
Ⅰ

岡
本
か
の
子
「
老
妓
抄
」
（
『
中
央
公
論
』
昭

・

）
は
、
か
の
子
作
品
群
中
で
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も
、
発
表
当
時
か
ら
大
方
の
高
い
評
価
を
得
て
き
た
小
説
で
あ
る
。
亀
井
勝
一
郎
が

《
発
表
当
時
絶
讃
を
博
し
た
も
の
、
明
治
以
来
の
文
学
史
上
で
も
、
屈
指
の
名
短
編

と
称
さ
れ
る
べ
き
作
品
》
と
し
て
、
文
学
史
上
に
位
置
づ
け
な
が
ら
激
賞
し
て
い
る

（
１
）

の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
《
老
年
芸
術
と
も
い
え
る
日
本

の
私
小
説
の
枯
淡
な
世
界
と
は
別
個
の
新
天
地
を
開
拓
し
た
婉
美
な
好
短
篇
》
と

（
２
）

い
っ
た
小
松
伸
六
の
評
価
の
ほ
か
、
担
当
編
集
者
だ
っ
た
松
下
英
麿
も
次
の
よ
う
に

絶
賛
し
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
完
壁
と
も
い
う
べ
き
短
篇
で
、
岡
本
美
学
の
妖
気
が
深
く
沈
潜
し

て
、
水
面
の
漣
の
よ
う
に
寂
し
い
女
の
命
の
ゆ
ら
ぎ
を
点
綴
し
、

年
々
に
わ
が
悲
し
み
は
深
く
し
て
い
よ
よ
華
や
ぐ
い
の
ち
な
り
け
り

と
い
う
末
尾
に
お
か
れ
た
歌
と
映
発
さ
せ
つ
つ
、
読
者
に
女
性
の
奥
ふ
か
く
に

潜
む
あ
わ
れ
を
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
抑
え
た
表
現
で
も
っ
て
伝
え
た
技
巧

は
、
や
は
り
か
の
子
の
頂
点
を
示
し
た
作
品
と
い
っ
て
よ
い
か
と
思
う
。

（
３
）

右
に
も
引
か
れ
て
い
る
「
老
妓
抄
」
結
末
の
和
歌
は
、
岡
本
か
の
子
「
抜
歯
譜
」

（
『
短
歌
研
究
』
昭

・
５
）
が
初
出
で
、
「
老
妓
抄
」
掉
尾
に
置
か
れ
て
重
い
意

13

味
を
担
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
、
「
い
よ
よ
華
や
ぐ
い
の
ち
」
は
か
の
子
論

の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
な
っ
て
い
く
。

（
４
）

別
の
観
点
か
ら
は
、『
生
々
流
転
』『
女
体
開
顕
』
の
長
編
二
作
を
絶
賛
し
、《
岡
本

か
の
子
の
短
篇
小
説
を
お
お
む
ね
好
ま
な
い
》
と
い
う
丸
谷
才
一
が
、
し
か
し
《
岡

本
か
の
子
は
生
涯
に
た
だ
一
度
、
短
篇
小
説
の
傑
作
を
書
い
た
》
と
し
て
「
老
妓
抄
」

に
言
及
し
、
《
こ
こ
に
は
間
然
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
形
式
美
が
あ
る
》
と
絶
賛
し
た

（
５
）

ほ
か
、
《
少
し
も
無
駄
が
な
く
、
短
篇
ら
し
い
結
構
の
た
し
か
さ
の
中
に
、
し
か
も

作
者
の
個
性
が
伸
び
や
か
に
節
度
を
も
っ
て
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
》
と
「
老
妓
抄
」

を
評
す
原
子
朗
は
、
《
文
体
論
的
立
場
か
ら
は
、
や
は
り
一
に
短
篇
で
あ
る
と
い
う

拘
束
、
二
に
作
者
の
分
身
で
あ
る
老
妓
と
の
距
離
、
三
に
や
は
り
技
法
の
成
熟
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
べ
き
》
だ
と
、
具
体
的
な
評
価
ポ
イ
ン
ト
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
６
）

本
稿
で
は
、
内
容
・
形
式
両
面
か
ら
賞
揚
さ
れ
て
き
た
「
老
妓
抄
」
を
と
り
あ
げ
、

そ
の
特
徴
に
応
じ
た
て
い
ね
い
な
テ
ク
ス
ト
分
析
を
試
み
た
い
。

Ⅱ

先
行
研
究
を
振
り
返
れ
ば
、
か
の
子
作
品
群
中
「
老
妓
抄
」
は
、
最
も
論
及
さ
れ

て
き
た
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
で
、
そ
の
主
流
は
柚
木
と
の
関
係
を
含
め
た
老
妓
（
の
生

き
方
）
に
注
目
し
、
そ
こ
に
か
の
子
作
品
群
や
か
の
子
そ
の
人

機

機

機

を
重
ね
る
作
品
理
解

害28害

「
こ
の
物
語
を
語
る
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者
」
の
物
語
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抄
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也
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の
仕
方
で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
作
家
論
的
キ
ー
ワ
ー
ド
を
織
り
こ
ん
だ
、

水
田
宗
子
に
よ
る
次
の
解
釈
が
あ
る
。

青
年
の
夢
を
追
い
求
め
る
〈
純
な
る
生
〉
を
通
し
て
、
自
ら
の
〈
い
の
ち
〉

を
燃
や
し
つ
づ
け
た
い
と
い
う
老
妓
の
希
求
は
、
現
実
に
は
、
青
年
の
生
活
の

面
倒
を
見
る
、
パ
ト
ロ
ン
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
老

妓
が
生
き
て
き
た
花
柳
界
で
の
男
と
女
の
立
場
を
逆
転
し
た
や
り
方
と
も
言
え

る
し
、
夢
を
吸
い
取
っ
て
生
き
延
び
る
た
め
に
、
若
い
男
を
飼
う
老
女
と
も
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
発
明
の
夢
を
追
求
し
つ
づ
け
る
こ
と
以
外
に

青
年
に
何
も
求
め
な
い
、
老
妓
の
い
わ
ば
無
償
の
行
為
は
、
母
性
愛
と
い
っ
て

よ
く
、
そ
の
母
性
愛
は
ま
た
、
子
を
呑
み
込
み
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
側
面
を
も
備

え
て
い
る
。
『
老
妓
抄
』
に
お
け
る
こ
の
老
妓
と
青
年
の
関
係
は
、
母
子
関
係

で
も
あ
る
の
で
あ
り
、
か
の
子
の
小
説
の
世
界
に
は
馴
染
み
深
い
も
の
だ
。

（
７
）

ま
た
、
こ
う
し
た
理
解
の
延
長
線
上
で
神
田
由
美
子
は
、
《
老
妓
の
母
性
》
に

《
溺
愛
に
よ
っ
て
子
供
を
去
勢
し
て
し
ま
う
グ
レ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
の
魔
性
》
を
見
出

（
８
）

す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
指
摘
さ
れ
る
〝
い
の
ち
〟
や
〝
大
母
性
〟
と
い
っ
た
主
題
、

特
殊
な
男
／
女
の
関
係
な
ど
は
、
か
の
子
論
（
作
家
論
）
に
お
い
て
繰
り
返
し
指
摘

さ
れ
て
き
た
も
の
と
も
重
な
る
。

近
年
で
は
、
書
き
手
で
あ
る
か
の
子
が
女
性
、
か
つ
、
登
場
人
物
の
老
妓
も
老
い

た
女
性
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
、
新
視
角
か
ら
の
研
究
も
散
見
さ
れ
る
。《「
老
妓
」

は
、
そ
れ
ま
で
の
「
芸
者
」
と
し
て
の
自
ら
の
位
置
を
反
転
す
る
か
の
よ
う
に
、
発

明
家
を
め
ざ
す
青
年
柚
木
の
経
済
的
パ
ト
ロ
ン
と
な
る
》
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら

（
９
）

の
見
方
や
、
《
『
老
妓
抄
』
に
お
け
る
「
翁
童
」
的
な
老
女
表
象
は
、
伝
統
的
に
は
男

性
の
み
に
付
与
さ
れ
て
き
た
老
い
の
聖
性
を
女
性
の
身
体
に
纏
わ
せ
た
、
パ
ロ
デ
ィ

的
な
「
翁
童
」
表
象
で
は
な
い
か
》
と
い
う
エ
イ
ジ
ン
グ
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
議

1
0

（

）

論
な
ど
、
男
／
女
、
老
／
若
を
反
転
さ
せ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
「
老
妓
抄
」
読
解

を
深
め
た
も
の
で
あ
り
、
意
義
深
い
。
ほ
か
に
も
、
柚
木
が
取
り
組
む
発
明
の
同
時

代
的
位
相
や
「
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
歴
史
的
な
意
味
の
精
査
な
ど

1
1

1
2

（

）

（

）

が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
古
く
て
新
し
い
論
点
と
し
て
は
、
母
子
関
係
と
読
ま
れ
る
こ

と
の
多
い
老
妓
と
柚
木
の
関
係
を
、
み
ち
子
を
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
媒
介
に
し
た
恋
愛

関
係
に
あ
る
と
読
む
解
釈
な
ど
も
提
示
さ
れ
て
お
り
、
「
老
妓
抄
」
は
今
な
お
盛
ん

1
3

（

）

に
研
究
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
今
日
の
研
究
水
準
を
論
点
と
し
て

機

機

機

機

機

み
る
と
、
「
老
妓
抄
」
は

同
時
代
評
が
多
く
産
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
初
出
当
時
か
ら
さ
ほ
ど
の
変
化
は
み

ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
老
妓
抄
」
は
『
中
央
公
論
』
の
「
女
流
作
家
特
輯
」

の
巻
頭
を
飾
り
、
特
輯
内
で
も
《
他
を
圧
し
て
、
そ
の
月
の
最
大
の
問
題
作
と
し
て

あ
ら
ゆ
る
評
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
》
の
だ
か
ら
。
以
下
、
同
時
代
評
を
具
体
的
に
検

1
4

（

）

証
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

は
や
い
段
階
で
、
以
後
の
主
要
な
論
点
を
提
出
・
評
価
し
た
の
は
森
山
啓
「
文
芸

時
評
【
四
】
農
民
作
家
と
婦
人
作
家
の
短
篇
」
（
『
国
民
新
聞
』
昭

・

・
２
）
だ
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と
思
わ
れ
る
の
で
、
要
所
を
次
に
引
い
て
お
く
。

岡
本
か
の
子
氏
の
「
老
妓
抄
」
は
、
何
よ
り
も
豊
な
感
覚
と
、
活
発
で
旺
ん

な
精
神
を
楽
し
ま
せ
て
い
い
。
こ
ゝ
に
書
か
れ
て
ゐ
る
老
妓
の
放
胆
で
、
悠
々

と
し
、
老
の
哀
し
さ
に
堪
へ
得
る
一
つ
の
悟
達
の
生
き
方
の
中
に
、
ま
た
作
者

そ
の
人
の
、
や
が
て
来
る
老
年
に
対
す
る
心
が
ま
へ
を
も
感
じ
さ
せ
る
。

「
年
々
に
わ
が
悲
し
み
は
深
く
し
て
い
よ
よ
華
や
ぐ
い
の
ち
な
り
け
り
」
は
老

妓
の
も
の
と
云
ふ
よ
り
む
し
ろ
作
者
の
こ
こ
ろ
な
の
で
あ
ら
う
。
（
４
面
）

こ
こ
に
は
、
第
一
に
作
品
自
体
の
魅
力
、
第
二
に
老
妓
と
そ
の
老
い
へ
の
注
目
、

第
三
に
掉
尾
の
和
歌
に
ふ
れ
つ
つ
老
妓
と
作
家
＝
か
の
子
を
重
ね
る
読
み
方
、
と

10

11

12

13

14



い
っ
た
先
行
研
究
に
も
通
じ
る
論
点
が
確
認
で
き
る
。

本
多
顯
彰
は
「
文
芸
時
評
【
四
】
中
堅
作
家
群
と
女
流
並
に
新
進
の
人
々
」
（
『
読

売
新
聞
』
昭

・

・
２
夕
）
で
、
《
氏
は
実
は
扱
ひ
か
ね
る
主
人
公
を
、
扱
ひ
い

13

11

い
や
う
に
解
釈
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
》
と
疑
義
を
呈
し
つ
つ
も
、

《
一
つ
の
明
白
な
イ
メ
イ
ヂ
を
与
へ
る
作
品
と
し
て
、
佳
作
》
、
《
女
流
第
一
等
の
腕

前
》（
２
面
）
と
、
作
家
・
作
品
双
方
を
高
く
評
価
す
る
。
伊
藤
整
も
同
様
に
「
文
芸

時
評
（
４
）
女
性
作
家
の
見
方
」
（
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
昭

・

・
８
）
で
、
《
「
中

13

11

央
公
論
」
で
は
女
流
小
説
特
輯
と
し
て
、
岡
本
か
の
子
、
中
本
た
か
子
、
矢
田
津
世

子
、
小
山
い
と
子
、
圓
地
文
子
、
佐
藤
俊
子
、
宇
野
千
代
七
氏
の
作
品
を
の
せ
て
ゐ

る
》
こ
と
に
注
目
し
た
上
で
、
《
岡
本
氏
の
「
老
妓
抄
」
は
見
事
な
玉
の
や
う
な
短

篇
小
説
で
、
円
熟
し
た
作
家
の
眼
を
持
つ
た
も
の
》
、
《
主
人
公
で
あ
る
老
妓
の
、
人

間
的
に
錬
れ
た
こ
ま
や
か
で
強
い
心
情
を
ま
こ
と
に
隙
間
な
く
描
き
上
げ
た
作
で
、

岡
本
氏
の
諸
作
の
う
ち
で
も
特
に
す
ぐ
れ
た
も
の
》（
４
面
）
と
い
っ
た
評
言
で
激
賞

し
て
い
る
。
雑
誌
上
で
も
「
老
妓
抄
」
は
好
評
で
、
武
田
麟
太
郎
は
「
小
説
「
土
と

兵
隊
」

文
芸
時
評

」
（
『
文
藝
春
秋
』
昭

・

）
で
、
火
野
葦
平
「
土

13

12

と
兵
隊
」
、
北
原
武
夫
「
妻
」
と
並
べ
て
「
老
妓
抄
」
を
《
今
月
の
収
穫
》
と
位
置

づ
け
、
《
「
鶴
は
病
み
き
」
以
来
、
岡
本
氏
の
成
長
の
速
さ
に
は
我
々
は
眼
を
見
張
ら

さ
れ
る
が
、
よ
く
考
へ
れ
ば
こ
の
人
は
す
で
に
成
長
し
て
か
ら
書
き
は
じ
め
た
と
解

す
べ
き
で
あ
つ
た
》
（

頁
）
と
、
ま
ず
作
家
と
し
て
の
成
長
に
ふ
れ
る
。
そ
の
上

322

で
、
や
は
り
老
妓
を
中
心
に
内
容
を
把
握
し
、
次
の
評
価
へ
と
至
る
。

柚
木
と
云
ふ
発
明
を
志
し
て
ゐ
る
青
年
を
「
放
胆
な
飼
ひ
方
」
で
世
話
を
し
て

ゐ
る
あ
る
老
妓
の
ス
ケ
ツ
チ
に
す
ぎ
な
い
と
云
へ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
さ
り
げ

な
く
空
虚
を
み
つ
め
な
が
ら
、
実
は
こ
ん
な
に
も
華
や
ぐ
い
の
ち
に
徹
し
た
老

女
の
無
為
の
心
境
が
、
し
み
じ
み
と
一
篇
の
行
間
に
流
れ
て
ゐ
る
見
事
さ
に
、

寧
ろ
人
間
性
を
通
り
越
し
た
哀
し
さ
に
さ
へ
人
は
誘
は
れ
る
の
で
あ
つ
た
。

（

頁
）

323

絶
賛
評
を
連
ね
れ
ば
、
青
砥
準
「
中
央
公
論
」
（
『
三
田
文
学
』
昭

・

）
に
お

13

12

い
て
は
、
《
素
晴
ら
し
い
、
女
流
作
家
号
今
月
の
ズ
バ
抜
け
た
作
品
と
云
ふ
よ
り

も
、
中
央
公
論
へ
の
批
評
を
担
当
し
て
以
来
、
始
め
て
の
傑
出
し
た
作
品
》
（
43

頁
）
と
い
っ
た
評
価
さ
え
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
三
戸
斌
「
創
作
月
評
」
（
『
文
藝
』
昭

・

）
で
は
、
《
こ
の
老
妓
は
或
る
意
味
で
夢
見
る
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た

13

12

作
者
自
身
で
も
あ
ら
う
。
さ
う
い
ふ
切
実
さ
が
滲
み
で
ゝ
ゐ
る
》
と
老
妓
と
作
家
＝

か
の
子
を
重
ね
な
が
ら
《
今
月
で
は
読
み
ご
た
へ
の
あ
つ
た
作
品
》
（

頁
）
と
、

222

Ａ
・
Ｈ
・
Ｏ
「
匿
名
時
評

文
芸

本
年
度
文
壇
棚
ざ
ら
へ
」
（
『
日
本
評
論
』
昭

・

）
で
も
、
《
岡
本
か
の
子
は
い
よ
い
よ
円
熟
し
て
き
て
「
老
妓
抄
」
（
中
央
公

13

12

論
十
一
月
）
な
ど
は
稀
に
見
る
秀
作
》（

頁
）
と
評
さ
れ
て
い
る
。
《
女
流
作
家
の

234

一
般
は
近
頃
、
旺
に
芸
術
至
上
主
義
に
似
た
意
欲
を
発
揮
し
て
ゐ
る
》
と
い
う
文
学

場
の
動
向
に
言
及
す
る
「
現
代
作
家
論
（
三
）
通
俗
、
女
流
、
農
民
作
家
等
」
（
『
北

海
タ
イ
ム
ス
』
昭

・
１
・

夕
）
の
武
田
麟
太
郎
は
、
《
就
中
、
岡
本
か
の
子
氏

14

28

は
す
で
に
一
家
を
な
し
た
作
風
を
以
て
、
注
目
さ
れ
て
ゐ
る
》
と
か
の
子
に
論
及
し

た
上
で
、
《
老
妓
の
虚
ろ
を
見
つ
め
た
情
熱
め
い
た
心
の
騒
ぎ
が
写
さ
れ
》
（
３
面
）

た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
「
老
妓
抄
」
を
例
示
し
て
い
た
。
別
に
、
《
事
変
色
》
の
有
無

と
い
う
観
点
か
ら
、
《
さ
ま
ざ
ま
の
愛
情
の
世
界
を
描
い
た
も
の
は
戦
争
の
如
何
に

ま
る
で
か
か
は
つ
て
ゐ
な
い
》
と
判
じ
た
「
文
学
界
の
こ
と
ど
も
」
（
『
解
釈
と
鑑

賞
』
昭

・

）
の
風
巻
景
次
郎
は
、
《
「
文
藝
」
北
原
武
夫
氏
の
「
妻
」
、
「
中
央
公

13

12

論
」
岡
本
か
の
子
氏
の
「
老
妓
抄
」
、
矢
田
津
世
子
氏
の
「
秋
袷
」
等
》
に
ふ
れ

て
、
《
特
に
さ
う
し
た
作
と
し
て
も
新
し
い
も
の
な
ど
で
な
い
。
し
か
し
読
ん
で
ゐ

て
や
は
り
面
白
い
》
（

頁
）
と
評
し
て
も
い
た
。
絶
賛
で
は
な
い
に
せ
よ
、
北
岡

62

史
郎
「
文
壇
時
評

十
一
月
の
創
作
」
（
『
若
草
』
昭

・

）
が
《
小
説
と
し
て
、

13

12

よ
む
に
足
る
の
は
岡
本
か
の
子
の
「
老
妓
抄
」
の
円
熟
》
、
《
や
や
低
迷
気
味
だ
が
独

害30害
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特
の
う
ま
さ
を
示
し
て
ゐ
る
》
（

頁
）
と
評
す
程
度
に
は
、
岡
本
か
の
子
「
老
妓

67

抄
」
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
板
垣
直
子
が
「
文
芸
時
評
（
２
）
女
流
の
作
品
」
（
『
都
新
聞
』
昭

・

・
１
）
で
《
荒
く
て
小
説
の
感
じ
が
し
な
い
位
》（
１
面
）
だ
と
難
じ
、
大
熊

13

11

信
行
が
「
文
芸
時
評
（
六
）
文
章
の
道
」
（
『
東
京
日
日
新
聞
』
昭

・

・
８
）
で

13

11

《
『
老
妓
抄
』
の
文
章
は
、
こ
の
小
説
の
本
体
と
は
不
調
和
な
音
調
を
帯
び
て
ゐ
る
》

（
５
面
）
と
批
判
し
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
、
否
定
評
は
こ
の
二
つ
に
と
ど

ま
る
。

む
し
ろ
「
老
妓
抄
」
は
、
作
家
＝
か
の
子
の
成
長
を
多
く
の
評
者
が
認
め
た
作
品

で
も
あ
る
。
作
家
の
成
長
に
つ
い
て
《
踏
み
破
つ
て
、
そ
れ
を
棄
て
ず
に
、
そ
れ
を

超
え
て
行
く
こ
と
は
む
づ
か
し
い
》
と
前
提
す
る
「
文
芸
時
評
（
２
）
女
性
作
家
に

就
て
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭

・

・
４
）
の
川
端
康
成
は
、
か
の
子
を
《
そ
の

13

11

稀
有
の
例
》
と
位
置
づ
け
、
《
こ
の
豊
か
に
深
い
作
家
は
、
高
い
道
を
歩
い
て
、
近

作
の
「
老
妓
抄
」
（
中
央
公
論
）
や
「
東
海
道
五
十
三
次
」
の
や
う
な
名
短
篇
を
成

す
と
こ
ろ
へ
来
た
》
（
７
面
）
と
そ
の
作
品
史
‐
軌
跡
を
描
き
だ
し
て
い
る
。
《
岡

本
か
の
子
氏
も
連
年
の
労
作
に
よ
つ
て
、
い
よ
い
よ
練
達
の
域
に
達
し
た
》
と
み
る

「
昭
和
十
三
年
小
説
界
の
メ
モ
」
（
『
新
潮
』
昭

・

）
の
岡
田
三
郎
は
、
《
「
狐
」

13

12

は
感
心
し
な
い
し
、
「
巴
里
祭
」
も
あ
ま
り
と
ら
ぬ
が
、
「
や
が
て
五
月
に
」
か
ら

「
老
妓
抄
」
に
来
て
、
衆
に
ぬ
き
ん
で
る
輝
き
が
増
し
た
や
う
だ
》
（

頁
）
と
、

167

や
は
り
成
長
を
承
認
し
て
い
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
「
老
妓
抄
」
は
か
の
子
評
価
を
反
転
（
好
転
）
さ
せ
も
し
た
。

《
岡
本
氏
の
小
説
が
極
端
に
嫌
ひ
だ
つ
た
》
と
言
明
す
る
「
文
芸
時
評
（
２
）
岡
本

か
の
子
論
」
（
『
都
新
聞
』
昭

・
３
・

）
の
高
見
順
は
《
だ
が
「
老
妓
抄
」
を
読

14

28

ん
で
す
つ
か
り
参
つ
て
か
ら
は
、
今
度
は
極
端
な
礼
讃
者
に
成
つ
た
》
（
１
面
）
と

い
う
し
、
「
巴
里
祭
」
を
酷
評
し
た
水
原
秋
櫻
子
は
「
文
芸
時
評
（
１
）
小
説
と
展

覧
会
」（
『
東
京
日
日
新
聞
』
昭

・
３
・

）
で
、《
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
「
老
妓

14

29

抄
」
な
ど
に
大
に
感
心
し
、
「
巴
里
祭
」
の
一
篇
を
も
つ
て
こ
の
作
家
全
体
を
想
像

し
て
ゐ
た
こ
と
の
誤
り
を
さ
と
つ
た
》
（
５
面
）
と
、
「
老
妓
抄
」
の
み
な
ら
ず
他
作

品
や
作
家
（
全
体
）
へ
の
評
価
ま
で
を
も
好
転
さ
せ
て
い
く
。
か
の
子
急
逝
以
後
に

あ
っ
て
、《
唯
作
品
を
と
ほ
し
て
、
か
の
女
を
知
る
の
み
》
だ
と
い
う
「
岡
本
か
の
子

の
芸
術
」（
『
月
刊
文
章
』
昭

・
３
）
の
高
須
芳
次
郎
は
、《
か
の
女
が
歿
す
る
少
し

15

前
》
、
《
『
老
妓
抄
』
『
河
明
り
』
の
二
篇
を
読
ん
で
、
急
に
、
か
の
女
の
作
品
に
共
鳴

し
出
し
た
》
（

頁
）
と
い
う
体
験
を
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
老
妓
抄
」
評
価

40

は
、
無
署
名
「
日
本
評
論
」
（
『
三
田
文
学
』
昭

・
６
）
が
「
雛
妓
」
評
に
際
し
て

14

《
「
老
妓
抄
」
を
書
い
た
作
家
に
し
て
は
ま
づ
い
》
（

頁
）
と
示
し
た
よ
う
な
か

85

の
子
評
価
の
基
準
と
な
り
も
す
れ
ば
、
昭
和
一
四
年
二
月
の
か
の
子
没
後
に
ま
で
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

1
5

（

）

《
岡
本
氏
の
文
学
は
、
一
種
の
宗
教
的
な
諦
観
の
紗
を
透
し
て
現
実
を
描
い
た
と

こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
》
と
指
摘
す
る
矢
田
津
世
子
は
追
悼
文
「
岡
本
か
の
子

氏
を
憶
ふ
」（
『
帝
国
大
学
新
聞
』
昭

・
２
・

）
で
、《
近
作
の
「
老
妓
抄
」
は
、

14

27

こ
の
意
味
で
、
も
つ
と
も
素
晴
ら
し
い
和
を
み
せ
て
ゐ
た
》
、
《
こ
の
作
の
女
主
人
公

老
妓
の
人
生
を
追
求
す
る
姿
は
、
ま
た
、
作
者
岡
本
氏
自
身
の
素
描
と
も
汲
め
た
》

（
７
面
）
と
、
や
は
り
老
妓
と
作
家
＝
か
の
子
を
重
ね
て
読
ん
で
い
る
。
無
署
名

「
日
本
評
論
」（
『
三
田
文
学
』
昭

・
５
）
で
は
、《
老
妓
抄
を
読
ん
だ
時
、
感
じ
た

14

こ
と
だ
が
、
長
い
努
力
の
結
果
と
は
云
へ
、
女
流
作
家
に
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

円
熟
し
、
大
家
の
風
貌
を
備
へ
た
こ
と
は
く
彼
女
の
才
能
が
凡
庸
で
な
か
つ
た
こ
と

マ
マ

を
示
し
て
ゐ
る
》（

頁
）
と
評
さ
れ
、
紙
屋
庄
八
「
中
央
公
論
」（
『
三
田
文
学
』
昭

122

・
５
）
で
も
《
「
老
妓
抄
」
以
来
、
揺
す
ぶ
ら
れ
た
や
う
に
こ
の
作
家
に
注
目
し
、

14尊
敬
を
感
じ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
突
然
の
死
は
ま
こ
と
に
惜
し
む
可
き
》

（

頁
）
だ
と
い
わ
れ
た
。

186以
下
、
単
行
本
『
老
妓
抄
』
（
中
央
公
論
社
、
昭

）
刊
行
後
の
書
評
も
み
て
み

14

よ
う
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
版
元
の
広
告
文
を
参
照
し
て
お
く
。
刊
行
前
に
は
、
無
署

15



名
「
出
版
だ
よ
り
」
（
『
文
藝
』
昭

・
３
）
で
《
岡
本
か
の
子
女
史
の
短
篇
集

16

「
鮨
」
も
い
よ
い
よ
刊
行
さ
れ
る
。
傑
作
「
老
妓
抄
」
を
は
じ
め
、
未
発
表
の
遺
稿

を
残
ら
ず
収
録
し
た
薫
り
高
い
本
で
あ
る
。
》
（

頁
／
強
調
原
文
、
以
下
同
）
と
宣

223

伝
さ
れ
て
い
た
。
翌
月
に
は
、
次
の
無
署
名
「
出
版
だ
よ
り
」
（
『
文
藝
』
昭

・
16

４
）
が
掲
載
さ
れ
る
。

大
変
お
待
た
せ
し
ま
し
た
が
、
岡
本
か
の
子
女
史
の
短
篇
小
説
集
「
鮨
」
が

美
麗
な
装
ひ
の
も
と
に
愈
々
出
来
上
り
ま
し
た
。
名
作
「
老
妓
抄
」
を
始
め
と

し
傑
作
「
鮨
」
「
東
海
道
五
十
三
次
」
「
家
霊
」
「
旅
宿
よ
り
夫
へ
」
等
を
網
羅

し
、
加
ふ
る
に
未
発
表
の
遺
稿
「
食
魔
」
（
百
枚
）
「
美
少
年
」
を
収
め
た
岡
本

さ
ん
の
短
篇
集
の
決
定
版
で
す
。
巻
末
に
は
岡
本
一
平
氏
の
解
説
を
付
し
て
置

き
ま
し
た
。
装
幀
は
昨
年
巴
里
か
ら
帰
ら
れ
た
春
陽
会
会
員
の
岡
鹿
之
助
画
伯

で
す
。
画
伯
は
始
め
て
の
装
画
な
の
で
見
事
な
力
作
を
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
華

麗
な
七
色
刷
り
カ
バ
ー
付
き
の
絶
体
美
本
で
、
御
期
待
に
背
か
ぬ
出
来
栄
え
で

す
。
（

頁
）

214

改
造
社
広
告
「
岡
本
か
の
子
著
『
鮨
』
」
（
『
文
藝
』
昭

・
４
）
で
は
、
《
青
春
の

16

情
熱
の
名
残
に
疼
く
「
老
妓
抄
」
の
完
璧
》
（

頁
）
と
ま
で
評
さ
れ
た
。
《
疾
風

213

的
な
売
れ
行
き
を
示
し
初
版
品
切
れ
目
下
再
版
中
》
で
あ
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
る
無

署
名
「
出
版
だ
よ
り
」
（
『
文
藝
』
昭

・
５
）
で
は
、
《
女
史
逝
い
て
早
く
も
一
年

16

余
、
そ
の
作
家
的
名
声
は
愈
々
高
く
文
壇
の
評
価
も
百
年
に
一
人
現
は
れ
る
大
作
家

と
折
紙
付
の
稀
有
の
も
の
》
だ
と
い
う
作
家
評
価
に
く
わ
え
、
《
名
作
「
老
妓
抄
」

「
鮨
」
「
家
霊
」
を
始
め
と
し
、
未
発
表
の
遺
稿
「
旅
宿
よ
り
夫
へ
」
「
美
少
年
」
「
食

魔
」
（
百
枚
）
を
収
め
た
女
史
の
短
篇
小
説
集
の
決
定
版
》
（

頁
）
と
い
っ
た
作
品

231

評
価
も
添
え
ら
れ
て
い
た
。
以
後
、
少
な
か
ら
ぬ
書
評
が
公
表
さ
れ
る
。

無
署
名
「
新
刊
巡
礼
」（
『
三
田
文
学
』
昭

・
８
）
で
は
、《
こ
の
短
篇
集
を
通
読

14

し
て
、
強
く
感
じ
た
こ
と
は
、
老
妓
抄
が
短
篇
集
の
中
で
、
最
も
立
派
な
、
完
成
し

た
作
品
で
あ
る
》
と
評
価
を
示
し
た
上
で
、
《
老
妓
抄
に
於
け
る
、
長
所
も
欠
点

も
、
す
べ
て
岡
本
か
の
子
氏
の
特
色
を
出
し
て
ゐ
る
》
（

頁
）
と
、
作
家
＝
か
の

214

子
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
老
妓
抄
」
同
時
代
評
に
お
け
る
蓄

積
は
、
つ
い
に
は
老
妓
に
作
家
＝
か
の
子
を
重
ね
、
そ
の
一
点
を
射
貫
く
、
次
に
引

く
山
本
健
吉
「
文
芸
時
評
」
（
『
三
田
文
学
』
昭

・
４
／
同
内
容
の
文
章
は
、
無
署

15

名
「
ブ
ッ
ク
・
レ
ヴ
ュ
ウ
」
、
『
文
藝
』
昭

・
６
、
と
し
て
既
発
表
）
へ
と
至
る
。

14

彼
女
の
憧
憬
は
童
女
の
如
く
素
朴
で
あ
り
、
純
一
で
あ
り
、
積
極
的
で
あ
る
。

こ
の
老
妓
は
取
り
も
直
さ
ず
か
の
子
自
身
の
姿
に
外
な
ら
ず
、
こ
の
老
妓
の
青

年
に
対
す
る
一
種
の
恋
は
、
生
命
力
の
余
剰
が
仮
想
的
に
育
て
上
げ
た
美
し
い

希
求
だ
。
う
つ
ら
〳
〵
し
た
思
索
の
間
に
織
出
さ
れ
る
夢
が
彼
女
の
生
命
力
の

捌
け
口
で
あ
つ
た
の
だ
。
（

頁
）

161

総
じ
て
、
「
老
妓
抄
」
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
／
同
時
代
評
に
お
い
て
一
貫
し
て
反

復
さ
れ
て
き
た
の
は
、
作
中
の
老
妓
と
（
現
実
世
界
に
お
け
る
）
作
家
＝
か
の
子
を

二
重
写
し
に
し
な
が
ら
、
特
権
的
な
ま
で
に
老
妓

機

機

に
注
目
し
、
そ
こ
に
作
家
‐
作
品

の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
見
出
す
、
と
い
っ
た
読
み
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
る
一
連
の
成
果
が
、
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
確
か
だ
と
し

て
も
、
逆
に
ほ
か
の
登
場
人
物
や
そ
の
関
係
性
、
さ
ら
に
は
テ
ク
ス
ト
構
造
な
ど
、

「
老
妓
抄
」
が
い
か
に
書
か
れ
て
い
る
の
か

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

と
い
う
小
説
表
現
自
体
の
分
析
が
手
薄

に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
か
の
子
研
究
に
お
い
て

長
ら
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
か
の
子
の
神
話
か
ら
身
を
引
き
離
し
、
複
雑
に
巧
ま
れ
た

1
6

（

）

テ
ク
ス
ト
を
そ
れ
と
し
て

機

機

機

機

機

読
み
直
す
こ
と
が
、
次
節
以
降
の
課
題
で
あ
る
。

害32害
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Ⅲ

奥
野
健
男
に
《
岡
本
か
の
子
に
対
し
て
は
、
文
芸
批
評
の
さ
か
し
ら
げ
な
方
法
は

通
用
し
な
い
》
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
物
語
論
を
援
用
す
る
こ
と
で
、

1
7

1
8

（

）

（

）

具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
分
析
を
試
み
た
い
。
以
下
、
テ
ク
ス
ト
の
一
行
空
き
に
従
い
そ

れ
ぞ
れ
を
場
面
１
～
場
面
９
と
称
し
て
分
析
を
進
め
て
い
く
。

さ
て
、
岡
本
か
の
子
「
老
妓
抄
」
は
、
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

平
出
園
子
と
い
ふ
の
が
老
妓
の
本
名
だ
が
、
こ
れ
は
歌
舞
伎
俳
優
の
戸
籍
名

の
や
う
に
当
人
の
感
じ
に
な
ず
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
さ
う
か
と
い
つ
て
職

業
上
の
名
の
小
そ
の
と
だ
け
で
は
、
だ
ん
だ
ん
素
人
の
素
朴
な
気
持
ち
に
還
ら

う
と
し
て
ゐ
る
今
日
の
彼
女
の
気
品
に
そ
ぐ
は
な
い
。

こ
ゝ
で
は
た
ゞ
何
と
な
く
老
妓
と
い
つ
て
置
く
方
が
よ
か
ら
う
と
思
ふ
。

（

頁
）

129

右
の
冒
頭
部
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
ら
れ
た
老
妓
と
は
、
語
り

手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
存
在

機

機

機

機

機

機

で
あ
る
。
し
か
も
、
語
り
手
は
「
平
出
園
子
／
小
そ
の

／
老
妓
」
と
三
つ
の
呼
称
を
示
し
た
上
で
、
「
老
妓
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
選
択
し
て
い

る
（
以
下
の
本
文
で
は
、
「
老
妓
」
の
ほ
か
、
「
彼
女
」
、
「
小
そ
の
」
と
も
記
さ
れ
て

い
く
）
。
こ
こ
に
田
中
厚
一
は
、
老
妓
に
対
す
る
《
偏
向
し
た
語
り
手
の
視
線
》
を

1
9

（

）

見
出
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
語
り
手
の
存
在
（
感
）
は
、
場
面
２
に
お
け
る
「
こ

の
物
語
を
書
き
記
す
作
者
の
も
と
へ
は
、
下
町
の
あ
る
知
人
の
紹
介
で
和
歌
を
学
び

に
来
た
」
、
「
作
者
は
一
年
ほ
ど
こ
の
母
ほ
ど
も
年
上
の
老
女
の
技
能
を
試
み
た
が
、

和
歌
は
無
い
素
質
で
は
な
か
つ
た
が
、
む
し
ろ
俳
句
に
適
す
る
性
格
を
持
つ
て
ゐ
る

×
×

の
が
判
つ
た
の
で
、
や
が
て
女
流
俳
人
の

女
に
紹
介
し
た
」
（

頁
）
と
い
っ

132

た
語
り
に
よ
っ
て
積
極
的
に
打
ち
だ
さ
れ
て
い
く
。
あ
る
い
は
、
「
や
れ
ば
い
ゝ
ぢ

や
な
い
か
つ
て
、
さ
う
事
が
簡
単
に
…
…
（
柚
木
は
こ
ゝ
で
舌
打
を
し
た
）
だ
か
ら
君

た
ち
は
遊
び
女
と
い
は
れ
る
ん
だ
」
（

頁
）
と
い
う
直
接
話
法
に
お
け
る
パ
ー
レ

134

ン
内
の
記
述
は
、
語
り
手
の
想
定
を
積
極
的
に
促
し
て
も
い
る
。
つ
ま
り
、
平
出
園

子
を
老
女
と
呼
ぶ
語
り
手
と
は
、
透
明
で
抽
象
的
な
語
り
手
で
は
な
く
、
登
場
人
物

で
あ
る
と
同
時
に
、
「
こ
の
物
語
」
（
＝
「
老
妓
抄
」
）
を
「
書
き
記
す
作
者
」
（
以
下

「
作
者
」
と
略
記
）
で
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
田
中
厚
一
は
《
平
出
園
子
を
「
老
妓
」
と
呼
ん
だ
語
り
手
の

問
題
自
体
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
ポ
イ
ン
ト
》
だ
と
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
が
、
宮

2
0

（

）

内
淳
子
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

老
妓
に
短
歌
の
指
導
を
し
て
い
た
と
さ
れ
る
語
り
手
は
、
読
者
に
か
の
子
を
想

起
さ
せ
ず
に
は
い
な
い
が
、
こ
の
人
物
は
主
人
公
で
は
な
く
、
内
容
に
直
接
関

与
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
の
上
、
作
品
の
大
半
は
、
お
そ
ら
く
語
り
手
と
は
面

識
も
な
い
で
あ
ろ
う
柚
木
の
側
か
ら
描
か
れ
、
そ
れ
に
比
し
て
老
妓
の
内
面
が

直
接
示
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

2
1

（

）

小
説
表
現
に
注
目
す
る
宮
内
も
そ
の
紙
背
に
作
家
＝
か
の
子
を
実
体
化
し
て
想
定

し
て
い
る
が
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
引
用
中
盤
以
降
の
、
語
り
手
＝
「
作
者
」

の
能
力
と
そ
の
内
面
の
情
報
制
御
に
関
す
る
指
摘
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
「
作
者
」
は
、
い
か
な
る
能
力
を
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
登
場
人
物
た

ち
が
織
り
な
す
「
物
語
」
を
書
き
記
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
場
面
１
、
遠
景
か
ら

老
妓
を
捉
え
た
一
節
を
読
ん
で
み
よ
う
。

目
立
た
な
い
洋
髪
に
結
び
、
市
楽
の
着
物
を
堅
気
風
に
つ
け
、
小
女
一
人
連

れ
て
、
憂
鬱
な
顔
を
し
て
店
内
を
歩
き
廻
る
。
恰
幅
の
よ
い
長
身
に
両
手
を
だ

ら
り
と
垂
ら
し
、
投
出
し
て
行
く
や
う
な
足
取
り
で
、
一
つ
と
こ
ろ
を
何
度
も

18

17

19

21

20



廻
り
返
す
。
さ
う
か
と
思
ふ
と
、
紙
凧
の
絲
の
や
う
に
す
つ
と
の
し
て
行
つ
て
、

思
ひ
が
け
な
い
や
う
な
遠
い
売
場
に
佇
む
。
彼
女
は
真
昼
の
寂
し
さ
以
外
、
何

も
意
識
し
て
ゐ
い
な
い
。

か
う
や
つ
て
自
分
を
真
昼
の
寂
し
さ
に
憩
は
し
て
ゐ
る
、
そ
の
こ
と
さ
へ
も

意
識
し
て
ゐ
な
い
。
（

‐

頁
／
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
）

129

130

こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
視
認
可
能
な
髪
型
や
服
装
、
行
動
ば
か
り
で
は
な

い
。
老
妓
が
意
識
し
て
い
る
「
真
昼
の
寂
し
さ
」
、
さ
ら
に
は
老
妓
本
人
す
ら
自
覚

し
て
い
な
い
無
意
識
ま
で
も
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。

一
見
す
る
と
単
純
な
客
観
描
写
に
み
え
る
、
柚
木
の
登
場
を
書
い
た
場
面
２
に
お

け
る
、
次
の
一
節
も
み
て
お
こ
う
。

女
だ
け
の
家
で
は
男
手
の
欲
し
い
出
来
事
が
し
ば
〳
〵
あ
つ
た
。
そ
れ
で
、

こ
の
方
面
の
支
弁
も
兼
ね
て
蒔
田
が
出
入
り
し
て
ゐ
た
が
、
あ
る
と
き
、
蒔
田

は
一
人
の
青
年
を
伴
つ
て
来
て
、
こ
れ
か
ら
電
気
の
方
の
こ
と
は
こ
の
男
に
や

ら
せ
る
と
云
つ
た
。
名
前
は
柚
木
と
い
つ
た
。
快
活
で
事
も
な
げ
な
青
年
で
、

家
の
中
を
見
廻
し
な
が
ら

「
芸
者
屋
に
し
ち
や
あ
、
三
味
線
が
な
い
な
あ
」
な
ど
と
云
つ
た
。
度
々
来
て

ゐ
る
う
ち
、
そ
の
事
も
な
げ
な
様
子
と
、
そ
れ
か
ら
人
の
気
先
を
撥
ね
返
す
颯

爽
と
し
た
若
い
気
分
が
、
い
つ
の
間
に
か
老
妓
の
手
頃
な
言
葉
仇
と
な
つ
た
。

（

頁
）

133

こ
こ
で
は
、
傍
線
を
付
し
た
時
間
指
標
を
契
機
と
し
て
、
時
間
軸
が
括
復
法
→
単

起
法
→
括
復
法
と
変
化
し
、
そ
れ
に
連
動
し
て
、
常
態
（
蒔
田
が
出
入
り
す
る
）
→

例
外
（
蒔
田
が
柚
木
を
連
れ
て
く
る
）
→
例
外
の
常
態
化
（
柚
木
が
出
入
り
す
る
）

と
い
っ
た
経
緯
が
手
短
に
書
か
れ
て
も
い
く
。
こ
う
し
た
厳
密
で
細
や
か
な
操
作
と

同
時
に
、
し
か
し
、
柚
木
が
「
言
葉
仇
」
に
な
っ
た
時
期
な
ど
は
、
「
い
つ
の
間
に

か
」
と
曖
昧
に
書
か
れ
て
い
く
。

ま
た
、
テ
ク
ス
ト
全
体
が
そ
う
な
の
だ
が
、
間
接
話
法
（
蒔
田
）
と
直
接
話
法

（
柚
木
）
が
明
確
に
使
い
わ
け
ら
れ
、
「
作
者
」
に
よ
る
地
の
文
に
は
「
快
活
で
事

も
な
げ
な
」
、
「
颯
爽
と
し
た
若
い
気
分
」
な
ど
と
い
っ
た
主
観
的
判
断
も
入
り
ま
じ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
老
妓
か
ら
み
た
柚
木
と
の
関
係
を
「
言
葉
仇
」
と
表
現
し
た
の
も

「
作
者
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
「
作
者
」
は
、
内
的
焦
点
化
に
よ
っ
て
登
場
人
物
た
ち
の
内
面
に
立
ち
い
る

ば
か
り
で
な
く
、
時
に
は
、
視
認
可
能
な
こ
と
に
情
報
を
限
定
す
る
外
的
焦
点
化
を

用
い
も
す
る
。
場
面
２
か
ら
み
て
お
く
。

①
柚
木
は
遊
び
事
に
は
気
が
乗
ら
な
か
つ
た
。
②
興
味
が
弾
ま
な
い
ま
ゝ
み
ち

子
は
来
る
の
が
途
絶
え
て
、
久
し
く
し
て
か
ら
ま
た
の
つ
そ
り
と
来
る
。
③
自

分
の
家
で
世
話
を
し
て
ゐ
る
人
間
に
若
い
男
が
一
人
ゐ
る
、
遊
び
に
行
か
な
く

ち
や
損
だ
と
い
ふ
く
ら
ゐ
の
気
持
ち
だ
つ
た
。
④
老
母
が
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い

人
間
を
拾
つ
て
来
て
、
不
服
ら
し
い
と
こ
ろ
も
あ
つ
た
。
（

頁
／
丸
囲
み
数

136

字
引
用
者
、
以
下
同
）

①
は
柚
木
に
内
的
焦
点
化
し
て
お
り
、
②
も
「
来
る
」
と
あ
る
の
で
、
柚
木
の
立

場
か
ら
み
ち
子
の
来
訪
頻
度
が
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
③
・
④

に
な
る
と
み
ち
子
に
内
的
焦
点
化
さ
れ
、
し
か
し
そ
の
内
面
に
つ
い
て
は
「
く
ら

い
」
、
「
ら
し
い
」
と
い
う
大
ざ
っ
ぱ
な
編
み
目
で

機

機

機

機

機

機

機

機

機

捉
え
、
内
面
を
の
ぞ
き
こ
む
こ
と

が
避
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
場
面
３
で
は
、
老
妓
に
つ
い
て
の
観
察
が
、
柚
木
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う

に
書
か
れ
る
。
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い
く
ら
探
し
て
み
て
も
こ
れ
以
上
の
慾
が
自
分
に
起
り
さ
う
も
な
い
、
妙
に

中
和
さ
れ
て
仕
舞
つ
た
自
分
を
発
見
し
て
柚
木
は
心
寒
く
な
つ
た
。

こ
れ
は
、
自
分
等
の
年
頃
の
青
年
に
し
て
は
変
態
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
か

し
ら
ん
と
も
考
へ
た
。

そ
れ
に
引
き
か
へ
、
あ
の
老
妓
は
何
と
い
ふ
女
だ
ら
う
。
憂
鬱
な
顔
を
し
な

が
ら
、
根
に
判
ら
な
い
逞
ま
し
い
も
の
が
あ
つ
て
、
稽
古
ご
と
一
つ
だ
つ
て
、

次
か
ら
次
へ
と
、
未
知
の
も
の
を
貪
り
食
つ
て
行
か
う
と
し
て
ゐ
る
。
常
に
満

足
と
不
満
が
交
る
〴
〵
彼
女
を
押
し
進
め
て
ゐ
る
。
（

頁
）

138

注
目
し
た
い
の
は
、「
そ
れ
に
引
き
か
へ
」
以
降
、
柚
木
を
通
し
て
老
妓
が
書
か
れ

て
い
く
箇
所
で
あ
る
。
確
か
に
、
柚
木
に
内
的
焦
点
化
し
て
い
る
以
上
、
柚
木
が
推

量
し
て
い
る
心
中
を
「
作
者
」
が
書
く
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
柚
木
を
介
し
な

が
ら
も
、
老
妓
の
内
面
ま
で
が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

不
思
議
な
事
態
と
い
っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
右
の
一
節
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
言

表
主
体
が
不
明
な
の
だ
か
ら
。

場
面
４
、
柚
木
に
み
ち
子
が
迫
る
場
面
も
み
て
お
こ
う
。

み
ち
子
は
と
い
ふ
と
何
か
非
常
に
動
揺
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
。

は
じ
め
は
軽
蔑
し
た
超
然
と
し
た
態
度
で
、
一
人
離
れ
て
、
携
帯
の
ラ
イ
カ

で
景
色
な
ど
撮
し
て
ゐ
た
が
、
に
は
か
に
柚
木
に
慣
れ
〳
〵
し
く
し
て
、
柚
木

の
歓
心
を
得
る
こ
と
に
か
け
て
、
芸
妓
た
ち
に
勝
越
さ
う
と
す
る
態
度
を
露
骨

に
見
せ
た
り
し
た
。

さ
う
い
ふ
場
合
、
未
成
熟
の
娘
の
心
身
か
ら
、
利
か
ん
気
を
僅
か
に
絞
り
出

な

ま

す
、
病
鶏
の
さ
ゝ
身
ほ
ど
の
肉
感
的
な
匂
ひ
が
、
柚
木
に
は
妙
に
感
覚
に
こ
た

へ
て
、
思
は
ず
肺
の
底
へ
息
を
吸
は
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
刹
那
的
の
も
の
だ

つ
た
。
心
に
打
ち
込
む
も
の
は
な
か
つ
た
。
（

‐

頁
）

142

143

そ
も
そ
も
、
「
作
者
」
は
右
の
場
面
を
実
際
に
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の

上
で
、
ま
ず
は
、
み
ち
子
に
つ
い
て
「
や
う
に
見
え
た
」
、
「
見
せ
た
り
し
た
」
と
、

視
認
可
能
な
事
柄
を
中
心
に
、
そ
の
内
面
に
つ
い
て
大
ざ
っ
ぱ
な
編
み
目

機

機

機

機

機

機

機

機

か
ら
書
い

て
い
く
。
「
そ
う
い
う
場
合
」
以
降
は
、
柚
木
に
内
的
焦
点
化
し
、
そ
の
内
面
を
ク

リ
ア
に
書
き
記
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
「
作
者
」
は
同
じ
内
的
焦
点
化
で
も
、
み
ち

子
に
は
距
離
を
と
り
つ
つ
、
柚
木
に
つ
い
て
は
ふ
み
こ
む
な
ど
、
異
な
る
介
入
度
‐

ア
レ
ン
ジ
に
よ
っ
て
書
き
記
し
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
み
ち
子
の
印
象
は
、
柚
木
の

感
覚
や
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
こ
え
た
か
の
よ
う
な
修
辞
的
表
現
（
「
病
鶏
の
さ
ゝ

身
」
）
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
「
作
者
」
の
関
与
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
う
し
た
、
「
老
妓
抄
」
を
書
き
記
し
て
い
る
「
作
者
」
と
、
登
場
人
物
た
ち
の

〝
声
〟
が
重
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
箇
所
に
つ
い
て
は
、
自
由
間
接
話
法
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
由
間
接
話
法
と
は
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ

ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
《
語
り
手
が
作
中
人
物
の
言
説
を
引
き
受
け
る
、
と
い
う
か
む

し
ろ
、
作
中
人
物
が
語
り
手
の
声
に
よ
っ
て
話
す
の
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
こ
れ
ら

二
つ
の
審
級
は
、
渾
然
一
体
と
化
す

機

機

機

機

機

機

機

》
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、

2
2

（

）

宮
内
淳
子
に
次
の
指
摘
が
あ
る
。

基
本
的
に
会
話
の
部
分
は
括
弧
で
括
っ
て
あ
る
が
、
老
妓
や
柚
木
の
発
言
或
い

は
内
的
独
語
に
は
括
弧
を
外
し
て
あ
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
ま
と
め
て
簡
略
に
述

べ
る
た
め
の
手
法
と
も
取
れ
る
が
、
括
弧
を
外
す
こ
と
で
発
語
す
る
主
体
の
あ

り
か
が
暖
昧
に
な
り
、
語
り
手
の
声
と
混
じ
り
合
う
こ
と
に
も
な
る
。
老
妓
の

場
合
、
内
的
独
語
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
独
特
な
括
弧
が
問
題
と
な
る
の
は

彼
女
の
発
言
に
お
い
て
で
あ
る
。
柚
木
の
場
合
は
、
逆
に
内
的
独
語
の
括
弧
の

使
い
方
が
注
目
さ
れ
る
。

外
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
る
老
妓
の
声
が
、
語
り
手
の
形
成
す
る
地
の
文
に
は
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み
出
し
て
来
る
こ
と
、
及
び
、
柚
木
の
内
な
る
独
語
が
地
の
文
に
吸
収
さ
れ
る

こ
と

二
者
の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
生
ず
る
効
果
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

2
3

（

）

こ
の
よ
う
に
、
〝
声
〟
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
宮
内
が
指
摘
す
る
特
徴
的
な
一
面

に
つ
い
て
、
以
下
、
注
目
し
て
い
く
。
ま
ず
は
柚
木
に
つ
い
て
、
老
妓
が
経
済
的
援

助
を
申
し
出
た
場
面
２
か
ら
、
次
の
一
節
を
み
て
み
よ
う
。

①
だ
が
蒔
田
の
家
に
は
子
供
が
多
い
し
、
こ
ま
こ
ま
し
た
仕
事
は
次
か
ら
次
と

あ
る
し
、
辟
易
し
て
ゐ
た
矢
先
だ
つ
た
の
で
す
ぐ
に
老
妓
の
後
援
を
受
け
入
れ

た
。
②
し
か
し
、
彼
は
た
い
し
て
有
難
い
と
は
思
は
な
か
つ
た
。
③
散
々
あ
ぶ

く
銭
を
男
た
ち
か
ら
絞
つ
て
、
好
き
放
題
な
こ
と
を
し
た
商
売
女
が
、
年
老
い

て
良
心
へ
の
償
ひ
の
た
め
、
誰
で
も
こ
ん
な
こ
と
は
し
た
い
の
だ
ら
う
。
④
こ

つ
ち
か
ら
恩
恵
を
施
し
て
や
る
の
だ
と
い
ふ
太
々
し
い
考
は
持
た
な
い
ま
で

も
、
老
妓
の
好
意
を
負
担
に
は
感
じ
ら
れ
な
か
つ
た
。
（

頁
）

135

こ
の
場
面
は
、
さ
し
あ
た
り
柚
木
に
内
的
焦
点
化
し
た
語
り
と
捉
え
ら
れ
る
。

①
・
②
は
、
柚
木
の
内
的
独
語
に
読
め
る
が
、
③
は
間
接
話
法
に
近
い
内
的
独
語
へ

と
変
奏
さ
れ
る
。
④
に
至
る
と
、
前
半
に
は
「
こ
つ
ち
」
と
あ
り
、
柚
木
の
視
座
に

即
し
た
語
り
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
け
れ
ど
、
柚
木
が
考
え
な
か
っ
た
こ
と
ま

で
が
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
認
識
を
全
て
柚
木
に
還
元
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
は
柚
木
の
〝
声
〟
に
、
「
作
者
」
の
〝
声
〟
が
重
ね
ら
れ
て
、
渾
然

一
体
と
化
し
て
い
る
の
だ
。

も
う
一
例
、
柚
木
が
老
妓
の
思
惑
を
忖
度
す
る
場
面
７
を
み
て
み
よ
う
。

老
妓
の
意
志
は
か
な
り
判
つ
て
来
た
。
そ
れ
は
彼
女
に
出
来
な
か
つ
た
こ
と

を
自
分
に
さ
せ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
だ
。
し
か
し
、
彼
女
が
彼
女
に
出
来
な
く

て
自
分
に
さ
せ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
な
ぞ
は
、
彼
女
と
て
自
分
と
て
、
ま
た

い
か
に
運
の
籤
の
よ
き
も
の
を
抽
い
た
人
間
と
て
、
現
実
で
は
出
来
な
い
相
談

の
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（

頁
）

149

右
の
引
用
は
、
柚
木
に
内
的
焦
点
化
し
た
語
り
と
と
れ
る
が
、
先
の
引
用
で
は

「
彼
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
柚
木
の
こ
と
が
、
引
用
に
つ
づ
く
場
面
も
含
め
て
「
自

分
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
宗
晴
美
は
《
「
自
分
」
が
何
度
も
用
い
ら
れ
て
い
る
た

め
に
、
語
り
手
は
徐
々
に
柚
木
と
一
体
化
し
、
そ
う
し
て
次
第
に
柚
木
自
身
の
語
り

に
な
る
》
と
論
じ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
「
彼
」
と
呼
ん
で
い
た
柚
木
の
こ
と
を

2
4

（

）

「
自
分
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
「
作
者
」
は
柚
木
と
の
距
離
を
縮
め
、
両
者
の
〝
声
〟

を
重
ね
て
い
く
の
だ
。

で
は
、
こ
の
技
法
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
生
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
服

部
滋
に
よ
れ
ば
、
《
語
り
手
は
柚
木
の
声
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
を
解
釈

ミ

メ

ー

シ

ス

の
場
に
連
れ
出
す
》
、
《
そ
し
て
読
者
は
い
つ
し
か
柚
木
と
と
も
に
老
妓
の
思
惑
を
忖

テ
レ
イ
ン

度
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
》
の
だ
と
い
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ

2
5

（

）

こ
そ
が
、
柚
木
に
「
作
者
」
の
〝
声
〟
を
重
ね
た
、
自
由
間
接
話
法
に
よ
る
効
果
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
、
老
妓
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
老
妓
に
よ
る
末
尾
の
和

歌
の
ほ
か
に
も
、
「
作
者
」
に
よ
る
内
的
焦
点
化
に
よ
っ
て
そ
の
内
面
（
さ
ら
に
は

無
意
識
ま
で
）
を
書
き
記
し
て
は
き
た
。
た
だ
し
、
「
作
者
」
の
〝
声
〟
と
重
ね
る

か
た
ち
で
、
老
妓
の
内
面
が
書
か
れ
て
い
る
と
思
し
き
本
文
も
あ
る
。
場
面
６
か
ら

引
い
て
お
こ
う
。

「
こ
の
頃
、
う
ち
の
み
ち
子
が
し
よ
つ
ち
ゆ
う
来
る
や
う
だ
が
、
な
に
、
そ
れ

に
つ
い
て
、
と
や
か
く
云
ふ
ん
ぢ
や
な
い
が
ね
」

①
若
い
者
同
志
の
こ
と
だ
か
ら
、
も
し
や
と
い
ふ
こ
と
も
彼
女
は
云
つ
た
。

害36害
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害37害

「
そ
の
も
し
や
も
だ
ね
」

②
本
当
に
性
が
合
つ
て
、
心
の
底
か
ら
惚
れ
合
ふ
と
い
ふ
の
な
ら
、
そ
れ
は

自
分
も
大
賛
成
な
の
で
あ
る
。

「
け
れ
ど
も
、
も
し
、
お
互
ひ
が
切
れ
つ
ぱ
し
だ
け
の
惚
れ
合
ひ
方
で
、
た
ゞ

何
か
の
拍
子
で
出
来
合
ふ
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
る
な
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
世
間

に
は
い
く
ら
も
あ
る
し
、
つ
ま
ら
な
い
。
必
ず
し
も
み
ち
子
を
相
手
取
る
に
も

当
る
ま
い
。
私
自
身
も
永
い
一
生
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
で
苦
労
し
て
来
た
。
そ

れ
な
ら
何
度
や
つ
て
も
同
じ
こ
と
な
の
だ
」

③
仕
事
で
あ
れ
、
男
女
の
間
柄
で
あ
れ
、
混
り
気
の
な
い
没
頭
し
た
一
途
な

姿
を
見
た
い
と
思
ふ
。

④
私
は
さ
う
い
ふ
も
の
を
身
近
に
見
て
、
素
直
に
死
に
度
い
と
思
ふ
。

「
何
も
急
い
だ
り
、
焦
つ
た
り
す
る
こ
と
は
い
ら
な
い
か
ら
、
仕
事
な
り
恋
な

り
、
無
駄
を
せ
ず
、
一
揆
で
心
残
り
な
い
も
の
を
射
止
め
て
欲
し
い
」
と
云
つ

た
（

頁
）

マ
マ

148

こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
直
接
話
法
を
示
す
カ
ギ
括
弧
の
有
無
で
あ
り
、
さ
ら
に

い
え
ば
、
直
接
話
法
に
挟
ま
れ
た
①
～
④
の
四
つ
の
文
で
あ
る
。
①
は
、
老
妓
の
発

話
に
基
づ
く
間
接
話
法
と
捉
え
ら
れ
る
。
②
も
、
同
様
の
も
の
に
み
え
る
が
、
自
称

が
「
彼
女
」
か
ら
「
自
分
」
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
直
後
の
直
接
話
法
冒
頭

に
「
け
れ
ど
も
」
と
あ
る
こ
と
の
対
応
か
ら
考
え
れ
ば
、
②
も
、
こ
の
場
面
に
お
い

機

機

機

機

機

機

機

て
発
話
さ
れ
た
も
の

機

機

機

機

機

機

機

機

だ
と
い
え
る
。
と
な
る
と
、
問
題
な
の
は
、
直
接
話
法
に
挟
ま

れ
た
③
・
④
で
あ
る
。

ま
ず
、
④
の
指
示
語
「
さ
う
い
ふ
も
の
」
が
、
お
そ
ら
く
③
に
い
う
「
一
途
な

姿
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
文
は
、
つ
な
が
っ
た
同
質
の
も
の

機

機

機

機

機

と

し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
後
の
直
接
話
法
は
、
老
妓
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
な
ら
ば
、
④
の
「
私
」
と
は
一
体
誰
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
前
後
の
状
況

か
ら
推
測
す
れ
ば
、
老
妓
と
考
え
た
く
な
る
が
、
「
作
者
」
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
宮
内
淳
子
は
《
括
弧
を
外
さ
れ
た
部
分
は
発
語
者
の
限
定
が

取
れ
て
し
ま
う
の
で
、
柚
木
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
て
い
た
老
妓
の
声
は
、
地
の
文
に

溶
け
出
し
て
語
り
手
の
声
に
混
じ
っ
て
し
ま
う
》
と
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
老

2
6

（

）

妓
の
〝
声
〟
に
「
作
者
」
に
〝
声
〟
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
は

ず
だ
。

テ
ク
ス
ト
を
縁
取
る
結
末
部
に
し
て
、
「
作
者
」
が
再
び
登
場
す
る
、
後
日
談
よ

ろ
し
く
配
置
さ
れ
た
場
面
７
～
９
は
、
本
稿
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
分
析
と
い
う
観
点

か
ら
す
る
と
、
た
い
へ
ん
重
要
な
パ
ー
ト
で
あ
る
。

場
面
７
で
は
、
「
た
い
へ
ん
な
老
女
が
ゐ
た
も
の
だ
」
と
驚
く
柚
木
が
出
奔
を
繰

り
返
す
よ
う
に
な
る
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
報
を
受
け
て
の
み
ち
子
と
老
妓
の
反

応
、
そ
の
場
面
８
に
お
け
る
書
き
方
で
あ
る
。

「
お
つ
か
さ
ん
ま
た
柚
木
さ
ん
が
逃
げ
出
し
て
よ
」

①
運
動
服
を
着
た
養
女
の
み
ち
子
が
、
蔵
の
入
口
に
立
つ
て
さ
う
云
つ
た
。

②
自
分
の
感
情
は
そ
つ
ち
の
け
に
、
養
母
が
動
揺
す
る
の
を
気
味
よ
し
と
す
る

皮
肉
な
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
。
「
ゆ
ん
べ
も
を
と
と
ひ
の
晩
も
自
分
の
家
へ
帰
つ

て
来
ま
せ
ん
と
さ
」

③
新
日
本
音
楽
の
先
生
の
帰
つ
た
あ
と
、
稽
古
場
に
し
て
あ
る
土
蔵
の
中
の

畳
敷
の
小
ぢ
ん
ま
り
し
た
部
屋
に
な
ほ
ひ
と
り
残
つ
て
、
復
習
直
し
を
し
て
ゐ

さ
ら
ひ

た
老
妓
は
、
三
味
線
を
す
ぐ
下
に
置
く
と
、
内
心
口
惜
し
さ
が
漲
り
か
け
る
の

を
気
に
も
見
せ
ず
、
け
ろ
り
と
し
た
顔
を
養
女
に
向
け
た
。

「
あ
の
男
。
ま
た
、
お
決
ま
り
の
癖
が
出
た
ね
」
（

‐

頁
）

150

151

こ
こ
で
も
注
目
し
た
い
の
は
、
直
接
話
法
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
「
作
者
」
に
よ
る

語
り
で
あ
る
。
①
は
「
作
者
」
に
よ
る
外
的
焦
点
化
、
②
は
み
ち
子
に
内
的
焦
点
化
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し
た
語
り
で
、
そ
の
内
面
に
つ
い
て
「
作
者
」
は
「
皮
肉
な
」
と
批
評
を
く
わ
え
て

も
い
る
。
複
雑
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
の
は
③
で
、
外
的
焦
点
化
に
よ
っ
て
老
妓
の

様
子
を
書
い
た
後
、
「
内
心
」
と
し
て
老
妓
の
内
面
を
内
的
焦
点
化
に
よ
っ
て
書
き

な
が
ら
、
再
び
外
的
焦
点
化
に
戻
っ
て
は
、
老
妓
の
外
見
を
示
し
て
い
く
。

み
ち
子
が
出
か
け
た
後
、
「
老
妓
は
電
気
器
具
屋
に
電
話
を
か
け
、
い
つ
も
通
り

蒔
田
に
柚
木
の
探
索
を
依
頼
」
す
る
。
そ
の
際
、
「
老
妓
抄
」
に
お
い
て
は
珍
し
い

こ
と
だ
が
、
老
妓
の
内
面
が
細
や
か
に
書
か
れ
る
。

遠
慮
の
な
い
相
手
に
向
つ
て
放
つ
そ
の
声
に
は
自
分
が
世
話
を
し
て
ゐ
る
青
年

の
手
前
勝
手
を
詰
る
激
し
い
鋭
さ
が
、
発
声
口
か
ら
聴
話
器
を
握
つ
て
ゐ
る
自

分
の
手
に
伝
は
る
ま
で
に
響
い
た
が
、
彼
女
の
心
の
中
は
不
安
な
脅
え
が
や
ゝ

情
緒
的
に
醗
酵
し
て
寂
し
さ
の
微
醺
の
や
う
な
も
の
に
な
つ
て
、
精
神
を
活
潑

ほ
ろ
よ
ひ

に
し
て
ゐ
た
。
（

頁
）

151

ま
ず
は
、
老
妓
に
内
的
焦
点
化
し
た
上
で
、
「
自
分
」
の
感
覚
が
「
作
者
」
に

よ
っ
て
書
か
れ
て
い
く
が
、
「
彼
女
の
心
の
中
」
以
降
は
、
老
妓
自
身
す
ら
自
覚
し

て
い
な
い
内
面
ま
で
も
が
、「
作
者
」
に
よ
る
巧
み
な
比
喩

機

機

機

機

機

（
「
寂
し
さ
の
微
醺
」
）
を

ほ
ろ
よ
ひ

さ
え
用
い
て
書
か
れ
て
い
く
。
こ
こ
に
も
、
老
妓
と
「
作
者
」
と
の
〝
声
〟
が
重
ね

ら
れ
た
自
由
間
接
話
法
が
み
て
と
れ
る
。

ま
た
、
尾
崎
左
永
子
は
、
特
に
掉
尾
の
和
歌
に
注
目
し
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
全
体

の
情
報
制
御
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

老
妓
の
気
持
は
そ
れ
ま
で
ひ
と
つ
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
青
年

の
心
理
は
書
き
こ
ま
れ
て
い
て
も
、
老
妓
の
ほ
う
は
行
動
と
こ
と
ば
だ
け
で
描

か
れ
て
い
る
。
そ
の
結
び
に
こ
の
一
首
が
置
か
れ
た
こ
と
で
、
老
妓
の
心
情
が

い
っ
ぺ
ん
に
読
者
に
伝
わ
っ
て
く
る
仕
組
み
な
の
で
あ
る
。
歌
は
、
こ
の
小
説

の
も
つ
ふ
し
ぎ
な
光
を
全
部
集
約
し
吸
収
し
て
、
見
事
な
輝
き
を
湛
え
て
い

た
た

る
。

2
7

（

）

こ
の
指
摘
は
、
老
婆
の
内
面
を
読
ん
で
き
た
本
稿
に
お
け
る
読
解
に
即
せ
ば
誤
読

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、「
老
妓
抄
」
を
読
ん
だ
後
に
右
の
よ
う
な
印
象
を
抱
く
読

者
の
存
在
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
和
歌
の
効
果
を
端
的
に
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

ま
ず
は
場
面
９
の
本
文
を
み
て
お
こ
う
。

×
×

真
夏
の
頃
、
す
で
に

女
に
紹
介
し
て
俳
句
を
習
つ
て
ゐ
る
筈
の
老
妓

か
ら
こ
の
物
語
の
作
者
に
珍
ら
し
く
、
和
歌
の
添
削
の
詠
草
が
届
い
た
。
〔
略
〕

そ
の
中
に
最
近
の
老
妓
の
心
境
が
窺
へ
る
一
首
が
あ
る
の
で
紹
介
す
る
。
も
つ

と
も
原
作
に
多
少
の
改
削
を
加
へ
た
の
は
、
師
弟
の
作
法
と
い
ふ
よ
り
、
読
む

人
へ
の
意
味
の
疏
通
を
よ
り
良
く
す
る
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
僅
に
修

辞
上
の
箇
所
に
と
ど
ま
つ
て
、
内
容
は
原
作
を
傷
け
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
。

年
々
に
わ
が
悲
し
み
は
深
く
し
て

い
よ
よ
華
や
ぐ
い
の
ち
な
り
け
り
（

‐

頁
）

151

152

同
時
代
評
‐
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
掉
尾
の
和
歌
は
注
目
を
集
め
て
き
た
。
た

と
え
ば
、
網
野
菊
は
「
文
芸
時
評

女
流
作
家
」（
『
作
品
』
昭

・
２
）
で
、《
岡
本

14

か
の
子
女
史
の
「
老
妓
抄
」
も
評
判
通
り
よ
い
と
思
つ
た
が
、
併
し
、
私
は
、
あ
の

小
説
そ
の
も
の
よ
り
も
最
後
の
和
歌
一
首
の
方
に
、
よ
り
多
く
感
心
し
た
》
と
和
歌

に
注
目
し
、
《
あ
の
歌
は
実
に
よ
い
歌
だ
と
思
ふ
》
（

頁
）
と
強
調
し
て
い
る
。
先

25

行
研
究
に
お
い
て
も
、
千
条
絢
子
が
《
尚
生
の
最
後
の
燃
焼
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
と
す

る
力
が
み
ら
れ
る
》
、
河
野
裕
子
が
《
女
の
い
の
ち
の
艶
な
花
や
ぎ
は
、
年
を
と
る

2
8

（

）

に
従
っ
て
濃
く
な
る
も
の
だ
、
と
い
い
切
っ
た
と
こ
ろ
、
か
の
子
の
生
の
総
量
を
担

い
え
て
、
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
》
と
、
「
老
妓
抄
」
を
書
い
た
作
家
＝
か
の
子
と

2
9

（

）

老
妓
を
相
互
参
照
さ
せ
な
が
ら
意
味
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
作
家

害38害

27

28

29



害39害

情
報
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
テ
ク
ス
ト
分
析
に
徹
し
て
い
き
た
い
。

そ
の
際
、
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
作
者
」
が
複
数
届
い
た
和
歌
か
ら
、

「
老
妓
の
心
境
が
窺
へ
る
」
と
判
断
し
た
一
首
を
選
び

機

機

、
か
つ
「
多
少
の
改
削
」
さ

え
施
し
て
い
る

機

機

機

機

機

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
和
歌
も
ま
た
、
元
々
は
老
妓

が
書
い
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
多
分
に
「
作
者
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
た

も
の
と
み
る
べ
き
な
の
だ
。
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
自
由
間
接
話
法
の
変
奏
と
し
て
、

老
妓
の
和
歌
に
重
ね
て
、
「
作
者
」
が
自
身
の
心
境

機

機

機

機

機

を
吐
露
し
て
い
る
の
だ
。
逆
に

い
え
ば
、
「
作
者
」
は
、
自
身
の
心
境
を
よ
り
よ
く
表
現
す
る
た
め
に
、
老
妓
を
は

じ
め
と
し
た
登
場
人
物
に
一
連
の
出
来
事
を
通
過

機

機

さ
せ
、
そ
れ
を
自
由
間
接
話
法
を

は
じ
め
と
し
た
複
雑
な
話
法
に
よ
っ
て
書
き
記
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
和
歌
は
「
老
妓
抄
」
の
掉
尾
に
添
え
ら
れ
た

機

機

機

機

機

の
で
は
な
く
、

長
大
な
詞
書
き
を
従
え
て
配
置
さ
れ
た
二
行
の
み
の
本
編

機

機

と
も
捉
え
ら
れ
る
。
図
式

的
に
い
え
ば
〝
主
＝
小
説
／
従
＝
和
歌
〟
と
読
ま
れ
て
き
た
「
老
妓
抄
」
と
は
、

「
作
者
」
に
注
目
し
て
読
み
直
す
な
ら
ば
、
〝
従
＝
小
説
／
主
＝
和
歌
〟
と
捉
え
直

す
こ
と
が
で
き
、
少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
主
従
関
係
の
反
転
可
能
性
を
孕
ん
だ
テ

ク
ス
ト
な
の
で
は
あ
る
。

Ⅳ

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
反
転
可
能
性
は
、
〝
図
＝
老
妓
／
地
＝
「
作
者
」
〟
と
み
な
し

が
ち
な
「
老
妓
抄
」
を
、
〝
地
＝
老
妓
／
図
＝
「
作
者
」
〟
へ
と
読
み
直
す
こ
と
に

も
道
を
ひ
ら
く
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
構
造
的
把
握
を
Ⅲ
の
テ
ク
ス
ト
分
析
に
接
続

す
る
と
、
柚
木
を
、
み
ち
子
を
、
そ
し
て
老
妓
を
書
い
て
い
た
文
体
に
、
「
作
者
」

の
〝
声
〟
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
前
者
が
主
だ
と
読
み
が
ち
な
ス
ト
ー
リ
ー
に

お
い
て
、
そ
の
実
、
後
者
こ
そ
が
主
だ
っ
た
と
い
う
、
テ
ク
ス
ト
全
体
の
読
み
直
し

に
も
つ
な
が
る
。
従
っ
て
、
タ
イ
ト
ル
‐
主
題
の
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
《
題

名
を
「
老
妓
が
語
っ
た
こ
と
」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
老
境
に
至
っ
た
現
在
だ
け
で
な

く
、
過
去
も
含
め
た
老
妓
の
全
生
涯
が
テ
ク
ス
ト
の
主
題
》
だ
と
み
る
べ
き
で
は
な

3
0

（

）

く
、
老
妓
を
語
る
「
作
者
」
こ
そ
が
テ
ク
ス
ト
の
主
題
な
の
で
あ
る
。

総
じ
て
、
岡
本
か
の
子
「
老
妓
抄
」
と
は
、
老
妓
に
つ
い
て
語
る
テ
ク
ス
ト
と
い

う
よ
り
も
、
老
妓
を
語
る
こ
と
を
通
じ
て
「
作
者
」
が
自
己
を
語
る
テ
ク
ス
ト
な
の

だ
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
局
面
こ
そ
が
、
魅
力
的
な
登
場
人
物
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
影

に
隠
れ
な
が
ら
も
、
自
由
間
接
話
法
を
は
じ
め
と
し
た
「
作
者
」
の
技
巧
的
か
つ
複

雑
な
話
法
に
よ
っ
て
、
（
作
家
＝
か
の
子
を
召
喚
す
る
こ
と
な
く
）
テ
ク
ス
ト
に
刻

ま
れ
た
エ
ッ
セ
ン
ス
な
の
だ
。

【
注
】

（
１
）

亀
井
勝
一
郎
「
解
説
」
（
岡
本
か
の
子
『
老
妓
抄
』
新
潮
文
庫
、
昭

）
、

25

213

頁
。

（
２
）

小
松
伸
六
「
観
賞
」
（
『
日
本
短
篇
文
学
全
集

第

巻
』
筑
摩
書
房
、
昭

38

）
、

頁
。

43

267

（
３
）

松
下
英
麿
「
岡
本
か
の
子
」
（
同
『
去
年
の
人

回
想
の
作
家
た
ち
』
中
央

公
論
社
、
昭

）
、

‐

頁
。
な
お
、
担
当
編
集
者
で
も
あ
っ
た
松
下
は
、

52

34

35

末
尾
の
改
稿
（
削
除
）
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
「
老
妓
抄
の
作
者
（
Ⅶ
第
七
巻

付
録
（
昭
和

年
６
月
）
」
（
『
岡
本
か
の
子
全
集

別
巻
─
付
録
』
冬
樹
社
、

50

昭

）
で
松
下
は
、
《
わ
た
く
し
が
、
末
尾
を
削
除
し
て
和
歌
一
首
で
締
め
く

53

く
る
よ
う
に
し
》（
２
頁
）
た
と
述
べ
、
そ
れ
を
受
け
た
か
の
子
は
《
校
正
し
な

が
ら
こ
の
作
品
〔
「
老
妓
抄
」
〕
を
会
心
な
も
の
と
存
じ
ま
し
た
。
よ
い
処
で
切

つ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
如
何
に
貴
上
様
が
こ
の
作
品
を
愛
し
て
ゐ
て
下
さ
る
か

わ
か
り
ま
す
》
（
「
松
下
英
麿
宛
岡
本
か
の
子
書
簡
（
昭

・

・
２
）
」
、
『
岡

13

10

本
か
の
子
全
集

第
一
五
巻
』
冬
樹
社
、
昭

、

頁
）
と
感
謝
の
意
を
表
し

52

161

て
も
い
た
。
ま
た
、「
解
説
風
に
」（
『
鮨
』
改
造
社
、
昭

）
で
岡
本
一
平
は
、

16

《
こ
れ
〔
「
老
妓
抄
」
〕
が
発
表
さ
れ
て
、
女
史
の
声
価
も
定
つ
た
と
い
は
れ
て

30



ゐ
る
》
、
《
女
史
は
私
に
「
も
う
、
大
丈
夫
、
パ
ヽ
も
安
心
し
て
」
と
い
つ
た
》

（

頁
）
と
回
想
し
て
い
る
。

314

（
４
）

古
屋
照
子
『
華
や
ぐ
い
の
ち

評
伝
岡
本
か
の
子
』（
南
北
社
、
昭

）
と
い

42

う
書
名
が
そ
の
一
例
。

（
５
）

丸
谷
才
一
「
解
説
」（『
日
本
の
文
学

』
中
央
公
論
社
、
昭

）、

、

頁
。

46

44

509

511

（
６
）

原
子
朗
「
岡
本
か
の
子
」（
『
国
文
学
』
昭

・
１
臨
時
増
刊
）
、

‐

頁
。

44

158

159

（
７
）

水
田
宗
子
「
〈
老
い
〉
の
風
景

岡
本
か
の
子
『
老
妓
抄
』
と
林
芙
美
子

『
晩
菊
』
」
（
同
『
物
語
と
反
物
語
の
風
景
』
田
畑
書
店
、
平
５
）
、

頁
。

214

（
８
）

神
田
由
美
子
「
『
老
妓
抄
』
〈
岡
本
か
の
子
〉
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
平
１
・

４
）
、

頁
。

40

（
９
）

菅
聡
子
「
妾

尾
崎
紅
葉
『
三
人
妻
』
岡
本
か
の
子
『
老
妓
抄
』
」（
『
国

文
学
』
平

・
２
臨
時
増
刊
）
、

頁
。

13

31

（

）

倉
田
容
子
「
『
老
妓
抄
』
と
『
晩
菊
』

尊
厳
の
所
在
」（
同
『
語
る
老
女
語
ら

10

れ
る
老
女

日
本
近
現
代
文
学
に
み
る
女
の
老
い
』
学
芸
書
林
、
平

）
、

22

131

頁
。

（

）

外
村
彰
「
「
老
妓
抄
」

発
明
と
家
出
の
意
味
す
る
も
の

」（
同
『
岡

11

本
か
の
子

短
歌
と
小
説

主
我
と
没
我
と

』
お
う
ふ
う
、
平

）
。

23

（

）

野
田
直
恵
「
岡
本
か
の
子
「
老
妓
抄
」
論

そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
」

12

（
『
国
語
国
文
』
平

・

）
。

25

12

（

）

こ
の
二
人
の
関
係
は
、
テ
ク
ス
ト
全
体
の
解
釈
と
は
別
に
、
「
老
妓
抄
」
研

13

究
史
に
お
け
る
争
点
の
一
つ
と
い
え
る
。
山
本
健
吉
「
人
と
文
学
」
（
『
筑
摩
現

代
文
学
大
系

』
筑
摩
書
房
、
昭

）
に
示
さ
れ
た
、
《
老
妓
の
青
年
に
対
す

42

53

る
一
種
の
恋
は
、
作
者
自
身
の
夢
で
あ
る
と
と
も
に
、
生
命
力
の
余
剰
が
育
て

上
げ
た
美
し
い
希
求
》
（

頁
）
と
い
っ
た
理
解
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
も
の
で

439

あ
る
。
林
真
理
子
に
よ
る
「
天
才
の
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
、
比
喩
の
美
し
さ
」

（
『

ラ
ブ
・
ス
ト
ー
リ
ー
ズ
』
朝
日
新
聞
出
版
社
、
平

）
に
お
け
る
、
《
そ

10

23

こ
に
は
性
的
関
係
は
な
い
が
、
不
思
議
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
漂
う
》
（

頁
）

221

と
い
っ
た
解
釈
は
、
そ
の
変
奏
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
直
接
的
な
恋
愛
感

情
を
読
み
と
っ
た
の
は
、
《
老
た
る
妖
精
は
明
ら
か
に
若
い
ヴ
ァ
ガ
ボ
ン
ド
を

愛
し
て
ゐ
る
。
女
と
し
て
恋
し
て
ゐ
る
》（
１
頁
）
と
い
う
指
摘
す
る
塚
本
邦
雄

「
も
の
書
き
沈
む
（
第
八
巻
付
録
（
昭
和

年
４
月
）
」
（
『
岡
本
か
の
子
全
集

51

別
巻
─
付
録
』
冬
樹
社
、
昭

）
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
か
の
子
作
品
を
横

53

断
的
に
検
討
し
た
松
本
佳
純
が
「
岡
本
か
の
子
「
老
妓
抄
」
に
お
け
る
恋
愛
と

〈
母
〉

「
渾
沌
未
分
」「
花
は
勁
し
」「
金
魚
撩
乱
」
と
の
比
較
か
ら
」
（
『
ゲ

ス
ト
ハ
ウ
ス
』
平

・
４
）
に
お
い
て
、
《
老
妓
と
み
ち
子
が
柚
木
を
取
り
合

27

う
か
の
よ
う
な
こ
の
構
図
》
に
《
「
欲
望
の
三
角
形
」
（
ル
ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
）
》
を

重
ね
た
上
で
、
《
老
妓
と
柚
木
、
〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
間
に
は
恋
愛
感
情
が
あ
る

と
見
て
よ
い
》
（

頁
）
と
、
三
者
関
係
か
ら
指
摘
し
て
い
る
。

43

（

）

瀬
戸
内
晴
美
『
か
の
子
撩
乱
』
（
講
談
社
文
庫
、
昭

）
、

頁
。

14

46

478

（

）

拙
論
「
岡
本
か
の
子
の
軌
跡

現
役
小
説
家
時
代
の
評
価
か
ら
没
後
追
悼

15

言
説
ま
で
」（
同
『
日
中
戦
争
開
戦
後
の
文
学
場

報
告
／
芸
術
／
戦
場
』
神
奈

川
大
学
出
版
会
、
平

）
参
照
。

30

（

）

注
（

）
に
同
じ
、
参
照
。

16

15

（

）

奥
野
健
男
「
岡
本
か
の
子

縄
文
的
地
母
神
」（
同
『
奥
野
健
男
作
家
論
集

17

２
』
泰
流
社
、
昭

）
、

頁
。

52

286

（

）

以
下
の
分
析
・
術
語
は
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
／
花
輪
光
・
和
泉
涼

18

一
訳
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

方
法
論
の
試
み
』
（
書
肆
風
の
薔
薇
、
昭

）
60

を
参
照
し
た
。

（

）

田
中
厚
一
「
「
言
葉
仇
」
と
い
う
幻

岡
本
か
の
子
『
老
妓
抄
』
論

」

が
た
き

19

（
『
帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要
』
平

・

）
、

頁
。

12

10

45

（

）

注
（

）
に
同
じ
、

頁
。

20

19

51

（

）

宮
内
淳
子
「
広
が
る
声

『
老
妓
抄
』

」
（
同
『
増
補
版

岡
本
か
の

21

害40害



害41害

子
論
』
Ｅ
Ｄ
Ｉ
、
平

）
、

‐

頁
。

13

155

156

（

）

注
（

）
に
同
じ
、

頁
。
な
お
、
芳
川
泰
久
が
『
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
を

22

18

203

ご
く
私
的
に
読
む

自
由
間
接
話
法
と
テ
ク
ス
ト
契
約
』
（
せ
り
か
書
房
、

平

）
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、《
「
自
由
間
接
話
法
」
に
相
当
す
る
も
の
が
厳
密

27
に
は
日
本
語
文
法
に
は
な
い
》（

頁
）
の
だ
が
、
本
稿
で
は
テ
ク
ス
ト
の
特
徴

37

を
浮
上
さ
せ
る
た
め
、
類
似
し
た
機
能
を
も
つ
文
体
と
み
な
し
て
扱
う
。
ま
た
、

併
せ
て
中
村
三
春
「
虚
構
論
と
文
体

近
代
小
説
と
自
由
間
接
表
現

」

（
同
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
構
２
』
ひ
つ
じ
書
房
、
平

）
も
参
照
。

27

（

）

注
（

）
に
同
じ
、

‐

頁
。

23

21

156

157

（

）

宗
晴
美
「
届
か
な
い
声

『
老
妓
抄
』
に
つ
い
て

」（
『
文
芸
論
叢
（
大

24

谷
大
学
）
』
平
８
・
３
）
、

頁
。
引
用
箇
所
に
先
立
ち
、
宗
は
、《
老
妓
は
外
側

48

か
ら
し
か
描
か
れ
な
い
が
、
柚
木
の
場
合
は
、
殆
ど
内
側
か
ら
描
か
れ
て
い

る
》
、
《
「
意
識
し
て
ゐ
な
い
」
老
妓
と
は
逆
に
、
内
面
の
描
写
が
圧
倒
的
に
多

い
》
と
指
摘
し
た
上
で
、
《
そ
の
と
き
に
特
に
目
立
つ
こ
と
は
、
「
自
分
」
と
い

う
自
称
の
人
代
名
詞
が
極
端
に
多
い
こ
と
》
で
、
《
作
中
、
こ
の
「
自
分
」
は

全
部
で
五
十
七
例
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
約
九
割
の
四
十
三
例
が
柚
木
の
場
合
に

集
中
し
て
い
る
》
（

頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

47

（

）

服
部
滋
「
微
笑
と
憂
鬱

「
老
妓
抄
」
を
読
む
」（『
国
文
学
』
平

・
２
）、

25

19

頁
。

67

（

）

注
（

）
に
同
じ
、

頁
。

26

21

167

（

）

尾
崎
左
永
子
『
か
の
子
歌
の
子
』
（
集
英
社
、
平
９
）
、

頁
。

27

12

（

）

千
条
絢
子
「
か
の
子
私
論

生
々
流
転
を
中
心
と
し
て

」（『
宮
城
学

28

院
国
文
学
会
会
誌
』
昭

・

）
、

頁
。

32

12

60

（

）

河
野
裕
子
「
い
の
ち
を
見
つ
め
る

母
性
を
中
心
と
し
て

」（『
短
歌
』

29

昭

・
５
）
、

頁
。
な
お
、
塚
本
邦
雄
は
「
も
の
書
き
沈
む
」
（
前
掲
）
で
こ

54

287

の
和
歌
に
ふ
れ
て
、
《
た
し
か
に
佳
作
で
あ
る
。
そ
の
佳
さ
は
他
で
も
な
い
、

素
人
の
歌
、
素
人
の
述
志
の
歌
の
、
怖
い
も
の
知
ら
ず
の
佳
さ
、
そ
れ
以
上
で

も
以
下
で
も
な
い
》
（
１
頁
）
と
判
じ
て
い
る
。

（

）

近
藤
華
子
「『
老
妓
抄
』

芸
者
が
舞
台
を
降
り
る
と
き

」（
同
『
岡
本

30

か
の
子

描
か
れ
た
女
た
ち
の
実
相
』
翰
林
書
房
、
平

）
、

頁
。

26

262

※
本
文
引
用
は
『
岡
本
か
の
子
全
集

第
四
巻
』
（
冬
樹
社
、
昭

）
に
よ
り
、

49

旧
漢
字
は
新
字
に
改
め
た
。
ま
た
、
本
稿
は
松
本
編
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門

小
説
を
分
析
的
に
読
む
た
め
の
実
践
ガ
イ
ド
』
（
ひ
つ
じ
書
房
、
平

）
に

28

お
け
る
第

・

章
の
議
論
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
大
幅
な
加
筆
・
修
正
を
く

12

13

わ
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
公
表
を
お
認
め
下
さ
っ
た
書
肆
に
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。


