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一

　

岡
本
か
の
子
「
老
妓
抄①
」
は
一
九
三
八
年
一
一
月
の
『
中
央
公
論
』
創
作

欄
・「
女
流
短
篇
特
輯
」
の
巻
頭
を
飾
っ
た
。
発
表
直
後
か
ら
絶
賛
評
を
多
数

集
め
、
か
の
子
の
小
説
家
と
し
て
の
名
声
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
作
品
で
あ

る
。
梗
概
を
左
に
記
し
て
お
こ
う
。

　
「
永
年
の
辛
苦
」
の
結
果
、「
一
通
り
の
財
産
」
と
勤
め
の
自
由
を
手
に
入
れ

た
平
出
園
子
こ
と
「
小
そ
の
」（
以
下
「
老
妓
」
と
す
る
）
は
現
在
芸
者
屋
を

営
ん
で
い
る
が
、
一
〇
年
程
前
か
ら
「
何
と
な
く
健
康
で
常
識
的
な
生
活
を
望

む
や
う
に
な
」
っ
て
い
た
。「
こ
の
物
語
を
書
き
記
す
作
者
」
と
は
新
た
な
稽

古
事
の
和
歌
を
学
び
に
行
っ
た
こ
と
か
ら
関
わ
り
が
生
ま
れ
る
。
和
歌
を
指
南

し
、
老
妓
を
「
母
ほ
ど
も
年
上
」
と
表
現
で
き
る
若
さ
を
も
つ
こ
と
し
か
明
ら

か
に
さ
れ
な
い
「
作
者
」
は
、
母
屋
に
「
文
明
の
利
器
」
で
あ
る
電
化
装
置
を

設
備
し
た
老
妓
の
感
動
を
描
き
、
そ
こ
に
芸
妓
と
し
て
の
彼
女
の
追
憶
を
重
ね

合
わ
せ
る
。
電
化
装
置
は
「
快
活
で
事
も
な
げ
な
青
年
」・
柚
木
と
出
会
う
契

機
と
も
な
っ
た
。
彼
は
現
在
の
自
身
の
仕
事
に
充
足
を
感
じ
て
お
ら
ず
、
そ
の

不
満
に
共
鳴
し
た
老
妓
の
申
し
出
で
世
話
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、

老
妓
や
そ
の
養
女
・
み
ち
子
と
暮
ら
す
う
ち
に
当
初
の
意
欲
を
失
い
、
連
れ
戻

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
出
奔
す
る
癖
を
つ
け
て
し
ま
う
。
末
尾
で
、
老
妓

が
「
作
者
」
に
届
け
た
「
和
歌
の
添
削
の
詠
草
」
が
紹
介
さ
れ
る
。

　

同
時
代
の
言
説
空
間
で
は
、
本
作
を
「
愛
情
の
世
界
を
描
い
た
も
の
」
と
定

義
し
「
戦
争
の
如
何
に
ま
る
で
か
か
は
つ
て
ゐ
な
い
」
と
述
べ
た
風
巻
景
次
郎②

を
は
じ
め
、
本
作
を
含
む
「
岡
本
さ
ん
の
文
学
の
美
し
さ
」
を
「
現
実
か
ら
離

れ
た
と
こ
ろ
の
想
念
に
よ
つ
て
人
間
の
生
活
が
描
か
れ
て
ゆ
く
」
点
に
見
出
し

た
窪
川
（
佐
多
）
稲
子③
、
作
品
の
世
界
を
「
遊
び
ご
こ
ろ
の
突
き
詰
め
た
一
つ

の
心
象
世
界
」「
宗
教
に
や
が
て
通
ず
る
一
つ
の
現
実
脱
走
」
と
断
じ
た
十
返

逸
脱
の
連
鎖
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一④
な
ど
に
よ
っ
て
、
時
局
と
の
関
わ
り
の
希
薄
さ
や
「
現
実
」
を
離
れ
た
有
閑

性
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
日
華
事
変
の
影
響
を
多
分
に
受

け
た
文
壇⑤
に
あ
り
な
が
ら
戦
時
色
を
打
ち
出
し
て
お
ら
ず
、
当
時
の
読
者
に

と
っ
て
、
切
迫
し
た
現
実
社
会
の
様
相
を
多
分
に
意
識
で
き
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
時
局
の
変
化
に
伴
い
「
文
学
界
で
は
数
え
る
ほ
ど
の
作

品
し
か
生
存
で
き
な
い
不
利
な
、
不
毛
な
土
壌⑥
」、「
文
学
の
課
題
と
し
て
「
記

録
」「
報
告
」「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
方
法
が
意
識
さ
れ
た⑦
」
の
が
、
一

九
三
八
年
末
の
文
壇
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
論
調
は
戦
後
の
評
論
や
研
究
に
も
受
け
継
が
れ
る
。
例
え
ば
、
岩

崎
呉
夫
が
「
時
代
と
無
縁
に
み
え
る
」、「
有
閑
的
な
「
性
と
芸
」
の
世
界
に
取

材
し
た
作
品⑧
」
と
評
し
た
他
に
も
、「
昭
和
十
年
代
の
あ
わ
た
だ
し
く
、
世
知

が
ら
い
世
の
中
は
ま
っ
た
く
想
像
す
ら
で
き
な
い
」、「
か
の
子
は
ひ
と
り
、
白

痴
的
と
も
思
え
る
強
固
さ
で
、
世
俗
の
現
象
を
い
っ
さ
い
無
視
し
、
自
己
の
世

界
に
没
入
し
た⑨
」、「
当
時
の
時
局
下
と
い
う
こ
と
か
ら
は
凡
そ
無
関
係
な
感
じ

の
す
る
も
の⑩
」
と
さ
れ
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
評
価
に
お
け
る
「
時
代
」
や

「
世
の
中
」
と
「
老
妓
抄
」
と
は
、
果
た
し
て
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
乖
離
し
て
い

る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
乖
離
で
は
な
く
互
い
に
近
接
す
る
と
考
え
、
時
代

性
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
新
た
に
読
み
解
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

本
稿
の
試
み
は
、
作
品
世
界
と
時
局
と
の
関
わ
り
を
検
討
し
、
老
女
と
青
年

の
関
係
を
同
時
代
的
文
脈
の
も
と
に
置
き
直
す
こ
と
で
あ
る
。
本
作
は
老
い
と

性
、
小
説
（
散
文
）
に
お
け
る
短
歌
（
韻
文
）
の
位
置
づ
け
、
語
り
の
あ
り
方

な
ど
、
多
角
的
な
視
点
か
ら
読
解
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
に
「
初
出
時
の

現
実
空
間
と
作
品
空
間
と
は
一
体
と
な
る⑪
」
点
へ
の
言
及
も
あ
る
が
、
当
時
の

文
脈
の
中
で
二
者
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
ま

た
、
本
文
に
「
社
会
」
や
「
世
の
中
」、「
現
実
」
な
ど
外
的
世
界
を
表
す
語
が

繰
り
返
し
使
わ
れ
る
点
も
看
過
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
老
妓
と
柚
木
が
そ

れ
ら
と
関
わ
っ
て
い
く
さ
ま
を
追
い
、
社
会
に
対
峙
す
る
彼
ら
の
姿
を
捉
え
て

み
た
い
。
そ
し
て
、
主
に
老
妓
の
語
ら
れ
方
に
注
目
し
な
が
ら
「
こ
の
物
語
を

書
き
記
す
作
者
」
の
性
格
を
概
観
し
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
方
法
が
採
択
さ
れ
た

の
か
探
る
。

　

最
後
に
、
一
九
三
七
年
夏
、
総
力
戦
が
勃
発
し
て
以
降
の
か
の
子
の
創
作
活

動
全
体
に
つ
い
て
も
一
望
し
て
お
き
た
い
。
今
ま
で
は
、
短
歌
や
随
筆
に
お
い

て
戦
意
高
揚
を
訴
え
時
局
へ
の
迎
合
を
み
せ
る
一
方
、「
老
妓
抄
」
を
含
む
小

説
で
は
社
会
的
要
請
か
ら
逃
避
し
虚
構
の
世
界
に
遊
ん
だ
、
と
い
う
見
解
が
支

配
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
か
の
子
の
小
説
に
も
同
時
代
社
会
の
様
相
を
描
い
た

も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
指
摘
し
た
い
。

二

　

本
節
で
は
職
業
を
有
す
る
老
妓
と
柚
木
に
焦
点
を
当
て
、
彼
ら
が
当
時
の
世

相
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
立
ち
位
置
に
い
た
の
か
を
分
析
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

逸
脱
の
連
鎖
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職
は
彼
ら
の
苦
悩
の
一
端
を
担
っ
て
お
り
、
時
局
と
の
関
わ
り
を
検
討
す
る
上

で
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

　

本
作
が
舞
台
と
す
る
世
界

―
花
柳
界
は
、
老
妓
の
人
生
観
や
異
性
と
の
関

わ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
先
行
論
の
多
く
が
専
ら
老
妓
の
人
物

像
を
探
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
同
時
代
の
女
性
に
求
め

ら
れ
た
性
規
範
を
視
座
に
、
異
性
と
の
関
わ
り
の
様
相
を
確
認
し
て
考
察
を
加

え
た
い
。

　

左
の
発
言
か
ら
、
不
特
定
多
数
の
客
を
相
手
に
す
る
仕
事
を
「
老
妓
」
と
呼

ば
れ
る
ま
で
続
け
て
き
た
彼
女
の
価
値
観
が
う
か
が
え
る
。

「
何
人
男
を
代
へ
て
も
、
つ
ゞ
ま
る
と
こ
ろ
、
た
つ
た
一
人
の
男
を
求
め

て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ね
。
い
ま
か
う
や
つ
て
思
ひ
出
し
て
見
て
、
こ

の
男
、
あ
の
男
と
部
分
々
々
に
牽
か
れ
る
も
の
ゝ
残
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
、

そ
の
求
め
て
ゐ
る
男
の
一
部
々
々
の
切
れ
は
し
な
の
だ
よ
。
だ
か
ら
、
ど

れ
も
こ
れ
も
一
人
で
は
永
く
は
続
か
な
か
つ
た
の
さ
」

﹇
…
﹈
彼
女
は
日
常
生
活
の
場
合
の
憂
鬱
な
美
し
さ
を
生
地
で
出
し
て
云

つ
た
。

　

老
妓
が
羨
ん
で
み
せ
た
の
が
「
親
が
き
め
て
呉
れ
る
、
生
涯
ひ
と
り
の
男
を

持
つ
て
、
何
も
迷
は
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
」
で
あ
る
。
家
庭
の
内
部
に
い
る
女
性
は
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
お
り
、「
堅
気
」
の
女
性
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
と
し

て
子
の
世
話
を
受
け
な
が
ら
生
を
終
え
る
こ
と
を
想
定
す
る
の
が
当
時
の
法
的

に
も
正
し
い
認
識
だ
っ
た⑫
。
た
だ
、
老
妓
の
欲
す
る
「
男
」
と
「
堅
気
さ
ん
の

女
」
の
も
つ
「
男
」
を
同
列
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
女
の
男
性
遍
歴
は

芸
妓
と
い
う
仕
事
の
上
に
し
か
成
り
立
た
ず
、「
求
め
て
ゐ
る
男
」
も
接
し
て

き
た
客
た
ち
の
面
影
な
し
に
語
り
得
な
い
存
在
で
あ
る
。
芸
妓
と
し
て
多
く
の

異
性
に
触
れ
て
き
た
老
妓
は
、
こ
う
し
た
食
い
違
い
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
自
身

の
生
き
る
花
柳
界
と
素
人
の
女
性
が
生
き
る
世
界
と
を
混
同
す
る
。
ま
た
、
彼

女
の
昔
語
り
か
ら
は
、
囲
い
者
時
代
に
情
人
と
逃
げ
出
し
た
経
験
を
も
つ
こ
と

や
「
嫉
妬
家
」
の
「
旦
那
」
の
他
に
心
中
の
相
談
ま
で
行
う
相
手
の
あ
っ
た
こ

と
も
明
か
さ
れ
る
。
し
か
も
「
あ
た
し
は
死
ん
で
仕
舞
つ
た
ら
、
こ
の
男
に
は

よ
か
ら
う
が
、
あ
と
に
残
る
旦
那
が
可
哀
想
だ
と
い
ふ
気
が
し
て
来
て
ね
。
ど

ん
な
身
の
毛
の
よ
だ
つ
や
う
な
男
に
し
ろ
、
嫉
妬
を
あ
れ
ほ
ど
妬
か
れ
る
と
あ

と
に
心
が
残
る
も
の
さ
」
と
双
方
の
男
性
に
惹
か
れ
て
い
た
。
職
業
柄
多
数
の

男
性
に
触
れ
、
時
に
は
溺
れ
て
き
た
が
た
め
に
「
一
人
の
男
」
を
求
め
続
け
る

の
は
、
芸
妓
で
あ
る
が
故
の
苦
悩
だ
と
い
え
よ
う
。

　

花
柳
界
に
生
き
る
女
性
を
描
い
た
同
時
期
の
文
学
作
品
に
、「
雪
国
」（
川
端

康
成
、
一
九
三
五
・
一
〜
一
九
三
七
・
五
）
や
「
濹
東
綺
譚
」（
永
井
荷
風
、

一
九
三
七
・
四
）、「
夫
婦
善
哉
」（
織
田
作
之
助
、
一
九
四
〇
・
四
）
な
ど
が

あ
り
、
芸
妓
・
娼
妓
と
そ
の
客
、
あ
る
い
は
情
夫
で
あ
る
特
定
の
男
性
と
の
交

流
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
共
通
項
と
し
て
は
女
性
が
男
性
へ
抱

逸
脱
の
連
鎖
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く
好
意
に
つ
い
て
明
確
な
描
写
が
あ
る
点
、
彼
ら
の
仲
が
世
を
忍
ん
で
育
ま
れ

る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
、
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
の
「
た
つ
た
一
人
の
男
」
と

の
交
渉
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
一
方
、「
老
妓
抄
」
で
そ
の
よ

う
な
交
流
は
扱
わ
れ
な
い
。
老
妓
の
「
旦
那
」
や
情
人
の
存
在
は
彼
女
の
昔
語

り
の
中
に
仄
め
か
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
主
眼
が
置
か
れ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
老
妓
の
肌
の
「
滑
か
さ
」
と
「
神
秘
な
白
い
色
」
に
瞠
目
し
た
柚
木

も
、「
普
通
の
生
活
」
つ
ま
り
結
婚
の
対
象
に
は
「
未
成
熟
の
娘
」・
み
ち
子
を

想
起
し
て
い
る
。
ま
た
「
近
頃
こ
の
界
隈
に
噂
が
立
ち
か
け
て
来
た
、
老
妓
の

若
い
燕
と
い
ふ
そ
ん
な
気
配
は
も
ち
ろ
ん
、
老
妓
は
自
分
に
対
し
て
現
は
さ
な

い
」
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
芸
妓
と
客
の
交
わ
り
ら
し
き
も
の
は
無

か
っ
た
。
水
田
宗
子
は
「
花
柳
界
に
生
き
る
女
を
扱
っ
た
小
説
は
数
多
く
書
か

れ
て
き
た
が
、
そ
の
多
く
は
、
男
の
エ
ロ
ス
を
あ
や
つ
る
玄
人
と
し
て
の
女
を

描
く
も
の
で
、
年
を
と
っ
た
芸
者
の
視
点
か
ら
、
そ
の
内
面
を
描
い
た
小
説
は

少
な
い⑬
」
た
め
に
「
異
色
の
作
品⑭
」
と
評
し
た
が
、
特
定
の
情
人
と
の
交
情
が

描
か
れ
な
い
こ
と
で
、
老
妓
が
長
ら
く
そ
う
し
た
存
在
を
見
つ
け
得
な
か
っ
た

現
状
が
際
立
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
書
き
手
の
性
差
に
基
づ
く
芸
娼
妓
へ
の
ま

な
ざ
し
の
非
対
称
性
も
見
出
せ
る
だ
ろ
う
。
川
端
や
荷
風
が
芸
娼
妓
を
買
う
客

の
立
場
で
し
か
彼
女
ら
を
眺
め
得
な
い
の
に
対
し
、
本
作
は
老
妓
の
発
言
を
記

録
す
る
こ
と
で
、
過
去
の
男
達
を
芸
妓
の
視
点
か
ら
相
対
化
し
て
み
せ
る
の
だ
。

　

彼
女
の
よ
う
に
、
特
定
の
男
性
と
婚
姻
を
結
ぼ
う
と
せ
ず
子
も
成
さ
な
か
っ

た
女
性
は
、
日
中
戦
争
下
の
母
性
政
策
に
よ
る
囲
い
込
み
か
ら
逸
脱
し
た
存
在

と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
を
、
か
の
子
の
晩
年
・
一
九
三
七
年
以
降
に
発
表
さ
れ

反
響
を
得
て
い
た
作
品
群
が
「
母
性
の
文
学
」
と
称
さ
れ
る
動
き
と
関
連
づ
け

て
み
た
い
。「
老
妓
抄
」
も
勿
論
例
外
で
な
く
、
本
作
の
中
に
「
母
」
を
見
出

す
言
説
は
「
慈
し
み
の
広
い
大
母
性
と
富
澹
豊
麗
な
い
の
ち
を
瀟
洒
に
披
瀝
し

た⑮
」
と
評
す
る
岡
本
一
平
の
他
、
雑
誌
『
文
学
界
』
の
同
人
な
ど
か
の
子
と
親

交
の
あ
っ
た
男
性
知
識
人
に
よ
っ
て
多
く
紡
が
れ
た⑯
。
当
時
の
こ
の
よ
う
な
風

潮
は
「
救
済
と
し
て
の
純
粋
母
性
を
求
め
る
男
た
ち
」、「
母
性
の
文
学
隆
盛
の

背
景
を
な
し
た
戦
時
下
母
性
政
策⑰
」
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
日
中

間
で
総
力
戦
が
始
ま
っ
た
一
九
三
七
年
夏
以
降
、
多
く
の
進
歩
的
な
女
性
が
戦

時
体
制
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
が
、
作
品
発
表
と
同
年
の
四
月
に
発
令
さ
れ
た

国
家
総
動
員
法
で
も
「
女
性
に
対
し
て
は
、
人
口
増
加
計
画
が
次
々
と
計
画
さ

れ
、
早
婚
多
産
の
奨
励
、
傷
痍
軍
人
の
妻
に
な
る
こ
と
、
満
州
開
拓
移
民
の
青

年
の
妻
に
な
る
こ
と
等
が
奨
励
さ
れ
た⑱
」
と
い
う
。
先
述
し
た
「
雪
国
」
の
島

村
は
肉
体
的
に
馴
染
む
前
の
駒
子
に
「
母
の
よ
う
な
も
の
さ
え
感
じ⑲
」、「
濹
東

綺
譚
」
の
お
雪
も
大
江
と
の
交
情
が
深
ま
る
と
「
家
庭
の
人⑳
」
へ
の
志
向
を
見

せ
始
め
て
彼
を
戸
惑
わ
せ
る
。
老
妓
の
内
に
母
性
を
発
見
す
る
傾
向
も
近
年
ま

で
健
在
だ㉑
。

　

し
か
し
、
彼
女
は
定
ま
っ
た
夫
や
そ
れ
に
準
ず
る
異
性
を
も
た
な
い
ど
こ
ろ

か
、
能
動
的
に
若
い
男
性
の
世
話
を
し
て
そ
の
生
活
力
を
喪
失
さ
せ
て
い
く
。
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ま
た
、
従
来
の
評
価
に
お
け
る
「
母
性
」
と
は
柚
木
に
対
す
る
と
き
の
み
効
力

を
も
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
老
妓
の
養
女
は
み
ち
子
で
あ
り
、
そ
の

視
線
を
通
し
て
彼
女
は
「
お
つ
か
さ
ん
」「
老
母
」
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ

の
母
娘
の
交
流
に
お
い
て
も
国
家
の
期
待
す
る
「
母
」
の
側
面
が
発
揮
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た㉒
。
養
女
と
の
間
柄
を
形
式
の
み
の
母
子
関
係
と
捉
え
、
女

性
の
内
に
母
と
し
て
の
役
割
を
執
拗
に
求
め
た
男
性
主
体
の
言
説
か
ら
脱
却
し

た
と
き
、
彼
女
の
「
母
性
」
は
失
わ
れ
る
。

　

で
は
、
同
時
代
の
花
柳
界
の
様
相
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
も
は

や
花
柳
界
も
総
力
戦
と
無
関
係
で
い
ら
れ
る
世
相
で
は
な
く
、
芸
妓
の
中
に
も

時
局
に
合
わ
せ
た
ふ
る
ま
い
を
す
る
者
が
み
ら
れ
る
。
一
九
三
八
年
二
月
の

『
中
央
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
伊
集
院
斉
「
ダ
ン
ス
と
醇
風
美
俗
」
で
「
芸
者

を
揚
げ
て
遊
ぶ
事
が
、
国
民
精
神
総
動
員
の
今
日
、
殊
に
怪
し
か
ら
ぬ
の
は
云

ふ
迄
も
な
い
」、
ま
た
高
田
保
「
事
変
下
東
西
盛
場
風
景  
東
京
の
巻
」（『
中

央
公
論
』
一
九
三
八
・
一
〇
）
で
は
「
大
事
な
お
客
を
叱
り
つ
け
て
ま
で
戦
線

を
偲
び
銃
後
を
護
ろ
う
と
す
る
の
心
意
気
」
と
、
客
を
戒
め
て
銃
後
を
守
る
芸

妓
が
称
揚
さ
れ
た
。
狩
野
弘
子
「
社
会
時
評
」（『
婦
人
文
藝
』
一
九
三
七
・

七
）
に
も
、
家
庭
を
も
つ
婦
人
の
活
躍
の
場
だ
っ
た
国
防
婦
人
会
に
新
橋
の
芸

妓
が
加
入
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る㉓
。
若
い
芸
妓
を
連
れ
て
柚
木
の
「
退

屈
の
慰
労
会
」
を
催
す
老
妓
は
、
同
じ
東
京
の
芸
妓
で
あ
り
な
が
ら
こ
れ
ら
の

記
事
に
描
か
れ
た
風
潮
と
も
程
遠
い
。

　

反
対
に
、
柚
木
の
価
値
観
及
び
行
動
は
同
時
代
の
要
請
に
沿
う
も
の
だ
っ
た
。

彼
は
苦
学
を
し
て
電
気
学
校
を
卒
業
し
た
の
ち
、
発
明
を
成
功
さ
せ
て
金
儲
け

を
す
る
た
め
「
勤
人
」
に
な
る
こ
と
を
避
け
て
い
た
。
勤
め
人
は
文
字
通
り

「
体
を
縛
ら
れ
る
」
職
業
で
あ
り
、
柚
木
が
望
ん
だ
「
発
明
を
し
て
、
専
売
特

許
を
取
つ
て
、
金
を
儲
け
る
」
と
い
う
目
的
か
ら
遠
い
生
活
を
強
い
ら
れ
る
。

一
九
三
八
年
八
月
の
『
中
央
公
論
』
に
あ
る
「
大
学
生
時
局
生
活
座
談
会
」
で

は
、
日
本
の
青
年
へ
の
要
求
と
し
て
「
重
役
の
言
う
こ
と
を
聴
く
よ
う
な
」

「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
的
の
人
間
」
は
現
今
の
社
会
に
不
要
だ
と
い
う
記
述
が
み
ら

れ
た
。
続
い
て
「
日
本
の
飛
躍
の
線
に
沿
ふ
能
力
を
学
生
自
体
が
具
え
て
欲
し

い
」
と
も
渇
望
さ
れ
て
お
り
、
自
ら
の
意
志
で
「
勤
人
」
の
道
を
選
ば
な
か
っ

た
柚
木
は
同
時
代
に
お
け
る
望
ま
し
い
若
者
像
を
体
現
し
て
い
る
。

　

一
方
、
社
会
的
に
賞
賛
さ
れ
た
存
在
の
一
つ
が
発
明
家
で
あ
る
。「
我
国
現

今
の
特
許
制
度
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
『
特
許
と
商
標
の
取
り
方
』（
大
条
正

雄
、
薬
業
時
報
社
、
一
九
三
六
・
六
）
は
「
発
明
が
一
国
の
文
運
を
助
長
し
国

力
の
開
発
に
与
る
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
事
で
、
今
日
世
界
の
文
明
国
と
呼
ば

れ
る
国
々
が
発
明
工
業
の
権
益
保
護
の
為
め
に
特
許
法
を
布
い
て
い
る
の
も
皆

な
こ
の
為
め
で
あ
る
」
と
し
、
特
許
を
取
る
に
は
ど
の
よ
う
な
商
品
が
望
ま
し

い
か
を
細
か
く
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
外
村
彰
「「
老
妓
抄
」

―
発
明
と
家

出
の
意
味
す
る
も
の

―㉔
」
も
、
発
明
な
い
し
発
明
家
が
当
時
「
社
会
的
に
広

く
認
知
さ
れ
、「
国
家
の
福
利
増
進
」
の
た
め
期
待
さ
れ
て
い
た
」
事
実
を
指

逸
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摘
し
て
い
る
。
そ
の
社
会
的
背
景
と
し
て
、
帝
国
発
明
協
会
が
一
九
三
一
年
に

創
刊
し
た
雑
誌
『
発
明
』
が
広
汎
な
読
者
を
得
て
い
た
こ
と
、
同
協
会
の
後
援

の
も
と
に
発
明
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
柚
木
の
目

的
は
、
国
家
の
利
益
へ
の
貢
献
と
言
い
切
れ
な
い
私
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い

が
、「
世
の
中
に
な
い
も
の
を
創
り
出
し
」
自
力
で
金
銭
を
得
て
世
を
渡
ろ
う

と
し
た
気
概
は
「
勤
人
」
の
対
極
に
あ
る
も
の
だ
。
そ
し
て
「
男
が
あ
ん
ま
り

細
い
こ
と
に
気
の
つ
く
の
は
、
偉
く
な
れ
な
い
性
分
ぢ
や
な
い
の
か
い
」
と

「
悲
し
い
顔
付
き
」
を
す
る
老
妓
は
、
柚
木
の
発
明
の
成
功
を
期
待
し
、
彼
を

国
家
的
規
範
に
合
致
し
た
存
在
へ
と
誘
導
し
て
い
く
。
時
局
に
対
す
る
彼
女
の

対
応
と
そ
の
顛
末
に
つ
い
て
、
次
節
で
も
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

三

　

次
に
、
作
中
に
お
け
る
老
妓
と
柚
木
の
外
界
へ
の
ま
な
ざ
し
を
追
っ
て
い
く
。

　

本
文
に
は
「
社
会
」
や
「
現
実
」
と
い
っ
た
外
的
世
界
を
表
す
語
が
た
び
た

び
登
場
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
第
一
節
で
引
用
し
た
先
行
研
究
の
「
世

知
が
ら
い
世
の
中
」「
世
俗
の
現
象
」
と
の
同
一
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

左
の
場
面
は
「
ふ
ら
〳
〵
と
旅
に
」
出
た
柚
木
が
「
現
実
」
に
つ
い
て
葛
藤

す
る
箇
所
で
あ
る
。

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
。
現
実

と
い
ふ
も
の
は
、
切
れ
端
は
与
へ
る
が
、
全
部
は
い
つ
も
眼
の
前
に
ち
ら

つ
か
せ
て
次
々
と
人
間
を
釣
つ
て
行
く
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　

柚
木
に
と
っ
て
の
「
現
実
」
は
、
自
身
の
希
望
を
打
ち
砕
き
人
間
の
欲
す
る

も
の
全
て
を
与
え
な
い
残
酷
な
も
の
と
し
て
「
諦
め
」
と
共
に
語
ら
れ
る
。

「
現
実
」
の
厳
し
さ
に
即
し
て
物
事
を
考
え
る
彼
は
、
老
妓
の
思
惑
を
「
無
謀
」

「
果
し
も
知
ら
ぬ
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
」
と
一
蹴
し
、「
つ
ん
も
り
し
た
手
製
の
羽

根
蒲
団
の
や
う
な
生
活
」
や
「
気
儘
の
出
来
る
自
分
の
家
へ
帰
つ
て
、
の
び

〳
〵
と
自
分
の
好
み
の
床
に
寝
」
る
こ
と
を
望
む
の
だ
っ
た
。

　

外
界
を
表
す
も
う
一
つ
の
表
現
に
、
左
の
よ
う
な
描
写
の
中
の
「
社
会
」
が

あ
る
。そ

れ
か
ら
先
、
彼
は
何
と
な
く
ぼ
ん
や
り
し
て
来
た
。﹇
…
﹈
か
う
い
ふ

発
明
器
が
果
し
て
社
会
に
需
要
さ
れ
る
も
の
や
ら
ど
う
か
も
疑
は
れ
て
来

た
。
実
際
専
門
家
か
ら
見
れ
ば
い
ゝ
も
の
な
の
だ
が
、
一
向
社
会
に
行
は

れ
な
い
結
構
な
発
明
が
あ
る
か
と
思
へ
ば
、
ち
よ
つ
と
し
た
思
付
き
の
も

の
で
、
非
常
に
当
る
こ
と
も
あ
る
。

　

彼
が
世
間
の
需
要
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
始
め
る
の
は
、
実
用
的
な
電

気
器
具
を
発
明
す
る
に
際
し
て
社
会
の
要
求
に
応
え
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
。
前
掲
・
外
村
論
文
は
、
雑
誌
『
発
明
』
に
読
者
の
投
稿
欄
「
発
明
相
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談
」
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
例
え
ば
一
九
三
六
年
二
月
号
に
、

あ
る
女
性
か
ら
の
投
書
で
「
主
人
は
発
明
狂  

断
念
さ
せ
る
工
夫
は
な
い
か
」

と
い
う
題
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
数
年
間
家
業
を
放
擲
し
納
屋
に
こ
も
り
き
る

夫
の
研
究
を
断
念
さ
せ
た
い
と
相
談
が
寄
せ
ら
れ
た
の
に
対
し
、「
若
し
其
志

し
て
居
る
所
の
も
の
が
、
真
に
現
代
の
希
求
す
る
も
の
」
で
「
其
実
現
に
可
能

性
が
あ
る
」
な
ら
ば
「
大
い
に
協
力
し
て
、
其
完
成
の
喜
び
を
共
に
す
べ
き
」

と
の
回
答
が
載
っ
た
。
同
論
は
「
発
明
を
志
し
生
活
を
犠
牲
に
す
る
人
々
を
擁

護
す
る
よ
う
な
言
説
す
ら
見
出
せ
た
」
と
続
く
が
、
発
明
は
社
会
か
ら
推
奨
さ

れ
て
い
た
行
い
と
は
い
え
、「
現
代
の
希
求
」
が
無
け
れ
ば
意
義
を
失
っ
て
し

ま
う
も
の
だ
っ
た
。
柚
木
は
社
会
と
い
う
外
界
の
動
き
を
意
識
し
た
結
果
、

「
世
の
中
に
い
ろ
気
が
な
く
な
つ
た
」、「
い
つ
も
不
安
」
と
の
状
態
に
陥
る
。

「
放
胆
な
飼
ひ
方
」
を
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
違
和
感
を
抱
く
姿
は
「
人
の
よ
い

大
き
い
家
畜
」
や
「
あ
る
種
の
動
物
」
に
擬
さ
れ
、
柚
木
自
身
も
発
明
を
「
大

そ
れ
た
こ
と
」
と
捉
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
策
に
叶
う
ど
こ
ろ

か
社
会
に
適
応
す
る
こ
と
も
お
ぼ
つ
か
な
い
青
年
へ
と
変
容
し
て
い
く
さ
ま
が

読
み
取
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
自
ら
望
ん
だ
生
活
で
あ
り
な
が
ら
実
際
に
そ
の
渦
中
へ
身
を
投
じ
た

と
き
の
戸
惑
い
も
「
社
会
」
の
語
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
描
か
れ
た
。

と
き
〴
〵
あ
ま
り
静
で
、
そ
の
上
全
く
誰
に
も
相
談
せ
ず
、
自
分
一
人
だ

け
の
考
を
突
き
進
め
て
ゐ
る
状
態
は
、﹇
…
﹈
社
会
か
ら
自
分
一
人
が
取

り
残
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
脅
え
さ
へ
屢
々
起
つ
た
。

柚
木
が
恐
れ
た
の
は
、
己
だ
け
外
界
の
動
き
か
ら
取
り
残
さ
れ
、
多
く
の
人
間

と
の
交
流
が
途
絶
え
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
「
社
会
」
が
如
何

に
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
か
、
右
の
よ
う
な
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
。

　

で
は
、
老
妓
は
こ
れ
ら
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
か
。
先

述
し
た
通
り
、
彼
女
は
時
局
が
称
揚
す
る
女
性
像
か
ら
逸
脱
す
る
存
在
だ
が
、

本
文
に
は
世
の
中
の
動
き
を
意
識
し
た
上
で
の
発
言
が
あ
る
。

　

若
い
芸
妓
た
ち
は
「
姐
さ
ん
の
時
代
の
の
ん
き
な
話
を
聴
い
て
ゐ
る
と
、

私
た
ち
け
ふ
日
の
働
き
方
が
熟
々
が
つ
〳
〵
に
お
も
へ
て
、
い
や
ん
な
つ

ち
や
ふ
」
と
云
つ
た
。

　

す
る
と
老
妓
は
「
い
や
、
さ
う
で
な
い
ね
え
」
と
手
を
振
つ
た
。「
こ

の
頃
は
こ
の
頃
で
い
ゝ
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
。
そ
れ
に
こ
の
頃
は
何
で
も
話

が
手
取
り
早
く
て
、
ま
る
で
電
気
の
や
う
で
さ
。
そ
し
て
い
ろ
〳
〵
の
手

が
あ
つ
て
面
白
い
ぢ
や
な
い
か
」

「
若
い
芸
妓
た
ち
」
が
吐
露
し
た
「
け
ふ
日
の
働
き
方
」
へ
の
不
満
と
は
、
時

代
相
を
多
分
に
含
ん
だ
も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
る
。
老
妓
を
六
五
歳
前
後
と
推
定

す
る
近
藤
華
子
の
説
に
則
る
と㉕
、
彼
女
が
雛
妓
と
し
て
座
敷
に
出
た
の
が
遅
く

と
も
明
治
中
頃
で
あ
ろ
う㉖
。
芸
妓
は
「
明
治
時
代
の
寵
児㉗
」
と
い
わ
れ
、
嘗
て

は
上
流
家
庭
の
妻
妾
と
な
る
者
が
あ
り
社
会
的
地
位
も
高
い
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
時
代
が
下
る
と
カ
フ
ェ
ー
の
女
給
や
ダ
ン
サ
ー
が
急
激
に
増
加
し
、

逸
脱
の
連
鎖

五
〇
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戦
局
の
動
き
も
相
ま
っ
て
花
柳
界
は
激
動
の
波
に
吞
ま
れ
て
い
く㉘
。
彼
女
ら
の

不
満
は
当
時
の
世
相
が
も
た
ら
す
複
雑
な
状
況
を
背
景
に
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
だ
が
、
老
妓
に
は
自
身
の
若
か
り
し
頃
と
「
け
ふ
日
」「
こ
の
頃
」
と

を
比
較
し
、
現
代
に
独
特
の
長
所
を
見
つ
け
て
順
応
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ

る
。
己
の
仕
事
を
通
し
て
自
分
な
り
に
社
会
の
状
況
を
見
極
め
、
楽
観
的
な
生

を
掴
も
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。

　

柚
木
が
出
奔
し
た
直
接
の
原
因
は
、
彼
な
り
に
把
握
し
た
「
彼
女
に
出
来
な

か
つ
た
こ
と
を
自
分
に
さ
せ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
「
老
妓
の
意
志
」
と

い
え
る
が
、
そ
の
意
志
が
う
か
が
え
る
箇
所
に
も
同
様
の
価
値
観
が
示
さ
れ
る
。

彼
女
の
望
み
を
聞
い
た
柚
木
が
「
そ
ん
な
純
粋
な
こ
と
は
今
ど
き
出
来
も
し
な

け
り
や
、
在
る
も
の
で
も
な
い
」
と
嘆
く
の
に
対
し
、
老
妓
は
「
い
つ
の
時
代

だ
つ
て
、
心
懸
け
な
き
や
滅
多
に
な
い
さ
」
と
、
そ
の
嘆
き
を
「
今
ど
き
」
の

世
に
特
有
の
現
象
と
は
捉
え
て
い
な
い
。
や
は
り
現
代
の
み
を
悲
観
す
る
ま
な

ざ
し
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

時
局
を
反
映
し
な
い
と
評
さ
れ
て
き
た
本
作
だ
が
、
時
代
相
に
即
し
て
読
む

と
新
た
な
面
が
み
え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
国
策
に
叶
う
志
を
も
っ
て
い
た
前
途

あ
る
青
年
が
、
時
局
が
要
請
す
る
女
性
像
に
沿
わ
な
い
老
女
の
保
護
を
受
け
、

経
済
的
に
依
存
す
る
生
活
を
送
っ
た
こ
と
で
、
彼
も
ま
た
国
家
が
求
め
る
存
在

か
ら
逸
脱
し
て
い
く
有
様
、
そ
の
よ
う
な
逸
脱
の
連
鎖
と
も
呼
べ
る
様
相
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
自
身
の
志
が
頓
挫
し
か
け
た
際
に
「
社
会
」

を
意
識
し
て
疎
外
感
に
襲
わ
れ
た
柚
木
は
、
そ
れ
ら
に
惑
わ
さ
れ
な
い
強
靭
さ

を
有
す
る
老
妓
に
「
不
敏
な
も
の
」
を
感
じ
て
辟
易
す
る
。
本
作
が
描
く
の
は

「
社
会
」「
現
実
」
を
め
ぐ
る
彼
ら
の
認
識
の
違
い
で
あ
る
。

　

日
中
戦
争
は
近
代
日
本
が
経
験
し
た
中
で
も
前
代
未
聞
の
総
力
戦
で
、
国
民

に
対
す
る
数
々
の
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
成
人
男
性
へ
国
家
振
興
の
た
め
の

働
き
を
要
請
し
、
女
性
に
銃
後
の
守
り
と
母
性
の
発
揮
を
強
く
求
め
た
時
代
で

あ
る
。
第
一
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
動
向
を
反
映
し
た
文
壇
で
も
「
国

策
文
学
」「
戦
争
文
学
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
が
台
頭
し
て
い
た
。
そ
う
し
た

中
、「
老
妓
抄
」
は
、
時
代
が
求
め
る
規
範
に
易
々
と
囲
い
込
ま
れ
る
こ
と
の

な
い
男
女
が
ど
の
よ
う
に
社
会
と
向
き
合
う
か
を
描
き
出
す
。
殊
に
老
妓
は

「
世
の
中
」
の
動
き
に
適
応
し
得
る
人
物
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
時
局
の
要
望
ま

で
達
成
で
き
て
は
い
な
い
。
矛
盾
を
抱
え
、
有
望
だ
っ
た
青
年
の
生
気
を
削
ぎ
、

そ
れ
で
も
「
離
れ
る
と
な
る
と
寂
し
く
な
る
」
と
慕
わ
れ
た
彼
女
の
形
象
は
、

閉
塞
的
な
総
力
戦
下
に
お
け
る
生
の
限
界
を
告
発
し
、
そ
う
し
た
社
会
を
も
た

ら
し
た
も
の
に
対
す
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

四

　

こ
こ
で
、
語
り
手
の
独
壇
場
で
あ
る
地
の
文
を
分
析
し
「
こ
の
物
語
を
書
き

記
す
作
者
」
の
特
色
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
自
由
間
接
話
法
と
定
義
さ
れ
る
こ

と
の
多
い
本
作
の
語
り
の
構
造
に
つ
い
て
は
既
に
複
数
の
論
考
が
あ
り
、
語
り

逸
脱
の
連
鎖

五
一
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手
の
声
と
作
中
人
物
の
声
が
混
在
・
融
合
す
る
と
い
う
指
摘
が
多
々
み
ら
れ
る㉙
。

し
か
し
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
な
の
が
、「
作
者
」
が
彼
女
の
姿
を
捉
え
、
伝
え

よ
う
と
す
る
過
程
で
、
少
な
か
ら
ず
主
観
を
取
り
入
れ
な
が
ら
語
っ
て
い
る
点

だ
。

　

ま
ず
、
真
昼
の
様
子
と
対
照
的
な
「
職
業
の
場
所
」
で
の
老
妓
の
ふ
る
ま
い

に
目
を
向
け
た
い
。

彼
女
は
相
手
の
若
い
妓
た
ち
を
笑
ひ
で
へ
と
〳
〵
に
疲
ら
せ
ず
に
は
措
か

な
い
ま
で
、
話
の
筋
は
同
じ
で
も
、
趣
向
は
変
へ
て
、
そ
の
迫
り
方
は
彼

女
に
物
の
怪
が
つ
き
、
わ
れ
知
ら
ず
に
魅
惑
の
爪
を
相
手
の
女
に
突
き
立

て
て
行
く
や
う
に
見
え
る
。
若
さ
を
嫉
妬
し
て
、
老
い
が
狡
猾
な
方
法
で

巧
み
に
責
め
苛
ん
で
ゐ
る
よ
う
に
さ
へ
見
え
る
。

　

右
の
箇
所
か
ら
は
、
老
妓
を
「
物
の
怪
」
の
よ
う
な
「
狡
猾
」
な
存
在
と
し

て
示
そ
う
と
す
る
語
り
手
の
底
意
が
汲
み
取
れ
る
。
こ
の
と
き
紹
介
さ
れ
た

「
支
那
の
名
優
の
梅
蘭
芳
」
を
め
ぐ
る
一
風
変
わ
っ
た
「
逸
話
」
に
し
て
も
、

聴
衆
者
で
あ
る
「
若
い
女
た
ち
」
の
反
応
を
記
す
だ
け
で
、
話
の
真
偽
自
体
を

問
題
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
冒
頭
部
分
で
老
妓
の
人
物
像
を
把

握
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
聴
衆
者
ひ
い
て
は
読
者
の
興
味
を
惹
く
と
と
も
に
、

老
妓
を
実
体
の
不
明
瞭
な
物
珍
し
い
存
在
と
し
て
提
示
す
る
た
め
の
作
為
だ
と

受
け
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
末
尾
の
場
面
で
紹
介
さ
れ
た
和
歌
も
、
本
人
の
手
に
成
っ
た
も
の
と

は
僅
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

﹇
…
﹈
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
。﹇
…
﹈
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
疎
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
ゞ
ま
つ
て
、
内
容

は
原
作
を
傷
け
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
。

　

本
作
は
、
右
の
描
写
に
続
く
「
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
」
の
一
首
で
閉
じ
ら
れ
た
。「
読
む
人
」
は
こ
こ
で
老

妓
が
「
悲
し
み
」
と
「
華
や
」
ぎ
と
い
う
相
反
す
る
「
心
境
」
の
中
に
い
る
と

知
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
読
む
人
」
の
た
め
に
加
え
た
「
多
少
の
改
削
」
も
、

や
は
り
語
り
手
の
主
観
的
な
判
断
の
も
と
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な

ら
な
い
。「
原
作
」
を
ど
の
よ
う
に
「
改
削
」
し
た
の
か
、
結
果
と
し
て
本
当

に
「
意
味
の
疎
通
」
が
「
よ
り
良
く
」
な
っ
た
の
か
、
彼
ら
に
確
か
め
る
術
は

な
い
の
で
あ
る
。

　
「
作
者
」
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
の
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
老
妓

の
様
相
を
あ
り
の
ま
ま
に
伝
達
す
る
よ
り
も
「
読
む
人
」
の
思
惑
を
重
視
し
て

い
た
と
こ
ろ
だ
。
だ
が
「
読
む
人
」
に
寄
り
添
う
姿
勢
を
示
し
つ
つ
、
彼
ら
に

与
え
る
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
お
り
、
老
妓
の
全
貌
を
眺
め
る
こ
と
は
許

し
て
い
な
い
。
柚
木
の
心
の
動
き
を
丁
寧
に
描
写
し
て
い
る
こ
と
に
比
し
て
も
、

逸
脱
の
連
鎖

五
二
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老
妓
の
造
形
に
際
し
て
恣
意
的
な
作
為
が
施
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。「
作
者
」

が
客
観
的
な
立
場
を
放
棄
し
て
柚
木
の
内
面
に
介
入
す
る
箇
所
で
は
、
と
り
わ

け
老
妓
に
向
け
た
感
情
が
多
く
描
か
れ
る
が㉚
、
彼
の
視
線
を
通
す
こ
と
で
さ
ら

に
不
可
解
な
人
物
へ
と
仕
立
て
上
げ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
作
者
」
は

語
り
手
と
し
て
機
能
す
る
だ
け
で
な
く
「
こ
の
物
語
を
書
き
記
す
」
と
自
ら
述

べ
て
い
た
点
を
思
い
起
こ
し
た
い
。「
書
き
記
」
し
て
残
す
価
値
が
あ
る
も
の

と
捉
え
た
か
ら
こ
そ
書
き
手
の
役
割
を
引
き
受
け
、
後
世
の
者
に
読
ま
れ
る
こ

と
を
も
想
定
し
て
執
筆
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
老
妓
の
語
ら
れ
方
は
、
前
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
本
作

の
批
評
性
と
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
か
。
老
妓
は
世
間
の
動
き
に
目
を

向
け
な
が
ら
現
代
の
世
を
悲
嘆
す
る
こ
と
な
く
生
き
抜
こ
う
と
し
た
が
、
図
ら

ず
も
若
い
青
年
の
生
活
力
を
奪
い
、
時
局
か
ら
の
逸
脱
者
に
変
容
さ
せ
て
い
っ

た
。
作
品
の
序
盤
か
ら
見
え
隠
れ
す
る
「
作
者
」
は
そ
の
よ
う
な
老
妓
の
心
情

ま
で
詳
細
に
説
明
し
な
い
た
め
、
総
力
戦
下
に
お
い
て
望
ま
し
く
な
い
女
性
像

を
提
示
し
て
み
せ
た
と
い
う
事
実
だ
け
が
残
る
。「
作
者
」
が
「
書
き
記
」
し

た
こ
と
で
物
語
は
読
み
継
が
れ
、
現
代
の
読
者
で
あ
る
私
た
ち
も
、
老
妓
の
存

在
を
い
か
に
受
け
止
め
る
か
問
わ
れ
続
け
て
い
る
の
だ
。

五

　

最
後
に
、
か
の
子
の
諸
作
品
と
総
力
戦
と
の
関
連
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
て

お
き
た
い
。

　
「
わ
が
将
士
を
想
ふ
言
葉
」（『
輝
ク
』
一
九
三
七
・
一
〇
）
や
「
銃
後
の
詠
」

（『
短
歌
研
究
』
一
九
三
七
・
一
一
）、「
女
性
は
事
変
で
何
を
得
た
か
？

―
民

族
的
本
能
の
目
覚
め
」（『
新
女
苑
』
一
九
三
八
・
二
）
な
ど
で
戦
意
高
揚
を
う

た
い
銃
後
の
女
性
へ
の
呼
び
か
け
を
行
っ
た
か
の
子
は
、
現
在
、
戦
争
協
力
に

加
担
し
た
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る

の
は
彼
女
の
創
作
の
一
部
、
つ
ま
り
随
筆
や
短
歌
に
集
中
し
て
い
た
。
高
良
留

美
子
は
「
小
説
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
彼
女
は
数
十
篇
に
お
よ
ぶ
戦
争
や
民
族

に
つ
い
て
の
文
章
や
短
歌
を
書
き
つ
づ
け
」
た
と
し
つ
つ
、
事
変
以
降
の
小
説

群
を
こ
と
ご
と
く
「
時
局
は
ず
れ
」
と
断
じ
る
。
ま
た
、
雑
誌
社
の
要
望
に
応

え
て
戦
争
協
力
的
な
文
章
・
短
歌
を
発
表
し
た
理
由
を
「
自
分
の
小
説
を
時
局

的
で
な
い
と
い
う
非
難
か
ら
守
る
」
た
め
だ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る㉛
。
松
本
和

也
も
「
短
歌
や
随
筆
に
お
い
て
は
時
局
（
戦
局
）
の
要
請
に
、
む
し
ろ
先
駆
的

に
対
応
し
て
い
た
」、「
表
現
ジ
ャ
ン
ル
を
使
い
わ
け
て
﹇
…
﹈
小
説
以
外
の
局

面
で
は
時
局
に
積
極
的
に
切
り
結
ん
で
い
た32
」
と
結
論
づ
け
る
。
時
代
遊
離
の

傾
向
が
強
い
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
は
「
老
妓
抄
」
の
み
で
な
か
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
、
本
当
に
「
時
局
は
ず
れ
」
の
小
説
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
老
妓
抄
」
だ
け
で
な
く
「
明
暗
」（『
む
ら
さ
き
』
一

九
三
七
・
一
）
や
「
母
子
叙
情
」（『
文
学
界
』
一
九
三
七
・
三
）
の
よ
う
に
、

自
作
の
短
歌
を
挿
入
し
た
作
品33
も
散
見
さ
れ
る
か
の
子
文
学
に
お
い
て
、
こ
う

逸
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し
た
観
点
か
ら
小
説
と
そ
れ
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
を
切
り
離
し
て
し
ま
う
見
解
に

は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

比
較
的
分
か
り
や
す
い
例
と
し
て
、
試
み
に
「
勝
ず
ば
」（『
新
女
苑
』
一
九

三
七
・
一
二
）
と
「
快
走
」（『
令
女
界
』
一
九
三
八
・
一
二
）
と
い
う
二
つ
の

小
説
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。「
勝
ず
ば
」
に
は
高
良
も
言
及
し
て
い
る
が
、

「
最
後
の
軍
歌
の
場
面
は
唐
突
で
、
前
半
の
起
伏
を
受
け
と
め
て
い
な
い
」「
失

敗34
」
作
だ
と
否
定
的
だ
っ
た
。
た
だ
、
重
要
な
の
は
「
千
人
針
を
二
針
三
針

縫
っ
た
」、「
ラ
ジ
オ
戦
勝
ニ
ュ
ー
ス
を
聴
く
の
を
楽
し
み
に
し
た
」
と
い
っ
た

描
写
や
、
軍
歌
「
日
本
陸
軍35
」
の
一
節
・「
歓
呼
の
声
に
送
ら
れ
て
﹇
…
﹈」
を

歌
う
人
々
の
姿
が
認
め
ら
れ
る
点
だ
。
そ
の
歌
声
と
、
出
征
兵
士
を
見
送
る

「
万
歳
！  

万
歳
！
」
の
叫
び
声
が
、
病
床
に
あ
る
政
枝
の
「
み
ん
な
勇
ま
し

く
行
く
、
そ
し
て
そ
れ
は
勝
つ
た
め
に
だ
。
自
分
も

―
」
と
い
う
「
知
覚
」

の
動
き
を
促
す
。
だ
が
彼
女
の
生
は
終
わ
り
を
迎
え
、
戦
争
へ
と
駆
り
立
て
ら

れ
る
周
囲
の
熱
気
と
は
対
照
的
な
、
滅
び
ゆ
く
命
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。

「
快
走
」
で
も
、「
国
策
の
線
に
沿
っ
て
」「
和
服
で
済
ま
」
そ
う
と
心
が
け
る

少
女
の
日
常
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
世
相
に
鑑
み
た
と
き
、
同
作
は

「
女
学
校
在
学
中
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
選
手
だ
っ
た
」
彼
女
が
、「
あ
わ
た
だ
し
い
、

始
終
追
い
つ
め
ら
れ
て
、
縮
こ
ま
っ
た
生
活
ば
か
り
し
て
来
た
と
い
う
感
じ
」

や
「
毎
日
窮
屈
な
仕
事
に
圧
え
つ
け
ら
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
」
不
満
を
、
走
る

こ
と
に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
し
た
作
品
だ
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　

か
の
子
の
小
説
は
「
社
会
や
時
代
や
実
生
活
に
直
接
的
に
明
白
な
形
で
コ

ミ
ッ
ト
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い36
」
テ
ク
ス
ト
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

右
に
挙
げ
た
よ
う
な
作
品
か
ら
も
、
戦
意
高
揚
を
単
純
に
う
た
う
の
と
は
異

な
っ
た
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
掬
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
の
小
説
研
究

に
お
け
る
今
後
の
課
題
と
し
て
、
当
時
の
社
会
状
況
が
描
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
そ0

の
も
の
の

0

0

0

0

発
掘
と
、
そ
れ
ら
の
同
時
代
的
意
義
及
び
批
評
性
の
検
証
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
。
今
回
は
か
の
子
の
代
表
作
で
あ
る
「
老
妓
抄
」
を
取
り
上
げ
、
老
女

が
青
年
を
逸
脱
へ
と
引
き
込
む
過
程
が
同
時
代
社
会
へ
の
批
評
を
果
た
し
た
可

能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
作
業
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
時
局
と
の
距
離
や

強
固
な
異
性
愛
規
範
、
女
の
性
の
捉
え
方
な
ど
、
現
在
ま
で
自
明
と
さ
れ
て
き

た
数
々
の
前
提
も
問
い
直
さ
れ
、
そ
の
文
学
の
新
た
な
面
を
照
ら
し
出
す
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注①　

本
稿
に
お
け
る
「
老
妓
抄
」
の
引
用
は
『
中
央
公
論
』（
一
九
三
八
・
一
一
）、
か

の
子
の
諸
作
品
の
引
用
は
『
岡
本
か
の
子
全
集
』（
全
一
二
巻
、
一
九
九
三
・
六
〜

一
九
九
四
・
七
、
筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
、
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
、

振
り
仮
名
は
全
て
省
略
し
た
。
引
用
文
中
の
﹇
…
﹈
は
省
略
を
、
／
は
改
行
を
表
す
。

②　

風
巻
景
次
郎
「
文
学
界
の
こ
と
ど
も
」（『
国
文
学  

解
釈
と
鑑
賞
』、
一
九
三

八
・
一
二
）

③　

窪
川
稲
子
「
複
雑
の
美
に
つ
い
て  

文
藝
時
評
（
１

）
」（『
読
売
新
聞
』
夕
刊
、

一
九
三
九
・
三
・
二
九
）

逸
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④　

十
返
一
「
岡
本
か
の
子
論
」（『
三
田
文
学
』
一
九
四
〇
・
一
二
）

⑤　
「
老
妓
抄
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
三
八
年
は
、「
戦
争
文
学
へ
の
地
な
ら
し
」
と
し

て
「
文
藝
雑
誌
の
中
に
ま
で
戦
時
編
集
が
認
め
ら
れ
、
文
学
と
戦
争
に
関
す
る
多
く

の
項
目
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
」（
板
垣
直
子
「
一
九
三
八
年
の
文
学

―
文
藝
時
評

―
」『
文
藝
』
一
九
三
八
・
一
二
）
年
で
あ
っ
た
。
同
年
八
月
、『
改
造
』
に
連
載

さ
れ
た
火
野
葦
平
の
「
麦
と
兵
隊
」
が
世
の
中
を
席
巻
し
た
事
実
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
戦
意
高
揚
を
狙
う
内
閣
情
報
部
の
計
画
で
菊
池
寛
・
佐
藤
春
夫
・
林

芙
美
子
ら
二
二
名
の
従
軍
ペ
ン
部
隊
が
中
国
大
陸
へ
赴
き
、「
文
壇
を
大
動
員
す
る

こ
と
は
空
前
の
こ
と
」（
室
伏
高
信
「
文
士
を
送
る
」『
読
売
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
三

八
・
九
・
六
）
と
評
さ
れ
た
。
室
生
犀
星
は
、
同
年
末
の
状
況
を
「
今
事
変
の
影
響

が
そ
ろ
〳
〵
小
説
に
あ
ら
は
れ
始
め
た
。﹇
…
﹈
歯
の
浮
く
や
う
な
時
勢
に
阿
つ
た

小
手
先
ば
か
り
の
仕
事
が
多
く
、
読
む
方
が
恥
し
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
」（「
陣
を

し
く
女
流
作
家  

真
二
つ
に
割
れ
た
文
壇
」『
読
売
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
三
八
・
一

一
・
二
三
）
と
酷
評
す
る
と
同
時
に
、
事
変
下
に
お
け
る
「
女
流
作
家
の
進
出
」
に

言
及
し
た
。

　
　

日
中
開
戦
の
衝
撃
は
こ
の
よ
う
に
文
壇
を
変
容
さ
せ
、
軍
や
一
部
の
作
家
に
よ
る

文
学
の
商
品
化
も
推
し
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

⑥　

陳
伯
陶
「
岡
本
か
の
子
と
三
つ
の
瘤
」（『
淡
江
日
本
論
叢
』
第
七
巻
、
一
九
九

八
・
三
）

⑦　

五
味
渕
典
嗣
『
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
文
学  

日
中
戦
争
下
の
表
現
者
た
ち
』（
株
式

会
社
共
和
国
、
二
〇
一
八
・
五
）

⑧　

岩
崎
呉
夫
『
芸
術
餓
鬼  

岡
本
か
の
子
伝
』（
七
曜
社
、
一
九
六
三
・
一
二
）

⑨　

福
田
清
人  

平
野
睦
子
『
岡
本
か
の
子  

人
と
作
品
27
』（
清
水
書
院
、
一
九
六

六
・
五
）

⑩　

久
威
智
『
岡
本
か
の
子
研
究
ノ
ー
ト
』（
菁
柿
堂
、
一
九
九
三
・
八
）

⑪　

野
田
直
恵
「
岡
本
か
の
子
「
老
妓
抄
」
論

―
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
」（『
国

語
国
文
』
第
八
二
巻
、
二
〇
一
三
・
一
二
）
は
さ
ら
に
、
老
妓
が
ミ
ス
タ
ン
ゲ
ッ
ト

の
レ
コ
ー
ド
や
ラ
イ
タ
ー
な
ど
「
時
流
に
即
し
た
事
物
」
に
囲
ま
れ
て
い
た
と
指
摘

す
る
。
な
お
、
中
央
科
学
研
究
所
編
『
新
修
科
学
百
科
大
系
』（
大
成
社
、
一
九
三

七
・
三
）
に
よ
る
と
、「
電
気
莨
盆
」
も
「
電
熱
を
応
用
し
た
、
時
代
に
適
は
し
い

も
の
の
一
例
」
と
説
明
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

⑫　

倉
田
容
子
「『
老
妓
抄
』
と
『
晩
菊
』

―
尊
厳
の
所
在
」（『
語
る
老
女  

語
ら

れ
る
老
女

―
日
本
近
現
代
文
学
に
み
る
女
の
老
い
』
所
収
、
學
藝
書
林
、
二
〇
一

〇
・
二
）
に
よ
れ
ば
、「
一
八
九
九
年
七
月
に
施
行
さ
れ
た
明
治
民
法
の
親
族
編
第

八
章
に
は
「
扶
養
の
義
務
」
の
章
が
設
け
ら
れ
、
家
族
間
の
扶
養
権
利
義
務
が
明
文

化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
扶
養
者
・
被
扶
養
者
の
順
位
等
が
定
め
ら
れ
た
。
扶
養
権
利

者
の
順
位
は
直
系
尊
属
（
親
）
が
直
系
卑
属
（
子
）
よ
り
も
優
先
さ
れ
て
お
り
、

﹇
…
﹈
社
会
福
祉
が
不
十
分
で
あ
っ
た
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
、「
家
」
制
度
か
ら
の

疎
外
は
老
後
保
障
の
喪
失
を
も
同
時
に
意
味
し
て
い
た
」。

⑬　

水
田
宗
子
「「
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
へ
の
憧
憬

―
『
老
妓
抄
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
老

い
の
愉
楽

―
「
老
人
文
学
」
の
魅
力
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
・
九
）

⑭　

注
⑬
に
同
じ
。

⑮　

岡
本
一
平
「
妻
を
懐
ふ
」（『
か
の
子
の
記
』
所
収
、
小
学
館
、
一
九
四
二
・
一

一
）

⑯　

例
え
ば
、
川
端
康
成
は
「
岡
本
か
の
子
序
説
」（『
日
本
評
論
』
一
九
三
九
・
七
）

で
「「
老
妓
抄
」
で
は
、
母
性
と
恋
人
と
が
一
つ
に
な
つ
て
、
一
青
年
の
希
望
と
生

気
と
を
吸
ひ
取
つ
て
し
ま
ふ
や
う
な
不
思
議
も
あ
る
」
と
し
た
。

⑰　

岩
淵
宏
子
「
戦
時
下
の
母
性
幻
想

―
総
力
戦
体
制
の
要
」（『
女
た
ち
の
戦
争
責

任
』
所
収
、
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
四
・
九
）

⑱　

注
⑰
に
同
じ
。

⑲　
『
川
端
康
成
全
集  

第
五
巻
』（
新
潮
社
、
一
九
六
九
・
四
）

⑳　
『
永
井
荷
風
全
集  

第
一
七
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
・
六
）

逸
脱
の
連
鎖

五
五

同志社国文学99号　三校　（横山千華子様）　Ｓ



㉑　

岩
淵
（
前
掲
⑰
）
は
老
妓
を
「
男
の
い
の
ち
を
自
ら
の
い
の
ち
に
流
し
込
ん
で
豊

穣
な
河
の
性
を
生
き
る
、
母
性
的
か
つ
魔
性
的
女
」
と
定
義
し
、
水
田
宗
子
も

「〈
老
い
〉
の
風
景

―
岡
本
か
の
子
『
老
妓
抄
』
と
林
芙
美
子
『
晩
菊
』」（『
物
語

と
反
物
語
の
風
景  

文
学
と
女
性
の
想
像
力
』
所
収
、
田
畑
書
店
、
一
九
九
三
・
一

二
）
で
、
老
妓
が
柚
木
の
生
活
を
支
援
し
た
こ
と
は
彼
女
の
母
性
愛
に
よ
る
「
無
償

の
行
為
」
と
し
、
彼
ら
の
間
柄
を
「
母
子
関
係
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

㉒　

小
林
洋
介
「
引
用
さ
れ
る
自
作
、
参
照
さ
れ
る
作
家

―
岡
本
か
の
子
「
老
妓

抄
」
に
お
け
る
短
歌

―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
一
〇
〇
巻
、
二
〇
二
三
・
七
）

は
「
老
妓
が
柚
木
に
望
ん
で
い
た
も
の
は
、
み
ち
子
に
は
期
待
で
き
な
い
何
か
、
少

な
く
と
も
単
な
る
擬
似
的
な
母
子
関
係
だ
け
で
は
な
い
何
か
だ
っ
た
は
ず
だ
」
と
指

摘
す
る
が
、
本
稿
で
は
さ
ら
に
同
時
代
に
お
け
る
「
母
」
の
意
味
合
い
を
強
調
し
て

お
き
た
い
。

㉓　

同
記
事
に
は
「
新
橋
の
芸
妓
も
国
防
婦
人
会
に
入
つ
た
と
聞
く
、
最
近
、
急
に
、

こ
れ
ら
接
客
商
売
の
婦
人
の
間
に
国
防
婦
人
会
や
愛
国
婦
人
会
の
組
織
が
ひ
ろ
め
ら

れ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
果
し
て
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ら
う
。﹇
…
﹈
愛
国
団
体

に
関
心
を
持
て
ば
、
当
局
の
御
お
ぼ
え
が
め
で
た
く
、
し
た
が
つ
て
営
業
上
便
宜
も

あ
る
だ
ら
う
。
一
方
世
間
に
対
し
て
も
商
売
の
よ
い
宣
伝
と
な
る
」
と
あ
っ
た
。

㉔　

外
村
彰
『
岡
本
か
の
子  

短
歌
と
小
説

―
主
我
と
没
我
と

―
』（
お
う
ふ
う
、

二
〇
一
一
・
三
）
所
収
。

㉕　

近
藤
華
子
「『
老
妓
抄
』

―
芸
者
が
舞
台
を
降
り
る
と
き

―
」（『
岡
本
か
の

子  

描
か
れ
た
女
た
ち
の
実
相
』
所
収
、
翰
林
書
房
、
二
〇
一
四
・
九
）
は
「
作

者
」
と
老
妓
の
年
齢
差
を
、
か
の
子
と
そ
の
母
・
ア
イ
に
重
ね
合
わ
せ
て
二
四
歳
程

度
と
し
て
い
る
。
作
品
内
時
間
を
一
九
三
三
年
と
定
め
る
近
藤
は
、
当
時
四
四
歳

だ
っ
た
か
の
子
の
年
齢
か
ら
、
ア
イ
が
存
命
だ
っ
た
場
合
の
年
齢
を
割
り
出
し
た
。

㉖　

田
村
西
男
『
芸
者
』（
中
島
辰
文
館
、
一
九
一
一
・
一
）
に
は
「
十
五
に
な
る
深

雪
と
い
ふ
、
柳
橋
の
雛
妓
」
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
加
藤
篤
二
『
性
魔
の
誘
惑
』

（
一
九
三
一
・
一
二
）「
芸
妓
と
雛
妓
」
の
項
目
に
「
十
九
歳
の
女
が
芸
妓
に
な
つ

た
」
と
あ
り
、
雛
妓
の
年
齢
は
二
〇
歳
未
満
と
推
定
で
き
る
。
前
掲
㉕
に
基
づ
く
と
、

本
作
の
老
妓
が
雛
妓
だ
っ
た
四
五
年
前
は
一
八
八
八
年
と
な
る
。

㉗　

滝
川
政
次
郎
『
遊
女
の
歴
史
』（
至
文
堂
、
一
九
六
五
・
七
）

㉘　

例
え
ば
、
寺
澤
ゆ
う
「
１

９

３

０

年
代
の
カ
フ
ェ
ー
に
み
る
性
風
俗
産
業
界

―

動
揺
の
裏
側
に
あ
る
女
給
の
労
働
実
態

―
」（『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀

要
』
第
一
〇
三
号
、
二
〇
一
四
・
二
）
は
、
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
サ
ー
ビ
ス
を
売
り
物
に

す
る
カ
フ
ェ
ー
が
一
九
三
〇
年
前
後
に
流
行
し
、
既
存
の
性
風
俗
産
業
で
あ
っ
た
芸

娼
妓
を
擁
す
る
花
柳
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
す
る
。
だ
が
、
戦
時
下
に

は
様
々
な
娯
楽
や
風
俗
産
業
が
粛
清
さ
れ
、
興
亜
奉
公
日
の
実
施
な
ど
で
風
俗
産
業

全
体
の
縮
小
が
図
ら
れ
た
。
カ
フ
ェ
ー
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
急
増
し
店
舗
が
飽
和
状
態

に
あ
っ
た
同
業
界
は
、
一
九
三
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
徐
々
に
不
況
に
陥
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
。
こ
う
し
た
動
き
の
中
、
旧
来
の
主
流
を
担
う
花
柳
界
に
立
ち
戻
る
客
も

あ
っ
た
。

㉙　

宮
内
淳
子
「
広
が
る
声

―
『
老
妓
抄
』

―
」（『
岡
本
か
の
子

―
無
常
の
海

へ

―
』
所
収
、
武
蔵
野
書
房
、
一
九
九
四
・
一
〇
）、
服
部
滋
「
微
笑
と
憂
鬱

―
「
老
妓
抄
」
を
読
む
」（『
国
文
学  

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
五
二
巻
、
二
〇

〇
七
・
二
）
な
ど
。

㉚　

宗
晴
美
「
届
か
な
い
声

―
『
老
妓
抄
』
に
つ
い
て

―
」（『
文
芸
論
叢
』
第
四

六
号
、
一
九
九
六
・
三
）

　
　

語
り
手
の
声
と
柚
木
の
心
情
と
が
混
在
す
る
描
写
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
箇
所
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　

 

彼
は
た
い
し
て
有
難
い
と
は
思
は
な
か
つ
た
。
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
。
こ
つ
ち
か
ら
恩
恵
を
施
し

て
や
る
の
だ
と
い
う
太
太
し
い
考
は
持
た
な
い
ま
で
も
、
老
妓
の
好
意
を
負
担

逸
脱
の
連
鎖
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六
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に
は
感
じ
ら
れ
な
か
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
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
。

㉛　

高
良
留
美
子
『
岡
本
か
の
子  

い
の
ち
の
回
帰
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
四
・
一

一
）

32　

松
本
和
也
「
現
役
小
説
家
・
岡
本
か
の
子
の
軌
跡

―
同
時
代
評
価
の
推
移
と
そ

の
背
景
」（『
国
語
国
文
』
第
八
五
巻
、
二
〇
一
六
・
四
）

33　
「
老
妓
抄
」
の
中
の
和
歌
・「
年
々
に
…
」
の
初
出
は
、
岡
本
か
の
子
の
名
で
発
表

さ
れ
た
「
抜
歯
譜
」（『
短
歌
研
究
』
一
九
三
八
・
五
）
で
あ
る
。

34　

注
㉛
に
同
じ
。

35　
「
日
本
陸
軍
」（
大
和
田
建
樹
作
詞
、
深
沢
登
代
吉
作
曲
）
は
日
露
戦
争
期
の
軍
歌

だ
が
、
国
民
の
戦
意
高
揚
や
意
識
喚
起
と
い
っ
た
役
割
を
担
い
続
け
、
一
五
年
戦
争

下
に
お
い
て
も
歌
わ
れ
て
い
た
。（
戸
ノ
下
達
也
『「
国
民
歌
」
を
唱
和
し
た
時
代  

昭
和
の
大
衆
歌
謡
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
・
八
）

36　

近
藤
華
子
（
前
掲
㉕
）
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