み
止
ま
る
。
―

―
こ
れ
が
晋
策
の
肛
の
底
だ
っ
た
。
〉

　
晋
策
は
日
本
の
最
後
の
時
期
は
早
く
て
も
今
年
の
う
ち
、
延
び
て
も
丸
一
年
そ

こ
そ
こ
と
見
当
を
つ
け
て
い
た
。
お
孝
と
お
春
を
疎
開
先
へ
送
っ
て
い
く
こ
と
が
、

二
人
へ
の
最
後
の
心
尽
く
し
だ
と
思
っ
て
い
た
。
今
生
の
生
き
別
れ
に
な
る
つ
も

り
で
あ
っ
た
。
　
晋
策
の
こ
の
気
持
ち
は
、
そ
の
ま
ま
作
者
里
見
の
良
と
春
へ
の

気
持
ち
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
彼
は
、
「
あ
と
が
き
」
に
く
そ
こ
ら
は
「
姥
捨
」
な

る
古
語
の
裏
に
ぼ
か
し
た
つ
も
り
〉
と
書
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
小
説
の

題
名
は
、
因
縁
浅
か
ら
ぬ
二
人
の
「
姥
」
を
「
生
」
に
捨
て
る
と
い
う
意
味
で
つ

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
こ
の
小
説
は
、
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
述

べ
た
従
来
の
「
親
棄
」
の
モ
チ
ー
フ
と
は
、
違
っ
た
そ
れ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
小

説
で
あ
る
。
空
襲
の
激
烈
に
な
っ
た
戦
時
下
、
因
縁
浅
か
ら
ぬ
二
人
の
「
姥
」
を

疎
開
さ
せ
る
こ
と
。
そ
れ
が
そ
の
素
材
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
述
べ
た
き

た
よ
う
に
、
作
者
は
そ
の
素
材
を
も
と
に
し
て
日
本
の
文
学
を
縦
に
流
れ
て
い
る

　
「
親
棄
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
、
新
し
い
戦
時
下
の
「
姥
捨
」
を
創
り
上
げ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
こ
の
小
説
で
は
、
二
人
の
姥
は
「
生
」
に
捨
て
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
信
州

上
田
は
、
二
人
の
姥
に
と
っ
て
蘇
り
の
場
と
な
る
。
実
は
こ
の
よ
う
な
内
容
の
「
姥

捨
」
が
昔
話
の
中
に
は
、
有
っ
た
。
そ
れ
は
（
三
）
闘
争
型
の
②
の
そ
れ
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
山
に
捨
て
ら
れ
た
老
婆
が
、
神
の
助
け
に
よ
っ
て
若
返
り
、
か
え
っ
て

幸
せ
に
な
る
の
だ
。
山
で
寂
し
く
死
ん
だ
謡
曲
「
嫡
捨
」
の
老
女
と
異
な
り
、
小

説
の
二
人
も
空
襲
の
激
し
い
東
京
よ
り
ず
っ
と
安
全
な
と
こ
ろ
で
、
生
を
保
証
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
晋
策
は
、
い
つ
空
襲
で
死
ぬ
か
も
知
れ
な
い
東
京
に

帰
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
小
説
は
新
し
い
「
姥
捨
」

で
あ
り
な
が
ら
、
大
き
な
範
躊
で
は
（
三
）
の
闘
争
型
の
②
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
小
説
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
現
代
文
学
の
な
か
に
、
「
親
棄
」
あ
る
い
は
「
姥
捨
」
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ

と
の
可
能
な
作
品
は
、
結
構
あ
る
。
こ
こ
で
扱
っ
た
里
見
惇
の
小
説
も
そ
の
一
つ

で
あ
る
。
柳
田
国
男
の
「
親
葉
山
」
、
井
上
靖
の
「
銕
捨
」
、
深
沢
七
郎
の
「
楢
山

節
考
」
等
は
い
ず
れ
も
そ
こ
に
母
性
思
慕
の
姿
が
見
ら
れ
た
。

は
山
を
蘇
り
の
場
と
す
る
作
者
の
転
生
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ

の
「
姥
捨
」

『
日
本
お
伽

噺
』
『
日
本
お
伽
集
』
の
そ
れ
は
、
題
名
は
「
嫡
桧
山
」
で
も
親
孝
行
の
話
で
あ
っ

た
。
里
見
弦
の
「
姥
桧
」
は
二
人
の
「
姥
」
の
疎
開
先
を
蘇
り
の
場
と
見
る
限
り
、

太
宰
の
そ
れ
に
近
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
軍
部
」
支
配
下
の
当
時
の
日
本
の
状

況
に
お
け
る
必
然
と
し
て
語
ら
れ
る
点
に
お
い
て
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
の

一
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で
あ
る
。

rご

汪

Ｗ

（2）（1）

柳
田
国
男
『
母
の
手
毬
歌
』
（
昭
利
2
4
年
1
2
月
８
日
・
芝
書
房
）

拙
稿
「
現
代
文
学
に
現
れ
た
「
銕
捨
」
」
（
『
日
本
文
学
論
究
』
第
三
十
九
冊
、
國

學
院
大
学
国
語
国
文
学
会
）

閣
　
『
里
見
弥
全
集
』
第
九
巻
（
昭
和
5
3
年
1
2
月
2
0
目
・
筑
摩
書
房
）
の
四
一
ハ
ペ

　
　
ー
ジ
。

㈲
　
同
前
全
集
第
十
巻
の
紅
野
敏
郎
氏
作
成
の
年
譜
に
よ
る
と
里
見
惇
こ
と
山
内
英

　
　
夫
の
家
族
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
妻
　
ま
さ
、
長
女
　
夏
絵
（
生
後
四
十
八
日
で
夭
折
）
、
長
男
　
洋
一
、
次
男
　
鍼

　
　
郎
、
次
女
　
瑠
璃
子
、
三
男
　
湘
三
、
四
男
　
静
夫
。

㈲
　
同
右
年
譜
の
昭
和
十
七
年
四
月
の
項
に
、
〈
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
か
ら
時
局
を
批
判

　
　
し
た
「
風
炎
」
を
「
日
本
評
論
」
（
翌
年
五
月
ま
で
、
前
編
完
結
、
以
下
中
絶
）

　
　
に
発
表
。
〉
と
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
傍
証
に
な
ろ
う
。

㈲
　
拙
稿
「
現
代
文
学
に
お
け
る
「
銕
捨
」
の
系
譜
」
（
五
）
（
六
）
（
七
）
（
い
ず
れ

　
　
も
『
別
府
大
学
国
語
国
文
学
』
に
発
表
）
参
照
の
こ
と
。

閉
　
拙
稿
「
現
代
文
学
に
お
け
る
「
嫡
捨
」
の
系
譜
」
二
）
（
『
別
府
大
学
国
語
国
文

　
　
学
』
第
2
1
号
）
参
照
の
こ
と
。

㈲
　
拙
稿
「
現
代
文
学
に
お
け
る
「
銕
捨
」
の
系
譜
」
（
四
）
　
（
『
別
府
大
学
国
語
国
文

　
　
学
』
第
2
4
号
）
参
照
の
こ
と
。
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