
「
子

息

気

質

」
私

論

田

川

邦

子

『世

間
子
息
気
質

』
の
な
か
に

「
正
直

な
親

父
を

一
呑

に
す
る
上
戸
形
気
」

と

い
う

一
話
が
あ

る
。

生
ま
れ

つ
き

大
気

な
性
質

の
息
子
は
、

ど
か
儲
け
が
好

ぎ

で
、
米

・
油

・
唐

物

・
薬

種
な
ど
、
何

で
も
投
機
買

を
し
て
、

一
気

に
儲
け

よ
う
と
す
る
の
だ

が
、

そ
れ
が
と
か
く
失
敗
に
終

り
が
ち
で
、

そ
の
た

め
の
損

金

は
三
千
両
や
四
千
両
で
は
あ

が
ら
な
く
な

っ
て

い
る
。
傾

城
狂
い
や
賭
博
で

浪

費
す
る
な
ら
ば
と
に
か
く
、
商
人

の
心
意
気

と
し
て
投
機

買
は
当
り
前
の

こ

と
、

そ
れ
で
父
親

も
意
見
を
し
か
ね
て
困

っ
て

い
る
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
の

息

子
は
無
類

の
酒
好
ぎ

で
、

し
か
も

酒

を
呑

め
ば

が
ら
り
と
性

格
が
変

り
、

「
平
生
と
は
格
別

に
気

が
め
い
り
、
側

で
声

高
に
物

い
ふ
さ

へ
び

く

つ
く
」

ほ

ど
に
神

経
質

に
な

っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
を
知

っ
た
父
親

は
、

息
子
の
こ
の
隠

者

上
戸

の
性
質

を
逆
手

に
と
り
、
彼

が
大
胆

な
投
機
買

を
企

て
れ
ば
、
酒

を
盛
り

か
け
て
弱
気

に
さ
せ
、
投
機
買

の
計
画

を
と
り
漬

し
て
、

一
家

が
損
害

を
蒙

る

の
を
防

い
で
い
る
わ
け
だ
。
「
何
と
是
も
大
き

な
病

で
は
御
座

ら
ぬ
か
」
、
父
親

は
我
子

を
評

し
て
こ
う
い
う
の
で
あ

る
が
、

こ
の
言
葉

は
印
象

的
だ
。
性
格
を

評

し
て
病

と
ま
で
言
い
切
る
例

は
、
、三
-

一

「
世

問
の
人

に
鼻
毛

を
読

ま
る
る

歌
人
形
気
」

に
も

「
和
歌

と
い
う
大

病
に
犯

さ
れ
、
親

父
死
な
れ
て
よ
り
問
も

な

く
身
代
漬

し
て
」

な
ど
に
も
あ

っ
て
、
考

え
て
み
れ
ば

『
世

間
子
息
気
質

』

に
登
場
す

る
若
者

た
ち
の
性
向

は
、

一
つ
と
し
て
病
的
兆
候

を
示
さ
な

い
も
の

は
な
い
。
作
者
其
磧

の
関

心
は
た
だ

ひ
と
筋
、

こ
の
病

的
兆
候

の
入

聞
群

を
描

く

こ
と

に
集
中
し

て
い
る
か
の
よ
う

で
す
ら
あ

る
。

息
子

の

「
隠
者
上
戸
」
的
性
向
は
、
父
親

に
は
大
損
害

を
喰

い
止

め
る
防
波

堤

に
な

っ
て
い
る
の
だ

が
、

こ
の
か
ら
く
り

を
呑

み
込

ん
だ
歌
舞
伎
芝
居

の
太

夫
本
は
銀
親

に
な

っ
て
も
ら
う
相
談

を
も
ち

か
け

る
と
ぎ
、
酔
醒

め
の
特
効
薬

を
用
意
す

る
。
そ

の
た

め
、
隠
者
上
戸

に
さ

せ
て
、
息
子
と
太
夫
本

が
勝
手

に

相
談
し

て
き

め
た
契
約

(契
約
金
は
僅
か

で
は
な

い
。

三
千

五
百
両

の
大
金

で

あ

る
)
を
、
破
棄
さ

ぜ
た

い
と
目
論
む
父
親

の
計
画
は
失
欺

に
帰
す

る
と

い
う

一u一
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、

話

で
あ

る
。

「
是
も
病

で
は
御
座
ら

ぬ
か
」
と

い
わ

れ
た

「
隠
者
上
戸
」
気
質

は
、
現
実

に
生
き

る
人
間

の
性
格
と
し

て
、
生
命
感

を
与

え
ら
れ
、

ふ
く
ら

み

を
持

た
せ
ら
れ

る
の
で
は
な
く

て
、
む

し
ろ
、
道
具
と
し

て
扱
わ
れ

る
よ
う
な

冷

た
さ
が
あ

る
。

遊

興
す

る
金
持

の
応
揚

な
性
格

や
、
見
栄

を
第

一
に
心
掛
け

る
虚
栄

心
が
、

幇

間
末
社

な
ど
の
取
巻
き
連

の
利
欲

心
に
た
く
み
に
利
用
さ

れ

る

と

い
う

話

は
、
色

里
を
素
材

に
し
た
浮
世
草

子
で
は
、
常
套

的
な
人

間
喜
劇

の

一
つ
の
型

に
な

っ
て
い
る
が
、

「
太
鼓
形
気
」

(
一
-

三
)
、
「
大
名
形
気
」

(
五
-

一
)

な

ど
、
色

里
を
背
影

に
す

る
話

で
は
、
其
磧
も

ま
た
こ
の
常
套
喜
劇

の
型
を
利

用

つ
つ
ぬ
か
し

し
て
い
る
。

「
太
鼓
形
気
」

で
は
、
筒
抜

の
伝

七
と
い
う
末
社

が
、
最

近
持

っ

た
ば

か
り

の

「
は
た
ご
茶
屋
」

へ
、
両
替

屋
の
息
子
万
助

を
案

内
す

る
が
、

万

助

は
そ
こ
で
座

興
に
道
具
流

し
の
遊
び

を
思

い

つ
き
、
伝
助

の
茶

屋
の
道
具
類

を
前

の
川

に
投
げ

込
ん
で
興
に
入

っ
て
い
る
。
勿
論
流

し
た
道

具
の
代

金
は
、

後

で
万
助

が
支
払

う
と
い
う
条
件
附

で
あ

る
。

ぬ
け
め
の
な
い
伝
七

は
、

「
此

趣
向
始

ま
る
と
亭
主
其
儘
川
下

に
人

を
出

し
置
き
、
箸

か
た
し
迄
洩

さ
ず
上
げ

さ

せ
、
帳
附

の
代
金
は
此
川

に
手
も
濡
さ
ず

の
儲
け

と
聞
き

ぬ
」
と

い
う
具
合

で
、
万
助
大
臣
は
見
事

に
太
鼓
伝
助

の
策
略

に
仕
掛
け
ら

れ
る
。
と

こ
ろ
で
話

は
こ
れ
で
終
り

で
は
な
い
。

こ
の
万
助

は
、
今
度

は
逆

に
父
親

に
策
略

を
弄

し

て
、

心
中

の
狂
言

を
仕
掛
け
、
意
中

の
太
夫
身

請
け
に
成
巧
す

る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
太
鼓
形
気

は
、
伝
七

か
ら

万
助

に
感
染

し
た
の
で
あ

る
。

感
染

を
受
け

て

一
つ
の
性
格

が

で
き

上

る

と
い
う
話

の
例

は
も

う

一
つ
あ

る
。

「
女
郎

の
嘘

に
附
廻

る
大
臣
形
気
」

(四

ノ

一
)

で
は
、
金
持

の
親

を
持

っ
た
弁
七
と

い
う
大
臣
が
、

三
谷
通

い
を
し

て
い
る
う
ち

に
、
甘

い
言
葉

で
相

手

の
歓

心
を
買
う
と
い
う
、
遊

廓
独
特

の
社
交
術

を
身

に

つ
け
、

嘘
が
上
手

い

と
取
り
巻
き

連
に
唆
し
立

て
ら
れ
て
、

「
次
第
に
嘘

に
実
が
入

っ
て
、

色
里
離

れ
た

一
門
交

際
、
友

達
仲
間

の
出
会

い
に
も
、
自
然
と
癖

に
な

っ
て
、
嘘
を
吐

か
ね
ば

口
に
唾
が
溜

り
内

頭
痛
が
し
て
来
て
座

に
堪
ら
れ
ず
」
と
、
そ

の
性
格

は
病
的
兆
候
を
帯
び
て
く

る
。

「
氷
は
水
よ
り
冷
く
、
大
尽

の
嘘
は
、
女
郎

に

習
う

て
女
郎
よ
り
凄
じ
き
世

の
姿
」

と
、
他
者

に
簡
単

に
感
染
、
侵
食

ざ
れ
や

す

い
の
が
人
間

の
特
性
だ
と
認

め
る
発
想

が
、
其
磧

に
は
あ

る
よ
う
だ
。
気
質

物
と
は
、

こ
う

い
う
人
間
認
識

の
上

に
成
立

し
た
文
学
な

の
だ
ろ
う

か
。

だ

い
た
い
こ
の
作
品

は
、

一
種

の
逆
説

か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
。
そ

れ
は
全

編

の
主
題

を
総
括
的

に
集
中

し
て
い
る

一
之
巻
第

一
話

「
木
賦
売

は
心
を
磨

く

正
直

な
百
性
形
気
」

を
見
れ
ば
あ
き
ら

か
な

こ
と
だ
。

こ
こ
に
登
場
す

る
の
は

子
供

に
恵

ま
れ
な
い
老
百
姓
だ
け

で
あ

る
か
ら
、

『
子
息
気
質
』

の
主
題
に
そ

ぐ
わ

な
い
よ
う
だ
け

れ
ど
、

全
篇

の
問
題

を
総
括

的
に
提

示
す

る
と
い
う
意
味

を
持

た
せ
ら

れ
て
い
る
開
巻
第

一
話

で
あ

る
か
ら
、

こ
の
食

い
違

い
は
問
題
に

し
な
く

て
も

よ
い
だ
ろ
う
ω
。

還
歴

の
年
齢

に
な

っ
て
も
子
供

に
恵

ま
れ
な

い
夫
婦

が
あ
り
、
奥
丹
波

か
ら

洛
中

に
木
賊
売
り

に
出

る
の
を
生
業
と

し
て
い
る
。
子
供

が
無

い
か
ら
財
産

を

遺
す

工
夫
も

せ
ず
、

「
我
等
女
夫

は

一
代
者

と
観
念

し
て
、
其

日
払

に
し
て
心

の
楽

し
み
、
世

に
い
ふ
清
貧
と

は
是
な

る
べ
し
」
と
、
物
足
り
な

い
な
か
に
も
安

楽

な
気

分
の
世
渡
り

を
し
て
い
る
。

そ
の
老

百
姓

が
あ

る
日
都

に
出
る
途
上
、

う
ぶ
す
な

こ
あ
る
ぎ

産
宮
神

に
使
わ
れ
る
小

歩
行

の
小
法
師

と
い
う
の
に
出
会

う
。
法

師
は

「
そ
な

た
身

に
は
辛
労
す

れ
共
心
に
労
す

る
こ
と
な
く
、
女

夫

仲

よ

く

悪

念

の
な
き

一 腸 一



は
、

子
と

い
う
も

の
無
き
故

な
れ
ば
、

産
ま
ず

の
内
儀
を
馳

走
め
さ
れ
・…
・L

と
讃

め
言
葉

を
投
げ

か
け
る
わ
け
だ

が
、

子
が
無

い
の
を
味
気

な
く
思

っ
て
い

る
親
仁

に
は
納
得

で
ぎ

な
い
。

そ
こ
で
神

の
使
者

の
小
法
師

は
、
世

間
の
親

た

ち

の
子
供

に
対
す

る
甘

さ
を
非
難

し
、
息

子
が
駄

目
な
人

間
に
な
る
そ
の
理
由

は
、
親

の
態
度

が
悪

い
か
ら
だ
と
説
明
す

る
。

で
き

の
悪

い
子
供

を
持

つ
く
ら

い
な
ら
、
子

な
ど
は
無

い
方

が
遙
か

に
仕
合

せ
と

い
う
わ
け
だ
。
親

が
甘

い
か

ら
子
供
が
ろ
く
な
人
間

に
な
ら
な

い
と

い
う

の
は
、
何
時

の
世

の
中

に
も
見
ら

れ
る
。
常
態

的
な
物
言

い
で
珍
し
く
も
な

い
が
、
其
磧

の
視
点
も
意
外

に
常

識

的
だ
。
子

な
ど
は

「
無

い
方

が
遙

か
に
仕

合
々
々
」

と

い
う
逆
説

的
提

示
は
、

こ
の
常
態

的
傍
観

者
流

の
物
言

い
の
裏
返
し

で
あ
り
、

こ
れ

が

全

篇

の
主

題

で
あ

る
こ
と

は
、

間
違

い
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
だ

ろ
う
。

主
題
そ
の
も

の
が
、

逆
説
的

に
選
び
と
ら

れ
る
こ
と
は
、
近
世
文
学

で
は
決

し
て
珍

し
く
も

な
く
、

趣

向
と

い
う
言
葉

で
従
来
説
明
さ
れ

て
き

た
も

の
の
な
か

に
は
、

こ
の
種

の
も

の
が
相

当
含

ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

逆
説

的
方
法

で
対
象

に
選
ぱ

れ
た
青
年
た
ち
は
、

「
気

質
」
を
通
し
て
形
象

さ

れ
る
。
中
井

正

一
は
そ
の
著

『
美

学
的
空

間
』

で

「
気
質
」

を
、

「
等
質

的

に
抽
象
さ

れ
た
外
輪
」
だ

と
定
義
す

る
。
今

日
で
は
か
な

り
精
神
的
な
も

の
を

指
し

て
の
謂

で
あ

る
か
の
よ
う

に
感

じ

ら

れ

が

ち
な

こ
の
言
葉
も
、
当
時

で

は
、
行
為
、
風
俗
、
、
つ
ま
り
外
形
か
ら
見
た
人
間

の
類
別

を
云
う
も

の
で
あ

っ

た
よ
う
で
、

タ
イ
プ

に
よ
る
人
聞
認
識

の
仕
方
の
具
体
的
な
方
法
な
、の
で
あ

っ

た
。

つ
ま
り
同
質
性

を
強
調

し
、
外

形
か
ら
様

式
的
に
人
間
を
把
握
す

る
時
代

に
相
応

し
い
人

間
認
識

の
有
様

が
気
質

と
い
う
、
外
形

的
人

間
類

別
の
方
法

を

生

じ
さ
せ
た
の
で
あ

る
。

〆

従

っ
て
気

質
(
形
気

・
容
気

・
片
気

な
ど
と
も
書
く
)
は
、

本
来
的
に
は

「
そ

の
も
の
ら
し
い
」

タ
イ
プ

と
い
う
意
味

合
い
を
含

む
の
で
あ

る
が
、
其
磧

の
逆

説
的
手
法

は
、

こ
う
い
う

オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
な
気
質
的

認
識

を
、

は
ぐ
ら

か
す

方
向

に
分
け
入

っ
て
行
く
。
「
ら

し
く
あ

る
」
も

の
を
描
く

か
に
見

せ
か
け

て
、

そ

の
実
「
ら
し
く
な

い
」
、
そ
し

て
力
点

は
、

つ
ま
り
作
者
と
し

て
筆

に
か
け

る

エ
ネ

ル
ギ
ー
は
、

「
ら
し
く
な

い
」
も

の
の
描
写

へ
と
、
急
遠

に
転
落
し

て
い

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
が

つ
ま
り
は
偏
気

な
の
だ
け
れ
ど
、
何
故
彼

は

こ
の
よ
う
に
、
「
ら

し
く
な
い
も
の
」
、

つ
ま
り
偏
気

的
な
も
の
を
描
く
の
に

一

途

に
打

ち
込

ん
だ
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
逆
説
的

手
法

を
選
ん
だ
と
ぎ
決

定
し
て

し
ま

っ
た
、
筆

の
勢
と
も

い
う

べ
き
も

の
だ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

そ
れ
も

た

し
か

に
あ

る
よ
う

だ
。

こ
の
手
法

に
忠
実

で
あ

れ
ば
あ

る
ぽ

ど
、
常
態

で
な

い

も

の
、
珍
奇
な
も

の
を
追

い
求

め
る
他

は
な
く
な
り
、
結
果
と
し

て
珍
奇
な

る

も
の
の
誇
張
は
病
的
地
点
に

の
め
り
込
ん

で
し
ま
う
。
自
分

が
提
立
し
た
逆
説

的
手
法

に
足
を
す
く
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
聞
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
宝
永

七
年
秋
頃

か
ら
始

ま

っ
た
と

い
わ
れ
る
、
所

謂

自

笑

其

磧

確
執
時
代

の
な

か
で
、

『
寛
濶
役
者

片
気
』
か
ら
始
ま
り
、

『
商
軍
談
』

『
商
人
軍
配
団
』
と
、
特
定
階
層

の
人

々

に
特

徴
的
な
性
格
や
行
為
を
描
く
方
向

に
、
作
品

の
方
法
を
模
索
し

て
き
た
其

磧

が
、

遂
に
恣
意
的
に
生
き

る
青
年
た
ち
を
、

作
品
の
対
象
に
選
ぶ
に
至

っ
た

こ
と
に

つ
い
て
は
、
作

者
に
何

ら
か
の
想

い
が
潜

ん
で
い
な
か

っ
た
と
は
い
え

な

い
。
彼

の
内
部

に
は

っ
き
り
意
識
さ
れ

て
い
た
と

は
い
え
な

い
か
も

し
れ
な

い
が
伽
富
豪

で
通

っ
て
い
た
生
家

の
財
産
を
、
遊
蕩

で
傾
け
尽
し
た
と

い
う
経

歴
の
持
主

で
あ
る
其
磧
自
身
、
町
家

に
生
ま
れ
な
が
ら
、
決
し
て
商

の
道

を
至

〆
/
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上

の
も

の
と
し

て
生
き

て
来

た
わ
け

で
は
な
く
、
彼

の
半
生

は

『
子
息
気
質
』

に
描
か
れ
た
多
く

の
青
年

た
ち
と
同

じ
よ
う

に
、
恣
意
と
放
縦

に
生
き

て
、
商

の
道

か
ら
脱
線
し

て
い
く
経
緯

を
伴

っ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。

そ
の
よ
う
な
其

磧

が
宝
永
七
年
、

四
十
四
才

で
八
文
字

屋
自
笑

か
ら
独
立

し
、
息

子
の
市
郎
左

衛
門

に
書
肆

の
経

営
を
さ
せ
て
、

書
肆

兼
業
の
作
者
と
し
て
独

立
す
る
決
意
を

し
た
と
ぎ
、

お
そ
ら
く
始

め
て
商

の
道

と

い
う
も

の
の
困

難

な

現

実

を

経
験

し
、

そ
れ
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ

こ
と
だ
ろ
う
。
彼

の
才
能
は
そ
う

い
う
実

業
的
方
面

に
は
向

い
て
い
な
か

っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
そ

の
た

め
の
労
苦

は
大
抵

の
こ
と

で
は
な
か

っ
た

に
違

い
な

い
。
実
業

を
通
し

て
現
実

に
向
か

い
合
う
と

同
時
に
、
絶

え
ず

目
先
の
変

っ
た
新
鮮
な

も
の
を
要
求

す
る
出
版
界

の
要
請
を

真
正
面

か
ら
受
け
、
新
方
法
、
新
趣
向

を
模
索

し

つ
つ
あ

る
と
き
、

『
傾
城
禁

短
気
』
な

ど
の
好
色

物
か
ら
、

ま
ず

現
実

そ
の
も
の
で
あ
る
。
町

人
の
世

界
の

商

の
道

へ
視
点

を
移

し
た
こ
と
、

そ
の
町

人
物

の
中
か
ら
気
質

物
の
新
方
向
を

探

り
出

し
た
こ
と
は
、

意
義
深

い
も
の
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
も
気
質

物
で
は
自
か
ら
の
体
験
の
世

界
と
類
似

の
も

の
か
ら
出
発
し
て

い

、
る
。

こ
の

こ
と

は
経
営
と
作
晶

の
両
面

で
、
体
当
り
的
生
き
方
を
強

い
ら
れ
た

時
に
、

自
ず
か
ら
の
帰
結

と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
其
磧
自
身

の
体
験

の
投
影

と

い
う
よ
う
な
も

の
が
、

こ
の
作
品
、

つ
ま
り

『
子
息
気
質
』

に
こ
め
ら
れ

て

い
る
こ
と
を
意
味
す

る
も

の
か
も
し
れ
な

い
。

『
子
息
気
質
』

が
、
西
鶴

『
本

朝

二
十
不
孝
』

の
発
想

か
ら
大
き
な
示
唆

を
受
け

て
い
る
こ
と

は
認

め
な
く

て

は
な
ら
な

い
が
、
青
年

た
ち

を
支
配
す

る

一
つ
の
傾
向
と
風
潮

を
、
ま

と
ま
り

を
も

っ
て
描
き
出
す

こ
と

に
成
功

し
た
の
は
、

た
だ
に
気
質

物
と
い
う
新
趣
向

の
着
想

が
好

か

っ
た
か
ら
だ

と
い
う
だ

け
で
な
く
、

や
は
り
彼

の
過
去

の
体
験

と
無
関
係
な
世
界

を
取
扱

っ
た
か
ら

で
は
な

い
と

い
う

こ
と

が
、
大
き
な
原
因

を
な

し
て
い
る
の
で
あ

る
。

二

堀

出
し
物
に
血
眼
に
な
る
道
具
好
き

の
息
子
が
、
乞
食

に
落

ち
ぶ
れ
て
も
、

堀
出
物
狂
的
偏

執
か
ら
逃
れ
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、

「
お
助

け
に
古
銭

が
有
ら

ば

一
文
下
さ
り
ま
せ
」

と

い
う

の
は
、
落

に
し
て
も
気

が
利

い
て

い
る
が
、
気

が
利
く
と

い
う
以
上

に
、
物

に
侵
害
さ
れ
て
転
落
し
た
人
間

の
姿

と
し
て
、

悲

劇
的

で
あ

る
と
同
時

に
喜
劇
的
だ
。

ち
は
や
振
紙
子
さ

へ
破

れ
て
、
久
方

の
天
竺
浪
人
と
な

っ
て
、
あ

ふ
さ
き

る

さ

に
借
金
し
ち
ら

か
し
、
鬼

一
ロ
に
食

ふ
も

の
な
く
、
猿
丸
大
夫

の
様

に
、

み
そ
ひ
と
も
じ

顔

に
皺
寄

せ
て
案

じ
て
居

て
も
済

ま
ず
、
あ
ら
金

の
土

を
起

し
て
、

三
十
葱

を
荷

う
て
、
根
深
ぎ
歌

の
心
ば

せ
を
売

っ
て
通
り
ぬ

と

い
う
の
は
、

江
戸

で
棉
店

を
持

つ
分
限
者
の
息
子
、

「
和
歌
と

い
ふ
大
病

に

犯
さ
れ
」
、

歌
道

に
凝

っ
て
身
を
潰
し
た
成
れ

の
果
て
で
あ
る
。

こ
の
息
子
は

口
上
手

の
太
鼓
医
者

に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
、

歌
道

に
執
着
し
、

家
業
を
投
げ
出
し

て
し
ま
う
。
行
き
着
く
果
て

は
貧
乏

の
ど
ん
底
な

の
だ
が
、
そ
れ

で
も
歌
道

へ

の
執
着

は
捨

て
き
れ
な

い
。
物

に
取
り

つ
か
れ

た
人
問

の
末
路

が
、
歌
道

に
係

り

の
あ

る
用
語

を
巧

み
に
積

み
重

ね
た
、
わ
ざ
く
れ
的
文
体

の
な
か

に
、
滑
稽

感

を
も

っ
て
表
現
さ
れ

る
。

『
子
息
気
質
』

に
共

通
す

る
も

の
は
、
町
家

に
生

ま
れ
な

が
ら
、

生
業

に
忠

実

に
生
き

る
こ
と
を
拒
否
す

る
青

年
た
ち
の
像

の
さ
ま
ざ

ま
で
あ

る
。

医
者
、

学
者
、

歌
人
、

相
撲

取
り
と

い
う
具
合
に
、
彼

ら

の
関
心
を
ひ
き

つ
け
る
も

の
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は
、
ひ
た
す
ら

に
稼
ぎ
出
す

こ
と

で
は
な
く

て
、
文
化
を
享
受
し
、
恣
意
的

に

生
き

る
生
き
か
た

で
あ

っ
た
。
ひ
た
す
ら
に
稼
ぎ
出
す

こ
と
に
油
断

の
な

い
父

親

と
、
恣

意
と
放
縦

に
生
き

よ
う
と
す
る
子
息
た
ち
と
の
間
に
は
、
越

え
る

こ

と

の
で
き
な

い
溝

が
あ

る
。
父
親

た
ち

の

町

人

と

し

て
の
常
態
的
な

生
き
方

は
、

い
ち
応
其
磧

に
肯
定
さ
れ

る
が
、
し

か
し
そ

れ
は
常
態
、
平
準
と

い
う
以

上

に
は
何

の
特
色
も
な

い
も

の
だ
。
材
木
問
屋
、
綿
店
商
、
両
替
屋
、
酒
商
売

と
、

い
ず
れ
も
分
限
、
福
人
、
大
金
持
と
評
さ
れ

る
父
親

た
ち

は
、
上
層

の
町

人
と
も

い
う

べ
き

で
、
彼
ら

に
共
通
す
る
人
生
哲
学
は
、
既
成

の
秩
序
を
崩
壊

さ
せ
る
こ
と
な

く
、
守

り

つ
づ
け
て

い
く
、

そ
の
保
守
性
と
消
極
性

に
つ
き

て

い
る
。
そ

れ
が
典

型
的

に
表

現
さ
れ
る
の
は
、
巻

四
-

二

「
銀
持

形
気
」

で
、

材
木
問
屋

を
営
業
す

る
大
金
持

の
父
親

は
、

三
人

の
息

子
た
ち
の
智
恵

の
程

を

た
し
か

め
て
、
も

っ
と
も
相
応
し

い
者

を
家
業

の
後
継
者

に
き

め
よ
う

と
思

っ

て

い
る
。

こ
れ

は
民
話

の
三
人
兄
弟
型

の
形
式

を
そ

っ
く
り
踏
襲

し
た
筋
立

て

で
あ

る
。
長
男

の
源
十
邸

は
米
相
場
、

つ
ま
り
投
機

が
最
高

の
儲
け

の
方
法
だ

と
主
張
し
、

次
男

の
源
九
郎

は
生
来

の
道
具
好
き
か
ら
、
堀
出
し
物

で
儲
け

る

の
が
最

良
だ

と
考

え
る
。

こ
れ
に
対

し
て
末

の
息
子
の
源

八
郎
は
、

か
か

一
時

に
大
分
儲

け
ん
と
大
欲

に
関

れ
ば
、

必
ず
身

を
打

つ
程

の
損

を
す

る
も

の
、
只
大
き

に
徳
を
取
ら
う
と
思

は
ず
、
地
道

に
し
て
損

せ
ぬ
調
義
を
す

れ

ば
、
、何
時
迄
も
家

は
久

し
か
る
べ
し
。

と
、
き
わ

め
て
消
極
的
な
意
見
を
吐

い
て
父
親

に
気

に
入
ら
れ
、
家
業
と
、
財

産

の
大
半
を
手

に
入
れ
る
。
し
か
も

こ
の
末
息
子
は
、

二
人

の
兄
た
ち
と
異

っ

て
、

本
来
後
継
者
の
資
格
の
無

い
庶

子

で
あ

る
こ
と
か
ら
も
、
彼

の
消
極
的
人

生
哲
学

の
持

つ
意
味

は
い

っ
層
深

長
に
な

る
の
で
あ

る
。

『
子
息
気

質
』

で
は
父
親

の
存
在
は
確
か

に
大
ぎ

い
。
し
か
し
そ

の
大
ぎ
さ

は
、
個

性

の
強

さ
や
行
動
力
、

確
固
た
る
人
生
哲
学

の
持
有
者
な
ど
と

い
う
よ

う
な
面
で
際

立

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼

ら
は
無
個

性
と
消
極

的
生
き

方
を

も

っ
て
秩
序

に
安
住

し
て
い
る
保
身

的
な
町
人

で
あ
り
、

そ
の
存
在

の
意
味

の

大
き
さ

は
、
無
個
性
な

る
が
故

に

い

よ

い

よ

仕

末

の
悪

い
も

の
に
な

っ
て
い

る
。
其
磧

が
父
親

の
人

聞

的

特

性

に

対
し

て
は
少
し
も
注
意

を
払

っ
て
お
ら

ず
、
お
そ
ろ
し
く
無
頓
着

で
あ

る
こ
と
は
、
「
大
名
貸

の
惣
大
将
」

(
ニ
ー

三
)
、

「
銀
貸
仲
聞

の
座

に
連
」
な
る
福
人

(
二
ー

二
)
な
ど
と
、
麗
々
し
く
書
き
立

て
な
が
ら
、
肝

心
の
父
親

の
名
前

や
屋
号
を
殆
ど
書

こ
う
と
し
な

い
点
に
よ
く

あ
ら

わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
父
親

の
人

間
的
特

性
な
ど
は
、
彼

に
と

p
て
は
ど

う

で
も

よ
い
こ
と

で
あ

っ
て
、
裕
福
な
町
人

と
し
て
、
確
固

と
し
た
社
会
的
地

位

を
築

い
て
い
る
こ
と
す
ら
小
説
中

に
明
確

に
な
れ
ば
、
そ
れ

で
事
は
足
り

た

こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。

つ
ま
り
父
親
は
個
人

で
あ
り
な

が
ら
個
人
以
上

の
も

の
、
子
息
た
ち

の
生
息
す
る
会
社
そ

の
も

の
の
非
個
性
的
な
偉
大
な
秩
序

で
あ

っ
た
わ
け
な
の
だ
。

こ
の
人
格
も
個
性
も
定

か
な
ら
ず
、

し
か
し
存
在
す

る
こ
と
の
意
味
だ

け
は

無
限

に
重

い
父
親

の
世
界

に
対

し
、

こ
こ
か
ら
逸
脱
、
転
落
す

る
息

子
の
方

は

き
わ

め
て
個
別
性

に
富

ん
で
い
て
、
そ

の
恣
意
的
な
生
き
方

が
も

た
ら
す
転
落

現
象

が
、
青
年

た
ち
を
見
舞
う
共
通

の
運
命
と
し

て
、
其
磧
は
ま
ず
見
通
し
を

立
て

て
い
る
よ
う
だ
。

青
年
た
ち
の
人
間
像
は
多
様

で
あ
り
、

個
別
性
に
富

ん
で

い
る
が
、

そ

の
個

別
性

を
人

聞
の
内
部
に
即

し
て
個

々
に
描
ぎ

分
け
る
と
い
う
こ
と
を
其
磧

は
し

な
い
。
だ

が
そ
れ
は
当
然

の
こ
と

で
あ

っ
て
、
近
世

の
時
代

で
は
、
人

問
の
個
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別
性
を
、
外
界
や
現
実
と
遮
断
さ
れ

た
地
点

で
ひ
と
際
鮮
明

に
浮
か
び
上
が

る

人
間

の
個

の
姿

の
中

に
、
感
覚
や
意
識

の
自
律
的
波
長
と
し

て
と
ら

え
る
と

い

う

こ
と
は
、

ま
ず
無

い
か
ら

で
あ

る
。
人

間
と
人
間

が
生
息
す

る
外
界

は
、
そ

れ

が
自
然

で
あ

っ
て
も
社
会

で
あ

っ
て
も
、

そ
の
特
性

を
延

長
し
て
い
け
ば
、

何
処

か
で
必
ず
融

合
し
、

一
致
点
を
見
出
せ
る
と

い
う
安

心
感

は
常

に
あ

っ
た

か
の
よ
う
で
あ

る
。
外
界

と
同
質

の
も
の
を
個

の
中

に

見

出

す

と

い
う

こ
と

は
、

個

の
意
味
を
消
滅
さ
せ
る

こ
と

で
は
な
く
、
そ

の
こ
と
自
体
新
し

い
個

の

発
見
に
な
る
と

い
う

こ
と
は
、

い
く
ら

で
も

あ

り

得

え

た

の
で
あ

る
。
其
磧

は
、

医
者
形
気
、
出
家
形
気
、
相
撲
取
気
質
と

い
う

よ
う

に
、
外
界

に
存
在
す

る
同
類

の
も

の
を
切
り
取

っ
て
、
そ
れ

を
そ

の
行
動

の
論
廓
も
定

か
で
な
い
、

従

っ
て
社
会
的

に
も
未
だ
定
着

し
か
ね
て
い
る
青

年
た
ち
の
群
像

に
押

し
当

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

の
個
別
性

を
鮮
明
化

し

ょ
う
と
す

る
。

し
か
し
そ
こ
ま
で
は

い
い
の
で
あ

っ
て
、

問
題

は
外

界

に
等
質
的
に
存
在
す

る
、

個
別
を
鮮
明
化
す

る
は
ず

で
あ

っ
た
同
類
的
な

る
も

の
に
よ

っ
て
、
個
別

を
描
く

こ
と

に
成
功
し
た
か
と

い
う
点

で
あ

る
。
成
功
、
不
成
功

を
問
題

に
す

る
な
ら
、
其
磧

の

『
子
息
形
気
』
は
た
し

か
に
成
功

し
て
い
る
。
だ

が
何

に
よ

っ
て
成
功

し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、

一
見
同
類
的

な
も

の
を
た
ぐ

り
寄

せ
て
い

る
か
に
見

え
て
、
そ
の
実
少

し
も

そ
れ
に
拠

っ
て
は
い
な

い
と
い
う
、背

反
し
た

身

の
か
わ
し
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

い

っ
た

い
こ
れ
は
ど
う

い
う

こ
と
な

の
だ

ろ
う
。
医
者
も
出
家
も
歌
人
も
、

其
磧

に
と

っ
て
は
社
会
的

に
確
固
と
し
て
存

在

す

る
、

人
間

の
存
在

の
仕
方

で
あ

っ
た
と

い
う
点

で
は
否
定

で
き
な

い
も

の

で
あ

っ
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
そ

こ
か
ら
等
質
的

に
抽
象

し
て
き

た

「
気
質
」
と

い
う
様
式

に
よ

っ
て
、
海

の
も

の
と
も
山

の
も

の
と
も

つ
か
な
い
青

年
た
ち
の

恣
意
的
な
行
動

の
特
徴

を
、
作
品
中

に
定
着
さ

せ
よ
う
と
す

る
。

し
か
し
其
磧

に
と

っ
て
は
医
者

は

「
薬
師
人

を
殺
す
」

で
あ
り
、
出
家

は
、

今
時

は
智

恵
才
覚

に
構

は
ず

、武
士

の
家

に
、て
は
弓

馬
の
芸
に
疎
く
、
又
は
病

者
に
し
て
公
儀
勤
り
難
き

を
勧

め
て
衣
を
著
せ
、
町
人
は
算
用
お
ろ
か

に
秤

と
て

目
覚
え
ず
、

日
記
附
さ

へ
な
ら
ざ

る
を
迚
も
商
人

に
は
思

い
も
寄
ら
ず
、
世

を
楽

に
墨
染

に
な
れ
と
、
親
類
了
簡

の
上

に
て
髪

を
お
ろ
さ
せ
、
法
師

と
な

お
ぼ
つ
か

せ
る
事
な

れ
ば
、
衆
生

を
勧

め
る
こ
と
は
置

い
て
、
其
身

の
取
置

さ

へ
覚
束

な
し

(
二
ー

二
)

で
あ

っ
て
、
存

在
す

る
こ
と
は
認
知

し
て
も
、

そ
の

現

実

の

意

味

す

る
も

の

は
、

本
来
的
な
も
の
を
逸
脱
し
て

い
て
、
殆
ど
是
認

で
き
な

い
。

『
寛
濶
役
者

片

気
』

の
な
か

で
、

一
度
は
坂
田
藤
十
郎

の
人
間
像

に
、
理
想
的
な
役
者
気
質

を
発
見
し
た
其
磧

で
あ

っ
た

が
、

そ
れ

と
て
も
既

に
過
去

の
人
と

な

っ
た
藤
十

郎
を
迫
憶
し
た
と
き
、
彼

の
脳
裡

に
甦

え

っ
た
像

と
し
て
の
も
の
で
あ

っ
た
。

理
想
的
本
来
的

な
気
質

は
現
実

に
は
な
く
、

過
去

と
幻
影

の
中
に

の
み
生
き

て

い
た
わ
け
で
、
現
実

に
は
本
来
的
な
気
質

は
崩
壊

の

一
途
を
辿

っ
て

い
た

の
で

あ
る
。
崩

壊
に
瀕
し
て

い
れ
ば

こ
そ
、

却

っ
て
本
来
的
な
も

の
が
明
確
な
輪
廓

を
伴

っ
て
幻
影

の
中

に
甦

っ
て
く

る
の
は
、
ど

の
よ
う
な
場
合

に
も
共
通

の
も

の
か
も
し
れ
な

い
。
其
磧
は
存
在
す

る
も

の
の
正
統
性

を
保
証
す

る
と

い
う
意

味

で
の
、
ま
と
も
な
外
貌

を
持

つ
気
質

を
、
現
実

に
み
て
い
た
の
で
は
な
く
、

幻
影

の
中

に
見
て
い
た
の
で
あ

る
。
少
く

と
も
彼

の

「
気
質

物
」

は
、

初
期

に

は
こ
う
い
う
発
想

か
ら
出

発
し
て

い
る
こ
と
は
確
か

で
あ

る
よ
う
だ
。

『
子
息

気

質
』

の
な
か

に
は
決
し
て
描
か
れ
る

こ
と

の
無

い
も

の
で
は
あ

っ
た

が
、
あ

の
逸
脱
し
た
諸
々

の
人
間
像

の
前
提

に
は
、
ま
と
も
な
外
貌
を
持

つ
正
統
的
な
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気

質
が
、
無

意
識

の
う
ち

に
留
保
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
確
か

で
あ
り
、
し
か
し

そ
れ
が
藤
十
郎

の
場
合

の
よ
う
に
は

い
か
ず
、
彼

に
と

っ
て
は
少
し
も
実
体

を

伴

わ
な
い
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
も
疑

い
得
な

い
と

こ
ろ
だ
と
思
う
。

従

っ
て

「
気
質
」
と
銘
打

っ
て
も
、
彼

が
描

く
と

こ
ろ
は
正
真
正
銘

の
気
質

で
は
な
く
噛
幻
影

の
な
か

に
生
ぎ

て
、
本
来

的
だ
と
錯
覚

さ
れ
た
も
の
か
ら
転

落

す
る
人
間

の
姿
、

つ
ま
り
偏
気
な

の
で
あ

っ
た
。
気
質
崩
壊

の
現
実

を
実
際

に
経
験
し
た
と
き
、
却

っ
て
気
質
物
と

い
う

ジ

ャ
ソ
ル
が
成
立

し
、

そ
こ
に
描

か
れ
る
の
は
、

過
去

の
世
界

に
属
す

る
正
統
的
な
気
質

で
は
な
く
、
幻
影

の
な

.か
に
垣
問
見
た
正
統
的
な
も

の
か
ら
逗
転
落
し

て
い
く
人
問

の
姿
な

の
で
あ

っ

た
。か

く
て

『子

息
気
質

』
に
は
、

二
重

の
意
味

で
転
落
し
、
個
我

を
崩
壊

さ
せ

て
い
く
青

年
た
ち
の
多
様
な
姿

に
満
ち
満
ち

て
い
る
。

一
つ
は
父
親

の
、

つ
ま

り
存
在
す

る
意
味

だ
け
は
無

限
に
重
く
て
、
内
容
的

に
は
無
性
格
な
既
成

の
秩

序

の
世
界

か
ら
、

さ
ら

に

一
つ
は
、

分
裂
や
崩
壊
を
経
験
し
な

い
、
堅
実
な
イ

メ
ー
ジ
を
伴
う
人

間
像

の
タ
イ
プ

か
ら

の
転
落
で
あ
る
。
そ
し
て
転
落
は
物

に

取
り
憑

か
れ
る
こ
と
が
切

っ
掛

け
に
な

っ
て
始

ま
る
。
其

磧

の
目
的
は
当
初
か

ら
、
物

に
取
り
憑

か
れ
て
病

的
兆
候

に
の
め
り
込
む
人
間
の
姿
を
描
く

こ
と

に

お
か
れ
て
い
た
の
は
、

論
ず
る
余
地
は
な

い
と

こ
ろ

で
あ

っ
た
。
従

っ
て
こ
の

作

品
で
も

っ
と
も
興
味
を

ひ
く
と

こ
ろ
も
、
外
界

に
存
在
す

る
等
質
的
な
も

の

に
よ
そ
え
て
、
人

間
の
個
別

性
を
描

く
と

い
う
新
趣
向
、

つ
ま
り

「
気
質
物
」

と

い
う
新
奇
な
着
想

よ
り
も
、
む

し
ろ
他
者
や
外

部
か
ら
簡
単

に
感
染

、
侵

食

を
受
け

て
個
我

を
解
体

さ
せ
て
い
く
、

そ
の
共
通
の
人
間
像
の
方
に
あ
る

の
で

あ

る
。

「
何

々
形
気
」
と

い
う
の
は
、

そ
う
い
う
主
題
が
要
請
し
た
作
品
の
形

式

に
す
ぎ

な

い
の
で
あ

っ
て
、
実
際

に
は
彼
は

こ
こ
で
は
何

一
っ
気
質
ら

し
い

も

の
を
描

い
て
は
い
な

い
。
で
あ
る
か
ら
気
質
物
ど

い
う
名
称

に
、
拘
わ
り
囚

わ
れ
す
ぎ

る
と
、

『
子
息
気
質
』

に
限

っ
て
は
、
真
実

の
姿
を
見
失

っ
て
し
ま

う

お
そ
れ
も

で
て
こ
な
い
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

西
鶴

『
二
十
不
孝
』

で
は
、
不
孝

は
道
徳

的
に
見
て
許

し
難

い
悪

行
と
深

く

結
び

つ
い
て
い
る
傾
向

が
あ
り
、
不
孝
な
娘

や
若
者

た
ち
は
悪

行
の
報

い
と
し

て
、
天
罰
あ

る
噛い
は
社
会
的
制
裁

を
受
け

て
破
滅
す

る
。
悪

は
人

間
の
持

っ
て

生
ま
れ
た
性
と
し

て
自
転
し
、
そ
れ
な
り

に
生
活

を
し
、
行
為

を
し
て
最
後

に

は
滅
び
る

の
で
あ
り
、

こ
れ
も
ま

た
人
間

の
性

の

一
つ
だ
と

い
う
強
烈
な
認
識

が
、
西
鶴

に
は
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
其
磧

の
息
子
た

ち
は
、
上
層
町
人

の
子
弟

で
も
あ
る
せ

い
か
、
人
格
的
な
悪
な
ど
は
持
ち
合
わ

せ
も
な
く
、
性
格

の
核

に

な
る
よ
う
な
強
烈
な
個
我
も
な

い
。
根
は
善
良

で
あ
り
、
善
良
な

る
が
故

に
い

と
も
簡

単

に
他
者
に
感
染
、
侵
食
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ

の
上
さ
ら

に
父
親

の
及

ぼ

す
影
響
力

は
絶
大
で
あ
り
、

全
篇
十
五
語

の
う
ち

(
こ
の
う
ち
四
ー

ユ

「
虎

落

形
気
」

は
、

西
鶴

『
懐
硯
』

二
i

一
「
後
家

に
な
り
そ

こ
な
ひ
」

の
剽
窃
、

五
-

二

「
隠

者
形
気
」

は
夜
食
時
分
作

『
好
色
欺
毒
散
』
四
i

一
の
丸
取
り
剽

窃

で
あ

る
か
ら
、
其
磧

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
認

め
ら
れ
な

い
。
従

っ
て
全
篇

十

三
話

と
い
う
べ
き

か
も

し
れ
な
い
が
…
…
)
、

父

親

の

世
界

に
見
限
り
を

つ

け

て
独
立

し
、
成
功
す

る
話
は

二
話
し
か
な

い
(
一
ー

二

「
侍

形
気
」
、
五
ー

三

「
占
形
気
」
)
。
転
落

し
零
落

し
て
も
執
拗

に
ま
と

い
つ
く
父
親
の
世
界

の
影
を

其
磧

は
ど
の
よ
う
に
描

く
の
か

惣
領

の
孫
太
郎

は
常
な

る
世

を
渡
り
兼

ね
、
宮

川

町

に

間

短

商

ひ
し
て
、

な
じ
み

「
親
父

こ
そ

つ
れ
な
く
共
、

せ
め
て
手
代

共
は
馴
客

が
ひ
に
、
此

方
客

に
な
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っ
て
お
出
で
を
待

つ
」
と
、
主
が

家

来

に

こ

れ

旦
那
と
、
太
鼓

ロ
を
敲
き

さ

か

さ

ま

ら

て
、
逆
な

る
暮
し

(
ニ
ー

三
)

と
、
父

親
の
生
活

圏
か
ら
逃
れ
出

る
こ
と
は

で
き
な

い
。
と

い
う

よ
り
も
、
彼

自
身
逃
れ
出

る
意
志
を
持

た
な

い
。

さ
て
次
の
弟
孫
次
郎
は
、
数
度

の
異
見

に
相
撲
を
止

め
ず
、
遂

に
は
親

に
小

胯

を
取
ら
れ
、
土
俵
よ
り
先
内

を
衝
ぎ
出
さ
れ
、
如
何

な

る
手
取
も
親

に
は

勝
れ
ぬ
と

い
う
事

を
知

っ
て
、
詫
言

し
で
も
門

ロ
に
大
関
座

っ
て
寄

せ
附

け

ら
れ
ね
ば
、

日
頃
自
慢

の
力
も
落
ち

て
…
…

(同
)

と
、
勘
当
さ
れ

て
も
父
親

の
生
活
圏

に
恋

々
と

し
て
い
る
滑
稽

さ
が
、
相
撲

好
き

の
大
兵
な
男

だ
け

に
、

い

っ
そ
う
際
立

っ
て
い
る
と
も

い
う

べ
き

か
。

と

に
か
く
自
分

の
好

み
に
任

せ
て
、

思
う
が
ま
ま
に
人

生
を
選
び

取
り
た

い
と

い

う
志

は
あ

っ
て
も
、

ど
う
し
て
も
父
親

か
ら
精
神

的
独
立

を
か
ち
と
れ
な

い
、

息
子

の
世
代

の
ひ
弱

さ
…
…
偏
気

は
こ
の
こ
と
と
無

関
係

で
は
な

い
だ
ろ
う
と

思

わ
れ
る
。

三

近

松
が

『
冥
途
飛
脚
』

を
書

い
て
、

世
話
悲
劇
の
方
法
上

に

一
つ
の
転
換

の

跡

を
明
確
に
標

し
た
の
は
、

宝
永
元
年
の

こ
と
で
あ

っ
た
。

『
曽
根

崎
心
中
』

以

来
、

特
に

『
鼓
川
波
鼓
』

『
心
中
刃
は
氷
の
朔
日
』
な
ど

で
目
立

っ
た
浪
漫

的
作
風
は
急

に
影
を
潜

め
、
主
人
公

の
人
間
や
行
動
が
リ
ア

ル
な
様
相
を
帯
び

て
く

る
と
同
時

に
、

悲
劇
に
欠
く

こ
と

の
で
き
な

い
劇
中

の
悲
劇
的
ク
ラ
イ

マ

ッ
ク

ス
は
、
当

の
主
人
公
よ
り
も
、
む
し
ろ
協
役
的
人
物

に
よ

っ
て
担
わ
れ

る

と

い
う
、
あ

の
従
属
的
悲
劇

の
成
立
な
ど
②
、

こ
の
転
換
期
上

に
残
さ
れ

た
問

題

は
大
き

い
の
で
あ

る
が
、

今
は

こ
の
こ
と
に
深

入
り
は

で
き
な

い
。
た
だ
気

に
な
る
の
は
、

主
役

に
替

っ
て
悲
劇
を

一
身
に
担
う
協
役

の
父
親
像
が
、

『
冥

途
飛
脚
』
以
降

の
作

品
で
は
、
瀕

繁

に
目
立

っ
て
く
る

こ
と

で
あ

る
。
己
む
無

い
環
境
が
も
た
ら
す
必
然
性
は
あ

っ
た

に
せ
よ
、
そ
れ

を
克
服
す

る
意
志
よ
り

も
、

む
し
ろ
次
第

に
浸
潤
さ
れ

る
方
向
で
、

わ
れ
と
我
が
身
を
破
滅
的
境
涯

へ

と
追

い
込

ん
で
い
く
、
あ

の
近
松

の
後
.半

期

の
作

品

の
諸
々

の
主
人
公
た
ち

は
、

善
良
な
人
間
で
あ
る
が
故

に
、
情

況

を

克

服

し

て
い
く
強
さ

に
は
欠
け

て
、

わ
が
身
を
誤

る
と
い
う
、
き

わ
め
て
実
在

性
の
高

い
、
そ
の
意
味

で
は
平

凡
な
人

間
で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、

一
方

か
ら

見
れ
ば
、

悲
劇

の
主
人

公
に

相
応

し
い
内
面
性

を
欠
く

こ
と
を
意
味

し
、

そ
の
資
格
に
も
欠

け
て

い
た
の
で

あ

っ
た
。

こ
の
息
子

た
ち
の
身
代

り
に
な

っ
て
、

悲
劇

的
部
分
を
背
負

う
あ
の
父

親
た

ち

の
精
神

的
高

さ
は
何

で
あ

る
だ
ろ
う
か
。

息
子
や
娘

た
ち
の
過
失
や
罪
科
を

全
身

で
受

け
と
め
る
苦
痛
感

の
激

し
さ
、

罪
あ

る
者
を

い

っ
そ
う
愛
さ
ず

に
は

い
ら

れ
な
い
、
超
越

的
な
精

神
力

の
偉
大
さ
等
々
…
…
少
く
と
も
精
神
力

の
重

み
と
深

さ
に
於

い
て
は
、

主
役

の
息
子
た
ち
よ
り
も
、
父
親

の
方
が
遙
か

に
偉

大

な
部
分
を
担

う
、
近
松

後
半
期

の
世

話
浄
瑠
璃
と
、
遂

に
父
親

の
世
界
か
ら

自

立
で
き

な

い
其
磧

の
善

良
な
息
子
た
ち
と
の
間

に
は
、
何
か
共
通
す

る
も

の

が
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
恣
意
的
な
生
き

方
を
求
め

る
、

若
者
本
来
の
物

に
憑
か
れ
た
よ
う
な

一
途
な
傾
向
、

何
も
の
か
に
向

っ
て
あ

こ
が
れ
出
よ
う
と
す

る
志
は
根
強

い
の

で
あ
る
が
、
遂

に
父
親

の
精
神

の
世
界
を
越
え

る
こ
と
は

で
き
な

い
と

い
う
共

、
通
面

で
あ

る
。
そ

の
末
路
は
近
松
に
あ

っ
て
は
破
滅

で
あ
り
、
其
磧

に
あ

っ
て

一18一



,

は
精
神

の
分
裂
と
、
病
的
な
衰
弱

で
あ

っ
た
。
父
親
は
若
者

た
ち
に
冷
笑

を
浴

び

せ
て

つ
き
放
す
か
、

神

の
よ
う
な
高
み
か
ら
慈
愛

に
満
ち
た
眼
を
向
け

て
、

歎
き

と
涙

に
よ

っ
て
、

不
運
や
罪
科
の
浄
化
を
行
う
か
、
と

に
か
く

い
ず
れ

の

場
合

に
し
ろ
、

そ
の
存
在

は
息
子
た
ち
を
上
廻
る
偉

大
さ
を
持

っ
て

い
た

こ
と

は
確

か
な

の
で
あ

る
。
作
者

た
ち
は
若
者

た
ち
の
放
恣

な
行
為

に
焦
点

を
当
て

な
が
ら
も
、
精
神
的

に
は
結
局
父
親

の
側

に
立

つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
入

間
を
も

現

実
を
も
透
視
し
、
把
握
し

て
い
た

の
で
あ

る
。

考

え
て
み
れ
ぱ
、

宝
永
か
ら
享
保

に
か
け

て
、
時
代
は

一
つ
の
転
換
点

に
さ

し
か
か

っ
て

い
た
。
そ
れ
は
貞
享
、
元
禄
、
正
徳
時
代

の
、
人
問
主
義
的
な
自

由

な
気

風
の
上
に
築

か
れ
た
文

化
が
終

り
を
告
げ
る
時
期

で
も
あ

っ
て
、
現
実

も
人
間

の
精
神
状
況
も
停
滞

し
、

膠
着

状
態

を
ぎ

た
し

つ
つ
あ

っ
た
時
期

で
あ

る
。

こ
の
状
態

を
乗
り
越

え
る
こ
と
を
志
向

し
て
、
徂

徠
の
古

学
や
真
渕
の
国

学

に
象
徴
さ
れ

る
よ
う

に
、
享
保
以
後

の
思
想
界

の
動
き

は
活

濃
に
な
り
、

こ

こ
に
近
世

の
思
想

の
時
代

が
始
ま

る
の
で
あ

る
が
、
そ

れ
に
反
し
て
文
学

は
、

一
種
の

マ
ン
ネ
リ
ズ

ム
に
陥
ち
込
む
時
代

で
あ

る
。
「
気
質
物
」
と

い
う
の
は
、

文

学
史
的

に
見
れ
ば
、

こ
う

い
う
文
芸
上

の
マ
ン
ネ
リ
ズ

ム
に
見
合

っ
た
様
式

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
が
、

其
磧

の

『
子
息
気
質
』
は
、

こ
の
転
換
点

に
あ

る
こ

と
を
象
徴

す
る
よ
う
な
内
容

を
持

っ
て

い
た
。
そ
れ
は
近
世
的
な
様
式
的
人
間

把
握

の
方
法

で
あ

っ
た
に
せ
よ
、

現
実

に
は
精
神

の
飛
躍
を
許
さ
な

い
停
滞
状

態

の
な

か
で
、
欝
屈
す

蕎
人

聞
の
内
面
そ
の
も
の
を
深

く
捕

え
よ
う
と
す
る
姿

勢
と
方
法
、

「
気
質
物
」
と

は
本
来
的

に
は
、

そ
う
い
う
志

向
性

と
意
味

を
持

つ
筈

の
も

の
で
あ
り
、

こ
と

に

「
気
質
」
と

い
う
言
葉
も
生
き

て
い
た
の
で
あ

る
。

そ
し
て
偏

気
と
い
う
言
葉
に
象
徴

さ
れ
る
、

精
神

の
病
的
兆
候
を
描
く

こ

と

に
よ
り
、

そ
の
意
味
は
徹
底
化
さ
れ
る
よ
う
な
文
学

で
あ

る
。

、
『
子
息
気
質
』
は
、
其
磧

が
自
笑

と
の
確

執
と
い
う
思
い

つ
め
た
境
涯
の
な

か

で
、
無
意
識

の
う

ち
に
探
り
当

て
た
、
当

時
の
人

間
的
状
況

を
描

く
の
に
最

も

相
応
し

い
方
法
と
形
式

を
備

え
る
も

の
で
あ

っ
た
の
だ
が
、

こ
の
こ
と
は
其

磧
自
身

に
も
、

充
分

に
自
覚
さ
れ
て

い
な

い
恨
が
あ

る
。
だ
か
ら

『
世
間
娘
容

気
』

『
浮
世

親
仁

形
気
』

な
ど
に
も
あ
き
ら
か
な
よ
う

に
、
其
磧
は
自
分

の
提

示
し

た
気
質

物
文
学

の
意
義

を
、
深

め
徹

底
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

風
俗
描
写

の
方
向

へ
脱
線
し

て
、
彼
自
身
気
質

物
文
学

マ
ソ
ネ
リ
ズ
ム
化

の
嚆
矢

と
な

っ

て
し
ま

っ
た
。

『
子
息
気
質
』

で
彼

が
見

せ
て
く
れ

た
、
気
質
物
文
学

の
基
本

的
骨
格

は
、
秋
成
、
南
嶺

な
ど
の
、
知

識
人
階
層
の
作
者
た
ち
に
受
け

つ
が
れ

た
と
見

る
べ
き
だ
ろ
う
。

(
未
完
)

気
質
物
文
学
か
ら
始
ま

っ
て
、
読

本

へ
至

る
推

移

の
中
に

存

在
す

る
問
題

を
、
作
品
論

に
集
中
さ

せ
な

が
ら
と
り
あ
げ

る
の
が
目
標

な
の
で
す

が
、
紙

面

の
関
係
上
、

ひ
と
ま
ず

こ
こ
で
打

ち
切
り
ま
す
。

ω
長
谷
川
強
著

『浮
世
草
子
の
研
究
』

ω
広
末
保
著

『近
松
序
説
』
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