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一
、
小
栗
風
葉
と
ゴ
ー
リ
キ
ー

　

一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
五
月
、長
編
『
青
春
』（『
読
売
新
聞
』

一
九
〇
五
・
三
・
五
～
一
九
〇
六
・
一
一
・
一
二
）
な
ど
で
知
ら
れ
る
小

説
家
の
小
栗
風
葉
は
、
前
々
年
の
秋
に
豊
橋
の
実
家
に
帰
ら
せ
た
妻

子
を
呼
び
寄
せ
て
、
牛
込
区
矢
来
町
三
番
地
に
新
居
を
構
え
、
創
作

に
打
ち
込
ん
だ
。
岡
保
生
は
「
こ
の
こ
ろ
の
友
人
と
し
て
は
、
や
は

り
花
袋
ら
、
そ
れ
に
沼
波
瓊
音
な
ど
が
も
っ
と
も
親
し
く
、
七
月
上

旬
に
は
花
袋
と
連
れ
だ
っ
て
利
根
川
筋
に
遊
ん
だ
り
し
て
い
る
。
門

下
生
の
霊
華
な
ど
を
相
手
に
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、ゴ
ー

リ
キ
イ
な
ど
、
外
国
文
学
を
読
み
、
新
し
い
文
壇
の
動
向
に
も
注
意

を
怠
ら
な
か
っ
た
。」（

（
（

と
、
当
時
の
風
葉
の
文
壇
上
の
交
流
と
読
書

内
容
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ロ
シ
ア

作
家
マ
キ
シ
ム
・
ゴ
ー
リ
キ
ー
（М

аксим Горький

、
一
八
六
八

─
一
九
三
六
）
の
名
で
あ
る
。
最
新
の
外
国
文
学
を
渉
猟
し
、
そ
の

読
書
体
験
を
通
じ
て
獲
得
し
た
様
々
な
要
素
を
自
分
自
身
の
創
作
に

意
欲
的
に
採
り
入
れ
る
、
言
っ
て
み
れ
ば
「
換
骨
奪
胎
」（

（
（

の
作
家
と

し
て
賞
讃
と
罵
倒
を
と
も
に
浴
び
せ
ら
れ
た
風
葉
の
文
学
的
な
関
心

は
、
こ
の
時
期
、
こ
れ
ま
で
愛
読
し
て
き
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ（

3
（

と
モ
ー

パ
ッ
サ
ン（

（
（

か
ら
、「
露
国
の
新
文
豪
」（

（
（

と
し
て
一
九
〇
一
（
明
治

三
四
）
年
に
日
本
で
初
め
て
紹
介
さ
れ
、
日
露
戦
争
後
の
自
然
主
義

勃
興
に
伴
っ
て
俄
か
に
人
気
を
博
し
た
ゴ
ー
リ
キ
ー
へ
移
り
始
め
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
十
数
年
に
も
お
よ
ぶ
文
筆
活
動
を
振
り
返
っ
て
、
そ
の
間

の
代
表
作
の
素
材
と
執
筆
背
景
を
解
説
し
た
随
筆「
作
物
と
モ
デ
ル
」

（『
新
潮
』
一
九
〇
六
・
一
〇
）
で
、
風
葉
の
ゴ
ー
リ
キ
ー
へ
の
傾
倒

浮
浪
者
の
こ
と
ば

― 
小
栗
風
葉
訳
「
強
き
恋
」
に
み
る
〈
書
き
換
え
〉
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て 

―

ブ
ル
ナ
・
ル
カ
ー
シ
ュ
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ぶ
り
を
は
っ
き
り
と
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
中
に
風
葉
が
、

か
つ
て
九
州
旅
行
中
下
関
付
近
で
船
が
遭
難
し
た
た
め
余
儀
な
く
現

地
の
木
賃
宿
で
数
日
間
泊
ま
っ
た
と
い
う
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）

年
一
〇
月
の
実
体
験
を
思
い
返
す
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
下
関
の
木
賃

宿
で
一
緒
に
な
っ
た
と
い
う
人
た
ち
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
書

き
つ
ら
ね
て
い
る
。（

6
（

其
時
合
宿
に
な
つ
た
連
中
と
云
ふ
は
、
布
哇
に
渡
航
を
企
て
ゝ

悪
周
旋
家
の
為
に
、
旅
費
を
ス
ツ
カ
リ
巻
上
げ
ら
れ
た
の
で
、

今
更
国
に
も
帰
れ
な
い
、
何
う
か
し
て
布
哇
ま
で
の
旅
費
を
稼

ぎ
出
さ
う
と
、
毎
日
石
垣
工
事
か
何
か
に
傭
は
れ
て
居
た
近
国

の
百
姓
が
一
人
、
其
当
時
の
事
ゆ
ゑ
一
日
の
労
銀
が
、
僅
か

三
十
幾
銭
、
そ
れ
に
労
働
の
烈
し
い
の
で
何
う
し
て
も
買
喰
を

す
る
。
旅
費
な
ぞ
は
一
文
も
残
ら
な
い
。
毎
日

く
ガ
ツ
カ
リ

疲
れ
て
帰
つ
て
来
て
は
、「
あ
ゝ
！
今
日
も
喰
つ
て
了
つ
た
！
」

と
溜
息
を
吐
い
て
居
る
。
ま
る
で
チ
エ
ル
カ
ツ
シ
ユ
の
中
に
あ

る
若
い
農
夫
の
や
う
な
男
。
其
他
に
は
お
世
辞
も
の
で
、
狡
猾

で
、
内
々
小
金
を
貯
め
て
る
と
云
ふ
四
十
恰
当
の
夫
婦
者
の
蝙

蝠
傘
の
張
替
屋
が
居
た
。
ゴ
ル
キ
イ
の
作
品
に
あ
る
猶
太
人
ソ

ツ
ク
リ
。

　

処
女
作
『
片
ゑ
く
ぼ
』（
春
陽
堂
、
一
八
九
四
・
一
二
）
か
ら
、
風

葉
が
東
京
を
去
る
直
前
に
書
か
れ
、
彼
の
「
掉
尾
の
名
作
」（

7
（

と
さ
れ

る
短
編
「
世
間
師
」（『
中
央
公
論
』
一
九
〇
八
・
一
〇
）
に
至
る
ま
で
、

下
関
で
の
遭
難
事
件
と
木
賃
宿
滞
在
の
経
験
は
風
葉
の
複
数
の
作
品

で
素
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。（

（
（

し
か
し
、
こ
こ
で
風
葉
は
、
下
関

の
木
賃
宿
で
出
会
っ
た
「
農
夫
」
や
「
蝙
蝠
傘
の
張
替
屋
」
の
姿
に
、

こ
の
実
体
験
か
ら
一
〇
年
以
上
経
っ
て
か
ら
読
ん
だ
ゴ
ー
リ
キ
ー
の

短
編
「
チ
ェ
ル
カ
ッ
シ
ュ
」（

（
（

に
登
場
す
る
ガ
ブ
リ
ロ
と
い
う
百
姓
と
、

二
葉
亭
四
迷
が
訳
し
た
、
同
じ
く
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
短
編
「
猶
太
人
の

浮
世
」（

（1
（

に
登
場
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
行
商
人
カ
イ
ン
の
人
物
像
を
重
ね

合
わ
せ
て
い
る
。
風
葉
は
こ
の
頃
い
か
に
強
く
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
文
学

に
引
か
れ
て
い
た
か
を
窺
わ
せ
る
文
章
で
あ
る
。（

（（
（

　

こ
う
し
た
ゴ
ー
リ
キ
ー
へ
の
関
心
は
お
よ
そ
一
年
後
、
風
葉
の
翻

訳
「
強
き
恋
」（『
日
本
』
一
九
〇
七
・
一
〇
・
七
～
一
一
・
一
七
、
の

ち
に
『
強
き
恋
』〈
春
陽
堂
、
一
九
〇
八
・
一
一
〉
と
し
て
刊
行
）
を

も
っ
て
実
を
結
ん
だ
。こ
れ
は
、青
年
時
代
に
ロ
シ
ア
の
各
地
を
転
々

と
放
浪
し
た
と
い
う
実
体
験
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
浮
浪
者
、
乞
食
や

泥
棒
の
自
由
奔
放
な
生
活
を
描
い
た
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
い
わ
ゆ
る
〈
浮

浪
者
も
の
〉
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
「
マ
ー
リ
ワ
」（

（1
（

を
訳
し
た
も

の
で
あ
る
。
新
聞
連
載
時
、
ま
た
単
行
本
化
の
際
に
も
小
栗
風
葉
の

名
を
冠
し
て
刊
行
さ
れ
た
が
、
吉
田
精
一
は
「
読
ん
で
は
面
白
い
写

実
的
な
中
篇
で
、
強
烈
な
印
象
を
与
へ
る
が
、
筆
致
は
風
葉
の
も
の

で
な
く
、
硬
く
て
荒
い
文
体
や
仙
台
方
言
の
多
用
な
ど
か
ら
真
山
青
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果
の
代
作
で
あ
ら
う
」（

（1
（

と
、
訳
者
は
風
葉
の
弟
子
真
山
青
果
で
あ
る

と
推
測
し
て
い
る
。
確
か
に
風
葉
の
名
が
付
く
こ
の
時
期
の
作
品
の

中
に
は
、
弟
子
の
真
山
青
果
や
岡
本
霊
華
ら
に
よ
る
代
作
が
多
く
含

ま
れ
て
い
る
が
、
吉
田
が
述
べ
る
「
硬
く
て
荒
い
文
体
や
仙
台
方
言

の
多
用
」
は
、「
強
き
恋
」
を
代
作
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
に
果
た

し
て
充
分
な
根
拠
な
の
だ
ろ
う
か
。（

（1
（

　

真
山
青
果
自
身
は
「
小
栗
風
葉
論
」（『
新
潮
』
一
九
〇
七
・
九
）

の
中
で
、
自
分
が
関
わ
っ
た
代
作
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。風

葉
氏
と
代
作
と
は
、
昨
年
以
来
、
随
分
や
か
ま
し
い
問
題
で
、

風
葉
と
云
ふ
と
直
ぐ
代
作
を
聯
想
す
る
や
う
に
な
つ
た
。（
…
）

私
が
風
葉
氏
の
代
作
を
し
た
の
は
昨
年
の
二
月
か
ら
十
二
月
ま

で
の
間
で
あ
る
。
数
は
可
也
あ
る
。
尤
も
そ
の
前
に
も
一
つ
あ

る
が
、
そ
れ
は
翻
訳
も
の
で
、
風
葉
氏
が
手
を
入
れ
た
の
だ
か

ら
、
厳
重
に
代
作
と
云
ふ
訳
に
は
行
く
ま
い
。
そ
の
後
は
一
つ

も
無
い
。

　
「
強
き
恋
」
の
新
聞
連
載
は
一
九
〇
七
年
一
〇
月
七
日
に
開
始
さ

れ
、こ
の
「
小
栗
風
葉
論
」
は
そ
の
直
前
に
書
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
青
果
は
、
昨
年
代
作
を
多
数
発
表
し
た
も
の
の
、「
そ
の
後

は
一
つ
も
無
い
」
と
断
言
し
て
い
る
が
、
そ
う
書
く
と
同
時
に
、
或

い
は
そ
の
直
後
に
師
に
任
さ
れ
た「
強
き
恋
」の
翻
訳
に
取
り
掛
か
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
、
疑
問
は
残
る
。

　

ま
た
、
青
果
は
、
以
前
に
自
分
が
携
わ
っ
た
「
翻
訳
も
の
」
に
風

葉
が
「
手
を
入
れ
た
」
た
め
「
厳
重
に
代
作
と
云
ふ
訳
に
は
行
く
ま

い
」と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
注
目
す
べ
き
だ
。
風
葉
自
身
は「
余

の
過
去
と
代
作
」（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
八
・
一
一
）
の
中
で
「
無

論
代
作
だ
と
て
世
間
の
人
の
考
へ
て
居
る
や
う
に
手
の
か
ゝ
ら
ぬ
も

の
で
は
決
し
て
な
く
、
そ
れ
を
添
削
し
た
り
改
作
し
た
り
す
る
に
少

な
か
ら
ぬ
労
力
を
費
し
て
居
る
。」
と
や
や
弁
解
じ
み
た
調
子
で
同

じ
旨
を
述
べ
て
い
る
。
小
栗
風
葉
の
名
の
付
く
代
作
と
は
、
執
筆
の

一
切
を
弟
子
に
任
せ
て
自
分
は
目
も
通
さ
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で

は
な
く
、む
し
ろ
弟
子
と
の
〈
共
同
創
作
〉
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
、

と
風
葉
が
こ
こ
で
主
張
し
て
い
る
。
但
し
、
代
作
問
題
で
同
時
代
の

文
壇
で
厳
し
く
責
め
ら
れ
て
い
た
風
葉
が
書
い
た
文
章
で
あ
る
た

め
、
こ
の
説
明
の
信
憑
性
が
疑
わ
れ
る
。
結
局
、「
強
き
恋
」
は
師

の
風
葉
の
作
品
な
の
か
、
弟
子
の
青
果
の
作
品
な
の
か
、
判
断
す
る

に
は
両
者
の
前
後
の
作
品
を
分
析
し
、
表
現
・
文
体
上
の
共
通
点
を

突
き
止
め
る
他
な
い
が
、青
果
と
風
葉
の
発
言
を
勘
案
し
て
み
る
と
、

仮
に
「
強
き
恋
」
は
青
果
に
よ
る
代
作
で
あ
る
に
し
て
も
、
風
葉
が

何
ら
か
の
形
で
そ
の
生
成
過
程
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
て
も
い
い

だ
ろ
う
。（
な
お
、
本
論
で
は
以
上
の
代
作
問
題
を
意
識
し
た
上
で
、

「
強
き
恋
」
を
敢
て
〈
小
栗
風
葉
訳
〉
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由



― 3（ ―

に
つ
い
て
は
本
論
の
末
尾
に
改
め
て
説
明
し
た
い
。）

　

こ
う
し
た
「
強
き
恋
」
は
翻
訳
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ど
の
よ
う
な
特

徴
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
連
載
の
初
回
に
風
葉
は
「
本
篇
は
素
と
ゴ

ル
ギ
ー
よ
り
得
た
る
も
の
な
れ
ど
、
敢
て
翻
訳
に
も
あ
ら
ず
、
さ
り

と
て
翻
案
と
云
は
ん
も
如
何
が
、暫
ら
く
読
者
の
認
定
に
任
す
」（『
日

本
』
一
九
〇
七
・
一
〇
・
七
）
と
い
う
説
明
文
を
添
え
、
翻
訳
で
も
な

け
れ
ば
翻
案
で
も
な
い
、
と
極
め
て
曖
昧
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
岡
保
生
は
「
ゴ
ー
リ
キ
イ
の
翻
案
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
翻
訳
に
よ
り
近
い
も
の
と
い
う
べ
き
」（

（1
（

と
指
摘
し
て
い
る
。「
強

き
恋
」
と
風
葉
が
翻
訳
の
底
本
と
し
て
使
用
し
た
英
訳
の
テ
キ
ス
ト

を
比
較
照
合
し
て
み
る
と
、「
強
き
恋
」
で
は
舞
台
が
日
本
に
設
定

さ
れ
、
登
場
人
物
の
名
前
も
日
本
の
名
前
に
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、

全
体
と
し
て
「
マ
ー
リ
ワ
」
の
物
語
内
容
を
忠
実
に
訳
し
、
文
体
と

表
現
の
質
を
も
大
分
保
持
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、「
翻
訳
に

よ
り
近
い
も
の
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
も
差
支
え
が
な
か
ろ
う
。（

（1
（

と

は
い
え
、「
強
き
恋
」
の
翻
訳
テ
キ
ス
ト
に
は
二
つ
の
著
し
い
〈
書

き
換
え
〉（

（1
（

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
一
つ
は
結
末
場

面
の
一
部
削
除
に
よ
る
〈
書
き
換
え
〉
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
会
話

文
に
日
本
語
の
方
言
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
る
〈
書
き
換
え
〉
で
あ

る
。
本
論
で
は
こ
の
二
つ
の
問
題
点
に
着
目
し
、「
強
き
恋
」
と
底

本
の
テ
キ
ス
ト
の
比
較
分
析
を
行
な
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て「
強
き
恋
」

の
翻
訳
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、「
強

き
恋
」
の
代
作
問
題
に
新
し
い
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

二
、
削
除
に
よ
る
〈
書
き
換
え
〉
と
そ
の
効
果

　
「
マ
ー
リ
ワ
」
は
小
さ
な
無
名
の
港
町
を
主
要
な
舞
台
と
し
て
、

田
舎
に
妻
子
を
残
し
て
出
稼
ぎ
に
来
た
、
町
の
近
く
に
あ
る
漁
場
の

見
張
り
を
つ
と
め
る
老
爺
ワ
シ
リ
ー
と
、
町
に
住
ん
で
い
る
お
転
婆

な
女
性
マ
ー
リ
ワ
の
恋
愛
関
係
を
描
く
。
世
間
の
道
徳
を
全
く
気
に

掛
け
な
い
二
人
の
放
縦
な
生
活
は
、
父
を
追
い
掛
け
て
き
た
ワ
シ

リ
ー
の
息
子
ヤ
コ
フ
の
突
然
の
到
来
に
よ
っ
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
欲

情
を
そ
そ
る
マ
ー
リ
ワ
の
姿
に
魅
せ
ら
れ
た
ヤ
コ
フ
は
父
へ
の
反
抗

と
競
争
心
を
次
第
に
募
ら
せ
、
つ
い
に
親
子
の
対
決
が
不
可
避
的
と

な
る
。
そ
の
結
果
、
ワ
シ
リ
ー
は
初
め
て
自
分
の
老
い
を
自
覚
し
、

夫
の
帰
郷
を
何
年
も
待
ち
侘
び
る
妻
が
い
る
村
に
帰
っ
て
い
く
。

　

こ
う
し
た
「
マ
ー
リ
ワ
」
を
昇
曙
夢
は
既
に
一
九
〇
五
（
明
治

三
八
）
年
に
評
論
「
文
学
者
ゴ
リ
キ
イ
」（『
時
代
思
潮
』

一
九
〇
五
・
一
〇
）
の
中
で
「
愛
情
と
自
由
の
広
闊
な
る
理
想
に
対

す
る
本
能
的
衝
動
」
に
促
さ
れ
る
「
純
粋
の
動
物
的
生
活
を
詩
化
し
」

た
作
品
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
曙
夢
は
更
に
「
活
画
は
凡
て
現
実

の
真
相
に
し
て
、
加
ふ
る
に
色
彩
頗
る
鮮
明
を
極
め
、
一
言
一
句
皆

な
疑
ひ
な
き
美
と
独
創
と
勢
力
と
に
溢
れ
た
り
。
然
れ
ど
も
若
し
此
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の
作
者
が
以
上
二
足
動
物
の
代
り
に
真
個
四
足
動
物
の
色
欲
と
生
活

と
を
描
き
し
な
ら
ん
に
は
、
其
間
果
し
て
何
等
の
差
別
あ
る
か
を
言

へ
よ
。」
と
、
性
欲
に
動
か
さ
れ
る
主
要
人
物
の
行
動
を
露
骨
に
描

出
し
た
こ
の
作
品
の
特
徴
を
や
や
否
定
的
な
語
調
で
解
説
し
て
い

る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
「
マ
ー
リ
ワ
」
は
日
露
戦
争
後
の
日
本
文
壇

で
大
い
に
注
目
を
浴
び
、
大
正
初
期
ま
で
に
風
葉
の
「
強
き
恋
」
を

含
め
て
三
度
も
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。（

（1
（

　

こ
こ
で
、
小
栗
風
葉
は
「
マ
ー
リ
ワ
」
を
ど
の
よ
う
に
訳
し
た
の

か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
が
、
作
品
分
析
に
先
立
ち
、「
強
き
恋
」

の
訳
者
が
翻
訳
の
底
本
と
し
た
テ
キ
ス
ト
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
風
葉
は
英
文
の
読
解
力
が
高
く
、「
強
き
恋
」
は
風
葉
の
他

の
翻
案
・
翻
訳
と
同
様
に
英
語
か
ら
翻
訳
さ
れ
た
重
訳
で
あ
る
。
こ

の
時
期
、
日
本
で
は
Ｂ
・
モ
ン
テ
フ
ィ
オ
レ
（D

ora B. 
M

ontefiore

、
一
八
五
一
─
一
九
三
三
）
訳
『
オ
ル
ロ
フ
夫
婦
お
よ

び
マ
ー
リ
ワ
』T

he O
rloff Couple and M

alva

（London: 
W

illiam
 H

einem
ann, （（0（

）
と
Ｉ
・
ス
ト
ラ
ン
ニ
ク
（Ivan 

Strannik

、
生
没
年
未
詳
）
訳
『
二
十
六
人
と
一
人
、
そ
の
他
』

T
w

enty-six and O
ne, and O

ther stories

（N
ew

 Y
ork: J.

F.T
aylor&

Com
pany, （（0（

）
の
二
種
類
の
英
訳
が
流
通
し
て
い

た
が
、
風
葉
は
果
た
し
て
ど
れ
を
使
っ
た
の
か
。

① 「
主
は
伜
を
俺
と
縁
切
ら
す
べ
え
為
め
だ
な
、
腐
れ
女
端
め
。

為
る
に
事
欠
い
て
何
た
る
事
す
る
、
主
あ
耻
し
く
無
え
か
、

惡
い
た
思
は
ね
え
か
。」

② “Y
ou w

ill m
ake m

e lose m
y boy, lose him

 
altogether; you sorceress! H

ave you no fear of 
God? A

re you not asham
ed? ... W

hat are you going 
to do? ”

③ “Y
ou w

ill ruin m
y boy, ruin him

 entirely. Y
ou do 

not fear God, you have no sham
e! W

hat are you 
going to do? ”

　

①
は
「
強
き
恋
」
の
連
載
最
終
回
（
一
九
〇
七
・
一
一
・
一
七
）
か

ら
の
引
用
で
あ
る
。
②
の
モ
ン
テ
フ
ィ
オ
レ
訳
と
③
の
ス
ト
ラ
ン
ニ

ク
訳
と
付
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、「
伜
を
俺
と
縁
切
ら
す
べ
え
為
め

だ
な
」
と
い
う
一
文
は
、
③
の“Y

ou w
ill ruin m

y boy ”

（「
お

前
は
俺
の
息
子
を
駄
目
に
す
る
」）
で
は
な
く
、
②
の“Y

ou w
ill 

m
ake m

e lose m
y boy ”

（「
お
前
の
せ
い
で
俺
は
息
子
を
失
う
」）

を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、「
腐
れ
女

端
め
」
は
②
の“you sorceress ”

（「
魔
女
め
」）
に
対
応
し
、
③

の
ス
ト
ラ
ン
ニ
ク
訳
に
は
こ
の
罵
倒
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
風

葉
が
モ
ン
テ
フ
ィ
オ
レ
訳
を
底
本
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

T
he sea laughed.
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It thrilled beneath the w
arm

 light breath of the 
w

ind, and its surface becam
e covered w

ith faint 
ripples, reflecting dazzingly the sun; w

hilst, w
ith its 

thousand silvery lips it laughed back to sky. (...)
In the shade of a boat V

assili Legostev w
as lying 

dow
n; his duty w

as to w
atch over the interests of 

the fishing m
erchant Grebentchikov, w

hose fisheries 
w

ere established on this prom
ontory.

海
は
笑
つ
た
。

和
か
く
暖
か
い
息
吹
の
風
は
、海
上
一
面
の
小
皺
を
戦
が
せ
て
、

眩
し
い
程
ギ
ラ

く
と
日
光
を
照
返
す
。
其
は
又
無
数
の
小
波

が
唇
を
一
斉
に
、
空
に
向
け
て
笑
返
し
た
も
の
と
も
見
れ
ば
見

ら
れ
る
。（
…
）

小
船
の
日
陰
に
荒
莚
を
敷
い
て
臥
伏
つ
て
居
る
の
は
猪
之
作
爺

で
あ
る
。
爺
と
云
つ
て
も
今
年
五
十
幾
歳
、
骨
組
の
堅
い
、
角

力
な
ぞ
は
血
気
の
若
者
が
及
ば
ぬ
と
云
ふ
、
恐
ろ
し
く
巌
丈
な

老
爺
で
あ
る
。
こ
の
界
隈
一
帯
は
小
楢
屋
の
特
許
漁
業
場
な
の

で
、
其
小
楢
屋
に
雇
れ
て
、
此
所
の
番
小
屋
に
唯
一
人
、
時
々

入
込
ん
で
来
る
漁
場
荒
の
漁
船
を
見
張
つ
て
居
る
が
老
爺
の
役

目
で
あ
る
。

　
「
強
き
恋
」
の
冒
頭
場
面
で
あ
る
。
前
述
し
た
通
り
、「
強
き
恋
」

は
登
場
人
物
の
名
前
と
物
語
の
舞
台
を
日
本
に
移
し
変
え
て
い
る

が
、
冒
頭
の
風
景
描
写
を
み
る
と
、“silvery lips ”

扌
「
唇
」
と

い
う
省
略
や“it laughed back to sky ”

扌
「
空
に
向
け
て
笑
返

し
た
も
の
と
も
見
れ
ば
見
ら
れ
る
」と
い
う
加
筆
な
ど
の
細
か
い〈
書

き
換
え
〉
が
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
、
海
の
活
動
を
擬
人
化
し
て
捉

え
る
自
然
描
写
の
要
点
は
忠
実
に
訳
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
但

し
、
引
用
の
後
半
に
は
猪
之
作
（
ワ
シ
リ
ー
）
の
「
巌
丈
な
老
爺
」

と
い
う
性
格
を
い
っ
そ
う
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
、
原
作

に
み
ら
れ
な
い
説
明
的
な
一
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ

な
い
。
後
ほ
ど
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
女
性
の
マ
ー
リ
ワ

を
主
役
に
し
た
原
作
に
対
し
て
、
物
語
の
重
点
を
猪
之
作
に
移
し
変

え
る
と
い
う
訳
者
の
意
図
が
既
に
こ
こ
で
垣
間
見
え
て
い
る
。

　

以
上
の
引
用
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
、「
強
き
恋
」
の
訳
者
は

原
作
を
大
幅
に
書
き
換
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
時
代
の
翻
訳

の
基
準
か
ら
み
れ
ば
、
或
は
風
葉
自
身
の
他
の
翻
訳
・
翻
案
と
比
べ

て
も
、「
強
き
恋
」
は
む
し
ろ
良
心
的
な
翻
訳
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
の
点
で
「
翻
案
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
翻
訳
に
よ
り
近
い
」
と

い
う
岡
保
生
の
指
摘
に
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
、
最
終
場
面
の
一
部

分
を
削
除
し
た
と
こ
ろ
で
風
葉
は
明
ら
か
に
原
作
に
決
別
し
、「
強

き
恋
」
の
物
語
を
新
し
い
軌
条
に
の
せ
、
原
作
と
は
異
な
る
方
向
へ

走
ら
せ
た
。
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“Y
ou deserve to be killed!... But w

ait a bit. Som
e one 

w
ill break your head one of these days! ”

She sm
iled, but rem

ained silent. T
hen sighing 

deeply, she said-
“T

hat's enough now
. Good-bye! ”

A
nd turning quickly on her heels, she w

alked back.

「
勝
手
に
し
ろ
、
全
体
な
ら
許
し
て
や
る
奴
ぢ
や
無
え
け
ど
。」

と
然
も
厭
々
し
さ
う
に
云
ふ
。
眼
は
血
走
り
、拳
は
ワ
ナ

く
。

「
主
の
や
う
な
不
貞
な
女
婦
は
生
き
て
る
も
な
無
え
、
死
ね

く
、
死
ん
で
了
へ
。」

お
せ
ん
は
笑
ひ
な
が
ら
聞
い
て
居
た
が
、
旋
て

「
で
は
爰
で
お
別
れ
よ
、
左
様
な
ら
。」

と
小
腰
を
屈
め
て
、
チ
ヨ
コ

く
走
り
に
駈
戻
つ
て
来
た
。

　

息
子
と
の
対
決
で
体
の
衰
え
を
自
覚
し
、
自
分
の
行
末
へ
の
不
安

を
感
じ
て
き
た
猪
之
作
は
、
浜
辺
で
お
せ
ん（

（1
（

（
マ
ー
リ
ワ
）、
息
子

の
常
松
（
ヤ
コ
フ
）
と
仲
間
の
弥
太
（
セ
リ
ョ
ジ
ャ
）
に
別
れ
を
告

げ
、
姿
を
消
し
て
い
く
。
途
中
ま
で
は
お
せ
ん
に
見
送
ら
れ
る
が
、

自
分
も
息
子
も
お
せ
ん
の
意
の
ま
ま
に
操
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ

く
と
、
猪
之
作
は
激
高
し
「
死
ね

く
、
死
ん
で
了
へ
。」
と
憎
悪

に
満
ち
た
言
葉
を
お
せ
ん
に
浴
び
せ
か
け
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
マ
ー

リ
ワ
は
「
左
様
な
ら
。」
と
言
い
残
し
て
、
弥
太
と
常
松
が
待
っ
て

い
る
と
こ
ろ
へ
帰
る
。
猪
之
作
の
心
境
を
い
っ
さ
い
頓
着
し
な
い
で

何
の
苦
も
無
く
別
れ
る
彼
女
の
冷
静
で
高
慢
な
態
度
に
よ
っ
て
、
猪

之
作
の
孤
独
な
姿
が
い
っ
そ
う
鮮
明
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
「
マ
ー
リ
ワ
」
と
「
強
き
恋
」
の
展
開
は
同
じ
で
あ

る
。
し
か
し
、
原
作
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
の
あ
と
も
続
く
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
強
き
恋
」
は
以
上
引
用
し
た
別
れ
の
場
面
で
結
ば
れ
る
。

ワ
シ
リ
ー
が
舞
台
を
降
り
た
後
に
原
作
で
展
開
さ
れ
る
一
場
面
は

「
強
き
恋
」
の
中
で
削
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

原
作
で
は
、
ワ
シ
リ
ー
を
見
送
っ
た
マ
ー
リ
ワ
が
セ
リ
ョ
ジ
ャ
と

ヤ
コ
フ
が
待
っ
て
い
る
浜
辺
に
帰
っ
て
く
る
と
、
三
人
の
間
に
は
次

の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
。

“W
hen are you going over there to the cape? ” she 

asked him
, indicating the sea w

ith a m
ovem

ent of 
her head.
“T

his evening. ”
“I shall go w

ith you. ”
“Bravo! . . . I like that. ”
“A

nd I also, I shall go! ” said Jakoff.
“W

ho invites you? ” said Sereja, screw
ing up his 

eyes. (...) 
“She w

ill invite m
e, ” said. Jakoff.
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H
e glanced at M

alva defiantly.
“I? ... W

hat should I w
ant w

ith you? ” she replied, 
w

ith surprise in her voice.

「
何
時
彼
の
岬
へ
行
く
ん
だ
よ
。」
と
顎
で
海
の
方
を
指
し
な
が

ら
マ
ル
バ
は
尋
ね
る
。

「
今
日
の
晩
行
く
。」

「
妾
も
一
所
に
行
か
う
。」

「
豪
い
、
己
れ
も
然
う
為
た
い
と
欲
つ
て
居
た
。」

「
ぢ
や
あ
己
れ
も
、
己
れ
だ
つ
て
一
所
に
行
か
あ
。」

と
ジ
ヤ
コ
フ
が
云
ふ
と
、

「
誰
が
汝
に
来
い
つ
て
云
つ
た
？
」
と
セ
レ
ヂ
ヤ
が
眼
を
剥
き

出
し
な
が
ら
云
ふ
。（
…
）

「
マ
ル
バ
ん
己
れ
に
来
い
つ
て
云
は
あ
。」
と
ヂ
ヤ
コ
フ
は
云
つ

て
、
侮け

い
べ
つ挑

す
る
如
に
瞥
と
マ
ル
バ
を
見
た
。

「
え
ッ
妾
、
妾
ん
何
う
し
て
汝
に
用
が
有
る
ん
だ
よ
。」
と
マ
ル

バ
が
驚
い
て
云
う
（
…
）（

11
（

　

漁
場
の
見
張
を
つ
と
め
て
い
た
ワ
シ
リ
ー
の
後
を
継
ぐ
こ
と
に

な
っ
た
セ
リ
ョ
ジ
ャ
が
マ
ー
リ
ワ
（
マ
ル
バ
）
と
二
人
で
漁
場
の
番

小
屋
の
あ
る
岬
に
行
く
こ
と
を
決
め
る
と
、
父
の
帰
郷
を
自
分
の
勝

利
と
み
て
喜
び
に
酔
い
痴
れ
る
ヤ
コ
フ
（
ヂ
ヤ
コ
フ
）
は
自
分
も
同

行
す
る
と
言
い
出
す
。
し
か
し
、
マ
ー
リ
ワ
は
「
妾
ん
何
う
し
て
汝

に
用
が
有
る
ん
だ
よ
。」
と
ヂ
ヤ
コ
フ
（
ヤ
コ
フ
）
を
尻
目
に
か
け

て
笑
い
な
が
ら
セ
リ
ョ
ジ
ャ
と
一
緒
に
浜
辺
を
立
ち
去
る
。
こ
の
最

終
場
面
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ワ
シ
リ
ー
の
敗
北
は
ヤ
ー
コ
フ
の

勝
利
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、ワ
シ
リ
ー
の
帰
郷
後
、ヤ
ー

コ
フ
が
父
に
成
り
代
わ
っ
て
マ
ー
リ
ワ
の
愛
顧
を
得
る
わ
け
で
は
な

い
。
要
す
る
に
、
ワ
シ
リ
ー
・
マ
ー
リ
ワ
・
ヤ
コ
フ
の
三
角
関
係
を

描
い
た
「
マ
ー
リ
ワ
」
で
唯
一
勝
者
と
言
え
る
の
は
ワ
シ
リ
ー
と
ヤ

コ
フ
を
自
由
に
翻
弄
し
、
そ
し
て
何
の
執
着
も
な
く
彼
ら
の
愚
行
を

嘲
笑
う
マ
ー
リ
ワ
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
の
一
場
面
が
削
除
さ
れ
、
猪
之
作
の
出
発
で
結
ば
れ
る
「
強
き

恋
」
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
覇
者
と
し
て
の
権
力
を
競
っ
た
親
子
対
決

の
物
語
に
還
元
さ
れ
、
そ
の
対
決
は
、
弱
肉
強
食
の
原
則
に
沿
う
か

の
よ
う
に
、
年
老
い
た
猪
之
作
の
敗
北
と
若
く
て
強
健
な
常
松
の
勝

利
に
帰
結
す
る
。「
マ
ー
リ
ワ
」
と
い
う
作
品
名
に
も
暗
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
原
作
は
マ
ー
リ
ワ
を
中
心
人
物
と
し
て
、

ワ
シ
リ
ー
と
ヤ
コ
フ
の
対
決
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
、
自
己
本
位
で

自
由
奔
放
な
生
活
を
思
う
存
分
に
味
わ
う
彼
女
の
人
物
像
を
照
ら
し

出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
強
き
恋
」
で
は
、
そ
の
タ
イ
ト

ル
と
最
終
場
面
の
削
除
を
み
る
と
、
情
欲
を
そ
そ
る
女
主
人
公
で
は

な
く
、
情
欲
に
苦
し
み
悶
え
る
猪
之
作
に
物
語
の
重
点
を
移
し
変
え

る
と
い
う
訳
者
の
意
図
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。
ワ
シ
リ
ー

が
マ
ー
リ
ワ
に
別
れ
て
か
ら
の
一
場
面
が
「
強
き
恋
」
で
削
除
さ
れ



― （（ ―

た
の
は
訳
者
に
こ
う
し
た
狙
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。し
か
し
、

そ
の
た
め
、「
強
き
恋
」
で
の
お
せ
ん
は
単
に
親
子
の
対
決
を
誘
発

し
た
妖
婦
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
原
作
の

マ
ー
リ
ワ
と
比
べ
れ
ば
、
お
せ
ん
の
人
物
像
が
浅
薄
化
さ
れ
、
背
景

化
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
物
語
全
体
は
極
め
て
平
板
化
さ
れ
て

い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

三
、
浮
浪
者
の
こ
と
ば　

　
「
強
き
恋
」
と
「
マ
ー
リ
ワ
」
の
英
訳
（
原
作
）
を
比
較
し
て
み

る
と
、
最
終
場
面
の
削
除
の
他
に
、
さ
ら
に
ひ
と
つ
重
大
な
変
更
点

に
気
づ
く
。
そ
れ
は
作
品
の
会
話
文
で
あ
る
。
冒
頭
に
近
い
猪
之
作

の
思
索
、
そ
れ
か
ら
猪
之
作
と
常
松
の
再
会
の
場
面
を
つ
づ
け
て
読

ん
で
み
よ
う
。

(...) it w
as M

alva w
ho w

as com
ing. She w

ould com
e 

loughing so joyously that her bosom
 w

ould rise and 
fall in tem

pting throbs; she w
ould throw

 her soft 
strong arm

s around him
, w

ould kiss him
, and in her 

sonorous voice that frightened aw
ay the seagulls she 

w
ould give him

 new
s of w

hat w
as going on over 

there on the shore.

「
お
ゝ
お
仙
が
来
た
ゞ
、
今
日
も
又
遠
慮
の
ね
え
高
調
子
で
ハ

ア

く
笑
ふ
事
だ
つ
ぺ
え
。
他
が
見
ね
え
と
思
つ
て
、
那
の
太

い
丸
々
し
た
腕
で
俺
の
頸
に
喰
付
い
て
小
突
廻
す
事
だ
つ
ぺ

え
、
其
に
あ
の
響
の
あ
る
高
い
声
で
、
本
浜
の
出
来
事
那
だ
恁

う
だ
と
然
ぞ
喋
く
る
事
だ
つ
ぺ
え
、
其
か
ら
今
朝
釣
つ
た
魚
の

沖
煮
で
昼
飯
に
す
る
。」

(...) after w
hich V

assili's astonishm
ent w

as m
ixture of 

joy and of trouble. “I felt sure ... there w
as som

ething 
... m

y heart told m
e so ... H

ow
 did you m

anage it? (...) ”

老
爺
は
嬉
し
い
や
ら
、
気
遣
し
や
ら
で
、
最
う
顚
動
し
て
居
る
。

「
然
う
だ
べ
え

く
、
俺
あ
何
だ
か
胸
騒
が
し
た
よ
…
…
其
ん

で
も
豈
か
主
と
は
思
は
ね
え
か
ら
…
…
」

　

前
者
の
引
用
は
猪
之
作
が
お
せ
ん
と
の
戯
れ
の
時
間
を
思
い
描
く

場
面
で
あ
る
。
英
訳
で
地
の
文
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が「
強
き
恋
」

で
独
白
体
の
形
式
で
書
き
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
が
、

そ
れ
よ
り
重
要
な
相
違
点
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
標
準
的
な
英
語
が

使
わ
れ
る
英
訳
に
対
し
て
、「
強
き
恋
」
で
は
「
だ
つ
ぺ
え
」
や
「
だ

べ
え
」
と
い
う
方
言
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
引
用

は
息
子
の
常
松
と
再
会
し
た
猪
之
作
が
口
に
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
も
「
だ
べ
え
」
と
い
う
方
言
の
語
尾
が
使
わ
れ
て
い
る
。
以
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上
の
引
用
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
方
言
は
決
し
て
徹
底
的
に
使
用

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
作
品
全
体
を
通
読
し
て
み
る
と
、

登
場
人
物
の
会
話
文
に
方
言
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

　

英
訳
で
は
方
言
が
使
わ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
強
き

恋
」の
訳
者
は
ど
う
し
て
日
本
語
の
方
言
を
作
品
に
導
入
し
た
の
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
同
じ
く
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
小
説

を
訳
し
、「
強
き
恋
」
よ
り
一
年
半
ほ
ど
早
く
発
表
さ
れ
た
二
葉
亭

四
迷
訳
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」（『
新
小
説
』
一
九
〇
六
・
一
、三
）
に
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
品
は
登
場
人
物
の
会
話
文
に
積
極

的
に
日
本
語
の
方
言
を
採
り
入
れ
て
発
表
当
時
に
文
壇
の
話
題
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
は
、そ
れ
ま
で
何
の
不
自
由
も
な
い
生
活
を
送
っ

て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
自
分
の
人
生
の
意

義
に
つ
い
て
考
え
出
し
、
死
の
不
安
に
悩
ま
さ
れ
る
粉
屋
チ
ホ
ン
の

精
神
遍
歴
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
死
後
の
無
を
自
覚
し
た
チ
ホ
ン

は
突
然
胸
中
に
湧
き
出
し
た
不
安
を
ど
う
に
か
追
い
払
お
う
と
し
、

様
々
な
工
夫
を
重
ね
て
い
く
が
、
そ
れ
が
悉
く
失
敗
に
終
わ
る
と
、

浮
浪
者
の
仲
間
に
入
り
、
酒
と
女
に
溺
れ
て
そ
の
不
安
を
忘
れ
よ
う

と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
結
局
失
敗
に
終
わ
り
、
つ
い
に
チ
ホ
ン

は
無
駄
な
思
索
を
諦
め
、
死
を
免
れ
る
す
べ
が
な
い
こ
と
を
受
け
入

れ
る
他
な
い
。

　

大
阪
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
た
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
三
月

か
ら
同
社
の
特
派
員
と
し
て
ロ
シ
ア
に
わ
た
る
一
九
〇
八
（
明
治

四
一
）
年
六
月
ま
で
、
二
葉
亭
の
訳
業
の
中
で
第
三
期（

1（
（

と
さ
れ
る
こ

の
時
期
に
、
二
葉
亭
は
十
数
編
の
翻
訳
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
中

で
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
作
品
の
翻
訳
は
も
っ
と
も
多
く
、
そ
し
て
「
ふ
さ

ぎ
の
虫
」
は
発
表
当
時
も
っ
と
も
脚
光
を
浴
び
た
作
品
で
あ
る
。

　

二
葉
亭
自
身
は
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
作
品
に
つ
い
て「
露
国
文
学
談
片
」

（『
太
陽
』
一
九
〇
七
・
四
）
の
中
で
「
ゴ
リ
キ
ー
の
文
章
は
然
程
上

手
と
い
ふ
方
で
は
な
い
。
勿
論
対
話
は
面
白
い
。
強
い
俗
語
を
用
ゐ

て
あ
る
か
ら
、
一
種
特
別
の
趣
味
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
作
品
を
評
価
し
た
二
葉
亭
は
「
ふ
さ
ぎ
の

虫
」
を
翻
訳
し
た
際
に
会
話
の
部
分
に
と
く
に
力
を
入
れ
、そ
の
「
特

別
の
趣
味
」
を
日
本
の
読
者
に
伝
え
る
た
め
日
本
語
の
方
言
を
も
っ

と
も
適
切
な
翻
訳
表
現
と
判
断
し
て
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
じ
っ
さ
い
に
方
言
が
多
用
さ
れ
る
二
葉
亭
訳
「
ふ
さ
ぎ
の

虫
」
と
そ
の
原
作（

11
（

の
該
当
個
所
を
付
き
合
わ
せ
て
、
方
言
の
使
用
に

つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

彼
方
向
い
て
、
卓
の
上
の
灯
を
フ
ツ
と
吹
消
し
、
藁
小
屋
さ
行

ぎ
て
眠
べ
え
ち
ふ
に
、ど
ん
ね
え
し
て
も
行
ぎ
を
ら
ね
え
。忌
々

し
い
老
婆
だ
。
さ
ア
、
些
と
ン
べ
え
其
方
へ
寄
れ
と
又
口
小
言

い
つ
て
（
…
）
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П
отом

 отвернулся к столу, погасил лам
пу и снова 

заворчал:

– С
казал ведь я тебе, чёрту: идём спать на сенницу; нет, 

не пош
ла! Колода дубовая! Н

у-ка, подвинься малость!

　
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
の
冒
頭
場
面
で
あ
る
。
原
作
で
主
人
公
の
チ
ホ

ン
の
独
言
と
し
て
表
記
さ
れ
る
部
分
は
二
葉
亭
の
訳
文
で
は
地
の
文

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
変
更
点
に
先
ず
気
づ
く
。
ま
た
、
二

葉
亭
が
「
忌
々
し
い
老
婆
」
と
訳
し
た“Колода дубовая!”

と
い
っ

た
「
強
い
俗
語
」
と
で
も
言
え
る
表
現
が
原
作
に
み
ら
れ
る
が
、
方

言
は
い
っ
さ
い
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
に
対

し
て
、
二
葉
亭
の
訳
文
で
は
「
眠
べ
え
ち
ふ
に
、
ど
ん
ね
え
し
て
も

行
ぎ
を
ら
ね
え
」
や
「
些
と
ン
べ
え
」
と
い
っ
た
方
言
が
目
立
つ
。

(...) he turned to the table and put out the lam
p. 

T
hen beginning afresh to rail at his w

ife, he 
continued.
“D

idn ’t I tell you, fat stupid, to go and sleep in the 
hayloft? But no! – not she. H

ere, m
ake room

 a bit, 
you great log! ”

（
11
（

D
ann w

andte er sich zum
 T

ische, löchte die Lam
pe 

aus und brum
m

te w
ieder: 

“Ich habe dir doch gesagt, zum
 T

eufel, w
ir w

ollen 
auf dem

 H
euboden schlafen; nein, sie kam

 nicht! H
u, 

du Eichenklotz! N
a, rüd ’ ein w

enig beiseite! ”

（
11
（

　

二
葉
亭
は
「
露
西
亜
の
小
説
を
訳
す
る
時
に
は
、
英
訳
や
独
逸
訳

も
対
照
し
て
、出
来
る
丈
忠
実
に
や
つ
て
居
る
」（「
余
の
思
想
史
」『
成

功
』
一
九
〇
八
・
四
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
以
上
掲
載
し
た
同
時
代

の
英
訳
と
独
訳
を
み
て
も
、
方
言
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
に
み
る
方
言
の
使
用
は
二
葉
亭
自
身
に
よ
る

独
創
的
な
実
験
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
主
人
公
の
チ
ホ
ン
は
ど
う
し
て
方
言
を
使
う
の
か
、

そ
し
て
、
そ
の
方
言
は
翻
訳
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
に
ど
の
よ
う
な
効
果

を
も
た
ら
し
た
の
か
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

片
田
舎
に
生
ま
れ
育
っ
た
主
人
公
の
粉
屋
チ
ホ
ン
は
、
そ
の
周
辺
に

次
々
と
現
れ
る
浮
浪
者
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
教
養
の
な
い
人
物

と
し
て
描
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
に
登
場
す
る

数
多
い
人
物
の
中
で
唯
一
知
識
階
級
の
代
表
者
と
し
て
描
か
れ
る
田

舎
教
師
の
み
が
「
貴
公
も
然
う
思
つ
て
た
？
」
や
「
何
で
私
が
腹
を

立
て
る
筋
が
あ
る
？
」
な
ど
の
発
言
か
ら
明
ら
か
よ
う
に
、
方
言
を

一
切
使
わ
な
い
。
つ
ま
り
、
方
言
は
、
粉
屋
チ
ホ
ン
（
ま
た
彼
が
交

わ
る
浮
浪
者
）
の
〈
野
生
〉
と
、
田
舎
教
師
が
担
う
〈
知
性
〉
を
対
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照
的
に
映
し
出
し
、
両
者
の
性
格
上
、
身
分
上
の
対
立
を
際
立
た
せ

る
た
め
、「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
に
導
入
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
二
葉
亭
は
外
国
の
作
品
の
翻
訳
に
日
本
語
の
方
言
を

採
り
入
れ
た
が
、「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」は
発
表
当
時
に
盛
ん
に
論
評
さ
れ
、

そ
の
翻
訳
表
現
は
辛
辣
な
批
判
の
的
と
な
っ
た
。
羚
羊
子
（
森
田
草

平
）
は
「
新
年
の
小
説
」（『
芸
苑
』
一
九
〇
六
・
二
）
で
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

会
話
が
葛
飾
訛
り
の
甚
い
の
へ
持
つ
て
来
て
、
地
の
文
ま
で
そ

れ
に
か
ぶ
れ
て
居
る
か
ら
読
み
に
く
い
こ
と
夥
し
い
。（
…
）

假
令
ゴ
ル
キ
イ
の
原
文
が
土
語
を
使
つ
て
、
読
者
を
し
て
曠
野

の
香
を
紙
上
に
嗅
が
し
め
や
う
と
し
て
居
る
の
で
有
つ
て
も
、

之
れ
を
葛
飾
訛
り
に
翻
訳
し
て
は
、
露
西
亜
の
曠
野
を
想
像
す

る
訳
に
行
か
な
い
。

　

こ
の
他
に
も
同
時
代
に
は
「
四
迷
一
流
の
田
舎
言
葉
も
稍
鼻
に
つ

い
て
来
た
」（「
批
評
」『
新
小
説
』
一
九
〇
六
・
三
）
や
「
露
西
亜
の

闇
黒
面
は
情
景
共
に
活
躍
す
れ
ど
惜
い
哉
対
話
の
べ
い

く
語
は
耳

障
り
に
な
る
事
非
常
な
り
」（「
新
刊
紹
介
」『
電
報
新
聞
』

一
九
〇
六
・
三
・
九
）な
ど
の
否
定
的
な
評
価
が
確
認
で
き
る
。
更
に
、

こ
う
し
た
二
葉
亭
の
方
言
使
用
に
つ
い
て
徳
田
秋
声
は
後
年
に
『
小

説
入
門
』（
春
陽
堂
、一
九
一
八
・
四
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

昔
の
小
説
家
は
東
京
語
と
東
京
付
近
の
地
方
語
と
を
混
合
し

て
、
変
体
の
創
作
的
地
方
語
を
作
り
上
げ
ま
し
て
、
こ
れ
を
旺

に
使
用
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
方
法
は
現
今
は
絶

対
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
故
人
の
長
谷
川
二

葉
亭
氏
は
、
こ
の
種
の
地
方
語
を
用
ゐ
て
、
露
西
亜
の
田
舎
の

言
葉
を
翻
訳
し
て
ゐ
ま
す
が
、
今
か
ら
読
ん
で
見
る
と
、
却
つ

て
滑
稽
な
気
が
し
ま
す
。

　

前
掲
の
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
の
同
時
代
評
で
、『
新
小
説
』
掲
載
の

も
の
は
単
に
「
田
舎
言
葉
」
と
述
べ
、
ま
た
『
電
報
新
聞
』
掲
載
の

も
の
は
「
べ
い

く
語
」
と
し
て
お
り
、
二
葉
亭
の
方
言
を
具
体
的

な
地
域
と
結
び
付
け
て
な
い
。
一
方
、『
芸
苑
』
の
羚
羊
子
は
作
中

の
方
言
を
「
葛
飾
訛
り
」
と
決
め
付
け
て
い
る
。
し
か
し
、
徳
田
秋

声
の
解
説
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
葉
亭
が
作
中
に
採
り

入
れ
た
方
言
を
、
あ
る
一
定
の
地
域
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
じ
っ
さ
い
に
は
存
在
し
な
い
「
変
体
の
創
作
的

地
方
語
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、　
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
と
「
強
き
恋
」
で
使

わ
れ
る
方
言
が
数
多
く
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例

え
ば
、「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
に
は
「
も
う
直
だ
ん
べ
え
、
あ
の
雲
の
端

が
赤
く
な
つ
て
来
た
ゞ
。」
や
「
だ
ら
、
己
何
だ
ツ
ぺ
え

─
犬
だ

ア
か
ね
。」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
、「
強
き
恋
」
で
は
「
先
さ
手
紙
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で
も
寄
来
し
て
あ
る
だ
ら
、
其
所
は
又
何
と
か
工
夫
も
あ
つ
た
べ
え

け
ん
ど
…
…
」
や
「
何
し
て
居
べ
え
さ
、
折
角
の
お
客
様
だ
か
ら
、

生
州
に
し
と
い
た
魚
揚
げ
て
来
た
ゞ
よ
。」
と
い
う
表
現
が
確
認
で

き
る
。
筆
者
は
既
に
別
稿
で
論
じ
た
が
、
短
篇
「
世
間
師
」（『
中
央

公
論
』
一
九
〇
八
・
一
〇
）
で
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
に
よ
る
影
響
が
明

確
に
表
れ
て
お
り
、
風
葉
は
こ
の
作
品
に
強
く
感
化
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
確
実
で
あ
る
。（

11
（

そ
こ
で
、
以
上
の
方
言
の
類
似
点
を
み
る
と
、

二
葉
亭
の
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
に
触
発
さ
れ
た
風
葉
は
、
同
じ
く
ゴ
ー

リ
キ
ー
の
作
品
の
翻
訳
に
取
り
掛
か
る
際
に
、「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
に

倣
っ
て
「
強
き
恋
」
の
会
話
に
方
言
を
採
り
入
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

　

そ
の
方
言
は
「
強
き
恋
」
の
中
で
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を

も
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
の
か
。
作
品
を
通
読
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は

決
し
て
浮
浪
者
の
「
野
生
」
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
工
夫
の
み
で
は

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

「
何
で
お
前
は
那
奴
等
を
嫌
ふ
の
。」
と
お
せ
ん
は
怪
訝
な
顔
し

て
問
う
た
。

「
そ
り
や
百
姓
に
し
ち
あ
、
親
爺
は
好
い
男
さ
。
だ
が
、
常
と

来
た
日
に
や
一
文
の
値
打
も
あ
る
奴
ぢ
や
無
え
、
一
体
俺
あ
百

姓
が
大
嫌
な
ん
だ
。
奴
等
は
皆
な
悪
徒
だ
よ
、
甘
く
憐
れ
つ
ぽ

い
真
似
し
や
が
つ
て
、
其
狡
猾
さ
と
云
つ
た
ら
無
い
、
其
癖
地

面
を
持
つ
て
居
れ
ば
馬
や
牛
も
飼
つ
て
居
る
。（
…
）

「
お
前
は
一
体
百
姓
ぢ
や
無
か
つ
た
の
？
」

「
俺
あ
是
で
も
江
戸
子
だ
ぜ
。」
と
傲
然
と
し
て
、「
生
れ
は
江

戸
村
深
川
在
よ
。」

「
私
は
神
田
さ
。」
と
お
せ
ん
が
答
へ
る
や
う
に
云
つ
た
。

　
「
強
き
恋
」
で
方
言
を
使
う
の
は
田
舎
出
身
の
猪
之
作
と
そ
の
息

子
の
常
松
で
あ
り
、
お
せ
ん
と
弥
太
は
方
言
で
は
な
く
、
東
京
の
言

葉
で
話
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
人
の
会
話
か
ら
も
読
み
取
れ

る
よ
う
に
、
風
葉
は
、
こ
の
作
品
の
中
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
農
夫

上
が
り
の
浮
浪
者
と
そ
う
で
な
い
浮
浪
者
の
対
称
を
よ
り
鮮
明
に
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
、
田
舎
出
身
の
浮
浪
者
た
ち
の
会
話
文
に
方

言
を
採
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」と
異
な
り
、

「
強
き
恋
」
の
舞
台
は
日
本
に
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
日
本
語
の

方
言
使
用
に
対
し
て
読
者
が
さ
ほ
ど
強
い
違
和
感
を
感
じ
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。

　

既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
吉
田
精
一
は
「
強
き
恋
」
に
つ
い
て
「
硬

く
て
荒
い
文
体
や
仙
台
方
言
の
多
用
な
ど
か
ら
真
山
青
果
の
代
作
で

あ
ら
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。「
硬
く
て
荒
い
文
体
」
と
い
う
評
語

の
意
味
に
つ
い
て
吉
田
精
一
は
詳
述
し
な
い
が
、
仮
に
「
強
き
恋
」

に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
本
来
原
作
の
文
体
の
特

質
を
反
映
し
、
風
葉
自
身
の
創
作
の
文
体
と
異
な
っ
て
も
不
自
然
な

こ
と
で
は
な
い
。
一
方
、
作
中
に
使
わ
れ
る
方
言
を
吉
田
は
「
仙
台
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方
言
」
と
確
定
し
、
そ
の
多
用
を
理
由
に
「
強
き
恋
」
は
仙
台
出
身

の
真
山
青
果
の
代
作
で
あ
る
と
結
論
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
仙

台
方
言
が
多
用
さ
れ
る
真
山
青
果
の
『
南
小
泉
村
』（
今
古
堂
、

一
九
〇
九
・
一
〇
）
と
比
べ
れ
ば
、『
南
小
泉
村
』
に
は
活
用
品
詞
の

語
尾
の
み
で
は
な
く
、仙
台
方
言
の
語
彙
が
使
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、

「
強
き
恋
」
で
は
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
。
以
上
を
み
る
と
、「
強
き
恋
」

は
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
の
系
統
を
引
く
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
代

作
説
の
根
拠
と
し
て
吉
田
が
提
起
し
た
「
仙
台
方
言
の
使
用
」
に
は

首
肯
し
か
ね
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
の
研
究
に
お
い
て
新
し
い
根
拠

が
提
示
さ
れ
な
い
限
り
、「
強
き
恋
」
は
小
栗
風
葉
の
作
品
と
し
て

位
置
付
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
、
地
方
色
と
方
言
使
用

　

文
学
作
品
に
み
る
方
言
使
用
に
つ
い
て
大
野
茂
男
は
「
こ
れ
は
口

語
文
の
型
の
や
ゝ
固
ま
り
か
け
た
明
治
末
期
に
始
ま
り
、
心
理
の
細

か
い
陰
影
を
捉
え
て
地
方
人
の
表
情
を
内
面
か
ら
浮
き
彫
り
に
す
る

と
共
に
、
そ
の
中
に
融
け
込
ん
で
い
る
生
活
風
習
を
忠
実
に
伝
え
て

地
方
色
を
鮮
明
に
現
わ
そ
う
と
す
る
写
実
的
な
要
求
に
根
ざ
し
て
い

る
。」（

11
（

と
解
説
し
て
い
る
。
明
治
末
期
の
写
実
的
な
傾
向
が
地
方
色

の
重
要
視
に
繋
が
り
、
そ
の
地
方
色
を
作
中
に
鮮
明
に
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
た
め
、
地
方
の
葉
言
と
し
て
の
方
言
が
文
学
作
品
に
使
わ
れ

る
に
至
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
田
山
花
袋
は
「
地
方
語
の
文
芸

の
中
に
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
矢
張
自
然
派
の
影
響
と

言
つ
て
好
い
。
否
寧
ろ
地
方
語
を
用
ゐ
る
こ
と
が
自
然
派
の
一
事
業

と
言
ふ
方
が
好
い
か
も
知
れ
ぬ
。」（

11
（

と
文
学
作
品
に
方
言（
＝
地
方
語
）

が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
機
運
に
、
自
然
主
義
文
学
が
著

し
く
貢
献
し
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　

本
論
で
論
証
し
た
よ
う
に
、
と
も
に
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
作
品
を
訳
し

た
小
栗
風
葉
訳
「
強
き
恋
」
と
二
葉
亭
四
迷
訳
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
の

中
で
、
日
本
語
の
方
言
が
実
験
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
地

方
色
」
や
「
地
方
語
」
の
使
用
へ
の
注
目
度
が
高
ま
っ
て
い
く
な
か

で
書
か
れ
た
と
は
い
え
、
両
作
品
に
お
い
て
使
わ
れ
る
の
は
、
じ
っ

さ
い
に
存
在
し
て
い
な
い
「
創
作
的
地
方
語
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
れ
は
「
地
方
色
」
を
顕
在
化
さ
せ
る
た
め
に
作
品
に
導
入
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
「
地
方
語
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、

登
場
人
物
の
性
格
上
・
身
分
上
の
対
照
（
教
育
×
無
教
育
、
田
舎
×

都
会
）
を
登
場
人
物
が
使
う
言
葉
に
よ
っ
て
際
立
た
せ
る
た
め
で
あ

る
。
明
治
末
期
の
日
本
文
学
に
み
る
「
地
方
語
」
は
決
し
て
「
地
方

色
」
の
み
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
用
途
で
使
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
に
み
る
方
言
使
用
は
、
当
時
酷
評
さ
れ
た
と
は

い
え
、
同
時
代
の
作
家
に
刺
激
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。

一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
か
ら
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
小
説
を
読
み
漁
っ
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た
小
栗
風
葉
は
そ
の
刺
激
を
受
け
た
一
人
で
あ
り
、
そ
の
読
書
体
験

を
踏
ま
え
て
風
葉
は「
強
き
恋
」の
会
話
文
に
二
葉
亭
と
同
様
に「
創

作
的
地
方
語
」
を
採
り
入
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
羚
羊
子
は
「
ふ
さ

ぎ
の
虫
」
の
方
言
に
つ
い
て
「
露
西
亜
の
曠
野
を
想
像
す
る
訳
に
行

か
な
い
」
と
、
ロ
シ
ア
を
舞
台
と
し
た
小
説
で
日
本
の
「
地
方
語
」

が
使
わ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
読
者
が
少
な
か
ら
ぬ
違
和
感
を
感
じ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
と
異
な
り
、

物
語
の
舞
台
を
日
本
に
再
設
定
し
た
「
強
き
恋
」
で
は
そ
の
「
地
方

語
」
は
作
品
の
言
語
世
界
の
有
機
的
な
一
部
分
と
な
っ
て
機
能
し
て

い
る
。「
強
き
恋
」
が
同
時
代
に
好
評
を
博
し
た
の
は
そ
の
た
め
で

も
あ
る
。

注（
（
） 岡
保
生
『
評
伝
小
栗
風
葉
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
一・
六
）。

（
（
） 近
松
秋
江
は
風
葉
の
「
老
青
年
」（『
早
稲
田
大
学
』

一
九
〇
六
・
三
）
に
つ
い
て
「
近
来
垢
抜
け
の
し
た
る
作
な
り
。
輓

近
急
湍
を
つ
く
り
て
我
が
邦
に
流
入
し
た
る
西
洋
文
学
思
想
も
、

翻
訳
、
翻
案
、
換
骨
脱
胎
、
着
想
を
得
る
、
等
の
階
梯
を
経
由
し

て
此
処
ま
で
来
れ
ば
、
其
の
技
泰
西
の
作
に
必
ず
し
も
水
準
が
保

た
れ
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
吾
れ
は
風
葉
氏
の
此
の
作
を
愛
す
。」（「
時

評
」『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
〇
六
・
三
・一
二
）
と
述
べ
、
風
葉
の

創
作
方
法
を
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
。

（
3
） 風
葉
の
代
表
作
『
青
春
』（『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
五
・
三
・
五
～ 

一
九
〇
六
・
一
一・
一
二
）
は
「
始
め
か
ら
「
ル
ー
ジ
ン
」
を
粉
本

に
し
た
」（
小
栗
風
葉
「『
青
春
』
物
語
」（『
文
章
世
界
』

一
九
〇
七
・一
）こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
る
が
、風
葉
は
そ
の
他
に
、「
へ

そ
日
記
」（『
新
小
説
』
一
九
〇
三
・
五
）
や
「
未
成
年
」（『
新
小
説
』

一
九
〇
四
・一
一
）
な
ど
、
数
多
く
の
翻
案
を
発
表
し
て
い
る
。

（
（
） モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
翻
案
と
し
て
は
「
帰
国
」（『
新
潮
』

一
九
〇
六
・
八
）
や
「
鬼
子
」（『
太
陽
』
一
九
〇
六
・
一
〇
）
な
ど

あ
る
。

（
（
） 無
署
名
「
露
国
の
新
文
豪
」（『
慶
応
義
塾
学
報
』
一
九 

〇
一・一
一
）。

（
6
） 風
葉
が
こ
の
際
に
訪
れ
た
下
関
の
各
地
お
よ
び
木
賃
宿
の
所
在
地

に
つ
い
て
籾
山
有
が
現
地
調
査
を
行
い
、「
風
葉
文
学
散
歩
・『
世

間
師
』
の
舞
台
を
歩
く
」（『
小
栗
風
葉
あ
ん
な
い
』

二
〇
〇
二・
三
）
で
報
告
し
て
い
る
。

（
7
） 注
（
と
同
じ
。

（
（
） 「
中
年
増
」（『
新
著
月
刊
』
一
八
九
七
・
六
）、「
旅
寝
の
月
」（『
花

吹
雪
』
新
声
社
、
一
八
九
九
・
六
）、『
恋
慕
な
が
し
』（
春
陽
堂
、

一
九
〇
〇
・
五
）。
詳
し
く
は
岡
保
生
「「
世
間
師
」
の
成
立
」（『
国

文
学
研
究
』
昭
三
九
・一
〇
）
参
照
。

（
（
） 千
葉
紫
草
訳
「
チ
ェ
ル
カ
ッ
シ
ュ
」（『
ゴ
ル
キ
イ
』
民
友
社
、

一
九
〇
二・
六
）
は
最
初
の
日
本
語
訳
で
あ
る
が
、
風
葉
は
こ
れ
を
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読
ん
だ
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
既
に
複
数
刊
行

さ
れ
て
い
た
英
訳
で
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
可
能
性
が
充
分
に
あ

る
。

（
（0
） 長
谷
川
二
葉
亭
訳
「
猶
太
人
の
浮
世
」（『
太
陽
』

一
九
〇
五
・
二
、三
）。

（
（（
） こ
の
よ
う
に
ゴ
ー
リ
キ
ー
文
学
か
ら
摂
取
し
た
要
素
の
導
入
に

よ
っ
て
下
関
で
の
実
体
験
の
再
構
築
を
は
か
る
と
い
う
試
み
は
風

葉
の
「
世
間
師
」
に
結
実
し
て
い
く
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
木
賃
宿

と
い
う
舞
台
、
放
浪
者
と
い
う
存
在
─
小
栗
風
葉
「
世
間
師
」
に

み
る
実
体
験
／
読
書
体
験
の
表
現
化
」（『
国
文
学
研
究
』

二
〇
一
五
・一
〇
）
参
照
。

（
（（
） 原
作
名“М

альва” 

。
一
八
九
七
年
一
一
月
～
一
二
月
に
雑
誌

“С
еверны

й вестник”

に
発
表
。
な
お
、
本
論
で
は
原
作
を
指
す

場
合
、『
ゴ
ー
リ
キ
イ
全
集
』
第
二
巻
（
改
造
社
、
一
九
三
一
・

一
一
）
所
収
「
マ
ー
リ
ワ
」（
袋
一
平
訳
）
に
沿
っ
て
「
マ
ー
リ
ワ
」

の
表
記
を
使
う
。

（
（3
） 吉
田
精
一
『
自
然
主
義
の
研
究
』
下
巻
（
東
京
堂
出
版
、

一
九
五
八
・一
）。
ま
た
岡
保
生
は
『
評
伝
小
栗
風
葉
』（
注
（
参
照
）

で
「
お
そ
ら
く
真
山
の
代
作
と
思
わ
れ
る
」
と
吉
田
と
同
様
な
見

解
を
示
し
て
い
る
。

（
（（
） 風
葉
の
代
作
問
題
を
岡
保
生
は
『
評
伝
小
栗
風
葉
』（
前
掲
）
の

他
に
、「
風
葉
代
作
考
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
六
〇
・
八
）
で

論
証
し
て
い
る
が
、「
強
き
恋
」
は
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（（
） 注
（
と
同
じ
。

（
（6
） 〈
翻
訳
〉
お
よ
び
〈
翻
案
〉
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
様
々
な
定
義

が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
本
論
で
は
、
物
語
の
骨
格
を
の
み
伝
達
し
、

原
作
の
文
体
と
表
現
を
大
々
的
に
書
き
換
え
て
い
る
も
の
を
〈
翻

案
〉
と
し
、
物
語
内
容
の
み
な
ら
ず
、
文
体
と
表
現
の
レ
ベ
ル
の

上
で
も
、
原
作
の
特
質
を
起
点
言
語
か
ら
目
的
言
語
へ
転
換
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
い
る
も
の
を
〈
翻
訳
〉
と
位
置
づ
け
る
。

（
（7
） こ
こ
で
述
べ
る
〈
書
き
換
え
〉
と
は
、
Ｓ
・
バ
ス
ネ
ッ
ト
（Susan 

Bassnett

）、
Ａ
・
レ
フ
ェ
ー
ブ
ル
（A

ndré Lefevere

）
著
『
翻

訳
、
歴
史
と
文
化
』T

ranslation, H
istory and Culture

（London: Cassell, （（（0

）
や
Ａ
・
レ
フ
ェ
ー
ブ
ル
『
文
学
的
名

声
の
翻
訳
、
書
き
直
し
と
操
作
』T

ranslation, R
ew

riting 
and the M

anipulation of L
iterary Fam

e

（London : 
Routledge, （（（（

）
な
ど
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
概
念
に
対
応
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
翻
訳
者
は
様
々
な
政
治
的
や
社
会
的

な
条
件
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
、
意
識
的
に
、
ま
た
は
無
意
識
的
に

翻
訳
テ
キ
ス
ト
を
操
作
し
て
い
る
。
レ
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
こ
の
よ
う

な
視
点
を
踏
ま
え
、
翻
訳
作
業
を
〈
書
き
換
え
〉（"rew

riting"

）

と
し
て
定
義
し
て
い
る
。

（
（（
） お
よ
そ
一
年
半
後
、「
マ
ー
リ
ワ
」
は
再
び
中
村
孤
月
に
よ
っ
て
『
暮

れ
ゆ
く
海
』（
内
外
出
版
協
会
、一
九
〇
九
・
二
）と
し
て
訳
さ
れ
た
。
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中
村
は
そ
の
直
後
、『
暮
れ
ゆ
く
海
』
を
「
マ
ル
バ
」
に
改
題
し
て
、

同
年
四
月
に
こ
の
作
品
を
『
新
小
説
』
に
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、

大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
は
、
同
じ
く
英
語
か
ら
の
重
訳
に
生
田
春

月
訳
『
強
き
恋
』（
新
潮
社
、
一
九
一
五
・
五
）
が
あ
る
。
記
す
ま

で
も
な
い
が
、
作
品
の
タ
イ
ト
ル
を
生
田
は
風
葉
の
翻
訳
か
ら

採
っ
て
い
る
。

（
（（
） 本
文
中
に
「
お
せ
ん
」
と
「
お
仙
」
と
表
記
が
割
れ
て
い
る
が
、

本
論
で
「
強
き
恋
」
を
論
じ
る
に
際
し
て
「
お
せ
ん
」
の
表
記
に

統
一
し
た
。
但
し
、
引
用
の
表
記
は
変
え
て
い
な
い
。

（
（0
） ゴ
ー
リ
キ
ー
作
・（
中
村
）
孤
月
訳
「
マ
ル
バ
」（『
新
小
説
』

一
九
〇
九
・
四
）。
引
用
に
み
る
「
ヂ
ヤ
コ
フ
」
と
い
う
名
前
は
、

中
村
が“Jakoff ”

と
い
う
表
記
が
使
わ
れ
る
モ
ン
テ
フ
ィ
オ
レ
訳

を
使
用
し
、
そ
れ
を
英
語
読
み
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ス
ト

ラ
ン
ニ
ッ
ク
訳
で
は“Iakov ”

と
い
う
表
記
が
使
わ
れ
る
。

（
（（
） 神
西
清
「
二
葉
亭
の
翻
訳
態
度
─
特
に
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
場
合
に

つ
い
て
」（『
二
葉
亭
四
迷
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
・
五
）。
な
お
、「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
に
み
る
二
葉
亭
の
翻
訳

態
度
、「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
と
二
葉
亭
自
身
の
思
想
、「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」

の
反
響
に
つ
い
て
は
「
翻
訳
小
説
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
を
通
し
て
み

る
二
葉
亭
四
迷
─
翻
訳
表
現
の
特
質
、「
人
生
問
題
」
と
の
関
連

に
つ
い
て
」（『
文
藝
と
批
評
』
二
〇
一
三
・一
一
）
で
詳
し
く
論
じ

た
。

（
（（
） Горький, М

аксим. О
черкы

 и рассказы
. С

анкт-П
етер-бург: 

С. Д
ороватовский и А

. Чаруш
ников, （（（（.

（
（3
） Gorky, M

aksim
. H

eartache and T
he old w

om
an Izergil. 

T
rans. A

. S. Rappoport. London: M
aclaren&

Co., （（0（.

（
（（
） Gorjki, M

axim
. Im

 Gram
. T

rans. M
ichael Feofanoff. 

Leipzig: Eugen D
iederichs, （（0（.

（
（（
） 注
（（
と
同
じ
。

（
（6
） 大
野
茂
男
「
方
言
文
学
」（『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
五
四
・
六
）。

（
（7
） 田
山
花
袋
『
小
説
作
法
』（
博
文
館
、
一
九
〇
九
・
六
）。

（
（（
） 「
自
然
主
義
文
学
で
は
、
地
域
社
会
を
描
け
ば
そ
の
土
地
と
の
関

連
で
方
言
の
出
て
来
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
写
実
を
重
ん
ず
れ

ば
、
方
言
の
忠
実
な
使
用
が
見
ら
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
し
か

し
自
然
主
義
文
学
で
な
く
て
も
、
地
方
色
を
出
す
た
め
に
、
あ
る

い
は
人
間
を
描
き
出
す
た
め
に
、
自
然
に
方
言
が
作
品
に
使
わ
れ

る
。」（
岩
淵
悦
太
郎
「
方
言
と
文
学
」『
群
像
』
一
九
六
三
・
九
）

と
い
う
指
摘
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
直
接
に
自
然
主
義
の
系

統
を
引
か
な
い
作
品
の
中
で
も
方
言
が
使
わ
れ
る
。
夏
目
漱
石「
坊

つ
ち
ゃ
ん
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
九
〇
六
・
四
）
は
そ
の
代
表
的
な

一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
二
葉
亭
の
「
ふ
さ
ぎ
の
虫
」
と
そ
の

直
後
に
発
表
さ
れ
る
「
坊
つ
ち
ゃ
ん
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

一
九
〇
六
・
四
）に
着
目
し
た
石
井
和
夫
は「「
坊
つ
ち
ゃ
ん
」と「
ふ
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さ
ぎ
の
虫
」
―「
文
学
上
方
言
の
使
用
の
価
値
」に
つ
い
て
」（『
文

芸
と
思
想
』
二
〇
〇
〇
・
二
）
の
中
で
、
二
つ
の
作
品
に
み
る
方
言

使
用
の
関
連
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
確
か
に
執
筆
時
期
か
ら
み
る

と
影
響
関
係
の
可
能
性
が
否
め
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
判
断
で

き
な
い
。
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