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は
じ
め
に

岡
本
か
の
子
『
老
妓
抄
』（
初
出
『
中
央
公
論
』
一
九
三
八
・
一
一
）
は
、
老
妓

が
発
明
家
を
志
す
若
い
青
年
柚
木
を
物
心
両
面
で
援
助
す
る
物
語
で
、
発
表
当

時
よ
り
大
き
な
反
響
を
呼
び
、「
忘
れ
が
た
い
感
銘
を
受
け
た⑴
」（
武
田
麟
太
郎
、

「
名
短
編⑵
」（
川
端
康
成
）
と
絶
賛
さ
れ
、
か
の
子
文
学
の
頂
点
と
み
な
さ
れ
た
。

現
在
に
至
っ
て
も
、
か
の
子
の
代
表
作
、
最
高
傑
作
と
さ
れ
、
研
究
も
さ
か
ん

に
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
戦
後
す
ぐ
に
出
さ
れ
た
、
老
妓
の
姿
を
「
女
の

妖
し
い
呻
き
、
逞
し
く
貪
婪
な
性
の
憂
い
」
と
し
、
テ
ク
ス
ト
を
「
男
を
飼
う

小
説
」「
若
い
男
の
命
を
吸
う
小
説⑶
」
と
定
め
た
亀
井
勝
一
郎
の
読
み
が
長
き

に
亘
っ
て
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
き
た
。
柚
木
を
「
人
間
性
を
無
視
さ
れ
、
得

体
の
知
れ
な
い
化
物
の
よ
う
な
も
の
に
取
り
憑
か
れ
る
」
存
在
、
老
妓
を
「
哀

れ
な
不
気
味
な
存
在⑷
」（
平
野
睦
子
）
と
し
た
り
、「「
充
た
す
」
こ
と
の
み
に

目
を
凝
ら
す
不
気
味
な
美
し
さ
が
存
す
る
」「
生
命
的
な
輝
き
に
満
ち
、
知
性

的
な
厚
み
を
与
え
る
か
の
エ
ゲ
リ
ア
の
姿⑸
」（
熊
坂
敦
子
）、「
柚
木
は
老
妓
の

「
魔
性
」
の
餌
食
」、「「
グ
レ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
」
の
化
身⑹
」（
吉
川
豊
子
）、「
童

女
性
、
母
性
を
解
か
し
込
ん
だ
魔
性
を
持
ち
、
一
途
な
生
命
へ
の
希
求
の
た
め

に
他
者
の
生
気
を
奪
う
、〈
水
の
精⑺
〉」（
神
田
由
美
子
）
な
ど
、
老
妓
の
異
形
性
、

妄
執
性
、
神
秘
性
が
強
調
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

近
年
に
な
り
、
老
妓
と
柚
木
の
関
係
性
を
読
み
解
く
上
で
、
老
妓
の
芸
者
で

あ
る
と
い
う
特
質
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
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
、
柚
木
の
経
済
的

パ
ト
ロ
ン
に
な
っ
た⑻
」
と
い
う
指
摘
（
管
聡
子
）
や
、「
男
た
ち
に
飼
わ
れ
な

が
ら
小
金
を
溜
め
、
そ
の
金
で
若
い
男
の
未
来
へ
の
意
欲
を
飼
お
う
と
す
る
老

妓
」
に
「
家
父
長
制
社
会
に
生
き
る
女
性
の
一
つ
の
限
界⑼
」
を
み
る
と
い
う
読

み
（
高
良
留
美
子
）
や
、
テ
ク
ス
ト
を
「
家
父
長
制
度
の
家
庭
の
中
の
女
＝
素

人
の
女
に
は
持
ち
得
な
か
っ
た
パ
ッ
シ
ョ
ン
の
あ
る
晩
年
を
玄
人
の
女
だ
か
ら

こ
そ
実
現
し
て
い
く
物
語⑽
」
と
す
る
読
み
（
水
田
宗
子
）
が
出
て
き
た
。
し
か

し
、
老
妓
の
過
去
に
つ
い
て
の
検
討
は
い
ま
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
。
題
名

『
老
妓
抄
』
の
「
抄
」
と
は
、
抄
物
つ
ま
り
聞
き
書
き
の
意
と
考
え
ら
れ
る
。

物
語
は
老
妓
と
柚
木
の
関
係
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
く
が
、
随
所
で
老
妓
に

よ
っ
て
過
去
の
挿
話
が
語
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の
生
涯
に
対
す
る
感
慨
が
洩
ら
さ

れ
る
。
題
名
を
「
老
妓
が
語
っ
た
こ
と
」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
老
境
に
至
っ
た

作
品
内
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
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

本
稿
で
は
、
テ
ク
ス
ト
に
差
し
挟
ま
れ
る
老
妓
の
昔
語
り
に
着
目
し
、
芸
者

岡
本
か
の
子
『
老
妓
抄
』

―
芸
者
が
舞
台
を
降
り
る
と
き
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と
し
て
生
き
て
き
た
老
妓
の
人
生
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
老
境
に
至
っ
た
そ
の

心
境
や
行
動
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
　
籠
の
鳥

老
妓
の
年
齢
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
が
、「
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
」
と
あ
り
、
作
品
内
時
間
の
一
九
三
三
年⑾
に

は
作
者
か
の
子
は
四
四
歳
な
の
で
、
六
五
歳
前
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た

「
新
喜
楽
の
ま
へ
の
女
将
の
生
き
て
ゐ
た
時
分
に
」、「
機
知
と
飛
躍
に
飛
ん
だ

会
話
が
展
開
さ
れ
た
」
と
、
長
年
の
好
敵
手
の
女
将
が
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る

点
か
ら
も
老
妓
が
晩
年
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
は
推
測
で
き
、「
素
直
に

死
に
度
い
と
思
ふ
」
と
い
う
発
言
か
ら
は
老
妓
自
身
が
「
死
」
を
意
識
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
老
妓
の
昔
語
り
は
人
生
の
終
焉
を
悟
っ
た
女
が
自
ら
の
生

涯
を
昇
華
さ
せ
て
い
く
試
み
で
あ
ろ
う
。

老
妓
は
若
い
芸
者
た
ち
に
「
姐
さ
ん
、
頼
む
か
ら
も
う
止
し
て
よ
。
こ
の
上

笑
は
せ
ら
れ
た
ら
死
ん
で
し
ま
ふ
」
と
言
わ
せ
る
程
、
自
ら
の
芸
者
人
生
を
滑

稽
に
語
る
。
し
か
し
、
陽
気
な
話
し
ぶ
り
は
「
サ
ー
ヴ
イ
ス
」
に
過
ぎ
ず
、
実

際
は
「
永
年
の
辛
苦
で
一
通
り
の
財
産
も
出
来
」
と
あ
る
よ
う
に
、
決
し
て
愉

快
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
老
妓
が
柚
木
を
援
助
す
る
契
機
と
な
っ
た
や
り
取

り
に
も
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
。「
こ
ん
な
つ
ま
ら
な
い
仕
事
は
、
パ
ツ
シ
ヨ
ン

が
起
こ
ら
な
い
」
と
い
う
柚
木
の
言
葉
は
、
老
妓
の
心
の
琴
線
に
触
れ
る
。「
ふ

と
、
老
妓
に
自
分
の
生
涯
に
憐
み
の
心
が
起
つ
た
。
パ
ツ
シ
ヨ
ン
と
や
ら
が
起

ら
ず
に
、
ほ
と
ん
ど
生
涯
勤
め
て
き
た
座
敷
の
数
々
、
相
手
の
数
々
が
思
ひ
泛

べ
ら
れ
た
」。

柚
木
と
の
邂
逅
が
、「
憐
み
の
心
」
が
湧
き
上
が
る
ほ
ど
の
芸
者
人
生
の
「
辛

苦
」
を
呼
び
覚
ま
し
た
。
老
妓
の
記
憶
は
、「
幼
年
時
代
」
に
遡
る
。「
小
さ
い

と
き
か
ら
、
打
つ
た
り
叩
か
れ
た
り
し
て
踊
り
で
鍛
え
ら
れ
た
」
と
柚
木
に
語

る
老
妓
は
、「
暗
澹
と
し
た
顔
つ
き
に
な
つ
た
」。「
幼
年
時
代
の
苦
労
を
思
ひ

起
し
」
た
か
ら
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
る
老
妓
の
過
去
は
断
片
的
で
あ

る
。
戦
前
の
一
般
的
な
芸
者
の
一
生
を
補
助
線
に
し
な
が
ら
、
老
妓
の
芸
者
人

生
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い⑿
。
そ
も
そ
も
芸
者
と
い
う
職
業
は
、
老
妓
自

身
の
意
志
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
概
ね
芸
者
の

一
生
は
一
〇
歳
前
後
に
ま
ず
芸
者
宿
に
身
売
り
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

多
く
は
養
女
と
し
て
の
証
文
を
入
れ
、
技
芸
を
し
こ
ま
れ
る
。
見
番
（
芸
妓
の

斡
旋
や
料
金
に
関
す
る
処
理
を
す
る
場
所
）
の
芸
者
学
校
に
行
く
場
合
も
あ
れ

ば
、
先
輩
の
芸
妓
に
歌
や
踊
り
を
な
ら
う
場
合
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

非
常
に
厳
し
い
稽
古
が
な
さ
れ
、
三
味
線
の
ば
ち
や
、
物
差
し
で
叩
か
れ
、
体

中
が
痣
だ
ら
け
に
な
る
。
座
敷
に
上
が
る
前
の
少
女
た
ち
は
、
技
芸
の
訓
練
を

積
み
な
が
ら
、
他
に
も
芸
者
宿
の
雑
用
を
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
掃
除

や
洗
濯
に
加
え
、
先
輩
芸
者
の
三
味
線
や
着
物
も
運
び
等
、
次
々
言
い
つ
け
ら

れ
る
用
事
を
こ
な
し
、
息
付
く
間
も
な
い
。
骨
身
を
削
っ
て
働
く
が
当
然
収
入

は
な
く
、
心
身
と
も
に
拘
束
さ
れ
る
毎
日
で
あ
る
。
当
時
を
振
り
返
っ
た
老
妓

が
「
暗
澹
と
し
た
顔
つ
き
」
に
な
っ
た
こ
と
も
頷
け
る
。

数
年
後
、
少
女
は
雛
妓
（
半
玉
）
と
な
り
、
座
敷
に
出
て
、
芸
を
し
、
お
酌

を
す
る
。
玉
代
（
芸
娼
妓
を
あ
げ
て
遊
ぶ
た
め
の
金
）
は
芸
妓
の
半
分
で
あ
る
。

か
の
子
に
は
自
身
を
モ
デ
ル
に
し
た
女
性
歌
人
と
雛
妓
と
の
出
会
い
と
別
れ
を

描
い
た
『
雛
妓
』（
初
出
『
日
本
評
論
』
一
九
三
九
・
五
）
と
い
う
作
品
が
あ
る
。

作
中
、
女
性
歌
人
に
家
族
の
行
方
を
尋
ね
ら
れ
た
雛
妓
が
「
奥
さ
ま
、
そ
れ
を

ど
う
ぞ
聞
か
な
い
で
ね
。
ど
う
せ
お
雛
妓
な
ん
か
は
、
な
つ
た
と
き
か
ら
孤
児

な
ん
で
す
も
の

―
」
と
答
え
る
場
面
が
あ
る
。
親
に
売
ら
れ
て
、
行
き
場
の

な
い
少
女
は
必
死
に
座
敷
に
上
が
る
し
か
な
い
。『
雛
妓
』
で
も
少
女
は
「
幼
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い
商
売
女
の
顔
」
を
し
て
い
る
。
老
妓
は
「
座
敷
の
客
と
先
輩
と
の
間
に
交
わ

さ
れ
る
露
骨
な
話
に
笑
ひ
過
ぎ
て
畳
の
上
に
粗
相
を
し
て
仕
舞
ひ
、
座
が
立
て

な
く
な
つ
て
泣
き
出
し
て
し
ま
つ
た
」
と
い
う
思
い
出
を
語
る
。
後
に
は
笑
種

か
も
し
れ
な
い
が
、
慣
れ
な
い
座
敷
で
緊
張
を
強
い
ら
れ
た
少
女
が
、
客
や
先

輩
芸
者
の
前
で
粗
相
を
し
た
こ
と
が
涙
の
出
る
く
ら
い
の
恥
辱
で
あ
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
た
だ
し
『
雛
妓
』
に
お
い
て
少
女
が
「
あ
た
し
、
ま
だ

子
供
で
せ
う
。
だ
か
ら
大
概
の
こ
と
は
み
な
さ
ん
か
ら
大
目
に
見
て
戴
け
る
ら

し
い
気
が
し
ま
す
の
よ
」
と
返
す
よ
う
に
、
芸
者
の
世
界
が
苦
界
で
あ
る
と
い

う
真
の
意
味
が
分
か
る
の
は
、
芸
妓
に
な
っ
た
後
か
も
し
れ
な
い
。
老
妓
も
、

雛
妓
だ
っ
た
頃
を
「
何
も
知
ら
な
い
雛
妓
時
代
」
と
し
て
い
る
。「
何
も
知
ら

な
い
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
は
意
味
深
長
で
あ
る
。

平
均
し
て
一
四
歳
位
で
雛
妓
か
ら
芸
妓
に
な
り
一
本
立
ち
す
る
。
一
本
立
ち

す
る
と
き
は
、
踊
り
と
三
味
線
の
師
匠
、
芸
者
宿
の
女
将
、
先
輩
の
芸
妓
、
組

合
長
、
警
察
と
見
番
が
立
ち
合
っ
て
の
試
験
が
あ
る
。
一
本
立
ち
し
た
後
に
間

も
な
く
、
水
揚
げ
（
初
め
て
客
を
と
る
）
が
行
わ
れ
、
旦
那
（
芸
者
の
金
銭
上

の
面
倒
を
み
る
客
）
が
付
く
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
老
妓
に
も
特
定
の
旦

那
が
付
い
て
い
る
。「
囲
ひ
も
の
時
代
に
、
情
人
と
逃
げ
出
し
て
、
旦
那
に
お

ふ
く
ろ
を
人
質
に
と
ら
れ
た
」、「
向
島
の
寮
に
囲
は
れ
て
ゐ
た
時
分
、
旦
那
が

と
て
も
嫉
妬
家
で
ね
、
こ
の
界
隈
か
ら
外
へ
は
決
し
て
出
し
て
呉
れ
な
い
」
と

語
ら
れ
る
よ
う
に
、
芸
妓
は
、
そ
の
名
称
通
り
、
旦
那
に
「
囲
は
れ
て
」
身
動

き
が
取
れ
な
く
な
る
。
老
妓
は
旦
那
を
「
身
の
毛
の
よ
だ
つ
や
う
な
男
」
と
言

う
。
し
か
し
、
金
銭
取
得
を
目
的
と
す
る
芸
者
が
、
相
手
の
男
を
選
別
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ど
ん
な
に
卑
劣
な
男
で
あ
っ
て
も
、
い
か
に
嫌
厭
の
情
を
催

し
て
も
、
媚
を
売
り
、
絶
対
的
存
在
で
あ
る
旦
那
に
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
芸
者
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
本
立
ち
し
、
旦
那
が
付
い
た

後
も
、
芸
者
が
芸
者
宿
か
ら
解
放
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
最
初
に
芸
者
が
売
ら
れ
た
際
に
、
芸
者
宿
は
親
な
ど
に
身
代
金
（
年
季
）

を
支
払
う
。
芸
者
た
ち
は
、
一
本
立
ち
し
た
後
に
、
そ
の
借
金
を
返
済
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
返
済
期
間
の
相
場
は
十
年
で
、
そ
の
間
は
「
丸
抱
え
」
と
呼

ば
れ
、
衣
食
住
は
芸
者
宿
も
ち
だ
が
、
ど
ん
な
に
稼
い
で
も
玉
や
祝
儀
な
ど
の

収
入
の
一
切
が
芸
者
宿
に
入
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
年
季
が
明
け
た
後
も
、

大
抵
の
芸
者
は
「
看
板
借
り
」
と
な
る
。「
看
板
」
と
は
、
芸
者
宿
の
屋
号
の

こ
と
で
、「
看
板
借
り
」
の
芸
者
は
、
看
板
料
と
い
う
毎
月
決
め
ら
れ
た
籍
料

と
食
費
を
芸
者
宿
に
支
払
い
、
他
の
収
入
を
自
分
の
も
の
と
す
る
。
明
治
以
降
、

芸
者
は
「
看
板
」
な
し
に
は
商
売
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

老
妓
は
物
心
付
い
た
時
か
ら
苦
界
に
身
を
置
き
、
金
銭
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
ら

れ
な
い
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
籠
の
鳥
と
し
て
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。「
辛
苦
」

と
「
悲
し
み
」
の
絶
え
な
い
半
生
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

芸
者
の
顛
末
つ
い
て
の
資
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
だ
が
、
芸
者
の
理
想
と
し

た
将
来
に
二
つ
の
道
が
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
金
持
ち
の

旦
那
に
身
請
け
（
落
籍
）
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
借
金
に
縛
ら
れ
て
い
る
身

で
あ
る
芸
者
は
、
旦
那
が
高
額
の
身
請
け
金
を
支
払
う
こ
と
で
は
じ
め
て
芸
者

宿
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
自
己
が
芸
者
を
抱
え
て
芸
者
宿
を
経
営

す
る
「
看
板
ぬ
し
」
と
な
る
道
で
あ
る
。「
抱
妓
の
二
人
三
人
も
置
く
や
う
な

看
板
ぬ
し
に
な
つ
」
た
老
妓
は
、
芸
者
の
世
界
で
の
理
想
的
な
出
世
を
遂
げ
た

こ
と
に
な
る
。
経
営
の
「
内
実
の
苦
し
み
は
、
五
円
の
現
金
を
借
り
る
た
め
に
、

横
浜
往
復
十
二
円
の
月
末
払
ひ
の
車
に
乗
つ
て
行
つ
た
」
程
の
火
の
車
だ
っ
た

が
、
老
妓
は
身
請
け
の
道
を
選
ば
な
か
っ
た
。「
嫉
妬
家
」
の
旦
那
か
ら
の
身

請
け
話
は
当
然
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
、
老
妓
の
方
も
、
他
の
男
と
心
中
を
企
て

た
際
に
「
死
ん
で
仕
舞
つ
た
ら
」、「
あ
と
に
残
る
旦
那
が
可
哀
想
」、「
嫉
妬
を



― ―165

あ
れ
ほ
ど
妬
か
れ
る
と
あ
と
に
心
が
残
る
」
と
、
憎
か
ら
ず
思
っ
て
い
た
相
手

で
あ
る
。
老
妓
が
身
請
け
さ
れ
ず
に
「
看
板
ぬ
し
」
と
な
っ
た
の
は
、
自
由
を

求
め
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
身
請
け
さ
れ
た
芸
者
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
旦

那
の
妾
と
な
る
。
座
敷
に
上
が
ら
な
い
で
済
む
よ
う
に
な
る
だ
け
で
、
旦
那
の

囲
わ
れ
の
身
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
老
妓
は
、
籠
の
鳥
で
一
生
を
終

え
る
こ
と
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。

二
　
新
し
い
生
き
方

「
看
板
ぬ
し
」
と
な
っ
て
も
相
変
わ
ら
ず
金
銭
に
縛
ら
れ
る
日
々
で
あ
っ
た

が
、「
十
年
ほ
ど
前
」、
よ
う
や
く
「
永
年
の
辛
苦
で
一
通
り
の
財
産
も
出
来
、

座
敷
の
勤
め
も
自
由
な
選
択
が
許
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た
」。
芸
者
の
「
自
由
」

は
金
銭
で
し
か
得
ら
れ
な
い
。
老
妓
は
他
者
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の

「
辛
苦
」
で
築
き
上
げ
た
「
財
産
」
に
よ
っ
て
、「
自
由
」
を
得
た
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
芸
者
に
な
る
こ
と
自
体
も
「
自
由
な
選
択
」
で
は
な

か
っ
た
。
籠
の
鳥
の
生
活
に
終
止
符
を
打
ち
、
つ
い
に
「
自
由
」
に
人
生
を
謳

歌
で
き
る
時
が
き
た
の
だ
。

「
自
由
」
を
得
た
老
妓
が
ま
ず
望
ん
だ
の
は
「
健
康
で
常
識
的
な
生
活
」
だ
っ

た
。
手
始
め
に
住
み
家
を
改
造
し
「
芸
者
屋
を
し
て
い
る
表
店
と
彼
女
の
住
つ

て
ゐ
る
裏
の
蔵
附
の
屋
敷
と
は
隔
離
」
し
た
。「
健
康
で
常
識
的
な
生
活
」
と
は
、

芸
者
稼
業
か
ら
一
線
を
画
す
生
活
を
指
す
よ
う
だ
。
若
い
芸
者
た
ち
相
手
に
す

る
老
妓
の
昔
語
り
の
締
め
く
く
り
は
い
つ
も
決
ま
っ
て
い
る
。「
堅
気
さ
ん
の

女
は
羨
ま
し
い
ね
え
。
親
が
き
め
て
呉
れ
る
、
生
涯
ひ
と
り
の
男
を
持
つ
て
、

何
も
迷
わ
ず
に
子
供
を
儲
け
て
、
そ
の
子
供
の
世
話
に
な
つ
て
死
ん
で
行
く
」。

「
堅
気
さ
ん
の
女
」
の
よ
う
に
生
き
た
い
、
と
い
う
の
は
芸
者
共
通
の
希
望
だ
。

と
こ
ろ
が
、
老
妓
の
「
堅
気
さ
ん
の
女
は
羨
ま
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た

若
い
芸
者
た
ち
は
「
姐
さ
ん
の
話
も
い
ゝ
が
あ
と
が
人
を
く
さ
ら
し
て
い
け
な

い
」
と
ぼ
や
く
。『
雛
妓
』
に
お
い
て
、
無
邪
気
な
雛
妓
が
「
あ
た
し
今
に
堅

気
の
お
嫁
さ
ん
に
な
り
度
く
な
つ
た
の
。
で
も
、
こ
ん
な
こ
と
し
て
い
て
、
真

面
目
な
お
嫁
さ
ん
に
な
れ
る
か
知
ら
」
と
「
生
娘
の
様
子
」
で
訴
え
る
場
面
が

あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
聞
い
た
女
性
歌
人
は
「
ま
さ
か
「
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
。
よ
い
相
手
を
掴
め
て
落
籍
し
て
貰
え
ば
立
派
な
お
嫁
さ
ん
に
な
れ
ま

す
」
と
は
言
い
切
れ
な
か
つ
た
」
と
、
困
惑
す
る
。
芸
者
最
高
の
終
着
点
、
落

籍
さ
れ
、
正
妻
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、「
堅
気
さ
ん
の
女
」
に
な
れ

る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
柚
木
が
「
遊
び
女
」、「
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
」
と
い
う
よ
う
に
、
芸
者
に
対

す
る
差
別
と
偏
見
は
根
強
い
。
芸
者
の
女
が
「
堅
気
さ
ん
の
女
」
に
な
る
と
い

う
こ
と
は
見
果
て
ぬ
夢
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
本
人
た
ち
が
一
番
よ
く
分
か
っ
て

い
る
の
で
、
若
い
芸
者
た
ち
が
不
満
を
漏
ら
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
芸
者
が

「
堅
気
」
に
な
る
こ
と
の
困
難
は
、
社
会
的
偏
見
に
よ
る
も
の
だ
け
で
な
い
。

老
妓
は
芸
者
の
世
界
か
ら
少
し
ず
つ
退
く
に
至
り
、
装
い
も
「
目
立
た
な
い
洋

髪
に
結
び
、
市
楽
の
着
物
を
堅
気
風
に
つ
け
」、「
真
昼
の
百
貨
店
」
を
よ
く
訪

れ
る
。
老
妓
の
望
む
「
堅
気
さ
ん
の
女
」
の
日
常
の
は
ず
だ
が
、
そ
の
顔
は
「
憂

鬱
」
で
、「
真
昼
の
寂
し
さ
以
外
、
何
も
意
識
し
て
ゐ
な
い
」。
芸
者
が
突
然
、

堅
気
の
生
活
を
し
て
み
て
も
、
あ
く
ま
で
も
「
堅
気
風
」
で
あ
る
。「
真
昼
」

は
芸
者
の
時
間
で
は
な
い
。
場
に
馴
染
ま
ぬ
い
た
た
ま
れ
な
さ
と
満
た
さ
れ
ぬ

思
い
に
「
憂
鬱
」
と
「
寂
し
さ
」
を
感
ず
る
。
老
妓
が
い
ま
だ
に
「
白
い
エ
ナ

メ
ル
ほ
ど
照
り
を
持
つ
」「
厚
く
白
粉
を
つ
け
」
る
芸
者
の
化
粧
を
す
る
こ
と

が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
く
ら
「
だ
ん
だ
ん
素
人
の
素
朴
な
気
持
ち
に
還

ら
う
と
し
て
」
も
、
永
年
の
生
活
で
、
骨
の
髄
ま
で
染
み
付
い
た
芸
者
の
性
は

容
易
に
消
え
る
も
の
で
は
な
い
。
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老
妓
が
「
い
く
ら
で
も
快
活
に
喋
舌
り
出
す
」
の
は
、
や
は
り
「
職
業
の
場

所
」
で
あ
る
。
老
妓
の
語
る
様
子
は
「
物
の
怪
が
つ
き
」
と
表
現
さ
れ
る
。
芸

者
と
し
て
の
老
妓
は
、
客
を
喜
ば
せ
る
役
者
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
技
量
は

「
相
当
な
年
輩
の
芸
妓
た
ち
ま
で
「
話
し
振
り
を
習
は
う
」
と
い
つ
て
客
を
捨

て
ゝ
」「
周
囲
に
集
つ
た
」
と
い
う
ほ
ど
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作
者
に
和
歌

を
学
ぶ
際
に
、
老
妓
が
語
っ
た
「
芸
者
と
い
ふ
も
の
は
（
中
略
）
大
概
の
こ
と

に
間
に
合
ふ
も
の
だ
け
は
持
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
か
そ
の
程
度

に
教
へ
て
頂
き
度
い
。
こ
の
頃
は
自
分
の
年
恰
好
か
ら
、
自
然
上
品
向
き
の
お

客
さ
ん
の
お
相
手
を
す
る
こ
と
が
多
く
な
つ
た
か
ら
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、

い
つ
ま
で
も
努
力
を
失
わ
ぬ
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。
老
年
に
至
っ
て
も
な
お
客
に

望
ま
れ
、
同
業
者
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
の
は
、
老
妓
が
芸
者
と
し
て
の
永
年
研
鑽

を
積
み
重
ね
て
き
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

老
妓
に
は
「
支
那
の
名
優
の
梅
蘭
芳
が
帝
国
劇
場
に
出
演
し
に
来
た
と
き
」

「
費
用
は
い
く
ら
か
か
つ
て
も
関
ひ
ま
せ
ん
か
ら
、
一
度
の
を
り
を
つ
く
つ
て

欲
し
い
」
と
頼
み
込
ん
」
だ
と
い
う
「
逸
話
」
が
あ
る
。
梅
蘭
芳
は
、
美
貌
と

美
声
が
当
代
随
一
と
言
わ
れ
た
中
国
京
劇
の
女
方
の
俳
優
で
、
来
日
し
た
の
は
、

一
九
一
九
年
と
一
九
二
四
年
の
二
回
で
あ
る
。
梅
蘭
芳
も
芸
者
の
老
妓
同
様
に
、

芸
を
磨
い
て
客
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
で
の
み
生
き
残
れ
る
、
華
や
か
だ
が
盛
衰

の
激
し
い
水
商
売
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。
成
功
の
背
後
に
血
の
滲
む
努
力
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
同
業
者
な
ら
分
か
る
だ
ろ
う
。
く
し
く
も
梅
蘭
芳
の
半
生
は
、

老
妓
の
そ
れ
と
重
な
り
合
う
。
当
時
の
中
国
に
お
い
て
一
般
的
に
役
者
は
最
も

い
や
し
い
職
業
と
さ
れ
、
娼
婦
同
然
に
人
間
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
い
な

か
っ
た
。
数
え
で
九
歳
の
時
に
入
門
し
た
梅
蘭
芳
は
、
過
酷
な
稽
古
と
客
の
接

待
、
雑
用
に
追
わ
れ
る
幼
年
時
代
を
送
っ
て
い
る
。
舞
台
デ
ビ
ュ
ー
後
も
苦
労

が
絶
え
な
か
っ
た
が
、
恥
辱
に
耐
え
て
努
力
を
続
け
、
つ
い
に
栄
光
を
掴
む
の

で
あ
る⒀
。
老
妓
が
、
梅
蘭
芳
と
の
接
見
を
望
ん
だ
の
は
、
同
業
者
と
し
て
世
界

的
頂
点
に
君
臨
す
る
人
物
に
一
目
会
い
、
何
か
を
得
た
い
と
い
う
欲
求
か
ら
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
老
妓
の
行
動
は
、
芸
者
と
し
て
の
高
い
職
業
意
識
を
示
し

て
い
る
と
捉
え
た
い
。

し
か
し
、
芸
者
の
道
を
極
め
よ
う
と
永
年
精
進
し
て
き
た
末
に
老
妓
は
、
テ

ク
ス
ト
冒
頭
に
示
さ
れ
た
「
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
よ
う
に
当
人
の
感
じ
に
な
ず
ま
な
い
」
と
い
う
状

態
に
陥
っ
て
い
た
。
江
戸
期
よ
り
「
一
、
遊
女
勤
め
の
儀
は
、
第
一
詐
り
を
専

ら
と
し
、
仮
に
も
誠
の
心
持
つ
間
敷
事
」（『
遊
女
屋
掟
書⒁
』）
は
芸
者
の
世
界

の
鉄
則
だ
っ
た
。
虚
飾
の
世
界
に
ど
こ
ま
で
も
身
を
沈
め
て
き
た
老
妓
は
、「
平

出
園
子
」
と
し
て
の
生
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
。
老
妓
の
「
次
か
ら
次
へ
と
、

未
知
の
も
の
を
貪
り
食
つ
て
行
」
く
行
為
は
、
芸
者
で
も
堅
気
で
も
な
い
「
平

出
園
子
」
と
し
て
の
生
き
方
の
模
索
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
養
女
の
み

ち
子
を
「
女
学
校
に
通
わ
せ
」
た
。『
鮨
』（
初
出
『
文
芸
』
一
九
三
九
・
一
）

に
お
い
て
は
「
ま
は
り
に
浸
々
と
押
し
寄
せ
て
来
る
知
識
的
な
空
気
」
を
察
知

し
た
両
親
が
「
自
分
は
職
人
だ
つ
た
か
ら
せ
め
て
娘
は
」、「
と
に
か
く
教
育
だ

け
は
し
て
お
か
な
け
れ
ば
」
と
娘
を
女
学
校
に
入
れ
る
。
知
識
を
得
て
、
教
養

を
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
は
広
が
る
。
幼
い
頃
か
ら
芸
者
と
し
て

生
き
て
き
た
老
妓
は
、
教
育
を
受
け
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
老
妓
は
み

ち
子
を
自
分
の
知
り
尽
く
し
た
狭
い
芸
者
の
世
界
か
ら
「
遮
断
し
」、「
女
学
校

に
通
わ
せ
」
る
こ
と
で
、
自
身
の
未
知
の
可
能
性
を
拓
こ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
か
。「
稽
古
事
が
新
時
代
的
な
も
の
や
知
識
的
な
も
の
に
移
つ
」
た
点
や
「
改

築
し
て
、
電
化
装
置
に
し
た
」
点
も
、
新
た
な
世
界
に
対
す
る
興
味
に
よ
る
も

の
だ
ろ
う
。「
電
気
装
置
を
い
ぢ
る
の
を
楽
し
み
に
」「
毎
朝
こ
ど
も
の
や
う
に

早
起
」
す
る
老
妓
の
「
心
は
新
鮮
に
慄
へ
る
」。
先
行
研
究
に
お
い
て
老
妓
の
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貪
慾
さ
は
異
常
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
ま
れ
が
ち
だ
が
、
前
章
ま
で
で
検
証
し

た
よ
う
に
老
妓
が
籠
の
鳥
と
し
て
、
職
業
の
た
め
に
自
我
を
殺
し
、
精
一
杯
苦

界
を
生
き
抜
い
て
き
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
当
然
の
渇
望
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

残
さ
れ
た
時
間
は
限
ら
れ
て
い
る
。
老
妓
は
、
人
生
の
終
焉
に
至
り
、
芸
者
で

も
堅
気
で
も
な
い
、
新
し
い
生
き
方
を
希
求
し
た
の
だ
。

三
　「
た
つ
た
一
人
の
男
」

老
妓
が
生
涯
求
め
続
け
た
も
の
は
「
た
つ
た
一
人
の
男
」
だ
っ
た
。
老
妓
は
、

若
い
芸
者
た
ち
に
自
己
の
芸
者
人
生
の
「
総
て
を
語
つ
た
の
ち
に
」、「
た
つ
た

一
人
の
男
を
求
め
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
感
慨
を
漏
ら
し
て
い
る
。「
切
れ

つ
ぱ
な
し
だ
け
の
惚
れ
合
ひ
方
」
ば
か
り
を
し
た
と
後
悔
を
語
る
老
妓
だ
が
、

囲
い
者
時
代
に
共
に
「
逃
げ
出
し
」
た
「
情
人
」
は
、
ど
う
な
の
か
。
老
妓
は

「
あ
た
し
は
こ
の
辺
を
散
歩
す
る
と
云
つ
て
寮
を
出
る
し
、
男
は
ま
た
鯉
釣
り

に
化
け
て
」「
並
木
の
陰
に
船
を
繁
つ
て
」「
ラ
ン
デ
ヴ
ウ
し
た
」
と
、
旦
那
に

隠
れ
て
情
人
と
逢
引
し
て
い
た
。
芸
者
に
恋
は
御
法
度
と
言
わ
れ
、
恋
人
と
逃

げ
よ
う
も
の
な
ら
、
芸
者
宿
は
世
間
体
が
悪
い
の
で
そ
の
芸
者
を
置
く
こ
と
は

で
き
ず
、
花
街
か
ら
追
放
さ
れ
る
。
前
章
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
幼
い

頃
か
ら
苦
労
を
重
ね
、
芸
者
と
い
う
職
業
に
生
涯
を
捧
げ
て
き
た
に
も
拘
わ
ら

ず
、
禁
忌
を
犯
し
た
老
妓
に
は
、
芸
者
と
い
う
職
業
を
失
う
覚
悟
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。「
心
中
の
相
談
」
を
し
て
い
る
の
だ
が
、「
ち
よ
つ
と
危
か

つ
た
」
と
い
う
く
ら
い
鬼
気
迫
る
、「
い
つ
死
な
う
か
逢
ふ
度
に
相
談
」
す
る

く
ら
い
本
気
の
決
意
で
あ
っ
た
。
話
を
聞
い
て
い
た
柚
木
も
「
思
ひ
詰
め
た
男

女
を
想
像
」
し
て
い
る
。「
心
中
」
を
「
や
め
よ
う
」
と
言
っ
た
の
は
相
手
の

方
で
、
老
妓
に
と
っ
て
は
全
て
を
引
き
か
え
に
し
た
死
も
厭
わ
ぬ
恋
だ
っ
た
。

芸
者
に
と
っ
て
の
恋
と
は
、
新
た
な
世
界
を
拓
く
唯
一
の
手
段
だ
と
捉
え
ら

れ
る
。
妾
と
な
っ
て
も
籠
の
鳥
、
看
板
主
と
な
れ
ば
芸
者
稼
業
に
深
く
身
を
沈

め
る
こ
と
と
な
り
、
理
想
と
す
る
将
来
の
い
ず
れ
に
転
ん
で
も
結
局
は
狭
い
芸

者
の
世
界
で
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
前
借
金
に
縛
ら
れ
た
芸
者
が
自
力
で
逃
げ

る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
る
し
、
万
が
一
逃
げ
切
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
自

力
で
生
き
て
い
く
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
芸
者
の
世
界
か
ら
抜
け
出
す
た
め

に
は
、
恋
人
と
逃
げ
る
道
し
か
な
く
、
そ
の
先
に
は
未
知
の
広
い
世
界
が
広

が
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
老
妓
の
頭
の
中
で
も
、「
た

つ
た
一
人
の
男
」
と
新
し
い
世
界
が
結
び
付
い
て
い
る
と
考
え
る
。「
た
つ
た

一
人
の
男
」
に
つ
い
て
、「
こ
の
先
、
見
つ
か
つ
て
来
る
男
か
も
知
れ
な
い
」

と
す
る
老
妓
の
目
の
前
に
突
如
現
れ
た
の
が
、
柚
木
だ
っ
た
。
老
妓
の
心
を

「
新
鮮
」
に
す
る
電
気
装
置
の
技
師
と
し
て
登
場
し
、「
言
葉
仇
」
と
し
て
自
分

の
知
ら
な
い
新
し
い
言
葉
を
操
り
、
発
明
に
よ
っ
て
何
か
新
し
い
も
の
を
生
み

出
そ
う
と
す
る
、「
颯
爽
と
し
た
若
い
」
青
年
は
、
ま
さ
し
く
新
し
い
世
界
へ

の
案
内
人
に
ふ
さ
わ
し
い
。

柚
木
と
老
妓
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
老
妓
の
一
方
的
な
妄
執
と
読
ま
れ
る

傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
近
年
に
な
り
疑
似
的
な
母
子
関
係
と
す
る
読
み
も
出
て

き
た⒂
。
本
稿
で
は
、
老
妓
に
と
っ
て
の
柚
木
は
「
た
つ
た
一
人
の
男
」
で
あ
り
、

柚
木
に
と
っ
て
の
老
妓
も
性
愛
の
対
象
だ
と
考
え
る
。
柚
木
は
、
み
ち
子
と

「
一
度
稲
妻
の
や
う
に
掠
め
合
つ
た
」
と
、
性
的
関
係
を
結
ん
で
い
る
が
、
そ

の
関
係
を
「
を
か
し
か
つ
た
」
と
し
て
、
さ
し
て
重
大
な
こ
と
と
し
て
捉
え
て

は
い
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
老
妓
と
の
軽
い
身
体
的
接
触
に
は
、
強
い
印
象
を

抱
い
て
い
る
。

柚
木
は
老
妓
に
「
フ
ラ
ン
ス
レ
ビ
ュ
の
大
立
物
の
女
優
」
ミ
ス
タ
ン
ゲ
ツ
ト⒃

の
話
題
を
持
ち
出
す
。
ミ
ス
タ
ン
ゲ
ッ
ト
は
、
完
全
な
美
人
で
も
な
い
し
、
踊

り
も
歌
も
特
別
優
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
観
客
を
楽
し
ま
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せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
右
に
出
る
者
は
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
柚
木
は

「
あ
の
お
婆
さ
ん
は
体
中
の
皺
を
足
の
裏
へ
、
括
っ
て
留
め
て
い
る
と
い
う
評

判
だ
」
と
言
う
。
ミ
ス
タ
ン
ゲ
ッ
ト
は
、
病
に
よ
っ
て
七
八
歳
で
引
退
す
る
ま

で
観
客
を
魅
了
し
続
け
た
。
柚
木
に
限
ら
ず
、
当
時
の
日
本
人
の
ミ
ス
タ
ン

ゲ
ッ
ト
へ
の
関
心
は
、
そ
の
年
齢
不
相
応
の
若
さ
に
向
け
ら
れ
て
い
た⒄
。「
あ

ん
た
な
ん
か
ま
だ
そ
の
必
要
は
な
さ
さ
う
だ
な
あ
」
と
す
る
柚
木
の
前
に
、
老

妓
は
腕
を
突
き
出
す
と
、
皮
膚
を
柚
木
に
指
で
抓
ら
せ
、
反
対
側
か
ら
引
く
。

指
で
挟
ん
だ
皮
膚
が
、「
力
を
籠
め
て
」
も
、「
じ
い
わ
り
滑
り
抜
け
て
」
い
く

の
に
、
柚
木
は
驚
嘆
し
、
老
妓
の
腕
の
「
鰻
の
腹
の
よ
う
な
靱
い
滑
か
さ
」
と

「
羊
皮
紙
の
よ
う
な
神
秘
な
白
い
色
」
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
老
妓
の
肌
に

は
、
滋
養
強
壮
の
食
物
と
さ
れ
る
「
鰻
」
に
例
え
ら
れ
る
張
り
と
弾
力
が
あ
り
、

耐
久
性
に
優
れ
て
い
て
光
沢
が
あ
る
「
羊
皮
紙
」
に
例
え
ら
れ
る
光
輝
く
白
さ

が
あ
っ
た
。
若
い
「
神
秘
な
」
肌
は
、
柚
木
の
「
感
覚
に
い
つ
ま
で
も
残
っ
た
」

の
で
あ
る
。
柚
木
は
、
若
い
芸
妓
た
ち
が
「
頻
り
に
艶
め
か
し
く
」
柚
木
を
誘

惑
し
て
も
、
特
別
な
感
情
を
抱
か
ず
、
み
ち
子
の
「
肉
感
的
な
匂
ひ
」
も
「
刹

那
的
な
も
の
」
で
、「
心
に
打
ち
込
む
も
の
は
な
か
つ
た
」
と
し
て
お
り
、
老

妓
の
肌
の
触
感
が
「
感
覚
に
い
つ
ま
で
も
残
つ
た
」
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

老
妓
の
肌
が
「
鰻
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
み
ち
子
は
、「
病
鶏
の
さ
ゝ
身
」
に

例
え
ら
れ
、
膝
の
上
に
腰
を
か
け
ら
れ
る
と
「
結
婚
適
齢
期
に
し
ち
や
あ
、
情

操
の
カ
ン
カ
ン
が
足
り
な
い
」、「
お
っ
か
さ
ん
（
老
妓
―
引
用
者
註
）
位
な
体

格
に
な
る
ん
だ
ね
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
柚
木
が
老
妓
に
官
能
的
な
魅
力
を
感

じ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

ミ
ス
タ
ン
ゲ
ッ
ト
に
ま
つ
わ
る
挿
話
と
し
て
最
も
有
名
な
も
の
は
、
一
五
歳

年
下
の
共
演
者
モ
ー
リ
ス
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
と
の
ロ
マ
ン
ス
で
あ
る
。
ミ
ス
タ

ン
ゲ
ッ
ト
は
、
若
い
恋
人
を
劇
場
に
売
り
込
み
、
自
分
へ
の
出
演
依
頼
に
は
、

彼
と
の
共
演
を
条
件
に
し
た
。
ま
た
第
一
次
世
界
大
戦
の
際
、
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ

が
捕
虜
と
な
っ
て
収
容
さ
れ
る
と
、
釈
放
を
求
め
て
奔
走
し
、
ス
ペ
イ
ン
国
王

に
ま
で
働
き
か
け
、
解
放
に
こ
ぎ
着
け
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
年
下

の
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
に
尽
く
す
ミ
ス
タ
ン
ゲ
ッ
ト
は
、
柚
木
を
援
助
す
る
老
妓
の

姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
ミ
ス
タ
ン
ゲ
ッ
ト
の
名
前
を
出
し
た
柚
木
が
、
シ
ュ

ヴ
ァ
リ
エ
と
の
恋
愛
事
情
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
老
妓
と
自
己

の
関
係
と
、
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
十
分
に
想
定
さ
れ
る
。
二
人
は
援
助
す

る
・
さ
れ
る
と
い
う
関
係
以
前
に
恋
人
同
士
で
あ
る
。

ま
た
、
テ
ク
ス
ト
に
は
老
妓
と
柚
木
が
共
に
食
事
を
す
る
場
面
が
あ
る
。「
母

子
の
や
う
な
寛
ぎ
方
で
食
べ
た
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
二
人
の
関
係
を
母
子

関
係
と
読
む
根
拠
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
二
人
が
「
食
べ
た
」
の
が
、「
初
午
の
日
」
の
「
稲
荷
鮨
」
で

あ
る
点
だ
。「
初
午⒅
」
と
は
、
二
月
最
初
の
午
の
日
で
、
こ
の
日
に
稲
荷
を
祀

る
年
中
行
事
で
あ
る
。
老
妓
と
柚
木
の
周
囲
に
は
、
常
に
大
勢
の
人
々
が
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
的
な
年
中
行
事
が
二
人
き
り
で
行
わ
れ
た
の
は
不
自

然
で
あ
る
。
ま
た
、
民
衆
は
賽
銭
と
稲
荷
の
眷
属
で
あ
る
狐
の
好
物
で
あ
る
油

あ
げ
な
ど
を
供
え
る
の
で
、「
稲
荷
鮨
」
は
共
食
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
共
食

と
は
、
神
に
供
え
た
も
の
を
皆
で
食
べ
あ
う
こ
と
で
、
神
を
祀
っ
た
者
ど
う
し

の
精
神
的
・
肉
体
的
連
帯
を
強
め
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
は
他
に
、

神
へ
の
供
え
物
で
は
な
い
が
、
み
ち
子
が
作
っ
た
「
ご
馳
走
」
を
柚
木
と
二
人

で
食
す
場
面
が
あ
る
。
こ
の
直
後
、
二
人
は
性
的
な
関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
稲
荷
神
社
は
、
火
坊
、
福
運
、
屋
敷
神
の
他
に
、
子
授
け
の
神
と
し

て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
男
女
が
二
人
き
り
で
子
授
け
の
神
を
祀
る
こ
と
の
意
味

は
小
さ
く
は
な
い
。「
初
午
の
日
」
の
「
稲
荷
鮨
」
の
共
食
は
、
老
妓
と
柚
木

の
恋
愛
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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自
分
を
援
助
す
る
老
妓
の
真
意
を
掴
み
か
ね
て
、
老
妓
か
ら
逃
げ
出
し
た
柚

木
は
、「
こ
こ
へ
来
て
も
老
妓
の
雰
囲
気
か
ら
脱
し
得
ら
れ
な
い
」、「
そ
の
中

に
籠
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
き
は
重
苦
し
く
退
屈
だ
が
、
離
れ
る
と
寂
し
く
な
る
」

と
す
る
。
一
方
の
老
妓
は
、「
柚
木
が
も
し
帰
つ
て
来
な
く
な
つ
た
ら
と
想
像

す
る
と
」、「
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
気
が
す
る
」、「
心
の
中
が
不
安
な
脅
え
が

や
ゝ
情
緒
的
に
発
行
し
て
寂
し
さ
の
微
醺
の
や
う
な
も
の
に
な
つ
て
、
精
神
を

活
発
に
し
て
ゐ
た
」
と
す
る
。
両
者
と
も
に
、
離
れ
離
れ
に
な
る
と
、
互
い
に

相
手
の
存
在
の
大
き
さ
が
強
く
認
識
さ
れ
、
耐
え
難
い
「
寂
し
さ
」
に
襲
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
老
妓
が
求
め
た
「
心
の
底
か
ら
惚
れ
合
ふ
」
関
係
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。「
寂
し
さ
」
が
「
精
神
を
活
発
に
」
す
る
と
は
、
柚
木
へ
の
「
純

粋
な
」
恋
心
で
あ
り
、
老
妓
に
と
っ
て
柚
木
が
「
た
つ
た
一
人
の
男
」
で
あ
る

こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

人
生
の
終
焉
に
至
っ
た
時
に
、
生
ま
れ
て
始
め
て
の
「
自
由
」
を
得
て
、
芸

者
で
も
「
堅
気
さ
ん
の
女
」
で
も
な
い
新
た
な
生
を
希
求
し
た
老
妓
は
、
ず
っ

と
求
め
て
い
た
「
た
つ
た
一
人
の
男
」
と
出
会
っ
た
。
し
か
し
、
老
妓
は
柚
木

に
よ
っ
て
新
た
な
生
き
る
道
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
老
妓
が
惹

か
れ
た
所
以
で
あ
ろ
う
柚
木
の
も
っ
て
い
た
当
初
の
情
熱
（「
パ
ツ
シ
ヨ
ン
」）

は
、
す
っ
か
り
消
え
果
て
、
そ
の
心
境
は
「
自
分
は
発
明
な
ん
て
大
そ
れ
た
こ

と
よ
り
、
普
通
の
生
活
が
欲
し
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
普
通
の
生
活
」、

つ
ま
り
「
堅
気
さ
ん
」
の
生
活
で
は
、
老
妓
の
心
は
満
た
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、

柚
木
を
そ
の
よ
う
な
状
態
に
追
い
込
ん
だ
の
は
、
他
な
ら
ぬ
老
妓
自
身
で
あ
る
。

柚
木
は
生
活
の
心
配
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
情
熱
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
金
銭

の
援
助
を
す
る
こ
と
は
、
相
手
を
金
銭
で
縛
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
老
妓
も

永
年
、
籠
の
鳥
と
し
て
「
自
由
」
を
奪
わ
れ
た
「
辛
苦
」
の
生
活
を
送
っ
て
き

た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
全
く
同
じ
こ
と
を
柚
木
に
し
た
。
柚
木
が
「
柚
木
が
逃
げ

る
度
に
、
柚
木
に
尊
敬
の
念
を
持
つ
」
の
は
、
柚
木
の
行
為
が
芸
者
の
自
分
に

で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
老
妓
が
自
身
の
行
為
に
自
覚
が
あ
る

こ
と
を
示
す
。
明
ら
か
に
老
妓
に
は
大
き
な
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
、
幼
少
の

頃
か
ら
半
世
紀
以
上
、
本
名
が
「
当
人
の
感
じ
に
な
ず
ま
な
い
」
状
態
に
な
る

ま
で
、
芸
者
の
世
界
で
生
き
て
き
た
老
妓
が
、
果
た
し
て
他
の
方
法
を
持
ち
得

た
の
か
。
自
身
の
新
た
な
生
を
見
付
け
る
た
め
の
方
法
が
「
た
つ
た
一
人
の
男
」

で
あ
っ
た
こ
と
も
、
芸
者
と
し
て
生
き
る
中
で
老
妓
が
身
に
付
け
た
悲
し
い
価

値
観
な
の
で
あ
る
。
老
妓
は
「
何
も
世
の
中
に
い
ろ
気
が
な
く
な
つ
た
」
と
い

う
柚
木
に
対
し
て
、「
そ
ん
な
と
き
は
、
何
で
も
い
ゝ
か
ら
苦
労
の
種
を
見
付

け
る
ん
だ
ね
。
苦
労
も
ほ
ど
〳
〵
の
分
量
に
や
持
ち
合
わ
せ
て
ゐ
る
も
ん
だ
」

と
忠
告
し
て
い
る
。
老
妓
は
高
い
職
業
意
識
を
も
ち
、
苦
労
と
努
力
を
重
ね
、

芸
者
と
い
う
道
を
極
め
ん
と
し
た
。
こ
れ
ま
で
「
男
を
飼
う
」
と
い
わ
れ
て
き

た
老
妓
の
行
為
は
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
に
与
え
ら
れ
た
芸
者
と
い
う
人
生
を
精

一
杯
走
り
抜
け
て
き
た
証
で
あ
る
と
捉
え
た
い
。
テ
ク
ス
ト
末
尾
に
「
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
老
妓

の
短
歌
が
付
さ
れ
て
い
る
。
園
子
と
い
う
名
前
が
示
す
よ
う
に
、
囲
わ
れ
・
囲

う
関
係
か
ら
生
涯
脱
却
で
き
な
い
の
は
、
芸
者
の
「
悲
し
み
」
に
他
な
ら
な
い
。

老
妓
は
、
芸
者
と
し
て
し
か
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
自
分
の
生
の
「
悲
し
み
」
を

認
識
し
て
い
る
。

「
た
つ
た
一
人
の
男
」
柚
木
と
の
出
会
い
は
、
老
妓
に
と
っ
て
何
の
意
味
も

も
た
な
か
っ
た
の
か
。
老
妓
は
柚
木
と
言
葉
を
交
わ
し
合
う
こ
と
を
契
機
に
、

自
己
の
芸
者
と
し
て
の
生
涯
を
顧
み
る
機
会
を
得
て
お
り
、
そ
れ
は
新
た
な
生

を
追
求
し
て
い
く
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
。
老
妓
の
心
は
「
常
に
満
足
と
不
満
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が
交
る
〴
〵
」
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
彼
女
を
推
し
進
め
て
ゐ
る
」。
生
を
希

求
す
る
そ
の
行
為
こ
そ
が
「
華
や
ぐ
い
の
ち
」
な
の
で
は
な
い
か
。「
悲
し
み
」

を
「
深
く
」
し
な
が
ら
も
与
え
ら
れ
た
生
を
精
一
杯
に
生
き
抜
い
た
女
が
、
老

境
に
至
っ
て
も
な
お
、
新
た
な
生
を
求
め
て
、
い
か
に
生
き
ん
と
す
る
か
に
葛

藤
し
、
も
が
く
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
に
本
テ
ク
ス
ト
の
真
価
が
あ
る

と
考
え
る
。

注
⑴　
「
文
芸
時
評
」（『
文
芸
春
秋
』
一
九
三
八
・
一
二
）

⑵　
「
文
芸
時
報
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
八
・
一
一
・
四
）

⑶　
「
解
説
」（『
老
妓
抄
』
新
潮
社　

一
九
五
〇
・
四
）

⑷　
「
老
妓
抄
」（『
岡
本
か
の
子
』
清
水
書
院　

一
九
六
六
・
五
）

⑸　
「
岡
本
か
の
子
」（『
国
文
学　

解
釈
と
観
賞
』
一
九
七
二
・
三
）

⑹　
「
作
品
鑑
賞
」（『
短
編　

女
性
文
学　

近
代
―
増
補
版
―
』
お
う
ふ
う　

一
九
八

七
・
四
）

⑺　
「『
老
妓
抄
』
岡
本
か
の
子
」（『
国
文
学　

解
釈
と
観
賞
』
一
九
八
八
・
四
）

⑻　
「
妾
―
尾
崎
紅
葉
『
三
人
妻
』
岡
本
か
の
子
『
老
妓
抄
』（『
国
文
学　

解
釈
と
教

材
の
研
究
』
二
〇
〇
一
・
二
）

⑼　
「
男
を
〝
飼
う
”
試
み
の
挫
折
」（『
岡
本
か
の
子　

い
の
ち
の
回
帰
』
二
〇
〇
四
・

一
一
）

⑽　
「
岡
本
か
の
子
「
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
へ
の
憧
憬
―
『
老
妓
抄
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
尾
形

明
子
・
長
谷
川
啓
編
『
老
い
の
愉
楽
―
「
老
人
文
学
」
の
魅
力
』
東
京
堂
出
版　

二

〇
〇
八
・
九
）

⑾　

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
執
筆
・
発
表
時
期
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い

る
が
、
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
ミ
ス
タ
ン
ゲ
ッ
ト
の
年
齢
に
不
釣
り
合
い
な
若
さ
に
つ
い

て
の
挿
話
が
、
日
本
で
話
題
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
三
三
年
で
あ
る
。

⑿　

芸
者
の
生
活
に
つ
い
て
、
岸
井
良
衛
『
女
芸
者
の
時
代
』（
青
蛙
房　

一
九
七
五
・

一
）、
津
金
澤
聡
廣
・
土
屋
礼
子
編
『
大
正
・
昭
和
の
風
俗
批
評
と
社
会
探
訪
―
村

嶋
歸
之
著
作
選
集　

第
四
巻　

売
買
春
と
女
性
』（
柏
書
房　

二
〇
〇
四
・
一
〇
）、

増
田
小
夜
『
人
間
の
記
録
双
書　

芸
者
』（
平
凡
社　

一
九
五
七
・
八
）、
明
田
鉄
男

『
日
本
花
街
史
』（
雄
山
閣
出
版　

一
九
九
〇
・
一
二
）
を
参
照
し
た
。

⒀　

加
藤
徹
『
梅
蘭
芳　

世
界
を
虜
に
し
た
男
』（
ビ
ジ
ネ
ス
社　

二
〇
〇
九
・
三
）

を
参
照
し
た
。

⒁　

寛
永
年
間
、
吉
原
江
戸
町
二
丁
目
の
佐
野
槌
屋
に
あ
っ
た
。
遊
女
に
対
す
る
「
万

事
い
つ
わ
り
に
徹
せ
よ
」
と
い
う
訓
示
と
遊
女
締
め
上
げ
の
惨
酷
令
が
示
さ
れ
る
。

⒂　

水
田
宗
子
「
岡
本
か
の
子
「
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
へ
の
憧
憬
―
『
老
妓
抄
』
を
め
ぐ
っ

て
」、
外
村
彰
「「
老
妓
抄
」
―
発
明
と
家
出
の
意
味
す
る
も
の
―
」（『
岡
本
か
の
子

　

短
歌
と
小
説
―
主
我
と
没
我
―
』
お
う
ふ
う　

二
〇
一
一
・
二
）
等
。

⒃　

薮
内
久
『
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
』（
松
本
書
房　

一
九
九
三
・
七
）

を
参
照
し
た
。

⒄　

か
の
子
は
幾
度
も
随
筆
で
言
及
し
て
お
り
、「
レ
ヴ
ィ
ウ
紙
上
舞
台
」（
初
出
『
演

劇
画
報
』
一
九
三
三
・
四
）
に
お
い
て
は
「
独
逸
人
は
観
察
し
た
。
さ
う
し
て
云
つ

た
。
彼
女
は
皺
を
た
ぶ
ん
足
の
裏
に
括
り
溜
め
て
居
る
の
で
も
あ
ら
う
」
と
綴
っ
て

い
る
。
獅
子
文
六
は
、「
ミ
ス
タ
ン
ゲ
ッ
ト
は
何
故
と
し
と
ら
ぬ
」（『
新
青
年
』
一

九
三
三
・
九
）
で
、「
こ
の
婆
さ
ん
、
実
に
フ
テ
ブ
テ
シ
ク
若
い
」
と
し
、「
子
山
羊

の
血
を
絞
っ
て
入
浴
す
る
」「
支
那
の
仙
薬
を
飲
む
」
等
の
流
言
を
綴
っ
て
い
る
。

⒅　
『
民
間
信
仰
辞
典
』（
東
京
堂
出
版　

一
九
八
〇
・
一
二
）
を
参
照
し
た
。

〈
付
記
〉
本
文
の
引
用
は
『
岡
本
か
の
子
全
集
』
第
四
巻
（
冬
樹
社　

一
九
七
四
・
三
）

を
テ
ク
ス
ト
と
し
、
引
用
も
そ
れ
に
拠
っ
た
。
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。


