
現
代
文
学
に
お
け
る
「
妓
籍
」
の
系
譜
］

｜

大
宰
　
治
「
姥
捨
」
Ｉ

　
　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
　
「
日
本
で
は
、
美
し
い
風
景
ほ
ど
残
酷
な
伝
説
を
含
む
ご
と
い
う
書

き
出
し
で
始
ま
る
「
妖
捨
レ
井
上
靖
」
論
を
書
い
た
の
は
、
阿
部
正
路

氏
で
あ
っ
（
堅
　
こ
の
一
文
は
ま
Ｊ
「
銕
捨
」
と
い
う
こ
と
ば
の
語
感
を

も
、
見
事
に
象
徴
し
て
い
る
。
「
峡
捨
」
と
い
う
こ
と
ば
に
接
す
る
時
、

私
は
そ
こ
に
、
美
し
く
も
残
酷
な
背
景
を
、
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ

る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
「
銕
捨
」
と
い
う
こ
と
ば
に
収
斂
さ
れ
る
日
本

文
学
の
古
典
の
世
界
が
、
あ
る
い
は
口
承
文
芸
の
世
界
が
、
時
空
を
超

え
て
蘇
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
主
要
な
音
調
を
な
す
も
の

は
、
「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
…
…
」
と
い
う
「
古
今
和
歌
集
」
の
読

人
し
ら
ず
の
歌
で
あ
り
、
謡
曲
「
妖
捨
」
で
あ
る
。

　
人
間
は
生
ま
れ
て
く
る
時
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
死
ん
で
い
く
時

工
　
　
藤

茂

も
ま
た
一
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
厳
然
た
る
事
実
を
そ
の
宿
命
と
し

て
持
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
や
は
り
棄
老
と
い
う
主
題
は
残
酷
だ
。
こ
　
ー

の
残
酷
さ
が
、
逆
に
「
嫡
捨
」
の
美
し
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
し
か
も
こ
の
主
題
は
、
決
し
て
色
琵
せ
る
こ
と
な
く
、
現
代

に
ま
で
流
れ
入
っ
て
い
る
。

　
こ
の
「
嫡
捨
」
の
各
時
代
相
を
コ
万
葉
集
」
か
ら
「
檜
山
節
考
」
ま

で
、
そ
の
主
題
の
変
遷
に
照
明
を
当
て
て
丹
念
に
辿
っ
た
の
が
、
米
田

貞
一
氏
の
「
『
鶴
捨
』
の
系
聯
］
（
本
誌
第
十
九
号
）
で
あ
っ
た
。
た
だ
し

朕
は
、
現
代
文
学
の
中
か
ら
は
、
「
楢
山
節
考
」
し
か
取
り
上
げ
て
お
ら

れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
そ
の
流
れ
の
中
の
、
特
に
現
代
文
学
に

お
け
る
「
執
捨
」
の
系
譜
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
私
見
を
述
べ
て
い
く
つ

も
り
で
あ
る
。
既
に
そ
の
概
論
は
、
昭
和
五
十
同
年
七
月
十
日
発
行
の

　
『
日
本
文
学
論
究
』
（
第
三
十
九
伺
）
に
発
表
し
て
い
る
が
、
今
回
は
各



論
の
第
一
回
と
し
て
、
太
宰
治
の
「
姥
捨
」
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
太
宰
治
の
小
説
「
姥
捨
」
は
、
最
初
、
昭
和
十
三
年
十
月
号
の
『
新

潮
』
に
掲
載
さ
れ
、
後
、
昭
和
十
四
年
七
月
砂
千
里
書
房
刊
の
短
篇
集

　
『
女
生
徒
』
に
収
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
戦
後
、
昭
和
二
十
二
年
六
月
、

ポ
リ
ゴ
ン
書
房
刊
の
『
姥
捨
』
に
再
録
さ
れ
た
。
こ
の
短
篇
集
は
「
葉
」

　
「
l
c
a
n
　
s
p
e
a
k
」
「
姥
捨
」
「
東
京
八
景
」
「
み
み
づ
く
通
信
」
「
佐
渡
」

　
「
た
づ
ね
び
と
」
「
千
代
女
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
あ

と
が
き
」
で
太
宰
治
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
短
結
集
を
通
読
な
さ
っ
た
ら
、
私
の
過
去
の
生
活
が
、
ど

　
　
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
だ
い
た
い
御
推
察
で
き
る
や
う
な
、
そ

　
　
の
や
う
な
意
図
を
以
て
編
ん
で
み
た
。
ひ
ど
い
生
活
で
あ
っ
た
が

　
　
し
か
し
、
い
ま
の
生
活
だ
っ
て
ひ
ど
い
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、

　
　
こ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
ひ
ど
い
事
に
な
り
さ
う
な
予
感
さ
へ
あ
る
の

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
巻
末
の
「
ト
代
女
」
は
、
私
の
生
活
を
書
い
た
も
の
で
は
な
い

　
　
が
、
い
ま
の
「
文
化
流
行
」
の
奇
現
象
に
触
れ
て
ゐ
る
や
う
に
も

　
　
思
は
れ
る
の
で
、
附
け
加
へ
て
置
い
た
。

　
こ
の
「
あ
と
が
き
」
は
、
短
篇
集
『
姥
捨
』
の
性
格
を
端
的
に
示
す

も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
そ
こ
に
は
、
戦
後
の
世
相
に
対
す
る

彼
自
身
の
批
判
が
、
暗
に
龍
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
言
え
ば
、

そ
の
混
迷
を
極
め
た
彼
自
身
の
晩
年
（
戦
後
）
の
生
活
す
ら
も
、
こ
こ

か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
重
層
的
に
読

む
時
、
こ
の
短
結
集
の
題
名
に
象
徴
さ
れ
る
現
代
の
「
妖
捨
」
の
諸
相

が
、
里
見
惇
の
「
姥
捨
」
（
昭
和
二
十
一
年
）
、
井
上
靖
の
「
妖
捨
」
（
昭
和

三
十
年
ｙ
深
沢
七
郎
の
「
楢
山
節
考
」
（
昭
和
三
十
一
年
）
、
水
上
勉
の
「
じ

じ
ば
ば
の
記
」
（
昭
和
三
十
九
年
）
な
ど
の
諸
作
を
伴
っ
て
、
航
跡
の
よ

う
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
し
か
し

こ
こ
で
は
、
次
の
太
宰
治
の
書
簡
と
と
も
に
、
小
説
「
姥
捨
」
の
性
格

を
示
す
一
つ
の
資
料
と
し
て
、
掲
げ
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
昭
和
十
三
年
八
月
十
一
日
、
東
京
市
杉
並
区
天
沼
一
丁
目
二
百
十
三

番
建
議
瀧
方
よ
り
山
梨
県
南
都
留
郡
河
口
村
御
坂
峠
上
天
下
茶
屋
井
伏

鱒
二
宛
の
書
簡
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

　
　
　
私
は
、
毎
日
、
少
し
づ
つ
小
説
書
き
す
す
め
て
居
り
ま
す
、
も

　
　
う
二
、
三
日
で
い
ま
書
い
て
ゐ
る
小
説
書
き
あ
が
る
筈
で
、
こ
れ

　
　
を
新
潮
に
送
り
、
そ
れ
か
ら
す
ぐ
、
文
聾
春
秋
に
送
る
の
を
書
か

　
　
う
と
存
じ
て
居
り
ま
す
。
リ
ア
ル
な
私
小
説
は
、
も
う
と
う
ぶ
ん

　
　
書
き
た
く
な
く
な
り
ま
し
た
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
、
あ
か
る
い
題

　
　
材
を
の
み
選
ぶ
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
『
全
集
』
の
註
に
よ
る
と
、
「
い
ま
書
い
て
ゐ
る
小
説
」
と
い
う
の
は
、

　
「
姥
捨
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
「
新
潮
に
送
」
る
と
い
う
こ
と
、
執

筆
の
時
期
な
ど
か
ら
考
え
て
、
こ
の
註
は
ほ
ば
間
違
い
の
な
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
小
説
は
「
リ
ア
ル
な
私
小
説
」
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
書
簡
の
引
用
部
分
の
後

２



半
の
箇
所
か
ら
判
断
し
て
、
「
も
う
と
う
ぶ
ん
書
き
た
く
な
」
い
よ
う
な

　
「
リ
ア
ル
な
私
小
説
」
を
、
「
い
ま
書
い
て
ゐ
る
」
と
思
わ
れ
る
の
だ
か

　
と
こ
ろ
で
大
宰
は
、
ど
う
し
て
「
リ
ア
ル
な
私
小
説
は
、
も
う
と
う

ぶ
ん
書
き
た
く
な
く
な
り
」
、
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
、
あ
か
る
い
題
材
を
」

選
び
た
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
「
姥
捨
」
の
内

容
の
暗
さ
に
関
わ
り
合
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
昭
和
十
六
年
一
月
号

の
『
文
學
界
』
に
発
表
さ
れ
た
「
東
京
ハ
景
」
に
、
そ
の
間
の
事
情
を

探
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
箇
所
に
逢
着
す
る
。

　
　
　
け
れ
ど
も
、
ま
だ
ま
だ
、
そ
れ
（
註
Ｉ
板
橋
区
の
脳
病
院
退

　
　
院
後
の
、
Ｈ
と
二
人
の
、
何
も
な
い
荒
涼
と
し
た
生
活
）
は
、
ど

　
　
ん
底
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
と
し
の
早
春
に
、
私
は
或
る
洋
画
家

　
　
か
ら
思
ひ
も
設
け
な
か
っ
た
意
外
の
相
談
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　
　
ご
く
親
し
い
友
人
で
あ
っ
た
。
私
は
話
を
聞
い
て
、
窒
息
し
さ
う

　
　
に
な
っ
た
。
Ｈ
が
既
に
哀
し
い
間
違
ひ
を
、
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
略
）
そ
の
う
ち
に
洋
画
家
は
、
だ
ん
だ
ん
逃
げ
腰
に
な
っ
た
。

　
　
私
は
、
苦
し
い
中
で
も
、
Ｈ
を
不
潤
に
思
っ
た
。
Ｈ
は
、
も
う
、

　
　
死
ぬ
る
つ
も
り
で
ゐ
る
ら
し
か
っ
た
。
ど
う
に
も
、
や
り
切
れ
な

　
　
く
な
っ
た
時
に
、
私
も
死
ぬ
事
を
考
へ
る
。
二
人
で
一
緒
に
死
な

　
　
う
。
神
さ
ま
だ
っ
て
、
ゆ
る
し
て
く
れ
る
。
私
た
ち
は
、
仲
の
良

　
　
い
兄
妹
の
や
う
に
、
旅
に
出
た
。
水
上
温
泉
。
そ
の
夜
、
二
人
は

　
　
山
で
自
殺
を
行
っ
た
。
Ｈ
を
死
な
せ
て
は
、
な
ら
ぬ
と
思
っ
た
。

　
　
私
は
、
そ
の
事
に
努
力
し
た
。
Ｈ
は
、
生
き
た
。
私
も
見
事
に
失

　
　
敗
し
た
。
薬
品
を
用
ゐ
た
の
で
あ
る
。
（
略
）

　
　
　
や
が
て
、
「
姥
捨
」
と
い
ふ
作
品
が
出
来
た
。
Ｈ
と
水
上
温
泉
へ

　
　
死
に
に
行
っ
た
時
の
事
を
、
正
直
に
書
い
た
。

　
太
宰
治
と
小
山
初
代
の
心
中
は
そ
の
確
証
が
無
く
、
大
宰
の
虚
構
か

と
見
る
む
き
も
あ
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
以
上
に
掲
げ

た
三
点
の
資
料
（
つ
ま
り
『
姥
捨
』
の
「
あ
と
が
き
ぺ
井
伏
鱒
二
宛
書

簡
、
「
東
京
八
景
」
）
か
ら
「
姥
捨
」
の
性
格
を
考
え
て
み
る
と
、
「
Ｈ
と

水
上
温
泉
へ
死
に
に
行
っ
た
時
の
事
を
、
正
直
に
書
い
た
≒
リ
ア
ル
な

私
小
説
」
で
あ
っ
て
、
大
宰
の
「
過
去
の
生
活
が
、
ど
ん
な
も
の
で
あ

っ
た
か
、
だ
い
た
い
」
推
察
で
き
る
よ
う
な
作
品
と
規
定
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
従
っ
て
「
姥
捨
」
は
そ
の
解
釈
の
う
え
で
必
要
な
場
合
に

は
、
そ
こ
に
登
場
す
る
宴
七
を
大
宰
治
（
津
島
修
治
）
に
、
ま
た
か
ず
　
３

枝
を
小
山
初
代
に
、
そ
れ
ぞ
れ
還
元
し
て
考
え
て
い
っ
て
も
差
支
え
の

な
い
小
説
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
で
は
「
姥
捨
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
た
小
説
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
概
要
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
妻
の
か
ず
枝
は
、
自
分
の
あ
や
ま
ち
の
始
末
を
き
ち
ん
と
つ
け
る
と

い
う
。
宴
七
は
そ
ん
な
妻
を
執
り
成
し
て
い
る
う
ち
に
、
ふ
と
自
分
も

死
の
う
と
考
え
る
。
そ
れ
は
早
春
の
一
日
で
あ
っ
た
。
二
人
は
身
の
回

ぐ
を
整
理
し
、
有
り
金
全
部
持
っ
て
街
に
出
る
。
途
中
、
自
殺
用
の
催

眠
剤
を
買
い
、
活
動
を
見
、
す
し
屋
に
寄
り
、
漫
才
館
に
は
い
っ
た
。

そ
の
開
宴
七
は
い
ろ
い
ろ
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
、
か
ず
枝
を
死
な
せ
て

は
い
け
な
い
と
考
え
る
。



　
や
が
て
二
人
は
、
上
野
駅
か
ら
新
潟
行
の
汽
車
に
乗
り
、
途
中
水
上

駅
で
降
り
て
、
山
上
の
谷
川
温
泉
へ
行
く
。
そ
こ
の
老
夫
婦
は
二
人
の

知
り
合
い
で
あ
っ
た
。
一
泊
し
て
、
翌
朝
早
く
二
人
は
山
を
下
り
な
が

ら
、
死
場
所
を
見
つ
け
る
。
嘉
七
は
、
か
ず
枝
に
は
死
に
至
ら
な
い
は
‘

ど
の
催
眠
剤
を
渡
し
て
、
心
中
を
は
か
る
。
嘉
七
だ
け
は
本
当
に
死
ぬ

つ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
初
に
覚
醒
し
た
の
は
、
彼
で
あ
っ
た
。

か
ず
枝
は
未
だ
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
嘉
七
は
彼
女
の
処
へ
這
っ
て
行

っ
た
。
か
ず
彼
は
幸
い
死
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
気
が
緩
ん
で
、
嘉
七

は
再
び
気
を
失
っ
た
。
二
度
目
に
目
覚
め
た
時
、
か
ず
彼
は
大
き
な
軒

を
か
い
て
い
た
。
と
、
突
然
、
彼
女
が
叫
び
出
し
た
。
そ
し
て
叫
び
な

が
ら
、
こ
ろ
こ
ろ
下
に
こ
ろ
が
っ
て
い
っ
た
。
月
光
に
照
し
出
さ
れ
た

彼
女
の
髪
は
、
山
姥
の
髪
の
よ
う
に
、
荒
く
、
大
き
く
乱
れ
て
い
た
。

嘉
七
は
か
ず
彼
の
体
を
抱
え
、
引
き
ず
り
上
げ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

彼
女
の
体
は
重
い
。
そ
の
時
嘉
七
は
、
こ
の
女
は
、
お
れ
に
は
重
す
ぎ

る
、
い
い
人
だ
が
、
お
れ
の
手
に
あ
ま
る
、
と
感
じ
、
わ
か
れ
よ
う
と

決
心
す
る
。

　
喜
七
は
か
ず
彼
を
谷
川
温
泉
に
残
し
て
、
一
人
で
帰
京
し
た
。
そ
し

て
、
あ
と
は
彼
女
の
叔
父
に
そ
の
事
情
を
打
ち
明
け
て
、
一
切
を
頼
ん

だ
。
か
ず
枝
を
家
に
引
き
と
っ
た
後
、
そ
の
叔
父
は
、
谷
川
温
泉
で
の

か
ず
枝
の
様
子
を
、
宿
の
娘
み
た
い
に
の
ん
び
り
寝
て
い
た
、
お
か
し

な
奴
だ
、
と
話
し
て
笑
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
「
姥
捨
」
は
、
太
宰
治
の
代
表
的
な
小
説
の
一
つ
で
あ
る
と
は
言
い

切
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
一
篇
が
必
ず
し
も
完
結
し
た
一
つ
の

世
界
を
創
り
上
げ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
。
も
っ
と
も
、
短
篇
小

説
は
、
あ
る
世
界
の
、
あ
る
い
は
あ
る
人
生
の
、
鋭
い
感
覚
に
よ
っ
て

扶
り
取
ら
れ
た
一
断
面
を
提
示
す
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
小
説
の
場
合
、
や
は
り
二
人
が
心
中
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
必
然
性
を
、
読
者
に
明
示
し
な
け
れ
ば
、
読
者
の
納
得
は
え
ら
れ

ま
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
核
を
な
す
か
ず
枝
の
過
失
が
、
何
に
起

因
す
る
も
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
条
件
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
も
の

か
を
、
後
年
の
「
東
京
ハ
景
」
ま
た
は
「
ヴ
イ
ョ
ン
の
妻
」
の
よ
う
に
、

書
き
込
む
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
「
姥
捨
」
で
は
、
次
の
よ
う
　
４

に
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
あ
や
ま
っ
た
人
を
愛
撫
し
た
妻
と
、
妻
を
そ
の
や
う
な
行
為
に

　
　
ま
で
追
ひ
や
る
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
日
常
の
生
活
を
荒
廃
さ
せ
て
し

　
　
ま
っ
た
夫
と
、
お
互
ひ
身
の
結
末
を
死
ぬ
こ
と
に
依
っ
て
つ
け
よ

　
　
う
と
思
っ
た
。

　
生
き
て
、
ふ
た
た
び
、
こ
の
女
と
暮
し
て
行
く
気
は
な
い
の
か
。

借
銭
、
そ
れ
も
、
義
理
の
わ
る
い
借
銭
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
。
汚

名
、
半
気
ち
が
ひ
と
し
て
の
汚
名
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
。
病
苦
、

人
が
そ
れ
を
信
じ
て
呉
れ
な
い
皮
肉
な
病
苫
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
。

さ
う
し
て
、
肉
親
。
「
ね
え
、
お
ま
へ
は
、
や
っ
ぱ
り
私
の
肉
親
に



　
　
敗
れ
た
の
だ
ね
。
ど
う
も
、
さ
う
ら
し
い
ご

　
こ
れ
だ
け
で
は
、
借
銭
、
病
苦
、
肉
親
に
関
わ
る
嘉
七
の
生
活
の
荒

廃
が
妻
を
過
失
に
迫
い
や
っ
た
と
い
う
、
抽
象
的
な
こ
と
が
ら
し
か
分

ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
相
手
の
男
に
つ
い
て
は
、
「
金
が
あ
れ
ば
、
な
に

も
、
こ
の
女
を
死
な
せ
な
く
て
も
い
い
の
だ
。
相
手
の
、
あ
の
男
が
、

も
う
す
こ
し
は
っ
き
り
し
た
男
だ
っ
た
ら
、
こ
れ
は
ま
た
別
の
形
も
執

れ
る
の
だ
ご
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
そ
し
て
あ
と
は
、

　
　
　
こ
ん
ど
の
こ
と
は
？
　
あ
あ
、
い
け
な
い
、
い
け
な
い
。
お
れ

　
　
は
、
笑
っ
て
す
ま
せ
ぬ
の
だ
。
だ
め
な
の
だ
。
あ
の
こ
と
だ
け
は
、

　
　
お
れ
は
平
気
で
居
ら
れ
ぬ
。
た
ま
ら
な
い
の
だ
。

　
　
　
ゆ
る
せ
。
こ
れ
は
、
お
れ
の
最
後
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
だ
。
倫
理
は
、

　
　
お
れ
は
、
こ
ら
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
感
覚
が
、
た
ま
ら
ぬ
の
だ
。

　
　
と
て
も
が
ま
ん
が
で
き
ぬ
の
だ
。

　
と
、
嘉
七
の
想
い
の
み
が
連
綿
と
述
べ
ら
れ
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
小
説
に
は
、
客
観
的
に
描
か
れ
る
べ
き
も
う
一
つ
の
世
界

が
、
見
事
に
欠
落
し
て
い
る
の
だ
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
こ

の
小
説
も
ま
た
他
の
私
小
説
と
同
じ
欠
陥
を
、
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
山
岸
外
史
氏
も
、
既
に
こ
の
点
を
指
摘
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
姥
捨
こ
は
、
ま
っ
た
く
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
だ
と
思
う
が
、

　
　
女
の
そ
う
し
た
不
倫
の
と
こ
ろ
を
、
す
こ
し
ば
か
り
、
早
口
に
き

　
　
り
あ
げ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
大
宰
が

　
　
触
れ
た
が
ら
な
か
っ
た
た
め
に
表
現
に
不
足
し
た
の
で
は
な
か
ろ

　
　
う
か
と
、
当
時
の
ば
く
が
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
作
家
と
し
て
欠

　
　
点
の
あ
る
仕
事
だ
と
思
っ
た
り
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
そ

　
　
れ
と
わ
か
っ
て
読
む
と
、
そ
の
辺
の
消
息
を
短
い
行
で
巧
く
表
現

　
　
し
て
は
い
る
。

　
　
　
短
篇
作
家
と
し
て
の
当
時
の
大
宰
は
、
た
し
か
に
、
こ
ん
な
と

　
　
こ
ろ
を
も
っ
と
掘
り
さ
げ
て
、
長
篇
的
に
思
索
す
べ
き
で
は
な
か

　
　
っ
た
か
と
思
う
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
大
宰
は
む
し
ろ
、

　
　
倫
理
の
作
家
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
（
人
間
太
宰
治
）

　
こ
の
よ
う
な
欠
点
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
「
姥
捨
」
は
大
宰
文
学
の

代
表
作
た
り
得
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
文
学
の
中
で
重
要
な
地

位
を
占
め
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
述
べ
る
前
に
、
こ

こ
で
は
「
姥
捨
」
に
欠
落
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
世
界
、
つ
ま
り
、
大
　
　
５

宰
治
と
小
山
初
代
に
還
元
さ
れ
る
小
説
の
背
景
を
、
探
っ
て
お
か
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。

　
昭
和
十
一
年
十
月
十
三
日
、
太
宰
治
の
後
半
生
に
濃
い
影
を
落
と
す

一
つ
の
出
来
事
か
起
こ
っ
た
。
そ
れ
を
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
た
び
の
入
院
は
私
の
生
涯
を
決
定
し
た
。
（
碧
眼
托
鉢
）

　
　
　
十
月
十
三
日
よ
り
、
板
橋
区
の
と
あ
る
病
院
に
ゐ
る
。
米
て
、

　
　
三
日
間
、
歯
ぎ
し
り
し
て
泣
い
て
ば
か
り
ゐ
た
。
『
略
寸
』
こ
は
、

　
　
気
ち
が
ひ
病
院
な
の
だ
。
（
コ
コ
？
一
ｙ
ｚ
　
ｒ
ｏ
７
づ

　
　
「
板
橋
の
と
あ
る
病
院
」
と
は
、
諸
種
の
年
譜
お
よ
び
『
人
間
太
宰

治
』
に
よ
る
と
、
武
蔵
野
精
神
病
院
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
病
院
に
人



院
す
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
諸
資
料
お
よ
び
佐
藤
春
夫

の
「
芥
川
賞
」
（
昭
和
十
一
年
ト
ー
月
）
に
詳
し
い
。
ま
た
大
宰
自
身
の

作
品
で
は
、
「
東
京
八
景
」
に
そ
の
間
の
事
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
を
総
合
し
て
そ
の
概
要
を
述
べ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
当
時
の
太
宰
治
を
内
外
と
も
に
苫
し
め
て
い
た
原
囚
は
多
様
で
あ
っ

た
が
、
大
き
く
分
類
し
て
み
る
と
次
の
三
つ
に
な
る
う
か
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
第
二
は
佐
藤
有
夫
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
富
貴
、
名
凹
い
の

家
に
生
を
受
け
た
不
幸
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
生
家
に
対
し
て
名
誉
を
挽

回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
が
恥
も
外
聞
も
な
く
芥
川
賞
に
こ

だ
わ
っ
た
原
囚
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
十
年
三
月
十
六
日
、

謙
介
の
山
中
で
ひ
と
り
縦
死
を
計
っ
た
原
囚
も
、
そ
れ
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
年
の
四
月
、
彼
は
阿
佐
ケ
谷
の
篠
原
病
院
に
入
院
し
て
虫
垂

炎
の
手
術
を
受
け
た
。
す
で
に
手
遅
れ
で
腹
膜
炎
を
併
発
し
て
い
て
困

難
な
手
術
に
な
っ
た
。
同
時
に
胸
部
の
病
気
（
肺
結
核
）
も
急
に
表
面

に
表
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
後
に
世
田
谷
の
経
堂
病
院
に
移
る
こ
と

に
な
る
の
だ
が
、
患
部
の
苦
痛
を
鎖
め
る
た
め
に
、
自
ら
求
め
て
打
っ

て
も
ら
っ
た
パ
ビ
ナ
ー
ル
が
原
因
で
、
そ
の
中
毒
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
が
そ
の
第
二
の
原
囚
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
原
因
は
、

そ
の
パ
ビ
ナ
ー
ル
入
手
の
た
め
に
嵩
ん
だ
多
大
な
借
銭
で
あ
っ
た
。
当

然
彼
の
生
活
は
荒
廃
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
（
も
っ
と

も
山
岸
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
生
活
の
荒
廃
の
原
囚
に
は
、
当
時
の
社
会

状
況
も
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
だ
け
れ
ど
も
し
そ
こ
で
、

そ
の
原
因
と
な
っ
た
バ
ビ
ナ
ー
ル
中
毒
を
活
す
た
め
に
、
昭
和
十
二
千

● ・

二
月
、
佐
藤
春
夫
の
紹
介
で
芝
の
済
生
会
病
院
に
入
院
す
る
。
し
か
し

彼
の
我
優
に
よ
っ
て
、
根
治
し
な
い
ま
ま
退
院
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に

同
年
八
月
、
今
度
は
自
分
か
ら
、
パ
ビ
ナ
ー
ル
中
毒
と
肺
病
を
癒
そ
う

と
決
心
し
て
単
身
水
上
温
泉
に
赴
き
、
こ
こ
で
第
三
回
芥
川
霧
に
洩
れ

た
こ
と
を
知
っ
て
衝
撃
を
受
け
た
。

　
　
　
こ
の
頃
、
初
代
さ
ん
が
大
宰
に
は
内
密
で
、
井
伏
さ
ん
と
パ
ビ

　
　
ナ
ー
ル
中
毒
の
処
置
法
に
つ
い
て
相
談
を
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ

　
　
る
。
と
に
か
く
、
ど
こ
か
の
病
院
に
入
院
さ
せ
て
徹
底
し
て
治
療

　
　
す
る
以
外
に
は
方
法
が
な
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。

　
　
武
蔵
野
病
院
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
大
宰
に
は
芝
の
済
生
発
病

　
　
院
の
前
例
が
あ
っ
て
、
自
由
な
病
院
で
は
、
ま
た
脱
出
し
て
し
ま

　
　
う
か
ら
駄
目
だ
と
い
う
結
論
ら
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
秘
　
６

　
　
策
が
練
ら
れ
た
結
果
、
い
ち
お
う
大
宰
を
麺
し
て
お
い
て
、
大
宰

　
　
の
胸
部
疾
患
の
た
め
の
静
養
と
い
う
名
目
を
つ
け
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
（
略
）
そ
の
軍
師
は
井
伏
侍
二
氏
で
あ
り
、
そ
の
実
行
委
員
兼
誘

　
　
導
員
が
、
初
代
さ
ん
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
人
間
太
宰
治
）

　
こ
れ
は
大
宰
の
パ
ビ
ナ
ー
ル
中
毒
に
よ
る
生
活
の
荒
廃
を
、
真
剣
に

心
配
し
て
い
た
周
囲
の
善
意
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
入
院
先
が
精
神
病
院
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
大
宰
は
強
い
衝
撃

を
受
け
た
。
退
院
後
間
も
な
く
執
筆
さ
れ
た
Ξ
コ
ど
ン
Ｚ
に
こ
吊
ご
に
お

い
て
、
彼
は
そ
の
間
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
　
（
略
）
Ｉ
さ
ん
、
一
生
に
い
ち
ど
の
た
の
み
だ
、
は
ひ
っ
て
呉

　
　
れ
、
と
手
を
つ
か
ぬ
ば
か
り
に
た
の
ん
で
下
さ
っ
て
、
あ
り
が
た

㎡！

ｄ ！

が」



　
Ｉ
さ
ん
と
は
、
お
そ
ら
く
井
伏
鱒
二
氏
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

は
、
一
目
置
い
て
い
た
氏
へ
の
気
兼
ね
と
、
そ
れ
と
は
裏
腹
に
彼
の
内

面
に
ど
う
し
よ
う
も
な
く
湧
き
上
が
る
氏
へ
の
恨
み
が
、
微
妙
に
表
現

さ
れ
て
い
る
。

　
大
宰
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
書
く
。

　
　
　
　
（
略
）
「
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
が
あ
っ
て
、
看
護
婦
さ
ん
と
あ
そ
ん
で
、

　
　
ゆ
っ
く
り
御
静
養
で
き
ま
す
わ
よ
ご
と
悪
婆
の
囁
き
。
わ
れ
は
、

　
　
君
の
そ
の
い
た
は
り
の
胸
を
、
あ
り
か
た
く
思
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

　
　
見
よ
、
あ
く
る
日
、
運
動
場
に
出
づ
れ
ば
、
蒼
き
鬼
、
黒
い
熊
、

　
　
さ
な
が
ら
地
獄
、
こ
こ
は
、
か
の
、
ど
ん
ぞ
こ
の
、
脳
病
院
に
非

　
　
ず
や
。

　
人
を
、
い
の
ち
も
心
も
君
に
一
任
し
た
ひ
と
り
の
人
間
を
、
あ

ざ
む
き
、
脳
病
院
に
ぶ
ち
こ
み
、
し
か
も
完
全
に
十
日
間
、
一
葉

の
消
息
だ
に
無
く
、
一
輪
の
花
、
一
箇
の
梨
の
投
入
を
さ
へ
試
み

な
い
。
君
は
、
い
っ
た
い
、
誰
の
嫁
さ
ん
な
ん
だ
い
。
武
士
の
妻
。

よ
し
ゃ
が
れ
／
・

　
　
　
人
を
信
じ
す
ぎ
て
、
ぶ
ち
こ
ま
れ
た
。

　
こ
こ
に
は
、
極
め
て
主
観
的
な
大
宰
の
も
の
の
見
方
と
、
人
間
（
特

に
妻
）
不
信
の
感
情
と
が
披
澄
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

客
観
的
な
事
実
と
信
ず
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、

当
時
の
彼
の
内
面
世
界
が
、
こ
こ
に
は
そ
の
顔
を
覗
か
せ
て
い
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
彼
の
心
に
は
、
妻
に
あ
ざ
む
か
れ
た
、

と
い
う
傷
痕
が
残
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
妻
が
、
彼
の
入
院
中
に
も
う

一
つ
の
過
失
を
犯
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
大
宰
の
衝
撃
は
大

き
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
後
の
「
ブ
イ
ヨ
ン
の
妻
」
や
「
人
間
失
格
」
に
、

　
　
　
神
が
ゐ
る
な
ら
、
出
て
末
て
下
さ
い
／
・
　
私
は
、
お
正
月
の
末

　
　
に
、
お
店
の
お
客
に
け
が
さ
れ
ま
し
た
。
（
ブ
イ
ヨ
ン
の
妻
）

　
　
　
神
に
問
ふ
。
信
頼
は
罪
な
り
や
。

　
　
　
ョ
シ
子
が
汚
さ
れ
た
と
い
ふ
拳
よ
り
も
、
ョ
シ
子
の
信
頼
が
汚

　
　
さ
れ
た
と
い
ふ
事
が
、
自
分
に
と
っ
て
そ
の
の
ち
永
く
、
生
き
て

　
　
を
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
苫
悩
の
種
に
な
り
ま
し
た
。
（
人
間
失
格
）
　
　
７

　
と
い
う
よ
う
な
形
を
と
っ
て
書
き
込
ま
れ
て
い
く
ほ
ど
の
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
パ
ビ
ナ
ー
ル
中
毒
は
治
っ
た
と
い
う

も
の
の
、
こ
の
入
院
体
験
が
彼
に
遺
し
た
も
の
は
、
が
ｃ
Ｋ
ン
ｚ
　
ｒ
ｏ
帥
け

と
い
う
こ
の
作
品
の
題
名
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
「
人
間
失
格
」
の
刻

印
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
彼
は
「
俗
天
使
」
と
い
う
作
品
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
私
は
、
鳥
で
も
な
い
。
け
も
の
で
も
な
い
。
さ
う
し
て
、
人
で

４
）
な
い
。
け
ふ
は
、
十
一
月
十
三
日
で
あ
る
。
四
年
ま
へ
の
こ
の

　
　
日
に
、
私
は
或
る
不
吉
な
病
院
か
ら
出
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。

　
　
　
（
略
）
あ
の
こ
ろ
の
浙
は
、
こ
れ
か
ら
五
、
六
年
経
っ
て
、
も
す

　
　
こ
し
落
ち
つ
け
る
や
・
こ
に
な
づ
た
ら
、
た
ん
ね
ん
に
、
ゆ
っ
く
り



　
　
書
い
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。
「
人
間
失
格
」
と
い
ふ
題
に
す
る
つ

　
　
も
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
上
う
な
様
々
な
衝
撃
を
大
宰
に
与
え
た
妻
と
は
ど

の
上
う
な
ひ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
過
失
と
は
、
ど
の
上

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
山
岸
氏
は
「
初
代
さ
ん
の
こ
と
言
人
間
太

宰
治
」
の
中
で
、
そ
れ
を
次
の
上
う
に
書
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　

″

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｙ
ｔ
ぶ

　
　
　
初
代
さ
ん
に
は
な
に
か
艶
め
か
し
い
も
の
が
あ
っ
た
上
う
に
思

　
　
う
。
（
略
）
眼
の
ぱ
っ
ち
り
と
し
た
豊
頬
で
小
柄
の
甲
斐
が
い
し
い

　
　
ひ
と
で
あ
っ
た
。
（
略
）

　
　
　
そ
の
初
代
さ
ん
が
失
敗
を
し
た
の
で
あ
る
。
過
失
を
し
た
。
大

　
　
宰
が
武
蔵
野
病
院
に
は
い
っ
て
い
た
一
か
月
間
の
留
守
の
こ
と
で

　
　
あ
っ
た
。
大
宰
の
親
戚
で
、
美
術
学
校
に
通
っ
て
い
た
Ｋ
と
い
う

　
　
青
年
が
あ
っ
た
が
、
初
代
さ
ん
は
、
こ
の
青
年
と
失
敗
し
た
の
で

　
　
あ
る
。
　
（
略
）

　
　
　
そ
の
事
件
の
あ
と
で
、
Ｋ
と
初
代
さ
ん
と
は
、
膝
を
そ
ろ
え
て
、

　
　
大
宰
の
ま
え
に
か
し
こ
ま
っ
て
、
告
白
し
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
彼
女
は
他
の
人
々
か
ら
も
疎
外
さ
れ
て
し
ま
う
。
大
宰

は
そ
の
上
う
な
初
代
を
、
か
え
っ
て
「
い
い
ひ
と
だ
。
そ
れ
は
、
お
れ

が
知
っ
て
ゐ
る
。
信
じ
て
ゐ
る
ご
　
（
姥
捨
）
と
思
う
上
う
に
な
り
、
「
世

の
中
の
ひ
と
が
、
も
し
、
あ
の
人
を
指
弾
す
る
な
ら
、
お
れ
は
、
ど
ん

な
に
で
も
し
て
、
あ
の
ひ
と
を
か
ば
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
に
　
（
同
）
と

決
心
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
「
姥
捨
」
の
世
界
が
展
開
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
説
に
は
ど
う
し
て
「
姥
捨
」
と
い
う
題
名
が
付

け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
妖
捨
」
と
い
う
の
は
、
次
の

よ
う
な
伝
説
に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
吾
心
慰
め
か
ね
つ
更
科
や
峡
捨
山
に
月
を
見
る
と
て

　
　
　
此
歌
は
信
濃
国
さ
ら
し
な
の
こ
ほ
り
に
お
ば
す
て
山
と
い
ふ
所

　
　
の
あ
る
な
り
昔
人
の
め
い
を
子
に
し
て
養
け
る
が
母
の
お
ば
と
し

　
　
お
ひ
て
む
づ
か
し
く
な
り
け
れ
ば
八
月
十
五
夜
の
月
く
ま
な
く
畷

　
　
か
り
け
る
に
こ
の
母
の
お
ば
を
す
か
し
い
で
；
て
の
山
に
す
て
ゝ

　
　
か
へ
り
け
り
４
）
５
Ａ
Ｊ
２
山
の
い
た
だ
き
に
よ
も
す
が
ら
月
を
み

　
　
て
な
が
め
け
る
う
た
也
さ
す
が
に
お
ぼ
つ
か
な
か
り
け
れ
ば
み
そ
　
８

　
　
か
に
立
か
へ
り
て
聞
け
れ
ば
此
歌
を
な
が
め
て
ぞ
な
き
お
り
け
る

　
　
其
後
こ
の
山
を
お
ば
す
て
山
と
は
い
へ
る
也
（
略
）
　
（
悛
頼
口
伝

　
　
集
上
）

　
大
宰
の
「
姥
捨
」
の
主
人
公
は
老
人
で
は
な
い
上
に
、
こ
こ
に
引
い

た
伝
説
の
内
容
と
も
相
違
す
る
。
た
だ
、
「
姥
捨
」
の
概
要
を
述
べ
た
部

分
で
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
覚
醒
し
た
喜
七
が
妻
の
か
ず
枝
の
は
ど

け
た
髪
を
、
「
山
姥
」
の
髪
の
よ
う
だ
と
見
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
か
ず

枝
を
温
泉
に
残
し
た
ま
ま
、
嘉
七
ひ
と
り
が
帰
京
し
、
や
が
て
離
婚
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
「
姥
捨
」
と
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
彼
の
「
古
典
龍
頭
蛇
尾
」
に
、
「
日
本
の
古
典
文
学
の
伝
統
が
、
も
っ

と
も
香
気
た
か
く
し
み
出
て
ゐ
る
も
の
に
、
名
詞
が
あ
る
ご
と
書
か
れ



て
い
る
が
、
そ
の
名
詞
の
一
つ
「
姥
捨
」
を
題
名
と
し
て
選
択
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
説
に
占
典
的
な
色
ど
り
を
添
え
る
意
図
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、
や
は
り
第
二

章
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
小
説
の
主
人
公
た
ち
を
も
う
一
度
、
大

宇
治
と
初
代
に
還
元
し
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
｝
東
京
八
景
」
は
昭
和
十
六
年
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
中
に
づ
米
麟
堂
と
号
し
て
俳
句
に
凝
っ
た
り
し
て
ゐ
た
。
老

人
で
あ
る
Ｉ
と
い
う
▽
行
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
晩
年
』
の
諸
作
を
書
き

始
め
る
こ
ろ
の
彼
の
心
境
を
府
い
た
も
の
で
、
当
時
既
に
、
大
宰
が
、

「
老
人
」
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

　
　
　
あ
あ
、
こ
の
荒
涼
の
心
象
風
景
へ
の
明
確
な
る
詰
定
か
言
は
せ

　
　
た
老
い
の
繰
り
ご
と
。
二
千
世
紀
旗
手
・
昭
和
十
二
年
）

　
　
　
釣
舟
の
中
に
在
っ
て
は
、
わ
れ
の
み
簑
を
着
し
て
船
頭
な
ら
び

　
　
に
爾
余
の
者
と
は
自
ら
か
か
ら
分
明
の
心
得
わ
す
れ
ぬ
八
十
歳
ち

　
　
か
き
青
年
、
（
同
）

者
た
ち
を
も
、
「
老
人
」
と
見
る
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
初
代
を
「
姥
」
と
見
る
認
識
が
、
彼
の
中
に
無
か
っ
た
と
は
言

え
ま
い
。
と
い
う
訳
で
、
「
姥
捨
」
の
嘉
七
と
か
ず
技
も
ま
た
、
年
は
若

く
と
も
、
十
分
に
老
人
で
あ
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
人
加
山
へ

行
っ
て
自
校
を
計
り
、
失
敗
し
て
、
妻
を
山
に
残
し
た
ま
ま
夫
ひ
と
り

加
帰
っ
て
く
る
と
い
う
こ
の
小
説
の
虚
構
は
、
大
宰
の
意
識
の
中
で
は

や
は
り
「
姥
捨
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
執
捨
」
の
話
加
、
日
本
の
口
承
文
芸
の
世
界
で

は
、
も
っ
と
別
な
形
で
も
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
、
そ
れ
は
、
山
を
老

人
の
よ
み
加
え
り
（
若
加
え
り
）
　
の
場
と
し
て
詰
り
伝
え
る
昔
話
で
あ

っ
た
。
そ
の
概
要
を
記
す
と
、
昔
、
男
の
嫁
加
年
老
い
た
母
（
妖
）
を

嫌
い
、
男
を
唆
し
て
は
（
執
）
を
山
に
捨
て
さ
せ
る
。
老
母
（
然
）
は
　
９

山
中
で
神
の
助
け
に
よ
っ
て
若
加
え
り
、
幸
福
に
な
る
。
そ
れ
を
妬
ん

だ
嫁
は
、
自
分
を
も
山
に
捨
て
さ
せ
る
が
、
神
の
恵
み
は
な
く
、
た
い

そ
う
難
儀
を
し
て
死
ん
で
し
ま
う
。

　
こ
の
昔
話
は
、
細
部
を
異
に
し
な
が
ら
、
八
日
森
県
の
三
戸
郡
、
八
戸

市
、
弘
前
市
な
ど
で
語
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
ハ
戸
市
の
そ
れ
は
、
老

婆
加
山
か
ら
逃
げ
て
川
端
に
出
て
、
そ
こ
で
神
の
加
護
を
受
け
る
話
と

な
っ
て
い
る
。
（
『
日
本
昔
話
大
成
９
』
関
故
吾
編
・
角
川
書
店
）

　
「
姥
捨
」
で
二
人
加
よ
み
加
え
る
の
は
谷
川
温
泉
の
山
で
あ
る
。
そ

の
上
、
よ
み
加
え
っ
た
か
ず
枝
は
、
「
宿
の
娘
み
た
い
」
に
若
加
え
っ
て

い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
こ
の
小
説
は
「
人
和
物
語
」
か
ら
の
流
れ
を
く
む
「
銕
捨
」



'゛憑

と
い
う
よ
り
も
、
東
北
の
昔
話
の
趣
向
に
そ
っ
た
「
姥
捨
」
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
嘉
七
は
、
こ
の
心
中
未
遂
を
契
機
に
、
か
ず
枝
と
別
れ
る

決
心
を
し
、
そ
う
決
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
緩
球
で
あ
っ

た
彼
の
心
が
ふ
っ
切
れ
る
。
’
一
れ
は
大
宰
が
、
苫
悩
の
一
年
を
経
た
後
、
‘

　
「
姥
捨
」
を
書
き
、
そ
の
心
の
方
向
を
決
定
し
た
こ
と
と
重
な
り
介
っ
。

そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
小
説
は
彼
の
帰
死
回
生
の
書
で
あ

っ
た
。
こ
こ
に
小
説
家
太
宰
治
は
よ
み
が
え
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
、

こ
の
小
説
が
大
宰
文
学
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
、
と
述

べ
て
お
い
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

こ
こ
に
よ
み
が
え
っ
た
太
宰
治
と
は
、
奥
野
健
男
が
既
に
そ
の
『
太
宰

治
論
』
で
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
と
し
て
の
太
宰
治
で
は
な
く
、

公
術
家
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
た
と
え
ば
「
花
燭
」
に
お
い
て
。

　
　
　
自
身
の
行
為
の
覚
悟
が
、
い
ま
Ｉ
ば
ん
急
な
問
題
で
は
な
い
の

　
　
で
せ
う
か
。
ひ
と
の
こ
と
よ
り
、
ま
ず
ご
自
分
の
救
済
を
し
て
下

　
　
さ
い
。

と
書
き
な
が
ら
、
「
わ
が
半
生
を
語
る
」
で
は
。

　
　
　
　
（
賂
）
已
を
嫌
っ
て
、
或
ひ
は
己
を
唐
げ
て
人
を
愛
す
る
の
で

　
　
は
、
自
殺
よ
り
は
か
は
な
い
の
が
当
然
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、
か
す

　
　
か
に
気
が
つ
い
て
き
ま
し
た
が
、
然
し
そ
れ
は
た
だ
理
窟
で
す
。

　
　
　
（
傍
点
筆
者
）

と
書
き
、
さ
ら
に
「
鴎
」
に
お
い
て
は
、

Ｘ

＼、

　
　
　
　
（
略
）
私
は
、
も
う
、
と
う
か
ら
死
ん
で
ゐ
る
の
に
、
お
ま
へ

　
　
た
ち
は
、
気
が
つ
か
な
い
の
だ
。
た
ま
し
ひ
だ
け
が
、
ど
う
に
か

　
　
生
き
て
。

　
　
　
私
は
、
い
ま
は
人
で
は
無
い
。
芸
術
家
と
い
ふ
、
一
種
奇
妙
な

　
　
動
物
で
あ
る
。
（
略
）

　
　
　
エ
ゴ
が
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
の
だ
。

と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
姥
捨
」
は
、
帰
死
回
生
の
書

と
い
う
よ
り
は
、
転
成
（
生
）
の
書
と
言
い
換
え
た
方
が
適
切
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
太
宰
治
の
「
姥
捨
」
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
山
（
谷
川
　
　
1
0

混
泉
）
を
よ
み
が
え
り
の
場
と
し
た
小
説
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
作
者
自

身
に
と
っ
て
は
、
転
生
の
書
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
日
本
の
文
芸
の
伝
統
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
場
介
、
直

接
的
に
は
大
宰
の
郷
肌
に
伝
わ
る
親
棄
山
の
昔
話
を
継
ぎ
な
が
ら
、
さ

ら
に
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
日
本
文
学
を
貫
流
し
て
い
る
「
映
捨
」
の
中

に
、
一
つ
の
位
置
を
占
め
る
小
説
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
（
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
昭
和
四
十
二
年
か
ら
四
十
三
年
に
か
け
て
刊
行
さ

れ
た
、
筑
摩
書
房
の
『
太
宰
治
全
集
』
（
全
十
二
巻
・
別
巻
一
冊
）
を
使
用
し

た
。
た
だ
し
、
漢
字
は
当
用
漢
字
に
あ
ら
た
め
た
も
の
が
多
い
ご



〈
註
〉

（
―
）

　
阿
部
正
路
『
戦
後
文
学
論
』
（
昭
和
四
九
年
八
月
十
五
日
・
桜
楓
杜

刊
）
の
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
２
）
　
国
学
院
犬
学
川
語
国
文
学
会
発
行
の
同
語
五
七
ペ
ー
ジ
の
拙
稿

　
　
　
「
現
代
文
学
に
現
わ
れ
た
『
映
捨
』
」

で
言
　
　
［
太
宰
治
全
集
ぃ
‥
‥
］
』
（
昭
和
四
三
年
一
月
六
日
、
筑
摩
書
房
刊
）

て
こ
　
角
田
文
庫
（
昭
和
四
〇
年
卜
一
月
二
〇
日
・
三
版
発
行
コ
ー
○
四

　
　
　
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
　
も
っ
と
も
角
田
旅
人
の
白
白
Ｋ
ン
ｚ
　
ｒ
ｏ
ｙ
Ｈ
』
論
」
（
『
国
文
学
解
釈

　
　
　
と
鑑
賞
』
　
一
九
七
七
年
1
2
月
号
）
に
は
、
『
恍
惚
と
不
安
太
宰
治

　
　
　
昭
和
十
一
年
』
　
（
奥
野
健
男
編
・
養
神
書
院
）
を
引
用
し
て
、
「
井

　
　
　
伏
鱒
二
が
佐
藤
春
夫
に
宛
て
た
経
緯
報
告
の
手
紙
に
、
大
宰
は
『
覚

　
　
　
悟
し
て
未
だ
。
入
院
し
た
い
。
』
と
意
志
表
示
し
て
入
っ
た
」
と
書
か

　
　
　
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
宰
自
身
の
心
情
に
は
、
そ
の
よ
う
な
恨
み

　
　
　
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
　
『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
五
歌
文
部
二
（
明
治
四
〇
年
七
月
二
五
日

　
　
　
・
国
書
刊
行
会
刊
）
の
二
二
〇
ベ
ー
ジ
。

　
【
袖
　
遺
】

　
本
橋
完
成
後
、
相
馬
正
一
氏
の
『
太
宰
治
』
　
（
昭
和
五
ト
四
年
六
月
十
日
、

津
軽
書
房
刊
）
に
接
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
中
の
「
バ
ビ
ナ
ー
ル
中
赤
恥

伴
」
　
「
水
上
温
泉
心
中
行
」
は
、
本
校
に
服
な
る
評
伝
で
、
教
え
ら
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
、
今
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
橋
の
矢
を
袖
っ
て
お
き
た
い
。

　
巾
武
蔵
野
病
院
へ
の
入
院

　
こ
の
ｙ
』
と
は
大
宰
の
長
兄
の
依
頼
を
受
け
た
中
畑
慶
吉
と
北
芳
四
郎
の
意

志
が
人
き
く
勤
い
て
お
り
、
特
に
、
後
者
と
院
長
と
の
間
に
は
、
大
宰
監
禁

の
打
ち
合
せ
が
で
き
て
い
た
。
ま
た
、
太
宰
治
自
身
、
入
院
を
承
諾
し
て
い

た
。
従
っ
て
拝
伏
鱒
一
。
は
必
ず
し
も
そ
の
車
師
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

　
閃
初
代
の
過
失

　
初
代
は
毎
日
大
宰
の
見
舞
い
に
出
か
け
る
が
、
面
会
謝
絶
で
会
え
な
い
。

そ
の
帰
途
、
自
殺
未
遂
で
入
院
し
て
い
た
Ｋ
を
、
大
宰
に
替
わ
っ
て
見
舞
っ

W
y
Ｋ
に
は
自
殺
す
る
ば
ど
の
内
的
不
均
衡
か
お
り
、
初
代
に
は
大
宰
を
失

う
不
安
感
と
焦
燥
感
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
識
の
無
車
力
状
態
が
、
二

人
に
犯
さ
せ
た
過
失
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
従
っ
て
二
人
に
は
そ
の
前
に
も
後

に
も
結
婚
す
る
意
志
は
な
か
っ
た
。

　
㈹
Ｋ
の
告
白

　
昭
和
十
一
年
十
一
月
二
十
九
日
付
の
太
宰
治
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
Ｋ
は
、

初
代
が
告
白
し
た
も
の
と
誤
解
し
、
翌
年
三
月
上
京
し
た
析
に
、
碧
雲
荘
の

便
所
で
大
宰
と
拒
ん
で
小
用
を
足
し
な
が
ら
、
二
人
だ
け
の
秘
密
に
し
て
お

く
は
ず
だ
っ
た
過
失
を
、
大
宰
に
告
白
（
Ｋ
の
話
）
し
て
し
ま
っ
た
。

　
圃
「
姥
捨
」
の
虚
構
（
実
際
と
の
相
違
）

″
①
初
代
が
本
当
に
死
ぬ
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
二
と
。

②
初
代
に
は
水
上
温
泉
が
初
め
て
訪
れ
る
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
。

③
催
眠
剤
を
ど
れ
だ
け
の
ん
だ
か
疑
問
で
あ
る
こ
と
。
（
大
宰
瀧
の
計
算
が

　
働
い
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
れ
全
別
離
の
契
機
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と

　
い
う
こ
と
。
Ｊ

①
そ
の
日
の
う
ち
に
二
人
は
別
々
に
東
京
に
帰
っ
て
い
る
こ
と
。
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