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坪
内
逍
逢

『小
説
神
髄
』
と
曲
亭
馬
琴

一
　

は
じ
め
に

今
回
国
文
学
専
攻
の
教
員
、
卒
業
生
の
方
々
で
組
織
さ
れ
る
研
究
会
に
、

他
専
攻
の
門
外
漢
が
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
、
ま
こ
と
に
僣
越
な
仕

儀
と
な
り
ま
し
て
、
申
し
訳
な
く
思

っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
回
久
し
ぶ

り
に
阪
大
で
お
話
に
な
る
と
い
う
信
多
先
生
の
ご
推
挽
に
よ
る
も
の
で
し
て
、

信
多
先
生
は
私
の
修
士
論
文

（仏
文
学
）
の
副
査
を
し
て
頂
き
ま
し
た
時
か

ら
の
ご
縁
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
先
生
か
ら
常
に
ご
教
示
を
得
て
い
る
者
と
し

て
、
場
違
い
は
承
知
で
喜
ん
で
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。

さ
て
、
私
は
い
わ
ば
シ
テ
信
多
先
生
に
先
立

っ
て
舞
台
に
の
っ
そ
り
と
立

ち
出
で
、
由
来
、
因
縁
を
語
り
出
す
ワ
キ
の
よ
う
な
形
で
お
話
い
た
そ
う
と

思
い
ま
す
。
信
多
先
生
の
最
近
の
大
著
に

『
馬
琴
の
大
夢
　
里
見
八
犬
伝
の

世
界
』
が
あ
り
ま
す
。
八
犬
伝
に
つ
い
て
は
、
高
田
衛
氏
が
中
公
新
書
に
書

か
れ
た
も
の
を
ま
ず
読
ん
で
、
な
る
ほ
ど
と
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か

っ

た
の
で
す
が
、
信
多
先
生
の
ご
本
に
よ

っ
て
、
い
っ
そ
う
深
く
馬
琴
の
学
問
、

本自

木

隆

雄

と
い
い
ま
す
か
、
読
書
の
範
囲
、
ま
た
そ
の
姿
勢
な
ど
に
触
れ
る
こ
と
を
通

じ
て
、
馬
琴
文
学
が
い
っ
そ
う
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

た
と
え
ば
馬
琴
が
六
七
歳
で

「華
厳
経
」
八
十
巻
を
、
「
あ
ま
り
高
値
の
品

に
こ
れ
な
く
候
は
ば
、
船
積
み
の
節
、
お
頼
み
申
し
候
」
と
本
屋
に
頼
ん
で

い
る
書
簡
な
ど
、
凄
ま
じ
い
学
問
の
意
欲
を
感
じ
ま
し
た
。
七
十
に
垂
ん
と

し
て
、
今
更
八
十
巻
の
大
冊
を
注
文
す
る
と
は
Ｐ
、
と
呆
れ
果
て
る
の
は
、

事
を
解
せ
ざ
る
愚
人
の
言
で
、
た
と
え
ば
露
伴
の

「骨
董
」
と
い
う
小
説
と

い
う
か
、
随
筆
と
い
う
か
、
そ
の
マ
ク
ラ
に
、
死
の
床
に
あ
る
富
豪
が
長
年

欲
し
て
い
た
茶
器
を
数
万
金
で
購
い
、
数
時
間
そ
れ
を
手
に
し
て
喜
ん
だ
後

に
亡
く
な
っ
た
の
を
、　
一
時
間
い
く
ら
の
骨
董
と
計
算
し
て
椰
楡
す
る
人
間

の
愚
を
笑
う
文
章
が
あ
る
の
を
読
ん
だ
時
と
同
じ
感
を
抱
き
ま
し
た
。

そ
の
曲
亭
馬
琴
で
す
が
、
生
前
圧
倒
的
な
人
気
と
実
力
を
誇
り
、
随
筆
、

読
者
と
の
応
答
文
を
含
め
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
未
踏
の
大
全
集
と
な
ろ
う
か

と
い
う
、
戯
号
ど
お
り
の
著
作
堂
主
人
が
、
例
の
逍
邊
の

『小
説
神
髄
』
出

で
て
、
俄
に
そ
の
尊
崇
を
失
い
、
馬
琴
と
言
え
ば
時
代
遅
れ
の
小
説
家
、
陳



腐
の
標
本
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
、
明
治
以
降
に
書
か
れ
る
文
学
史
に
は
、

ほ
と
ん
ど

『
小
説
神
髄
』
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
名
を
見
せ
る
に

過
ぎ
な
い
零
落
ぶ
り
と
な

っ
た
の
は
ご
承
知
の
通
り
で
す
。
逍
蓬
と
い
え
ば
、

シ

ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
全
訳
と
幾

つ
か
の
歌
舞
伎
脚
本
、
『当
世
書
生
気
質
』

な
ど
の
小
説
が
、
事
典
的
に
は
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
現
代
ど
れ

ほ
ど
の
読
者
を
持

つ
も
の
か
、
甚
だ
心
細
い
こ
と
で
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

現
在
の
日
本
文
学
史
の
上
で
も
、
な
お
そ
の
意
義
が
語
ら
れ
る
の
は
、
逍
蓬

が
二
七
才
の
時
に
執
筆
し
た

『小
説
神
髄
』
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い

こ
と
で
し
ょ
う
。

『
小
説
神
髄
』
に
つ
い
て
は
、
い
ま
か
ら
も
う
十
年
近
く
前
に
な
ろ
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
亀
井
秀
雄
氏
の

『
「小
説
」
論
―

『小
説
神
髄
』
と
近

代
―
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
九
九
）
で
、
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
て
、
逍
蓬

の
当
時
の
勉
強
の
有
様
、
ま
た
明
治
期
の
文
学
、
芸
術
の
概
念
な
ど
、
深
い

洞
察
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
も

「
「小
説
」
論
」
と
あ

る
よ
う
に
、
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
、
日
本
の
文
壇
に
お
い

て

「
小
説
」
あ
る
い
は

「
小
説
」
観
が
ど
の
よ
う
に
う
ち
立
て
ら
れ
て
い
く

か
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
や
文
献
を
用
い
て
探
求
し
な
が
ら
、
逍
遥
の

『
小

説
神
髄
』
の
内
容
を
、
そ
の
章
立
て
に
し
た
が

っ
て
、
細
か
に
分
析
を
加
え

た
も
の
で
、
そ
の
所
説
に
は
頷
か
れ
る
と
こ
ろ
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
そ
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
勧
善
懲
悪
主
義
の
作
家
た
ち
の
本
尊
と
さ

れ
て
い
る
か
の
如
き
馬
琴
に
関
し
て
、
そ
の
小
説
論
の
主
眼
で
あ
る

「小
説

七
法
」
に
は
も
ち
ろ
ん

一
章
を
割
き
な
が
ら
、
結
局
馬
琴
自
身
に
つ
い
て
、

詳
し
く
述
べ
る
と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
す
。
と
言
い
な
が
ら
、
実
は
私
の
話
も

『
小
説
神
髄
』
と
馬
琴
に
つ
い

て
、
と
大
風
呂
敷
は
広
げ
ま
し
た
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス

文
学
を
専
門
と
し
て
い
る
者
の
眼
を
通
し
た

『
小
説
神
髄
』
論
、
葦
の
髄
か

ら
の
天
覗
き
と
な
る
こ
と
を
お
許
し
下
さ
い
。

一
一

「
芸
術
」
と
し
て
の

『
小
説
』

『小
説
神
髄
』
で
ま
ず
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
小
説
を
単
な
る
す
さ
び
の

も
の
で
な
く
、　
一
つ
の
芸
術
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。「小

説
の
旨
と
す
る
所
は
専
ら
人
情
世
態
に
あ
り
。
（略
）
さ
れ
ば
小

説
の
完
全
無
欠
の
も
の
に
於
て
は
、
画
に
画
き
が
た
き
も
の
を
も
描
写

し
、
詩
に
尽
く
し
が
た
き
も
の
を
も
現
は
じ
、
且

つ
演
劇
に
て
演
じ
が

た
き
隠
微
を
も
写
し

つ
べ
し
。
（略
）
是
れ
小
説
の
美
術
中
に
其
位
置

を
得
る
所
以
に
し
て
、
克
に
は
伝
奇
、
戯
曲
を
凌
駕
し
、
文
壇
上
の
最

（
１
）

大
美
術
の
其
随

一
と
い
は
れ
つ
べ
き
理
由
と
な
ら
む
も
知
る
べ
か
ら
ず
。

３
小
説
神
髄
』
上
巻
、
「小
説
総
論
じ

と
し
て
、
高
く
小
説
の
意
義
を
宣
言
し
た
の
は
、
当
時
と
し
て
極
め
て
大
胆

な
、
し
か
も
画
期
的
な
も
の
で
し
た
。
逍
蓬
は
そ
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
小
説

起
源
論
を
説
き
、
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
を
説
い
て
、
近
代
的
批
評
、
研
究
の
先

駆
け
と
な
り
ま
す
。
逍
蓬
に
よ
れ
ば

「人
情
世
態
を
写
さ
む
と
す
る
」
も
の

こ
そ
小
説
で
あ
っ
て
、
「文
化
、
文
政
の
比
よ
り
し
て
、
我
が
国
俗
の
も
て

は
や
せ
る
小
説
、
稗
史
は
概
し
て
み
な
此
種
の
勧
懲
小
説
に
て
、
真
の
小
説

に
は
あ
ら
ぎ
る
な
り
。
」
（同
、
「小
説
の
変
遷
し

と
江
戸
小
説
の
亜
流
に
な



ず
む
こ
と
を
戒
め
、
本
当
の
小
説
は

「人
情
の
奥
を
穿
ち
て
、
賢
人
、
君
子

は
さ
ら
な
り
、
老
若
男
女
、
善
悪
正
邪
の
心
の
中
の
内
幕
を
ば
洩
す
所
な
く

神嗅いけれは瑚猜嚇嘲ど
（人疇Ч融鞍知れ計躙）員̈
“ヽり『劉劉

旨
と
す
る
小
説
の
理
想
を
掲
げ
ま
し
た
。

じ
つ
は
こ
の
逍
遥
の
小
説
論
は
、
『小
説
神
髄
』
発
刊
と
時
を
同
じ
く
し

て
彼
が
出
版
し
た
リ
ッ
ト
ン
卿
の
翻
訳

「開
巻
悲
憤
慨
世
士
伝
」
（原
題
は

ヒ
ロ
イ
ン
の
名
前
を
取

っ
た
い
や
ｓ
鍵
Ｌ
∞
∞
ｅ

の
著
者
リ

ッ
ト
ン

０
，

〓
鶴
Ｑ
ｏ
・
ω
Ｌ
く
ｏ
『，Ｆ

，
一８

〓
８
１
〓
ご
）
が
冒
頭
に
掲
げ
た

「献
辞
」

の
趣
旨
を
引
く
こ
と
は
、
す
で
に
松
村
昌
家
氏
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
と
お

り
で
、
逍
進
が
当
時
好
ん
で
読
ん
で
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
ス
コ
ッ
ト
や

リ
ッ
ト
ン
と
い
っ
た
人
た
ち
の
書
き
物
か
ら
の
影
響
が
濃
い
も
の
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
逍
遥
は
彼
の
リ
ッ
ト
ン
読
書
か
ら
得
た
小
説
論
理
、
す

な
わ
ち
人
情
世
態
を
描
く
こ
と
こ
そ
、
文
学
、
小
説
の
主
意
と
強
く
主
張
し

て
、
訓
戒
、
模
範
を
標
榜
す
る
い
わ
ゆ
る
勧
善
懲
悪
主
義
の
文
学
の
否
定
、

す
な
わ
ち
馬
琴
文
学
を
否
定
し
た
こ
と
が
、
強
く
以
後
の
文
学
史
に
常
識
の

よ
う
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

け
れ
ど
も

『小
説
神
髄
』
の
テ
ク
ス
ト
を
丁
寧
に
読
ん
で
み
る
と
、
実
は

馬
琴
に
つ
い
て
は
、
意
外
に
批
判
的
言
辞
よ
り
も
、
却

っ
て
讃
辞
の
方
が
目

に
立

つ
の
で
す
。
確
か
に
逍
遥
は
、

鳴
呼
我
が
文
壇
の
才
人
、
雅
客
、
い
た
づ
ら
に
馬
琴
を
本
尊
と
し
、
あ

る
ひ
は
春
水
に
心
酔
し
、
あ
る
ひ
は
種
彦
を
師
と
し
崇
め
て
其
糟
粕
を

ば
な
む
る
こ
と
な
く
、
断
乎
と
し
て
陳
套
手
段
を
脱
し
、
我
が
物
語
を

改
良
じ
、
美
術
壇
上

に
列
し

つ
べ
き

一
大
傑
作
を
編
み
給
麺
。
（同
、

「小
説
の
変
遷
し

と
か
、彼

の
曲
亭
の
傑
作
な
り
け
る

『
八
犬
伝
』
中
の
八
士
の
如
き
は
、
仁
義

八
行
の
化
物
に
て
、
決
し
て
人
間
と
は
い
ひ
難
か
受
。
（同
、
「小
説
の

主
眼
し

と
か
言

っ
て
、
馬
琴
文
学
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
ま
た
そ
の
言
葉

が
よ
く
後
世
に
引
か
れ
て
馬
琴
排
撃
の
檄
と
し
て
喧
伝
さ
れ
ま
す
が
、
よ
く

よ
く
そ
の
言
葉
を
吟
味
し
て
み
る
と
、
馬
琴
を

「
師
と
し
崇
め
て
其
糟
粕
を

ば
な
む
る
こ
と
な
く
」
と
あ

っ
て
、
徒
ら
な
模
倣
を
戒
め
る
も
の
で
あ

っ
た

り
、
ま
た

「
八
士
の
如
き
は
、
仁
義
八
行
の
化
物
」
と
断
じ
な
が
ら
、
「勧

懲
を
主
眼
と
し
て

『
八
犬
伝
』
を
評
す
る
に
は
、
東
西
古
今
に
其
類
な
き
好

稗
史
」
と
そ
の
価
値
を
十
分
に
認
め
、
さ
ら
に
逍
逢
が
主
張
す
る
人
情
世
態

を
描
く
と
い
う
主
意
か
ら
し
て
は

「
瑕
な
き
玉
と
は
称

へ
が
た
し
」
と
、
そ

の
欠
点
を
あ
げ

つ
ら
う
よ
う
に
見
え
は
す
る
も
の
の
、
じ

つ
は

「
瑕
な
き

玉
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
い
わ
ゆ
る
瑕
瑾
、
わ
ず
か
の
欠
点
が
あ
る
の

を
認
め
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
読
め
る
の
で
す
。

余
談
で
す
が
、
『
里
見
八
犬
伝
』
に
お
け
る
人
情
世
態
の
描
写
と
い
う
事

に
関
し
て
、
逍
遥
は
あ
ま
り
に
非
の
打
ち
所
の
な
い
、
操
り
人
形
の
よ
う
な

主
人
公
た
ち
が
登
場
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
ま
す
が
、
じ

つ
は
、
そ
れ
は
そ

れ
で
馬
琴
の
深
い
考
え
か
ら
出
て
き
た
こ
と
な
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
話
の

中
心
と
な
る
八
犬
士
以
外
に
脇
役
と
し
て
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
た
ち

は
、
い
か
に
も
当
時
そ
の
辺
に
い
た
よ
う
な
人
物
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の



痒
い
と
こ
ろ
に
手
の
届
く
よ
う
な
心
理
の
綾
が
活
写
さ
れ
、
馬
琴
の
手
腕
の

見
事
さ
を
見
せ
つ
け
ま
す
。
さ
す
が
に
幸
田
露
伴
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
、

「馬
琴
の
小
説
と
そ
の
当
時
の
実
社
会
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
の
中
で
、
馬
琴

の
登
場
人
物
が
当
時
よ
く
あ
り
ふ
れ
た
男
や
女
を
い
か
に
巧
み
に
描
か
れ
て

い
る
か
を
、
左
母
二
郎
な
ど
の
立
ち
居
振
る
舞
い
を
例
に
具
体
的
に
示
し
、

単
な
る
勧
善
懲
悪
だ
け
で
な
い
、
当
時
の
世
相
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る

『
八

（
９
）

犬
伝
』
の
別
の
興
趣
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

恐
ら
く
は
逍
逢
に
し
て
も
、
馬
琴
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
実
は
、

馬
琴
の
亜
流
を
こ
そ
大
い
に
非
難
、
攻
撃
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
馬
琴
に

つ
い
て
多
少
の
批
判
の
言
葉
を
綴

っ
た
後
で
、
逍
遥
は
そ
の
こ
と
を
弁
解
す

る
か
の
よ
う
に
、
「曲
亭
翁
の
著
作
に
つ
き
て
は
、
お
の
れ
お
の
づ
か
ら
別

（
１０
）

に
論
あ
り
。
其
折
を
得
て
説
く
よ
し
あ
る
べ
し
。
」
と
、
馬
琴
文
学
に
つ
い

て
自
身
の
見
解
を
述
べ
る
用
意
の
あ
る
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た

め
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
遂
に
行
わ
れ
な
か

っ
た
よ
う
で

す
。
『小
説
神
髄
』
を
刊
行
し
た
同
じ
年
の
二
月
か
ら
十
月
に
か
け
て

「稗

史
家
略
伝
並
び
に
批
評
」
と
い
う
の
が
著
作
年
表
に
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
る

い
は
そ
こ
に
彼
の
馬
琴
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
不

勉
強
で
そ
れ
を
見
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
会
場
の
先
生
方
か
ら
お
教
え
頂
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

〓
一　
小
説
七
則

『
小
説
神
髄
』
の
話
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
馬
琴
を
引
き
合
い
に
出
し
て
の

勧
善
懲
悪
批
判
が
ひ
と
と
お
り
済
む
と
、
次
に
そ
の
技
法
に
つ
い
て
の
話
に

移
り
ま
す
。
す
る
と
今
度
は
、
ほ
と
ん
ど
馬
琴
の
讃
辞
と
な
る
の
で
す
。
た

と
え
ば

『
八
犬
伝
』
は
全
九
八
巻
百
六
冊
を
成
す
膨
大
な
作
品
で
す
が
、
逍

蓬
は
最
後
ま
で
読
者
を
引

っ
張

っ
て
行
く
馬
琴
の
筆
力
を
讃
え
、
さ
ら
に
博

引
芳
証
、
編
中
に
そ
の
学
識
を
誇
示
す
る
病
を
批
判
す
る
の
も
、
馬
琴
の
博

学
を
知
れ
ば
こ
そ
の
言
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
馬
琴
が
、
も

っ
と
も
力
を
注
ぎ
、
そ
の
創
作
の
秘
密
を

解
く
鍵
ま
で
提
出
し
た
と
さ
れ
、
ま
た
自
ら
説
き
え
た
り
と
誇
る

「小
説
七

則
」
に
つ
い
て
、
逍
蓬
は
こ
と
も
な
げ
に
否
定
す
る
の
で
す
。
馬
琴
の
小
説

七
則
と
は
何
か
。
ご
承
知
の
通
り
、
馬
琴
の
研
究
で
は
き
わ
め
て
大
き
な
問

題
と
し
て
多
く
の
研
究
者
が
扱
う
も
の
で
す
が
、
逍
蓬
は
、
そ
の
七
則
を
そ

の
ま
ま
引
用
し
て
、

つ
ぎ

つ
ぎ
と
批
判
し
て
葬
り
去
り
ま
す
。

ま
ず
第

一
の
主
格
の
議
論
は
後
で
述
べ
る
と
し
て
、
逍
蓬
は
第
二
の
伏
線
、

第
三
の
槻
染
と
は
、
自
分
の
言
う

「
脈
絡
通
徹
と
い
ふ
事
を
解
剖
し
た
る
に

過
ぎ
」
ず
、
「
い
ふ
に
し
も
足
ら
ぬ
原
則
な
り
。
」
と
歯
牙
に
も
掛
け
な
い
様

子
を
見
せ
ま
す
。
第
四
の
照
応
、
第
五
の
反
対
に
つ
い
て
も

「
巧
み
を
求
む

る
に
過
ぎ
た
る
物
な
り
。
な
ま
な
か
斯
か
る
く
だ
く
だ
し
き
奇
を
求
め
ま
く

企
て
な
ば
、
其
本
尊
た
る
人
情
世
態
を
あ
や
ま
る
こ
と
の
な
か
ら
ず
や
は
。
」

と
捨
て
去
り
、
第
四
と
第
五
の
法
則
は

「
文
章
も
て
主
脳
と
せ
る
支
那
の
作

者
の
規
律
に
し
て
、
我
が
小
説
家
の
守
る
べ
き
法
度
に
は
あ
ら
ず
」
と
言
い

ま
す
。
第
六
の
省
筆
と
い
う
の
は
、
後
に
小
説
の
技
巧
を
述
べ
る
と
き
に
、

そ
の
欠
陥
を
述
べ
る
と
し
て
、
最
後
の
七
則
、
す
な
わ
ち
、
馬
琴
が

「
作
者

の
文
外
に
深
意
あ
り
、
百
年
の
後
と
い
ふ
べ
き
な
り
」
と
も

っ
と
も
重
視
し

て
い
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
「
之
を
法
則
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
何
と



な
れ
ば
、
偶
令
小
説
に
文
外
の
深
意
は
な
く
と
も
、
よ
く
情
態
の
真
を
写
し

て
、
読
む
者
を
し
て
感
ぜ
じ
む
る
美
妙
の
効
力
備
り
た
ら
む
に
は
、
其
物
語

は
小
説
な
り
。
隠
微
の
間
に
寓
意
な
き
も
敢
て
苦
し
か
ら
ぬ
事
と
い
ふ
べ
し
。

さ
れ
ば
表
面
の
意
味
の
外
に
隠
微
の
深
意
を
寓
す
る
な
ど
は

（寓
意
小
説
に

あ
ら
ぎ
る
以
上
は
）
作
者
が
身
勝
手
の
楽
し
み
に
て
、
所
謂
道
楽
と
い
ふ
も

の
な
り
。
小
説
と
し
て
は
此
物
あ
る
も
此
物
な
き
も
些
も
損
害
な
き
こ
と
と

も
い
は
な
む
。
」
（以
上

『
小
説
神
髄
』
下
巻
、
「小
説
脚
色
の
法
則
し

と
、

も
し
馬
琴
が
聞
い
た
な
ら
そ
れ
こ
そ
層
筋
を
立
て
て
怒
り
出
す
よ
う
な
こ
と

を
言
う
の
で
す
。

亀
井
秀
雄
は
こ
の
逍
遥
の
七
則
批
判
に
つ
い
て
、
逍
蓬
が
そ
の
小
説
理
論

の
根
拠
と
し
た
ペ
ザ
ン
ト
や
ル
イ
ス
の
理
論
に
偏

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
、
ま

た
逍
遥
が
馬
琴
読
書
の
際
、
不
満
に
感
じ
た
こ
と
が
全
面
に
出
た
も
の
と
し
、

「逍
遥
は
そ
の
よ
う
な
西
洋
的
思
考
法
の
側
に
立

っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文

明
開
化
と
、
東
洋

の
半
開

（コ
”
手
ｏ
一く
一壽
８
）
と
い
う
図
式
を
基

に
」
そ

の
よ
う
な
断
案
を
下
し
た
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
西
洋
の
論
理
、
あ
る
い
は
西
洋
の
小
説
作
法
と
い
う
こ
と
で
、

逍
遥
が
参
考
に
し
た
英
国
小
説
で
は
な
く
、
同
じ
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
、

た
と
え
ば
バ
ル
ザ

ッ
ク
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル

・
ユ
ゴ
ー
な
ど
と
比
較
し
た
ら
ど
う

で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、　
一
の
主
客
が

「能
楽
に
い
ふ
シ
テ

。
ワ
キ
の
如
し
」
で
、
「其
書

に

一
部
の
主
客
あ
り
、
又

一
回
毎
に
主
客
あ
り
て
、
主
人
公
も
亦
客
に
な
る

こ
と
あ
り
、
客
も
亦
主
に
な
ら
ぎ
る
こ
と
を
え
ず
」
と
あ
る
の
は
、
バ
ル

ザ

ッ
ク
の

『
人
間
喜
劇
』
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
登
場
人
物
に
ぴ

っ
た
り
と

重
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
た
し
か
に

『
八
犬
伝
』
は
八
犬
士
個
々
の
生
い
立

ち
や
冒
険
、
因
果
関
係
が
語
ら
れ
て
、　
一
大
長
編
小
説
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
し
た
、
た
と
え
ば
犬
塚
信
乃
や
犬
坂
毛
野
を
主
人
公
と
し

た
物
語
が
展
開
さ
れ
て
、
そ
れ
が
重
層
的
に
語
ら
れ
な
が
ら

一
つ
の
ま
と
ま

り
に
向
か

っ
て
進
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
バ
ル
ザ

ッ
ク
が
思
い

つ
い
た

『
人
間
喜
劇
』
に
お
け
る

「
人
物
再
登
場
法
」
の
効
果
と
ほ
と
ん
と

同
じ
も
の
と
言

っ
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
バ
ル
ザ

ッ
ク
の

『
人
間
喜

劇
』
に
お
い
て
、
あ
る
小
説
に
お
い
て
主
人
公
で
あ

っ
た
も
の
が
、
他
の
物

語
に
お
い
て
は
脇
役
に
ま
わ
り
、
そ
の
人
物
が
再
登
場
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

読
者
に
与
え
る
親
密
な
雰
囲
気
と
、
物
語
構
造
の
広
が
り
を
も
感
じ
さ
せ
る

点
で
、
バ
ル
ザ

ッ
ク
、
馬
琴
と
も
に
人
物
の
再
登
場
の
面
白
さ
、
そ
の
人
物

配
合
の
精
妙
さ
が
見
て
と
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
ユ
ゴ
ー
の

『
レ

・
ミ
ゼ
ラ

ブ
ル
』
の
構
成
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
『
レ

・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』

は
確
か
に
ジ
ャ
ン
・
ヴ

ァ
ル
ジ
ャ
ン
の

一
代
記
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ

の
構
成
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
個
々
の
章
で
ま
さ
し
く
馬
琴

の
言
う
よ
う
に

「其
書
に

一
部
の
主
客
あ
り
、
又

一
回
毎
に
主
客
あ
り
て
、

主
人
公
も
亦
客
に
な
る
こ
と
あ
り
、
客
も
亦
主
に
な
ら
ぎ
る
こ
と
を
え
ず
」

と
い
う
法
則
が
成
り
立

つ
の
は
、

ユ
ゴ
ー
の
浩
渤
な
作
品
の
中

で
の
、

コ

ゼ

ッ
ト
や
そ
の
母
親
、
ま
た
彼
女
の
恋
人
と
な
る
マ
リ

ュ
ス
な
ど
を
め
ぐ
る

人
間
関
係
の
糸
を
丁
寧
に
織
る
様
に
も
示
さ
れ
る
は
ず
で
す
。

「法
則
」
の
二
に
言
う

「
伏
線
」
と
二
の

「槻
染
」
は
、
馬
琴
に
よ
れ
ば

「
後
に
必
ず
出
す
べ
き
趣
向
あ
る
を
、
数
回
以
前
に
些
と
墨
打
ち
を
し
て
お

く
」
の
が
伏
線
で
、
槻
染
は

「
下
染
め
に
て
、
こ
の
間
に
い
う
仕
込
み
の
こ



と
」
で
、
物
語
の
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
現
れ
る
、
そ
の
か
な
り
以
前
に
、
あ

ら
か
じ
め
物
語
の
中
に
仕
込
ん
で
お
く
こ
と
を
い
う
の
で
す
が
、
『
人
間
喜

劇
』
に
き
わ
め
て
多
く
の
伏
線
や
、
馬
琴

の
い
わ
ゆ
る
槻
染
、
す
な
わ
ち

「
仕
込
み
だ
ね
」
が
見
ら
れ
る
の
は
、
『
い
と
こ
ポ
ン
ス
』
を
例
に
取
れ
ば
、

門
番
た
ち
の
間
で
ア
パ
ル
ト
マ
ン
の
住
人
か
ら
思
い
が
け
な
く
遺
産
を
貰
え

た
話
が
、
後
の
門
番
女
、
シ
ボ
の
上
さ
ん
が
ポ
ン
ス
の
遺
産
を
狙
う
こ
と
に

な
る

一
種
の
仕
込
み
で
あ
り
、
ポ
ン
ス
の
食
い
意
地
が
は

っ
て
い
る
こ
と
が
、

彼
の
富
裕
な
親
戚
の
家
庭
の
内
情
と
絡
ま

っ
て
、
の
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
件

の
伏
線
と
な

っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
ま
た
ユ
ゴ
ー
の

『
レ

・
ミ

ゼ
ラ
ブ
ル
』
の
場
合
で
も
、
ミ
リ
エ
ル
神
父
の
銀
の
食
器
を
盗
む
こ
と
が
、

後
の
ジ
ャ
ン

・
ヴ

ァ
ル
ジ
ャ
ン
善
行

へ
の
下
敷
き
と
な
り
、
彼
の
人
並
み
外

れ
た
怪
力
を
用
い
て
荷
車
を
持
ち
上
げ
人
助
け
し
た
こ
と
が
、
彼
を
追
う
警

視
ジ
ャ
ベ
ー
ル
の
猜
疑
を
生
ん
で
、
再
び
追
跡
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
、
と

い
っ
た
展
開
は
、
「
禍
福
は
あ
ざ
な
え
る
縄
の
如
し
」
と

『
八
犬
伝
』
の
中

で
繰
り
返
し
称
え
ら
れ
る
言
葉
と
同
じ
印
象
を
与
え
る
も
の
で
す
。

馬
琴
の

「
法
則
」
の
四
に
い
う

「
照
応
」
は
、
「
わ
ざ
と
前
の
趣
向
に
対

を
取
り
て
、
彼
と
此
と
を
照
ら
す
」
も
の
と
い
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
船
虫
、

姐
内
が
牛
の
角
で
突
き
殺
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
ず

っ
と
以
前
の
小
文
吾
が
見

物
す
る
越
後
の
闘
牛
の
話
と
照
応
す
る
例
を
馬
琴
自
身
が
挙
げ
て
い
ま
す
が
、

バ
ル
ザ

ッ
ク
に
も
こ
う
い
う
照
応
の
例
は
ふ
ん
だ
ん
に
見
ら
れ
ま
す
。
た
と

え
ば

『
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
』
で
、
冒
頭

の
ヴ

ォ
ケ
ー
館

の
あ
る

「
ヴ

ァ
ル

・

ド

・
グ
ラ
ー
ス
と
パ
ン
テ
オ
ン
の
ド
ー
ム
の
間
に
」
ひ
っ
そ
り
と
あ
る
光
景

の
描
写
は
、
物
語
の
最
後
、
ラ
ス
テ
ィ
ニ
ャ
ッ
ク
が
ペ
ー
ル

・
ラ
シ
ェ
ー
ズ

の
墓
地
か
ら
望
む

「
フ
ォ
ブ
ー
ル

・
サ
ン
ｏ
ジ

ェ
ル
マ
ン
と
シ
ョ
セ

ｏ
ダ
ン

タ
ン
の
あ
た
り
、

ア
ン
ヴ

ァ
リ

ッ
ド
の
ド
ー
ム
と
ヴ

ァ
ン
ド
ー
ム
の
広
場
」

の
光
景
と
の

「
照
応
」
を
は
か

っ
た
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

ユ
ゴ
ー
の
場
合
、
ジ
ャ
ン

・
ヴ

ァ
ル
ジ
ャ
ン
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
同
じ

一
七

六
九
年
の
生
ま
れ
に
設
定
さ
れ
て
い
て
、
彼
ら
の
運
命
は
そ
の
数
字
六
九
を

逆
に
し
た
九
六
年
に
、
二
人
な
が
ら
運
命
の
転
機
に
会
い
、
ま

っ
た
く
対
照

的
な
上
昇
と
下
降
、
明
暗
の
道
を
辿
る
こ
と
を
挙
げ
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。

一
七
九
六
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
イ
タ
リ
ア
遠
征
し
て
以
後
十
九
年
に
及
ぶ
栄

達
の
道
を
歩
み
、
ジ
ャ
ン

・
ヴ

ァ
ル
ジ
ャ
ン
は
そ
の
十
九
年
を
暗
い
牢
獄
に

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
は
、　
一
人
は
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
戦

い
で
、
も
う

一
人
は
ミ
リ
エ
ル
神
父
に
会
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
二
人
の
運
命

が
そ
れ
ぞ
れ
反
転
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
す
。

「
法
則
」
の
五
と
し
て
あ
げ
る

「
反
対
」
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、

こ
れ
も
バ
ル
ザ

ッ
ク
が
さ
か
ん
に
用
い
た
も
の
で
、
い
ち
い
ち
例
は
あ
げ
ま

せ
ん
が
、
バ
ル
ザ

ッ
ク
の

『
人
間
喜
劇
』
の
各
編
そ
れ
ぞ
れ
が
照
応
と

コ
ン

ト
ラ
ス
ト
を
軸
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
云

っ
て
い
い
も
の
で
す
。
「法
則
」

の
六

「省
筆
」
は
、
「
事

の
長
き
を
、
後

に
重
ね
て
言
わ
ざ
ら
ん
た
め
に
、

（略
）
地
の
言
葉
を
も

っ
て
せ
ず
に
、
そ
の
人
の
口
中
よ
り
説
き
出
す
」
方

法
で
、
こ
れ
も
ま
た

『
人
間
喜
劇
』
に
お
い
て
登
場
人
物
が
こ
と
の
顛
末
を

語
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
状
況
の
く
だ
く
だ
し
い
説
明
を
省
く
例
は
多
く
見
ら

れ
る
も
の
で
す
。

「法
則
」
最
後
の
七
に
い
う

「
隠
微
」
は
、
今
の
言
語
感
覚
で
は
ち
ょ
っ

と
異
様
に
響
く
も
の
で
す
が
、
馬
琴
の
言
葉
ど
お
り
引
け
ば

「作
者
の
文
外



に
深
意
あ
り
。
百
年
の
後
知
音
を
ま
ち
て
、
こ
れ
を
悟
ら
し
め
ん
と
す
」
と

い
う
の
で
す
か
ら
、
そ
う
す
ぐ
に
ぱ

っ
と
察
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
テ
ク
ス
ト
の
裡
に
仕
掛
け
ら
れ
た
作
者
の
提
示
す
る

「謎
」
と

言
っ
て
よ
い
も
の
で
、
馬
琴
は
こ
の
こ
と
を
こ
そ
、
最
も
彼
の
創
作
の
一
大

眼
目
と
し
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

高
田
衛
氏
の

『
八
犬
伝
の
世
界
』
は
従
来
の
解
釈
に
な
か
っ
た
大
胆
な
も

の
で
、
た
と
え
ば
八
犬
士
は
七
犬
士
で
構
想
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ

れ
が
八
と
な
っ
た
の
に
は
八
字
文
殊
曼
陀
羅
の
図
像
の
意
図
が
あ
っ
た
と
か
、

八
房
の
梅
と
古
来
か
ら
言
う
が
、
八
房
か
ら
生
ま
れ
た
犬
士
に
は
皆
牡
丹
の

痣
が
あ
る
の
は
、
大
が
狛
犬
か
ら
唐
獅
子
へ
と
連
想
が
進
み
、
唐
獅
子
の
縁

で
牡
丹
と
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と
し
て
、
馬
琴
の
隠
微
が
、
そ
れ
こ
そ
八
犬

伝
全
体
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。

続
く
信
多
先
生
の

『
馬
琴
の
大
夢
』
の
文
字
通
り
の
大
著
は
、
馬
琴
の
博

大
な
知
識
が

『
里
見
八
犬
伝
』
の
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
の
中
に
織
り
込
ま

れ
、
そ
の
上
馬
琴
も
深
く
関
わ
っ
た
挿
じ
絵
の
意
匠
と
の
関
連
、
馬
琴
が
挙

げ
て
い
る
典
拠
の

『水
滸
伝
』
や
そ
れ
に
類
す
る
書
ば
か
り
で
な
く
、
『西

遊
記
』
か
ら
富
士
本
地
論
な
ど
膨
大
な
読
書
の
中
か
ら
の
寓
意
が
そ
の
中
に

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
、
ま
こ
と
に
瞳
目
す
べ
き
馬
琴

の
世
界
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
ま
す
。
『
八
犬
伝
第

一
輯
』
の
挿
絵
が
、
そ
れ

こ
そ
馬
琴
の
い
う
小
説
七
法
を
寓
意
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
明
快
に
説

き
明
か
さ
れ
て
、
馬
琴
の

「作
者
の
文
外
に
深
意
あ
り
。
百
年
の
後
知
音
を

ま
ち
て
」
の
言
葉
が
裏
書
き
さ
れ
る
思
い
が
し
ま
す
。

こ
の
隠
微
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
も
さ
ま
ざ
ま

に
隠
微
の
仕
掛
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
私
の

『
な
ぞ
解
き

「人
間
喜

劇
Ｌ

（ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
で
、
貧
し
い
な
が
ら
い
く
つ
か
を
明
ら
か
に
し

た
つ
も
り
で
す
。
た
と
え
ば
、
『谷
間
の
百
合
』
は
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ド

・

ヴ
ァ
ン
ド
ネ
ス
と
い
う
青
年
と
人
妻
モ
ル
ソ
フ
夫
人
の
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
愛

を
描
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
愛
欲
の
人
ダ
ッ
ド
レ
ー
夫
人
と
、
フ
エ
リ
ッ
ク
ス

が
現
に
過
去
の
モ
ル
ソ
フ
夫
人
へ
の
愛
を
回
想
す
る
手
紙
を
書
き
送
っ
て
い

る
ナ
タ
リ
ー

・
ド

・
マ
ネ
ル
ヴ
ィ
ル
と
い
う
二
人
の
女
性
を
配
し
た
構
図
の

中
に
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
も
っ
と
も
尊
重
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
画
家
ラ
フ
ァ
エ

ロ
の
書
い
た

「
三
美
神
」
の
構
図
が
読
み
と
れ
る
と
し
た
の
も
、
そ
う
し
た

馬
琴
の
言
う

「隠
微
」
を
捉
え
よ
う
と
し
た
試
み
の
一
端
で
し
た
。

同
じ
こ
と
は
ユ
ゴ
ー
の
小
説
の
主
人
公
ジ
ャ
ン
・
ヴ

ァ
ル
ジ
ャ
ン
が

『８
●
く
二
８
う
と
あ

っ
て
、
お
営

と
お
留

が
く
Ｌ
を
間
に
シ
ン
メ
ト

リ
ッ
ク
に
並
ん
で
い
る
格
好
で
す
が
、
こ
の
く
Ｌ
は
本
来
く
ご
と
あ
っ
て
、

こ
れ
は
く
ｏ
【，
が
短
縮
さ
れ
た
形
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
ジ
ャ
ン
が
い
る

く
ｏ
”】ツ
『８
●
、
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
し
、
ま
た
ジ
ャ
ン
は
普
遍
的
な
人

間
を
意
味
じ
鉾
す
か
ら
、
い
わ
ば
彼
は
人
間
の
運
命
そ
の
も
の
を
示
す
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。
し
か
し
ま
た
く
Ｌ
と
戻
し
た
と
き
に
は
そ
う
し
た
お
”
●

を
隔
て
る
く
Ｌ
谷
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
人
間
社
会
の
孤
絶
と
結

び
つ
き
を
二
つ
な
が
ら
に
象
徴
し
て
い
る
名
前
の
よ
う
に
解
釈
し
た
く
も
な

り
ま
す
。
こ
う
し
た
仕
掛
け
も
、
言
っ
て
み
れ
ば
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
、
あ
る
い

は
ユ
ゴ
ー
の

「隠
微
」
の
相
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
馬
琴
に
し
て
も
、
バ
ル

ザ
ッ
ク
に
し
て
も
、
ユ
ゴ
ー
に
し
て
も
、
彼
ら
ほ
ど
そ
う
し
た
文
外
の
意
図

と
い
う
も
の
を
読
者
に
読
み
解
く
こ
と
を
期
待
し
た
作
家
は
な
か
っ
た
と
思



い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
、
西
洋
の
小
説
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ

よ
う
な
構
造
で
小
説
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
方
も

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
西
洋
の
小
説
全
体
に
つ
い
て
果
た
し
て
馬

琴
の
七
則
が
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
、
詳
し
く
検
討
し
て
み
な
い
と
断
言
で

き
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
バ
ル
ザ

ッ
ク
や
メ
リ
メ
、

ス
タ

ン
ダ
ー
ル
、

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
と
い
っ
た
小
説
を
分
析
す
れ
ば
、
同
じ
よ
う
な
構
造
を
見
い

だ
せ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
サ
ッ
カ
レ
ー
と
い
っ
た
小
説

家
に
つ
い
て
も
同
様
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
逍
蓬
の
七
則
批
判
は
、
彼
が
小
説
の
読
解
に
お
い
て
、

本
格
的
な
分
析
家
で
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

馬
琴
の
法
則
を
他
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
家
の
小
説
と
較
べ
な
い
で
、
あ
く
ま

で
自
己
の
読
書
範
囲
の
中
で
、
理
論
だ
け
は
ア
メ
リ
カ
の
概
説
書
を
基
に
つ

く
り
あ
げ
、
実
際
の
分
析
に
関
し
て
、
そ
れ
を
応
用
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ

と
が
原
因
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

と
り
わ
け
リ

ッ
ト
ン
卿
の

「小
説
芸
術
論
」
を
基
調
と
し
て
組
み
立
て
た

小
説
理
論
、
そ
れ
は

「
小
説
の
旨
と
す
る
所
は
専
ら
人
情
世
態
に
あ
り
。
」

と
し
て
、
ひ
た
す
ら
市
井
の
男
女
の
生
活
の
有
様
を
具
に
描
く
こ
と
に
専
心

し
、
筋
の
巧
拙
、
伏
線
、
隠
微
の
仕
掛
け
を
寧
ろ
遠
ざ
け
る
か
の
よ
う
な
思

想
の
も
と
に
、
彼
が

『小
説
神
髄
』
や
リ

ッ
ト
ン
作
の

『
開
巻
悲
憤
慨
世
士

伝
』
と
同
時
期
に
発
表
し
た

『
当
世
書
生
気
質
』
、
さ
ら
に
そ
の
四
年
後
の

『細
君
』
２

八
八
九
年
）
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
江
戸
戯
作
の
影
響
著
し
い

『
当
世
書
生
気
質
』
は
と
も
か
く
、
『
細
君
』
は
、
逍
蓬
な
り
に
そ
う
し
た

「老
若
男
女
、
善
悪
正
邪
の
心
の
中
の
内
幕
を
ば
洩
ら
す
所
無
く
描
き
い
だ
」

翁
小
説
神
髄
』
上
巻
、
「小
説
の
主
眼
し

す
こ
と
に
苦
心
し
て
い
る

（
の
蝋
、

よ
く
分
か
り
ま
す
が
、
さ
て

「周
密
精
到
、
人
情
を
灼
然
と
し
て
見
え
し
」

め
た
か
、
ど
う
か
は
、
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

二
葉
亭
四
迷
は
、
こ
の

『
小
説
神
髄
』
の
連
載
が
終
わ

っ
た
の
と
同
じ
明

治
十
九
年
四
月
に
発
表
し
た

「小
説
総
論
」
の
結
論
に
、

夫
れ

一
口
に
模
写
と
日
ふ
と
雖
も
、
豊
容
易
の
事
な
ら
ん
や
。
義
之

の
書
を
デ
モ
書
家
が
真
似
し
た
と
て
、
其
筆
意
を
取
ら
ん
は
難
く
、
金

岡
の
画
を
三
文
画
師
が
引
写
に
し
た
れ
ば
と
て
、
其
神
を
伝
ん
は
難
し
。

小
説
を
編
む
も
同
じ
事
也
。
浮
世
の
形
を
写
す
さ

へ
容
易
な
こ
と
で
は

な
き
も
の
を
、
況
て
や
其
の
意
を
や
。
浮
世
の
形
の
み
を
写
し
て
其
意

を
写
さ
ざ
る
も
の
は
下
手
の
作
な
り
。
写
し
て
意
形
を
全
備
す
る
も
の

は
上
手
の
作
な
り
。
意
形
を
全
備
し
て
活
た
る
如
き
も
の
は
名
人
の
作

な
り
。
蓋
し
意
の
有
無
と
其
発
達
の
巧
拙
と
を
察
し
、
之
を
論
理
に
考

へ
、
之
を
事
実
に
徴
し
、
以
て
小
説
の
直
段
を
定
む
る
は
、
是
れ
批
評

家
の
当
に
力
む
べ
き
所
た
り
。

と
述
べ
て
、
写
実
の
重
要
性
を
説
き
な
が
ら
も
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
満
足
す

べ
き
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
言
は
小
説
創
作
に
お
い
て
、

「隠
微
の
深
意
を
寓
す
る
な
ど
は
」
作
者
の
身
勝
手
の
楽
し
み
と
す
る
逍
蓬

よ
り
は
、
二
葉
亭
が
優
れ
る
所
以
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

坪
内
逍
遥
は
、
『
細
君
』
と
い
う
短
編
を
明
治
二
二
年
に
書
い
て
、
そ
の

あ
と
自
信
を
な
く
し
た
も
の
か
、
演
劇
の
方
に
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
遠
因
を
、
か
え

っ
て
こ
の

『
小
説
神
髄
』
が
示
し
て
い
る
よ
う
に



思
う
の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「小
説
の
旨
と
す
る
所
は
専
ら
人
情
世
態
に
あ
り
。
」
と
し
て

「
人
情
の
奥

を
穿
ち
て
、
賢
人
、
君
子
は
さ
ら
な
り
、
老
若
男
女
、
善
悪
正
邪
の
心
の
中

の
内
幕
を
ば
洩
す
所
な
く
描
き
い
だ
し
て
周
密
精
到
、
人
情
を
灼
然
と
し
て

見
え
じ
む
る
を
我
が
小
説
家
の
務
め
と
は
す
る
な
り
。
」
と
主
張
す
る
逍
遥

の
テ
ー
ゼ
は
、
じ

つ
は
案
外
、
そ
の
ま
ま
人
間
の
生
の

「
あ
り
の
ま
ま
」
を
、

技
巧
を
使
わ
ず
、
素
直
に
描
く
、
こ
と
を
声
高
に
主
張
し
た
日
本
自
然
主
義

の
作
家
た
ち
と
相
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

馬
琴
が
説
い
た
小
説
七
則
が
、
案
外
西
洋
の
長
編
小
説
の
根
本
と
相
通
じ

る
こ
と
を
見
た
と
き
、
『
小
説
神
髄
』
に
端
を
発
し
た
小
説

に
お
け
る
プ

ロ
ッ
ト
や
仕
掛
け
の
軽
視
、
無
視
こ
そ
日
本
の
自
然
主
義
作
家
た
ち
の
主
張

が
、
日
本
で
バ
ル
ザ

ッ
ク
や
ユ
ゴ
ー
な
ど
が
あ
ま
り
読
ま
れ
な
い
、
ひ
と

つ

の
流
れ
を
作
り
、
日
本
流
自
然
主
義
を
唱
え
て
逍
進
の
教
え
を
受
け
た
早
稲

田
派
の
文
人
が
牙
城
を
築
く
の
も
、
ま
こ
と
に
故
あ
る
こ
と
に
も
思
え
る
の

で
す
。
彼
が
も

っ
と
も
拠
る
こ
と
の
多
い
ブ
ル
ワ
ー
＝
リ

ッ
ト
ン
卿
の
当
時

人
気

の
あ

っ
た
小
説
群
が
、
『
ポ

ン
ペ
イ
最
後

の
日
』
を
除

い
て
、
―
と

い
っ
て
も
そ
の
小
説
さ
え
も
が
―
今
日
ほ
と
ん
ど
読
む
人
の
な
い
こ
と
は
、

さ
ら
に
ま
た
い
ろ
い
ろ
考
え
る
べ
き
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

注（１
）

坪
内
逍
進

『小
説
神
髄
』
、
講
談
社
版
、
日
本
現
代
文
学
全
集
第
四
巻

（
一
九
六
二
年
刊
）
所
収
、　
一
五
三
頁
。

（２
）

同
、　
一
五
九
頁
。

（３
）

同
、　
三
全
二
頁
。

（４
）

松
村
昌
家

「坪
内
逍
進
と
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
た
ち
」
、
松
村
昌
家
編

『比
較
文
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
（世
界
思
想
社
、　
一
九
九
五
年
刊
）、
四

三
～
四
四
頁
参
照
。
同
じ
論
で
松
村
氏
は
逍
進
の
友
人
高
田
半
峰
の

『半
峰

昔
話
』
（早
稲
田
大
学
出
版
局
、　
一
九
二
七
年
刊
）
に

「『八
犬
伝
』
や

『弓

張
月
』
で
頭
が
出
来
て
居
る
の
で
、
無
茶
苦
茶
に
筋
を
辿
つ
て

（
ス
コ
ッ
ト

の

『
ロ
ブ

。
ロ
イ
』
を
）
読
み
了
つ
た
。
こ
れ
に
興
味
を
覚
え
、
『
ア
イ
ブ

ン
ホ
ー
』
、
『
ケ
ネ
ル
ワ
ー
ス
』
、
『
タ
リ
ズ
マ
ン
』
な
ど
を
読
み
耽
る
と
面
白

く
て
堪
ら
な
か
つ
た
」
と
あ
る
の
を
引
い
て
、
馬
琴
に
親
実
し
た
逍
逸
に
も

ス
コ
ッ
ト
が
良
く
読
め
た
は
ず
、
と
推
測
し
て
い
る
が

（同
書
、
三
九
頁
）、

こ
の
半
峰
の
言
は
、
ど
れ
ほ
ど
馬
琴
が
当
時
の
知
識
人
た
ち
の
教
養
の
素
地
、

大
基
本
と
な
っ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（５
）

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
や
は
り
松
村
昌
家
氏
は
リ
ッ
ト
ン
が

一
八
三
八
年

に

『
マ
ン
ス
リ
ー

・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
に
発
表
し
て
、
の
ち

『
サ
ー

・
エ
ド

ワ
ー
ド

・
リ
ッ
ト
ン
の
批
評
な
ら
び
に
雑
録
』
貧

八
四

一
年
）
に
収
め
ら

れ
た

「小
説
芸
術
論
」
を
逍
追
が

『小
説
神
髄
』
を
書
く
段
階
で
披
見
し
て

い
た
可
能
性
を
説
き
、
昨
年
十

一
月
の
近
畿
大
学
に
お
け
る
関
西
比
較
文
学

会
の
坪
内
逍
逢
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（筆
者
も
参
加
。
本
稿
は
そ
こ
で

の
発
表
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
）
で
も
、
そ
の
点
に
関
す
る
い
っ
そ
う

説
得
的
な
論
証
を
行
わ
れ
た
。

（６
）

坪
内
逍
蓬

『小
説
神
髄
』、
前
掲
書
、　
王
全

一頁
。

（７
）

同
、　
三
ハ
三
頁
。

（８
）

同
。

（９
）

『露
伴
全
集
』
第
十
五
巻
、
岩
波
書
店
、　
一
九
七
八
年
、
三
〇
〇
～
三

一

一
頁
。

（１０
）

坪
内
逍
進
、
前
掲
書
、　
ニ
ハ
四
頁
。

（Ｉ
）

こ
の
評
論
に
つ
い
て
偶
目
す
る
機
会
が
未
だ
な
い
が
、
題
名
と
執
筆
時
期



か
ら
し
て
、
欧
米
の
歴
史
小
説
家
、
ス
コ
ッ
ト
、
リ
ッ
ト
ン
な
ど
に
つ
い
て

の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（‐２
）

同
、

一
九

一
頁
。

（‐３
）

亀
井
秀
雄

『
「小
説
」
論
―

『小
説
神
髄
』
と
近
代
―
』
、
第
三
章
、
岩
波

書
店
、　
一
九
九
九
年
、　
一
一
一
頁
。

（‐４
）

松
村
昌
家
氏
は
、
逍
蓬
の
小
説
理
論
の
構
築
に
ス
コ
ッ
ト
、
リ
ッ
ト
ン
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ
読
書
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
あ
と
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
小
説
受
容
の
限
界
は
、
お

の
ず
か
ら
小
説
論
と
し
て
の

『小
説
神
髄
』
の
限
界
に
通
じ
る
と
い
う
こ
と

も
、
当
時
と
し
て
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
松
村
前
掲
書
、
四

一
頁
。

（‐５
）

信
多
純

一
『馬
琴
の
大
夢
　
里
見
八
犬
伝
の
世
界
』、
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
四
年
。

（‐６
）

稲
垣
直
樹

『
フ
ラ
ン
ス

〈心
霊
科
学
〉
考
　
をホ
教
と
科
学
の
フ
ロ
ン
テ
イ

ア
』
、
人
文
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。
二

一
九
～
三
二
四
頁
参
照
。
な
お
馬
琴

と
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
世
界
の
類
似
に
関
し
て
は
、
柏
木
隆
雄

『交
差
す
る

ま
な
ざ
し
　
―
日
本
近
代
文
学
と
フ
ラ
ン
ス
ー
』、
朝
日
出
版
社
、
二
〇
〇

八
年
刊
の
序
章

「ま
な
ざ
し
の
相
似
―
バ
ル
ザ
ッ
ク
と
滝
沢
馬
琴
―
」
に
説

い
て
い
る
。

（‐７
）

坪
内
逍
進
、
前
掲
書
、　
三
全
二
頁
。

（‐８
）

一
一葉
亭
四
迷
、
「小
説
総
論
」、
講
談
社
版
、
日
本
現
代
文
学
全
集
第
四
巻

（
一
九
六
二
年
刊
）
所
収
、
四

一
七
頁
。

―
放
送
大
学
大
阪
学
習
セ
ン
タ
ー
所
長

・

本
学
名
誉
教
授

（
フ
ラ
ン
ス
文
学
）
―


