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中島敦「妖気録」論

「
妖
気
録
」
は
中
島
の
未
発
表
作
品
で
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
原
典
と
す
る
歴
史

小
説
で
あ
る
。
登
場
人
物
は
、
美
女
と
し
て
名
高
い
夏
姫
と
、
彼
女
を
め
ぐ
る
男
た
ち

l
中
心
は
楚
の
名
臣
・
亙
臣
ー
で
あ
る
。
未
発
表
作
品
で
あ
っ
た
故
か
、
研
究
者
に
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
な
い
。
そ
の
中
で
、
「
歴
史
な
り
運
命
な
り
の
原
因
と
帰

結
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
求
め
て
何
故
?
を
間
い
出
す
こ
と
の
う
ち
に
、
一
切
の

@
 

無
意
味
さ
が
露
呈
し
て
く
る
経
過
を
描
い
て
い
る
」
(
奥
野
政
元
氏
)
、
ま
た
、
亙
臣

の
「
白
狐
の
如
き
夏
姫
も
ま
た
己
と
同
様
運
命
に
操
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
認

識
」
・
「
所
詮
、
大
き
な
運
命
に
操
ら
れ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
を
見
破
っ
て
い
る
晩
年

@
 

の
中
島
敦
に
近
い
視
点
が
こ
こ
に
あ
る
」
(
漬
川
勝
彦
氏
)
と
い
う
指
摘
は
額
け
る
も

の
で
あ
る
。

「
妖
気
録
」
の
執
筆
時
期
を
残
っ
て
い
る
資
料
か
ら
測
定
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、
「
妖
気
録
」
の
原
稿
が
、
「
東
京
原
稿
用
紙
H
」
と
い
う
戦

時
中
の
組
悪
な
原
稿
用
紙
に
書
か
れ
て
お
り
、
同
じ
原
稿
用
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る

作
品
と
し
て
、
中
島
の
第
一
作
品
集
『
光
と
風
と
夢
』
(
昭
和
十
七
年
七
月
刊
行
)
掲

載
の
「
狐
愚
」
「
木
乃
伊
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
と
、
作
品
最
終
部
の
鉛
筆
書
き
に
よ

る
中
島
の
追
加
の
存
在
や
、
同
じ
原
典
(
『
春
秋
左
氏
伝
』
)
と
の
関
連
か
ら
、
「
古
俗

藤

ネナ

猛

」
系
の
作
品
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
可
能
性
の
高
さ
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
妖

気
録
」
は
南
洋
行
後
(
昭
和
十
七
年
四
月
以
降
)
に
執
筆
・
完
成
し
た
作
品
と
推
測

さ
れ
る
。

そ
れ
以
外
に
は
、
作
品
の
主
題
や
表
現
な
ど
か
ら
考
え
る
し
か
な
い
か
と
思
わ
れ

る。
本
稿
は
「
妖
気
録
」
を
読
み
、
中
島
文
学
の
他
の
作
品
と
の
関
連
や
執
筆
状
況
な

ど
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
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「
妖
鼠
録
」
の
主
人
公
は
、
「
白
狐
」
に
喰
え
ら
れ
る
夏
姫
で
あ
ろ
う
。
古
代
中
国

(
春
秋
時
代
)
の
歴
史
を
背
景
に
し
て
、
彼
女
を
め
ぐ
る
男
た
ち
と
の
関
係
が
作
品
の

軸
と
な
る
。
た
だ
し
、
夏
姫
は
語
り
手
や
男
た
ち
の
視
点
か
ら
、
つ
ま
り
、
彼
女
自
身

の
思
考
や
感
情
は
、
他
者
か
ら
の
推
測
・
想
像
と
い
う
手
法
を
取
っ
て
描
か
れ
て
い

る
。
作
品
後
半
に
登
場
す
る
亙
臣
が
、
彼
女
の
最
終
獲
得
者
で
あ
り
、
彼
女
に
対
す

る
男
た
ち
の
思
い
を
代
表
し
て
い
よ
う
し
、
か
っ
、
彼
の
感
慨
(
作
品
最
終
部
)
が
、
諸

氏
の
言
う
よ
う
に
、
作
品
の
主
題
を
形
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

題
名
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
は
ま
が
ま
が
し
い
予
感
・
雰
囲
気
が
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流
れ
て
い
る
。
夏
姫
と
の
恋
愛
を
中
心
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
不
倫
・
道
な
ら
ぬ
恋

で
あ
る
。
被
女
を
得
る
た
め
に
、
男
た
ち
は
卑
劣
な
策
謀
や
反
道
徳
的
な
行
為
を
な

し
、
結
果
と
し
て
、
多
く
の
男
た
ち
に
様
々
な
不
幸
や
死
が
訪
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
他
の
作
品
「
牛
人
」
で
の
「
世
界
の
厳
し
い
悪
意
」
や
、
「
弟
子
」
・
「
李
陵
」
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
宿
命
的
・
不
可
避
的
な
生
の
厳
し
さ
に
よ
る
も
の
と
は
違
う
。
「
妖
気

録
」
の
登
場
人
物
た
ち
の
行
為
は
、
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
避
け
ら
れ
る
も
の
だ
し
、
利

己
的
な
動
機
l
夏
姫
へ
の
愛
と
い
う
よ
り
は
欲
望
i
で
行
わ
れ
て
お
り
、
理
想
を
求
め

て
生
き
る
子
路
や
孔
子
た
ち
と
は
ほ
ど
遠
い
。
む
し
ろ
、
南
洋
行
後
に
中
島
が
構
想
し

た
「
吃
公
子
」
の
メ
モ
(
「
断
片
二
十
四
」
)
中
の
も
の
、

古
人
は
奨
か
利
己
の
現
れ
に

す
ぎ
ぬ
こ
と
を
ハ
ツ
キ
リ
示
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
、

O
あ
ら
ゆ
る
美
し
い
行
為
が
、
如
何
に
、
醜
い
動
機
か
ら
な
さ
れ
た
か
彼
は

知
っ
て
ゐ
た

に
近
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
亙
臣
の
一
行
為
l
荘
王
や
子
反
へ
の
夏
姫
を
要
ら
ぬ

よ
う
に
と
の
忠
告
l
は
、
一
見
、
「
美
し
い
行
為
」
だ
が
、
本
当
は
自
分
が
彼
女
を
手

に
入
れ
よ
う
と
の
「
醜
い
動
機
か
ら
な
さ
れ
た
」
の
で
あ
り
、
被
女
へ
の
愛
も
純
愛
と

い
う
よ
り
も
、
「
利
己
の
現
れ
に
す
ぎ
」
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
亙
臣
の
最
終
部
の
感
慨
に
至
る
ま
で
は
、
夏
姫
は
男
た
ち
に
翻
弄
さ
れ
る
犠

牲
者
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
被
女
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
男
た
ち
は
、

実
は
彼
女
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
逆
転
の
構
図
l
作
品
の
最
終
部
で
亙
臣
が
、

夏
姫
の
た
め
に
「
高
い
価
を
払
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
、
「
マ
ザ
ー
、
と
感
じ
」
て

い
く
の
が
そ
の
一
証
で
あ
る
l
が
、
判
明
し
て
く
る
。
し
か
も
、
こ
の
逆
転
は
よ
り
複

雑
な
様
相
を
見
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
夏
姫
自
身
も
運
命
の
如
き
「
操
り
手
」
に
よ
っ

て
、
踊
ら
さ
れ
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
三
者
の
関
係
l
優
劣
関
係
l
が

見
え
て
こ
よ
う
。
「
男
た
ち
↓
夏
姫
↓
操
り
手
」
で
あ
り
、
前
二
者
は
「
莫
迦
げ
た
踊

り
」
を
踊
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
運
命
の
如
き
操
り
手
の
存
在
と
、
操
ら
れ
た
者
の
人

生
の
相
対
化
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
男
た
ち
を
操
っ
た
夏
姫
と
は
、
如
何
な
る
女
性
か
。
傾
国
の
美
人
と
し

て
、
周
囲
の
好
奇
の
眼
に
は
男
た
ち
を
狂
わ
せ
る
「
毒
々
し
い
妖
婦
」
と
見
ら
れ
が
ち

だ
が
、
「
口
数
の
寡
い
、
極
く
控
へ
目
勝
ち
な
女
・
案
外
平
凡
な
物
静
か
な
女
」
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
美
人
に
は
違
ひ
な
い
が
、
動
き
の
少
な
い
、
木
偶
の
様
な
美
し
さ

は
、
特
に
阿
呆
に
近
く
見
え
る
こ
と
が
あ
る
。
」
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
男
た
ち
を
迷
わ
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
女
の
魅
力
(
魔
力
)
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

つ
く
り
物
の
や
う
に
静
か
な
顔
に
、
時
と
し
て
、
不
意
に
、
燃
え
る
や
う
な
華

や
か
さ
の
動
き
出
す
こ
と
が
あ
る
。
雪
白
の
冷
た
い
石
高
の
内
に
急
に
灯
の
と
も

さ
れ
た
や
う
に
、
耳
呆
は
見
る

l
、
上
気
し
て
、
紅
玉
色
に
透
り
、
漆
黒
の
昨
子

は
妖
し
い
潤
ひ
に
光
っ
て
来
る
。
内
に
灯
の
と
も
っ
て
ゐ
る
間
だ
け
、
此
の
女
は
世

の
常
の
女
で
は
な
く
な
る
。
斯
う
し
た
時
の
女
を
見
た
少
数
の
男
だ
け
が
、
世
の

常
な
ら
ぬ
愚
か
さ
に
我
を
忘
れ
る
も
の
ら
し
い
。

「
内
に
灯
の
と
も
っ
て
ゐ
る
間
だ
け
、
此
の
女
は
世
の
常
の
女
で
は
な
く
」
、
「
時
と

し
て
、
不
意
に
、
燃
え
る
や
う
な
華
や
か
さ
」
や
、
耳
柔
の
紅
玉
色
・
漆
黒
の
昨
子
の

「
妖
し
い
潤
ひ
」
な
ど
が
、
男
た
ち
の
官
能
を
刺
激
し
て
、
狂
わ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
平
生
の
つ
つ
ま
し
や
か
な
彼
女
で
は
な
く
、
妖
女
と
な
る
瞬
間
に
生
じ
る
性
的
な

も
の
を
含
む
魔
力
に
よ
ろ
う
。
「
自
ら
も
意
識
す
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
与
へ
ら
れ
た
も

の
を
狂
は
し
、
濁
ら
し
て
了
」
う
。
し
か
も
、
彼
女
は
五
十
に
近
づ
い
て
も
、
「
肌
は
処

女
の
様
な
艶
を
有
っ
て
ゐ
る
」
。
彼
女
の
「
周
り
に
立
軍
め
た
雰
囲
気
」
が
男
た
ち
を

「
麻
痔
さ
せ
」
、
彼
女
は
多
く
の
男
た
ち
と
関
係
す
る
。
(
作
品
中
で
明
ら
か
な
も
の

だ
け
で
も
五
人
を
越
え
る
し
、
状
況
さ
え
可
能
で
あ
れ
ば
夫
と
は
別
に
、
同
時
に
三
人
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も
の
愛
人
を
持
つ
。
)
。
そ
こ
に
は
、
道
徳
心
や
良
心
の
阿
責
な
ど
は
な
い
。

彼
女
は
自
分
の
せ
い
で
国
が
滅
び
よ
う
が
、
夫
や
息
子
が
殺
さ
れ
よ
う
が
、
「
何
の

責
任
を
負
は
ぬ
幼
児
の
様
に
」
「
つ
冶
ま
し
や
か
に
」
対
処
し
、
他
の
男
の
誘
い
に
従
願

に
従
う
。
「
こ
の
女
は
、
自
分
故
に
惹
起
さ
れ
る
周
囲
の
様
々
な
出
来
事
に
、
驚
き
の

眼
を
睦
っ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
。
そ
れ
ら
が
、
自
分
の
為
に
惹
起
さ
れ
た
の
だ
と
い

ふ
こ
と
に
、
一
向
気
付
か
ぬ
や
う
に
も
思
は
れ
」
、
「
水
が
低
き
に
流
れ
る
や
う
に
自

然
に
成
る
の
で
あ
る
。
興
奮
も
な
く
、
後
悔
も
な
く
、
唯
何
時
の
間
に
か
成
っ
て
了
っ

た
と
い
ふ
外
は
な
い
」
と
語
ら
れ
、
果
て
に
は
、
「
力
め
て
己
を
抑
へ
、
天
の
意
に
は
決

し
て
逆
ら
は
な
い
」
と
ま
で
評
さ
れ
る
が
、
そ
の
「
不
祥
さ
」
と
非
道
徳
性
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
そ
の
外
見
が
「
阿
呆
に
近
く
見
え
る
」
と
同
様
、
彼
女
の
内
面
、
特
に
男

性
関
係
に
関
し
て
は
、
よ
く
言
え
ば
自
然
で
あ
り
、
悪
く
言
え
ば
「
阿
呆
」
に
近
い
。

か
く
の
如
き
彼
女
の
二
面
性
は
注
目
に
価
す
る
。
外
見
的
な
美
し
さ
と
阿
呆
に
見

え
る
こ
と
。
つ
つ
ま
し
や
か
さ
(
貞
溜
さ
)
と
淫
蕩
さ
。
反
道
徳
性
と
従
順
さ
・
幼
児
性

な
ど
。
非
情
な
歴
史
の
中
で
、
彼
女
は
「
年
を
と
ら
ぬ
・
不
思
議
な
若
さ
」
を
保
ち
、
最

後
に
は
、
「
煩
は
し
い
心
遣
ひ
」
に
苦
悩
し
、
彼
女
へ
の
昔
の
意
志
に
支
配
さ
れ
て
い
る

亙
臣
の
眼
前
で
、
「
妖
気
を
吐
き
尽
く
し
た
白
狐
の
如
く
端
然
と
座
つ
」
て
い
る
。
彼

女
の
内
面
は
、
作
品
目
頭
で
「
誰
に
も
分
か
ら
ぬ
」
と
語
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
不
可

解
さ
が
最
終
場
面
に
お
い
て
、
効
果
的
に
描
写
さ
れ
る
。
彼
女
の
内
面
は
、
男
た
ち
に

と
っ
て
，
謎
'
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

少
な
か
ら
ぬ
男
た
ち
が
、
自
ら
の
愚
か
さ
に
従
っ
て
、
彼
女
の
周
り
で
踊
ら
さ
れ
死

ん
で
い
く
。
そ
れ
に
気
付
く
の
は
、
既
に
生
命
の
下
り
坂
で
衰
え
を
意
識
す
る
亙
臣
だ

け
で
あ
る
。
「
莫
迦
げ
た
踊
り
」
に
よ
る
「
己
の
一
生
の
無
意
味
さ
」
。
彼
は
「
思
は
ず

標
然
」
と
す
る
が
、
す
ぐ
に
「
わ
け
の
判
ら
ぬ
妙
な
を
か
し
さ
が
込
み
上
げ
」
る
。
こ
の

時
、
彼
は
「
操
り
手
の
心
が
の
り
移
っ
た
」
よ
う
に
、
「
し
ま
り
も
な
く
ゲ
ラ
/
¥
と
笑

ひ
出
」
す
。
悟
り
で
も
諦
め
で
も
な
い
、
「
し
ま
り
も
な
く
」
自
暴
自
棄
に
近
い
「
笑

ひ
」
で
あ
り
、
彼
自
身
の
人
生
の
否
定
に
も
通
じ
る
。

夏
姫
に
比
べ
る
と
、
亙
臣
は
能
動
的
で
あ
り
、
「
妖
気
録
」
で
は
悪
知
恵
を
絞
っ
て

彼
女
を
獲
得
す
る
の
だ
が
、
結
果
と
し
て
、
彼
は
故
国
を
捨
て
一
族
を
殺
さ
れ
、
し
か

も
、
成
人
と
な
っ
た
子
供
た
ち
へ
も
、
夏
姫
と
の
密
通
を
恐
れ
て
「
猪
疑
の
眼
を
向
け

ず
に
は
ゐ
ら
れ
」
な
い
。
彼
女
を
得
て
も
，
愛
'
は
信
じ
ら
れ
ず
、
彼
の
人
生
は
「
無

意
味
」
に
な
る
。

こ
れ
は
「
莫
迦
げ
た
踊
り
」
を
踊
ち
さ
れ
た
人
間
存
在
の
自
覚
で
あ
り
、
「
一
切
の

無
意
味
さ
が
露
呈
し
て
く
る
」
(
奥
野
氏
)
。
「
無
意
味
さ
」
の
雰
囲
気
が
強
く
、
「
燃

え
る
や
う
な
華
や
か
さ
」
や
「
妖
し
い
潤
ひ
」
な
ど
は
、
傍
ら
に
置
か
れ
た
感
が
あ
り
、

作
中
に
は
続
女
ら
の
性
の
快
感
や
背
徳
の
快
楽
は
、
特
に
描
か
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
話
の
展
開
に
従
え
ば
、
前
者
(
「
無
意
味
さ
」
)
に
主
眼
が
あ

り
、
女
性
の
美
や
性
の
快
楽
に
薄
く
、
両
者
が
相
互
に
反
発
・
複
合
す
る
に
は
、
後
者

が
弱
い
。
ま
た
、
こ
の
作
品
を
夏
姫
と
男
た
ち
の
物
語
と
す
る
に
は
、
両
者
の
粋
が
強

く
描
か
れ
て
い
な
い
だ
け
、
立
体
的
な
ド
ラ
マ
と
し
て
は
中
途
半
端
の
感
は
否
定
で
き

な
い
。

-A 
dω

・

中
島
の
他
の
作
品
で
、
亙
臣
に
近
い
人
物
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
何
か
に
懸

か
れ
て
滅
び
て
い
っ
た
「
古
書
」
の
主
人
公
た
ち
を
思
い
浮
か
べ
る
。
確
か
に
、
「
妖
気

録
」
に
登
場
す
る
男
た
ち
は
夏
姫
に
「
懸
か
れ
」
て
い
る
。
し
か
し
、
「
古
書
」
の
主
人

公
た
ち
の
滅
び
は
、
彼
ら
が
自
ら
選
択
し
た
と
言
う
よ
り
は
、
「
押
し
つ
け
ら
れ
た
」
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感
が
強
い
し
、
彼
ら
の
生
は
恋
愛
や
女
性
関
係
と
は
縁
遠
い
。
そ
れ
で
は
、
「
古
俗
」

の
主
人
公
た
ち
に
近
か
ろ
う
か
。
本
人
に
責
任
の
な
い
死
を
迎
え
さ
せ
ら
れ
る
魯
の
叔

孫
(
「
牛
人
」
)
よ
り
は
、
己
の
欲
望
に
よ
っ
て
、
国
を
滅
ぼ
し
殺
さ
れ
る
街
の
荘
公

(
「
盈
虚
」
)
に
近
い
。
だ
が
、
歴
史
の
持
つ
自
己
に
責
任
の
な
い
非
情
さ
と
い
う
背
景

は
、
「
妖
気
録
」
に
は
薄
い
。
ま
た
、
牛
人
の
持
つ
非
情
さ
・
不
可
解
さ
ほ
ど
鮮
烈
で
な

く
、
夏
姫
の
魔
力
は
男
た
ち
の
「
愚
か
さ
」
に
し
か
発
揮
せ
ず
に
、
因
果
応
報
的
範
鴎

に
あ
ろ
ャ
っ
。

特
に
注
目
す
べ
き
は
、
夏
姫
を
得
て
無
意
味
さ
を
悟
り
、
「
し
ま
り
も
な
く
ゲ
ラ
〈

と
笑
ひ
出
」
す
亙
臣
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
変
転
の
姿
は
、
「
名
人
伝
」
の
紀
昌
の
晩
年
の

姿
l
「
何
の
表
情
も
無
い
、
木
偶
の
如
く
愚
者
の
如
き
容
貌
」
!
に
、
静
と
動
の
よ
う

に
対
照
的
で
あ
る
が
、
根
底
に
お
い
て
一
脈
通
じ
て
い
ま
い
か
。
目
的
を
果
た
し
た
後

の
空
虚
感
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
紀
昌
の
志
l
弓
の
名
人
に
な
る
こ
と
l
は
、
亙
臣
の

志
(
志
と
は
言
い
難
い
か
も
し
れ
な
い
が
)
よ
り
も
純
粋
で
好
も
し
い
が
、
そ
の
志
に

動
か
さ
れ
て
人
生
を
賭
け
る
の
は
、
亙
臣
も
紀
昌
も
同
じ
で
あ
り
、
志
の
果
て
も
似
て

い
る
。
た
だ
、
紀
昌
は
弓
矢
を
忘
れ
悠
然
と
し
て
い
て
、
自
棄
的
な
自
己
否
定
は
行
わ

な
い
。
こ
の
点
が
似
た
よ
う
な
状
態
に
あ
る
と
し
て
も
、
亙
臣
と
の
違
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
想
像
し
て
み
る
に
、
「
妖
気
録
」
の
最
終
部
分
の
作
者
に
よ
る
鉛
筆
で
の
追

加
l
「
思
は
ず
傑
然
と
し
、
だ
が
、
次
の
瞬
間
、
何
故
か
し
ら
ぬ
が
、
わ
け
の
判
ら
ぬ
を

か
し
さ
が
込
み
上
げ
て
来
た
。
こ
ん
な
莫
迦
げ
た
踊
り
を
(
白
狐
の
や
う
な
夏
姫
も

所
詮
は
操
ら
れ
た
に
す
ぎ
ぬ
の
だ
)
己
の
人
生
の
無
意
味
さ
が
他
人
事
の
や
う
に
眺

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
(
改
行
、
一
行
あ
け
)
踊
ら
せ
た
操
り
手
の
心
が
の
り
移
っ
た

や
う
に
、
彼
は
し
ま
り
も
な
く
ゲ
ラ
〈
と
笑
ひ
出
し
た
。
」

l
は
、
「
牛
人
」
に
お
け

る
叔
孫
の
最
終
場
面
で
の
思
い
や
、
前
出
の
紀
昌
の
晩
年
の
造
形
l
木
偶
!
と
い
さ
さ

か
で
も
関
連
し
て
い
よ
う
し
、
「
幸
福
」
の
最
終
部
で
笑
い
は
し
な
か
っ
た
が
、
「
相
手

の
優
勢
感
に
す
っ
か
り
圧
倒
さ
れ
・
恐
怖
感
迄
か
匙
っ
て
・
妬
ま
し
げ
に
眺
め
」
る
、
自

分
の
境
遇
と
取
り
替
え
た
下
僕
を
見
る
長
老
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
貞
淑
さ
と
淫
蕩
さ
が
共
存
す
る
夏
姫
の
よ
う
な
人
物
は
、
中
島
の
他
の
作
品

に
登
場
す
る
だ
ろ
う
か
。
淫
事
さ
だ
け
で
は
「
夫
婦
」
の
エ
ピ
ル
や
「
弟
子
」
の
南
子
ら

が
い
る
が
、
前
者
は
美
人
で
も
つ
つ
ま
し
や
か
で
も
な
く
、
後
者
は
妖
婦
と
し
て
も
貞

淑
さ
は
な
く
、
作
中
で
は
脇
役
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
描
写
は
簡
潔
で
あ
る
。
ま
た
、
性
的

魅
力
を
持
ち
貞
淑
な
女
性
と
し
て
、
「
夫
婦
」
の
ギ
ラ
・
コ
シ
サ
ン
が
い
る
が
、
妖
婦
で

も
な
く
「
木
偶
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
違
う
。
か
つ
て
の
未
完
の
「
北
方
行
」
の
白
夫
人
や

麗
美
も
、
ア
ン
モ
ラ
ル
な
男
性
関
係
を
持
つ
が
、
や
は
り
夏
姫
の
よ
う
に
妖
婦
と
ま
で
は

言
え
な
い
。

次
に
、
夏
姫
を
白
狐
と
い
う
風
に
、
人
間
で
は
な
い
も
の
ま
で
広
げ
れ
ば
、
「
悟
持

出
世
」
(
四
)
に
登
場
す
る
「
老
女
怪
」
が
、
木
偶
や
貞
淑
と
は
違
う
が
、
そ
の
妖
婦
性

の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
。
彼
女
は
五
百
歳
以
上
の
妖
怪
だ
が
、
「
肌
の
し
な
や
か
さ
は
少

し
も
処
女
と
異
る
所
が
な
く
、
嗣
郷
た
る
其
の
姿
態
は
能
く
鉄
石
の
心
を
蕩
か
す
と

い
は
れ
」
、
「
肉
の
楽
し
み
を
極
め
る
こ
と
を
以
て
唯
一
の
生
活
信
条
と
し
て
ゐ
た
」
。

彼
女
は
[
肉
の
楽
し
み
」
を
悟
浄
に
説
き
、
そ
の
歓
喜
を
「
酔
っ
た
や
う
に
・
叫
」
ぴ
、

毎
年
百
人
ず
つ
の
若
者
が
喜
ん
で
死
ん
で
い
く
と
言
う
。

仮
に
、
つ
つ
ま
し
や
か
な
夏
姫
を
雄
弁
に
さ
せ
れ
ば
、
女
怪
と
同
じ
こ
と
を
言
う
の

か
も
し
れ
な
い
。
が
、
夏
姫
の
凄
み
は
、
男
た
ち
が
「
世
の
常
な
ら
ぬ
愚
か
さ
に
我
を

忘
れ
」
た
時
に
見
る
彼
女
の
二
面
性
l
貞
淑
さ
と
淫
蕩
さ
i
の
同
居
で
あ
り
、
変
転

に
動
じ
ぬ
木
偶
の
如
き
状
態
、
沈
黙
の
内
に
あ
ろ
う
。
端
的
に
言
え
ば
、
夏
姫
は
「
悟

浄
出
世
」
中
の
妖
怪
よ
り
も
、
，
妖
怪
u

ら
し
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
小
説
と
は
違
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
女
の
性
的
魅
力
と
そ
の
「
魔
術
」
を
連

想
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
中
島
の
南
洋
で
の
見
聞
を
土
台
と
し
た
「
爽
竹
桃
の
家
」
中

ヮ“4uτ 



中島敦「妖気録」論

の
「
女
」
が
い
る
。
い
さ
さ
か
長
い
が
、
次
に
引
用
し
て
み
る
。

煙
草
を
一
本
吸
ひ
終
っ
て
殻
を
捨
て
た
拍
子
に
、
一
寸
後
を
向
い
て
家
の
中

を
見
る
と
、
驚
い
た
。
人
が
ゐ
る
。
一
人
の
女
が
。
何
処
か
ら
何
時
の
間
に
、
は
ひ

っ
て
来
た
の
だ
ら
う
?
先
刻
迄
は
誰
も
ゐ
な
か
っ
た
の
に
。
白
い
猫
し
か
ゐ
な

か
っ
た
の
に
。
そ
う
い
へ
ば
今
は
白
猫
が
ゐ
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と

先
刻
の
猫
が
此
の
女
に
化
け
た
ん
ぢ
ゃ
な
い
か
と
(
確
か
に
頭
が
ど
う
か
し
て
ゐ

た
)
本
当
に
、
極
く
一
瞬
間
だ
が
、
そ
ん
な
気
が
し
た
。

驚
い
た
私
の
顔
を
、
女
は
ま
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
に
見
て
い
る
。
(
中
略
)

女
は
上
半
身
す
っ
か
り
探
体
で
、
鳶
足
に
座
っ
た
膝
の
上
に
赤
ん
坊
を
抱
い
て

ゐ
る
。
(
中
略
)
こ
ん
な
に
眼
を
外
ら
さ
な
い
女
は
無
い
。
殆
ど
目
を
据
え
て
ゐ

る
と
言
っ
て
も
宣
い
。
熱
病
め
い
た
異
常
な
も
の
迄
が
、
其
の
眼
の
中
に
漂
っ
て

ゐ
る
ゃ
う
で
あ
る
。
(
中
略
)

実
際
、
そ
の
若
い
細
君
は
美
人
と
い
っ
て
良
か
っ
た
。
(
中
略
)
精
々
反
り
気

味
な
其
の
姿
勢
で
、
受
け
口
の
容
を
半
ば
聞
い
た
佳
、
随
の
長
い
大
き
な
目

で
、
放
心
し
た
や
う
に
此
方
を
見
詰
め
て
ゐ
る
。
私
は
そ
の
目
を
外
ら
す
こ

と
を
し
な
か
っ
た
。
(
中
略
)

女
の
浅
黒
い
顔
に
、
ほ
の
か
に
血
の
色
が
上
っ
て
来
た
の
を
私
は
見
た
。
か
な

り
臨
臨
と
し
た
頭
の
何
処
か
で
、
次
第
に
増
し
て
来
る
危
険
感
を
意
識
し
て
ゐ

た
の
だ
が
、
勿
論
そ
れ
を
噛
ふ
気
持
の
方
に
自
信
を
も
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
中
に
、
し
か
し
、
私
は
妙
に
縛
ら
れ
て
行
く
や
う
な
自
分
を
感
じ
始
め
た
。

全
く
莫
迦
々
々
し
い
話
だ
が
、
其
の
時
の
泥
酔
し
た
や
う
な
変
な
気
持
を
後

で
考
え
て
見
る
と
、
ど
う
や
ら
、
私
は
一
寸
熱
帯
の
魔
術
に
か
か
っ
て
ゐ
た
ゃ
う

で
あ
る
。
其
の
危
険
か
ら
救
っ
て
呉
れ
た
も
の
は
、
病
後
の
身
体
の
衰
弱
で
あ
っ

た

中
島
が
実
際
に
そ
う
い
っ
た
体
験
を
し
た
か
で
は
な
く
、
か
く
の
如
く
表
現
し
得
た

点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
夏
姫
の
魅
力
と
そ
れ
に
捕
ら
わ
れ
る
男
た
ち
の
描
写

に
近
い
も
の
が
あ
る
。
女
と
白
酒
と
の
同
一
視
、
女
の
性
的
ま
な
ざ
し
、
麻
痔
さ
せ
る

よ
う
な
雰
囲
気
な
ど
。
も
ち
ろ
ん
、
「
爽
竹
桃
の
家
」
の
方
は
、
「
妖
気
録
」
の
よ
う
な

歴
史
・
物
語
中
の
も
の
で
は
な
く
、
南
洋
で
の
一
小
話
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
「
若

い
細
君
」
の
性
的
魅
力
に
し
て
も
、
男
を
狂
わ
し
人
生
を
破
滅
さ
せ
る
ほ
ど
強
い
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
対
象
も
特
定
の
男
で
は
な
く
、
「
内
地
の
男
の
人
な
ら
誰
で
も
好

き
」
と
言
わ
れ
る
。
語
り
手
の
「
私
」
も
、
彼
女
と
の
道
遇
を
「
午
後
の
温
度
と
、
湿
気

と
、
そ
れ
か
ら
、
其
の
中
に
漂
ふ
強
い
印
度
素
馨
の
匂
」
に
よ
る
ご
寸
熱
帯
の
魔
術

に
か
か
っ
て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
る
」
と
言
い
、
自
分
の
動
揺
を
「
醜
態
」
と
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
に
は
男
女
の
性
的
な
衝
動
が
描
か
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
夏
姫
の
持
つ
圧

倒
的
な
魔
性
の
力
や
、
そ
れ
に
狂
わ
さ
れ
る
男
た
ち
の
破
滅
的
な
生
は
な
い
。
だ
が
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
「
女
」
の
性
的
な
魔
力
を
原
型
的
に
で
も
表
現
化
し
、
そ
の
種
の

表
現
に
細
心
な
中
島
が
、
世
間
に
公
表
し
た
点
は
注
目
に
価
す
る
。

q
J
 

A
q
 

夏
姫
と
亙
臣
の
間
に
は
、
心
の
交
流
(
，
愛
d

)

は
な
い
。
亙
臣
は
常
に
夏
姫
の
身

辺
を
探
り
、
そ
の
貞
淑
を
疑
っ
て
い
る
。
南
洋
行
後
の
中
島
の
作
品
の
柱
の
一
つ
は
、

主
人
公
と
他
者
と
の
精
神
的
交
流
で
あ
る
。
そ
れ
が
強
い
の
は
南
洋
行
直
後
の
も
の

!
「
悟
浄
歎
異
」
や
「
弟
子
」
ー
で
あ
る
。
ま
た
、
奇
妙
な
こ
と
に
同
時
並
行
的
に
、
他

者
と
の
断
絶
を
描
い
た
「
古
俗
」
の
二
作
品
が
あ
る
。
「
妖
気
録
」
は
、
何
度
も
言
う

が
、
「
古
俗
」
系
の
作
品
で
あ
り
、
夏
姫
と
男
た
ち
の
肉
体
的
関
係
と
、
心
の
ズ
レ
・
断
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絶
を
描
い
た
も
の
で
も
あ
る
。
中
島
が
男
女
間
の
肉
体
関
係
の
描
写
に
踏
み
込
ん
だ

の
は
、
彼
の
潔
癖
さ
!
例
え
ば
「
光
と
風
と
夢
」
(
十
九
)
の
主
人
公
の
過
去
の
女
性

た
ち
と
の
関
係
に
対
し
て
、
書
け
な
い
と
い
う
感
慨
「
薄
っ
ぺ
ら
で
も
何
で
も
、
俺
の
倫

理
観
は
(
俺
の
場
合
、
倫
理
観
は
審
美
感
と
同
じ
だ
。
)
そ
れ
を
肯
定
で
き
ぬ
。
」
は
、

中
島
自
身
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ー
か
ら
考
え
る
と
、
中
途
半
端
で
も
進
歩
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
中
島
は
「
妖
気
録
」
を
未
発
表
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
こ
こ
に
は
、
細
心
な

被
特
有
の
バ
ラ
ン
ス
志
向
や
良
い
も
の
を
発
表
し
た
い
と
の
作
家
意
識
が
働
い
た
の
で

は
な
い
か
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
性
の
世
界
に
踏
み
込
む
に
は
時
代
が
相
応
し
く
な

い
と
の
認
識
や
、
作
品
と
し
て
の
中
途
半
端
さ
・
完
成
度
の
低
さ
や
、
夏
姫
の
人
間
離

れ
、
あ
る
い
は
極
端
な
女
性
像
と
し
て
の
造
形
へ
の
不
満
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
中
島

③
 

が
あ
る
編
集
者
に
対
し
て
、
「
夫
婦
」
を
，
冷
汗
d

も
の
だ
と
卑
下
し
た
の
と
同
じ
よ

う
な
判
断
を
想
定
し
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
「
妖
気
録
」
に
描
か
れ
た
「
闘
い
動
機
か
ら
な
さ
れ
た
」
行
為
の
数
々
l
し

か
も
、
そ
れ
ら
は
女
を
め
ぐ
る
醜
態
で
あ
る
l
、
そ
れ
ら
は
南
洋
行
後
の
中
島
の
文
学

へ
の
思
い
l
「
弟
子
」
や
「
李
陵
」
な
ど
の
中
編
小
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
厳
し
い
世

界
の
中
の
男
(
士
)
た
ち
の
生
死
を
描
き
た
い
と
の
思
い
!
と
、
合
わ
な
い
の
で
は
な
い

か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
の
「
男
」
と
は
、
君
子
・
丈
夫
と
し
て
の
「
男
」
で
あ

る
。
「
李
陵
」
中
の
司
馬
遷
の
思
考
か
ら
、
代
表
的
な
も
の
を
次
に
引
用
す
る
。

動
機
が
ど
う
あ
ら
う
と
、
こ
の
や
う
な
結
果
(
藤
村
注
:
・
李
陵
弁
護
に
よ
る
宮

刑
)
を
招
く
も
の
は
、
結
局
「
悪
か
っ
た
」
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、

何
処
が
悪
か
っ
た
?
己
の
何
処
が
?
何
処
も
悪
く
な
か
っ
た
。
己
は
正
し

い
こ
と
し
か
し
な
か
っ
た
。
強
ひ
て
い
へ
ば
、
唯
、
「
我
在
り
」
と
い
ふ
事
実
だ
け

が

悪

か

っ

た

の

で

あ

る

。

(

二

)

こ
の
司
馬
遷
の
叫
ぴ
が
、
南
洋
行
後
の
中
島
を
捉
え
た
グ
あ
る
べ
き
規
範
a

に
よ

る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
「
正
し
い
こ
と
し
か
し
な
か
っ
た
」

が
、
「
結
局
『
悪
か
っ
た
』
」
の
で
あ
り
、
「
『
我
在
り
』
と
い
ふ
事
実
だ
け
が
悪
か
っ

た
」
と
い
う
厳
し
い
人
間
観
・
存
在
観
、
か
っ
、
そ
れ
に
対
時
す
る
男
た
ち
を
、
中
島
は

南
洋
行
後
、
中
編
小
説
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
時
代
・
歴
史
は
非
情
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
逆
に
、
彼
ら
は
「
正
し
い
こ
と
」
に
固
執
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
彼
ら
は
君
子
・
丈
夫
と
し
て
の
「
男
」
で
は
な
く
な
る
。

そ
れ
に
中
島
も
寄
り
添
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
想
う
に
、
復
の
中
で
、
古
代
中

国
と
戦
時
下
の
日
本
が
い
く
ら
か
な
り
と
共
振
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
狭
い
道
徳

観
だ
と
の
批
判
は
適
当
で
は
な
か
ろ
う
。
非
情
な
時
代
の
中
で
の
生
死
の
ド
ラ
マ
が
眼

前
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
か
っ
、
そ
れ
ら
は
悲
劇
の
中
の
美
学
た
り
得
る
だ
ろ
う
。
戦
時

下
の
読
者
が
、
滅
び
へ
の
不
安
や
予
感
の
中
で
、
中
島
の
小
説
を
受
け
入
れ
た
の
も
自

@
 

然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

対
し
て
、
「
古
俗
」
や
「
妖
気
録
」
の
主
人
公
た
ち
は
、
子
路
や
李
陵
の
よ
う
な
登

場
人
物
た
ち
と
は
違
う
。
作
品
中
に
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、
「
牛
人
」
の
叔
孫
は
、

「
正
し
い
こ
と
し
か
し
な
か
っ
た
」
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
「
盈
虚
」
の
衛
候
は
悪

事
の
み
な
し
た
。
「
妖
鼠
録
」
の
亙
臣
も
善
事
も
な
し
た
が
、
作
品
中
で
は
、
自
分
の

欲
望
に
従
っ
て
生
き
た
姿
が
描
か
れ
る
。
彼
ら
が
中
島
の
中
編
の
主
人
公
た
り
得
な

い
の
は
仕
方
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
中
島
は
息
苦
し
い
作
品
ば
か
り
創
作
し
た
か
と
言
う
と
、
「
名
人
伝
」
や

「
夫
婦
」
を
見
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
こ
と
が
判
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
す
ら
面
白
い
だ
け

の
小
説
で
は
な
い
。
人
間
の
あ
る
暗
い
面
が
、
必
ず
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
夫
婦
」
に
つ

い
て
言
え
ば
、
夫
(
ギ
ラ
・
コ
シ
サ
ン
)
と
妻
(
エ
ピ
ル
)
の
聞
に
は
、
普
通
の
意
味
で
の
，

愛
4

は
な
い
。
こ
の
夫
婦
に
は
、
単
に
夫
の
卑
屈
と
妻
の
暴
力
だ
け
で
な
く
、
そ
の
底

に
は
、
「
加
何
に
い
と
は
し
く
と
も
最
後
迄
そ
の
関
係
を
絶
つ
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
人
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間
同
志
の
や
う
な
宿
命
的
な
因
縁
に
近
い
も
の
」
(
司
馬
遷
の
感
慨
)
が
流
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
晩
年
の
亙
臣
と
夏
姫
に
も
、
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
亙
臣
の
晩
年
の
姿
は
、
「
名
人
伝
」
の
紀
昌
の
姿

に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
接
続
し
て
い
よ
う
。

「
妖
筑
録
」
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
基
に
す
る
と
い
う
点
で
「
古
俗
」
系
の
作
品

で
あ
り
、
男
女
(
夫
婦
)
聞
の
宿
命
的
関
係
と
い
う
点
で
、
「
夫
婦
」
と
近
く
、
ま
た
、

志
の
変
転
と
い
う
点
で
「
名
人
伝
」
と
縁
が
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
場
面
で
亙
臣
が
感

じ
る
「
操
り
手
」
の
存
在
は
、
宮
川
氏
の
言
う
「
大
き
な
運
命
」
と
通
じ
て
い
て
、
南

洋
行
後
の
諸
作
品
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
例
え
ば
、
「
李
陵
」
の
，
天
'
ゃ

「
牛
人
」
の
，
世
界
a

な
ど
で
あ
る
。
)
。
ま
た
、
そ
の
直
前
に
亙
臣
が
「
思
は
ず
懐

然
」
と
す
る
の
は
、
『
南
島
語
』
な
ど
の
作
品
に
登
場
す
る
「
マ
ダ
ク
内
」
に
近
い
。
恐

ら
く
は
、
そ
れ
ぞ
れ
と
絡
み
合
い
な
が
ら
、
互
い
が
影
響
し
あ
い
、
南
洋
行
後
に
執
筆

さ
れ
、
発
表
を
待
っ
て
い
た
作
品
で
は
な
い
か
。
も
し
く
は
、
中
島
の
興
味
の
対
象
と

し
て
、
男
女
間
の
溝
・
，
志
'
の
虚
し
さ
な
ど
の
要
素
が
、
「
妖
気
録
」
か
ら
「
夫
婦
」

や
「
名
人
伝
」
へ
と
流
れ
て
行
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
「
妖
忽
録
」

最
終
部
の
加
筆
時
は
、
描
か
れ
た
亙
臣
の
姿
に
「
名
人
伝
」
の
紀
昌
の
晩
年
の
姿
と
同

様
、
空
虚
感
が
漂
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
一
脈
通
じ
る
故
に
、
「
名
人
伝
」
執
筆
時
(
昭

和
十
七
年
十
月
頃
)
に
近
い
頃
と
推
測
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
「
妖
気
録
」
を
中
島
の
気
に
入
っ
た
も
の
と
の
前
提
で
考
え
る
と
、
昭
和
十

七
年
六
月
中
旬
ま
で
に
完
成
し
て
い
れ
ば
、
「
古
俗
」
の
一
編
と
し
て
世
に
出
た
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
、
同
年
八
月
一
杯
の
完
成
で
あ
れ
ば
、
何
と
か
彼
の
第
二
作
品
集
『
南

島
語
』
に
収
録
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
十
月
頃
の
完
成
で
あ
れ
ば
、
「
名
人
伝
」
に
代

わ
っ
て
発
表
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
三
作
品
集
の
予
定
表
で
あ
る
「
断
片
二
十

九
」
に
は
、
「
妖
忽
録
」
の
名
は
な
い
。

以
上
の
点
を
考
え
る
と
、
中
島
は
手
を
加
え
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
死
ぬ
ま
で
「
妖
気

録
」
を
満
足
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
未
発
表
作
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
逆

に
、
前
述
し
た
「
妖
鼠
録
」
の
未
発
表
理
由
を
考
慮
す
れ
ば
、
人
生
・
社
会
に
存
在
す

る
，
厳
し
い
も
の
d

を
追
究
し
て
い
た
、
当
時
の
中
島
の
小
説
の
目
標
・
レ
ベ
ル
を
測

定
で
き
る
し
、
そ
の
後
に
書
こ
う
と
し
た
小
説
の
そ
れ
ら
を
も
予
想
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
、
「
妖
気
録
」
は
南
洋
行
後
の
彼
の
文
学
の
一
つ
の
指
標
で

あ
ろ
う
。

仮
に
中
島
が
、
「
李
陵
」
完
成
の
後
、
「
吃
公
子
」
構
想
・
執
筆
を
経
て
、
「
弟
子
」

や
「
李
陵
」
な
ど
の
深
い
が
狭
い
世
界
を
超
え
、
卑
し
い
人
間
や
そ
の
人
間
観
を
余
裕

を
持
っ
て
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
、
勝
手
な
想
像
を
す
る
と
、
「
妖
気
録
」

に
も
彼
の
手
が
入
り
、
例
え
ば
性
を
含
む
男
女
聞
の
不
可
解
さ
を
、
よ
り
深
く
描
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
中
島
文
学
に
不
足
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る

m
女
性
'

を
、
現
実
に
生
き
る
姿
と
し
て
描
け
れ
ば
、
彼
が
卒
論
で
憧
慣
し
て
い
た
谷
崎
文
学
の

如
き
、
男
女
の
，
愛
4

の
世
界
を
造
形
し
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
「
妖
気
録
」
最
終
部
の
亙
臣
の
自
棄
的
な
笑
い
に
象
徴
さ
れ
る
も
の
は
、

男
女
の
豊
穣
に
し
て
不
可
欠
・
不
可
解
な
，
愛
'
で
は
な
く
、
そ
こ
に
至
ら
な
い
男
女

の
聞
の
断
絶
・
不
毛
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
中
島
が
描
い
た
「
北
方
行
」
で
の
男
女

の
恋
愛
の
不
毛
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
破
滅
す
る
男
た
ち
を
表
現
し
得
た
点
で
は

鋭
い
が
、
や
は
り
、
先
行
き
の
な
い
、
か
つ
豊
か
さ
の
な
い
「
妖
気
録
」
の
世
界
は
、
自

問
的
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
い
っ
た
点
に
、
こ
の
作
品
の
明
ら
か
な
限
界
が

あ
ろ
う
。
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① 注

「
『
古
俗
』

l
運
命
あ
る
い
は
歴
史
の
中
の
自
己
」
(
『
中
島
敦
論
考
』
桜
楓
社

一
九
八
五
・
四
)

②
「
『
古
語
』
か
ら
『
古
俗
』
へ
」
(
『
中
島
敦
の
作
品
研
究
』
明
治
書
院
一
九

七
六
・
九
)

③
庄
野
誠
一
宛
書
簡
(
昭
和
十
七
年
八
月
三
十
一
日
)

④
一
例
と
し
て
、
三
浦
朱
門
氏
の
当
時
を
回
想
し
た
文
章
を
、
次
に
紹
介
す
る
。

「
そ
の
こ
ろ
の
私
た
ち
の
問
で
、
一
種
、
敗
北
の
美
学
が
流
行
し
た
。
そ
の
代
表

が
、
こ
の
年
に
中
島
敦
が
書
い
た
、
『
李
陵
』
や
『
弟
子
』
で
あ
ろ
う
。
(
中
略
)

私
も
ま
た
近
い
将
来
に
死
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
そ
う
い
う
美
し
い
死

に
憧
れ
た
。
そ
れ
は
私
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
」
(
『
日
本
人
を
ダ
メ
に

し
た
教
育
』
海
竜
社
一
九
九
九
・
二
)

「
マ
ダ
ク
ツ
」
に
関
し
て
は
、
次
の
拙
論
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ

る。
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⑤ 

「
『
南
島
謂
』
!
『
幸
福
』
を
中
心
に
し
て
l
」
(
『
中
島
敦
研
究
』
渓
水
社

一
九
九
八
・
十
二
)

(
ふ
じ
む
ら

た
け
し
)


