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円
地
文
子

『妖
』
塾

―
花
瓶
の
役
割
を
中
心

一

円
地
文
子

『妖
』
含
中
央
公
論
』
一
九
五
六
年
九
月
）
は

「神
崎
千
賀

子
」
と
い
う
古
典
文
学
の
英
訳
者
を
主
人
公
と
し
、
中
年
に
お
け
る
肉

体
や
精
神
の
変
化
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
千
賀
子
の
超
自
然
的
な
能
力
を

描
く
短
篇
小
説
で
あ
る
。
「老
い
」
、
「結
婚
」
、
「欲
望
」
、
「創
造
能
力
」

な
ど
様
々
な
テ
ー
マ
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
多
層
的
な
作
品
で
あ
り
、

更
に
、
そ
れ
以
後
の
円
地
文
学
に
繰
り
返
し
て
用
い
ら
れ
た
特
徴
や
仕

掛
け
、
例
え
ば
、
中
年
の
女
主
人
公
、
古
典
文
学
の
間
テ
キ
ス
ト
性
、

「
巫
女
的
」
な
女
性
像
な
ど
が
様
々
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
出
発

点
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
期
の
円
地
文

学

（
一
九
五
六
年
の
『女
坂
』
や
一
九
五
七
年
の
『二
世
の
縁
　
拾
遺
」
な
ど
）

と
比
べ
れ
ば
、
「妖
』
は
研
究
者
達
に
見
逃
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

研
究
は
近
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
九

蹴薦
卸卸解
鶴
騎
動零
″
」「ど
轟
智
ギ
麗

に  口田

ゾ
ー
イ

。
ジ

エ
ス
テ
イ
コ

『妖
』
の
面
白
さ
を
構
造
か
ら
考
え
、
時
間
の
流
れ
や
舞
台
設
定
に
焦

点
を
当
て
て
い
る
。
例
え
ば
、
舞
台
設
定
に
つ
い
て
は
、
円
地
が
フ
ラ

ン
ソ
ワ
・
モ
ー
リ
ャ
ッ
ク
の
文
学
理
論

貧
小
説
家
と
作
中
人
物
し

を
生

か
し
て
自
分
の
家
と
周
辺
を
描
き
出
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
「そ
の
背

景
が
知
り
ぬ
い
た
場
所
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
自
由
自
在
に
活

動
で
き
た
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

須
浪
氏
は
構
造
よ
り
作
品
の
モ
チ
ー
フ
に
重
点
を
置
き
、
千
賀
子
の

結
婚
生
活
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
文
学
的
活
動
な
ど
を
分
析
し
て
い

る
。
須
浪
氏
は

「妖
」
を

「
妻
た
ち
の
思
春
期
」
を
乗
り
切
る

一
方
法

と
し
て
、
積
年
の
夫
へ
の
恨
み
を
物
語
化
す
る
自
己
セ
ラ
ピ
ー
を
思
い

つ
い
た
イ
ン
テ
リ
夫
婦
の
心
理
小
説
」
と
し
て
解
釈
し
、
そ
の
セ
ラ

ピ
ー
は
「離
婚
率
も
婚
外
出
産
率
も
上
ら
な
い
制
度
的
安
定
性
抜
群
の

日
本
の
家
族
の
極
意
を
披
涯
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い

２つ
。そ

れ
ら
の
論
文
は
近
年
の
日
本
文
学
研
究
に
お
け
る
女
性
作
家
や

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
対
す
る
関
心
を
反
映
さ
せ
て
お
り
、
意
義
深
い
研
究
で

あ
る
。
し
か
し
、
円
地
文
学
の
重
要
な
岐
路
に
あ
た
る
こ
の
作
品
に
関
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す
る
研
究
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
特
に
、
夜
中
に
ベ
ル
の
柱
に
身
体

を
寄
せ
て
い
る
恋
人
達
に
起
こ
さ
れ
た
千
賀
子
と
夫
の
「啓
作
」
が
「顔

を
見
合
わ
す
と
何
と
も
言
え
ぬ
奇
妙
な
笑
い
が
、
一
一人
の
同
じ
よ
う
に

す
ぼ
ん
だ
日
の
あ
た
り
に
浮
ん
で
い
た
。」
■
一〇
頁
）ど
い
う
滑
稽
な

結
末
の
分
析
は
、
先
行
研
究
で
は
足
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
須
浪
氏

は

「妖
」
に
描
か
れ
て
い
る
結
婚
生
活
を
考
察
し
、
「
つ
い
最
近
ま
で
の

日
本
の
平
均
的
夫
婦
の
現
実
を
あ
ば
い
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
が
、

こ
の
作
品
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
更
に
結
末
に
見
ら
れ
る
夫

婦
関
係
の
変
化
や
そ
の
変
化
に
与
え
た
千
賀
子
の
文
学
的
活
動
の
影
響

を
考
察
す
る
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
啓
作
の
呉
須
赤
絵
の
瑞
瓢
形
花
瓶
の
役
割
を
中
心
に
神

崎
夫
婦
の
結
婚
生
活
や
千
賀
子
が
書
い
た
物
語
の
意
味
を
分
析
す
る
。

啓
作
の
花
瓶
は
戦
争
終
末
頃
の
千
賀
子
の

「厭
な
思
い
出
」
（八
四
頁
）

に
、
ま
た
、
千
賀
子
が
書
い
た
物
語
に
登
場
す
る
も
の
で
あ
り
、
作
品

の

〈
今
》
に
は
花
瓶
の
存
在
は
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
い
。
そ
の
た
め
で

あ
ろ
う
が
、
花
瓶
の
役
割
は
先
行
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
花
瓶
の
存
在
は
最
初
の
会
話

（横
浜
か
ら
の
帰
り
道
、
花
瓶
の
展
示

会
場
の
様
子
を
見
る
た
め
に
啓
作
が
先
に
電
車
を
降
り
る
場
面
）
か
ら
、
千
賀

子
が
書
く
物
語
で
花
瓶
が
割
ら
れ
て
し
ま
う
場
面
ま
で
、
作
品
全
体
を

通
し
て
見
ら
れ
る
。
更
に
、
登
場
人
物
と
花
瓶
と
の
関
係
を
考
察
す
る

と
、
花
瓶
は
、
「妖
」
の
語
り
手
に
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
深
い
意
味
を

含
ん
で
お
り
、
予
想
以
上
に
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
理
解
で

き
る
。
以
下
、
啓
作
と
千
賀
子
の
花
瓶
に
対
す
る
気
持
ち
、
千
賀
子
の

化
粧
の
描
写
に
お
け
る
花
瓶
の
メ
タ
フ
ァ
ー
、
ま
た
、
千
賀
子
が
書
い

た
物
語
に
お
け
る
花
瓶
の
意
味
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ら
に

よ
っ
て
、
花
瓶
に
象
徴
さ
れ
た
千
賀
子
の
怨
念
が
少
し
ず
つ
消
え
て
い

き
、
物
語
で
花
瓶
が
割
ら
れ
て
し
ま
う
結
末
を
書
く
の
は
、
啓
作
に
馴

れ
寄
る
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

二

ま
ず
、
啓
作
の
花
瓶
に
対
す
る
執
着
や
彼
の
行
為
に
与
え
る
花
瓶
の

影
響
を
考
察
し
、
彼
の
エ
ロ
ス
の
対
象
と
し
て
花
瓶
の
意
味
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

千
賀
子
の
花
瓶
に
絡
ん
だ

「厭
な
思
い
出
」
と
は
、
次
女
の
７
印
子
」

が
病
気
で
高
価
な
薬
を
必
要
と
し
た
時
に
、
啓
作
が
花
瓶
を
売
る
こ
と

を
頑
固
に
拒
み
、
そ
の
代
り
に
千
賀
子
に
春
本
の
英
訳
を
さ
せ
た
占
領

時
代
の
思
い
出
で
あ
る
。
語
り
手
の
説
明
に
よ
っ
て
、
啓
作
が
こ
の
よ

う
に
千
賀
子
に
無
神
経
な
仕
打
ち
を
与
え
た
の
は
、
「
コ
バ
ル
ト
と
紅

の
色
鮮
や
か
な
こ
の
瓢
箪
形
の
花
瓶
に
深
い
執
着
を
持
っ
て
い
る
責
八

七
頁
）
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
啓
作
は
若
い
頃
か
ら
骨
童
集
め

に
熱
心
で
あ
り
、
そ
の
お
か
げ
で
戦
争
後
の
混
乱
状
態
で
神
崎
家
の
飢

渇
を
救
う
こ
と
も
出
来
た
の
で
、
彼
が
貴
重
品
で
あ
る
花
瓶
を
手
放
し

た
く
な
い
の
は
当
然
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
啓
作
の
花
瓶

に
対
す
る

「深
い
執
着
」
を
見
る
と
、
花
瓶
は
単
な
る
骨
董
品
と
し
て

の
価
値
以
上
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
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長
女
の

「桐
子
」
を
横
浜
で
ア
メ
リ
カ
ま
で
見
送
っ
た
日
の
夜
に
、

啓
作
が
ワ
イ
ン
を
飲
み
な
が
ら
千
賀
子
に
馴
れ
寄
ろ
う
と
す
る
場
面
を

見
る
と
、
花
瓶
に
対
す
る
啓
作
の

「深
い
執
着
」
は
千
賀
子
の

「厭
な

思
い
出
」
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
場
面
に
お
け
る
千
賀
子
の
内
面
描
写
、

ま
た
、
啓
作
の
行
為
に
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
場

面
で
、
千
賀
子
は
次
の
よ
う
に
啓
作
の
性
の
欲
望
に
つ
い
て
省
み
る
。

夫
の
財
布
に
ど
れ
ほ
ど
の
札
が
入
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
よ
う

に
、
千
賀
子
は
三
階
の
鍵
の
か
か
る
部
屋
に

一
人
で
冷
た
い
陶
器

や
書
画
の
幅
と

一
緒
に
寝
て
い
る
啓
作
が
、
一
体
ど
ん
な
風
に
性

の
欲
望
を
始
末
し
て
い
る
の
か
ま
る
で
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（九
〇
頁
）

こ
の
箇
所
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
啓
作
と
千
賀
子
の
肉
体
的
な
関

係
は
何
年
も
前
に
終
わ
め
、
啓
作
は
今
、
他
の
骨
董
品
を
含
め
て
花
瓶

と

一
緒
に
寝
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、
啓
作
の
エ
ロ
ス
が
千
賀
子
で
は

な
く
、
花
瓶
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

つヽ
。更

に
、
そ
の
場
面
に
お
け
る
千
賀
子
に
対
す
る
啓
作
の
言
動
に
も
、

花
瓶
の
存
在
の
有
無
が
影
響
し
て
い
る
と
言
え
る
。
啓
作
は
普
段
、
千

賀
子
の
容
貌
に
無
関
心
で
あ
る
が
、
そ
の
場
面
で
は
、
突
然
、
千
賀
子

の
髪
が
薄
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
啓
作
の
言
動
の
変
化
に

つ
い
て
、
須
浪
氏
は
、
「夫
は
、
愛
娘
を
巣
立
た
せ
た
親
の
感
傷
を
分
け

あ
う
心
で
妻
を
振
り
替
え
れ
ば
、
ソ
リ
の
会
わ
な
い
妻
の
額
に
も
し
の

び
よ
る
老
い
が
見
て
と
れ
る
」
と
、
桐
子
の
出
発
の
影
響
を
指
摘
し
て

い
る
。
千
賀
子
の
容
貌
に
対
す
る
啓
作
の
価
値
観
が
桐
子
の
出
発
に
大

き
く
影
響
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
千
賀
子
も
、
彼
女
の
髪
に

対
す
る
啓
作
の
新
し
い
気
遣
い
に
つ
い
て
、
ヨ
一十
年
近
く
も
見
な
れ

て
い
る
千
賀
子
の
顔
が
娘
の
遠
く
去
っ
て
い
く
港
に
立
っ
て
い
る
時
、

突
然
新
し
い
顔
に
な
っ
て
浮
び
上
っ
て
で
も
来
た
の
だ
ろ
う
。」
（九
三

頁
）
と
省
み
る
。
し
か
し
、
啓
作
の
言
動
の
変
化
に
は
、
桐
子
の
出
発

だ
け
で
は
な
く
、
花
瓶
の
有
無
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

神
崎
夫
婦
が
娘
を
見
送
っ
て
横
浜
か
ら
帰

っ
て
き
た
時
に
は
、
花
瓶

は
、
ち
ょ
う
ど
デ
パ
ー
ト
の
展
示
会
に
出
展
さ
れ
て
お
り
、
家
に
は
な

い
の
で
あ
る
。
啓
作
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
ち
、
千
賀
子
に
近
寄
る

の
か
は
、
語
り
手
の
説
明
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場

面
に
描
か
れ
た
千
賀
子
の
内
面
描
写
を
見
る
と
、
啓
作
は
千
賀
子
に
対

し
て
性
的
な
興
味
を
持

っ
て
い
る
と
言
え
る
。
一
一人
が
差
し
向
か
っ
て

ワ
イ
ン
を
飲
ん
で
い
る
時
に
、
千
賀
子
は

「漠
然
と
馴
れ
寄
っ
て
来
る

気
配
を
千
賀
子
は
ヴ
ェ
ル
モ
ッ
ト
の
グ
ラ
ス
を
持
っ
て
い
る
啓
作
の
眼

色
に
感
じ
」
（九
〇
頁
）
る
。
そ
し
て
、
そ
の
直
後
、
啓
作
の
性
の
欲
望

に
つ
い
て
省
み
る
。
」ゝ
の
場
面
は
千
賀
子
を
視
点
人
物
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
の
で
、
啓
作
の
気
持
ち
を
把
握
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
千

賀
子
は
自
分
に
対
す
る
啓
作
の
新
し
い
興
味
に
性
的
な
欲
望
を
悟
っ
た

の
で
あ
る
。

啓
作
が
千
賀
子
に
対
し
て
性
的
な
興
味
を
持

っ
て
い
た
の
は
、
突

妹
い、
彼
女
の
容
貌
に
気
に
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
。
彼

は
娘
が
い
な
く
な
っ
た
家
で
千
賀
子
と
の
新
し
い
関
係
の
可
能
性
に
つ

―-74-―



い
て
考
え
、
久
し
ぶ
り
に
彼
女
の
魅
力
を
性
の
相
手
と
し
て
判
断
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
啓
作
は
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
旧
態
の
生
活
に
戻
っ
た

が
、
普
段
、
花
瓶
に
向
か
っ
て
い
た
彼
の
エ
ロ
ス
は
、
花
瓶
が
な
か
っ

た
そ
の
晩
に
限
っ
て
、
ワ
イ
ン
の
飲
酒
や
娘
の
出
発
に
際
す
る
気
持
ち

に
影
響
さ
れ
、　
一
時
的
に
千
賀
子
に
向
か
っ
た
と
言
え
る
。

花
瓶
が
啓
作
の
エ
ロ
ス
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
、
更
に
、
花
瓶
の
独

特
な
形
に
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
花
瓶
の
描
写
を
見
て
み
る
と
、
「瑞

瓢
形
」
（八
四
頁
）
や

「瓢
箪
形
」
（八
七
頁
）
な
ど
、
形
が
強
調
さ
れ
て

い
る
と
理
解
で
き
る
。
花
瓶
の
形
は
そ
れ
以
上
、
描
か
れ
て
い
な
い
が
、

真
中
で
括
れ
た
曲
線
美
が
あ
る
瓢
箪
に
警
え
ら
れ
て
い
る
点
で
、
女
性

の
理
想
的
な
姿
を
思
わ
せ
る
形
で
あ
る
と
言
え
る
。
」ヽ
の
隠
喩
を
通
し

て
、
花
瓶
は
、
啓
作
の
愛
着
と
千
賀
子
の
嫉
妬
心
の
対
象
で
あ
る

一
登

場
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三

で
は
、
千
賀
子
は
花
瓶
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、

千
賀
子
の
化
粧
さ
れ
た
顔
の
描
写
に
見
ら
れ
る
花
瓶
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を

中
心
に
、
千
賀
子
の
花
瓶
に
対
す
る
気
持
ち
の
考
察
に
移
り
た
い
。

花
瓶
に
絡
ん
だ
千
賀
子
の
「厭
な
思
い
出
」
（啓
作
に
春
本
の
英
訳
を
さ

せ
ら
れ
た
時
の
思
い
出
）
を
見
る
と
、
千
賀
子
は
、
啓
作
が
花
瓶
に
対
し

て

「深
い
執
着
」
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ

る
。
千
賀
子
は
、
啓
作
が
花
瓶
の
所
持
を
妻
の
自
尊
心
と
娘
の
健
康
よ

り
優
先
さ
せ
た
の
を
恨
ん
だ
が
、
春
本
に
描
か
れ
た
よ
う
な

「
男
に

よ
っ
て
女
の
幸
福
に
な
る
瞬
間
と
い
う
も
の
を
遂
に
現
実
の
生
活
で
知

ら
な
」
（八
九
頁
）
か
っ
た
た
め
に
、
花
瓶
に
対
し
て
嫉
妬
心
も
抱
い
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
千
賀
子
は
啓
作
に
と
っ
て
の
花
瓶
は

自
分
よ
り
も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
物
だ
と
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
夫
に
対
す
る
不
満
や
花
瓶
に
対
す
る
嫉
妬
心
の
た
め
に
、

千
賀
子
は
長
年
、
啓
作
と
和
陸
で
き
な
い
。
娘
た
ち
が
自
立
し
て
か
ら

も
、
啓
作
が
馴
れ
寄
る
よ
う
に
見
え
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
千
賀
子
は
彼

と
の
新
た
な
関
係
に
抵
抗
す
る
。
そ
し
て
、
千
賀
子
は
中
三
階
に
移
動

し
、
そ
こ
で
毎
日

「誰
に
と
も
な
い
化
粧
」
（九
六
頁
）
を
し
た
り
、
坂

を
歩
い
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
、
中
三
階

に
移
動
し
て
か
ら
の
千
賀
子
の
化
粧
さ
れ
た
顔
の
描
写
に
は
、
花
瓶
と

共
通
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
え
る
。

遠
野
に
思
い
が
け
ず
に
そ
ん
な
話
を
口
に
出
し
て
し
ま
っ
た
日
か

ら
、
千
賀
子
の
中
に
漠
然
と
凝
っ
て
い
た
も
の
が
溶
け
は
じ
め

た
。
千
賀
子
は
前
よ
り
も

一
層
化
粧
を
濃
く
し
て
よ
く
坂
に
出

た
。
雨
の
中
に
傘
を
さ
し
て
立
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
す
り
硝

子
の
よ
う
な
半
透
明
な
梅
雨
時
の
光
線
の
中
で
、
千
賀
子
の
粧
っ

た
顔
は
年
の
わ
か
ら
な
い
不
思
議
な
若
さ
に
滲
ん
で
見
え
た
。
愚

か
し
い
擬
装
の
下
で
カ
チ
カ
チ
鳴
っ
て
い
る
歯
や
、
染
色
の
剥
げ

た
時
の
色
の
な
い
短
い
髪
の
現
実
が
千
賀
子
を
始
終
揺
ぶ
り
つ
づ

け
て
い
る
。
こ
の
灰
色
の
世
界
が
だ
ん
だ
ん
濃
く
な
り
、
そ
の
ま

ま
昏
れ
て
ゆ
く
自
然
な
凋
落
が
千
賀
子
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
。
歯



だ
け
が
啓
作
と
和
睦
し
た
だ
け
で
も
こ
の
薄
明
は

一
段
冥
く
な

っ

て
い
る
の
だ

っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貧

〇
七
頁
）

こ
の
箇
所
に
お
け
る

「す
り
硝
子
の
よ
う
な

（中
略
）
光
線
」
は
、
花

瓶
を
収
め
る
ケ
ー
ス
の
硝
子
を
連
想
さ
せ
る
描
写
で
あ
る
と
言
え
る
。

啓
作
の
花
瓶
は
家
で
ど
の
よ
う
な
物
に
収
め
て
い
る
の
か
は
描
か
れ
て

い
な
い
が
、
デ
パ
ー
ト
の
展
示
会
で
は

一
般
的
に
硝
子
ケ
ー
ス
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
描
写
を
通
し
て
、
千
賀
子
の
化
粧
さ
れ
た
顔
は
間
接

的
に
花
瓶
に
馨
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
千
賀
子
は

化
粧
を
す
る
こ
と
で
、
花
瓶
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
千
賀
子
は
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
ち
、
花
瓶
に
近
づ
く
の
だ
ろ

う
か
。
同
時
代
の
日
本
文
学
と
比
較
す
れ
ば
、
林
芙
美
子

『晩
菊
」
翁
別

刊
文
藝
春
秋
』
一
九
四
八
年

一
一
月
）
に
は
共
通
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
が
見
ら

れ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
「き
ん
」
と
い
う
中
年
の
芸
者
は
、
音
の
恋
人

「
田
部
」
の
久
し
ぶ
り
の
訪
間
を
受
け
る
前
に
化
粧
を
す
る
こ
と
で
、
で

き
る
だ
け
若
く
見
せ
よ
う
と
す
る
。
田
部
は
き
ん
の
家
に
来
る
と
、
始

め
は
期
待
通
り
に
彼
女
の
昔
と
変
ら
ぬ
美
し
い
容
貌
に
強
い
印
象
を
受

け
る
が
、
少
し
ず

つ
彼
女
の
老
い
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。

田
部
は
、
き
ん
の
取
り
澄
し
て
ゐ
る
の
が
憎
々
し
か
つ
た
。
上
等

の
古
物
を
見
て
ゐ
る
や
う
で
を
か
し
く
も
あ
る
。
一
緒
に

一
夜
を

過
し
た
と
こ
ろ
で
、
ほ
ど
こ
し
を
し
て
や
る
や
う
な
も
の
だ
と
、

田
部
は
、
き
ん
の
あ
ご
の
あ
た
り
を
見

つ
め
た
。
し
つ
か
り
し
た

あ
ご
の
線
が
意
志
の
強
さ
を
現
は
し
て
ゐ
る
。
さ
つ
き
見
た
唖
の

女
中
の
水
々
し
い
若
さ
が
妙
に
瞼
に
だ
ぶ
つ
て
来
た
。

き
ん
は
自
ら
の
美
を
必
死
に
保
持
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
彼
女
の

美
は

「上
等
の
古
物
」
の
よ
う
に
凝
固
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
き
た
。

田
部
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
き
ん
の
美
は
可
笑
し
く
見
え
、
女
中
の

「水
々
し
い
若
さ
」
に
は
匹
敵
し
よ
う
も
な
い
。

こ
の
骨
童
品
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
き
ん
の
美
に
執
着
す
る
空
し
さ
を
表

現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
で
は

「妖
」
に
お
け
る
花
瓶
の
メ

タ
フ
ア
ー
の
用
い
方
と
は
少
し
相
違
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
年
の
女

主
人
公
の
化
粧
さ
れ
た
姿
が
骨
童
品
に
讐
え
ら
れ
て
い
る
メ
タ
フ
ァ
ー

は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
円
地
は
若
い
頃
か
ら
長
谷
川
時
雨
を
通

し
て
林
芙
美
子
を
知
り
、
林
文
学
、
特
に

『浮
雲
」
や

「晩
菊
』
な
ど

の
晩
年
の
作
品
に
対
し
て
尊
敬
の
念
を
表
し
た
。
従
っ
て
、
「妖
」
に
お

け
る
花
瓶
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
は
、
「晩
菊
」
の
影
響
が
あ
る
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。
千
賀
子
は
化
粧
を
通
し
て
、
自
ら
の
美
を
永
遠
に
変
わ

ら
ぬ
骨
童
品
の
よ
う
に
保
持
し
よ
う
と
し
、
き
ん
と
共
通
し
た
老
い
へ

の
抵
抗
手
段
を
用
い
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
千
賀
子
は
花

瓶
を
啓
作
の
愛
着
を
奪

っ
た
女
性
の
よ
う
に
見
な
し
て
い
る
と
同
時

に
、
理
想
的
な
美
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
考
察
に
よ
っ
て
、
意
図
的
で
あ
ろ
う
と
な
か

ろ
う
と
、
千
賀
子
は
啓
作
に
美
し
い
も
の
と
し
て
大
事
に
さ
れ
た
花
瓶

に
似
る
こ
と
で
、
啓
作
に
美
し
く
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
し
た
と

言
え
る
。
神
崎
夫
婦
の
結
婚
生
活
は
何
年
も
前
か
ら
名
ば
か
り
と
な
っ

-76-―



て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
千
賀
子
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
は
彼
女

の
容
貌
に
対
す
る
啓
作
の
意
見
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。
千
賀
子
は
啓

作
が
彼
女
の
髪
に
対
し
て
文
句
を
言
う
の
に
深
く
傷
つ
け
ら
れ
、
そ
れ

か
ら

「眼
鏡
だ
の
義
歯
だ
の
、
や
が
て
は
他
人
の
髪
で
つ
く
っ
た
髪
だ

の
、
肉
体
と
別
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
鎧
兜
の
よ
う
に
身
に
つ
け
て
、

猶
若
く
見
せ
た
い
美
し
く
あ
り
た
い
と
渇
く
ほ
ど
願
う
自
分
は
、
一
体

何
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。」
（九
八
頁
）
と
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ

に
つ
い
て
悩
む
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
啓
作
に
そ
う
言
わ
れ
る
前
に

は
、
千
賀
子
は
老
い
る
こ
と
を
気
に
せ
ず
、
む
し
ろ
自
分
の
容
貌
を
誇

り
に
思
っ
て
い
た
。
更
に
、
千
賀
子
は
桐
子
に
も
三
度
も
同
じ
よ
う
に

髪
の
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
「年
を
と
る
と
ほ
ど
ほ
ど
妙
な
い
方
が

い
い
よ
」
（九
二
頁
）
な
ど
、
平
気
で
答
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
か
ら
、
二

人
の
間
に
は
行
き
違
い
が
多
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
千
賀
子
は
啓
作

の
意
見
を
大
事
に
思
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
、
化
粧
を
通
し
て
花
瓶
に
近
づ
く
こ
と
は
啓
作
に
馴
れ
寄
る
手

段
で
あ
る
と
言
え
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
千
賀
子
は
啓
作
の
馴
れ

寄
る
の
を
不
愉
快
に
思
っ
て
、
彼
と
の
新
た
な
関
係
に
抵
抗
し
て
い

る
。
中
三
階
に
移
動
し
て
か
ら
、
千
賀
子
は
化
粧
す
る
よ
う
に
な
る
が
、

そ
の
時
の
化
粧
は
、
啓
作
の
た
め
で
は
な
く
、
「誰
に
と
も
な
い
化
粧
」

（九
六
頁
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
前
に
示
し
た

一

〇
七
頁
の
場
面
か
ら
は
、
千
賀
子
は
化
粧
を
し
て
花
瓶
に
近
づ
く
こ
と

で
、
啓
作
に
美
し
く
見
せ
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
。
精
神
的
変
化
を
受

け
た
結
果
、
千
賀
子
は
啓
作
に
和
睦
し
よ
う
と
思
い
、
そ
の
意
図
は
化

粧
さ
れ
た
顔
に
見
ら
れ
る
花
瓶
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
暗
示
さ
れ
た
の
で
あ

２つ
。

四

前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
千
賀
子
は
精
神
的
な
変
化
を
受
け
た
こ
と
に

よ
っ
て
啓
作
と
和
睦
す
る
気
持
ち
に
な
る
が
、
」ヽ
の
変
化
は
千
賀
子
と

遠
野
と
の
会
話
に
描
か
れ
て
い
る
。
次
は
、
そ
の
会
話
の
内
容
を
分
析

し
、
千
賀
子
の
精
神
変
化
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

千
賀
子
は
遠
野
と
と
も
に
「伊
勢
物
語
』
の
英
訳
に
協
力
し
て
お
り
、

二
人
の
会
話
は

「百
年
に

一
年
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
」
の
老
女
が

『伊
勢

物
語
」
の
主
人
公

「在
原
業
平
」
を
魅
す
る
場
面
の
話
で
始
ま
る
。
千

賀
子
は
毎
晩
、
歌
い
な
が
ら
中
三
階
の
隣
の
坂
を
歩
い
て
い
る
音
楽
学

生
の
声
に
感
動
を
受
け
る
が
、
遠
野
と
の

「
つ
く
も
髪
」
の
女
に
関
す

る
会
話
に
、
そ
の
学
生
に
対
す
る
彼
女
の
欲
望
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
。
「私
の
よ
う
な
つ
く
も
髪
の
女
」
貧

ｏ
三
頁
）
と
言
う
の

か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
千
賀
子
は

「
い
か
で
心
な
さ
け
あ
ら
む
男

に
あ
ひ
得
て
し
が
な
」
と
嘆
い
た
こ
の
老
女
に
思
い
を
は
せ
、
自
己
イ

メ
ー
ジ
を
彼
女
の
存
在
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

円
地
は
、
一
九
三
八
年
に
放
送
局
か
ら

『伊
勢
物
語
」
に
取
材
し
た

放
送
用
の
テ
キ
ス
ト
を
書
く
よ
う
に
頼
ま
れ
、
そ
の
時
か
ら
、
「伊
勢

物
語
」
、
特
に

「筒
井
筒
」
と

「
つ
く
も
髪
」
の
物
語
を
改
め
て
鑑
賞
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
鑑
賞
は
随
筆
集

『女
坂
』
（同
題
の
小
説
と
は



別
）
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「九
十
九
髪
」
の
女
の
は
な
し
も
、
後
世
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
さ

ぞ
あ
く
ど
い
後
味
の
悪
い
物
語
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
に
、
「伊
勢
」

の
場
合
に
は
上
品
な
ユ
ー
モ
ア
で
、
老
い
た
女
に
も
、
頼
ま
れ
て

そ
れ
と
関
係
す
る
男
に
も
少
し
も
厭
な
感
じ
が
し
な
い
。

円
地
は

「
つ
く
も
髪
」
の
女
を
取
り
上
げ
、
千
賀
子
の
描
写
に
重
ね
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
千
賀
子
の
欲
望
を
同
じ
よ
う
な
「上
品
な
ユ
ー
モ
ア
」

で
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

千
賀
子
は

「
つ
く
も
髪
」
の
女
か
ら
、
遠
野
の
入
れ
歯
や

「共
に
歯

せ
ず
」
と
い
う
諺
に
触
れ
る
。
歯
に
関
す
る
話
か
ら
、
啓
作
に
対
す
る

千
賀
子
の
気
持
ち
が
変
化
し
て
き
た
と
言
え
る
が
、
」ゝ
の
話
の
内
容
を

考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
、
「妖
」
に
お
け
る
入
れ
歯
の
意
味
に
触
れ
た

い
。
千
賀
子
、
啓
作
、
ま
た
、
遠
野
の
入
れ
歯
の
描
写
は
作
品
全
体
を

通
し
て
見
ら
れ
、
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
千
賀

子
に
と
っ
て
の
入
れ
歯
の
意
味
は
遠
野
の
結
婚
を
意
外
に
思
う
気
持
ち

に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
遠
野
は
ま
だ
若
い
の
に
抑
留
生

活
で
歯
を
全
て
喪
失
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
千
賀
子
は
、
彼
が

「結
婚
の

不
可
能
な
男
」
２

ｏ
三
頁
）
と
考
え
、
六
ヶ
月
前
に
結
婚
し
た
の
に
驚

い
た
。
つ
ま
り
、
千
賀
子
は
歯
の
状
態
と
性
的
な
力
を
同
じ
こ
と
と
考

え
、
歯
が
な
い
遠
野
を
若
い
嫁
の
相
手
と
し
て
失
格
だ
と
思
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
千
賀
子
は
遠
野
だ
け
で
は
な
く
、
啓
作

も
自
分
も
、
若
者
の
相
手
と
し
て
失
格
だ
と
思
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

２一
。

千
賀
子
が
学
生
に
つ
い
て
幻
想
を
見
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
遠
野
の

結
婚
と
関
係
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
時
か
ら
、
千
賀
子
は
入
れ
歯
に

関
わ
ら
ず
嫁
を
も
ら

つ
た
遠
野
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
女
も
啓
作
以
外
の

相
手
と
関
係
が
結
べ
る
の
で
は
な
い
か
と
幻
想
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
「共
に
歯
せ
ず
」
と
い
う
諺
に
関
す
る
話
を
見
る
と
、
千
賀
子
は
い

く
ら
学
生
に
つ
い
て
幻
想
し
て
も
、
自
然
な
歯
を
持

っ
て
い
る
男
性
と

関
係
を
結
ぶ
の
は
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
る
よ
う
に
な
る
と
言
え
る
。

そ
の
話
の
場
面
で
、
千
賀
子
は

「全
く
、
歯
の
状
態
が
ま
る
で
違

っ
た

ら

一
緒
の
も
の
は
食
べ
ら
れ
な
い
わ
ね
」
２

０
六
頁
）
と
諺
の
意
味
を

解
釈
す
る
。
こ
こ
で
、
千
賀
子
は

「
つ
く
も
髪
」
の
よ
う
な
欲
望
が
果

た
せ
る
女
性
は
物
語
の
世
界
に
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
千
賀
子
は
化
粧
を
し
、
「
つ
く
も
髪
」
の
物
語
に
影

響
さ
れ
た
幻
想
を
見
て
い
る
が
、
自
ら
の

「ぎ
し
ぎ
し
」
（九
五
頁
）
や

「
カ
チ
カ
チ
」
２

〇
五
頁
）
鳴

っ
て
い
る
入
れ
歯
の
音
に
、
そ
れ
ら
の
幻

想
は
破
壊
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
「共
に
歯
せ
ず
」
に
対
す
る
千
賀
子
の
解
釈
か
ら
、
啓
作
に
対

す
る
千
賀
子
の
期
待
は
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
遠
野
と
の
会

話
の
前
に
お
け
る
千
賀
子
の
内
面
描
写
を
見
る
と
、
千
賀
子
は
啓
作
と

の
新
た
な
関
係
を
不
可
能
と
思
っ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
内
面

描
写
で
は
、
千
賀
子
は
中
三
階
の
部
屋
か
ら
学
生
の
歌
が
聞
え
る
と
、

「
別
の
三
階
で
冷
た
い
骨
童
品
に
囲
ま
れ
て
寝
入
っ
て
い
る
男
と
今
更

ど
う
結
ば

っ
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
ど
ん
な
新
し
い
ゆ
め
が
手
ま
れ
る
と

い
う
の
か
」
（九
八
頁
）
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
千
賀
子
の
気
持

―-78-



ち
は
変
化
し
、
関
係
を
結
べ
る
男
性
は
同
じ
歯
の
状
態
で
あ
る
啓
作
し

か
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
、
「全
く
、
歯
の
状
態
が
ま
る
で
違

っ

た
ら

一
緒
の
も
の
は
食
べ
ら
れ
な
い
わ
ね
」
２

０
六
頁
）
と
い
う
表
現

か
ら
分
か
る
。

つ
ま
り
、
千
賀
子
は
遠
野
と
入
れ
歯
の
話
を
し
て
か
ら
、
啓
作
と
和

睦
す
る
必
要
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
千
賀
子
が

一
年
前

に
歯
を
全
て
抜
い
て
入
れ
歯
に
し
て
か
ら
、
今
ま
で
違

っ
て
い
た
神
崎

夫
婦
の
食
事
の
好
き
嫌
い
が
少
し
ず
つ
近
寄
っ
て
き
た
。
千
賀
子
は
そ

れ
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
で
」
う
し
て
同
じ
よ
う
な
食
物
を
つ
つ
き
合

い
な
が
ら
、
同
じ
よ
う
な
入
歯
の
入
っ
た
姥
口
を
す
ぼ
め
合

っ
て
、

別
々
の
老
年
が

一
つ
の
家
の
中
で
止
む
を
得
ず
互
い
の
自
我
を
磨
滅
さ

せ
て
行
く
の
か
と
思
う
と
、
千
賀
子
は
老
い
る
こ
と
の
呪
わ
し
さ
に
呻

き
出
し
そ
う
な
昂
奮
を
覚
え
た
」
貧

ｏ
五
頁
）
の
で
あ
る
。
千
賀
子
は

髪
や
歯
の
喪
失
な
ど
肉
体
の
老
い
を
悔
し
く
思
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

よ
り
は
、
「と
も
自
髪
」
と
い
う
理
想
か
ら
離
れ
た
暗
い
将
来
を
恐
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
千
賀
子
は

「
つ
く
も
髪
」
の
女
の
よ

う
に
若
い
相
手
に
憧
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
学
生
に
つ
い
て
幻
想
を
見
る

よ
う
に
な
る
。
し
ば
ら
く
し
て
そ
れ
ら
の
幻
想
は
破
壊
さ
れ
、
同
時
に
、

千
賀
子
は
啓
作
と
和
睦
す
る
必
要
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え

る
。
遠
野
と
の
会
話
の
後
に
お
け
る
千
賀
子
の
描
写
を
見
る
と
、
千
賀

子
は
遠
野
と
そ
れ
ら
の
話
を
し
て
か
ら
、
少
し
ず
つ
啓
作
に
馴
れ
寄
っ

た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
再
び
前
節
で
考
察
し
た
花
瓶
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
考
え

て
み

る
。
前
節
で
引
用
し
た

一
〇
七
頁
の
箇
所
に
あ
る
よ
う
に
、
千
賀
子
が

花
瓶
に
似
通
う
よ
う
に
な
る
の
は
「遠
野
に
思
い
が
け
ず
に
そ
ん
な
話

を
回
に
出
し
て
し
ま
っ
た
日
か
ら
、
千
賀
子
の
中
に
漠
然
と
凝
っ
て
い

た
も
の
が
溶
け
は
じ
め
た
」
後
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
遠
野
と
の
会
話
は

千
賀
子
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
彼
女
が
花
瓶
に
近
づ
い
て
い

く
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
描
写
に
お
け
る

「漠
然
と
凝
っ
て
い
た
も
の
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
更

に
な
ぜ

「溶
け
は
じ
め
た
」
の
だ
ろ
う
か
。
「溶
け
は
じ
め
た
」
と
い
う

言
葉
は
、
作
品
の
最
初
の
場
面
に
お
け
る

「溶
け
合
わ
な
い
雰
囲
気
」

（八
一
一頁
）
で
暮
し
て
い
る
神
崎
夫
婦
の
描
写
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
千
賀
子
は
啓
作
に
対
し
て
様
々
な
怨
念
を
抱
い
て
お

り
、
そ
れ
ら
の
怨
念
は
彼
女
の
中
に

「漠
然
と
凝
っ
て
い
た
」
が
、
遠

野
と
話
し
、
彼
女
の
欲
望
や
将
来
に
対
す
る
悩
み
を
表
現
し
た
結
果
、

そ
れ
ら
の
怨
念
は
少
し
ず
つ
消
え
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
次
節
で
論

じ
る
よ
う
に
、
千
賀
子
は
そ
の
時
か
ら
少
し
ず
つ
啓
作
に
馴
れ
寄
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

五

千
賀
子
の
化
粧
に
お
け
る
花
瓶
の
メ
タ
フ
ァ
ー
や
遠
野
と
の
会
話
で

描
か
れ
て
い
る
千
賀
子
の
精
神
変
化
を
考
察
し
て
き
た
が
、
千
賀
子
が

書
い
た
物
語
に
お
け
る
花
瓶
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ



ろ
う
か
。
ま
た
「
千
賀
子
の
物
語
は
神
崎
夫
婦
が
馴
れ
寄

っ
た
よ
う
に

見
え
る
結
末
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、

千
賀
子
が
書
い
た
物
語
の
内
容
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を

把
握
し
た
い
。

千
賀
子
の
物
語
は
、
坂
に
暮
し
て
い
る
婦
人
と
音
楽
学
生
と
の
不
倫

を
語
り
、
婦
人
が
貧
し
い
生
活
を
し
て
い
る
学
生
を
援
助
す
る
た
め

に
、
夫
の
呉
須
赤
絵
の
花
瓶
を
盗
む
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

学
生
に
花
瓶
を
渡
ろ
う
と
す
る
時
に
、
花
瓶
が
彼
の
手
か
ら
落
ち
て

「真
二
つ
に
割
れ
て
し
ま
う
」
貧

ｏ
八
頁
）
場
面
で
物
語
が
結
ば
れ
る
。

語
り
手
の
説
明
に
よ
る
と
、
彼
女
の
分
身
と
学
生
と
の
恋
愛
関
係
を
描

く
こ
と
は
啓
作
に
対
す
る
復
讐
で
あ
り
、
物
語
で
花
瓶
を
割
る
の
は
そ

の
復
讐
の

「様
式
化
」
貧

ｏ
八
頁
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
千
賀

子
の
文
学
的
活
動
を

「物
語
セ
ラ
ピ
ー
」
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
須
浪

氏
は
、
「
セ
ッ
ク
ス
・
パ
ー
ト
ナ
ー
失
格
の
夫
へ
の
「復
讐
」
で
あ
る
以

上
に
自
分
の
た
め
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
論
じ

て
い
る
。
須
浪
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
千
賀
子
は
学
生
に
関
す
る
幻

想
を
物
語
化
す
る
こ
と
で
、
快
楽
を
味
わ
っ
て
彼
女
の
欲
望
を
間
接
的

に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
、
物
語
の
内
容
、
特
に
花
瓶
が
割
ら
れ
る
結
末
を
考
察
す
る
と
、

物
語
を
書
く
の
は
啓
作
に
馴
れ
寄
る
過
程
に
重
要
な
段
階
で
あ
る
と
言

え
る
。
千
賀
子
は
物
語
に
彼
女
の
分
身
と
学
生
と
の
恋
愛
関
係
を
描
い

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
花
瓶
が
割
ら
れ
る
結
末
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
恋
愛
関
係
を
終
わ
ら
せ
る
と
言
え
る
。
婦
人
は
花
瓶
を
渡
す
こ
と

で
、
学
生
を
援
助
し
よ
う
と
す
る
が
、
花
瓶
が

「真
二
つ
に
割
ら
れ
て

し
ま
う
」
瞬
間
に
は
、
彼
を
助
け
ら
れ
な
く
な
る
。
花
瓶
が
割
ら
れ
た

後
の
こ
と
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
一
一人
の
縁
は
切
れ
て
し
ま
う
と
推

測
で
き
る
。
千
賀
子
は
嫉
妬
心
の
対
象
で
あ
る
花
瓶
を
割
る
こ
と
で
、

啓
作
に
対
す
る
復
讐
を
味
わ
い
、
自
分
を
慰
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

同
時
に
、
学
生
に
関
す
る
欲
望
を
あ
き
ら
め
る
意
志
を
表
現
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
結
末
を
書
い
て
か
ら
、
千
賀
子
は
少
し
ず
つ
幻
想
の
世

界
か
ら
現
実
の
世
界
に
戻
り
、
啓
作
に
馴
れ
寄
る
と
言
え
る
。
物
語
を

書
い
た
後
、
千
賀
子
と
啓
作
が
夜
中
、
恋
人
達
に
起
こ
さ
れ
て
外
を
見

に
行
く
場
面
は
、
幻
想
と
現
実
が
交
じ
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
千

賀
子
は
彼
女
が
書
い
た
物
語
の
人
物
に
似
た
恋
人
達
が
坂
を
逃
げ
て
い

く
の
を
見
る
と
、
「寝
入
る
ま
で
考
え
て
い
た
物
語
の
中
の
空
想
が
現

実
に
重
な
っ
て
来
」
貧

一
〇
頁
）
る
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
し
て
、
「顔
を

見
合
わ
す
と
何
と
も
言
え
ぬ
奇
妙
な
笑
い
が
、
一
一人
の
同
じ
よ
う
に
す

ぼ
ん
だ
日
の
あ
た
り
に
浮
ん
で
い
た
。」
２

一
〇
頁
）
と
い
う
滑
稽
な
現

実
を
描
い
て
作
品
は
結
ば
れ
る
。
こ
の
結
末
で
は
、
千
賀
子
と
啓
作
は

多
少
な
り
と
も
親
し
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
」ヽ
の
描
写
は
そ
れ
以

前
の
神
崎
夫
婦
の
描
写
と
対
照
的
で
あ
り
、
二
人
の
関
係
は
少
し
変

わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
人
は
若
い
頃
の
愛
の
思
い
出
に
耽
り
な
が

ら
、
恋
人
達
が
逃
げ
て
い
く
面
白
い
風
景
を
楽
し
む
の
で
あ
ろ
う
。
千

賀
子
は
物
語
で
花
瓶
を
割
り
、
啓
作
に
対
す
る
復
讐
を

「様
式
化
」
す

る
と
同
時
に
、
先
に

「溶
け
は
じ
め
た
」
怨
念
を
完
全
に
解
消
さ
せ
る



こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
千
賀
子
は
怨
念
な
し
に

老
い
の
現
実
を
認
め
、
啓
作
と
和
睦
で
き
る
の
で
あ
る
。

結
末
に
お
け
る
神
崎
夫
婦
の
描
写
を
同
時
期
の
円
地
文
学
と
比
較
す

れ
ば
、
結
婚
を
女
性
に
悲
惨
を
与
え
る
こ
と
と
し
て
描
く
作
品
と
は
大

き
く
相
違
し
て
い
る
と
言
え
る
。
「
ひ
も
じ
い
月
日
』
２
九
五
二
年
）、

「女
坂
』
２
九
五
七
年
）、
「女
面
』
２
九
五
八
年
）
な
ど
で
、
円
地
は
夫

の
残
酷
な
仕
打
ち
を
受
け
る
女
性
を
描
き
、
日
本
の
伝
統
的
な
家
に
お

け
る
女
性
の
抑
圧
と
無
力
を
批
判
し
た
。
「妖
」
は
啓
作
に
対
す
る
千

賀
子
の
不
満
を
描
く
点
で
、
そ
れ
ら
の
小
説
に
従
う
と
読
ま
れ
て
き

た
。
確
か
に
、
千
賀
子
は

『ひ
も
じ
い
月
日
』
の
「さ
く
」
、
「女
坂
』
の

「倫
」
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
啓
作
に
対
す
る
様
々
な
不
満
を
抱
い
て

い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
千
賀
子
の
化
粧
に
お

け
る
花
瓶
の
メ
タ
フ
ァ
ー
、
「
つ
く
も
髪
」
の
女
や
入
れ
歯
の
話
で
描

か
れ
て
い
る
千
賀
子
の
精
神
的
変
化
、
そ
し
て
、
千
賀
子
が
書
い
た
物

語
の
意
味
を
把
握
す
る
と
、
「妖
」
に
描
か
れ
た
結
婚
生
活
は
そ
れ
ほ

ど
暗
く
な
い
と
言
え
る
。
む
し
ろ
、
神
崎
夫
婦
は

「相
手
を
気
に
し
な

い
こ
と
で
陰
気
で
平
穏
に
過
ぎ
て
」
（九
五
頁
）
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

娘
が
自
立
し
て
か
ら
、
千
賀
子
は
啓
作
と
和
睦
す
る
気
に
な
る
。
そ
し

て
、
物
語
を
書
く
こ
と
を
通
し
て
、
千
賀
子
は
長
年
、
抱
い
て
い
た
怨

念
を
乗
り
越
え
、
結
婚
生
活
を
改
良
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
夫
婦
が
馴

れ
寄
っ
た
結
末
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
円
地
は
、
こ
の
作
品
に
お
け

る
夫
婦
関
係
を

『女
坂
」
な
ど
の
小
説
よ
り
明
る
い
も
の
と
し
て
描
き

出
し
た
。
千
賀
子
の
精
神
的
変
化
を
通
し
て
、
円
地
は
、
女
性
の
中
年

を
精
神
的
に
成
熟
す
る
時
期
と
し
て
描

い
た
の
で
あ
る
。

注（１
）
野
口
裕
子

「円
地
文
子
の

「妖
』
の
構
造
を
め
ぐ
っ
て
」
（関
西
学
院
大
学

『
日
本
文
芸
研
究
』
四
八

・
四
、　
一
九
九
七
年
三
月
）。
．以
下
、
野
口
氏
の
論

の
引
用
は
本
論
文
に
よ
る
。

（２
）
須
浪
敏
子

「
妖
」
論
」
３
円
地
文
子
論
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
八
年

（も

と
は
、
「昭
和
文
学
研
究
第
三
〇
集
」
一
九
九
五
年
二
月
》
。
以
下
、
須
浪
氏

の
論
の
引
用
は
本
論
文
に
よ
る
。

（３
）
以
下
、
「妖
」
の
引
用
は
、
講
談
社
文
芸
文
庫
円
地
文
子

「妖

・花
食
い
姥
』

（講
談
社
、　
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。

（４
）
林
美
美
子

「晩
菊
』
貧
林
美
美
子
全
集
』
第
七
巻
、
文
泉
堂
、
四
三
頁
）

（５
）
円
地
文
子
『女
坂
」
「伊
勢
物
語
の
女
性
」
貧
円
地
文
子
全
集
」
巻
第
十
六
、

新
潮
社
、　
一
九
七
五
年
、
四
五
七
頁
）

（Ｎ
３

ぉ
∽〓
８

本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
修
了
）
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