
ルーツを刺激した「姨捨」 

 

作
家
井
上
靖
の
短
編
「
姨
捨
」
が
井
上
に

と
っ
て
格
別
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
小
学
館
か
ら
刊

行
さ
れ
た
「
群
像
・
日
本
の
作
家
第
二
十
巻
」

は
井
上
を
特
集
し
、
著
者
自
選
と
い
う
コ
ー

ナ
ー
で
、
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
作
品
の
一

つ
に
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
長
野

県
東
筑
摩
郡
坂
井
村
の
西
沢
茂
二
郎
さ
ん

（
故
人
）
の
著
書
「
姨
捨
山
新
考
」
が
井
上

に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。 

 

▽
戦
後
の
雰
囲
気 

 

ま
ず
は
「
外
せ
な
い
」
理
由
に
つ
い
て
の

井
上
自
身
の
解
説
で
す
― 

 

私
は
何
回
か
自
選
集
と
い

う
も
の
を
編
み
ま
し
た
が
、
ど

う
し
て
も
「
姨
捨
」
と
い
う
こ

の
作
品
を
外
す
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
作
者
の
私
が

考
え
て
、
取
り
分
け
い
い
作
品

と
も
、
好
き
な
作
品
と
も
言
え

ま
せ
ん
が
、
ど
う
し
て
も
こ
の

作
品
を
外
す
と
、
自
分
と
い
う

も
の
を
形
成
し
て
い
る
大
切

な
柱
の
一
本
が
欠
け
て
し
ま

う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
私
と

い
う
一
人
の
作
家
の
〝
紋
〟

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

  

こ
の「
紋
」が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

紋
と
は
家
々
で
定
め
ら
れ
て
い
る

印
、
家
紋
の
こ
と
で
す
が
、
確
か

に
井
上
は
「
姨
捨
」
の
中
で
、
自

分
の
一
族
を
流
れ
る
「
人
間
嫌
い

の
血
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
生

ま
れ
つ
き
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い

性
分
の
存
在
を
記
し
て
い
ま
す
。 

「
姨
捨
」
に
よ
る
と
、
井
上
は

幼
少
の
こ
ろ
に
姨
捨
物
語
を
聞
い

た
と
き
悲
し
く
て
声
を
上
げ
て
泣

く
ほ
ど
で
し
た
。
大
学
を
出
て
新

聞
記
者
に
な
っ
て
か
ら
西
沢
茂
二

郎
さ
ん
の
書
い
た
「
姨
捨
山
新
考
」
を
手
に

入
れ
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
は
最
初
の
部
分
に
目

を
通
し
た
だ
け
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
新
聞
記

者
を
辞
め
て
作
家
に
な
る
と
、
歌
人
や
俳
人

な
ど
が
残
し
た
姨
捨
や
観
月
に
関
す
る
作
品

が
た
く
さ
ん
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
関

心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
う
し
た
解
説
の
後
に
「
姨
捨
山
に
捨
て

て
ほ
し
い
」
と
懇
願
す
る
自
分
の
母
親
と
、

そ
れ
に
当
惑
し
な
が
ら
も
こ
た
え
よ
う
と
す

る
井
上
と
の
劇
中
劇
が
続
く
の
で
す
が
、
そ

の
劇
が
「
姨
捨
山
っ
て
月
の
名
所
だ
か
ら
、

老
人
は
そ
こ
へ
捨
て
ら
れ
て
も
案
外
悦
ん
で

い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
…
」
と
い
う
母
親

が
実
際
に
口
に
し
た
一
言
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

井
上
は
、
こ
の
母
親
の
気
持
ち
に
つ
い
て
、

戦
後
の
家
制
度
の
解
体
や
老
人
を
大
事
に
し

な
い
時
代
の
雰
囲
気
に
挑
戦
す
る
気
分
も
含

ま
れ
て
い
た
、
と
書
い
て
い
ま
す
。「
姨
捨
」

を
発
表
し
た
の
は
昭
和
三
十
年（
一
九
五
五
）、

高
度
経
済
成
長
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
で
す
。 

「
姨
捨
」
も
文
学
で
す
か
ら
、
書
か
れ
た

こ
と
す
べ
て
が
事
実
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
著
者
自
選
の
解
説
を
踏
ま
え
な
が
ら

読
み
直
す
と
、「
人
間
嫌
い
の
血
」
は
真
実
の

よ
う
に
思
い
ま
す
。
人
間
が
嫌
い
だ
か
ら
ゆ

え
に
小
説
を
通
じ
て
人
間
を
知
ろ
う
と
す
る

と
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

▽
二
宮
金
次
郎 

井
上
を
刺
激
し
た
「
姨
捨
山
新
考
」
の
著

者
西
沢
茂
二
郎
さ
ん
に
つ
い
て
の
情
報
が
坂

井
村
の
公
民
館
報
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。 

西
沢
さ
ん
は
明
治
の
中
ご
ろ
の
生
ま
れ
で

す
。
戦
前
、
教
員
検
定
の
難
関
と
さ
れ
た
文

検
の
中
等
教
員
、
国
漢
科
に
合
格
し
、
小
諸

商
業
、
長
野
商
業
高
校
で
教
鞭
を
と
り
、
日

本
の
古
典
や
漢
文
に
詳
し
か
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
「
姨

捨
山
新
考
」
を
著
し
ま
す
。 

昭
和
二
十
六
年
十
二
月
十
五
日
号
の
館
報

に
「
お
ん
た
の
二
宮
金
次
郎
」
と
紹
介
さ
れ

た
記
事
が
あ
り
ま
す
。「
生
ま
れ
つ
い
て
の
学

問
好
き
で
、（
中
略
）
野
良
へ
出
る
に
も
本
を

手
放
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
」こ
と
か
ら「
二

宮
金
次
郎
」
の
別
名
が
生
ま
れ
た
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。「
お
ん
た
」
は
西
沢
さ
ん
の
住
ん

で
い
た
地
区
名
が
「
大
野
田
」
で
あ
る
こ
と

か
ら
で
す
。 

「
姨
捨
山
新
考
」
は
古
今
の
文
献
を
渉
猟

し
、
自
分
の
言
葉
で
か
み
く
だ
い
て
解
説
し

た
も
の
で
、
姨
捨
山
関
係
の
「
百
科
全
書
」

と
言
っ
て
も
い
い
も
の
で
す
。 

特
に
か
つ
て
各
地
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

姨
捨
伝
説
が
当
地
に
定
着
し
、
全
国
的
に
姨

捨
山
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由

に
つ
い
て
、
て
い
ね
い
に
諸
説
を
紹
介
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
功
績
で
す
（
後
日
の
回
で
記

し
た
い
と
思
い
ま
す
）。研
究
者
と
し
て
の
客

観
性
を
持
っ
た
目
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
そ
の
姿
勢
は
、
館
報
で
紹
介
さ
れ
た
「
わ

が
功
を
語
ら
ぬ
」「
謙
虚
家
」と
い
う
西
沢
さ

ん
の
人
柄
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
ま
す
。 

西
沢
さ
ん
は
退
職
後
は
、
坂
井
村
の
農
協

組
合
長
を
務
め
ま
す
。
選
挙
管
理
委
員
会
の

委
員
長
と
し
て
、
選
挙
に
よ
る
村
づ
く
り
の

大
切
さ
を
幾
度
も
館
報
で
説
き
ま
す
。
坂
井

村
の
歴
史
に
つ
い
て
の
連
載
に
取
り
組
み
、

村
史
の
編
纂
に
も
尽
力
し
ま
し
た
。
一
九
七

四
年
に
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。 

四
十
代
の
井
上
靖
と
西
沢
茂
二
郎
さ
ん 

 

発
行 

二
〇
〇
五
年 

六
月
二
十
五
日 

 

編
集 

さ
ら
し
な
堂 

 
 

 
 

 

（
代
表
・
大
谷
善
邦
） 

〒
三
八
九
‐
〇
八
一
三 

長
野
県
千
曲
市
大
字
若
宮
一
一
八
四
‐
六 

（
旧

更
級
郡
更
級

村
） 

▽
過
去
、
将
来
と
も
に 

井
上
は
駆
け
出
し
の
新
聞
記
者
の
こ
ろ
に

は
関
心
の
な
か
っ
た
「
姨
捨
山
新
考
」
に
、

な
ぜ
触
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。「
姨
捨
」
を
発
表
し
た
の
は
四
十
八
歳

の
と
き
で
す
。
こ
の
年
齢
も
影
響
し
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
も
う
一
度
、
井
上
の
言
葉
を

引
用
し
ま
す
。 

 

こ
の
作
品
は
、
自
分
の
体
内
の
血
が

ど
う
い
う
も
の
か
、
そ
れ
を
正
面
か
ら

追
求
し
て
み
よ
う
と
し
た
最
初
の
作
品

で
す
。
こ
の
「
姨
捨
」
と
い
う
作
品
を

流
れ
て
い
る
基
調
音
は
、
短
篇
、
長
篇

を
問
わ
ず
、
こ
れ
か
ら
あ
と
の
幾
つ
か

の
作
品
に
も
流
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま

す
。
あ
る
い
は
す
べ
て
の
作
品
に
、
多

か
れ
少
な
か
れ
、
流
れ
て
い
る
も
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
正
確
に
言
え

ば
、
こ
れ
ま
で
書
い
た
す
べ
て
の
作
品

に
も
流
れ
て
い
る
も
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。 そ

う
い
う
意
味
で
は
、
自
分
を
材
料

に
し
、
自
分
の
体
内
を
流
れ
て
い
る
も

の
を
正
面
か
ら
見
よ
う
と
し
た
最
初
の

作
品
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
を
書

い
た
と
き
は
、
―
母
を
書
き
、
弟
を
書

き
、
妹
を
書
き
、
叔
父
を
書
い
た
こ
と

は
、
そ
し
て
そ
う
し
た
人
た
ち
を
書
く

こ
と
に
依
っ
て
自
分
と
い
う
も
の
を
見

詰
め
た
こ
と
は
、
今
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
私
に
と
っ
て
は
一
つ
の
事
件
で
あ

っ
た
か
と
思
い
ま
す
。 

 

四
十
歳
代
は
、
現
在
を
は
さ
ん
で
過
去
も

将
来
も
見
渡
せ
る
年
齢
で
し
ょ
う
。「
姨
捨
山

新
考
」
が
作
家
と
し
て
だ
け
で
な
く
人
生
を

生
き
る
人
間
と
し
て
の
井
上
の
、
根
っ
こ
の

部
分
を
刺
激
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
後
、井
上
は「
氷
壁
」「
天
平
の
甍
」「
敦

煌
」「
し
ろ
ば
ん
ば
」な
ど
代
表
作
を
相
次
い

で
書
き
上
げ
て
い
ま
す
。
一
九
九
一
年
、
八

十
三
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。 

奇
し
く
も
西
沢
茂
二
郎
さ
ん
が
「
姨
捨
山

新
考
」
を
出
版
し
た
の
も
四
十
代
半
ば
。
西

沢
さ
ん
も
井
上
と
同
じ
よ
う
に
自
分
の
ル
ー

ツ
を
刺
激
さ
れ
、「
姨
捨
山
」
に
取
り
組
ん
だ

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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