
谷
崎
潤
一
郎
、
似
て
非
な
る
平
行
線

―
―
〈
母
恋
い
も
の
〉
に
お
け
る
喜
怒
哀
楽
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
―高

野

順

子

一

谷
崎
と
〈
母
〉

谷
崎
潤
一
郎
は
近
現
代
を
代
表
す
る
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
作
品

『
異
端
者
の
悲
し
み
』
の
中
で
、「
或
る
短
編
の
創
作
を
文
壇
に
発
表

し
た
。
彼
の
書
く
物
は
、
当
時
世
間
に
流
行
し
て
居
る
自
然
主
義
の

小
説
と
は
、
全
く
傾
向
を
異
に
し
て
居
た
。
そ
れ
は
彼
の
頭
に
醗
酵

す
る
怪
し
い
悪
夢
を
材
料
に
し
た
、
甘
美
に
て
芳
烈
な
る
芸
術
で
あ

つ
た
」
と
記
し
て
い
る
通
り
、「
異
端
者
」
と
し
て
の
彼
の
デ
ビ
ュ

ー
は
当
時
鮮
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
。
文
壇
で
谷
崎
の
才
能
を
は
じ
め

て
認
め
た
永
井
荷
風
は
谷
崎
文
学
の
「
三
箇
の
特
徴
」
と
し
て
「
肉

体
的
恐
怖
か
ら
生
ず
る
神
秘
幽
玄
」「
全
く
都
会
的
た
る
こ
と
」「
文

章
の
完
全
な
る
こ
と
」
と
大
絶
賛
し
た
注
１

。
自
然
主
義
の
世
に
突
如
現

れ
た
異
色
な
谷
崎
の
作
風
は
悪
魔
主
義
、
耽
美
主
義
な
ど
と
い
わ
れ
、

様
々
な
旋
風
を
巻
き
起
こ
し
た
が
、『
蓼
喰
ふ
虫
』
で
そ
れ
ま
で
の

作
品
と
は
一
変
し
、
日
本
文
化
や
日
常
生
活
に
目
を
向
け
て
い
く
。

彼
の
作
品
を
見
て
い
く
中
で
特
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の

が
、〈
母
性
思
慕
〉〈
母
恋
い
〉
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
で
あ
る
。
誰
し

も
母
は
母
と
い
う
だ
け
で
特
別
な
存
在
で
あ
る
が
、
谷
崎
の
母
に
対

す
る
思
い
は
と
り
わ
け
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。
理
由
の
一
つ
に
母

関
は
娘
番
付
で
大
関
に
な
る
ほ
ど
の
美
貌
を
持
っ
て
い
た
事
が
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
し
て
谷
崎
が
三
十
一
歳
の
五
月
に
関
は
病
気
で
亡
く

な
っ
て
し
ま
い
、
し
か
も
彼
は
母
親
の
死
に
際
に
立
ち
会
う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
美
し
い
母
、
そ
し
て
母
を
失
っ
た
衝
撃
が
、
後
に

谷
崎
の
〈
母
恋
い
も
の
〉
の
中
核
と
な
っ
て
そ
れ
を
確
立
さ
せ
て
ゆ

く
。

―７４―
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谷
崎
は
〈
母
恋
い
も
の
〉
の
中
で
母
を
描
く
と
き
に
は
、
そ
の
美

し
さ
や
優
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
実
際
の

彼
の
母
親
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
異
端
者
の
悲
し

み
』
の
中
の
母
は
三
度
の
食
事
も
作
れ
ず
、
泣
い
て
ば
か
り
の
哀
れ

な
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
母
・
関
の
実
像
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
性
で
あ
り
、

潤
一
郎
自
身
の
奔
放
さ
ゆ
え
、
関
は
潤
一
郎
の
弟
の
精
二
ば
か
り
を

か
わ
い
が
っ
て
い
た
注
２

。
母
の
実
像
は
谷
崎
の
理
想
の
母
親
と
は
か
な

り
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
定
評
で
あ
る
。

谷
崎
は
理
想
の
母
親
を
ど
の
よ
う
な
姿
に
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の

か
。
三
島
由
紀
夫
は
、

慈
母
の
像
に
全
く
エ
ロ
ス
の
陰
が
認
め
ら
れ
ぬ
と
い
ふ
か
と
、

さ
う
と
は
云
へ
な
い
と
こ
ろ
が
谷
崎
的
で
あ
る
。
た
だ
、
母
の

エ
ロ
ス
的
顕
現
は
、
意
識
的
な
欲
望
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、

無
意
識
の
、
未
分
化
の
、
未
知
へ
の
あ
こ
が
れ
と
い
ふ
形
で
と

ら
へ
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
と
き
主
体
は
子
供
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
注
３

。

と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
笠
原
伸
夫
は
、

想
像
力
に
よ
っ
て
濾
過
さ
れ
る
の
が
美
し
い
母
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
れ
ば
、
夢
見
る
主
体
は
当
然
時
間
を
遡
行
し
て
幼

時
に
還
る
。
も
っ
と
も
単
に
幼
少
期
の
母
の
面
影
を
復
元
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
夢
の
な
か
の
幻
の
女
は
編
笠
を
か
ぶ
っ
た
新

内
語
り
で
あ
っ
て
、
化
粧
の
濃
い
、
頽
廃
的
な
風
情
を
漂
わ
せ

て
い
る
注
４

。

と
言
い
、
さ
ら
に
「
イ
ン
セ
ス
ト
・
タ
ブ
ー
へ
の
抵
触
は
巧
み
に
避

け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
で
は
倒
錯
的
な
印
象
が
全
く
尾
を
曳
か
な

い
か
、
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
」
と
し
て
、
谷
崎
の
観
念
の
中
に

タ
ブ
ー
を
犯
し
た
い
潜
在
願
望
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』
は
、
読
み
終
え
た
果
て
に
こ
の

話
が
全
て
夢
に
帰
し
て
、
な
ん
と
も
切
な
い
思
い
を
さ
せ
る
わ
け
だ

が
、
こ
れ
は
「
美
し
い
」
母
を
求
め
る
「
悲
し
い
」
物
語
な
の
だ
と

い
う
印
象
を
も
持
た
せ
る
。
そ
の
印
象
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
、

実
は
こ
の
作
品
に
は
「
悲
し
い
」
の
語
が
明
ら
か
に
意
図
的
に
多
く

使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
い
と
こ
ろ
で
は
見
開
き
二
ペ
ー
ジ

（『
全
集
』
二
一
六
〜
二
一
七
ペ
ー
ジ
）
の
中
に
一
二
例
も
の
「
悲
し

い
」「
悲
し
み
」
が
出
て
く
る
ほ
ど
だ
。

「
い
ゝ
え
、
い
ゝ
え
、
何
で
私
が
泣
い
て
ゐ
る
も
の
か
。
私
は

ど
ん
な
に
悲
し
く
つ
て
も
泣
き
は
し
な
い
」

さ
う
云
ひ
な
が
ら
も
、
女
は
明
ら
か
に
さ
め
�
�
と
泣
い
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
項
を
上
げ
て
ゐ
る
顔
の
、
眼
瞼
の
陰
か
ら
湧
き

出
る
涙
が
、
鼻
の
両
側
を
伝
は
つ
て
頤
の
方
へ
糸
を
引
き
な
が

ら
流
れ
て
ゐ
る
。
声
を
殺
し
て
し
や
く
り
上
げ
る
た
び
ご
と
に
、

咽
喉
の
骨
が
皮
膚
の
下
か
ら
痛
々
し
く
現
れ
て
、
息
が
詰
ま
り

は
し
な
い
か
と
思
は
れ
る
程
切
な
げ
に
び
く
�
�
と
凹
ん
で
ゐ

―７５―
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る
。
初
め
は
露
の
玉
の
如
く
滴
々
と
こ
ぼ
れ
て
ゐ
た
も
の
が
、

見
る
う
ち
に
頬
一
面
を
水
の
や
う
に
濡
ら
し
て
、
鼻
の
孔
へ
も

口
の
中
へ
も
容
赦
な
く
侵
入
し
て
行
く
ら
し
い
。
と
、
女
は
水

洟
を
す
ゝ
る
と
一
緒
に
唇
か
ら
沁
み
入
る
涙
を
ぐ
つ
と
嚥
み
こ

ん
だ
ら
し
か
つ
た
が
、
同
時
に
激
し
く
ご
ほ
ん
�
�
と
咳
に
咽

ん
だ
。

「
そ
れ
御
覧
な
さ
い
。
小
母
さ
ん
は
其
の
通
り
泣
い
て
ゐ
ぢ
や

あ
り
ま
せ
ん
か
。
ね
え
小
母
さ
ん
、
何
が
そ
ん
な
に
悲
し
く
つ

て
泣
い
て
ゐ
る
ん
で
す
」

私
は
さ
う
云
つ
て
、
身
を
屈
め
て
咳
き
入
つ
て
ゐ
る
女
の
肩
を

さ
す
つ
て
や
つ
た
。

「
お
前
は
何
が
悲
し
い
と
お
云
ひ
な
の
か
い
？

こ
ん
な
月
夜

に
斯
う
し
て
外
を
歩
い
て
居
れ
ば
、
誰
で
も
悲
し
く
な
る
ぢ
や

な
い
か
。
お
前
だ
つ
て
心
の
中
で
は
き
つ
と
悲
し
い
に
違
ひ
な

い
」

「
そ
れ
は
さ
う
で
す
。
私
も
今
夜
は
悲
し
く
つ
て
仕
様
が
な
い

の
で
す
。
ほ
ん
た
う
に
ど
う
云
ふ
訳
で
せ
う
」

「
だ
か
ら
あ
の
月
を
御
覧
と
云
ふ
の
さ
。
悲
し
い
の
は
月
の
せ

ゐ
な
の
さ
。
―
―
お
前
も
そ
ん
な
に
悲
し
い
の
な
ら
、
私
と
一

緒
に
泣
い
て
お
く
れ
。
ね
、
後
生
だ
か
ら
泣
い
て
お
く
れ
」

女
の
言
葉
は
あ
の
新
内
の
流
し
に
も
劣
ら
な
い
、
美
し
い
言
葉

の
や
う
に
聞
え
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
は
、
こ
ん
な
工
合
に
語

り
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
間
に
も
、
女
は
三
味
線
の
手
を
休
め
ず
弾
い

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
ぢ
や
小
母
さ
ん
も
泣
き
顔
を
隠
さ
な
い
で
、
私
の
方
を

向
い
て
下
さ
い
。
私
は
小
母
さ
ん
の
顔
が
見
た
い
の
で
す
」

「
あ
ゝ
さ
う
だ
つ
た
ね
、
泣
き
顔
を
隠
し
た
の
は
ほ
ん
と
に
私

が
悪
か
つ
た
ね
。
い
ゝ
子
だ
か
ら
堪
忍
し
て
お
く
れ
よ
」

空
を
仰
い
で
ゐ
た
女
は
、
そ
の
時
さ
つ
と
頭
を
振
り
向
け
て
、

編
笠
を
傾
け
な
が
ら
私
の
方
を
覗
き
込
ん
だ
。

「
さ
あ
、
私
の
顔
を
見
た
け
れ
ば
と
つ
く
り
と
見
る
が
い
ゝ
。

私
は
此
の
通
り
泣
い
て
ゐ
る
の
だ
よ
。
私
の
頬
ぺ
た
は
こ
ん
な

に
涙
で
濡
れ
て
ゐ
る
の
だ
よ
。
さ
あ
お
前
も
私
と
一
緒
に
泣
い

て
お
く
れ
。
今
夜
の
月
が
照
つ
て
ゐ
る
間
は
、
何
処
ま
で
ゞ
も

一
緒
に
泣
き
な
が
ら
此
の
街
道
を
歩
い
て
行
か
う
」

女
は
私
に
頬
を
擦
り
寄
せ
て
更
に
さ
め
�
�
と
涙
に
掻
き
く
れ

た
。
悲
し
い
に
は
違
ひ
な
か
ら
う
け
れ
ど
、
さ
う
し
て
な
い
て

ゐ
る
事
が
、
い
か
に
も
好
い
心
持
さ
う
で
あ
つ
た
。
そ
の
心
持

は
私
に
も
は
つ
き
り
と
感
ぜ
ら
れ
た
。

「
え
ゝ
、
泣
き
ま
せ
う
、
泣
き
ま
せ
う
。
小
母
さ
ん
と
一
緒
に

な
ら
い
く
ら
だ
つ
て
泣
き
ま
せ
う
。
私
だ
つ
て
先
か
ら
泣
き
た

い
の
を
我
慢
し
て
ゐ
た
ん
で
す
」

か
う
云
つ
た
私
の
声
も
、
何
だ
か
歌
の
調
の
や
う
に
美
し
い
旋

律
を
帯
び
て
聞
え
た
。
此
の
言
葉
と
共
に
、
私
は
私
の
頬
を
流
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れ
る
涙
を
感
じ
た
。
私
の
眼
の
球
の
周
り
は
一
時
に
熱
く
な
つ

た
や
う
で
あ
つ
た
。

「
お
ゝ
、
よ
く
泣
い
て
お
く
れ
だ
ね
え
。
お
前
が
泣
い
て
お
く

れ
だ
と
、
私
は
一
層
悲
し
く
な
る
。
悲
し
く
つ
て
�
�
た
ま
ら

な
く
な
る
。
だ
け
ど
私
は
悲
し
い
の
が
好
き
な
ん
だ
か
ら
、
い

つ
そ
泣
け
る
だ
け
泣
か
し
て
お
く
れ
よ
」

さ
う
云
つ
て
、
女
は
私
に
頬
擦
り
を
し
た
。
い
く
ら
涙
が
流
れ

て
も
、
女
の
顔
の
お
白
粉
は
剥
げ
よ
う
と
も
し
な
か
つ
た
。
濡

れ
た
頬
ぺ
た
は
却
つ
て
月
の
面
の
や
う
に
つ
や
�
�
と
光
つ
て

ゐ
た
。

谷
崎
は
こ
う
す
る
こ
と
で
何
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
、
谷
崎
の
〈
母
恋
い
〉
の
主
題
や
作
品

の
中
の
「
理
想
の
母
親
像
」
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら

れ
て
き
て
は
い
る
が
、
多
く
は
印
象
批
評
で
あ
り
、
デ
ー
タ
の
裏
付

け
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
谷
崎
の
〈
母
恋

い
も
の
〉
に
お
け
る
、
特
に
喜
怒
哀
楽
に
関
す
る
表
現
に
つ
い
て
、

デ
ー
タ
に
取
っ
て
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
。「
嬉
し
い
（
喜
び
）」、

「
怒
り
」、「
悲
し
み
」、「
楽
し
み
（
楽
）」「
恐
ろ
し
い
（
恐
怖
）」。

そ
し
て
「
美
し
い
」
母
へ
の
思
慕
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
「
美
し
い
」

の
語
も
含
め
た
。
以
上
の
七
つ
の
語
を
め
ぐ
る
表
現
の
例
を
作
品
の

中
か
ら
全
て
抜
き
出
し
、
そ
の
デ
ー
タ
か
ら
何
が
見
え
て
く
る
の
か

分
析
し
た
い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
作
品
は
谷
崎
の
初
期
の
〈
母
恋

も
の
〉
で
あ
る
『
母
を
恋
ふ
る
記
』、
同
じ
系
列
に
属
す
る
後
期
の

作
『
少
将
滋
幹
の
母
』。
そ
し
て
こ
れ
ら
と
比
較
す
る
為
に
〈
母
恋

い
も
の
〉
以
外
の
作
品
か
ら
、
初
期
の
代
表
作
『
異
端
者
の
悲
し

み
』、
昭
和
初
年
代
の
傑
作
『
蓼
喰
ふ
虫
』。
以
上
の
四
作
品
を
代
表

と
し
て
喜
怒
哀
楽
に
関
す
る
表
現
を
探
っ
て
ゆ
く
。

二

喜
怒
哀
楽
の
表
現

前
節
で
挙
げ
た
四
作
品
―
―
『
異
端
者
の
悲
し
み
』『
母
を
恋
ふ

る
記
』『
蓼
喰
ふ
虫
』『
少
将
滋
幹
の
母
』
―
―
か
ら
具
体
的
に
喜
怒

哀
楽
の
表
現
を
抽
出
し
て
一
覧
し
て
み
よ
う
。
本
文
は
没
後
版
三
〇

巻
本
『
全
集
』
に
依
拠
し
、『
異
端
者
の
悲
し
み
』
は
全
集
・
第
四

巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
八
月
）、『
母
を
恋
ふ
る
記
』
は
全

集
・
第
六
巻
（
中
央
公
論
社
、
同
年
一
〇
月
）、『
蓼
喰
ふ
虫
』
は
全

集
・
第
十
二
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
四
月
）『
少
将
滋
幹

の
母
』
は
全
集
・
第
十
六
巻
（
中
央
公
論
社
、
同
年
八
月
）
に
依
っ

た
。
な
お
、
紙
幅
に
限
度
が
あ
り
、
全
用
例
を
こ
こ
に
掲
出
す
る
わ

け
に
ゆ
か
な
い
。
本
文
を
引
用
す
る
代
わ
り
に
各
々
の
用
例
に
は

「
所
在
」
と
し
て
『
全
集
』
頁
数
・
行
数
を
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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し
い

恐
れ

る

恐
怖

一
六

三
八
五
�

三
八
七
�

四
〇
六
�

四
〇
八
�

四
一
九
�

四
二
一
�

四
三
九
�

四
三
九
�

四
三
九
�

四
四
〇
	

四
四
〇
	

四
四
一



四
四
一
�

四
四
一
�

四
四
二
�

四
四
六
�

悲
し
み

悲
し
む

悲
し
く

一
一

三
八
〇


三
八
九
�

三
九
四
�

三
九
八
�

三
九
八
�

四
〇
五
�

四
〇
七
�

四
一
〇
�

四
三
三
�

四
四
四
�

四
四
七
�

淋
し
い

淋
し
く

七

三
八
九
�

三
九
三
�

四
一
八
�

四
三
〇
�

四
三
五
�

四
四
七
�

四
四
八
	

楽
し
み

楽
し
い

七

三
七
九
�

三
八
一
�

三
八
一
�

三
八
二
�

四
〇
二
�

四
〇
二
�

四
二
六
�

美
し
い

美
し
く

六

三
七
九
�

三
八
一
�

四
二
二


四
三
〇
�

四
三
二
�

四
四
一
�

喜
び

喜
ぶ

四

三
七
九
�

四
二
三
�

四
二
七
�

四
二
八
	

怒
る

四

三
九
二
�

四
〇
八
�

四
一
八
�

四
三
六
�

楽

二

四
〇
七
�

四
五
一
�

嬉
し
く

一

三
八
九
�

歓
ば
し
げ

一

三
九
九
	

総
数

五
九

『
母
を
恋
ふ
る
記
』

用
語

総
数

所

在

恐
ろ
し
い

怖
い

恐
怖

六

一
九
四
�

一
九
四
�

二
〇
三
�

二
〇
六
�

二
〇
六
�
二
〇
六
�

悲
し
い

悲
し
み

二
三

一
九
四
�

一
九
四
	

一
九
五
�

一
九
五
�

一
九
五
�

一
九
五
�

一
九
五
�

一
九
五
	

二
〇
五
�

二
〇
八


二
一
六
�

二
一
六
�

二
一
六
�

二
一
六
�

二
一
六
�

二
一
六
�

二
一
六
�

二
一
六
�

二
一
七
�

二
一
七
�

二
一
七
�

二
一
七
�

二
一
八
�

淋
し
い

三

一
九
三
�

一
九
九
�

二
〇
七



美
し
い

一
一

一
九
四
�

二
一
一
�

二
一
三
�

二
一
三



二
一
三
�

二
一
三
�

二
一
四
�

二
一
六
�

二
一
七
�

二
一
八
�
二
一
八
�

喜
び

一

二
一
九
�

嬉
し
い

う
れ
し

い

三

一
九
八
�

二
一
三
�

二
一
三
�

総
数

四
七

―７８―



『
蓼
喰
ふ
虫
』

用
語

総
数

所

在

恐
怖

恐
れ
る

怖
い

二
〇

九
�

一
一
�

一
三
�

一
三
�

四
一
�

四
五
�

四
五
�

四
六
�

四
六
�

四
六
�

七
〇
�

七
九
�

八
八
�

一
〇
〇
	

一
〇
〇



一
〇
二
�

一
〇
三
�

一
〇
六
�

一
二
〇
	

一
六
三
�

悲
し
い

悲
し
み

三
二

九
�

二
四
�

四
七
�

四
八


四
八
�

五
〇
	

五
〇
�

五
〇
�

五
一
�

五
一
�

五
二
	

五
二
�

五
三
�

五
三
�

五
三
�

五
四
�

一
〇
〇
	

一
〇
〇
�

一
四
二
�

一
四
二


一
四
五
	

一
四
五
�

一
四
五
�

一
四
六
�

一
四
六
�

一
四
六
�

一
四
七
�

一
六
〇


一
六
一
	

一
六
七
�

一
六
七
�

一
七
三
�

淋
し
い

淋
し
さ

寂
し
い

八

一
一
�

一
七
�

三
一



三
三
�

四
〇
�

五
六
�

八
六
�

一
六
五
�

楽
し
み

四

二
二
�

二
四
�

四
八
�

一
〇
八
�

美
し
い

美
し
さ

う
つ
く
し
い

一
七

九
�

一
九
�

二
一
�

三
一
�

三
三
�

九
〇
�

九
〇
�

九
一
�

九
一
�

九
八
�

一
〇
八
�

一
〇
九


一
一
〇
�

一
二
七
�

一
二
九
�

一
三
七
�

一
四
九
�

喜
ば
す

喜
ぶ

九

七



一
一
�

一
二
�

五
五
�

五
八
�

六
七
	

六
九
�

一
〇
〇
�

一
三
七
�

怒
ら
せ
る

怒
る

三

一
四
�

一
五
二
�

一
六
七
�

楽

楽
に
さ
せ
る

九

四
〇
�

五
〇
�

五
二
�

五
二
�

五
三
�

五
五
�

九
九
�

一
六
七


一
六
八
�

『
少
将
滋
幹
の
母
』

用
語

総
数

所

在

恐
い

恐
怖

一
五

一
五
九
�

二
一
二
�

二
一
二
�

二
二
五
�

二
二
六
�

二
二
八
�

二
四
〇
�

二
四
五
�

二
四
六
�

二
五
五
�

二
五
八
�

二
五
九
�

二
六
二
�

二
七
四



二
七
八
�

悲
し
い

悲
し
く

六

二
一
七
�

二
一
八
�

二
三
六
�

二
三
六
�

二
六
四
�

二
七
三
�

淋
し
い

三

二
一
二
�

二
四
五
�

二
七
七
�

楽
し
む

楽
し
み

三

二
一
四
�

二
五
二
�

二
七
二
	

美
し
い

二
三

一
五
六
�

一
六
六
�

一
七
〇
�

一
七
七
�

一
七
八
	

一
七
九
�

一
九
一
�

二
〇
〇
�

二
〇
三
�

二
一
〇


二
一
二
�

一
三
八
�

二
三
八
�

二
四
二
�

二
四
二
�

二
五
五



二
六
五
�

二
六
八
�

二
六
九
�

二
七
〇
�

二
七
〇
�

二
七
一


二
七
八
�

喜
ぶ

九

一
八
五
�

一
八
六
�

一
八
九
�

二
〇
一
�

二
〇
八
�

二
四
〇
�

二
四
六
�

二
五
四
�

二
七
〇
�

嬉
し
い

一
〇

一
六
三
�

一
六
五
�

一
八
二



一
八
八
�

一
九
五
�

二
〇
九
�

二
〇
九
�

二
〇
九
�

二
三
七
	

二
六
九
�

総
数

六
九

嬉
し
い

六

一
二
�

四
五
�

九
七


一
〇
一
�

一
一
三
�

一
五
九
�

総
数

一
〇
八
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三

『
異
端
者
の
悲
し
み
』
の
感
情
表
現

前
記
の
要
領
で
抽
出
し
た
結
果
、『
異
端
者
の
悲
し
み
』
で
最
も

多
い
の
は
「
恐
ろ
し
い
、
恐
怖
」
で
十
六
例
。
次
い
で
「
悲
し
み
、

悲
し
む
、
悲
し
い
」
十
一
例
、「
淋
し
い
、
淋
し
く
」「
楽
し
み
、
楽

し
く
」
が
と
も
に
七
例
、
さ
ら
に
「
美
し
い
、
美
し
く
」
が
六
例
、

「
喜
び
、
喜
ぶ
」「
怒
る
」
の
両
者
が
四
例
、「
楽
」
が
二
例
、
最
少

が
「
嬉
し
く
」「
歓
ば
し
げ
」
で
一
例
ず
つ
だ
っ
た
。

つ
ま
り
、「
恐
ろ
し
い
、
恐
怖
」「
悲
し
み
、
悲
し
む
、
悲
し
い
」

「
淋
し
い
、
淋
し
く
」「
怒
る
」
な
ど
、
一
般
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
と
ら

え
ら
れ
が
ち
な
感
情
表
現
は
計
三
十
八
例
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
「
楽

し
み
、
楽
し
く
」「
美
し
い
、
美
し
く
」「
喜
び
、
喜
ぶ
」「
楽
」「
嬉

し
く
」「
歓
ば
し
げ
」
な
ど
、
こ
れ
も
一
般
的
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
考

え
ら
れ
る
感
情
表
現
は
二
十
一
例
を
数
え
る
。
仮
に
前
者
を
「
陰
の

表
現
」、
後
者
を
「
陽
の
表
現
」
と
略
称
し
て
み
よ
う
。
陰
の
表
現

の
方
が
陽
の
感
情
表
現
の
二
倍
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。ま

た
、
意
味
を
考
え
て
み
る
と
「
陽
」
を
否
定
し
た
り
、
仮
定
と

し
て
置
い
て
い
る
だ
け
の
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
結
局
「
陰
」
の
感

情
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
特
に
「
楽
し
み
、
楽
し
く
」
に
多
く
み
ら

れ
た
の
で
次
に
挙
げ
て
み
る
。

１
土
か
ら
生
え
た
植
物
が
、
何
處
ま
で
も
土
に
根
を
ひ
ろ
げ
て
生

を
享
楽
し
て
行
く
や
う
に
、
彼
も
亦
現
実
の
世
に
執
着
し
つ
ゝ

ど
う
に
か
し
て
楽
み
を
求
め
出
し
た
か
っ
た
。
（
三
八
一
�
）

２
寧
ろ
反
対
に
、
思
ふ
存
分
の
富
と
健
康
と
を
獲
得
し
て
、
王
侯

に
等
し
い
豪
奢
な
生
活
を
営
み
得
る
身
分
に
な
れ
た
な
ら
、
此

の
世
は
遥
か
に
天
国
や
夢
幻
の
境
よ
り
楽
し
く
美
し
く
感
ぜ
ら

れ
る
に
違
ひ
な
い
。

（
三
八
一
�
）

３
一
尺
登
れ
ば
一
尺
登
っ
た
ゞ
け
の
楽
し
み
が
あ
る
。
た
ゞ
そ
の

一
尺
の
進
歩
さ
へ
が
、
彼
に
は
ち
よ
い
と
到
達
し
得
る
道
が
な

い
の
が
腹
立
た
し
か
つ
た
。

（
三
八
二
�
）

４
「
な
ん
だ
お
前
の
そ
の
態
は
？

親
や
妹
を
相
手
に
し
て
、
喧

嘩
つ
面
で
引
つ
た
く
つ
た
蓄
音
器
が
、
そ
ん
な
に
お
前
に
は
楽

し
み
な
の
か
。
そ
ん
な
事
よ
り
外
に
、
お
前
は
世
の
中
に
楽
し

み
が
な
い
の
か
。」

（
四
〇
二
�
）

波
線
の
部
分
が
棒
線
部
の
「
楽
し
み
、
楽
し
く
」
の
仮
定
を
表
し

て
い
た
り
否
定
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
結
局
は
「
楽

し
」
さ
を
否
定
す
る
も
の
が
四
例
。
こ
れ
は
「
楽
し
い
」
の
内
の
半

数
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
な
こ
と
が
「
美
し
い
」
で
も

一
例
（
三
八
一
�
）、「
楽
」
で
一
例
（
四
〇
七
�
）
あ
っ
た
。『
異

端
者
の
悲
し
み
』
の
読
了
時
の
印
象
に
強
く
働
き
か
け
る
の
が
、
陰

の
表
現
な
の
で
あ
り
、
か
つ
、
た
だ
で
さ
え
少
な
い
陽
の
感
情
を
否

―８０―
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定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
負
の
感
情
を
増
幅
さ
せ
る
効
果

を
持
つ
の
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
見
る
と
、
ご
く
普
通
に
使
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
陽
の
感
情
で
も
、
そ
の
意
味
の
中
に
悲
し

み
や
空
し
さ
を
含
む
も
の
が
あ
る
。

５
「
自
分
は
今
、
夢
か
ら
覚
め
よ
う
と
す
れ
ば
覚
め
る
こ
と
も
出

来
る
の
だ
。」
さ
う
思
ひ
な
が
ら
、
美
し
い
白
鳥
の
幻
を
ぼ
ん

や
り
眺
め
て
居
る
こ
と
が
、
不
思
議
な
喜
び
と
快
さ
と
を
彼
の

魂
に
味
は
せ
た
。

（
三
七
九
�
）

６
「
肺
病
な
ん
だ
よ
。」

か
う
答
へ
た
彼
の
顔
に
は
、
一
度
に
重
荷
を
卸
し
た
や
う
な
喜

び
の
色
が
光
つ
て
居
た
。

（
四
二
七
�
）

７
章
三
郎
は
三
人
の
友
達
を
計
略
に
か
け
て
、
う
ま
う
ま
と
丸
め

て
し
ま
つ
た
よ
う
な
淡
い
喜
び
に
唆
ら
れ
た
。

（
四
二
八
�
）

８
「
あ
ゝ
あ
、
あ
た
い
は
ほ
ん
と
に
詰
ま
ら
な
い
な
。
十
五
や
十

六
で
死
ん
で
し
ま
ふ
な
ん
て
、
…
…
だ
け
ど
私
は
苦
し
く
と
も

何
と
も
な
い
。
死
ぬ
な
ん
て
こ
ん
な
に
楽
な
事
な
の
か
知
ら
…

…
」

（
四
五
一
�
）

５
は
主
人
公
章
三
郎
が
夢
見
て
い
る
と
き
に
、
夢
を
自
由
に
操
る

こ
と
が
で
き
た
時
の
喜
び
で
あ
る
。
夢
の
中
で
は
自
由
自
在
に
で
き

る
が
、
現
実
で
は
全
て
う
ま
く
い
か
な
い
、
煩
わ
し
い
現
実
か
ら
空

想
の
世
界
に
逃
げ
よ
う
と
す
る
気
持
ち
の
表
明
で
あ
る
。
６
と
７
は
、

章
三
郎
が
鈴
木
と
い
う
友
人
に
金
を
借
り
、
何
回
催
促
さ
れ
よ
う
が
、

鈴
木
が
病
気
で
死
ん
で
も
返
さ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
罪
を
他
の
友

人
た
ち
に
責
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
自
分
の
妹
が
肺
病
な
の
を
引
き
合

い
に
出
し
て
哀
れ
み
を
押
し
つ
け
、
自
分
の
罪
を
ご
ま
か
し
て
、
も

み
消
し
た
時
の
感
情
表
出
で
あ
る
。
言
葉
巧
み
に
友
人
を
丸
め
込
ん

だ
時
の
喜
び
で
あ
り
、
悪
意
の
あ
る
喜
び
で
あ
る
。

ま
た
、
８
は
妹
の
お
富
の
死
に
際
の
痛
烈
な
一
言
。
死
を
「
楽
」

だ
と
い
う
の
が
反
語
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
波
線
部
で

「
十
五
や
十
六
で
死
ん
で
し
ま
う
な
ん
て
」「
あ
た
い
は
ほ
ん
と
に
詰

ま
ら
な
い
な
」
が
本
音
で
あ
り
、
お
富
に
と
っ
て
の
「
死
」
が
あ
っ

け
な
い
こ
と
を
い
う
の
だ
。
こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、「
喜
び
」

や
「
楽
」
の
感
情
表
現
は
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
な
い
。
そ
の
中
に
も
悲

し
み
や
あ
き
ら
め
が
常
に
立
ち
こ
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な

い
。こ

の
小
説
は
「
悲
し
み
」
を
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
使
用
さ
れ
て
い
る
頻
度
が
最
も
多
い
の
は
「
恐
ろ
し
い
、

恐
怖
」
の
類
で
あ
る
。
恐
ろ
し
い
感
情
の
方
が
悲
し
み
よ
り
も
多
い

な
ら
ば
、
ど
う
し
て
「
異
端
者
の
恐
怖
」
に
な
ら
な
い
の
か
。
何
故

「
異
端
者
の
悲
し
み
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

―８１―



ま
ず
は
何
を
「
恐
ろ
し
い
」
と
し
て
い
る
の
か
。「
恐
ろ
し
い
、

恐
怖
」
は
ほ
と
ん
ど
が
死
に
関
連
し
た
恐
怖
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

四
一
九
�
、
四
二
一
�
、
四
三
九
�
、
四
四
一
�
、
四
四
二
�
、
四

四
六
�
に
あ
る
「
恐
怖
」「
恐
ろ
し
い
」
は
そ
の
原
因
は
言
わ
な
い

も
の
の
、
四
一
九
�
の
例
は
病
気
が
自
分
に
移
る
の
が
怖
い
と
い
う

の
で
あ
り
、
四
二
一
�
は
章
三
郎
が
友
人
の
鈴
木
の
死
ぬ
場
面
を
想

像
し
て
い
る
時
の
表
現
で
あ
る
。
以
下
の
例
は
全
て
「
自
分
は
い
つ

死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
死
へ
の
観
念
の
吐
露
で
あ
る
。
鈴
木

に
金
を
返
せ
な
か
っ
た
罪
、
や
る
べ
き
自
分
の
義
務
を
理
性
で
は
わ

か
っ
て
い
て
も
行
動
に
移
せ
な
い
怠
惰
な
自
分
。
自
分
の
過
去
世
か

ら
の
宿
業
と
深
い
因
縁
、
そ
れ
ら
が
死
の
災
い
と
な
っ
て
全
て
自
分

に
降
り
か
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
が
こ
こ
で
の

「
恐
怖
」
だ
。
過
去
の
宿
業
、
現
在
の
罪
、
未
来
の
死
、
そ
の
恐
ろ

し
さ
で
あ
る
。

次
に
「
悲
し
い
」
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

９
恰
も
子
供
が
息
を
吹
き
過
ぎ
て
シ
ャ
ボ
ン
玉
を
壊
し
て
し
ま
っ

た
や
う
な
、
取
り
留
め
の
な
い
悲
し
み
を
覚
え
な
が
ら
、
一
旦

虚
空
へ
飛
び
散
っ
た
幻
の
姿
を
取
り
返
す
べ
く
、
彼
は
あ
わ

て
ゝ
も
う
一
遍
眼
を
潰
っ
て
見
た
が
、
美
女
も
白
鳥
も
遂
に
再

び
彼
を
訪
れ
て
来
さ
う
も
な
か
っ
た
。

（
三
八
〇
�
）

１０
終
日
天
井
を
仰
い
だ
儘
、
身
動
き
も
せ
ず
に
横
た
わ
つ
て
居
る

妹
は
、
暗
い
淋
し
い
家
の
中
で
母
を
唯
一
の
相
手
と
頼
み
、
母

と
の
会
話
に
依
つ
て
纔
か
に
無
聊
を
慰
め
て
居
る
。
自
分
の
死

期
が
、
つ
い
一
二
箇
月
の
後
に
迫
っ
て
来
た
ら
し
い
予
感
に
脅

か
さ
れ
て
、
何
と
な
く
悲
し
か
つ
た
り
、
心
細
く
て
溜
ら
な
か

つ
た
り
す
る
と
き
に
は
、
不
意
に
甘
え
る
や
う
な
声
を
出
し
て
、

「
か
あ
ち
や
ん
、
か
あ
ち
や
ん
」
と
話
し
掛
け
る
。（

三
八
九
�
）

１１
意
気
地
の
な
い
亭
主
を
恨
む
と
云
う
よ
り
も
、
欺
う
云
ふ
泣
き

言
を
�
々
繰
り
返
す
境
涯
に
落
ち
た
自
分
の
身
の
上
を
悲
し
む

や
う
に
見
え
た
。

（
三
九
四
	
）

１２
章
三
郎
は
か
あ
ツ
と
な
つ
て
、
遮
二
無
二
機
械
を
廻
さ
う
と
焦

り
出
し
た
が
、
何
か
組
み
立
て
を
誤
つ
た
も
の
か
、
ど
う
し
て

も
針
が
具
合
よ
く
音
譜
の
上
を
走
ら
な
か
つ
た
。
ほ
つ
と
暑
苦

し
い
溜
息
を
つ
い
て
、
額
の
汗
を
手
の
甲
で
擦
り
な
が
ら
、
恨

め
し
さ
う
に
機
械
を
眺
め
て
居
る
う
ち
に
、
か
れ
は
溜
ら
な
く

悲
し
く
な
つ
て
涙
が
一
杯
に
眼
に
浮
か
ん
だ
。
（
三
九
八


）

１３
下
の
病
室
か
ら
、
又
し
て
も
妹
が
生
意
気
な
口
ぶ
り
で
叱
言
え

を
呟
い
て
居
る
。
そ
れ
を
聞
く
と
章
三
郎
は
、
胸
が
む
か
む
か

す
る
や
う
な
不
愉
快
と
憤
怒
と
を
覚
え
て
、
忽
ち
今
の
悲
し
み

を
忘
れ
て
し
ま
つ
た
。

（
三
九
八
�
）

１４
或
る
不
思
議
な
、
胸
の
つ
か
へ
る
よ
う
な
、
頭
を
圧
さ
へ
つ
け

ら
れ
る
や
う
な
、
暗
い
悲
し
い
腹
立
た
し
い
感
情
が
、
常
に
父
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親
と
彼
と
の
間
に
介
在
し
て
居
て
、
彼
は
ど
う
し
て
も
打
ち
解

け
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
。

（
四
〇
五
�
）

１５
「
涙
を
浮
か
べ
る
く
ら
ゐ
な
ら
、
な
ぜ
も
う
少
し
暖
か
い
言
葉

を
か
け
て
く
れ
な
か
つ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
う
し
て
己
も
、
な
ぜ

も
う
少
し
、
優
し
い
態
度
に
な
れ
な
か
つ
た
の
だ
ろ
う
。」
そ

う
思
う
と
章
三
郎
は
、
別
な
悲
し
み
が
ひ
し
ひ
し
と
胸
に
迫
る

の
を
覚
え
た
。
い
つ
そ
親
父
が
飽
く
迄
強
硬
な
態
度
を
通
し
て

く
れ
た
方
が
、
却
つ
て
此
方
も
気
が
楽
で
あ
つ
た
。

（
四
〇
七
�
）

１６
鈴
木
の
死
は
、
彼
に
取
つ
て
そ
ん
な
に
意
外
な
報
告
で
も
な
く
、

そ
ん
な
に
悲
し
い
事
実
で
も
な
い
。

（
四
一
〇
�
）

１７
母
は
十
七
八
の
娘
の
や
う
な
、
甘
つ
た
る
い
鼻
声
を
出
し
て
、

い
ぢ
ら
し
そ
う
に
袂
を
�
み
つ
ゝ
消
え
入
る
如
く
忍
び
音
に
泣

い
た
。
た
つ
た
一
人
の
娘
を
失
ふ
悲
し
さ
に
、
彼
女
の
顔
は
混

乱
し
て
後
先
の
分
別
も
な
く
な
つ
て
居
た
。

（
四
三
三
�
）

１８
自
分
は
な
ぜ
、
こ
ん
な
悲
し
い
人
た
ち
を
邪
慳
に
し
た
り
、
忌

み
嫌
つ
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
ん
な
惨
め
な
親
た
ち
に
、

な
ぜ
反
感
を
持
つ
の
で
あ
ら
う
。

（
四
四
四
�
）

１９
「
お
父
ち
や
ん
、
何
だ
か
私
、
今
日
は
淋
し
く
つ
て
仕
様
が
な

い
か
ら
何
処
へ
も
行
か
ず
に
居
て
お
く
ん
な
。
ね
え
お
父
ち
や

ん
。」

と
、
例
に
な
く
悲
し
い
声
で
甘
え
る
や
う
に
云
つ
た
。

（
四
四
七
�
）

「
恐
ろ
し
い
、
恐
怖
」
の
類
が
「
自
分
が
死
ぬ
」
こ
と
だ
け
に
限

定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、「
悲
し
み
」
は
父
、
母
、
妹
、
そ
し
て

自
分
の
哀
れ
な
境
涯
、
妹
を
失
う
と
い
っ
た
悲
し
み
で
あ
る
。
悲
し

み
の
対
象
が
家
族
の
境
涯
の
こ
と
に
ま
で
及
ぶ
の
で
、
用
例
の
数
は

「
恐
ろ
し
い
・
恐
怖
」
の
方
が
多
い
け
れ
ど
も
、
意
味
の
範
囲
は

「
悲
し
い
」
の
方
が
圧
倒
的
に
広
い
こ
と
が
わ
か
る
。
先
ほ
ど
示
し

た
「
陽
」
の
感
情
の
否
定
と
、「
喜
び
」
や
「
楽
」
の
中
に
立
ち
こ

め
て
い
る
「
悲
し
み
」
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
結
局
は
『
異
端
者

の
悲
し
み
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
ふ
さ
わ
し
く
、
小
説
全
体
が
「
悲

し
み
」
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

『
母
を
恋
ふ
る
記
』
の
感
情
表
現

『
母
を
恋
ふ
る
記
』
で
最
も
多
い
語
例
は
「
悲
し
い
、
悲
し
み
」

の
類
で
二
十
四
例
。
つ
い
で
二
番
目
が
「
美
し
い
、
美
し
さ
」
で
十

一
例
。
三
番
目
が
「
恐
い
、
恐
ろ
し
い
、
恐
怖
」
で
六
例
。
四
番
目

が
「
淋
し
い
」
と
「
嬉
し
い
、
う
れ
し
い
」
で
ど
ち
ら
も
三
例
。
最

後
が
「
怒
り
」
と
「
喜
び
」
で
一
例
ず
つ
で
あ
っ
た
。

見
て
の
と
お
り
、
陰
の
感
情
表
現
が
陽
の
そ
れ
を
大
き
く
上
回
っ

て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
全
体
の
約
半
数
を
占
め
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�
�
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て
い
る
「
悲
し
い
、
悲
し
み
」
の
類
だ
。
こ
の
「
悲
し
み
」
が
優
勢

な
理
由
は
後
で
探
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
「
陽
の
表
現
」
か
ら
見
て

み
よ
う
。

「
美
し
い
、
美
し
さ
」
は
十
一
例
だ
が
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
が
最

後
に
め
ぐ
り
会
う
「
母
」
の
美
し
さ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
主
人
公

潤
一
は
「
七
つ
か
八
つ
の
子
供
」
な
の
だ
が
、
な
ぜ
か
夜
の
一
本
道

を
一
人
で
さ
ま
よ
う
。
途
中
で
老
婆
に
会
い
、「
あ
な
た
は
私
の
お

母
さ
ん
で
は
な
い
で
す
か
」
と
問
う
が
「
お
ま
え
は
私
の
息
子
で
は

な
い
」
と
否
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
一
本
道
を
歩
い
て
い
く
と
若
い
女

に
出
会
う
。
女
は
「
び
っ
し
ょ
り
濡
れ
た
よ
う
な
美
し
い
髱
の
毛
」

を
し
て
い
て
、
女
の
鼻
は
「
絵
に
画
い
た
よ
う
に
完
全
な
美
し
さ
を

持
っ
て
」
お
り
、「
絵
の
よ
う
に
美
し
い
」
顔
立
ち
で
、「
そ
の
白

粉
」
だ
け
は
、「
美
し
い
と
云
う
よ
り
も
、
若
し
く
は
花
や
か
と
云

う
よ
り
も
、
寒
い
と
云
う
感
じ
の
方
が
一
層
強
か
っ
た
」
の
で
あ
る

が
、「
女
の
言
葉
は
あ
の
新
内
の
流
し
に
も
劣
ら
な
い
、
美
し
い
音

楽
の
よ
う
に
聞
え
た
」。
こ
の
段
階
で
は
潤
一
は
ま
だ
こ
の
若
い
女

を
母
と
し
て
認
識
し
て
い
な
い
の
で
、「「
小
母
さ
ん
」
と
云
う
よ
り

は
、
私
は
実
は
「
姉
さ
ん
」
と
呼
ん
で
み
た
か
っ
た
。
姉
と
云
う
者

を
持
た
な
い
私
は
、
美
し
い
姉
を
持
ち
た
い
と
云
う
感
情
が
、
始
終

心
の
中
に
あ
っ
た
。
美
し
い
姉
を
持
っ
て
い
る
友
達
の
境
遇
が
、
私

に
は
羨
ま
し
か
っ
た
」
と
女
の
呼
び
方
に
迷
い
な
が
ら
、
遠
回
し
に

こ
の
女
を
「
美
し
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
女
が
自
分
の
母

だ
っ
た
と
気
付
い
た
と
き
、「
母
が
こ
ん
な
に
若
く
美
し
い
筈
は
な

い
」
と
潤
一
は
一
回
疑
う
の
だ
が
、「
そ
れ
で
も
た
し
か
に
母
に
違

い
な
い
」
と
思
う
。「
私
は
ま
だ
小
さ
な
子
供
だ
。
だ
か
ら
母
が
こ

の
く
ら
い
若
く
て
美
し
い
の
は
当
り
前
か
も
知
れ
な
い
」
と
。
こ
こ

ま
で
の
九
例
は
全
て
母
の
美
し
さ
で
あ
る
。
母
以
外
に
美
し
い
と
使

う
例
は
次
の
二
例
だ
。

�
も
う
、
あ
の
美
し
い
錦
絵
の
や
う
な
人
形
町
の
夜
の
巷
を
う
ろ

つ
く
事
は
出
来
な
い
の
か
。

（
一
九
四
�
）

�
「
え
ゝ
、
泣
き
ま
せ
う
、
泣
き
ま
せ
う
。
小
母
さ
ん
と
一
緒
に

な
ら
い
く
ら
だ
つ
て
泣
き
ま
せ
う
。
私
だ
つ
て
先
か
ら
泣
き
た

い
の
を
我
慢
し
て
ゐ
た
ん
で
す
」

か
う
云
つ
た
私
の
声
も
、
何
だ
か
歌
の
調
の
や
う
に
美
し
い
旋

律
を
帯
び
て
聞
え
た
。
此
の
言
葉
と
共
に
、
私
は
私
の
頬
を
流

れ
る
涙
を
感
じ
た
。
私
の
眼
の
球
の
周
り
は
一
時
に
熱
く
な
つ

た
や
う
で
あ
っ
た
。

（
二
一
七
�
）

�
は
潤
一
の
家
族
が
貧
乏
に
な
る
前
の
、
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た

時
の
事
を
思
い
出
し
て
、
美
し
い
あ
の
町
に
は
も
う
帰
れ
な
い
と
い

う
一
言
だ
。
後
者
の
例
�
は
「
私
の
声
」
が
「
何
だ
か
美
し
い
旋
律

を
帯
び
て
聞
こ
え
た
」
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
美
し
い
旋
律
」
の
言

葉
を
放
っ
た
と
き
、
潤
一
は
初
め
て
涙
を
流
す
。
そ
れ
ま
で
は
悲
し
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く
て
も
決
し
て
泣
け
な
か
っ
た
の
に
。
潤
一
は
母
と
の
思
い
出
が
あ

る
が
故
に
人
形
町
を
美
し
い
と
言
い
、
美
し
い
母
と
一
緒
に
泣
け
る

自
分
の
声
も
美
し
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
と

「
美
し
い
」
は
常
に
「
母
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

『
異
端
者
の
悲
し
み
』
で
は
「
陽
」
の
感
情
を
否
定
ま
た
は
仮
定

し
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』
で
は

「
陽
」
を
否
定
、
仮
定
す
る
例
が
一
つ
も
無
い
。
主
人
公
「
潤
一
」

が
「
七
つ
か
八
つ
の
子
供
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
素

直
に
感
情
を
表
現
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
残
り
の
陽
の
感
情

を
示
す
例
は
次
の
四
箇
所
に
あ
る
。

�
「
あ
、
彼
処
に
灯
が
見
え
る
。
彼
処
に
誰
か
ゞ
住
ん
で
ゐ
る
の

だ
。
あ
の
人
家
が
見
え
出
し
た
か
ら
に
は
、
も
う
直
き
町
へ
着

く
だ
ら
う
」

私
は
何
が
な
し
に
嬉
し
く
な
つ
て
、
ア
ー
ク
燈
の
光
り
の
中
か

ら
暗
い
方
へ
と
、
更
に
勇
気
を
鼓
し
て
道
を
急
い
だ
。

（
一
九
八
�
）

�
私
は
ほ
ん
た
う
に
う
れ
し
か
っ
た
。
殊
に
其
の
鼻
が
、
私
の
想

像
し
た
よ
り
も
遥
か
に
見
事
な
、
絵
に
画
い
た
や
う
に
完
全
な

美
し
さ
を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
時
、
私
の
う

れ
し
さ
は
ど
ん
な
で
あ
つ
た
ら
う
。

（
二
一
三
�
）

�
「
お
ゝ
潤
一
や
、
や
つ
と
お
母
さ
ん
が
分
つ
た
か
い
。
分
つ
て

く
れ
た
か
い
。
―
―
」

母
は
喜
び
に
顫
へ
る
声
で
か
う
云
っ
た
。
そ
う
し
て
私
を
し
つ

か
り
と
抱
き
し
め
た
ま
ま
立
ち
す
く
ん
だ
。

（
二
一
九
�
）

こ
れ
を
見
る
と
�
と
�
と
で
は
「
嬉
し
い
」
を
漢
字
と
平
仮
名
と

で
書
き
分
け
て
い
る
。
�
の
「
嬉
し
い
」
は
人
家
の
明
か
り
を
見
つ

け
た
と
き
で
、
�
は
女
の
顔
が
美
し
い
と
わ
か
っ
た
と
き
「
う
れ
し

い
」
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
感
情
を
見
て
も
、
平
仮
名
で
書
か
れ
て

い
る
の
は
こ
の
一
例
だ
け
だ
。
女
が
「
美
し
い
」
と
い
う
こ
と
が
、

谷
崎
に
と
っ
て
何
よ
り
も
重
要
な
女
性
の
条
件
な
の
で
あ
る
。

次
に
「
悲
し
い
、
悲
し
み
」
は
ど
う
か
。『
母
を
恋
ふ
る
記
』
で

の
「
悲
し
い
、
悲
し
み
」
は
二
十
四
例
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
感

情
表
現
の
約
半
数
を
「
悲
し
い
、
悲
し
み
」
が
占
め
て
い
る
。
ま
た

前
述
し
た
よ
う
に
、
谷
崎
は
「
悲
し
い
」
の
類
の
用
語
を
明
ら
か
に

意
識
し
て
頻
出
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
「
悲
し
み
」
の
根
源
に
位

置
す
る
の
が
次
の
例
で
あ
ろ
う
。

�
昨
日
に
変
る
急
激
な
我
が
家
の
悲
運
、
―
―
そ
れ
が
子
供
心
に

も
私
の
胸
に
云
ひ
や
う
の
な
い
悲
し
み
を
も
た
ら
し
て
居
た
の

で
あ
つ
た
。

（
一
九
四
�
）

主
人
公
潤
一
の
家
は
急
激
に
貧
窮
の
度
を
加
え
、
も
う
昔
の
よ
う
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な
生
活
が
戻
ら
な
い
こ
と
を
嘆
く
。
だ
が
こ
の
直
後
、「
だ
が
、
私

の
胸
を
貫
い
て
い
る
悲
し
み
は
単
に
そ
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
ら

し
い
」（
一
九
五
�
）
と
悲
し
み
の
理
由
が
他
に
も
存
在
す
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
「
胸
を
貫
い
て
居
る
悲
し
み
」「
理
由

の
知
れ
な
い
無
限
の
悲
し
み
」「
透
き
徹
つ
た
清
水
の
や
う
に
澄
み

渡
つ
た
悲
し
み
」（
以
上
一
九
五
頁
）
と
畳
み
か
け
て
ゆ
き
、「
訳
も

な
く
悲
し
い
」。
だ
が
そ
ん
な
に
悲
し
く
て
も
不
思
議
と
涙
は
出
な

い
。
そ
の
理
由
は
後
に
わ
か
る
の
だ
が
。

潤
一
は
悲
し
み
を
抱
え
た
ま
ま
一
本
の
道
を
歩
い
て
い
く
。
最
終

的
に
一
人
の
美
し
い
若
い
女
と
出
会
う
。
女
は
潤
一
に
出
会
っ
た
と

き
既
に
泣
い
て
い
た
。
潤
一
は
「
そ
れ
は
さ
う
で
す
。
私
も
今
夜
は

悲
し
く
つ
て
仕
様
が
な
い
の
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
ど
う
云
ふ
訳
で
せ

う
」（
二
一
六
�
）
と
い
う
台
詞
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
女
と
出

会
っ
た
時
も
悲
し
く
て
た
ま
ら
な
い
の
だ
。
だ
が
、「
い
か
に
も
好

い
心
持
ち
さ
う
に
」
女
が
潤
一
の
頬
に
す
り
寄
せ
て
涙
を
流
し
て
い

る
う
ち
に
、「
え
ゝ
、
泣
き
ま
せ
う
、
泣
き
ま
せ
う
。
小
母
さ
ん
と

一
緒
に
な
ら
い
く
ら
だ
つ
て
泣
き
ま
せ
う
。
私
だ
つ
て
先
か
ら
泣
き

た
い
の
を
我
慢
し
て
ゐ
た
ん
で
す
」
と
「
美
し
い
旋
律
を
帯
び
」

（
二
一
七
�
）
た
声
で
潤
一
が
放
っ
た
言
葉
と
と
も
に
、
初
め
て
の

涙
が
流
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
美
し
い
女
は
「
お
ま
え
は
私
を
忘
れ
た

の
か
い
？

私
は
お
前
の
お
母
様
ぢ
や
な
い
か
」
と
女
の
正
体
が
母

だ
っ
た
と
明
ら
か
に
な
る
。「
お
ゝ
潤
一
や
、
や
つ
と
お
母
さ
ん
が

分
つ
た
か
い
。
分
つ
て
く
れ
た
か
い
。
―
―
」（
二
一
九
�
）
し
っ

か
り
と
抱
き
合
い
涙
を
流
す
。
こ
こ
で
「
私
」
は
目
を
覚
ま
す
。
今

ま
で
の
世
界
は
全
て
が
夢
だ
っ
た
の
だ
。「
自
分
は
今
三
十
四
歳
」

で
、「
母
は
一
昨
年
の
夏
以
来
こ
の
世
の
人
で
は
な
く
な
つ
て
ゐ
る
」。

そ
し
て
「
こ
の
考
へ
が
浮
か
ん
だ
時
、
更
に
新
し
い
涙
が
ぽ
た
り
と

枕
の
上
に
落
ち
」
る
の
で
あ
っ
た
。
潤
一
の
悲
し
み
に
理
由
が
書
か

れ
て
い
な
い
の
は
、
心
の
底
に
常
に
介
在
し
て
い
る
母
を
失
っ
た
悲

し
み
が
深
々
と
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
た
め
な
の
だ
。「
悲
し
い
」
を

頻
出
さ
せ
て
最
後
ま
で
理
由
を
明
記
し
な
い
（
し
か
し
、
文
脈
か
ら

見
て
ほ
と
ん
ど
明
記
さ
れ
る
に
等
し
い
）
と
こ
ろ
ま
で
読
者
を
惹
き

つ
け
る
、
谷
崎
の
〈
母
恋
い
〉
小
説
の
方
法
が
あ
り
、
そ
の
魅
力
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。

五

『
蓼
喰
ふ
虫
』
の
感
情
表
現

さ
て
、〈
母
恋
い
も
の
〉
を
一
歩
離
れ
て
、
昭
和
初
期
の
谷
崎
の

転
換
期
を
形
作
っ
た
『
蓼
喰
ふ
虫
』
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
一
番

多
い
の
は
「
悲
し
い
、
悲
し
み
」
で
三
十
一
例
。
二
番
目
は
「
恐
怖
、

恐
れ
る
、
恐
い
」
で
二
十
二
例
。
次
に
「
美
し
い
、
美
し
さ
、
う
つ

く
し
い
」
で
十
八
例
。「
楽
」「
喜
ば
す
、
喜
ぶ
」
の
い
ず
れ
も
九
例
。

さ
ら
に
五
番
目
に
「
淋
し
い
、
淋
し
が
る
、
寂
し
さ
」
八
例
。
六
番

目
「
嬉
し
そ
う
、
嬉
し
い
」
六
例
。
七
番
目
「
楽
し
み
」
四
例
。
最
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後
に
「
怒
ら
せ
る
、
怒
る
」
が
三
例
だ
っ
た
。『
異
端
者
の
悲
し

み
』
や
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
と
同
様
に
「
陰
の
感
情
表
現
」
が

「
陽
」
の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

主
人
公
斯
波
要
は
妻
美
佐
子
と
息
子
弘
と
暮
ら
し
て
い
る
。
夫
婦

了
解
の
も
と
に
妻
は
新
し
い
恋
人
と
交
際
し
、
要
は
売
笑
婦
の
も
と

に
通
い
な
が
ら
も
、
妻
の
父
親
の
妾
で
あ
り
、
人
形
の
よ
う
な
お
久

に
惹
か
れ
て
い
く
。
お
互
い
が
最
も
傷
つ
か
ず
に
済
む
よ
う
に
、
臆

病
な
二
人
は
別
れ
る
時
を
恐
れ
な
が
ら
も
そ
の
時
が
来
る
の
を
待
つ
。

こ
こ
で
ま
ず
「
美
し
い
、
美
し
さ
、
う
つ
く
し
い
」
を
見
て
い
き

た
い
。
こ
れ
は
全
部
で
十
八
例
あ
る
が
、
要
が
惹
か
れ
て
い
く
お
久

の
こ
と
を
直
接
的
に
「
美
し
い
」
と
書
い
て
い
る
も
の
は
、
意
外
に

も
「
せ
め
て
弾
く
形
の
美
し
さ
に
情
趣
を
酌
み
た
い
」（
一
〇
八

�
）
云
々
と
あ
る
一
例
だ
け
な
の
で
あ
る
。
あ
と
は
間
接
的
に
、
遠

回
し
に
お
久
の
こ
と
を
示
す
も
の
が
一
例
あ
る
。
お
久
は
「
二
枚
の

門
歯
の
根
の
方
が
鉄
漿
を
染
め
た
や
う
に
黒
く
、
右
の
犬
歯
の
上
に

八
重
歯
が
一
つ
、
上
唇
の
裏
へ
引
つ
か
ゝ
る
ほ
ど
に
尖
つ
て
ゐ
て
、

そ
れ
を
あ
ど
け
な
い
と
云
ふ
人
も
あ
ら
う
が
、
公
平
に
云
へ
ば
決
し

て
美
し
い
口
も
と
で
は
な
い
」（
一
九
�
）
の
だ
が
、
要
が
読
ん
だ

「
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
」
に
は
、

�
二
枚
の
門
歯
―
―
但
し
上
顎
部
に
限
る
、
―
―
の
間
に
ほ
ん
の

か
す
か
な
隙
間
の
あ
る
の
を
、
亜
剌
比
亜
人
は
美
し
い
と
感
ず

る
の
で
あ
る
。

（
九
〇
�
）

と
し
て
お
り
、
浄
瑠
璃
の
人
形
の
小
春
や
深
雪
を
次
の
よ
う
に
「
美

し
い
」
と
言
う
。

�
立
つ
て
動
い
て
ゐ
る
人
形
は
、
長
い
胴
の
下
に
両
足
が
ぶ
ら
ん

�
�
し
て
ゐ
る
の
が
見
慣
れ
な
い
者
に
は
親
し
み
に
く
ゝ
、
何

も
し
な
い
で
う
つ
む
い
て
ゐ
る
小
春
の
姿
が
一
番
う
つ
く
し
い
。

（
二
一
�
）

�
そ
し
て
此
れ
だ
け
の
人
間
が
、
罵
り
、
喚
き
、
啀
み
、
嘲
る
の

が
、
―
―
―
太
兵
衛
の
如
き
は
大
声
を
上
げ
て
わ
い
わ
い
と
泣

い
た
り
す
る
の
が
、
―
―
―
み
ん
な
一
人
の
小
春
を
中
心
に
し

て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
女
の
美
し
さ
が
異
様
に
高
め
ら
れ
て

ゐ
た
。
な
る
ほ
ど
義
太
夫
の
騒
々
し
さ
も
使
ひ
方
に
依
つ
て
下

品
で
は
な
い
。
騒
々
し
い
の
が
却
つ
て
悲
劇
を
高
揚
さ
せ
る
効

果
を
挙
げ
て
ゐ
る
。
…
…

（
三
一
�
）

�
駒
沢
ら
し
い
若
い
侍
の
人
形
と
、
深
雪
ら
し
い
美
し
い
お
姫
様

の
人
形
と
が
、
船
の
上
で
扇
を
か
ざ
し
な
が
ら
膝
を
す
り
寄
せ

て
う
な
ず
き
合
つ
た
り
、
さ
ゝ
や
い
た
り
し
て
ゐ
る
。

（
一
二
七
�
）

要
は
浄
瑠
璃
の
人
形
か
ら
「
日
本
人
の
伝
統
の
中
に
あ
る
「
永
遠
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女
性
」
の
お
も
か
げ
」
を
見
い
だ
し
て
い
く
。
そ
し
て
自
我
が
な
く
、

老
人
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
い
る
人
形
の
よ
う
な
「
お
久
」
に
惹
か

れ
て
い
く
の
だ
。
人
形
を
「
美
し
い
」
と
言
い
、
そ
れ
を
お
久
に
重

ね
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
お
久
は
要
が
見
つ
け
た
「
永
遠
女
性
の
お
も

か
げ
」
を
持
つ
女
だ
か
ら
こ
そ
、「
美
し
い
」
と
簡
単
に
一
言
で
済

ま
せ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
「
美
し
い
」
を
あ
え
て
使

わ
ず
に
、
様
々
な
角
度
か
ら
お
久
を
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「
楽
」
は
九
例
だ
が
、
こ
の
う
ち
八
例
が
「
楽
」
を
否
定
し
た
り
、

仮
定
と
し
て
「
楽
」
を
置
い
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
り
す
る
。「
も

し
〜
だ
っ
た
ら
ば
、
楽
な
の
に
」
と
い
う
よ
う
な
使
わ
れ
方
だ
。
こ

れ
は
空
想
・
仮
定
の
「
楽
」
な
の
で
、「
陽
の
感
情
」
の
否
定
に
な

り
、
実
際
は
つ
ら
い
、
上
手
く
い
か
な
い
。
と
い
っ
た
「
陰
の
感

情
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
異
端
者
の
悲
し
み
』
で
も
同
様
な
例

が
あ
っ
た
よ
う
に
、「
陰
の
感
情
」
を
増
幅
す
る
効
果
を
あ
げ
て
い

る
の
で
あ
る
。

次
に
「
悲
し
い
、
悲
し
み
」
と
「
恐
ろ
し
い
、
恐
怖
、
怖
い
」
を

見
て
い
こ
う
。「
悲
し
い
、
悲
し
み
」「
恐
ろ
し
い
、
恐
怖
、
怖
い
」

ど
ち
ら
も
共
通
し
て
、「
別
離
」「
別
れ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
と
と

も
に
使
わ
れ
て
い
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
要
の

自
ら
お
か
れ
て
い
る
状
況
―
―
要
と
従
弟
の
高
夏
と
の
会
話
で
、
い

つ
ど
う
や
っ
て
離
婚
す
る
か
、
別
れ
る
際
の
愁
嘆
場
を
最
小
限
に
抑

え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
が
焦
点
に
な
っ
て
い
る
。
別
れ
を
恐

れ
て
い
る
自
分
た
ち
夫
婦
の
こ
と
等
に
つ
い
て
長
々
と
語
り
合
う
為

に
「
悲
し
い
、
悲
し
み
」「
恐
ろ
し
い
、
恐
怖
、
怖
い
」
の
語
例
が

頻
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
や
り
と
り
を
見
て
い
く
と
、
要

は
優
柔
不
断
で
決
断
す
る
勇
気
の
な
い
男
と
し
て
、
高
夏
は
実
行
力

の
あ
る
果
敢
な
男
と
し
て
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

要
が
ぐ
ず
ぐ
ず
と
離
婚
を
決
め
か
ね
て
い
る
の
は
、
た
だ
決
断
力
が

な
い
だ
け
で
、
自
分
が
悲
し
い
か
ら
別
れ
を
引
き
延
ば
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
全
て
の
用
例
を
一
つ
一
つ
検
討
し
て

ゆ
く
と
、
要
の
エ
ゴ
の
為
に
周
り
が
振
り
回
さ
れ
て
い
る
状
況
が
見

え
て
き
た
。

東
京
人
の
見
え
や
外
聞
を
気
に
す
る
癖
が
さ
う
云
ふ
と
こ
ろ
へ

ま
で
附
い
て
廻
つ
て
、
義
太
夫
語
り
の
態
度
を
醜
い
と
感
ず
る

彼
は
、
顔
を
ゆ
が
め
て
泣
き
わ
め
く
世
話
場
の
中
へ
自
分
を
置

く
こ
と
に
同
じ
醜
さ
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
彼
は
何
処
ま
で
も

涙
で
顔
を
よ
ご
さ
ず
に
、
き
れ
い
に
事
を
運
び
た
か
つ
た
。
妻

の
心
緒
と
自
分
の
心
緒
と
が
一
つ
の
脳
髄
の
作
用
の
や
う
に
理

解
し
合
つ
て
別
れ
た
か
つ
た
。

（
四
九
�
）

こ
の
一
節
に
は
、
悲
し
み
を
少
し
で
も
軽
く
し
た
い
と
い
う
事
だ
け

で
な
く
、「
き
れ
い
に
事
を
運
び
た
か
つ
た
」
と
い
う
要
の
エ
ゴ
が

表
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

―８８―



「
つ
ま
り
君
の
は
た
ゞ
君
自
身
の
心
持
が
悲
し
い
ん
だ
よ
。
事

実
は
君
が
感
じ
る
ほ
ど
に
悲
し
く
は
な
い
ん
だ
」

「
だ
つ
て
、
悲
し
み
と
い
ふ
も
の
は
結
局
み
ん
な
さ
う
な
ん
ぢ

や
な
い
か
、
ど
う
せ
主
観
的
な
も
の
な
ん
だ
か
ら
…
…

（
五
三
�
）

こ
の
高
夏
と
要
と
の
会
話
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
心
の
悲
し
み
と
、

現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
事
実
と
で
は
悲
し
み
の
格
差
が
あ
る
。
そ
れ

を
要
は
「
ど
う
せ
主
観
的
な
も
の
な
ん
だ
か
ら
…
…
…
」
と
言
い
訳

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
か
ら
、『
蓼
喰
ふ
虫
』
の
悲
し
み
は
、

世
間
体
や
要
の
エ
ゴ
の
為
に
ね
じ
曲
げ
ら
れ
た
悲
し
み
の
よ
う
に
思

え
て
く
る
。
少
な
く
と
も
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』
の
よ
う
な
、「
透
き

徹
つ
た
清
水
の
や
う
に
澄
み
渡
つ
た
悲
し
み
」
と
は
確
実
に
種
類
が

ち
が
う
。
純
粋
な
悲
し
み
と
、
不
純
物
が
混
じ
っ
た
悲
し
み
。
こ
こ

か
ら
も
「
母
を
恋
ふ
る
記
」
の
悲
し
み
は
非
常
に
際
立
っ
て
見
え
て

く
る
。

六

『
少
将
滋
幹
の
母
』
の
感
情
表
現

戦
後
に
入
っ
て
の
代
表
作
で
あ
り
、
か
つ
〈
母
恋
い
も
の
〉
の
集

大
成
で
も
あ
る
『
少
将
滋
幹
の
母
』
を
見
て
み
よ
う
。

『
少
将
滋
幹
の
母
』
で
一
番
多
い
の
は
「
美
し
い
、
う
つ
く
し

い
」
で
二
十
二
例
。
二
番
目
が
「
恐
い
、
恐
怖
」
で
十
五
例
。
三
番

目
が
「
嬉
し
い
」
で
十
二
例
。
四
番
目
が
「
喜
ぶ
」
で
七
例
。
最
後

に
「
淋
し
い
」
と
「
楽
し
い
」
が
ど
ち
ら
も
三
例
だ
っ
た
。
ま
た

「
陰
の
感
情
」
と
「
陽
の
感
情
」
と
で
分
け
て
考
え
る
と
、
今
ま
で

見
て
き
た
三
作
品
と
は
全
く
逆
の
結
果
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
、
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
陽
」
の
感
情
表
現
が
全
体

の
六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
非
常
に
興
味
深

い
結
果
と
な
っ
た
。
同
じ
〈
母
恋
い
も
の
〉
の
『
母
を
恋
ふ
る
記
』

の
結
果
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
後
で
述
べ
る
と

し
て
、
ま
ず
最
も
語
例
の
多
い
「
美
し
い
、
う
つ
く
し
い
」
か
ら
見

て
い
こ
う
。

「
美
し
い
、
う
つ
く
し
い
」
は
、
ほ
と
ん
ど
が
滋
幹
の
母
の
美
し

さ
を
賞
賛
す
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
十
二
例
の
う
ち
、
十
四

例
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

『
少
将
滋
幹
の
母
』
は
古
典
を
題
材
に
し
た
話
だ
が
、
こ
こ
に
は

四
人
の
男
が
登
場
す
る
。
色
男
だ
が
い
つ
も
三
枚
目
的
な
役
割
で
、

恋
に
翻
弄
さ
れ
恋
に
死
ん
で
い
く
男
、
平
中
。
七
十
を
過
ぎ
た
老
齢

で
あ
り
な
が
ら
、
若
く
美
し
す
ぎ
る
妻
を
持
つ
大
納
言
国
経
。
美
貌

と
権
力
を
合
わ
せ
持
ち
、
老
大
納
言
国
経
か
ら
思
い
の
ま
ま
に
美
し

い
妻
を
奪
い
去
っ
た
左
大
臣
時
平
。
幼
く
し
て
母
と
生
き
別
れ
、
父

と
死
に
別
れ
る
滋
幹
。
こ
の
四
人
が
美
し
い
一
人
の
女
を
め
ぐ
っ
て

織
り
な
す
物
語
で
あ
る
。
滋
幹
の
母
は
平
中
の
元
恋
人
で
あ
り
、
国
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経
の
妻
で
あ
り
、
時
平
に
突
如
さ
ら
わ
れ
た
美
女
で
あ
る
の
だ
。
こ

の
四
人
の
視
点
か
ら
「
美
し
い
」
と
表
現
さ
れ
る
。

ま
た
、「
美
し
い
」
の
中
に
、
一
例
だ
け
平
仮
名
の
「
う
つ
く
し

い
」
が
あ
っ
た
。

母
の
や
う
に
み
め
か
た
ち
の
す
ぐ
れ
た
人
は
稀
で
あ
る
と
云
ふ

こ
と
は
、
女
房
た
ち
が
噂
す
る
の
を
聞
い
て
知
つ
て
ゐ
た
の
で
、

う
つ
く
し
い
と
云
ふ
の
は
こ
う
云
ふ
顔
の
こ
と
な
の
か
と
思
つ

て
は
ゐ
た
が
、
ほ
ん
た
う
に
さ
う
と
得
心
が
行
つ
て
ゐ
た
の
で

は
な
か
つ
た
。

（
一
三
八
�
）

こ
れ
は
幼
い
滋
幹
が
母
に
対
し
て
「
う
つ
く
し
い
」
と
言
っ
て
い

る
の
だ
が
、
ま
だ
滋
幹
は
幼
い
の
で
「
美
し
い
」
が
ど
ん
な
も
の
か

を
知
ら
な
い
。
母
に
逢
う
場
面
で
初
め
て
「
美
し
い
顔
」
の
概
念
が

生
ま
れ
る
の
だ
。
こ
こ
は
滋
幹
の
幼
さ
を
わ
ざ
わ
ざ
平
仮
名
で
表
現

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
感
情
表
現
の
漢
字
と
平
仮

名
の
書
き
分
け
は
、「
母
を
恋
ふ
る
記
」
で
も
「
嬉
し
い
」、「
う
れ

し
い
」
で
見
ら
れ
た
。「
母
を
恋
ふ
る
記
」
の
主
人
公
は
幼
い
少
年

が
、
女
（
母
）
の
顔
が
美
し
い
と
わ
か
っ
た
時
に
「
う
れ
し
い
」
を

用
い
て
い
る
。
平
仮
名
で
の
表
現
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
幼
さ
や
、

そ
の
感
情
の
別
格
化
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

『
異
端
者
の
悲
し
み
』『
蓼
喰
ふ
虫
』
で
は
「
陽
」
の
表
現
の
仮

定
・
否
定
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、『
少
将
滋
幹
の
母
』
で
は
そ
れ
は

影
を
ひ
そ
め
る
。「
嬉
し
い
」「
喜
ぶ
」
な
ど
を
素
直
に
表
現
し
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
母
を
恋
ふ
る
記
」
に
も
全
く

同
じ
特
徴
が
見
ら
れ
る
。「
母
を
恋
ふ
る
記
」
も
、
陽
の
感
情
に
は

直
裁
的
な
表
現
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
母
恋
も
の
同
士
、
同

じ
特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
然
の
結
果
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が

こ
の
二
作
品
の
関
係
性
は
、
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。

七

似
て
非
な
る
平
行
線

今
ま
で
四
作
品
を
各
々
の
作
品
ご
と
に
論
じ
て
き
た
が
、
こ
こ
で

四
作
品
を
と
お
し
て
見
え
て
く
る
も
の
を
、〈
母
恋
い
も
の
〉
を
中

心
に
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

初
期
と
後
期
の
作
品
の
比
較
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、「
陽
」

の
感
情
が
後
期
に
は
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。『
異

端
者
の
悲
し
み
』
と
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
と
で
陽
の
感
情
の
割
合
は

三
十
五
％
か
ら
三
一
％
と
あ
ま
り
変
化
が
見
ら
れ
な
い
。『
蓼
喰
ふ

虫
』
で
四
一
％
に
な
り
、『
少
将
滋
幹
の
母
』
で
は
六
五
％
と
、
後

期
の
作
品
に
な
る
に
つ
れ
、
陽
の
感
情
も
増
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

母
や
父
や
妹
を
亡
く
し
た
辛
い
青
春
時
代
を
も
つ
谷
崎
だ
が
、
晩
年

に
な
る
に
つ
れ
そ
の
悲
し
み
か
ら
徐
々
に
開
放
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
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あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

『
少
将
滋
幹
の
母
』
に
関
し
て
、
森
安
理
文
は
、

国
経
及
び
平
中
の
生
涯
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
る
痴
人
像
の
造

型
は
悲
劇
的
、
喜
劇
的
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
作
者
に
と
っ

て
母
恋
い
な
ど
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
切
実
感
の
こ
も
っ
た

重
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
は
ず
注
５

と
、
滋
幹
の
母
性
思
慕
よ
り
も
老
人
国
経
の
「
老
い
」
を
モ
チ
ー
フ

と
す
る
見
方
を
し
て
い
る
。
た
し
か
に
『
少
将
滋
幹
の
母
』
執
筆
時
注
６

の
谷
崎
は
六
十
三
歳
、
既
に
老
い
に
よ
る
体
の
衰
え
を
感
じ
て
い
た

頃
で
あ
る
。
か
つ
て
の
妻
で
あ
り
滋
幹
の
母
で
も
あ
る
一
人
の
女
性

へ
の
思
慕
と
悔
恨
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
死
ん
で
い
く
老
国
経
に
、

自
分
自
身
を
重
ね
て
い
た
と
す
れ
ば
、
森
安
理
文
の
い
う
「
老
い
」

が
ま
す
ま
す
重
い
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
森
安
の

い
う
よ
う
に
「
モ
チ
ー
フ
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
〈
母
恋
い
〉

の
「
テ
ー
マ
」
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う

か
。今

回
の
調
査
で
は
、「
陽
」
の
感
情
表
出
の
否
定
や
仮
定
が
〈
母

恋
い
も
の
〉
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。『
異
端
者
の
悲
し
み
』『
蓼
喰

ふ
虫
』
で
は
陽
の
感
情
を
否
定
又
は
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
り
陰
の
感

情
を
さ
ら
に
増
幅
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
先
述
し
た
が
、『
母
を
恋
ふ

る
記
』『
少
将
滋
幹
の
母
』
で
は
同
様
の
表
現
は
見
出
せ
ず
、
感
情

表
現
は
よ
り
直
截
で
あ
る
。〈
母
恋
い
も
の
〉
の
主
人
公
が
「
幼
い

少
年
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
ご
く
自
然
で
は
あ
る

の
だ
が
、〈
母
恋
い
も
の
〉
を
執
筆
す
る
作
者
谷
崎
の
心
境
が
、
少

年
に
憑
依
す
る
形
で
よ
り
ま
っ
す
ぐ
な
感
情
表
出
で
母
性
を
求
め
る

心
性
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
表
現
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

ま
た
、〈
母
恋
い
も
の
〉
で
は
特
定
の
女
性
に
「
美
し
い
」
と
く

り
返
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
異
端
者
の
悲
し
み
』
と
『
蓼
喰
ふ

虫
』
で
は
そ
の
よ
う
な
使
い
方
を
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

た
。
こ
の
二
作
品
で
は
「
美
し
い
」
と
い
う
対
象
を
特
に
絞
っ
て
い

な
い
。『
蓼
喰
ふ
虫
』
で
要
は
「
お
久
」
に
惹
か
れ
て
ゆ
く
け
れ
ど

も
、「
美
し
い
」
を
直
接
的
に
使
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
作
者

（
あ
る
い
は
語
り
手
）
の
中
で
「
母
」
と
「
お
久
」
の
よ
う
な
女
性

と
で
は
確
実
に
格
差
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
母
」
を
ま
っ
た

く
別
格
に
す
る
方
法
な
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

『
母
を
恋
ふ
る
記
』（
大
正
八
年
）
と
『
少
将
滋
幹
の
母
』（
昭
和

二
十
四
〜
二
十
五
年
）
と
は
、
間
に
三
十
年
の
時
間
を
隔
て
て
な
お

も
構
造
・
表
現
・
方
法
に
共
通
点
を
多
く
持
つ
。
母
に
会
う
場
面
が

両
方
と
も
月
明
の
夜
と
い
う
事
。
そ
し
て
ど
ち
ら
も
少
年
の
心
で
母

を
探
し
、
母
に
会
え
た
こ
と
で
涙
を
流
す
事
な
ど
。『
母
を
恋
ふ
る

記
』
は
「
母
」
な
る
も
の
を
求
め
て
さ
迷
う
少
年
は
幻
想
の
世
界
の
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住
人
で
あ
り
、
夢
か
ら
覚
め
た
現
実
の
「
私
」
は
三
十
四
歳
注
７

の
男
な

の
で
あ
る
。『
少
将
滋
幹
の
母
』
の
、
よ
う
や
く
母
に
出
会
っ
て
涙

を
流
す
最
後
の
場
面
に
「
一
瞬
に
し
て
彼
は
自
分
が
六
七
歳
の
幼
童

に
な
つ
た
気
が
し
た
」
と
あ
る
。
ま
さ
し
く
母
性
思
慕
の
典
型
と
も

言
う
べ
き
結
尾
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
調
査
で
は
、
こ
の
二
つ

の
作
品
に
似
て
非
な
る
平
行
線
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
て
な
ら
な
い
。

『
母
を
恋
ふ
る
記
』
で
は
「
悲
し
い
、
悲
し
み
」「
恐
い
、
恐
ろ
し

い
、
恐
怖
」「
淋
し
い
」
で
三
十
二
例
、「
美
し
い
、
美
し
さ
」「
嬉

し
い
、
う
れ
し
い
」「
喜
び
」
で
一
五
例
。
前
者
「
陰
」
の
表
現
表

現
が
約
七
割
も
あ
り
、
中
で
も
「
悲
し
い
」
が
ほ
ぼ
半
数
を
占
め
て

い
た
。『
少
将
滋
幹
の
母
』
で
は
後
者
、「
陽
」
の
表
現
が
六
五
％
を

占
め
、
二
作
品
の
間
で
全
く
逆
の
結
果
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
何
故
か
。

『
少
将
滋
幹
の
母
』
で
は
滋
幹
は
母
と
「
生
き
別
れ
」
る
。
滋
幹

は
〈
母
恋
い
〉
の
日
々
に
あ
っ
て
も
こ
う
思
う
こ
と
が
で
き
た
は
ず

で
あ
る
、「
母
は
会
え
な
く
て
も
生
き
て
い
る
」
と
。
そ
し
て
最
後

の
場
面
で
本
当
の
自
分
の
母
に
会
い
、
今
ま
で
の
積
も
り
積
も
っ
た

感
情
が
一
気
に
溢
れ
出
し
、
涙
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
『
母
を
恋
ふ

る
記
』
の
潤
一
は
か
ろ
う
じ
て
母
に
出
会
え
た
が
、
結
局
そ
れ
は
夢

な
の
で
あ
っ
て
、
自
分
は
も
う
三
十
四
歳
。
働
き
盛
り
の
男
な
の
だ
。

実
際
の
母
は
も
う
一
昨
年
に
「
死
に
別
れ
」
て
い
る
の
だ
か
ら
、
永

遠
に
あ
の
時
の
美
し
い
母
に
は
会
え
な
い
。

し
か
し
、
形
式
上
の
差
異
よ
り
も
「
別
れ
」
に
よ
る
「
悲
し
み
」

の
差
異
に
注
意
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
少
将
滋
幹
の
母
』
で

は
、
滋
幹
の
〈
母
性
思
慕
〉
に
仮
託
し
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
歴
史
上
の
距
離
感
を
挟
ん
だ
「
悲
し
み
」
な
の
で
あ
り
、

谷
崎
自
身
の
悲
し
み
と
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
『
母
を

恋
ふ
る
記
』
で
は
、
小
説
の
形
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
主

人
公
の
名
「
潤
一
」
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
語
り

手
（
あ
る
い
は
創
作
主
体
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
し
、
作
者
と
い
っ

て
も
よ
か
ろ
う
）
自
身
の
「
悲
し
み
」
と
直
接
に
つ
な
が
る
の
で
あ

る
。
こ
の
決
定
的
な
差
異
が
二
作
品
の
間
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
が
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
て
き
た
感
情
表
現
に
表
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
従
来
〈
母
恋
い
も
の
〉〈
母
性
思
慕
〉
の
作
品
と
し
て
一
括

さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
二
作
品
は
近
い
も
の
の
よ
う
で
性
質
が
異
な

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
右
に
「
似
て
非
な
る
平
行

線
」
と
称
し
た
所
以
で
あ
る
。

〈
母
性
思
慕
〉〈
母
恋
い
も
の
〉
と
い
う
定
評
に
縛
ら
れ
て
は
い
け

な
い
。
し
か
し
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』
以
来
『
少
将
滋
幹
の
母
』
に

至
る
ま
で
の
三
十
年
の
間
、
谷
崎
が
〈
母
恋
い
〉
の
テ
ー
マ
を
作
品

群
の
中
で
継
承
し
続
け
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
る
。

『
母
を
恋
ふ
る
記
』
と
『
少
将
滋
幹
の
母
』
の
そ
れ
が
「
似
て
非
な

る
平
行
線
」
で
あ
る
こ
と
は
、
後
者
『
少
将
滋
幹
の
母
』
の
存
在
が
、

逆
に
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
の
「
悲
し
み
」
を
よ
り
一
層
際
立
た
せ
る
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役
割
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

八

永
遠
の
〈
母
〉

さ
て
、
本
稿
で
は
谷
崎
の
喜
怒
哀
楽
に
関
す
る
感
情
表
現
を
見
て

き
た
が
、〈
母
恋
い
も
の
〉
の
作
品
で
は
全
体
的
に
直
截
な
感
情
表

現
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
複
雑
な
感
情
は
『
異
端
者
の
悲
し
み
』

『
蓼
喰
ふ
虫
』
の
よ
う
な
〈
母
恋
い
も
の
〉
以
外
の
作
品
か
ら
多
く

見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
稿
「
一
」
で
引
い
た
三
島
由
紀
夫

の
「
慈
母
の
像
に
全
く
エ
ロ
ス
の
陰
が
認
め
ら
れ
ぬ
と
い
ふ
か
と
、

さ
う
と
は
言
へ
な
い
…
…
た
だ
、
母
の
エ
ロ
ス
的
顕
現
は
、
意
識
的

な
欲
望
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
無
意
識
の
、
未
分
化
の
、
未
知

へ
の
あ
こ
が
れ
と
い
ふ
形
で
と
ら
へ
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
と
き
主
体

は
子
供
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
注
９

」
と
い
う
意
見
は
、
笠
原
伸
夫
の

「
倒
錯
的
な
印
象
が
全
く
尾
を
曳
か
な
い
か
、
と
い
え
ば
そ
う
で
は

な
い
」
と
い
う
意
見
と
対
称
を
成
し
て
い
る
。
三
島
が
「
無
意
識
の
、

未
分
化
の
、
未
知
へ
の
あ
こ
が
れ
」
と
い
い
、
笠
原
自
身
も
「
イ
ン

セ
ス
ト
・
タ
ブ
ー
へ
の
抵
触
は
巧
み
に
避
け
ら
れ
て
い
る
注
１０

」
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
観
念
の
中
で
の
操
作
の
問
題

な
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
問
題
の
比
重
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
美
し
い
母
を
求
め
る
故
に
子
供
時
代
に
遡
る
」
と
い
う
理
由
だ
け

で
は
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
の
主
人
公
が
少
年
に
な
る
必
然
性
は
な
い

の
で
は
な
い
か
。
観
念
の
問
題
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
よ
り
美
し
い
母

を
作
中
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
滋
幹
」
が
、
母
を
不

浄
観
の
中
で
汚
そ
う
と
し
た
父
を
拒
ん
だ
『
少
将
滋
幹
の
母
』
の
よ

う
に
、
母
を
美
し
い
ま
ま
観
念
の
世
界
に
留
め
て
お
き
た
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

谷
崎
潤
一
郎
は
多
く
の
評
論
家
か
ら
「
悪
魔
主
義
」「
耽
美
主

義
」
と
称
さ
れ
た
よ
う
に
、
特
殊
な
嗜
好
を
表
現
す
る
作
家
で
あ
っ

た
し
、「
女
体
拝
跪
」
な
ど
と
も
称
さ
れ
る
女
性
崇
拝
主
義
者
で
も

あ
っ
た
。
小
林
秀
雄
注
８

が
代
弁
し
て
い
う
「
唯
美
派
」
と
い
う
「
新
意

匠
」
に
よ
っ
て
、
生
々
し
く
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
が
作
品
に
は
頻

出
す
る
。
多
く
の
研
究
者
た
ち
も
谷
崎
の
悪
魔
的
変
態
的
な
部
分
に

注
目
し
て
き
た
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
悪
の
部
分
に
触
れ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
。

し
か
し
表
現
調
査
の
結
果
を
本
稿
で
は
重
視
し
た
い
。『
異
端
者

の
悲
し
み
』『
母
を
恋
ふ
る
記
』『
蓼
喰
ふ
虫
』
で
陰
の
感
情
表
現
が

半
数
以
上
を
占
め
て
い
た
事
か
ら
も
そ
れ
は
紛
れ
も
な
い
事
実
だ
。

し
か
し
、
ど
ん
な
人
間
に
も
誰
に
も
踏
み
込
め
な
い
よ
う
な
純
粋
な

偉
大
な
心
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
谷
崎
の
作
品
に
も

必
ず
陽
の
感
情
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も
〈
母
恋
い

も
の
〉
作
品
の
中
で
素
直
な
感
情
表
現
を
見
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
大

き
な
意
味
が
あ
る
の
だ
と
考
え
る
。

誰
し
も
、
大
切
な
人
を
失
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
人
の
良
か
っ
た
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所
し
か
思
い
出
せ
な
く
な
り
、
そ
の
人
を
美
化
し
て
し
ま
う
。
そ
し

て
と
て
も
偉
大
な
人
だ
っ
た
と
記
憶
を
書
き
換
え
て
し
ま
う
。
谷
崎

も
母
を
思
い
出
す
時
に
、
母
が
一
番
美
し
か
っ
た
時
の
記
憶
に
戻
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
の
「
潤

一
」
が
「
七
つ
か
八
つ
の
子
供
」
で
あ
っ
て
、『
少
将
滋
幹
の
母
』

の
「
滋
幹
」
も
母
に
会
う
場
面
で
「
六
七
歳
の
幼
童
に
な
っ
た
気
が

し
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ご
く
当
た
り
前
の
、
自
然
な
こ
と
で
は

な
い
か
。
谷
崎
が
母
を
美
化
し
た
結
果
が
、
白
粉
で
厚
化
粧
を
し
た

若
い
女
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
視
点
で
表
現
を
す
る
と

こ
ろ
が
谷
崎
ら
し
い
の
で
あ
る
。『
母
を
恋
ふ
る
記
』
で
「
悲
し
い
、

悲
し
み
」
を
多
用
し
た
谷
崎
は
、
現
実
の
「
母
」
と
の
体
験
を
そ
の

語
の
中
に
封
印
し
、
昇
華
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
擬
制
的
に
自
分
は
少

年
に
戻
り
、
母
も
一
番
美
し
か
っ
た
時
に
戻
る
。
擬
制
的
な
虚
構
の

世
界
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
時
」
に
戻
れ
ば
感
情
表
現
は
よ

り
純
粋
に
な
る
。
だ
か
ら
〈
母
恋
い
も
の
〉
に
は
直
截
の
感
情
表
現

が
多
い
の
だ
と
私
は
考
え
る
。

ま
た
、
谷
崎
は
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』
で
は
「
嬉
し
い
」
と
「
う

れ
し
い
」、『
少
将
滋
幹
の
母
』
で
は
「
美
し
い
」
と
「
う
つ
く
し

い
」
と
い
う
ふ
う
に
、
漢
字
と
平
仮
名
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
微
妙
な
感
情
の
違
い
を
示
し
て
い
た
こ
と
も
挙
げ
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。「
嬉
し
い
」
は
潤
一
が
人
家
の
明
か
り
を
見
つ
け
た

と
き
の
感
情
だ
が
、「
う
れ
し
い
」
は
潤
一
が
「
女
」
つ
ま
り
母
の

顔
が
美
し
い
顔
だ
と
わ
か
っ
た
と
き
の
感
動
で
あ
る
。
喜
び
の
種
類

が
ち
が
う
。
こ
れ
を
平
仮
名
と
漢
字
で
書
き
分
け
て
い
る
の
だ
。

「
う
つ
く
し
い
」
は
幼
時
の
滋
幹
が
た
ど
た
ど
し
く
思
い
描
く
感
情

の
動
き
を
表
し
て
お
り
、「
う
つ
く
し
い
」
と
は
こ
う
い
う
顔
の
こ

と
な
の
か
と
滋
幹
が
初
め
て
実
感
す
る
場
面
だ
。
他
の
用
例
の
「
美

し
い
」
は
普
通
に
「
美
し
い
顔
」
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

平
仮
名
の
「
う
つ
く
し
い
」
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
滋
幹
の
幼
さ
を

表
現
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
、
谷
崎
は
人
間
の
微

妙
な
感
情
を
見
極
め
て
、
言
葉
を
使
い
分
け
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
谷
崎
の
作
品
の
醍
醐
味
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
醍
醐
味
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、〈
母
恋
い
も

の
〉
に
お
け
る
感
情
表
現
の
直
截
さ
が
際
立
っ
て
来
る
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
、
同
じ
用
語
の
漢
字
と
平
仮
名
で
書
き
分
け
が
『
母
を
恋

ふ
る
記
』
と
『
少
将
滋
幹
の
母
』
の
〈
母
恋
い
も
の
〉
二
作
品
で
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

そ
し
て
そ
の
〈
母
恋
い
も
の
〉
の
二
作
品
の
中
で
は
同
じ
主
題
を

持
ち
な
が
ら
必
ず
し
も
交
わ
ら
な
い
、
―
―
つ
ま
り
「
似
て
非
な
る

平
行
線
」
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。『
少
将
滋
幹
の

母
』
と
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
で
の
「
悲
し
み
」
の
違
い
は
前
で
述
べ

た
が
、
よ
り
直
截
に
谷
崎
自
身
の
「
悲
し
み
」
が
描
か
れ
る
『
母
を

恋
ふ
る
記
』
の
中
に
こ
そ
、
彼
の
「
母
」
へ
の
愛
が
あ
ふ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
一
つ
一
つ
に
、
純
粋
な
少
年
の
よ
う
な
「
悲
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し
み
」
を
散
り
ば
め
て
い
る
の
だ
。
谷
崎
は
心
の
中
に
生
き
て
い
る

「
永
遠
の
母
」
を
作
品
に
描
き
、
彼
の
言
葉
で
母
を
包
み
込
み
、
作

品
の
中
に
母
を
生
か
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

注
１

永
井
荷
風
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
」（『
三
田
文
学
』
一
九
一
一

年
一
一
月
）
引
用
は
『
群
像
日
本
の
作
家

谷
崎
潤
一
郎
』（
小

学
館
、
一
九
九
一
年
五
月
）
よ
り
。

２

野
村
尚
吾
『
伝
記
谷
崎
潤
一
郎
』（
六
興
出
版
、
一
九
七
二
年
五

月
）。

３

三
島
由
紀
夫
「
谷
崎
潤
一
郎
に
つ
い
て
」（『「
谷
崎
潤
一
郎
」
豪

華
版

日
本
文
学
全
集
十
二
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
六
年
一

〇
月
）
引
用
は
注
１
の
『
群
像
日
本
の
作
家

谷
崎
潤
一
郎
』
に

よ
る
。

４

笠
原
伸
夫
『
谷
崎
潤
一
郎
―
―
宿
命
の
エ
ロ
ス
』（
冬
樹
社
、
一

九
八
〇
年
六
月
）。

５

森
安
理
文
『
谷
崎
潤
一
郎

あ
そ
び
の
文
学
』（
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
三
年
四
月
）。

６

『
少
将
滋
幹
の
母
』
は
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
一
一
月
一

六
日
か
ら
翌
二
十
五
年
二
月
九
日
ま
で
『
毎
日
新
聞
』
に
連
載
さ

れ
た
。
野
村
尚
吾
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
十
三
年
秋
に
は
連
載
が
決

定
し
、
二
十
四
年
春
に
は
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
ら
し
い
（『
谷
崎

潤
一
郎

風
土
と
文
学
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
二
月
）
と

あ
る
。

７

『
母
を
恋
ふ
る
記
』
は
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
の
発
表
。
谷
崎

は
数
え
三
十
四
歳
に
あ
た
る
。

８

小
林
秀
雄
「
谷
崎
潤
一
郎
」（『
新
訂
小
林
秀
雄
全
集
』
新
潮
社
、

一
九
七
八
年
五
月
）
引
用
は
注
１
の
『
群
像
日
本
の
作
家

谷
崎

潤
一
郎
』
に
よ
る
。

９

注
３
と
同
じ
。

１０

注
４
と
同
じ
。

（
た
か
の

じ
ゅ
ん
こ
・
平
成
二
十
年
度

実
践
女
子
大
学
卒
業
生
）
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