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森
鴎
外

『雁
』
論

「僕
」

の

金
岨
り

の
衝
動
〉

田

中

絵
美
利

問
題
提
起

る
に
到

っ
た

「僕

」
だ
と
考
え
る

べ
き
だ
ろ
う
。

大
石
直
記

は
以
下

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る

(注
3
)。

「僕 」 の 〈語 りの衝動〉一森鴎外 「雁 」論

『
雁
』

の
語

り
の
構
造

に
関
し
て
は
、
既

に
い
く

つ
か
の
先
行
論
が
提
出
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
概
括
し
た
だ
け

で
も
、

〈語

り
V
論

の
混
迷

さ
が
露
呈

し
て
く
る
と
言
え

そ
う
で
あ
る
。
が
、

テ
ク
ス
ト
内

の
記
述
か
ら
判
断
し
て
、

『
雁
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
書
き
、
総
括

し
て
い
る
の
は

「僕

」

で
あ

る
と
言

え
よ
う
。
千

田
洋
幸
は
、
本
来

「
僕
」

の
知

り
得
な

い
情
報
が

テ
ク
ス
ト
に
組

み
込
ま
れ

て
い
る
こ
と

か
ら
、
「僕
」
と
は
別

の
、
三
人
称

で
語

る

「
全

知

の

語

り
手
」
を
措
定
し
た

(注
1
)。
が
、
「僕
」

の

〈語

り
〉
と

「全
知

の
語
り

手
」

に
よ
る

〈
語

り
〉
を
統

括
す

る

〈
書

き
手
〉

の
存

在
を
考

え
た
と

き
、

〈書
き
手
〉

は
即
ち

テ
ク

ス
ト
全
体

の
方
向
性
を
操
作

す
る
力
を
有
し

て
い
る

わ
け

で
あ
り
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
は

「
「僕
」
と

い
う
書
き

手

の
判

断
や
計

画

に

し
た
が

っ
て
編
み
出
さ
れ
る
」
(注
2
)
も

の
で
あ
る
と
言

え
る
。

物
語
内
登

場
人
物

と
し
て
の

「僕
」
は
基
本
的

に
明
治
十
三
年
時

の
意
識
に
基
づ
い
た
存

在

で
あ
る
か
ら
、

〈書
き
手
〉

と
し

て
の

「
僕
」
と
は
勿
論
区
別

さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
が
、
「全
知

の
語
り
手
」

に
よ
る

〈語

り
〉

を
創

出
し

た

の
は
、

あ
く
ま
で
も

「
僕
」

1

明
治
十
三
年
か
ら
三
十
五
年
の
月
日
を
経
て
筆
を
執

テ
ク
ス
ト
の
終

結
部
分

で

《僕
》
が
語
る
内
容

に
忠
実

に
即
せ
ば
、

(僕

は

今
此
物
語
を
書

い
て
し
ま

つ
て
》
と
記
さ
れ

る
通
り
、

《僕
》

は

(
雁
と
云

ふ
物
語
》
を

〈書

い
て
い
る
〉
の
で
あ
り
、

(僕
》
は
正
確

に
は
物
語
記
述

者

で
あ
る
。
そ
し

て
我

々
読
者
は
何

よ

り
も
先

ず
、

そ

の
テ

ク

ス
ト
内

の

(
物
語
》

の
読

み
手

の
位
置
に
あ
る
。
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
構
造
上

の
実
状

に
従
え
ば
、
「
雁

」
と
い
う
小
説

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
語

り
手

は
終
始

一
貫

し

て

(僕
》
以
外

に
は
な
く
、
視
点

の
転
換
が
行

わ
れ
る

の
は
、
あ
く
ま
で

《
僕
》
が
語
る
、
否
、
正
確
に
は
書

き

つ
づ

る

《雁
と
云
ふ
物
語
》

の
内
部

で
の
現
象

に
他

な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。

大
石
の
言
う
よ
う

に
、
『
雁
』
と

い
う
テ
ク
ス
ト
は

「僕

」

と

い
う

〈
語

り

手
〉
が
、
一.一十
五

年
前

の

「僕
」

の
身

の
回
り

に
起

こ

っ
た
出
来

事
を
回
想

す

る
形

で
展
開
し
て
お
り
、
三
十

五
年
と
い
う
月
日
が

「僕
」

に

「
物
語
化

へ
の

欲
求
」

(注
4
)
と

い
う
自
ら
の
過
去

に
対
す
る
客
観
性
を

11
え
、

そ

こ
か

ら

〈三
人
称

の
語
り
>

1

本
来
僕
が
情
報
と
し
て
持
ち
得
な
い
は
ず
の

〈語
り
〉
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が
生

み
出

さ
れ
た
と
考

え

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

テ
ク
ス

ト

に
お

い

て
は
、

〈
一
人
称

の
語
り
〉
と

△
、一人
称

の
語
り
〉
と
が
混
在
し

て
お
り
、
榊
敦
子
の

指
摘
す
る
通
り
、
「
『
雁
』

に
は
複
数

の
語
り
手
が
お
り
、

前
触
れ
を
伴

っ
た
り

伴

わ
な
か

っ
た
り
し
な
が
ら
交
替

す
る
」
。
確
か

に
、
テ
ク

ス
ト

に
は
、

お
玉

や
末
造

の
独
白

11

〈
語
り
〉
が
組

み
込
ま

れ

て
お

り
、

そ

う

い

っ
た
意
味

で

〈語

り
手
〉
を

「
僕
」

一
人

に
限
定
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、

〈
三
人
称

の
語
り
〉

の
中

に
お
玉
や
末
造

の

〈
語
り
〉
を
採
用
す
る
、

△
.一人
称

の
語
り
〉

の
地

の
文

の

〈語

り
〉
を
創
出
し
た

の
は

「僕
」
で
あ
り
、

お
玉
や
末
造

の

〈語

り
〉
を
採
用
す
る
の
は
、

「物
語
化

へ
の
欲
求
」

に
従

っ

て

『
雁
』
と

い
う
テ
ク
ス
ト
を
生

成
す
る
、

〈語
り
手
〉

と
し

て
の

「僕
」

の

意
志

に
よ
る
も

の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
問
題
と
な

る
の
が
、
「
僕
」

の

「
物
語
化

へ
の
欲

求

」

の
正
体

で
あ

る
。

大
石

は
、
「
三
人
称
客
観
描
写
と
し
て
叙
述
さ
れ
て

い
く
部
分

こ
そ
、

か

え

っ
て
逆

に
、
語
り
手

の
想
像
力

が
縦
横

に
機
能
し
た
箇
所
と
し

て
、

(僕
》

の
語
る

(物
語
》

の
組
織
化

の
志
向
性
を
よ
り
多
く
含
有

し
、
か

つ
、
そ
れ
を

指
示
す
る
叙
述
と
し

て
重
視
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
」
と
し
、

〈一、天

称
の
語
り
〉

が
末
造

に

つ
い
て
多

く
語

っ
て
い
る
こ
と

に
着
目
し
、
「
お
玉
と
岡

田

の
果

た

さ
れ
な
か

っ
た

ラ
ブ

・
ロ
マ
ン
ス
を
そ
の
中
心

に
据

え
る
論
議
」
を
批
判
し
た

(注

5
)
。
確

か
に
、
『雁
』
と

い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
「お
玉

と
岡

田
の
果
た
さ
れ

な
か

っ
た

ラ
ブ

・
ロ
マ
ン
ス
」
と
い
う

メ
イ

ン
テ
ー
マ
か

ら

一
見
外
れ
る

の
で

は
な

い
か
と
思
わ
れ
る

エ
ピ

ソ
ー
ド
に
、
随
分
紙
数
を
費

や
し
て
い
る
。

〈
ロ

マ
ン
ス
〉
が
成
立
し
な
か

っ
た
原
因
が
単

に

「
青
魚
の
未
醤
煮
」

で
あ
る
な
ら

ば
、
末
造

の
経
歴

や
、
夫

に
妾
が

で
き
た

こ
と
に
悩
む
お
常

の
姿
、
果
て
は
お

玉
の
自
慰
行
為
な
ど
語
る
必
要
は
な

い
。
明
ら
か

に
、

テ

ク
ス
ト
は

〈偶
然

に

よ

っ
て
成
ら
な
か

っ
た

ロ
マ
ン
ス
〉
以
外

の
、
何
も

の
か

の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
発

し

て
い
る

(注
6
)
。

着
目
す

べ
き
は
、

以
下

の

「僕
」

の

〈語
り
〉

で
あ

る
。

僕

は
今
此
物
語

を
書

い
て
し
ま

つ
て
、
指
を
折

つ
て
数

へ
て
見
る
と
、
も

う
其
時
か
ら
三
十

五
年
を
経
過
し
て
ゐ
る
。
物
語
の

一
半

は
、
親
し
く
岡

田

に
交

つ
て
ゐ
て
見

た
の
だ
が
、
他

の

}
半

は
岡
田
が
去

つ
た
後
に
、
図
ら
ず

も
お
玉
と
相
識
に
な

つ
て
聞

い
た
の
で
あ
る
。
讐

へ
ば
実
体
鏡

の
下

に
あ
る

左
右

二
枚

の
図
を
、

一
の
影
像
と
し
て
視
る
や
う

に
、
前

に
見
た
事
と
後
に

聞
い
た
事
と
を
、

照
ら
し
合
せ

て
作

つ
た

の
が
此
物

語
で
あ
る
。
読
者
は
僕

に
問

ふ
か
も
知
れ
な

い
。
「
お
玉
と
は
ど
う
し

て
相
識

に
な

つ
て
、

ど
ん

な

場
合

に
そ
れ
を
聞

い
た
か
」
と
問
ふ
か
も
知
れ
な

い
。

し
か
し

こ
れ

に
対

す

る
答
も
、
前

に
云

つ
た
通
り
、
物
語
の
範
囲
外

に
あ
る
。
只
僕

に
お
玉

の
情

人

に
な
る
要
約

の
備
は

つ
て
ゐ
ぬ
こ
と
は
論
を
須
た
ぬ
か
ら
、
読
者

は
無
用

の
臆
測
を
せ
ぬ
が

好
い
。

「
僕
」
が

「物
語

化

へ
の
欲
求
」
を
起

こ
し
、
「物
語
化
」

を
実

現
す

る
た

め

に
は
、
「
お
玉
と

相
識

に
な
」
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「岡
m

が
去

つ
た
後

に
、
図

ら
ず
も
お
玉
と
相
識
に
な

つ
て
」
と
と

い
う
表
現
か
ら
、

「
岡
田
が
去

つ
た
」

の
と

「
お
玉
と
相
識

に
な

つ
」
た
の
と

は
、

さ

ほ
ど
時

間

的

に
隔
た

っ
て
い
な

い
よ
う
な
印
象
が
持

た
れ
る
。

そ
れ
は

つ
ま
り
、
物
語

の

「
他
の

一
半
」
を
聞

い
た
だ
け

で
は
、
「
僕
」
の
中

に

〈語

り
の
衝
動
〉
が
起

こ

ら
な
か

っ
た
こ
と
を

示
し

て
い
る
。
「
僕
」
の
中

に

〈語

り

の
衝
動

〉

が
起

こ

る
の
は
、
三
十
五
年

も

の
長

い
月
日
を
経
た
後

の
こ
と
な

の
で
あ
る
。

千
田
洋
幸

は
、

テ
ク

ス
ト
を
読
ん
だ

「
結
果
と
し

て
読
者

の
内
部

に
生
成
さ

れ

る
の
は
、

〈青
春
〉
と

い
う
実
体

の
裏
側

に
あ
る
、
脆
さ
と
滑
稽
さ
の
イ
メ
ー
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「僕 」 の 〈語 りの 衝動 〉一森鴫外r雁 」論

ジ
」

で
あ

る
と
し
、
『雁
』
を

「青
春
小
説
の
パ

ロ
デ

ィ
」

と
位

置
付

け
た
。

千

田
の
言
う

「全
知

の
語
り
手
」
が

「
お
玉
の
岡
田

に
よ
せ
る
思

い
も
、

い
か

に
も
少
女
的
な
、

い
わ
ば

シ

ン
デ
レ
ラ

・
コ
ン
プ

レ

ッ
ク
ス
と
し

て
の
願
望

に

し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
露
し
」

て
お
り
、
「
子
供

っ
ぽ

い
妄
想
を
実

現
可
能

で
あ
る
と
信
じ

て
い
る
、
お
ろ
か
な
女
性
」
と
し

て
の
お
玉
の
イ

メ
ー
ジ
を
生

成
す
る
役
割
を
担

っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
干
田

の
指
摘

は
、
先

に
見

て
き
た
よ
う

に
、
全

て
の

〈語

り
〉
を

「
僕

」
に
よ
る
も

の
と
考

え
た
と
き

に
は
、
改

め
て
検
討

し
直
す
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
即
ち
、

.二
十
五
年
後

の

「僕
」
が
お
玉
を
ど
う
見
て
い
る
の
か

、
と
い
う
問
題
と
な
る

か
ら

で
あ

る
。

そ
し

て
ま
た
、
「僕

に
お
玉
の
情
人

に
な
る
要
約

の
備

は

つ
て
ゐ

ぬ

こ
と
は

論
を
須

た
ぬ
か
ら
、
読
者
は
無
用

の
臆
測
を
せ
ぬ
が
好

い
」
と
語
る
こ
と
の
意

味

に
も
注
意
し
た

い
。

テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
、

〈語

り
手
〉

の

「想
像
力
」
は

「
縦
横

に
機
能
」

し
て
い
る
が
、
「
僕
」
と
お
玉
の

「
物

語
」

に
関

し
て
は
全
く

「機
能
」
し

て
い
な
い
。
「
無
用

の
臆
測
を

せ
ぬ
が
好

い
」
と
断
ら
れ
る
こ
と
で
、

〈読
者
〉

の
中

に
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
逆

に

「
物
語
化

へ
の
欲
求
」
が

起

こ
る
。
し
か
し
、
「
僕
」
は
そ
れ
を
裏
切
る
か
の
よ
う

に
沈
黙
し
続

け

る
。

そ
れ
は
、
ま
る

で

「
物
語
化
」
を
拒
否

し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ

る
。
勿
論
、

「
僕
」
が
語
ろ
う
と
し

て
い
た
の
は

「岡
田
を
主
人
公

に
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」

「雁

と
云
ふ
物
語
」

で
あ
り
、
「
僕
」

と
お
玉
の
物
語
は

そ
の
埼
外

に
あ

る
。
し

か
し
、

そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
、
「僕

に
お
玉

の
情
人

に
な

る
要
約

の
備
は

つ
て

ゐ
ぬ
こ
と
は
論
を
須
た
ぬ
」
と
、
「僕
」
と
お
玉

の
物
語

の
不
成
立

を
わ
ざ
わ

ざ

〈読
者
〉

に
断

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
逆

に
、

一
度
は

「
僕
」
の

中

に

「
僕
」
と
お
玉

の
物
語

の
可
能
性
が
期
待
さ
れ
た

こ
と
、
し
か
し

そ
の
可

能
性

は
永
遠

に
閉
じ
ら
れ

て
し
ま

っ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
十
五
年
と

い
う
月

日
は
、
「
僕
」
に
ど

の
よ
う
な

〈
語

り

の
衝
動
〉

を

も

た
ら
し
た
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
ま
た
、

そ
の
中

で
、
「僕
」

と

お
玉

の
物

語

の

可
能
性
は
ど
う
し

て
否
定

さ
れ
る

こ
と

に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
小
論

に
お
い

て
は
、
「僕
」

の
語

る
お
玉
像

に
着
目
す
る
こ
と

に
よ
り
、

〈
ロ

マ
ン
ス
〉

に

対
す

る

「
僕
」

の
態
度
を
明
ら
か
と
し
、
ま
た
、

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

の
本
来
外

に

あ
る
べ
き
お
常
に
着
目
す

る
こ
と
に
よ
り
、
「
僕
」

の

〈
語

り

の
衝
動

〉

の
正

体

に
近
付

い
て
い

く
こ
と
と
す
る
。

二

お
玉

へ
の
ま
な
ざ
し
、
そ
の
不
幸

「僕
」
は

「お

玉
と
相
識
に
な

つ
」

た
上

で
テ
ク
ス
ト
を
構
成
し

て
お
り
、

先

に
も
述

べ
た
よ
う

に
、
「僕
」

の

〈
語
り
〉

の
中

に
は
お
玉

の
肉
声

が

そ

の

ま
ま
組

み
込
ま
れ

て
い
る
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
、
お
玉
に
関
す
る

〈語
り
〉

の
全

て
が
お
玉

の
生

の
声
を
忠
実

に
再
現
し

て
い
る
は
ず
は
な
く
、
そ
こ
に
は

当
然

「
物
語
化

へ
の
欲
求
」
が
働

い
て
い
る
。
「
僕
」
が
お
玉

の
物
語

を
ど

の

よ
う

に
創
出
し
て

い
る
か

に
よ

っ
て
、
「
僕
」
が
お
E
を
ど

の
よ
う

に
見

て

い

る
の
か
が
、
明
ら

か
に
な
る
だ

ろ
う
。

お
玉
は
不
幸
な

女
性

で
あ
る
。
巡
査
と
結
婚
し
た

つ
も
り

で
い
た
の
が
、
そ

の
巡
査

に
は
妻
子

が
い
た
。
次

に
は
、
妻
を
亡
く
し
た
富
裕
な
商
人

の
妾

に
な

っ

た

つ
も
り
が
、
そ

の
男
は
商
人
な
ど
で
は
な
く
高
利
貸

で
、
妻
も
健
在
だ

っ
た
。

妾

で
あ
る
こ
と
を
即
不
幸
と
言
う
こ
と

に
は
語
弊
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
お
玉

は

妾

で
あ
る
た
め

に
魚
屋
か
ら
魚
を
売

っ
て
貰

え
な
か

っ
た
り
と
、
差
別

の
対
象

　

　

　

　

と
な

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
妾

で
あ
る
た
め
に
と
言
う
よ
り
は
、
高
利
貸

の
妾

で

あ
る
た
め

で
は
あ

る
が
、
妾

で
あ
る
こ
と
が
決
し

て
大

っ
ぴ
ら
に
公
表

で
き
る
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性
質

の
も

の
で
な

い
こ
と
は
言

う
ま

で
も
な
い
。
近
代
社

会
は

一
夫

一
婦
制
の

原
則

の
厳
守
を
求

め
る
。
近
代
化
が
推

し
進
め
ら
れ
る
中

で
廃
妾
論
が
高
ま
り
、

妾

と

い
う
立
場

に
あ
る
お
玉
は
、
社
会

の
表
に
は
立

て
な

い
日
陰

の
存
在
と
な

る

こ
と
を
強

い
ら
れ
た
、
と
言
う

べ
き

で
あ
り
、
そ
の
後
体
制
が
理
想

の
女
性

像

と
し

て
掲
げ
る
こ
と

に
な
る

〈良
妻
賢
母
〉
と

い
う
規

範
か
ら
も
、
お
玉
は

外
れ

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
お
玉
自
身
が
望

ん
だ

わ
け
で
も
な
い
の
に
、

お
玉
は
社
会

の
日
陰

へ
と
追

い
や
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
お
玉
は
自

ら
を

「
卑
し
い
妾

に
身
を
堕
し

て
ゐ
る
」
と
自
認
し

て
い
る
。
誰

も
が
目
を
留

め

る
よ
う
な
美
人

で
あ

り
な
が
ら
、
何
故
お
玉
は
社
会

の
日
陰

に
落
ち
着
く

こ

と
を
強

い
ら
れ

る
の
だ

ろ
う
か
。

お
玉
は
貧
し

い
家

に
生
ま
れ
、
生
ま
れ
る
と
同
時

に
母

親
を
亡

く
す
と
い
う

不
幸

に
見
舞
わ
れ
た
が
、
真
面
目
な
父
親

の
愛
情
を

一
身

に
受
け
て
育

っ
て
お

り
、
そ

の
幼
少
期

・
思
春
期

に
自
身

の
人
生

に
不
幸
や
窮

屈
さ
を
感
じ
た
こ
と

は
な

い
よ
う
だ
。
だ
か
ら

こ
そ
、
彼
女

は
末
造

に
ま

で
騙

さ
れ

て
い
た
こ
と
を

知

っ
た
と
き

に
、
以
ド

の
よ
う

に
感

じ
る
の
だ
。

一
体
お
玉
の
持

つ
て
ゐ
る
悔

や
し
い
と
云
ふ
概
念

に

は
、
世
を
怨

み
人
を

恨
む
意
味

が
甚
だ
薄

い
。
強

ひ
て
何
者
を
か
怨
む
意
味

が
あ
る
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
我
身

の
運
命
を
怨
む

の
だ
と

で
も
云
は
う
か
。
自
分
が
何

の
悪

い
事

も
し

て
ゐ
ぬ
の
に
、
余
所
か
ら
迫
害
を
受
け
な
く
て
は

な
ら
ぬ
や
う
に
な
る
。

そ
れ
を
苦
痛
と
し

て
感
ず
る
。
悔

や
し
い
と
は
此
苦
痛

を
斥
す

の
で
あ
る
。

自
分

が
不
幸
を
強

い
ら
れ
、
「
苦
痛
」
を
味
わ
う
こ
と

と
な

る
要

因
を
把

握

で
き
な
い
お
玉
は
、
そ
れ
を
自
分

の
運
命

に
帰
す

し
か

で
き
な

い
。
自
分
の
現

状
を

「運
命
」
と
規
定
し

て
し
ま
う

こ
と

は
、
そ
の
現
状

か
ら
逃
れ
出

る
こ
と

を
放
棄
し
、
諦
め

て
し
ま
う
こ
と

で
あ

る
。
人
が
不
幸
を
背
負
わ
さ
れ
る

の
に

は
、
必
ず
要
因
が
あ

る
。
人
は
自
ら
を
不
幸
と
感
じ
た
と
き

に
は
、
自
ら
を
不

幸

に
し
て
い
る
要
因

を
見
付
け
、
そ
れ
を
取
り
除
く
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
が
出
来

な
か

っ
た
と
こ
ろ
に
お
玉

の

〈自
我

の
覚
醒
〉

の
限
界

が

見
ら
れ
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
お
玉
を

「僕
」

は

「
お
ろ
か
な
女
性
」

と
突
き
放
し
た
見
方

を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な

お
玉
を

、

「
お

ろ
か
」
と
規
定
し
て
し
ま

っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

非
常
に
美
し
い
、

恵
ま
れ
た
容
姿
を
持
ち
な
が
ら
も
、
お
玉

は
何
故

か
良
縁

に
恵
ま
れ
な
か

っ
た
。
娘
を
愛
す

る
余
り
に
父
親

が
出
し
惜
し
み
を
し
た
と
も

テ
ク
ス
ト
で
は
語
ら

れ

て
い
る
が
、
結

果
的

に
お
玉
を
妾

に
出
す

こ
と
を
了
承

し
た

こ
と
を
考

え
る
と
、

そ
れ
な
り

の
良
縁

で
あ

っ
た
ら
父
親
も
縁
談
を
拒
む

こ
と
は
な
か

っ
た

で
あ
ろ
う
事
が
考
え
ら
れ
る
。
お
玉

の
元

に
は
、
父
親
が
納

得

で
き
る
よ
う
な
良

縁
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
巡
査
が
押
し
掛

け
婿
と
な

っ
た
の
は
、
お
玉
が
十
六
、
七
才

の
時

の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
と
し

て
は
結
婚
適
齢
期

に
当

た
る
。

そ
れ
な
の
に
、
お
玉
は
良
縁

に
恵
ま
れ
な
か

っ

た
の
で
あ
る
。
お
玉

の
父
親
は
そ
の
原
因
を

「
ど
う
か
堅
気
な
人

に
遣

り
た

い

と
思

つ
て
も
、
わ
た

し
と
云
ふ
親
が
あ
る
の
で
、
誰
も
貰

は
う
と
云

つ
て
く
れ

ぬ
」
と
自
分
の
責
任

に
し

て
い
る
が
、
果
た
し

て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
父
親

さ
え
い
な
け
れ
ば
、

お
玉
は

「
堅
気
な
人
」
と
縁
付

い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

お
玉
と
縁

の
あ

っ
た
男
は
、
明
治
十
三
年

の
時
点

で
結
局
巡
査
と
末
造

だ
け

で
あ

っ
た
。

こ
の
'
.人
は
共

に
、
お
玉
を
正
式
な
妻

と
は
し

て
い
な

い
。

お
玉

の
側

に
は
正
式
な
妻

と
な
り
た

い
と

い
う
願
望
が
あ

っ
た

の
に
も
関
わ
ら
ず
、

男
た
ち
は
お
玉
を
そ

う
は
見

て
い
な
い
。

こ
れ
は
単

な
る
偶
然
な
の
だ
ろ
う
か
、

運
命
と
諦
め
る
し
か

な

い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

父
親

に
と

っ
て
、

お
玉
は
自
慢

の
娘

で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
何
故
娘

が
良
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「僕」 の 〈語 りの衝動〉 一森鴎外「雁」論

縁

に
恵
ま
れ
な
い
の
か
が
分
か
ら
ず
、
原
因
を
白
分

に
求
め
る
し
か
な
い
。
し

か
し
、
お
玉
ほ
ど
の
美

し
さ
が
あ
る
の
な
ら
、
父
親
も
含
め

て
面
倒
を
見
よ
う

と
言

う
、
「堅
気
な
人

」

が
現

れ

て
も

よ
か

っ
た
は
ず

だ
。

問
題

は
、
何
故

「
堅
気
な
人
」

の
目

に
お
玉
は
留
ま
ら
な
か

っ
た
の
か
、

と

い
う
こ
と
だ
。

お
玉
は
生

ま
れ

る
と
同
時

に
母
親
を
亡
く
し
た
た
め
、
父
親

、
人
の
手

で
育

て
ら
れ
た
。
「僕
」
は
、
本
来

の
テ
ー

マ
で
あ
る
岡
田
と

お
玉

の
物

語
か

ら
は

外

れ
る
は
ず

の
、
お
玉

の
父
親

に

つ
い
て
も
詳
し
く
語

っ
て
い
る
。
お
玉

の
父

親

に

つ
い
て

「
物
語
化

へ
の
欲
求
」

を
働
か
せ
る
の
は
、

そ
う
す

る
こ
と
に
よ

り
お
玉
像
が
明
確

に
な
り
、

そ
れ
が
主
軸
と
な
る

エ
ピ

ソ
ー
ド
を
照
射

し
、
新

た
な
側
面
を
灸

り
出
す
効
果
を
持
ち
得

る
か
ら
で
あ
ろ

う
。

既
に
い
く

つ
か
の
先
行
論

で
触
れ
ら
れ

て
い
る
こ
と

で
は
あ
る
が
、

お
玉

の

父
親

は

「
僕
」
や
岡
田
と
は
対
照
的

な
存
在

で
あ

る
。
近
代
医
学
を
学
ぶ

「知

的

エ
リ
ー
ト
」
(注

7
)

で
あ
る

「僕
」
や
岡
田
に
対
し

て
、

お
玉

の
父
親

は

近
代
化

の
波
か
ら
は
取

り
残

さ
れ

る

べ
き
存
在

で
あ

る
。

「
僕
」

や
岡

田
が

「
文
学
趣
味
」
を
持
ち
、
次
々
と
文
学
作
品
を
読

み
あ
さ

る

の
に
比

し
、

お
玉

う
そ

の
父
親

は

「読

み
本
」
す
ら

「護

の
書

い
て
あ
る
本
だ
ら
う
と
云

つ
て
、
手
に

取

つ
て
見

よ
う
と
も
し
な

い
」

(注
8
)
。

こ
の
よ
う
な
前
近
代
的
な
意
識

に
支

配
さ
れ
た
父
親

に
よ

っ
て
お
玉
が
育

て
ら
れ
た
こ
と

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
母
親

の
い
な
い
お
玉
は
、
父
親
と

い
う
前
近
代

的
な
意
識

・
女
性
観
を

持

つ
男

に
絶
え
ず
眺
め
ら
れ
、
育

て
ら
れ

て
き
た

の
で
あ

る
。

ま
あ
、
な
ん
と
云
ふ
美
し
い
子
だ
ら
う
。
不
断
か
ら
自
慢

に
思

つ
て
、
貧
し

い
中

に
も
荒

い
事
を
さ
せ
ず

に
、
身
椅
麗

に
さ
せ

て
置

い
た
積

で
は
あ

つ
た

が
、
十

日
ば
か
り
見
ず
に
ゐ
る
う
ち
に
、
丸

で
生
れ
替

つ
て
来
た
や
う
で
あ

る
。
ど

ん
な
忙

し
い
暮
ら
し
を
し

て
ゐ
て
も
、
本
能

の
や
う
に
、
肌

に
垢

の

附

く
や
う
な
事

は
し
て
ゐ
な
か

つ
た
娘

で
は
あ
る
が
、
意
識
し

て
体
を
磨
く

や
う
に
な

つ
て

ゐ
る
き

の
う
け
ふ

に
比

べ
て
見
れ
ば
、
爺

い
さ
ん

の
記
憶

に

あ
る
お
玉

の
姿

は
、
ま
だ
撲

の
儘

で
あ

つ
た
。

父
親
は
、
我
が

娘

の
美
し
さ
を
自
慢

に
思

い
、
惚
れ
惚
れ
と
見

つ
め
る
。
し

か
し
、

そ
の
娘
を

見
る
父
親

の
眼
差
し
こ
そ
が
、
お
玉
を

「堅
気
」
か
ら
遠
ざ

け
る
女
性

の
鋳
型

へ
と
押
し
込
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。

お
玉
の
生
ま
れ

た

の
は
生
麦
事
件

の
あ

っ
た
年
、

一
八
六

二
年

(文
久

二
)

の
こ
と
で
あ
る
。

学
制
が
公
布

さ
れ
た
の
が

一
八
七
二
年

(明
治
五
)
の
こ
と

で
あ
り
、

こ
れ
に
従

い
お
玉
も
尋
常
小
学
校

に
は
行

っ
て
い
た
ら
し

い
。
し
か

し
、
小
学
校
を
出

た
後

は
お
玉

は
ろ
く
に
教
育
を
受
け

て
い
な

い
。

ち
よ

つ
と

一
筆

書
い
て
遣
り
た
い
。

さ
あ
困

つ
た
。
学
校

は
尋
常
科
が
済
む

と
下
が

つ
て
し

ま

つ
て
、
そ
れ
か
ら
は
手
習
を
す

る
暇
も
無
か

つ
た
の
で
、

自
分

に
は
満
足

な
手
紙

は
書

け
な

い
。

お
玉
の
受
け
た
教
育
、
そ
れ
は
手
紙
す
ら
書
く
の
が
お
ぼ
つ
か
な
い
程
度
の

も
の
で
あ
る
。
明
治
初
頭
に
お
い
て
は
、
女
子
の
小
学
校
就
学
率
は
非
常
に
低

く
、
二
割
程
度
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
お
玉
を
尋
常
科
に
や

っ
た
父

親
は
お
玉
の
た
め
を
思

っ
て
無
理
を
し
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
密
か
に
忍

び
寄
る
開
化
の
波
を
敏
感
に
感
じ
取

っ
た
父
親
が
、
お
玉
の
将
来
を
お
も
ん
ぱ

か

っ
て
お
玉
を
学
校
に
人
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
お
玉
を
尋
常
科

に
入
れ
た

父
親
の
思
惑
に
は
、
父
親
の
お
玉

へ
の
愛
情
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
父

親
は
所
詮
前
近
代
的
な
見
地
に
立

つ
人
間
だ

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
小

学
校
で
受
け
た
基
礎
教
育
を
伸
ば
し
、
近
代
に
相
応
し
い
女
性
と
な
る
に
必
要
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な
知
識

を
授
け

て
や
る
と

い
う
こ
と
は
、
思

い
も
寄
ら
な
か

っ
た
。
父
親

は
お

玉

に
、
手
紙
を
満
足

に
書
く

こ
と

の
出
来

る
知
識

で
は
な
く
、
三
味
線
を
弾
く

能
力
を
授
け
た
。

三
味
線
を
弾
く
能
力
が
開
化
女
性

と
し

て
必
須

の
も
の

で
は
な

い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な

い
。

二
葉
亭

四
迷

の

「浮
雲
」
に
お

い
て
、

近
代
的
女
性
を
目
指

す
お
勢
は
、
三
味
線
を

「
見
捨

て
て
」
、
英

語
な
ど

の
学
問

に
励

ん

で
い
た
。

:
.味
線
は

「
芸
者

の
職
掌
」

(注
9
)
で
あ
り
、
近
代
的
女

性

に
は
本

来
必
要

な
も

の
で
は
な
い
。
明
治
十
年
か
ら
十
五
年

に
掛
け
て
作

ら
れ
た

「開
化
都

々

じ
や
う

逸
」

の
中

に
も
、
「
み
め
や
か
た
ち

は
下
せ
ん
の
し
ゆ

つ
せ

上

は
が
く
も
ん
げ

い
し
ご
と
」
と
あ
り

(注
10
)
、
「
容
貌
を
見
込
ま
れ

て
妾

に
な

っ
た
り
芸
娼
妓

に
な

っ
た
り
す
る

こ
と
」
が

「
下
賎

の
出
世
」

で
あ
る

(
注
11
)
と

い
う
女
性

観
が
生

ま
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
近
代
的
女
性
が
学

問
を
受

け
、
自
ら
独

立
し
た
存
在
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
だ
と
し
た
ら
、
自
身

の

〈
性
〉
を
商

売
道
具
と
す
る
芸
者
は
正
反
対

の
も

の
で
あ
り
、
近
代

に
お

い
て
は
否
定
さ
れ

る

べ
き
存
在

で
あ

る
。
し
か
し
、
前
近
代
的
な
価
値
観

に
支
配
さ
れ
た
お
玉

の

父
親

に
、
そ

の
よ
う
な
近
代
的
な
女
性
観
が
浸
透
す
る
は
ず
も
な

い
。
父
親
は

自
分

の
持

つ
前
近
代
的
な
女
性
観

に
基
づ

い
て
お
玉
を
育

て
、
お
玉
に
三
味
線

を
持
た
せ
た
。
開
化
以
前

は
三
味
線
を
持

つ
女
は

「意
気
」
な
女
と
し
て
賞
賛

さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
開
化
以
降
次
第

に

「清
元
や
常
磐
津
な
ど

の
三
味

線
音
楽

は
」
「花
柳
界

の
象
徴
と
し

て
、
『
教
育
』
的
見
地

か
ら
蔑
視
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
」
(注

12
)

て
い
た
。
父
親

は
お
玉
に
、
教
育

で

は
な
く

「
花
柳

界

の
象
徴
」
と
な
る
べ
き
芸
事
を
授
け

て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。

最
初
末
造

の
注
意
を
惹

い
た

の
は
、

で
あ

つ
た
。

此
家
に
稽
古
三
味
線
の
音
の
す
る
こ
と

末
造
を
お
玉

の
元

に
引
き
寄

ぜ
た

の
は
、
お
玉

の
.二
味
線

の
音

で
あ
る
。
、二

味
線
の
音

に
引
き
寄

せ
ら
れ
る
男
ー

こ
の
時

の
末
造

の
中

に
形
成
さ
れ

た
女

の

イ
メ
ー
ジ
は
、
近
代
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
.二
味
線
を

「意
気
」

に
爪
弾
く
前

近
代
的
な
そ
れ

で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。
も
し
も
末
造

が
お
玉
を
知

る
き

っ
か

け

に
な

っ
た
の
が
=
.味
線

の
音
な
ど
で
は
な
く
、
例
え
ば
英
文
を
音
読
す
る
声

で
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
末
造

の
中

に
お
玉
を
妾

に
し
よ
う
な
ど
と
言
う
考
え
は

浮
か
ば
な
か

っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
.二
味
線
を
ひ

っ
そ
り
と
弾
く
ま
だ
あ

ど
け
な
い
美
し

い
少

女
、
こ
の
構
図

は
お
玉
に
前
近
代
的

で
、

か

つ
花
柳
界

の

女
性
特
有

の
色
事

に
巧
み
な
イ

メ
ー
ジ
を
強

い
る
。
末
造

の
中

に
は
、
お
玉

は

三
味
線

を
弾
く
女
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
、
お
玉
を
妾

に
す
る

こ
と

に

成
功
し
た
後

に
も
末

造
は
お
玉
に
三
味
線
を
弾
か
せ
よ
う
と
思

う
の
で
あ
る
。

勿
論
、

お
玉
を

こ
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
の
鋳
型

に
押
し
込
ん
だ
の
は
、
父
親

一

人

の
責
任

で
は
な

い
。
お
玉
を
よ
く
知
る
で
あ
ろ
う
近
所

の
人
も

ま
た
、

「
早

く
芸
者

の
下
地
子

に
お
出
し
と
、
わ
た
し
が
さ
う
云

つ
た
ち
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
言

っ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
お
玉

の
育

っ
た
前
近
代
的
な

ト

ポ

ス
に
お

い
て
は
、

お
玉
は
そ
の
貧
し
さ
、
美
し
さ
故

に

「
芸
者
」

に
な
る
も

の
と
見
倣
さ
れ
、
お
玉
は
自
分
を
ま
な
ざ
す
周
囲

の
視
線

に
応

え
る
か

の
よ
う

に
、
自
ら
の
イ

メ
ー
ジ
を
形
成
し

て
い

っ
た
の
だ
。
人

の
持

つ
イ
メ
ー
ジ
は
、

結
局
他
者

の
眼

の
中

に
形
成
さ
れ
る
も

の
で
あ

る
。
お
玉

は
本
人
が
望
む
望

ま

な
い
に
関
わ
ら
ず
、

「意
気
」
な
芸
妓

の
イ
メ
ー
ジ
、
玄
人

の
女

の
イ

メ
ー
ジ

を
周
囲
か
ら
与
え
ら

れ
、

そ
れ
を
自
ら

の
も

の
と
し
て
い

っ
た
。
お
玉
を
求

め

た
男
た
ち
が
お
玉
を

正
妻
と
し

て
迎
え
よ
う
と
し

て
い
な
か

っ
た
の
は
、
お
玉

に
与
え
ら
れ
た

「
意

気
」
な
芸
妓

の
イ
メ
ー
ジ
、
玄
人

の
女

の
イ
メ
;
ジ
が
男

た
ち

に
映

っ
て
い
た

か
ら
だ
と
言

え
よ
う
。
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そ
し

て
、
父
親
か
ら
の
眼
差

し
を
父
親

か
ら
の
愛
情

と
信
じ

て
疑
わ
な
か

っ

た
お
.玉
は
、
男
た
ち
が
白
分
を
見

る
視
線

に
は
気
付
か

な

い
。
結
果
お
下
は
、

男
た
ち

に
人
生
を
翻
弄
さ
れ

て
も
、
男
た
ち
に
直
接
憎

し
み
を
抱
く
こ
と
は
な

い
。
末
造

に
騙
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
知

っ
て
も
、
「厭
な

人

だ
と

は
少

し
も
思

は
な
」

い
の
で
あ
る
。
お
.玉

の
中

に
は
近
代
的
な
価
値

観
は
な
く
、
自
分
を
騙

し

て
い

て
も
、
面
倒
を
見

て
く
れ
て
い
る
末
造

は

「
厭

な
人
」

で
は
な

い
。
末

造
が
高
利
貸

で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と

に
衝
撃
を
受

け
て
は
い
る
が
、
自
分
が
妾

で
あ
る
と
い
う
状
況
を
変
え
よ
う
と
は
し
な
い
。

お
玉

に
と

っ
て
、
女
は
男
か

ら
選
ば
れ
る
の
を
待

つ
べ
き
存
在

で
あ
り
、

そ
の
選

ん

で
く
れ

る
男
が
誰

で
あ

る
か
は

「
運
命
」

で
あ
り
、
自
分

で
は
如
何
と
も
し
が

た

い
も

の
な
の
だ
。
芸

妓
が
客
が
来

る
の
を
待

つ
し
か
な
い
よ
う
に
、
お
玉
は
誰
か
が
自
分
を

「買

っ

て
」
く
れ
る
の
を
待

つ
し
か
な
い
の
だ
。

こ
の
よ
う
な

「花
柳
界

の
象
徴
」
的
イ
メ
ー
ジ
を
背

負
う

べ
く
育

て
ら
れ
た

お
玉

に
、

〈自
我

の
覚
醒
〉
と

い

っ
た
近
代
的
な
体
験

が
起

こ
り
得
る
は
ず
は

な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
「独
立
し
た
や
う
な
気
」

と

い

っ
た
言
葉

で
表

現

さ
れ

る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
「或

る
物
が
醒
覚
し
た
や
う
な
」

気

に
な

っ
た

お
丘

は
、
「持

つ
て
来

た
、
小
さ
い
煽
幅
を
も
挿
さ
ず

に
歩

い
て
」

い
く
。

こ

の

「
小
さ

い
編
輻
」
は
、
恐
ら
く
末
造
が
お
玉

に
や

っ
た
と
い
う
、
横
浜
上
産

の
蠕
蟷

で
あ
ろ
う
。

こ
の
蠕
幅
を

「
挿
さ
ず
に
歩
し
く

と

い
う
の
は
、
末
造

へ

の
反
抗
心

の
現
れ

で
あ
る
。
「嘘
を
衝

い
た
り
、
人
を
騙

し
た
り
な

ん
か
し
な

い
代

に
は
、
人

に
騙
さ
れ
も
し
な
い
積
な
の
」
と
、

こ
れ
ま
で
の

〈待

つ
女
〉

と
し
て
の
人
生
を
転
換

さ
せ

よ
う
と

い
う
意

志
を
父
親

に
示
し

た
お
玉

は
、

「晴
れ

や
か
顔

を
し

て
」
歩

い
て
い
く
。

こ
れ
ま

で
妾
と

い
う

日
陰

の
存

在

で

あ

っ
た
お
玉
が
自
身
を

「晴
」

の
存
在
と
し
て
転
換

さ
せ
よ
う
と

い
う
意
志

が

こ
こ
に
は
窺
え
、

こ
こ
に

〈
自
我

の
覚
醒
〉
が
想

起
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の

〈
自
我

の
覚
醒
〉

は
刹
那
的
な
衝
動

に
過
ぎ
ず
、
お
玉
の
人
生
を
貫
く
夕
ー

ニ

ン
グ
ポ
イ

ン
ト
と

は
な
ら
な
い
。

こ
の

〈自
我

の
覚
醒
〉

の
後
、
末
造

の
妻
お

常
が
お
玉

の
姿
を
初
め

て
見
た
と
き
、
お
玉
が
丁

に
し

て
い
る
の
は
紛
れ
も
な

く

こ
の

「小
さ

い
編
幅
」

で
あ
る
。
末
造

に
対

し
て

「眉
毛

に
唾

を
附
け

て
ゐ

な
く
ち
や
あ
」
と
言

い
、
末
造

に
囲

わ
れ
る
だ
け

の
女

で
は
な
く
、
末
造

に
対

し

て

「独
立
し
た

や
う
な
気
」

に
な

っ
て
い
た
お
玉

で
あ

る
が
、
そ
の

「独
立

し
た
や
う
な
気
」

は
所
詮

「
し
た
や
う
な
気
」

に
過
ぎ
な

い
。
結
局
お
玉
は
末

造

に
与
え
ら
れ
た

「
小
さ

い
編
幅
」
を
相
も
変
わ
ら
ず
使

い
続

け

て
し
ま
う

の

だ
。
「
独
立

し
た
や

う
な
気
」

に
な

っ
て
も
、
お
玉

に
は
真

の

「
独
立

」

は
な

い
。
学
間
も
な
く

、
三
味
線
ぐ
ら

い
し
か
出
来
な

い
お
玉

に
は
、
末
造

の
保
護

下
か
ら
離

れ
て
し

ま

っ
て
は
、
本
当

に
芸
者

に
な
る

こ
と

く
ら

い
し
か
、
生

き

る
道

は
な
い
の
だ
。
お
玉
は
、
お
玉
の

「独
立
」
を
許

さ
な

い
よ
う
な
環
境

の

中

で
育

て
ら
れ

て
き
た
。
お
玉

の

「
独
立
し
た
や
う
な
気
」
は
、
末
造

の
保
護

下

に
居
続

け
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
、
小
さ
な
抵
抗

に
過
ぎ
な

い
。

そ
の
後

の

お
玉
は
、
「修
行
を
詰
」
み
、
末
造

へ
の
対

し
方
を
学
ん
で
い
く
。

し
か

し
、

こ
れ
は
近
代
的
な
女
性
が
詰
む

べ
き

「
修
行
」

で
も

「独
立
」

で
も
な

い
。
芸

妓
が
厭
な
客
を
ど

う
あ
し
ら
う
か
を
次
第

に
心
得

て
い
く
よ
う
な

、

そ
ん
な

「修
行
」
な
の
だ
。

お
玉
は
無
意
識

に
、
玄
人

の
女
性
と
し

て

の
知
恵

を
身

に

付
け
、
本
来
自
分

が
求
め

て
い
た
幸
福
か
ら
離
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し

て
ま
た
、
岡
田
と

の

一
件
も

「
独
立

し
た
や
う
な
気
」
、

〈
自
我

の
覚

醒
〉
と

い
う
錯
覚

に
基
づ

い
て
い
た
と
.一.日わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

お
、玉
は
岡
田
に

話
し
か
け
る
決
意

を
固
め
る
過
程

で
、
以
ド

の
よ
う
な
述
懐
を
洩
ら
し
て
い
る
。

け
ふ
は
ど
ん
な
犠
牲
を
払

つ
て
も
物
を

、一門
ひ
掛
け
ず
に
は
置
か
な
い
。
思
ひ

切

つ
て
物
を
言

ひ
掛
け
る
か
ら
は
、
あ

の
方

の
足
が
留
め
ら
れ
ぬ
筈
が
無
い
。
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わ
た
し

は
卑
し
い
妾

に
身
を
堕
し

て
ゐ
る
。

し
か
も
高

利
貸

の
妾

に
な

つ
て

ゐ
る
。
だ
け
れ
ど
生
娘

で
ゐ
た
時
よ
り
美
し
く
は
な

つ
て
も
、
醜
く
は
な

つ

て
ゐ
な

い
。
そ
の
上
ど
う
し
た

の
が
男

に
気

に
入
る
と

云
ふ
こ
と
は
、
不
為

合

な
目

に
逢

つ
た
物
怪

の
幸

に
、
次
第

に
分
か

つ
て
来

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

し
て
見
れ
ば
、
ま
さ
か
岡
田
さ
ん
に

一
も
二
も
な
く
厭

な
女
だ
と
思

は
れ
る

こ
と
は
あ
る
ま
い
。

お
玉
が
岡
田
に
接
触
す
る
決
心
を
固
め
る
の
は
、
自
分
の
持

っ
て
い
る
美
し

さ
と
手
練
手
管
に
対
す
る
自
信
に
基
づ
い
て
い
る
。
結
局
お
玉
の
中
に
あ
る
男

女
関
係
の
構
図
は
、
前
近
代
的
な
そ
れ
、
芸
妓
と
客
に
表
さ
れ
る
よ
う
な
男
女

の
構
図
で
し
か
な
い
の
だ
。
末
造
に
買
わ
れ
た
お
玉
は
、
岡
田
を

「
買
ひ
た
い

も
の
」
と
し
て
見
る
し
か
な
い
。
お
玉
が
岡
田
と
の
関
係
に
求
め
た
の
は
、
所

詮
芸
妓
が
密
室
で
客
と
繰
り
広
げ
る
擬
似
的
な
恋
愛
遊
戯
に
過
ぎ
な
い
。
例
え

あ
の
時

「青
魚
の
未
醤
煮
」
が
食
卓

に
並
ば
ず
、
お
玉
が
岡
田
を
誘
い
か
け
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
て
も
、
お
玉
の
人
生
が
大
き
く
転
換
す
る
こ
と
は
な
い
の

だ
。
そ
れ
は
刹
那
的
な
悦
楽
に
過
ぎ
な
い
。
朝
に
な
れ
ば
岡
田
は
去
り
、
ま
た

お
玉
は
末
造

の
来
る
の
を
た
だ
待

つ
だ
け
の
女
に
戻
る
の
で
あ
る
。

を
探
り
た

い
。

お
常
が
お
玉
と
正

反
対

に
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

一
読

で
了
解
さ
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
美
し
く
可
憐
な
お
玉
に
対

し
、
お
常
は
絶
え
ず
醜

く
滑
稽
な
姿

で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
お
常

は
、
夫

に
妾
が
で
き
た

こ
と

に
苫
悩

し
、
離
縁

さ

れ
る
の
で
は
な

い
か
と
必
死

に
夫

に
追

い
す
が
ろ
う
と
す

る
が
、

そ
の
必
死

な

姿
も

〈語
り
手
〉

に
よ

っ
て
喜
劇
的

に
語
ら
れ
て
し
ま
う
。
明
ら
か
に
、
「僕

」

は
お
玉
と
お
常
を
区
別
し
、
対
極

に
置

い
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の

「
僕
」

の

お
玉
と
お
常

の
区
別

(或
い
は
差
別
と
言

っ
て
も

い
い
か
も
し
れ
な

い
)
は
、

末
造

の
お
玉
と
お
常

へ
の
態
度

に
投
影
さ
れ

て
い
る
。
末
造
が
お
玉

に
求
め
る

も

の
と
、
お
常

に
求

め

る
も
の
と
は
根
本
的

に
違
う
。

お
玉

の
美
し
さ

に
惚
れ
込
み
、
入
れ
込

ん
で
い
く
末
造

で
あ

る
が
、
と
は
言

え
お
常
と
離
縁
し
よ

う
な
ど
と
は
全
く
考
え

て
い
な

い
。
末
造

の

「
ゐ
な
く

て

は
困
る
。
子
供

の
面
倒
を
見

て
貰
ふ
ば
か
り

で
も
、
人
役

だ
か
ら
な
」

と
い
う

言
葉
は
嘘

で
は
な

い
。
末
造

に
と

っ
て
お
常
は
必
要
な
存
在
だ
。
そ
れ
は
そ
こ

に
妻

・
お
常

に
対
す

る
愛
情

な
ど
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
お
常
が
了

ど
も
た

ち

の
母
親

で
あ

り
、
大
き
く
な

っ
た
末
造

の
事
業
を
継
ぐ
跡
取

り
を

,
人
前

に

な
る
ま
で
育

て
る
の
が
、
お
常

の
仕
事
だ
か
ら
だ
。
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三

お
常

へ
の

「物
語
化

へ
の
欲
求
」

以
L

の
よ
う
に

「僕
」

は
お
玉
を
造
型
し
、
語

っ
て
い
る
が
、
先

に
も
述

べ

た
よ
う

に
、
末
造

の
妻

・
お
常

に
も

ま
た
、
か
な
り
の
紙

数
を
費
や
し
て

「物

語
化

へ
の
欲
求
」
を
働
か

せ
て
い
る
。
本
章

に
お

い
て
は
、
「
僕

」

が
ど

の
よ

う

に
お
常
を
造
型
し
、
お
常
を
語
る
こ
と

で

「
岡
田
を
主

人
公

に
し
な
く
て
は

な
ら
ぬ
」
物

語
を
ど

の
よ
う
な
方

向
に
導

こ
う
と
し

て
い
る

の
か
、
そ
の
端
緒

ま
あ
、
同

じ
女

で
も
こ
ん
な
面
を
し
て
ゐ
る
の
も
あ
る
。
あ

の
お
玉

は
大
ぶ

久
し
く
見
な

い
が
、
あ

の
時

は
ま
だ
子
供
上

が
り
で
あ

つ
た

の
に
、

お
と
な

し

い
中

に
意
気
な
処

の
あ
る
、
震

ひ
附
き
た

い
や
う
な
顔
を
し

て
ゐ
た
。
さ

ぞ
此
頃
は
女
振
を
上
げ

て
ゐ
る
だ
ら
う
な
。
顔
を
見
る

の
が
楽
み
だ
な
。
か

か
あ
奴
。
平
気

で
麻

て
け

つ
か
る
。
己

だ

つ
て
、
い

つ
も
金

の
こ
と
ば
か
り

考

へ
て
ゐ
る
の
だ

と
思

ふ
と
、
大
違
ひ
だ
ぞ
。

お
や
。
も
う
蚊
が
出

や
が

つ

た
。
下
谷
は
こ
れ

だ
か
ら
厭
だ
。
そ
ろ
そ
ろ
蚊
帳
を
吊
ら
な
く
ち

ゃ
あ
、
か
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か
あ
は
好

い
が
、
子
供
が
食

は
れ
る
だ
ら
う
。

末
造

に
と

っ
て
、
お
常

は
子
供
を
育

て
る
乳
母
も
同
然

だ
。
大
切
な
の
は
事

業

を
継
ぐ

べ
き
子
ど
も
た
ち
で
あ
り
、
妻

で
は
な

い
。
高

利
貸
と
し

て
成
功
し

た
末
造

は
絶
え
ず
頭

の
中

に
算
盤

を
置

い
て
い
る
よ
う
な

「
近
代
資
本
主
義
社

会

の
象
徴
的
な
存
在
」
(注

13
)

で
あ
る
。
彼

の
頭

の
巾

に
は
、

い

つ
も
金

が

あ
る
。
自
分

の
資
本
を
如
何

に
増

や
す
か

が
彼

の
最

大

の
興
味

で
あ

っ
て
、

「
己

に
金
を
儲
け
さ
せ
て
く
れ
る
も

の
の
前

に
は
這

ひ

つ
く
ば

ふ
。

さ
う

で
な

い
奴
は
、
誰

で
も
彼

で
も

一
切

ゐ
る
も
ゐ
な

い
も
同
じ
事

だ
」
と
い
う
考
え
を

持

っ
て
い
る
。
そ
ん
な
末
造
に
は
、
お
常

の
為
す
直
接
金

銭
を
生
み
出

さ
な

い

労
働

11
家
事

は
意
識

さ
れ
得
る
も

の
で
は
な
く
、
感
謝

の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。

子
を
生

ん
だ
女
が
そ
の
子
を
育

て
る
の
は
当
然

の
義
務

で
あ
り
、

そ
れ
に
対
し

て
正
当
な
報
酬
を
支
払
う
必
要

は
な

い
。
末
造

に
と

っ
て
は
、
妻
と
は
生
活
を

保
障
し

て
や
る
代
わ
り
に

一
切

の
不
平
を
言
わ
ず
に
生
涯

働
き
続
け
る

べ
き
使

用
人
な

の
だ
。

末
造

と
お
常

の
間

に
は
、
も
う
ず

っ
と
性
的
関

係

は
な

か

っ
た
よ
う
だ
。

「
少
し
離

し
て
取

つ
て
あ
る
」
末
造

の
床

が
二
人

の
肉
体

的
距
離

を
物
語

っ
て

い
る
。
お
玉
を
囲

っ
た
後

の
末
造

は
お
常

の
不
満
を
解
消

す
る
手
段
と
し
て
お

常
と
肉
体
的

に
結
ば
れ

る
が
、

そ
れ
は
あ

く
ま

で
も
方
便

で
あ
り
、

そ
れ
以
外

の
場
合
を
除

い
て
末
造
が
お
常
を
求
め
る
こ
と
は
な

い
。

お
常
の
セ
ク

シ

ュ
ア

リ
テ
ィ
は
子
供
を
産
む

た
め

に
末
造

に
必
要
と
さ
れ
た

の
で
あ
り
、

そ
の
役
目

を
終
え
た
以
ヒ
、
お
常
を
性
的

に
求
め
る
必
要
は
な

い
。

子
供

の
母
親
と
し

て

相
応
し

い
女

と
は
、
性
的

に
魅
力

の
あ
る
女

で
は
な

い
。
体
が
丈
夫

で
、
健
康

な
子
を
生

み
育

て
る

こ
と

の
出
来

る
女
だ
。
面
食

い
の
末

造
が
醜
い
お
常
と
結

婚
し
得
た

の
は
、
最
初
か
ら
妻

に
性
的
魅
力
を
求
め

て

い
な
か

っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

お
常

は
末

造

の
心
を
奪

っ
た
お
玉
を

「憎

い
女
」
と
思

い
、
夫

が
自
分

と
別
れ
て
お
玉
と

再
婚
す
る

の
で
は
な
い
か
と
苦
悩
す
る
が
、

そ
れ
は
違
う
。

末
造

に
と

っ
て
お
常
と
お
玉
は
入
れ
替

え
可
能
な
も

の
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
。

末
造
は
子
育

て
に
疲

れ
た
お
玉

の
姿
を
見

た
い
な
ど
と
は
、
微
塵
も
思

っ
て
い

な

い
。
ま
た
、
お

常
と
末
造

の
関
係
は
お
玉

の
出
現

に
よ

っ
て
変
化

し
た
の
で

は
な
く
、
既
に
結
婚

し
た
と
き
か
ら
末
造

の
お
常

に
対

す
る
態
度
は
決
ま

っ
て

い
た
。
お
玉
の
存

在
は
、
夫
婦
関
係

の
構
図
を
顕
在
化
さ
せ
た
き

っ
か

け
に
過

ぎ
な
い
。

末
造
と
お
常

の
寝

室
で
の
や
り
と
り
な
ど
、
本
来
覗
き
見
得
な

い
密
室

の
内

部

の
様
相

に

つ
い

て
、
「
僕
」
は
想
像
を
逞
し
く
す

る
。
そ
し

て
、

お
常
を

極

端

に
醜

く
、
滑
稽

に
語
る
こ
と
で
、
お
玉
対
お
常
と

い
う
構
図
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
と
言
え
る
。

こ
こ
か
ら
顕
在
化

し
て
く
る
の
は
、

〈女
〉
を
.
一種
類

に

分
け

て
し
ま
う

〈
男
〉
の
、
或

い
は
社
会

の
眼

で
あ
る
。

即
ち
、
お
玉

は
妾
/

娼
婦
型
の
女

に
カ

テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
、
お
常
は
妻

/
母
型

の
女

に
カ

テ
ゴ
ラ
イ

ズ

さ
れ
る
。
末
造

が
お
玉
と
お
常
を
区
別

し
て
い
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

こ
の
二

つ
の
型

は
明
確
に
区
別
さ
れ

て
お
り
、
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
ど

ん
な

に
美
し
く
セ

ッ
ク

ス
ア
ピ
ー
ル
豊

か
な
容
姿
を
持

っ
て
は
い
て
も
、
男
た

ち

は
妾
型

の
女
性

を
妻
に
持

つ
こ
と
を
好

ま
な
い
。

そ
の
美
し
さ
は
、

口
常

に

汚
さ
れ
な

い
類

の
も

の
で
あ
る
か
ら

こ
そ
価
値
が
あ
り
、
た
ま

に
眺
め
る
か
ら

こ
そ
愉
悦
を
感

じ
ら
れ
る
の
だ
。
勿
論
、
中

に
は
妾

に
子
供
を
生
ま
せ
る
男
も

い
る
。
男

の
妻

が
死
ん
だ
後

に
、
後
添
い
に
収
ま
る
妾
も

い
る
。
し
か

し
、
男

た
ち
が
妾

に
求
め

る

の
は
あ
く
ま
で
も

一
時

の
性
的
愉
悦

で
あ

り
、
非

日
常
的

な

一
刹
那

で
あ
る
。
妾
が
後
添
い
に
収
ま
り
、
本
妻
ら
し
く
日
常

に
ま
み
れ

て

い

っ
た
と
し
た
ら
、
ま
だ
性
的
欲
求

に
飽
き
足
ら
な
い
男
は
別

に
新
し

い
妾
を

求
め
る
こ
と

に
な

る
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
お
玉
対
お
常
と

い
う
構
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
よ

っ
て

見
え

て
く
る
の
は
、
お
玉

の

"不
幸
"
の
底
知
れ
な

い
深

さ
で
あ
る
。

一
度
妾

型

に
カ

テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
女

が
社
会
の
日
な
た
に
出

て
く
る
可
能
性

は
殆

ど

あ

り
得
な

い
こ
と
を
、
「
僕
」
は
お
常
を
お
玉
と
は
到
底
重

な

り
合

わ
な

い
正

反
対

の
女

に
造
型
す
る
こ
と

で
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し

て
い
る

の
だ
。

こ
こ
か

ら
も
、
「僕
」
が
お
玉
と
岡
田
が
結
ば
れ
な
か

っ
た
要
因
を

、
「青
魚
の
未
醤
煮
」

と

い
う
偶
然

に
求
め

て
い
な

い
こ
と
が
分
か

る
だ
ろ
う
。

岡
田
と
お
常
が
あ

の

夜
結
ば
れ

て
い
た
と
し
て
も
、
岡
田
が
お
常
を
見
る
ま
な

ざ
し
は
、
お
玉
の
求

め
る
も

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
お
玉
と
お
常

の
間

に
横
た

わ
る
果

て
し
な
く
深

い
谷
が
、
お
玉
と
岡
田
の
物
語

の
可
能
性
を
永
遠

に
拒
み
続
け

て
い
る
の
で
あ

る
。四

「
僕
」
の

〈
語
り
の
衝
動
〉

榊
敦
子

は
、
「僕
」
が

「岡

田
を
主
人
公

に
し
な
く

て
は

な
ら
ぬ
」

て
い
る

こ
と
に
関
し
、
以
下
の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

と
語

っ

「僕

」
は

「此
話
」
は

「
岡
田
を
主
人
公

に
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
言

っ

て
い
る
が
、

こ
れ
も
書
き
手
と
し

て
、
自
分
の
書

い
て

い
る
物
語
が
ど

の
よ

う

に
読

ま
れ
る

べ
き
か
を
、
指
示
し

て
い
る
言
と
言
え

よ
う
。
実
際
、
岡
田

に

つ
い
て
は
、
お
玉

や
末
造

に
比

べ
て
格
段
に
少
な

い
情
報
し
か
与
え
ら
れ

ず
、
彼

は
全
編
を
通
じ

て
ほ
と
ん
ど
何
も
し
な
い
し
、
何
も
考
え
な

い
。
し

た
が

っ
て
、
彼
を
主
人
公
と
見
な
す

こ
と
は
難
し
い
。

そ
れ

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
あ
る

い
は
、
だ
か
ら
こ
そ
、
書
き
手
は

「
し
な
く

て
は
な
ら
ぬ
」
と
い

う
表
現
を
用
い
て
、
書

き
手
と
し
て
の
意
志
を
強
固

に
表
明
し

て
い
る
の
で

あ

る
。

榊

の
言
う
通
り
、
全

二
十
四
章
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
、
岡
冊
の
登
場
す
る

の
は
僅
か
十

一
章

で
あ
り
、
半
分

に
も
満
た
な
い

(「弐
拾
壱
」

で
、

お
玉

が

岡
田

の
こ
と
を
考
え

る
の
も
含
む
)。

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
登
場

回
数

の
少

な

い

岡
田
を

「
主
人
公

に
し
な
く

て
は
な
ら
ぬ
」
物
語
と

は
、
い
か
な
る
も

の
で
あ

ろ
う
か
。

千
田
洋
幸
は
、

〈
一
人
称

の
語
り
〉
は

「
読
者
を

メ

ロ
ド

ラ
マ
的
な
恋
愛

の

内
部

へ
と
誘
導

し
て
ゆ
く
」
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。
確
か
に
、

〈
一
人
称

の
語
り
〉

だ
け
抽
出
し
て
み
れ
ば
、
「青
魚

の
未

醤
煮

」

と

い
う
偶

然

に
よ
る
悲
恋

の
物

語
を

〈読
者
〉
は
看
取
す
る

こ
と

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、

「
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
な
恋

愛
」
劇
、
「現
実
離
れ
し
た
お
と
ぎ
話
」

(注

14
)

と
言

う

に
相
応

し
い
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。
「
お
玉
と
相
識

に
な

つ
」

た
僕

は
、

あ

の
夜
お
玉
が
岡
田
を
待

っ
て
い
た
こ
と
を
知

っ
て
、
美
し

い

「お
と
ぎ
話
」

を
着
想
し
た
。
若
い

「
僕
」
は
、
岡
田
と

い
う
美
し

い
青
年
を
主
人
公
と
し
て
、

「
青
魚

の
未
醤
煮
」
が
出
な
け
れ
ば
、
と

い
う
架
空

の
物

語
を

空
想

し

て
い

っ

た
の
で
あ
る
。

そ
し

て
、

こ
の

「青
魚

の
未
醤
煮
」

に
よ
る
悲
劇
は
、
過
ぎ
た

青
春
に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
も
相
侯

っ
て
、
時
を
経

る
中

で

一
つ
の

〈
ロ

マ
ン
ス
〉
と
し
て

「
僕
」

の
中

で
結
実

し

た
。

こ
の

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

こ
そ
、

「
岡
田
を
主
人
公

に
し
な
く

て
は
な
ら
ぬ
」
も

の
で
あ

る
。

〈
ロ
マ

ン
ス
〉

の

主
人
公
は
、
美
男
子

で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
「僕
」

の
中

で
完
成

し
た

〈
ロ

マ
ン
ス
〉

は
、
美
し

い
男
女
が

一
つ
の
小
さ
な
偶
然

に
よ

っ
て
永
遠

に
会

わ
ず

に
し
ま
う
、
悲
恋
の
物
語
で
あ

っ
た
。

〈
一
人
称

の
語

り
〉
は
、
明
治
士

.一年

時

の
事
件

に
遭
遇
し

た

「僕
」
と
、
そ
の

「僕
」
を
ま
だ
相
対
化

で
き
な

い
、

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

の
夢

想
者

で
あ
る

「僕
」
と

の
間

に
流

れ
る
時
が
生
成
し
た
も
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の
で
あ
る
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
メ

ロ
ド
ラ

マ
」
が
完

成
す

る
の
は
、

明

治
十
三
年
時

の

「僕
」

一
人

に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
か
ら
過
去
を
回
顧

す

る
こ
と

で
妄
想
を
肥
大
化

さ
せ
て
い

っ
た

「僕
」

に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き

い

の
だ
。
「僕
」
は
美

し
い
岡
田
と
お
玉
を
主
人
公
と
す
る

こ
と

で
、

美
し

い
悲

恋

の
物
語
を
完
成
さ
せ
た
。

こ
れ
が
、
「読
者
を

メ

ロ
ド

ラ

マ
的
な

恋
愛

の
内

部

へ
と
誘
導
し

て
ゆ
く
」

〈
一
人
称

の
語
り
〉

で
あ
る
。

こ
こ
で
、
テ
ク
ス
ト

が
完
成

し
て
い
た
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、

青
臭

く
、

青
春

へ
の
憧
れ

に
満

ち

た

〈
ロ
マ
ン
ス
〉
と
な

っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
雁

』

と

い
う

テ

ク
ス
ト

は
、
そ
の
時
点

で
成
ら
な
か

っ
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
の

で
あ
る
。

.
、章
、

.一一章

で
見

て
き
た
よ
う

に
、

〈
語
り
手
〉
で
あ

る

「
僕
」
は
、

〈
ロ

マ
ン
ス
〉

の
外
に
目
を
向
け
、

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

の
成
立
し

な
か

っ
た
必
然
性
を

明
ら
か
に
し

て
い
る
。

「
僕
」

の
中

で
、

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

は
相
対
化

さ
れ

、

〈
ロ
マ
ン
ス
〉
の
可
能
性

は
こ
と
ご
と
く
否
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
先

に
見

て
き
た
よ
う
に
、
「僕
」
自
身

が
、
お
玉

は

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

の
ヒ

ロ
イ

ン
に
は
な
り
得
な

い
こ
と
を
知

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら

で
あ
る
。
美
男
美
女

さ
え
そ
ろ
え
ば
起

こ
り
得

る
と
、
安
易

に
想
像

で
き
た

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

で
あ

っ

た
が
、
二
.十
五
年
と

い
う
月
日
は

「
僕
」
に
現
実

を
知
ら

し
め
、
青
春

へ
の
甘

い
期
待
を
打
ち
崩
し
た
。
お
玉
が
、
妾
型
か
ら
抜

け
出
る

こ
と
は
到
底

で
き
な

い

こ
と
を
知

り
、
お
玉
と

の

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

の
成
立

に
は
金
銭
と
い
う
現
実
が

伴

う
こ
と
を
知

る
に
到
り
、
「僕
」

の
中
に

〈
語
り
の
衝

動
〉

が
起

こ

っ
た

の

だ
。

〈
ロ
マ
ン
ス
〉
を
相
対
化
す
る
視
点

に
立

つ
こ
と

で
、

〈
三
人
称

の
語

り
〉
が
生
み
出

さ
れ
た
。

そ
れ

は
、

「
僕
」

の
青

春
と

の
決

別
、

〈
ロ

マ
ン

ス
〉

に
対
す
る
諦
念
を
表
し

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「僕
」
も
ま
た
、
美

し
い
お
玉

の
魅
力

に
引
き
寄
せ
ら
れ
た

一
人

で
あ

っ
た
。

「
自
分
を
岡
田
の
地
位

に
置
き
た
い
」
と
い
う
の
は
、
明

治
十

二
、年

か
ら

く
ロ

マ
ン
ス
〉
を
完
成

さ
せ
る
ま

で
の

「僕
」

の
素
直

な
感
想

で
あ
る
。
若
か
り
し

頃

の
、
ま
だ

ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
な
夢
想
を
信
じ
る
こ
と

の
で
き
た

「僕
」

は
、

自
分
が

「
岡
田
の
地
位
」

に
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、

お
玉
と
の

〈
ロ
マ
ン
ス
〉
が

起

こ
り
得
る
と
思

っ
て
い
た
。
必
要
な

の
は
、
主
人
公
た
る
に
相
応

し
い
素
質

で
あ
り
、
実
際

に
岡
田
が
去

り
、
「
お
玉
と
相
識

に
な

つ
」

て
も

そ

こ
に

〈
ロ

マ
ン
ス
〉
が
起

こ
ら
な

い
の
は
、
自
ら
が
岡
田
の
よ
う
な
主
人
公
と
し

て
の
素

質
を
持

っ
て
い
な

い
か
ら
だ
、
と
岡
田
を
羨

む
気
持
ち
を
更

に
募

ら
せ
た

こ
と

だ
ろ
う
。

〈
ロ
マ
ン
ス
〉
と
い
う
夢
想
は
、

〈
ロ
マ
ン
ス
〉
か
ら
拒
ま
れ
る
者

に
こ
そ
起

こ
る
と
言

っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、

そ
れ
か
ら
時
を
経

て
、
「
僕
」
は

〈
ロ
マ
ン
ス
〉
と

い
う
夢

か
ら

醒
め
た

の
だ
。

テ
ク

ス
ト
の
末

尾
で
、
「僕
」
が

「
U
ハ僕

に
お
玉

の
情
人

に
な

る
要
約
の
備

は

つ
て
ゐ
ぬ

こ
と
は
論
を
須

た
ぬ
か
ら
、
読
者
は
無
用

の
臆
測
を

せ
ぬ
が
好

い
」
と
語

っ
て
い
る

こ
と

に
注
意
し
た

い
。
「
僕
」
は
、
「
お
玉

の
恋

ロ

　

人
」

で
も

「
お
玉

の
夫
」

で
も
な
く
、
「
お
玉

の
情
人
」

と

い
う
言
葉
を

用

い

て
い
る
。
「
僕
」

が

テ
ク

ス
ト
を
生
成
し
て
い
る

の
は
、
人

正
期

に
入

っ
て
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
頃

に
は

「恋
愛
」
と

い
う
言
葉

が
既

に
庶
民

に
も
浸
透
し

て

お
り
、
「
情
」
と
い
う
語

は
前
近
代
的
な
、
古
め
か
し

い
言
葉

と

し

て
受

け
と

め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た

,(注
15
)
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
「僕
」
が
敢

え
て

「情
」
と
い
う
語
を
用
い
る
の
は
、
お
玉
が

「
恋
人
」

や

「
夫
」
を
持
ち

得
る
立
場

の
女

で

は
な
く
、
前
近
代
的
な

「
情
」
と

い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、

図
ら
ず
も
玄
人
女
性

と
し

て
の
人
生

を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
い
女

で
あ
る
こ
と
を

意
識
し
た
上

で
テ

ク
ス
ト
を
構
成
し

て
い
る

こ
と
の
表
れ
で
あ

る
。
か

つ
て
お

玉

に
好
意
を
抱

い

て
い
た

「僕
」
は
お
玉
と
知
り
合

い
、

そ
し

て
青
春

の
甘

い

夢
が
醒
め

て
い
く

中

で
、
お
玉

は
金

に
よ

っ
て
得

る
し
か
な
い
こ
と
を
、

そ
し

て
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
「
情
人
」
と
し

て
束

の
間

の
関
係

を
持

つ
し
か

な

い

こ
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と
を
知
る
の

で
あ

る
。
「
僕
」

で
あ
ろ
う
と
岡
田

で
あ

ろ
う

と
、

お
玉

と

〈
ロ

マ
ン
ス
〉

を
築
き
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
岡
田
を
主

人

公

に
し

な
く

て

は
な
ら
ぬ
」
と

「
僕
」
が
断
る

の
は
、
そ
も
そ
も

「
僕
」

の
中

に
あ

っ
た
の
は
、

岡
田

の
よ
う
な
美
青
年
を
主
人
公
と
し
た

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

で
あ
り
、
彼
が

〈語

り
の
衝
動
〉
を
起

こ
す

の
は
、
そ
の
よ
う
な
美
し
い

く
ロ
マ
ン
ス
V

の
不
可
能

性
を
完
全

に
知
り
抜
い
た

こ
と
に
基
づ
く
か
ら

で
あ

る
。

「
僕
」

が

「
只
僕

に

～
」
と
語
る
の
は
、
「
岡
田
の
地
位
」
に
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

は
起

こ
り
得
な

い
こ
と
を
既

に
知

り
、
「僕
」
と
お
玉

の
物

語

な
ど
最
初

か
ら

空
想
す
る
の
も
無
駄

で
あ

る
と
、

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

へ
の
憧

憬
を
全

て
捨

て
去

っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
。

「僕
」

の

〈語
り

の
衝
動
〉

、

そ
れ

は

〈
ロ
マ

ン
ス
〉

の
裏
側
を
知

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
の
衝
撃
、

そ
し

て

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

に

対
す

る
幻
滅
、
諦
念

に
起
因
し

て
い
る

の
だ
。

「
僕
」
は
お
玉
を

「
お

ろ
か
な
女
性

」
と
見
下
し
た
り
、
非
難

し
て
い
る
の

で
は
決
し
て
な

い
。
そ
れ

は
、
「僕
」
が
お
玉

の
父
親
や
お

常

に
ま

で

「
物
語

化

へ
の
欲
求
」
を
働
か
せ
、

〈
ロ
マ
ン
ス
〉
不
成
立

の
原
因
を
お
玉
個
人

に
求

め

て
い
な
い
こ
と
か
ら
よ
く
分

か
る
。
「僕
」
が

「
物
語
化

」

し
た
か

っ
た

の

は
、
お
玉

の

〈
ロ
マ
ン
ス
〉

に
不
成
立

を
強

い
て
い
る
、

そ
の
男

女
の
構
図
だ
。

「
僕
」
は
、

〈
女
〉
が

〈
男
〉

の
ま
な
ざ
し
に
無
意
識

に
従

い
、

そ
し

て
不
幸

を
強

い
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す

る
。

以
下

の
箇
所
も
、

こ
の
よ
う
な

「僕
」

の

「物
語
化

へ
の
欲
求
」

に
よ

っ
て

組
み
込
ま
れ
た
言
説

で
あ
る
。

中

に
往
来

の
人

の
目

に
附
く
の
は
、
裁
縫
を
教

へ
て
ゐ

る
女

の
家

で
、
昼
間

は
格
子
窓

の
内

に
大
勢

の
娘

が
集
ま

つ
て
為
事
を
し

て
ゐ
た
。
時
候
が
好
く

て
、
窓
を
明
け

て
ゐ
る
と
き

は
、
我

々
学
生

が
通

る
と
、

い

つ
も

べ
ち

や
く

ち
や
盛

ん
に
し
や

べ

つ
て
ゐ
る
娘
共
が
、
皆
顔
を
挙
げ

て
往
来
の
方
を
見
る
。

そ
し
て
又
話
を
し
続

け
た
り
、
笑

つ
た
り
す
る
。

娘
た
ち

は
、
男
子

学
生
が
窓

の
外
を
通
る
と

一
斉

に
そ
ち

ら
を
見
る
。

そ
の

瞬
間
、
皆
娘
た
ち
は

「窓

の
女
」

に
な
る
の
で
あ
る
。
娘

た
ち

は
無
意
識

に
男

た
ち
が
自
分
を
眼
差

し
、
臼
分
を
選
び
取

る
の
を
待

つ
。
裁
縫
を
身

に
付
け

る

こ
と
は
、
勿
論
花
嫁
修
業

の
た
め

で
あ
る
が
、
師
匠
が
夫
亡
き
後
も
そ
れ
で
生

計
を
立
て
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
独
立

の
手
段
と
も
な

り
得
る
。
し
か
し
、

娘
た
ち
は
そ
ん
な

こ
と
は
思

い
も
寄
ら
ず
、
男
た
ち
が
自
分
を
選
び
取

っ
て
く

れ
る
そ
の
日
ま
で
花
嫁
修
業
を
積
む

の
で
あ
る
。

こ
の
中

に
は

「
堅
気
な
人
」

に
選
び
取
ら
れ
る
も

の
も
あ
る
だ
ろ
う
。

お
玉
と
同
じ
運
命

を
歩
む
も
の
も
あ

る
だ
ろ
う
。
お
玉

の
不
幸

は
、
お
玉

一
人

の
不
幸

で
は
な

い
の
だ
。

し
か
し
、
お
玉

に
不
幸
を
強
い
た
男
女

の
構
図
を
明
ら
か
に
し
た

「僕
」

の

く語
り
V
も
ま
た
、

そ
の
男
女
の
構
図
を
解
消
す
る
端
緒
と
な
る
も

の
で
は
な

く
、
結
局

そ
れ
を
再
構
成
す
る
装
置
と
し
て
働

い
て
し
ま
う
こ
と

に
は
留
意
す

べ
き

で
あ
る
。
「僕
」

は

〈男
〉

が

〈
女
〉
を
ま
な
ざ
す

そ

の
視
線

を
明

ら
か

に
す
る
た
め

に
、
お

玉
と
お
常
を
極
端

に
対
照
的

に
描

い
て
み
せ
た
。
お
玉

の

不
幸

の
構
図
を
明
ら

か
に
す
る
た
め

に
、

お
常
は
道
化

の
役
を
引
き
受
け
さ
せ

ら
れ
た
の
だ
と
言

っ
て
も

よ
い
。
結
果
、

〈読
者
〉
は
美
し
い
お
玉

に
ば
か
り

目
を
留
め
、
お
常

の
不
幸

に
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
。
そ
れ
は
、
お

常

に
関
す

る
先
行
論

の
少
な
さ
に
表
れ

て
い
る
だ
ろ
う
。
お
常
が
醜
く
造
型

さ

れ
た

こ
と
で
、
そ
の
不
幸

の
要
因

が
美
醜
の
問
題
と
す
り
替

え
ら
れ

て
し
ま

う

危
険
性
さ
え
そ
こ
に
は
あ
る
。
お
玉
と
お
常

は
極
端

に
対
照
的

に
造
型
さ
れ

て

い
る
が
、

そ
の
二
人

の
不
幸

の
要
因
は
同
じ
と

こ
ろ
に
求
め
ら
れ

る
。
お
常
も

ま
た
、

〈女
〉
を

二

つ
の
型

に
分
類
す
る

〈男
〉

の
ま
な
ざ
し
に
よ

っ
て
不
幸
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「僕」 の 〈語 りの衝動 〉森鴎外「雁」論

を
強

い
ら
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
「僕
」
は
、

〈
読
者
〉

に
お
玉

と

お
常
を
区
別
し

て
読
む

こ
と
を
要
求

し
、

一
見
す

る
と
、
美
女

ゆ
え
の
悲
劇
、

醜
女

ゆ
え

の
喜
劇
と
し

て
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
構
図
を
作
り
出

し
て
し
ま

っ
て

い
る
。
語

る

「僕
」

の
視
線
も
ま
た
、

〈
女
〉
を

二
元
的

に
分
類
す
る

こ
と
か

ら
逃
れ
ら
れ

て
い
な

い
の
だ
。
お
玉

の
自
慰
行
為
を
語

っ
て
し
ま
う
の
も
ま
た
、

お
玉
を

〈性
〉
的
な
存
在
と
し
て
ま
な
ざ
し

て
い
る
こ
と
の
証

で
あ
る
。
だ
か

ら

こ
そ
、
「僕

」
は
新
し

い
形

の

〈
ロ
マ
ン
ス
〉
を
夢
想

す

る
こ
と
が

で
き
ず
、

〈
ロ
マ
ン
ス
〉
と

の
決
別
を
語
る
し
か
な
か

っ
た
の
だ

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〔注

〕

(
1

)
千

田
洋
幸

「
転

位

す

る
語

り

ー

「
雁

」

1

」

(
「
立
教

大

学

日
本
文

学
』

第
六

十

四
号

)
平

成

二

・
七

(
2

)
榊
敦

子

「
行
為

と

し

て

の
小

説

ナ
ラ

ト

ロ
ジ

ー
を
超

え

て
」

(平

成
八

・
六

新

曜
社

)

(
3
)
大
石
直
記

「森
鴎
外

「雁
」
試
論
ー

語
り
手

(僕
》
の
位
相
と

(物
語
》

の
組

成
1

」

(「
国
語

と
国

文
学

」
第

七
十

三
巻

二
号
)
平

成

八

・
二

東

京

大

学

国

語
国

文

学

会

(
4
)
大

石
前

掲
論

文

(
5
)
大

石

は
論

の
中

で

.
貫

し

て

「
ラ
ブ

・
ロ

マ
ン
ス
」
、

「
ロ

マ
ン
ス
」

と

い

っ
た
表

現

を
し

て
い
る

が
、
「
僕

」

の
夢
想

し

て
い
た

〈
ロ
マ

ン

ス
〉

が

ど

の
よ

う

な

も

の

か

、

(
ロ
マ
ン

ス
〉

と

い

っ
た
名

で
表

さ
れ

る
も

の
な

の
か
は
、

改

め

て
検

討

す

る

必

要

が
あ

る
だ

ろ
う
。

明

治
十

三
年

に

は
ま
だ

「
新

し

い
小

説

や
脚
本

は
出

て

ゐ
」

な

か

っ
た

の
で
、
明

治
十

二
、年
時

の

「
僕

」

が
男

女

の
関

係

を

想

起

す

る
際

に
、

〈
ロ
マ

ン
ス
〉

と

い
う
言
葉

か

ら
連

想

さ
れ

る
よ
う

な

ロ
マ

ン
チ

ッ
ク

・
ラ
ブ

を

想

像

し

て

い
た
と

は
考

え

に
く

い
。
事

実
、

明
治

-r
一
..年
時

の

「
僕

」
は
、

岡

田

が

お

玉

の
た

め

に
蛇

田

退
治

を
す

る

こ
と

に
な

っ
た

.
件

を
、

「
明

治
初

期

の
文

人

た

ち
」

が

「
表

に
出

し

て
読

む
本

で
は
な

い
と
思

い
、

隠
し

て
読

ん

で

い

た
」

「
金

瓶

梅

』

と

重
ね

て
お

り
、
「
蛇
退

治
を

き

っ
か
け

に
、

お
玉

と

岡

田

の
間

に
何

か

色

事

め

い

た

こ
と

が
芽
生

え

た

の
で
は

な

い
か
と
推

測
し

、
同

じ

く
美
人

で
妾

で
あ

る

金

蓮

の

男
性
遍
歴
を
想
起
し
」
て
い
る

(林
淑
丹

「森
鴎
外

「雁
」
と

『金
瓶
梅
」
ー

物

語
の
交
錯
1

」
/

「鴎
外
』
六
十
九
号

平
成
卜
三

・
七

森
鴎
外
記
念
会
)
。

〈
ロ
マ

ン
ス
〉
と

い
う
言
葉

を
用

い
る

の
な

ら
ば
、

寧

ろ
、

明
治

卜
二
.年

の

「
僕

」

の
妄
想

に

〈
ロ
マ
ン
ス
〉
と

名
付

け

て
し
ま

う
可
能

性

の
あ

る

の
は
、

明

治

卜

三

年

か
ら
時

を
経

て
、

〈
ロ
マ

ン
ス
〉

と

い
う
言
葉

と

そ

の
意
味

を
知

っ
た

「
僕

」

で

あ

る
と
言

う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

大
石

は

こ

の
点

に
関

し

て
、
無

自
覚

で
あ

る
と

言

わ

ざ

る
を
得

な

い
。
小

論

に
お

い

て
は
、
大

石

に
倣

っ
て

〈
ロ
マ
ン

ス
〉
と

い
う

言

葉

を

使

用

し

て
い
く

が
、

こ
れ

は
、
明

治
十

三
年
時

の

「
僕

」

の
中

に
起

こ

っ
た
妄

想

を

指
す

の
で
は
な

く
、

そ
れ

か
ら

三
十

五
年

と

い
う
月

日
を
経

て

(
或

い
は

そ

の
過

程

で
)
自

ら

の
過

去
を

回
顧

し
た

と
き

に
、

岡
田

と
お

玉

の
事

件

を

〈
ロ

マ

ン

ス
〉

と

い
う
言
葉

に
表

さ
れ

る
男
女

関
係

に
よ

っ
て
塗

り
替

え

よ
う
と

し

て
し

ま

う

〈
語

り

手

〉
と

し

て
の

「
僕

」

の
意

志

を
指
す

こ
と
と

す

る
。

が
、

こ
れ

に

つ
い

て

は
後

に

詳

述
す

る
。

(
6
)

お
玉

と
岡

田

の

〈
ロ
マ
ン
ス
〉
が
成

ら

な
か

っ
た

の
は
偶
然

で
は
な

く
、

必

然

と

見

る

の
が
、
近

年

の

『
雁
』

研
究

の
主
流

で
あ

る
と

言

え
よ

う
。

が
、
例

え

ば

、

平

成
十

.
年

発
行

の
新

潮
文

庫
版

『
雁
』

の
背
表

紙

に

は
、

あ

ら
す

じ
と

し

て

「
女

中

と

二
人
暮

し

の
お
玉

は
人

学
生

の
岡

田
を

知

り
、

し
だ

い

に
思

慕

の
情

を

つ
の
ら

せ

る
が
、

偶
然

の
重

な

り
か
ら

二
人

は
結
ば

れ
ず

に
終

る
…
…
。
」
と

書

か
れ

て
お

り
、

一
般
的

に
は

「
雁
」

を
偶

然

が
引
き

起

こ
し

た
悲
恋

物
語

と
捉

え

る
傾

向

が

依

然

と

し

て
あ

る
と
言

え

る
。
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(
7
)
竹
盛

天
雄

「
「
雁
』

に

つ
い

て
」

(
『
鴎
外

そ

の
紋

様
』
)

昭
和

五
十
九

・
七

小
沢
書

店

(
8

)
儒
教

の
立

場

に
お

い
て
は
、

「
小

説

は
そ
れ

が

フ

ィ

ク

シ

ョ
ン

で
あ

る
と

い
う

だ

け

の
理
由

で
、

反
道

徳
的

と

み
な

さ
れ
」

て
い
た
。

「
儒

学

的

伝

統

に
も

と

つ

く

文

学

観

は
、

わ

が
国

の
近
世

知
識

人

の
間

に
も
広

く
共

有

さ
れ

て
」
お

り
、

こ

の

よ
う

な

「儒

教
的

文

学
観

が
崩

壊
す

る
の

は
、

明
治

に
至

っ
て
坪
内

迫
遥

ら

に
よ

り
、

西

欧

の
近

代
文

学

理
論

が
導

入

さ
れ

て
以

後

の

こ
と

で
あ

る
」

(
高

橋

一
郎

「
明

治

期

に
お

け

る

「
小

説
』

イ

メ

ー
ジ

の
転

換

-

俗
悪

メ
デ

ィ

ア
か
ら

教
育

的

メ

デ

ィ
ア

へ
ー

」
/

「
思

想
」

八
百

卜

二
号

平
成

四

二

一

岩

波
書

店

)
。

お
玉

の
父

親

は
、

こ
の
よ

う
な
近

世
的

な
観

点

か
ら

「
読

み
本

」

に
対

す

る
嫌
悪

感
を

示

し

て

い

た
と

思

わ
れ

る
。

(
9
)
佐

伯
順

'r

『
色

」

と

「
愛

」

の
比
較

文
化

史
』

平
成
十

・

一

岩
波
書

店

(
10
)

「
明
治

文
化

全
集

第

八
巻

風

俗
編

」

昭
和

三

・
ニ

ロ
本
評

論
社

(
11
)
佐

伯
前
掲

論

文

(
12
)
佐

伯
前

掲
論

文

(
13
)
酒

井
敏

「
「
雁
」

論
-

未

造
と

岡

田

の
造

型
を

め
ぐ

っ
て
ー

」

(『
早

稲

田
大

学

大
学

院
文

学

研
究
科

紀
要

」
別

冊
十

二
集
)

昭
和

六
↑

一
・

.

(
14
)
千

田
前
掲

論

文

(
15
)
佐

伯
前

掲
論

文
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な

お
、

テ
ク

ス

ト
の
引

用

は
岩

波
書

店
版

「
鴎

外
全

集
」

第
八
巻

(昭
和
四
士

ハ
・

十

一
)

に
拠

っ
た
。

(
た

な
か

え

み
り

・
明
治

大
学

大
学

院
博

士
後

期
課

程
在
学

)


