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永
井
荷
風

『遼
東
椅
辞
』
を
読
む

小
松
原

千

里

ま
ず
'
ざ

っ
と
荷
風
の
経
歴
を
振
り
返

っ
て
お
き
ま
す
｡

永
井
荷
風

(
一
八
七
九
-

一
九
五
九

)
は
､
明
治
十
二
年
'
東
京
の
山
の
手
で
も
か
な
り
裕
福
な
良
家
に
生
ま
れ
､
昭
和
三
十
四
年
に

没
し
ま
し
た
O
名
は
壮
吉
と
い
い
ま
す
o
そ
の
父
は
､
久

t
郎
と
い
い
､
内
務
省
の
官
吏
で
あ
り
ま
し
た
が
､
退
職
後
は
日
本
郵
船
に
入
り
､

上
海
や
横
浜
の
支
店
長
を
も
勤
め
ま
し
た
｡
母
は
恒

〔
つ
ね
〕
と
い
い
'
ク
-
ス
チ
ャ
ン
で
ド
イ
ツ
人
の
宣
教
師
な
ど
と
も
交
際
が
あ

っ
た

り
し
て
､
そ
の
た
め
に
そ
の
家
庭
内
は
か
な
り
堅
苦
し
い
雰
囲
気
で
あ

っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡

一
方
で
は

｢東
洋
風
の
暴
君
で
あ
り
な
が
ら
'
外
面
は
英
国
紳
士
を
気
取

っ
た
父
親
へ
の
反
感
｣
が
あ
り
､
他
方
で
は
母
親
の
ま
わ
り
に

た
ち
こ
め
る
生
き
苦
し
さ
へ
の
反
発
な
ど
が
あ
り
､
荷
風
は
､
す
で
に
十
八
才
で
吉
原
通
い
を
し
た
り
'
歌
舞
伎
座
の
福
地
樫
痴
の
下
で
狂

言
見
習
い
と
な

っ
た
り
し
ま
し
た
｡
す
で
に
若
い
頃
か
ら
時
流
と
い
う
も
の
に
な
じ
め
な
い
'
か
な
り
の
反
逆
児
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
り
ま

す
｡
そ
し
て
こ
う
い
う
環
境
の
中
に
出
入
り
し
な
が
ら
荷
風
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
知
り
､
フ
ラ
ン
ス
語
の
勉
強
に
没
頭
し
ま
す
｡
ゾ
ラ
や
モ
ー

パ
ッ
サ
ン
に
傾
倒
す
る
わ
け
で
す
が
､
こ
う
い
う
事
情
の
た
め
に
､
荷
風
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
'
特
に
フ
ラ
ン
ス
へ
の
憧
れ
は
'
醸
外

や
淑
右
の
場
合
と
は
全
-
違

っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
た
t
と
言
え
ま
す
｡
即
ち
､
荷
風
の
場
合
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
は
､
江
戸
芸
術
に
心

酔
す
る

｢道
楽
｣
の
延
長
上
に
育

っ
て
い
-
と
言
え
ま
す
｡

(中
村
光
夫

『荷
風
の
青
春
』
)
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明
治
三
十
六
年

(
一
九

〇
三
)
二
十
四
歳
で
､
荷
風
は
父
の
意
向
も
あ
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
'
英
文
学
､
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
び
､
二
十

六
歳
で
従
兄
弟
の
領
事
館
員
の
世
話
で
'
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
日
本
公
使
館
臨
時
雇
い
に
な
り
ま
す
｡
し
か
し
は
ど
な
-
イ
デ
ィ
ス
な
る
女
性

を
知
り
'
夜
と
も
な
れ
ば
当
地
の
娼
窟
に
出
没
L
t
愛
欲
生
活
に
明
け
暮
れ
る
｡
や
が
て
公
使
館
臨
時
雇
い
を
も
解
雇
さ
れ
る
と
'
父
の
配

慮
で
横
浜
正
金
銀
行
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
の
見
習
い
と
な
り
ま
す
O

明
治
四
十
年

(
T
九

〇
七
)
'
二
十
八
歳
で
念
願
の
フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
､
-
ヨ
ン
の
正
金
銀
行
支
店
に
転
勤
し
ま
す
.
し
か
し
翌
年
三
月
､

銀
行
を
独
断
で
辞
職
し
､
パ
-
に
移
り
､
パ
-
生
活
に
明
け
暮
れ
'
五
月
パ
-
を
去
り
､
七
月
帰
国
を
余
儀
無
-
さ
れ
ま
す
｡

明
治
四
十

一
年

(
一
九

〇
八
)､
『
西
遊
日
誌
稿
』
に
よ
り
ま
す
と
'

｢
三
月
二
十
日
､
再
び
父
の
手
紙
を
得
た
り
｡
い
よ
い
よ
帰
国
す
べ

く
運
命
定
め
ら
れ
ぬ
｡
兼
ね
て
覚
悟
し
た
る
事
な
が
ら
心
は
今
更
の
如
く
に
驚
く
｣
と
あ
り
'
さ
ら
に
翌
日
'

｢
三
月
二
十

一
日

(土
曜
日
)

夜
明
け
に
目
覚
め
て
､
夢
と
も
な
く
現
と
も
な
く
'
身
の
行
末
を
思
ふ
｡
余
が
前
に
は
二
ツ
問
題
提
出
せ
ら
る
､
国
に
帰
り
て
貧
苦
の
中
に

創
作
の
筆
を
取
ら
ん
か
-

は
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
帰
り
て
'
余
を
待
つ
イ
デ
イ
ス
と
罪
行
悪
徳
の
生
活
を
再
演
せ
ん
か
-

余
は
惑
え
り
｡

苦
し
め
り
｡
余
は
決
断
す
る
事
能
は
ず
｣
と
書
か
れ
て
い
ま
す
｡

帰
国
後
'

『あ
め
り
か
物
語
』
を
刊
行
す
る
と
､
た
ち
ま
ち
好
評
を
得
て
､
次
に

『
ふ
ら
ん
す
物
語
』
を
書
き
ま
す
が
'
発
禁
に
な
り
ま

す
.
し
か
し
醗
外
の
推
薦
も
あ
っ
て
､
三
十

一
歳
で
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
主
任
教
授
に
な
り

｢
三
田
文
学
｣
を
創
刊
し
ま
す
｡
後
二
度
結

婚
し
ま
す
が
'
二
度
と
も

7
年
も
経
ず
離
婚
O

と
も
あ
れ
'
荷
風
の
場
合
､
醸
外
や
淑
石
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
体
験
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
､
と
す
で
に
言
い
ま
し
た
が
､
そ
れ
は

荷
風
の
外
遊
が
､
醗
外
や
淑
石
な
ど
と
は
違

っ
て
'
文
部
省
派
遣
､
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
-
て
'
い
わ
ば
社
会
か
ら
の
落
ち
こ
ぼ
れ
と
し

て
､
道
楽
者
と
し
て
ア
メ
-
カ
へ
わ
た
り
'
ま
た
フ
ラ
ン
ス
へ
と
流
れ
て
い
き
'

つ
い
に
は
父
の
期
待
を
も
裏
切
る
か
た
ち
で
帰
国
す
る
､

と
い
う
事
情
に
も
よ
り
ま
す
｡
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さ
ら
に
彼
が
､
日
本
と
い
う
古
い
国
か
ら
で
は
な
-
て
､
ア
メ
-
カ
と
い
う
機
械
文
明
の
最
も
発
達
し
た
国

(四
年
滞
在
)
か
ら
フ
ラ
ン

ス

(十

一
カ
月
半
滞
在
)

へ
行

っ
た
と
い
う
事
情
に
も
よ
る
､
と
言
わ
れ
て
い
る

(中
村
光
夫
'

『荷
風
の
青
春
』
)
｡

『新
帰
朝
者
の
日

記
』
と
い
う
作
品
は
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ぶ
れ
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
､
時
流
に
逆
ら
っ
て
江
戸
趣
味
に
生
き
る
俳
講
師
と
の
友
情
を
描
き
な
が
ら
'

当
時
の
､

つ
ま
り
近
代
化
を
進
め
る
明
治
の
無
趣
味
な
世
相
を
批
判
す
る
作
品
で
す
が
､
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
り
ま
す
｡

｢
し
か
し
僕
の
見
た
処
西
洋
の
社
会
と
い
う
者
は
何
処
か
ら
何
処
ま
で
悉
-
近
代
的
で
は
な
い
｡
近
代
的
が
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
冒
す

こ
と
の
で
き
な
い
部
分
が
如
何
な
る
も
の
に
も
チ
ャ
ン
と
残

っ
て
居
る
｡

つ
ま
り
西
洋
と
い
う
処
は
非
常
に
古
臭
い
国
だ
｡
歴
史
臭
い
国
だ
｡｣

荷
風
の
フ
ラ
ン
ス
体
験
は
､
当
時
の
明
治
の
人
々
の
目
指
し
た
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
所
謂

｢近
代
社
会
｣
の
あ
り
か
七
や

｢近
代
思
想
｣

等
の
体
験
で
は
な
-
て
'
こ
の

｢古
臭
さ
｣

｢歴
史
臭
さ
｣
の
体
験
で
あ
っ
て
'
そ
し
て
こ
の
体
験
が
､
新
し
い
思
想
や
文
化
を
学
ぼ
う
と

し
た
明
治
の
精
神
風
土
と
は
逆
行
し
た
荷
風
の
江
戸
趣
味
に
照
応
し
た
t
と
言
え
な
く
も
な
い
｡
事
実
'
荷
風
の
帰
国
後
の
生
活
は
､
こ
の

よ
う
な
浅
薄
な
近
代
化
へ
と
打
ち
進
む
日
本
の
歴
史
に
逆
行
し
て
ゆ
-
方
向
を
取

っ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
彼
の
創
作
の
特
徴
は
､
新
し

い
社
会
制
度
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
ゆ
-
街
角
と
か
､
そ
こ
に
巣
く
っ
て
い
る
人
々
､
特
に
娼
婦
た
ち
の
生
態
を
措
-
､
あ
る
い
は
記
録
す
る

に
あ
り
ま
す
｡
そ
し
て
た
だ
記
録
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
､
自
分
自
身
の
生
活
を
そ
の
生
態
の

一
部
と
な
し
て
ゆ
く
t
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

り
ま
す
｡

生
活
と
創
作
と
は
荷
風
に
あ
っ
て
は

一
つ
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
､
彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
'
彼
が
憧
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
か

ら
､
特
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
も
ち
帰

っ
た
も
の
で
も
あ

っ
た
､
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｢
『感
受
性
こ
そ
各
人
の
精
髄
だ
』
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
言
ふ
｡
荷
風
に
於
い
て
は
別
し
て
こ
の
感
受
性
が
ボ
ー
ド
レ
-
ア
ン
だ
.
荷
風

に
は
こ
の
感
受
性
か
ら
生
ま
れ
て
徐
々
に
形
づ
-
ら
れ
た
或
る
強
烈
な
統

1
原
理
が
あ
っ
た
｡
そ
の
作
品
と
生
活
と
を
矛
盾
な
く
統
べ
る
に

至
る
こ
の
統

一
原
理
は
､
審
美
的
倫
理
観
と
で
も
名
づ
け
得
る
も
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
が
'
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
い
は
ゆ
る

『ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
』
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と
驚
く
べ
き
類
似
を
も
つ
'
と
い
う
よ
り
も
符
節
を
合

っ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
｣

(斉
藤
磯
雄
)

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
､
こ
こ
に
い
う

｢審
美
的
倫
理
観
｣
な
る
も
の
は
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
の
場
合
と
ど
う
違
う
か
､
と
い
う
と
こ
ろ
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
文
学
と
日
本
の
文
学
と
の
基
本
的
な
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
言

っ
て
も
い
い
の
で
す
が
'
例
え
ば
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は

『ダ

ン
デ
ィ
』
と
い
う
エ
セ
イ
に
言

っ
て
い
る
｡

｢ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
は
特
に
､
民
主
制
が
ま
だ
全
能
と
な
る
に
は
い
た
ら
ず
'
貴
族
制
が
ま
だ
部
分
的
に
し
か
動
揺
し
堕
落
し
て
い
な
い
よ

う
な
'
過
渡
の
諸
時
代
に
現
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
時
代
の
混
乱
の
中
に
あ

っ
て
､
自
分
の
階
級
か
ら
は
み
出
し
､
嫌
気
が
さ
し
'
す
る
こ
と
も

な
い
人
々
'
そ
れ
で
い
て
い
ず
れ
も
生
来
の
力
を
豊
か
に
も
っ
た
何
人
か
の
人
々
が
､

一
種
の
新
し
い
貴
族
制
を
創
設
し
よ
う
と
い
う
計
画

を
抱
く
こ
と
が
あ
り
得
て
-
-
｣

(ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
'
筑
摩
書
房
'
四
､
1
六
七

)

｢暇
と
お
金
な
く
し
て
は
'
色
恋
の
沙
汰
も
'
民
衆
の
痴
れ
ご
と
'
あ
る
い
は
婚
姻
の
義
務
の
履
行
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
は
'
不
幸
に

し
て
ま
っ
た
く
真
実
で
あ
る
｡
蟻
烈
な
､
あ
る
い
は
夢
想
的
な
気
ま
ぐ
れ
と
な
る
代
り
に
'
色
恋
は
嫌
悪
す
べ
き
有
用
の
わ
ざ
と
な
っ
て
し

ま
う
｡
｣

(同
'
四
､
一
六
六

)

｢
こ
の
男
た
ち
は
､
気
難
し
屋
'
気
取
り
屋
､
め
か
し
屋
'
あ
る
い
は
ダ
ン
デ
ィ
な
ど
､
ど
ん
な
名
で
呼
ば
れ
る
に
し
て
も
､
み
な

一
つ

の
同
iI)起
源
か
ら
出
て
い
る
.
み
な
同
じ
'
反
対
と
反
逆
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
｡
｣
(同
'
四
㌧

T
六
七
)

｢
-
-
し
か
し
礼
節
の
外
面
的
な
均
の
中
に
あ
く
ま
で
も
留
ま
っ
て
い
る
｡
｣
(同
､
四
､
一
六
六

)

あ
る
い
は
､

｢
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と
は

一
個
の
落
日
で
あ
る
｡
傾
-
太
陽
さ
な
が
ら
､
壮
麗
で
､
熱
を
欠
き
､
憂
愁
に
満
ち
て
い
る
｡
｣
(同
'
四
'
一
六
八
)

こ
れ
ら
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
葉
は
荷
風
の
生
き
方
に
み
な
当
て
は
ま
っ
て
い
る
か
に
見
え
ま
す
.
荷
風
も
ま
た

｢
l
個
の
落
日
｣
で
あ

り
'
古
き
を
求
め
て
古
き
に
生
き
る
｡
浅
薄
な
無
趣
味
な
時
代
の
流
れ
に
対
し
て

｢反
対
と
反
逆
の
性
格
｣
を
も
ち
'

一
口
で
言
え
ば
群
居

28



精
神
esp
ril
g
reg
a
ire
に
抵
抗
し
て
,
し
か
し
礼
節
を
欠
-
こ
と
な
-

｢孤
独
｣
を
写

J
う
と
し
ま
す
O
と
す
る
t
i･芸

ば
､
彼
は
日
本
の

風
土
の
中
で
ダ
ン
デ
ィ
を
生
き
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
O
彼
は
随
港
に
輔
晦
し
て

｢孤
｣
に
生
き
た
'
い
や
孤
に
死
ん
だ
,
と
い
う
べ
き
で

あ
り
ま
す
｡

も
ち
ろ
ん
､
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
と
日
本
の
そ
れ
と
の
伝
統
の
違
い
が
あ
る
｡
当
然
の
こ
と
な
が
ら
'
荷
風
の

｢孤
独
｣
は
日
本
的
な
変
容

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

『浬
東
結
語
』

(昭
和
十
二
年
作
'

一
九
三
八
年
)
は
最
も
よ
-
荷
風
の
本
質
を
現
し
て
い
て
'
彼
の
代
表
作
と
見
な
さ
れ
て
い
る
小
説

で
す
｡
こ
の
作
品
は
し
か
し
小
説
と
い
わ
る
べ
き
か
､
随
筆
と
い
わ
る
べ
き
か
'
と
も
か
く
物
語
は
梅
雨
の
五
月
雨
の
頃
に
始
ま
っ
て
､
十

月
の
落
葉
の
頃
に
終
わ
り
ま
す
｡
荷
風
五
十
八
歳
の
と
き
の
作
品
で
あ
り
､
こ
の
物
語
の
主
人
公
も
五
十
八
歳
の
男
で
あ
り
ま
す
｡
こ
う
書

か
れ
て
い
ま
す
｡

｢
わ
た
-
L
は
花
柳
病
よ
り
も
寧

〔む
し
ろ
〕
チ
ブ
ス
の
よ
う
な
伝
染
病
を
恐
れ
て
い
る
｡
肉
体
的
よ
り
も
夙

〔は
や
〕
-
か
ら
精
神
的

療
人
に
な

っ
た
わ
た
-
し
の
身
に
は
'
花
柳
病
の
如
き
病
勢
の
緩
慢
な
も
の
は
､
老
後
の
今
日
､
さ
し
て
気
に
な
ら
な
い
｡
｣

(二
四
､
新

潮
文
庫
'
以
下
頁
数
の
み
を
か
-
)

｢精
神
的
墳
人
｣
と
主
人
公
は
葡
晦
し
て
い
ま
す
｡
そ
う
い
う
人
物
が
昔
の
江
戸
か
ら
明
治
の
始
め
の
頃
の
仔
ま
い
を
い
ま
だ
に
残
す
墨

田
川
の
東
に
あ
た
る
私
娼
窟
の
点
在
す
る
玉
の
井
界
隈
を
排
桐
す
る
わ
け
で
す
｡

こ
の
老
人
は
い
つ
も
買
い
物
龍
を
さ
げ
て
､
下
駄
履
で
､
雨
傘
を
も

っ
て
東
京
の
下
町
を
放
浪
す
る
の
で
す
が
､
し
か
し
す
で
に
主
人
公

は
社
会
的
に
は
名
の
あ
る
作
家
で
あ
り
ま
す
の
で
'
同
業
者
た
ち
の
出
入
り
す
る
場
所
は

1
切
さ
け
て
'

l
人
で
歩
-
｡
誰
が
見
て
も
う
ら

ぶ
れ
た
初
老
の
放
浪
者
で
あ
る
t
と
い
う
よ
う
に
歩
く
の
で
す
｡
た
め
に
彼
は
､
交
番
の
巡
査
に
不
審
尋
問
さ
れ
た
り
し
ま
す
｡
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当
時
の
批
評
家
た
ち
は
こ
れ
を
荷
風
の
変
装
趣
味
と
言
っ
て
い
ま
す
が
､
そ
う
ば
か
り
と
は
言
え
な
い
｡
こ
れ
は
単
に
趣
味
で
あ
る
ば
か

り
か
'

一
種
の
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
､
つ
ま
り
は
こ
の
人
物
の
唯

一
の
生
活
の
原
理
な
の
で
す
｡
そ
う
い
う
存
在
と

し
て
彼
は
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
｡

し
か
し
彼
に
仲
間
が
い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
冒
頭
､
た
と
え
ば
こ
う
い
う
人
物
が
登
場
し
て
き
ま
す
｡
古
本
屋
の
主
人
で
す
が
､

｢
わ
た
-
L
が
店
先
の
硝
子
戸
を
あ
け
る
時
に
は
､
い
つ
で
も
き
ま
っ
て
､
中
仕
切
の
障
子
際
に
き
ち
ん
と
坐
り
'
丸
い
背
を
少
し
斜
に

外
の
方
へ
向
け
'
鼻
の
先
へ
落
ち
か
か
る
眼
鏡
を
た
よ
り
に
､
何
か
読
ん
で
い
る
｡
わ
た
く
し
の
来
る
時
間
も
大
抵
夜
の
七
八
時
と
き
ま
っ

て
い
る
が
､
そ
の
度
毎
に
見
る
老
人

〔と
し
よ
り
〕
の
坐
り
場
所
も
其
の
形
も
殆
ど
き
ま
っ
て
い
る
｡
戸
の
明
し
音
に
､
折
り
か
が
ん
だ
ま

ま
､
首
だ
け
ひ
ょ
い
と
此
方

〔こ
な
た
〕
へ
向
け
'

『
お
や
､
入
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

』
と
眼
鏡
を
は
ず
し
､
中
腰
に
な

っ
て
座
蒲
団
の
塵

を
ぽ
ん
と
叩
き
､
葡
う
よ
う
な
腰
付
で
､
そ
れ
を
敷
き
の
べ
な
が
ら
'
さ
て
丁
寧
に
挨
拶
を
す
る
Q
其
言
葉
も
様
子
も
ま
た
型
通
り
に
変
り

が
な
い
｡
｣
(八
)

｢東
京
の
下
町
生
粋
の
風
俗
を
､
そ
の
ま
ま
崩
さ
ず
に
残
し
て
い
る
の
が
'
わ
た
-
し
の
眼
に
は
稀
勧

〔き
こ
う
〕
の
古
書
よ
り
も
尊
-

ま
た
懐
し
く
見
え
る
｡
震
災
の
こ
ろ
ま
で
は
芝
居
や
寄
席
の
楽
屋
に
行
-
と

一
人
や
二
人
､
こ
う
い
う
江
戸
下
町
の
年
寄
に
逢
う
こ
と
が
で

き
た
-
｣
(七
)

｢活
動
写
真
｣
と
い
う
言
葉
が
で
き
て
か
ら

(明
治
三
十
年
頃
)
､
お
よ
そ
四
十
余
年
を
過
ぎ
た
こ
ろ
の
話
で
す
｡
と
い
う
こ
と
は
昭
和

十
二
年
頃
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
､
こ
う
い
う
生
き
方
も
ま
た
荷
風
流
に
い
え
ば
､
ダ
ン
デ
ィ
と
で
も
言
え
ば
い
え
る
と
思
わ
れ
ま
す
｡

こ
の
物
語
の
中
心
を
な
す
話
は
､
主
人
公
大
江
匡
と
い
う
名
の
男
と
'
お
雪
と
い
う
仮
の
名
を
も
つ
私
娼
窟
の
娼
婦
と
の
心
の
交
流
で
あ

る
｡

｢押
れ
喝
し
む
｣
と
書
か
れ
て
い
ま
す
｡
押
れ
､
と
は
動
物
を
馴
ら
す
の
意
味
で
あ
り
'
曙
し
む
と
は
､
隠
す
と
い
う
意
味
で
す
｡
こ

の
文
字
か
ら
も
こ
の
二
人
の
関
係
を
類
推
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
｡
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こ
の
物
語
の
筋
立
の
中
に
'
も
う
ひ
と
つ
話
が
填
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
は
こ
の
作
家
'
大
江
匡
が
構
想
し
て
い
る
小
説
で
あ
る
｡

こ
の
二
つ
の
話
が
同
時
に
進
行
し
っ
つ
全
体
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
す
｡
そ
の
構
想
中
の
小
説
の
題
名
は

『失
綜
』
と
い
う
も
の
で
す
｡

『失
綜
』
の
主
人
公
は
種
田
順
平
'
年
五
十
余
歳
､
私
立
中
学
の
英
語
の
教
師
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
｡
彼
は
初
婚
の
恋
女
房
に
先

立
た
れ
て
三
四
年
に
し
て
､
継
妻
光
子
を
迎
え
る
｡
光
子
は
あ
る
政
治
家
某
の
夫
人
付
の
小
間
使
で
あ
っ
た
が
'
主
人
に
欺
か
れ
て
身
重
に

な

っ
た
｡
困

っ
た
主
家
で
は
､
毎
月
五
円
を
送
る
と
い
う
条
件
で
光
子
を
種
田
に
嫁
が
せ
た
｡
種
田
は
そ
の
時
､
金
に
眼
が
-
ら
ん
だ
の
で

あ
る
､
と
書
か
れ
て
い
ま
す
｡
種
田
は
先
妻
を
失

っ
て
以
来
､
精
気
な
-

｢影
の
よ
う
な
｣
存
在
で
あ
る
｡
再
婚
し
た
の
は
'
種
田
三
十
歳
､

光
子
十
九
歳
の
時
で
あ

っ
た
｡

荷
風
は
こ
の
小
説
の
主
人
公
種
田
の
生
活
環
境
を
､
極
め
て
乾
い
た
雰
囲
気
に
構
想
し
て
い
ま
す
｡
｢影
の
よ
う
な
｣
と
い
う
表
現
に
注

目
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
世
間
の
表
で
は

｢影
｣
で
､
裏
が
種
田
の
実
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡

二
年
経

っ
て
女
の
児
が
生
ま
れ
る
｡

つ
づ
い
て
男
の
児
が
生
ま
れ
る
｡
子
ど
も
が
成
長
す
る
に
従

っ
て
年
々
生
活
費
が
か
さ
ん
で
ゆ
き
ま

す
の
で
'
種
田
は
夜
学
校
で
非
常
勤
を
し
て
稼
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
長
男
､

つ
ま
り
光
子
の
連
れ
子
な
の
で

す
が
､
は
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
と
な

っ
て
､
や
が
て
洋
行
す
る
｡
姉
は
花
形
の
活
動
女
優
と
な
る
｡
妻
は
､
日
蓮
宗
に
凝
り
か
た
ま
っ
て
し
ま
う
｡

種
田
先
生
の
家
は

7
時

｢宛

〔さ
な
が
〕
ら
講
中
の
寄
合
所
'
あ
る
時
は
女
優
の
遊
び
場
｡
あ
る
時
は
ス
ポ
ー
ツ
の
練
習
場
よ
ろ
し
-
と
云

う
有
様
｣
と
な

っ
て
し
ま
う
｡
五
十

7
歳
の
春
､
種
田
先
生
は
教
師
を

｢罷

〔や
〕
め
ら
れ
た
.
退
職
金
を
受
取

っ
た
そ
の
日
､
種
田
先
生

は
家
に
帰
ら
ず
､
跡
を
-
ら
ま
し
て
し
ま
っ
た
｡
｣
そ
し
て
そ
の
日
'
以
前
に
自
分
の
家
に
下
女
奉
公
に
き
て
い
て
'
今
は
カ
フ
ェ
ー
に
働

い
て
い
る
女
､
す
み
子
に
事
情
を
話
し
て
､彼
は
そ
の
ア
パ
ー
ト
に
泊
り
込
ん
で
し
ま
う
｡

し
か
し
小
説
は
､
そ
の
後
の
種
田
の
堕
落
し
て
ゆ
-
道
筋
を
書
く
の
が
主
眼
な
の
で
､
そ
の
小
説
を
構
想
す
る
小
説
家
の
大
江
は
失
綜
し

た
種
田
の
潜
伏
し
そ
う
な
場
所
を
探
し
て
､
玉
の
井
の
盛
り
場
の
ほ
ど
近
-
の
ど
こ
か
の
要
衝
を
散
策
し
て
い
ま
す
｡
や
が
て
彼
は
､
い

ま
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は
廃
線
に
な

っ
て
い
る
京
成
電
車
の
玉
の
井
駅
跡
が
雑
草
に
覆
わ
れ
て
土
手
を
な
し
'
見
れ
ば
城
跡
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
を
見

つ
け
ま

す
｡
彼
が
そ
こ
に
登

っ
て
み
る
と
､
そ
の
向
側
は

｢
ト
タ
ン
茸
の
幡
屋
が
秩
序
も
な
-
'
端

〔は
て
〕
L
も
な
-
'
ご
た
ご
た
に
建
て
込
ん

だ
間
か
ら
湯
屋
の
梱
実
が
吃
立
し
て
､
そ
の
頂
き
に
七
八
日
頃
の
夕
月
が
懸
か

っ
て
い
る
｡
｣
(二
〇
)

散
策
の
途
中
に
突
然
展
け
た
別
世
界
の
よ
う
な
そ
の
街

へ
､
大
江
は
下
り
て
ゆ
き
ま
す
｡
と
､
そ
こ
は
も
う
玉
の
井
の
盛
り
場
で
､
狭
い

路
地
が
迷
路
の
よ
う
に
走

っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に

｢
ぬ
け
ら
れ
ま
す
｣

と
か

｢安
全
道
路
｣
と
か
の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
｡

そ
の
頃
は
震
災
後
の
こ
と
で
あ
り
市
井
は
急
激
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
｡
し
か
し
玉
の
井
は
､
あ
た
か
も
回
り
の
変
化
か
ら
取
り
残
さ
れ
て

い
る
か
の
よ
う
な

一
隅
で
'
そ
こ
が
こ
の
物
語
の
舞
台
に
な
り
ま
す
｡

つ
ま
り
こ
の
物
語
は
､
そ
う
い
う
当
時
の
世
相
を
映
し
出
す
こ
と
を

そ
の
主
題
の

一
つ
と
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
'
物
語
そ
の
も
の
は
'
む
し
ろ
そ
の
世
相
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
場

所
を
舞
台
に
し
て
い
て
'
そ
の
意
味
に
お
い
て
､
こ
の
物
語
は
い
わ
ば
'
過
去

へ
の
物
語
で
あ
る
t
と
言
え
ま
す
｡
大
江
は
江
戸
下
町
と
い

う
過
去
の
空
間
に
入

っ
て
い
く
の
で
す
｡

一
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

大
江
が
そ
の
あ
た
り
を
歩
い
て
い
る
と
'
大
粒
の
雨
が
'
ば
ら
ば
ら
と
降

っ
て
-
る
｡
白
い
上

っ
張
り
を
着
た
男
が
向
か
い
側
の
お
で
ん

屋
の
暖
簾
の
陰
に
駆
け
込
む
｡
割
烹
着
を
着
た
女
や
通
り
が
か
り
の
人
が
駆
け
出
す
｡
吹
き
落
ち
る
風
に
葦
簾
や
何
か
が
倒
れ
る
音
が
す
る
｡

紙
屑
や
塵
が
物
の
怪
の
よ
う
に
道
路
を
走
る
｡

五
月
雨
の
時
の
こ
う
い
う
風
景
に
'
わ
れ
わ
れ
は
も
う
出
会
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
こ
う
い
う
五
月
雨
の
音
を
も
聞
く
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
｡
が
､
わ
れ
わ
れ
の
心
の
'
遠
い
昔
の
記
憶
の
中
に
は
そ
れ
は
ま
だ
残

っ
て
い
ま
す
｡
大
江
も
ま
た
こ
の
風
景
に
'
こ
の
音
に
出
会
う

べ
-
し
て
'
こ
の
玉
の
井
に
迷
い
込
ん
だ
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

大
江
が
手
に
し
て
い
た
傘
を
広
げ
る
と
う
ち
ょ
う
ど
髪
結
の
店
か
ら
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
'

｢
旦
那
'
そ
こ
ま
で
入
れ
て
っ
て
よ
｣

と
言

っ
て
､
そ
の
油
の
匂
い
で
結

っ
た
ば
か
り
と
知
れ
る
髪
の

一
人
の
女
が
傘
の
中
に
入

っ
て
-
る
｡
こ
れ
が
お
雪
と
い
っ
て
､
も
う

一
人
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の
主
人
公
な
の
で
す
｡
こ
の
場
面
に
つ
い
て
荷
風
は
こ
う
言

っ
て
い
ま
す
｡

｢何
の
作
為
も
な
い
の
で
あ
る
｡
牒
雨
雷
鳴
か
ら
事
件
の
起

っ
た
の
を
見
て
､
こ
れ
ま
た
作
者
常
套
の
筆
法
だ
と
笑
う
人
も
あ
る
だ
ろ
う

が
'
わ
た
-
L
は
之
を
慮
る
が
た
め
に
､
わ
ざ
わ
ざ
事
を
他
に
設
け
る
こ
と
を
欲
し
な
い
｡
夕
立
が
手
引
を
し
た
此
夜
の
出
来
事
が
､
全
く

伝
統
的
に
､
お
挑
通
り
で
あ

っ
た
の
を
'
わ
た
-
L
は
却
て
面
白
-
思
い
､
実
は
そ
れ
が
書
い
て
み
た
い
た
め
に
､
こ
の

〓
nE
に
筆
を
執
り

初
め
た
わ
け
で
あ
る
｡
｣
(二
七
)

｢夕
立
が
手
引
を
し
た
此
夜
の
出
来
事
が
､
全
く
伝
統
的
に
'
お
誹
通
り
で
あ

っ
た
｣
と
あ
り
ま
す
｡

つ
ま
り
荷
風
は
､
こ
こ
で
自
分
の

遭
遇
し
た
何
か
特
異
な
体
験
を
物
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
む
し
ろ
､
荷
風
に
と

っ
て
は
'
遠
い
昔
の
記
憶
の
中
の
出
来

事
が
蘇

っ
た
か
の
よ
う
で
､
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
､
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

こ
の
出
来
事
は
荷
風
の
､
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
の
､
と
言

っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
､
心
の
奥
底
に
あ
る
､
あ
る
種
の
安
ら
か
さ
'
そ

れ
も
貧
し
さ
と
い
う
安
ら
か
さ
､
そ
う
い
う
安
ら
か
な
暮
ら
し
の
中
の
出
来
事
で
あ
り
､
そ
し
て
そ
れ
が
昔
か
ら
名
も
な
い
人
々
に
よ
っ
て

何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
た
め
に
､

一
つ
の
風
景
と
化
し
て
し
ま

っ
た
か
の
よ
う
な
､
そ
う
い
う
出
来
事
と
し
て
荷
風
は
こ
の
物
語
を
書

い
て
い
る
わ
け
な
の
で
す
｡

こ
の
風
景
の
中
に
は
何
々
会
社
の
部
長
だ
と
か
､
何
々
入
学
の
教
授
だ
と
か
､
そ
の
令
夫
人
だ
と
か
､
そ
う
い
う
名
の
あ
る
人
間
は
描
か

れ
て
は
い
な
い
｡
名
前
で
生
き
て
い
る
よ
う
な
抽
象
的
な
人
間
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
｡
あ
る
い
は
こ
こ
に
は
社
会
と
い
う
も
の
が
な
い
､

と
言

っ
て
も
い
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
｡
こ
こ
に
は
男
と
女
が
い
る
だ
け
で
す
｡
例
え
ば
､
男
は
女
を

｢あ
ん
た
｣
と
呼
び
､
女
も
男
を

｢あ

ん
た
｣
と
呼
び
'
た
だ
そ
れ
だ
け
の
呼
び
名
で
こ
と
足
り
て
い
て
､
そ
の
他
の
名
前
も
肩
書
も
何
も
い
ら
な
い
､
そ
う
い
う
関
係
で
男
と
女

が
い
て
､
そ
こ
は
か
と
な
-
情
が
交
わ
さ
れ
る
｡

例
え
ば
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
こ
う
言

っ
て
い
ま
す

ー
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｢愛
と
は
売
淫
の
趣
味
で
あ
る
｡
高
尚
な
快
楽
の
う
ち
'
売
淫
に
引
き
戻
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は

一
つ
も
な
い
｡
愛
は
､
高
尚
な
感

情
で
あ
る
売
淫
の
趣
味
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
や
が
て
､
所
有
の
趣
味
に
よ
っ
て
腐
敗
さ
せ
ら
れ
る
｡
愛
は
自
己
の

外
に
出
て
､
そ
の
犠
牲
者
と
合
体
し
な
が
ら
､
し
か
も
征
服
者
の
特
権
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
あ
た
か
も
敗
者
に
対
し
て
勝
者

の
ご
と
-
｡
｣

(

『火
箭
』
)

｢売
淫
｣
P
ro
sti

tution
と
は
､
売
春
行
為

(ま
た
は
芸
術
家
な
ど
が
金
銭
の
た
め
に
才
能
を
売
る
こ
と
)
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
､
し

か
し
そ
う
な
れ
ば
そ
れ
は
今
の
社
会
で
は
'
主
に
女
の
行
為
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
が
'
し
か
し
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
場
合
は
そ
れ
に
と
ど
ま

り
ま
せ
ん
｡

｢詩
と
な
り
､
隣
人
愛
と
な

っ
た
魂
が
眼
の
前
に
姿
を
現
す
思
い
が
け
な
い
も
の
'
通
り
が
か
る
未
知
の
者
に
己
れ
の
す
べ
て
を
与
え
つ

-
す
こ
の
神
聖
な
魂
の
売
淫
｣
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡
ま
た

｢芸
術
と
は
売
淫
で
あ
る
｣
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡

｢愛
｣
と
は
こ
の
場
合
､
例
え
ば
家
庭
生
活
に
お
け
る
愛
も
む
ろ
ん
含
ま
れ
て
い
て
'
そ
れ
は
夫
婦
と
い
う
祉
会
制
度
に
よ
っ
て
守
ら
れ
､

そ
の
た
め
に
社
会
か
ら
は
正
し
-
､
清
い
と
認
め
ら
れ
は
す
る
も
の
の
､
し
か
し
ま
さ
し
-
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
れ
は
や
が
て

｢所
有

の
趣
味
に
よ
っ
て
宿
敵
｣
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
｡
結
局
､
所
有
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
愛
と
は
､
ま
た
家
庭
と
は
'

1
種
の
エ
ゴ
イ

ズ
ム
の
形
式
だ
と
い
え
る
わ
け
で
す
｡
こ
の
愛
に
対
し
て
'
売
淫
と
は
､
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と

っ
て
は
､
む
し
ろ

｢愛
｣
の
高
尚
な

(寛
大

な
)
形
態
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
は

1
般
に

｢愛
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
､

つ
ま
り
は

｢愛
｣
と
い
う
言
葉
に
纏
わ
る

1
切

の
概
念
の
忘
却
で
あ
り
､
例
え
ば
素
性
の
知
れ
た
誰
か
と
誰
か
と
の
間
の
関
係
で
は
も
は
や
な
-
､
む
し
ろ
こ
れ
は

一
切
の
素
性
と
か
名
前

の
忘
却
さ
れ
た
地
平
に
お
け
る
営
み
を
さ
し
て
い
ま
す
｡
そ
し
て
そ
こ
に
芸
術
の
源
泉
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
｡

し
か
し
だ
か
ら
と
言

っ
て
､
売
淫
と
は
文
字
通
り
売
淫
の
こ
と
で
あ
り
'
売
淫
と
い
う
こ
と
が
'
身
を
汚
す
こ
と
､
堕
落
を
意
味
す
る
こ

と
を
止
め
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
'
し
た
が

っ
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
の
世
界
で
は
､
醜
の
中
か
ら
美
が
､
悪
の
中
か
ら
罰
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が
､
闇
の
中
か
ら
光
が
'
お
そ
ら
-
は
ま
た
'
罰
の
中
か
ら
赦
し
が
表
れ
て
-
る
'
両
者
が
同
時
に
現
れ
る
-
弄
ぎ
-

営
み
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡

つ
ま
り
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
場
合
は

｢売
淫
｣
と
い
う
言
葉
自
体
が

一
つ
の
逆
説
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
､
こ
の
観
念

は

｢高
尚
な
｣
と
言
わ
れ
な
が
ら
'
そ
の

一
方
で
は
罪
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
O
こ
こ
か
ら
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
は

『悪
の
華
』
と
い
う
い
わ
ば
地
獄
の
次
元
を
創
造
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
｡

し
か
し
荷
風
の
場
合
は
ど
う
か
｡
荷
風
は
こ
う
言

っ
て
い
る
｡

｢
わ
た
-
L
は
若
い
時
か
ら
脂
粉
の
巷
に
入
り
込
み
'
今
に
そ
の
非
を
悟
ら
な
い
｡
或
時
は
事
情
に
捉
わ
れ
て
､
彼
女
達

〔か
の
お
ん
な

た
ち
〕
の
望
む
が
ま
ま
家
に
納
れ
て
箕
昂

〔さ
そ
う
〕
を
把
ら
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
'
然
し
そ
れ
は
皆
失
敗
に
終

っ
た
｡
彼
女
達
は

一
た

び
そ
の
境
遇
を
替
え
､
其
身
を
卑
し
い
も
の
で
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
れ
ば
､

一
変
し
て
教
う
可
か
ら
ざ
る
働
婦
と
な
る
か
､
然
ら
ざ
れ
ば

制
御
し
が
た
き
悼
婦
と
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

っ
た
｣
(七
二
)
｡
し
た
が
っ
て
'

｢
わ
た
-
L
は
こ
の
東
京
の
み
な
ら
ず
､
西
洋
に
在

っ
て
も
'
売
笑
の
巷
の
外
､
殆
そ
の
他
の
社
会
を
知
ら
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
〔-
-
〕

彼
が
十
年

一
日
の
如
-
花
柳
界
に
出
入
り
の
あ
っ
た
の
は
'
つ
ま
り
花
柳
界
が
不
正
暗
黒
の
巷
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
で
｡
さ
れ
ば

も
し
世
間
が
放
蕩
者
を
以
て
忠
民
孝
子
の
如
-
賞
賛
す
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
'
彼
は
邸
宅
を
人
手
に
渡
し
て
ま
で
も
其
賞
賛
の
声
を
聞
こ
う
と

は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
正
当
な
妻
女
の
偽
善
的
虚
栄
心
'
公
明
な
る
社
会
の
詐
欺
的
活
動
に
対
す
る
義
憤
は
､
彼
を
し
て
最
初
か
ら
不

正
暗
黒
と
し
て
知
ら
れ
た
他
の

一
方
に
馳
せ
赴
か
し
め
る
唯

一
の
力
で
あ
っ
た
｡

つ
ま
り
彼
は
真
白
だ
と
称
す
る
壁
の
上
に
汚
い
様
々
な
汚

点

〔し
み
〕
を
見
出
す
よ
り
も
'
投
捨
て
ら
れ
た
艦
複
の
片

〔島

に
も
美
し
い
縫
取
り
の
残
り
を
発
見
し
て
喜
ぶ
の
だ
｡
｣
(五
四
1
五
五
)

お
雪
は
荷
風
に
と
っ
て

｢投
捨
て
ら
れ
た
程
複
の
片

〔き
れ
〕
｣
に
残
さ
れ
た

｢美
し
い
縫
取
り
の
残
り
｣
で
あ
っ
た
｡
む
ろ
ん
こ
の
場

合
も
ま
た
夫
婦
と
い
う
社
会
の
制
度
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
関
係
と
し
て
の

｢所
有
｣
の
観
念
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
女
は
別
に
客
を
と

っ
て
い

ま
す
｡
男
は
そ
の
こ
と
に
対
し
て
嫉
妬
め
い
た
感
情
を
起
こ
す
こ
と
は
な
い
｡
そ
れ
が
女
の
生
き
る
た
め
の
生
活
で
あ
る
か
ら
だ
t
と
割
り
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切

っ
て
い
る
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
二
人
の
関
係
は
制
度
に
守
ら
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
二
人
に
は
所
有
の
観
念
が

な
い
か
ら
で
す
｡
女
に
は
職
業
も
な
い
｡
女
は
社
会
の
制
度
の
内
部
に
位
置
す
る
存
在
で
は
な
い
｡
制
度
の
中
か
ら
見
れ
ば
､
女
は

｢卑
し

い
｣
存
在
で
あ
り
､
文
明
開
花
の
時
代
の
風
潮
か
ら
取
り
残
さ
れ
た

｢
ひ
か
げ
の
花
｣
で
あ
り
ま
す
｡
場
合
に
よ
っ
て
は
反
社
会
的
存
在
に

も
な
り
え
て
､
官
憲
の
取
締
り
の
対
象
で
す
ら
あ
り
ま
す
｡

女
は
'
ま
さ
し
-
名
前
の
な
い

一
人
の
女
と
し
て
生
存
す
る
他
は
な
-
'
そ
し
て
女
の
相
手
の
男
も
ま
た
､
名
前
の
な
い
単
な
る
男
と
し

て
存
在
す
る
他
は
な
い
｡
そ
し
て
男
は
そ
の
よ
う
に
あ
ろ
う
と
し
て
'
社
会
的
人
間

(同
業
文
士
､
新
聞
記
者
等
)
の
た
む
ろ
す
る
圏
外

へ

と
逃
れ
'

つ
ま
り

｢失
院
｣
し
､
そ
の
圏
外
を
自
ら
の
生
存
の
場
と
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
｡
こ
の
情
況
を
示
す
た
め
に
荷
風
は

『
失
投
』

と
い
う
小
説
を
物
語
の
中
に
挿
入
し
て
い
ま
す
｡

そ
う
い
う
存
在
と
し
て
二
人
は
押
れ
確
し
ん
で
い
る
O
そ
の
限
り
に
お
い
て
ほ
こ
の
二
人
の
関
係
は
'
あ
る
意
味
で
は
純
粋
で
あ
る
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
｡
こ
の
純
粋
さ
と
い
う
の
は
､
し
か
し
罪
の
彼
方
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は
意
味
し
て
い
る
に
過
ぎ
ま

せ
ん
｡
わ
れ
わ
れ
の
文
化
の
中
に
は
原
罪
と
い
う
観
念
は
な
-
'
罪
と
は
せ
い
ぜ
い
社
会
の
錠
に
反
す
る
と
い
う
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
こ
の
場
合
､
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
し
た
が
っ
て
ボ
ー
ド

レ

ー
ル
に
お
け
る
神
の
問
題
､
罪
の
問
題
は
､
荷
風
に

は
表
れ
ま
せ
ん
｡

｢江
戸
芸
術
は
社
会
か
ら
追
放
流
束
さ
れ
た
為
に
'
却

っ
て
社
会
道
徳
に
妨
げ
ら
れ
る
事
な
-
､
白
か
ら
窓
に
独
特
の
発
達
を
遂
げ
得
た

の
だ
｣

(
『紅
茶
の
後
』
)
と
荷
風
は
書
い
て
い
ま
す
｡
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
｡
少
な
-
と
も
わ
れ
わ
れ
の
国
'

日
本
の
社
会
に
あ
っ
て
は
､
悪
や
罪
の
問
題
を
'
道
徳
と
対
決
せ
し
め
る
こ
と
は
な
い
｡

つ
ま
り
人
間
存
在
の
内
部
に
､
あ
る
い
は
社
会
の

内
部
に
そ
れ
ら
を
取
り
込
み
'
そ
こ
を
問
題
解
決
の
次
元
と
は
せ
ず
に
､
そ
れ
ら
を
社
会
道
徳
の
妨
げ
に
な
る
も
の
と
し
て
､
社
会
か
ら
閉

め
出
し
隔
離
し
よ
う
と
す
る
｡
隔
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
.
こ
の
物
語
の
玉
の
井
の
私
娼
窟
は
い
わ
ば
隔
離
さ
れ
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た
場
所
で
あ
り
'
社
会
の
錠
の
外
部
､
つ
ま
り
そ
も
そ
も
罪
の
至
ら
な
い
次
元
で
あ
る
'
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
そ
し
て
荷
風
は
む
し

ろ
こ
の
隔
離
さ
れ
た
場
所
を
己
れ
の
魂
の
棲
処
と
し
､
む
し
ろ
そ
こ
に
こ
そ
自
ら
の
芸
術
の
課
題
と
し
て
の

｢美
｣
を
見
て
い
た
の
で
す
｡

そ
し
て
こ
の

｢売
淫
｣
は
特
定
の
場
所
に
隔
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
こ
か
ら
罪
と
は
裏
腹
の
奇
妙
に
明
る
い
世
界
が
生
じ
た
｡
そ

こ
で
は

｢溝
川
を
流
れ
る
芥
の
や
ふ
な
'
無
智
放
将
な
生
活
｣

(
『
ひ
か
げ
の
花
』
)
が
あ
る
｡
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
冥
府
の
罪
業
の

営
み
は
､
荷
風
の
場
合
､
こ
の
よ
う
な
罪
の
彼
方
の

｢無
智
放
埼
｣
な
そ
れ
に
な
り
ま
す
｡

大
江
匡
は
'
女
と
そ
の
よ
う
な
営
み
の
中
で
押
れ
噂
し
む
｡
い
や
､
大
江
匡
は
そ
う
い
う
営
み
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
､
と
言
う

ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
｡
な
ぜ
な
ら
こ
の
関
係
は
実
は
､
男
の
側
か
ら
の
言
わ
ば
演
出
で
あ
る
か
ら
で
す
｡
男
は
こ
の
営
み
を
'
名
の
あ
る

作
家
と
し
て
の
自
分
の
社
会
的
存
在
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
'
作
り
出
し
て
い
る
か
ら
で
す
｡
社
会
的
に
見
れ
ば
､
女
は
娼
婦
で
あ

っ
て
'

日
蔭
の
存
在
で
あ
り
ま
す
｡
女
は
女
で
'
男
が
何
か
秘
密
の
出
版
を
業
と
し
て
悪
銭
を
稼
い
で
お
り

｢世
を
忍
ぶ
後
暗
い
男
｣
だ
と
田
心
い
こ

ん
で
い
て
､
そ
れ
以
上
の
詮
索
は
し
ま
せ
ん
｡
男
は
女
が
そ
う
思
う
が
ま
ま
に
さ
せ
て
い
ま
す
｡
そ
う
で
な
け
れ
ば
二
人
は
'
社
会
か
ら
閉

め
出
さ
れ
た
名
前
の
な
い
男
と
女
の
関
係
に
な
り
得
な
い
か
ら
で
す
｡

こ
の
裏
町
は

｢雨
の
し
と
し
と
と
降
る
晩
な
ど
'
ふ
け
る
に
つ
れ
て
､
ち
ょ
い
と
ち
ょ
い
と
の
声
も
途
絶
え
が
ち
に
な
る
と
､
家
の
内
外

に
群
り
鳴
-
蚊
の
声
が
耳
立

っ
て
､
い
か
に
も
場
末
の
裏
町
ら
し
い
任
し
さ
が
感
じ
ら
れ
て
来
る
.
そ
れ
も
昭
和
現
代
の
牌
巷
で
は
な
-
し

て
､
鶴
屋
南
北
の
狂
言
な
ど
か
ら
感
じ
ら
れ
る
過
去
の
世
の
裏
淋
し
い
情
味

で
あ
る
｣
(四
三
)
と
あ
っ
て
'
続
い
て
-

｢
い
つ
も
島
田
か
丸
智
に
し
か
結

っ
て
い
な
い
お
雪
の
姿
と
､
溝
の
汚
さ
と
､
蚊
の
鳴
声

〔な
く
こ
え
〕
と
は
わ
た
-
し
の
感
覚
を
著
し

く
刺
戟
し
､
三
四
十
年
昔
に
消
え
去

っ
た
過
去
の
幻
影
を
再
現
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
｡
わ
た
く
L
は
こ
の
は
か
な
-
も
怪
し
気
な
る
幻

影
の
紹
介
者
に
対
し
て
出
来
得
る
こ
と
な
ら
あ
か
ら
さ
ま
に
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
た
い
｡
お
雪
さ
ん
は
南
北
の
狂
言
を
演
じ
る
排
優
よ
り
も

〔-
-
〕
過
去
を
呼
び
返
す
力
に
於
て
は

一
層
巧
妙
な
る
無
言
の
芸
術
家
で
あ
っ
た
｡
｣
(四
三
)
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主
人
公
は
大
江
匡
と
い
う
名
を
も
っ
て
い
ま
す
が
､
こ
れ
は
荷
風
そ
の
人
で
あ
る
と
思
っ
て
も
い
い
｡
そ
し
て
物
語
は
荷
風
の
現
実
の
出

来
事
と
い
う
よ
り
も
'
現
実
の
中
で
の

｢
幻
影
｣
の
表
現
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
あ
る
い
は
現
実
を

｢忘
却
｣
す
る
こ
と
か
ら
立
ち
昇

る
過
去
の
追
憶
'
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
純
粋
さ
の
幻
影
と
言

っ
て
も
よ
い
｡
た
し
か
に
幻
影
そ
れ
自
体
の
表
現
で
あ
れ
ば
単
な
る
夢
物
語
に

す
ぎ
ま
せ
ん
｡
が
､
荷
風
の
場
合
は
幻
影
と
現
実
と
が
逆
転
し
て
い
る
へ
と
言
う
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
｡

つ
ま
り
荷
風
に
お
い
て
は
'
こ

の
幻
影
そ
の
も
の
が
生
活
の
内
容
で
あ
り
､
現
実
生
活
の
方
が

｢影
｣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
普
通

一
般
の
現
実
の
ほ
う
が
幻

影
で
あ
り
'
幻
影
が
現
実
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
幻
影
と
現
実
と
の
逆
転
を
､
荷
風
は
､
最
後
に

自
ら
の
生
活
を
芸
術

(人
工
)
と
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
'
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
荷
風
の
生
活
そ

の
も
の
が
証
明
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
c

L
た
が
っ
て
こ
の
物
語
で
､
お
雪
が
大
江
の
お
か
み
さ
ん
に
な
ろ
う
と
す
る
願
望
を
抱
-
と
同
時
に
'

つ
ま
り
社
会
の
秩
序
に
中
に
入
ろ

う
と
い
う
願
望
を
お
雪
が
抱
-
と
同
時
に
'
こ
の
物
語
世
界
は
破
綻
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
｡
彼
の
夢
は
も
う

l
度
､
反
転
を
強
い
ら
れ
て
荷

風
に
と
っ
て
現
実
で
あ
る
夢
は
､
現
実
た
る
こ
と
を
止
め
て
､
ま
さ
し
く
単
な
る
夢
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
入
江
に

と

っ
て
お
雪
と
い
う
存
在
が
､
現
実
の
存
在
た
ろ
う
と
す
る
と
き
'
大
江
は
お
雪
の
も
と
を
去
っ
て
ゆ
-
､
と
同
時
に
作
品
は
終
わ
り
ま
す
｡

後
に
の
こ
る
も
の
は
何
て
し
ょ
う
か
｡

｢建
込
ん
だ
汚
ら
し
い
家
の
屋
根
つ
づ
き
｡
風
雨

〔あ
ら
し
〕
の
来
る
前
の
重
苦
し
い
空
に
映
る
燈
影
を
望
み
な
が
ら
､
お
雪
と
わ
た
く

L
と
は
真
暗
な
二
階
の
窓
に
侍
っ
て
､
互
い
に
汗
ば
む
手
を
と
り
な
が
ら
､
唯
そ
れ
と
も
な
-
謎
の
や
う
な
事
を
言

っ
て
語
り
合

っ
た
時
､

突
然
閃
き
落
ち
る
稲
妻
に
照
ら
さ
れ
た
そ
の
横
顔
｡
そ
れ
は
今
も
猶
あ
り
あ
り
と
目
に
残
っ
て
消
去
ら
ず
に
い
る
｡
｣
(八
二
)

と
も
あ
れ
'
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
女
は
荷
風
の
内
部
の
原
風
景
の

一
つ
と
し
て
心
に
残
る
｡
そ
し
て
荷
風
の
文
学
の
底
流
を
流
れ
て
い

る
も
の
は
､
こ
の
よ
う
な
原
風
景
な
の
で
す
｡
例
え
ば
次
の
よ
う
な
文
章
で
す
-
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｢私
は
秋
の
夜
の
如
何
に
冷
か
に
'
如
何
に
清
-
如
何
に
蒼
い
も
の
で
あ
る
か
を
知

っ
た
の
も
こ
の
夜
初
め
て
で
あ
っ
た
｡
｣
(

『
狐

』

)

つ
ま
り
､
こ
の
よ
う
な

｢秋
の
夜
の
空
｣
が
荷
風
の
空
で
あ
り
'
ま
た

1

｢今
か
ら
回
想
す
る
と
其
の
頃
の
東
京
は
黒
船
の
噂
を
し
た
江
戸
時
代
と
同
じ
や
う
に
､
ひ
っ
そ
り
と
し
て
薄
暗
-
'
路
行
-
人
の
雪
駄

の
音
静
に
犬
の
声
さ
び
し
-
'
西
風
の
樹
を
動
か
す
音
ば
か
り
し
て
ゐ
た
や
う
な
気
が
す
る
｣

(
『花
火
』
)
｡
こ
の
よ
う
な

｢
音
｣
が
荷

風
の
世
界
の
昔
で
あ
っ
た
の
で
す
｡

さ
て
'
こ
の
物
語
は

｢過
去
へ
の
物
語
｣
で
あ
る
と
先
に
言
い
ま
し
た
が
､
こ
の
作
品
に
は

『作
後
賛
言
』
と
い
う
章
が

つ
い
て
い
て
､

彼
は
こ
の
章
で
'
東
京
の
移
り
変
わ
る
さ
ま
を
詳
し
-
記
述
し
て
い
ま
す
が
､
荷
風
の
場
合
､
単
な
る
回
想
を
し
な
が
ら
昔
を
懐
か
し
む
と

い
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
む
し
ろ
回
想
は

｢私
の
ご
と
き
時
運
に
取
り
残
さ
れ
た
人
間
｣
と
い
う
自
己
認
識
を
ま
す
ま
す
深
め
て
ゆ

き
､
そ
し
て
そ
う
い
う
自
己
を
荷
風
は
生
き
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
｡

｢大
凡
の
人
は
詩
を
賦
し
絵
を
か
-
事
を
の
み
芸
術
な
り
と
す
｡
わ
れ
も
ま
た
今
ま
で
は
か
-
思
ひ
ゐ
た
り
｡
わ
が
芸
術
を
愛
す
る
心
は

小
説
を
作
り
劇
を
評
し
声
楽
を
聴
-
を
以
て
た
れ
り
と
な
し
き
｡
然
れ
ど
も
人
間
の
欲
情
も
と
極
る
処
な
し
Q
我
は
逐
に
棲
む
べ
き
家
着
る

べ
き
衣
服
食
ふ
べ
き
料
理
ま
で
を
も
芸
術
の
中
に
数
え
ね
ば
止
ま
ざ
ら
ん
と
す
O
進
ん
で
我
生
涯
を
も

1
個
の
制
作
品
と
し
て
取
扱
は
ん
と

欲
す
｡
｣

(
『矢
は
ず
ぐ
さ
』
)

こ
の
よ
う
な
生
活
の
芸
術
化
を
､
荷
風
は

｢過
去
の
世
の
裏
淋
し
い
情
味
｣
に
生
き
る
う
ら
ぶ
れ
た
男
と
し
て
'
日
陰
者
を
演
ず
る
こ
と

に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
ま
し
た
｡
世
の
人
の
い
う
荷
風
の

｢変
装
趣
味
｣
は
､
い
わ
ば
彼
の

｢生
活
の
芸
術
化
｣
を
試
み
る
荷
風
流
の

ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
を
意
味
し
た
と
言
え
ま
す
｡
そ
し
て
そ
の
こ
と
自
体
が
､
明
治
の

｢粗
野
な
｣
近
代
化
に
対
す
る
批
評
に
な
り
得
た
､
と
い

う
こ
と
も
で
き
ま
す
｡

た
し
か
に
､
変
装
は
決
し
て
実
体
そ
の
も
の
と
は
な
り
得
ま
せ
ん
｡
な
り
得
な
い
か
ら
こ
そ

｢変
装
｣
な
の
で
あ
り
ま
す
｡
そ
し
て
こ
の
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な
り
得
な
い
､
と
い
う
こ
と
の
中
に
荷
風
の
孤
独
が
あ
っ
た
｡

つ
ま
り
こ
の
変
装
と
実
体
と
の
わ
ず
か
な
隙
間
が
荷
風
の
文
学
の
場
で
あ
っ

た
t
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
彼
の
文
学
は
こ
の
間
の
橋
の
役
目
を
し
て
い
ま
す
｡
と
い
う
こ
と
は
荷
風
の
場
合
'
普
段
は
社
会
的
に
名

声
の
あ
る
作
家
と
し
て
書
斎
に
坐
り
､
時
に
変
装
し
て

｢
カ
フ
ェ
ー
｣
に
出
入
り
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
'
創
作
の
場
と
生
活
の
場
が
分
離

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
｡
こ
の
二
つ
の
場
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
荷
風
の
文
学
が
成
立
し
た
と
い
え
ま
す
｡
こ
の
よ
う

に
し
て
随
筆
的
要
素
と
小
説
的
要
素
と
が

l
体
と
な
っ
て
溶
け
合
う

1
つ
の
文
学
形
式
が
成
立
し
た
の
で
す
｡
こ
こ
で
は
現
実
と
想
像
の
次

元
と
が

l
つ
に
な
り
ま
す
Q

つ
ま
り
想
像
力
が
現
実
を
取
り
込
ん
で
い
く
の
で
す
｡

し
か
し
変
装
が
次
第
に
実
体
へ
と
近
づ
-
に
つ
れ
て
､
彼
の
文
学
は
衰
え
を
み
せ
ま
す
｡
そ
し
て
両
者
が

一
体
と
な
っ
た
と
き
､
荷
風
の

文
学
は
終
わ
り
､
死
が
訪
れ
た
t
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
ま
さ
し
-
荷
風
の
死
に
お
い
て
こ
そ
'
荷
風
の
本
質
､

つ
ま
り
作
品
と
生
活

と
の
統

T
が
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

つ
ま
り
｢生
活
の
芸
術
化
｣
と
､
そ
の
倫
理
性
と
が
実
現
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
O

年
譜
に
よ
れ
ば
'
荷
風
の
死
は
昭
和
三
十
四
年

(
7
九
五
四
)
四
月
三
十
日
､
胃
潰
癌
の
吐
血
に
よ
る
心
臓
発
作
に
よ
る
'
と
あ
り
ま
す
O

そ
の
日
近
所
に
住
ん
で
い
る
通
い
の
手
伝
い
の
婆
さ
ん
が
い
つ
も
の
よ
う
に
朝
の
八
時
に
行

っ
て
み
る
と
､
荷
風
は
古
び
た
紺
の
よ
れ
よ
れ

の
背
広
に
こ
げ
茶
の
ズ
ボ
ン
を
は
い
た
ま
ま
血
を
吐
い
て
死
ん
で
い
た
と
い
う
｡
床
の
上
に
は
食
い
残
し
の
チ
イ
ズ
ク
ラ
ッ
カ
I
が
散
ら
ば
っ

て
い
て
､
日
本
国
の
文
化
勲
章
が
う
す
汚
れ
た
新
聞
に
包
ま
れ
て
押
入
れ
の
中
に
放
り
込
ま
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡
荷
風
八
十
才

で
あ
り
ま
し
た
.
文
字
通
り

l
人
の
孤
独
な
名
の
な
い
老
人
の
死
で
あ
っ
た
'
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

(
T
九
九

〇
㌧
八
㌧
二
七
)

以
上
は
神
戸
大
学
教
養
部
の
l九
八
九年
度
後
期
総
合
コ
ー
ス

『文
学
の
世
界
』
に
お
い
て
学
生
諸
君
に
話
し
た
草
稿
を
加
筆
訂
正
し

た
と
U
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
れ
ノし
て
お
く
｡
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