
谷
崎
潤

「
細
雪
」
王子ム
両間

W
A
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白
u
h
H

ー
目
的
と
し
て
の
〈
語
り
〉
|

は
じ
め
に

谷
崎
潤
一
郎
の
作
品
に
お
い
て

ほ
ど
問
題
点
を
多
く
含
ん
だ
も
の
は

「
細
雪

な
く
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
観
点
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
中
で
も
近
年
注
目

さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
語
り
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
「
細
雪
」
は
近
代
小
説

の
中
に
あ
っ
て
、
独
特
な
「
語
り
」
の
方
法
を
用
い
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
特
徴

に
つ
い
て
中
村
真
一
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
の
小
説
で
、
雪
子
は
最
も
主
要
人
物
で
あ
る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
そ
の
心

理
が
描
か
れ
る
の
は
、
実
に
下
巻
の
第
六
章
に
な
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ
ま
で

は
悉
く
周
囲
の
人
た
ち
(
就
中
、

も
う
一
人
の
主
人
公
で
あ
る
幸
子
の
)
想

像
と
い
ふ
形
で
描
写
さ
れ
る
。
読
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
雪
子
の
事
件
に
対
す
る
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そ
の
人
物
の
内
側
に
入
っ
て
聞
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
や

う
な
方
法
で
主
役
が
描
か
れ
る
と
言
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
他
の
小
説
に
は

反
応
を
、

類
が
な
い
。

中
村
は

の
ーよ
方う

東 述
郷 ベ
克2 、
干-~ 

反響

に
お
け
る
諮
り
の
方
法
を
「
側
写
法
」

名
づ
け
た
。

「
こ
の
作
品
に
は
潜
在
的
な
語
り
手
の
存
在
が

主主
I可

間

文

香

認
め
ら
れ
る
」

と
、
語
り
手
の
存
在
を
明
確
に
し
た
上
で
、
「
物
語
の
大
半
は
芦

屋
の
蒔
岡
分
家
の
主
婦
で
あ
る
次
女
幸
子
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
〉

と
そ
の
語
り

の
特
徴
を
指
摘
し
た
。
東
郷
が
「
潜
在
的
」

態
を
明
ら
か
に
し
た
が
平
野
芳
信
で
あ
る
。
平
野
は
「
細
雪
」

と
言
い
表
し
た
よ
う
な
語
り
手
の
実

の
語
り
手
を
「
介

在
者
〉

と
し
、
〈
肉
体
化
さ
れ
た
作
中
人
物
の
内
面
に
た
ち
い
ら
ず
、
か
と
い
っ

て
三
人
称
の
全
知
的
客
観
的
視
点
か
ら
で
も
な
く
、
常
に
そ
の
場
面
で
第
三
者
的

月

t
q
J
 

立
場
に
い
る
作
中
人
物
の
限
と
声
を
借
り
て
|
あ
る
い
は
重
な
っ
て
i
、
そ
の
エ

ピ
ソ

l
ド
の
中
心
人
物
の
行
動
を
描
写
し
た
り
心
理
を
付
度
し
て
い
る
〉
と
分
析

し
た
。
こ
の
平
野
の
分
析
は
「
細
雪
」
に
お
け
る
語
り
手
の
在
り
方
を
的
確
に
言

い
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
「
語
り
」

に
つ
い
て
の
先
行
研
究
の
概
要
を
見
た
だ
け
で
も
「
細
雪
」

の

「
語
り
」

の
特
異
性
が
窺
わ
れ
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
一
定
の
成
果
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、

そ
の
独
特
の

「
語
り
」
が
物
語

内
容
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
ま
だ
考
察
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
谷

時
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て

の
方
法
を
模
索
し
続
け
た
作
家
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
が
、
そ
の
模
索
、
が
何
の
た
め
で
あ
っ
た
か
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
細

「
語
り
」

と

雪
」
に
お
け
る

と

「
語
り
」

の
考
察
は
、
「
語
り
」

「
語
ら
れ
る
も
の
」

の
関
係

を
追
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



谷崎潤一郎「細雪j論

佐
藤
淳
一
は

「
谷
崎
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
の
は
、
表
現
方
法
と
表
現

対
象
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
視
座
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
細
雪
」
に
お

け
る
語
り
と
生
島
遼
一
ら
が
批
判
し
た
「
細
雪
」
の
通
俗
性
の
関
連
を
考
察
し
て

い
る
。
こ
れ
は
長
く
批
判
さ
れ
て
き
た
「
月
並
の
美
学
」
に
対
す
る
新
た
な
視
点

か
ら
の
反
論
と
い
う
点
と
、
従
来
単
独
で
考
察
が
行
わ
れ
て
き
た
「
語
り
」
と
「
語

ら
れ
る
も
の
」
を
結
び
付
け
た
と
い
う
点
で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
論
で
あ
る
。

し
か
し
、
谷
崎
の
作
品
全
体
を
捉
え
る
た
め
の
一
要
素
と
し
て

細
雪
」
を
考
え

る
時
、
「
語
ら
れ
る
も
の
」

と
し
て
第
一
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

場
人
物
で
あ
る
女
性
た
ち
で
あ
ろ
う
。
谷
崎
は
作
品
に
お
い
て
常
に
理
想
の
女
性

を
追
い
求
め
、

そ
れ
に
拝
脆
し
て
き
た
。
谷
崎
の
文
学
を
貫
く
テ
l
マ
と
は
マ
ゾ

ヒ
ズ
ム
的
欲
望
に
よ
る
、

一
種
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
も
い
う
べ
き
「
女
性
崇
拝
」

あ
る
。

谷
崎
の
作
品
に
お
け
る
「
語
り
」

と
は
、
脆
く
べ
き
女
性
を
表
現
す
る
手

段
で
あ
っ
た
。
「
語
り
」

の
目
的
を
見
る
と
き
、
「
語
ら
れ
る
も
の
」

で
あ
る
女
性

た
ち
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
。

「
女
性
崇
拝
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
「
細
雪
」
は
異
色
の
存
在
で
あ
る
。

谷
崎
の
作
品
に
特
徴
的
な
妖
婦
が
出
て
く
る
わ
け
で
も
な
く
、
崇
拝
さ
れ
る
べ
き

女
性
が
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
語
り
の
方
法
も
一
人
称
で
は
な
く
三
人
称
を

採
用
し
て
お
り
、

一
見
す
る
と
特
に
特
徴
が
な
い
作
品
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
思

え
る
。

で
は
こ
の
作
品
は
一
体
ど
の
よ
う
な
語
り
で
何
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
本
論
で
は
、
「
細
雪
」
独
特
の

「
語
り
」

の
方
法
と
、

そ
の

「
語
り
」
が

「
語
ら
れ
る
も
の
」

明
ら
か
に
し
た
い
。

に
与
え
る
影
響
と
を
考
察
し
て
い
き
、
「
細
雪
」

の
特
徴
を

て
「
細
雪
」
の
語
り
の
特
徴

l
会
話
文
の
掃
入

最
初
に
「
細
雪
」
に
お
け
る
語
り
の
特
徴
を
見
て
い
き
た
い
。

「
細
雪
」

の
語
り
の
大
き
な
特
徴
の
一

っ
と
し
て
、
地
の
文
の
中
に
作
中
人
物
の

会
話
や
手
紙
の
内
容
が
織
り
込
ま
れ
、
さ
ら
に
作
中
人
物
た
ち
の
心
内
描
写
ま
で

も
が
紛
れ
込
む
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
会
話
文
の
挿
入
は
、
括
弧
付
き
の
会

話
文
の
括
弧
を
取
り
除
い
た
だ
け
の
も
の
も
あ
る
が
、
「
細
雪
」

に
特
徴
的
な
も

の
と
し
て
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

予""
よL

貞
之
助
も
そ
れ
を
気
に
し
て
、
雪
子
ち
ゃ
ん
が
此
方
に
泊
ま
っ
て
ゐ
る
の
は

で

ょ
い
と
し
て
も
、
自
分
達
親
子
三
人
の
関
係
の
中
へ
劃
り
込
ん
で
来
ら
れ
る

の
は
面
白
く
な
い
か
ら
、
悦
子
と
の
間
を
も
う
少
し
遠
ざ
け
た
ら
ど
う
で
あ

38-

ら
う
か
、
悦
子
が
お
前
を
疎
ん
じ
て
雪
子
ち
ゃ
ん
を
慕
ふ
や
う
に
な
っ
た
ら

困
る
、

と
云
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
幸
子
に
云
は
せ
る
と
、

そ
れ
は
貞
之

助
の
思
ひ
過
ご
し
で
、
悦
子
は
あ
』
見
え
て
子
供
相
応
に
如
才
な
い
と
こ
ろ

が
あ
り
、
雪
子
に
甘
え
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
本
心
は
矢
張
り
あ
た
し
を
一

番
好
い
て
も
ゐ
る
し
、
何
か
の
場
合
私
に
槌
り
着
か
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
云

ふ
こ
と
も
、
結
局
姉
ち
ゃ
ん
は
お
嫁
に
行
く
べ
き
人
だ
と
云
ふ
こ
と
も
知
つ

て
ゐ
る
、
(
中
略
)
極
端
に
云
へ
ば
身
の
置
き
所
も
な
い
や
う
な
境
涯
な
の

だ
か
ら
、

あ
た
し
と
し
て
は
あ
の
人
が
可
哀
さ
う
で
な
ら
な
い
、

そ
れ
で
悦

子
に
雪
子
ち
ゃ
ん
の
孤
独
を
慰
め
る
玩
具
の
役
を
さ
せ
て
あ
る
の
だ
、

と
ヱZ

ふ
の
で
あ
っ
た
。

(
傍
線
引
用
者
・
以
下
同
様

上
六
)

こ
の
部
分
で
は
、
地
の
文
に
貞
之
助
の
言
葉
と
幸
子
の
言
葉
が
織
り
込
ま
れ
て
い



る
。
「
雪
子
ち
ゃ
ん
が
比
方
に
・
・
・
雪
子
ち
ゃ
ん
を
慕
ふ
や
う
に
な
っ
た
ら
困

る
」
ま
で
は
は
っ
き
り
と
貞
之
助
が
発
し
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
が
、
そ

の
次
の
表
現
か
ら
が
「
細
雪
」

の
語
り
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
幸
子
が
実

際
に
貞
之
助
に
対
し
て
発
し
た
言
葉
な
の
か
、
ま
た
は
幸
子
の
心
中
語
で
あ
る
の

か
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
に
加
え
、
「
幸
子
に
云

は
せ
る
と
」

は
語
り
手
の
一
言
葉
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
が
、

そ
れ

そ
れ
以
下
の

は
貞
之
助
の
思
ひ
過
ご
し
で
・
・
・
雪
子
に
甘
え
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
」

は
幸
子

の
言
葉
な
の
か
、
語
り
手
の
言
葉
な
の
か
、
区
別
が
つ
か
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
幸
子
と
語
り
手
の
言
葉
の
境
界
が
分
別
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
根
底
に

の
語
り
の
大
き
な
特
徴
が
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
そ
も
そ

も
間
接
話
法
な
の
か
、
直
接
話
法
な
の
か
が
判
然
と
し
な
い
。
間
接
話
法
で
あ
れ

は
、
「
細
雪
」

ば
「
雪
子
ち
ゃ
ん
」
「
こ
い
さ
ん
」
な
ど
の
呼
称
は
使
わ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
直

接
話
法
で
あ
れ
ば
作
中
人
物
で
あ
る
幸
子
と
貞
之
助
の
言
葉
は
呼
称
も
含
め
て
す

ベ
て
関
西
弁
で
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
呼
称

は
直
接
話
法
的
で
あ
り
な
が
ら
、
文
章
自
体
は
間
接
話
法
的
で
あ
る
と
い
っ
た
形

式
を
取
っ
て
い
る
。

に
立
っ
て

つ
ま
り
語
り
手
は
、
標
準
語
で
語
り
な
が
ら
も
幸
子
の
視
点

「
雪
子
ち
ゃ
ん
」
や
「
こ
い
さ
ん
」
と
い
っ
た
呼
称
を
使
う
と
言
う
、

言
わ
ば
反
則
的
な
語
り
の
方
法
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

谷崎潤一郎「細雪j論

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
先
の
引
用
文
に
戻
っ
て
み
る
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
そ

れ
は
貞
之
助
の
思
ひ
過
ご
し
で
・
・
・
雪
子
に
甘
え
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
」

の
部

分
は
、
読
点
で
区
切
る
と
①
「
そ
れ
は
貞
之
助
の
思
ひ
過
ご
し
で
、
」
②
「
悦
子

は
あ
』
見
え
て
子
供
棺
応
に
如
才
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
」
③
「
雪
子
に
甘
え
て

は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
」

の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
三
笛
所
の
呼
称
は

「
貞
之

と
、
三
人
称
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
語
り
手
の

言
葉
と
考
え
る
の
が
一
番
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
③
「
雪
子
に
甘
え
て
ゐ
る
け

の
後
に
「
本
心
は
矢
張
り
あ
た
し
を
一
番
好
い
て
も
ゐ
る
し
、
」
と
い

助
」
「
悦
子
」
「
雪
子
」

れ
ど
も
、
」

う
幸
子
の
一
人
称
で
の
文
章
が
続
く
た
め
、
③
が
幸
子
の
言
葉
と
考
え
ら
れ
、

ひ

い
て
は
②
も
、
そ
し
て
①
も
幸
子
の
一
言
葉
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。
三
人
称
的
な
呼
称
の
使
用
も
幸
子
の
心
中
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
許
容

で
き
る
範
囲
で
あ
り
、
大
き
く
括
れ
ば
「
幸
子
に
云
は
せ
る
と
」
以
下
は
全
て
幸

子
の
言
葉
と
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
文
章
と
し
て
の
区
切
り
を
考
え
合
わ
せ

る
と
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
三
箇
所
で
語
り
手
の
言
葉
と
し
て
差
し
支
え
な
い
の

は
、
①
「
そ
れ
は
貞
之
助
の
思
ひ
過
ご
し
で
、
」

の
み
と
言
え
る
。
こ
こ
で
は
、

登
場
人
物
、
が
使
う
呼
称
を
地
の
文
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
地
の
文
の
中
に
も
関

わ
ら
ず
、

登
場
人
物
が
会
話
を
繰
り
広
げ
て
い
る
か
の
よ
う
な
語
り
を
作
り
出
す

-39一

平 と
野に
芳τ成
信ニ功
はし
前て
掲い
のる
論の
文で
にあ
おる
し、。

て

こ
の
よ
う
な
地
の
文
に
挿
入
さ
れ
た
会

話
文
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
あ
る
登
場
人
物
の
声
に
重
ね
ら
れ
た
別
の
作
中
人
物
の
言
葉

は
、
い
わ
ば
括
弧
で
く
く
ら
れ
た
直
接
話
法
と
し
て
の
関
西
弁
の
文
字
化
さ

れ
た
会
話
文
と
、
括
弧
を
省
略
し
た
間
接
話
法
に
よ
る
話
者
の
中
継
と
し
て

の

「
地
の
文
」

と
の
中
間
の
形
態
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

西
洋
語
の
概
念
で
い
え
ば
、
「
自
由
間
接
話
法
」

に
相
当
す
る
と
い
っ
て
も

戸、、。

1
l
d
L
V
 

こ
の
時
、
井
谷
の
よ
う
に
共
通
話
(
標
準
語
)

で
話
す
人
物
の
場
合

は
見
落
と
さ
れ
が
ち
だ
が
、
蒔
岡
の
姉
妹
の
よ
う
に
関
西
言
葉
を
常
時
使
う

人
物
の
場
合
、
直
接
話
法
に
よ
る
会
話
文
は
関
西
言
葉
で
表
記
さ
れ
て
い
る
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た
め
、
関
西
語
独
特
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
読
者
の
耳
に
残
響
す
る
の
で

あ
る
。

そ
し
て
た
と
え
そ
れ
が
、
括
弧
を
外
さ
れ
た
だ
け
の
自
由
間
接
話
法

的
な
場
合
で
も
、

あ
る
い
は
間
接
話
法
化
さ
れ
字
面
で
完
全
に
共
通
語
化
さ

れ
て
記
述
さ
れ
て
も
、
同
様
の
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
平
野
は
、
地
の
文
に
織
り
込
ま
れ
た
登
場
人
物
た
ち
の
言
葉
が
、
あ

た
か
も
直
接
話
法
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
原
因
を
、
直
接
話
法
で
書
か
れ
た
会

話
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
読
者
の
耳
に
残
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
確
か
に
平
野
の
言
う
よ
う
に
蒔
岡
姉
妹
に
は
関
西
人
で
あ
る
と
い
う
大
前
提

が
あ
る
。
「
細
雪
」
官
頭
の

「
こ
い
さ
ん
、
頼
む
わ
。
|
|
|
」
(
上
一
)

と
い
"
つ

幸
子
の
言
葉
は
、
関
西
弁
の
強
烈
な
印
象
を
読
者
に
与
え
る
。
そ
れ
に
よ
り
「
細

雪
」
は
、
蒔
岡
姉
妹
の
会
話
文
に
お
い
て
は
関
西
弁
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
自

然
と
想
起
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
会
話
文
が
地
の
文
に
挿
入
さ
れ
る
場

合
に
、
文
が
切
れ
ず
、
読
点
で
長
々
と
続
け
ら
れ
て
い
る
の
も
、

そ
の
効
果
を
狙

つ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
こ
こ
に
は
前
述
し
た
よ
う
な
、
呼
称
と
い
う
大
き
な
仕

掛
け
が
あ
る
。
ロ
ナ
ル
ド
・
ウ
オ

l
ド
ハ
フ
著
『
社
会
言
語
学
入
門
』
に
拠
る
と
、

「
他
人
へ
の
呼
び
か
け
に
ど
ん
な
要
素
が
含
ま
れ
る
か
を
考
え
る
と
、
様
々
な
種

類
の
社
会
的
要
素
特
定
の
状
況
、
相
手
の
社
会
的
地
位
、
ま
た
は
階
層
、
性
別
、

年
令
、
家
族
関
係
、
職
場
の
階
層
関
係
、
対
話
の
種
類
(
例
え
ば
、
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
よ
う
な
場
合
、
医
師
と
患
者
の
関
係
、
牧
師
と
告
白
者
の
関
係
な
ど
)
、

人
種
、
親
し
さ
の
度
合
い
な
ど
1

が
我
々
の
選
択
に
関
わ
っ
て
い
る
」
。
こ
の
よ

う
に
呼
称
に
は
、
使
う
人
の
立
場
や
、
呼
び
か
け
る
人
と
の
力
関
係
な
ど
が
反
映

さ
れ
る
。
端
的
に
表
せ
ば
、
個
人
の
人
間
関
係
が
内
包
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
「
細
雪
」

の
語
り
手
の
問
題
に
返
っ
て
み
る
。
こ
こ
で
は
第

三
者
と
も
言
う
べ
き
語
り
手
が
、
本
来
登
場
人
物
が
使
用
す
べ
き
呼
称
を
使
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
呼
称
に
内
包
さ
れ
た
人
間
関
係
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
形
で
、
語

り
手
が
「
語
り
」
を
展
開
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
「
語
り
手
」
は
、

登
場
人
物
た
ち
の
会
話
を
標
準
語
で
あ
り
な
が
ら
リ
ア
ル
に
表
現
す
る
こ
と
を
可

能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

登
場
人
物
た
ち
が
使
う
呼
称
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
語
り
手
が

三
人
称
の
視
点
を
離
れ
、

登
場
人
物
た
ち
の
視
点
に
立
つ
と
い
う
こ
と
も
意
味
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
語
り
手
の
使
う
呼
称
は
一
人
称
的
な
語

り
の
在
り
方
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
「
細
雪
」

で
は
登
場
人
物
の
会
話
文
を
地

の
文
に
取
り
込
む
場
合
、
三
人
称
の
語
り
手
が
あ
え
て
一
人
称
的
な
視
点
に
立
つ
。
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そ
し
て
呼
称
を
効
果
的
に
使
用
す
る
こ
と
で
、
語
り
手
の

語
り
」

で
あ
り
な
が

ら
、
あ
た
か
も
登
場
人
物
自
身
の
会
話
文
で
あ
る
よ
う
な
語
り
を
成
立
さ
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
独
特
な
語
り
の
方
法
は
、
「
細
雪
」

の
な
か
に
い
く
つ
も
見
ら
れ

る
。
基
本
的
に
三
人
称
的
立
場
を
と
っ
て
い
る
語
り
手
が
、

一
人
称
的
な
表
現
で

あ
る
呼
称
を
自
在
に
操
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
の
方
法
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば

よ
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
物
語
に
お
い
て
会
話
文
と
は
、
語
り
手
に
よ
る
「
引
用
」
で
あ
る
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
会
話
を
「
再
現
さ
れ
た
言
説
」
と
し
、
「
語
り
手
は
作
中
人
物
に
、

文
字
通
り
言
葉
〔
発
言
権
〕
を
譲
渡
す
る
か
に
み
せ
か
け
る
」
表
現
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

登
場
人
物
た
ち
が
表
現
の
主
体
に
い
る
よ
う
に

見
え
る
会
話
文
も
、

そ
の
背
後
に
は
会
話
を
引
用
し
て
い
る
語
り
手
の
存
在
が
あ



る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
括
弧
っ
き
の
会
話
文
も
元
を
た
ど
れ
ば
語
り

手
の
統
率
の
中
に
あ
る

引
用
」
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
「
細
雪
」
日
目
頭
の

「
こ
い
さ
ん
、
頼
む
わ

!
l」
な
ど

の
会
話
文
と
、
前
出
し
た
よ
う
な
、
地
の
文
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
会
話
文
と
の
差

と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
語
り
手
の
存
在
、
が
前
に
で
て
い
る
か
否
か
の
差
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
括
弧
っ
き
の
会
話
文
と
い
う
形
で
な
く
、
あ
え

て
地
の
文
に
会
話
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
細
雪
」

の
特
徴
が
あ
る
と

言
え
る
。

「
細
雪
」

の
語
り
で
は
、
語
り
手
の
統
率
が
よ
り
表
面
化
し
て
い
る
地
の
文
に

会
話
文
が
織
り
込
ん
で
あ
り
、
さ
ら
に
標
準
語
で
語
り
手
の
編
集
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
語
り
手
の
統
率
を
強
く
意
識
し
た
方
法
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
本
来
な
ら
ば
語
り
手
が
後
方
に
下
が
り
、
作
中
人
物
が
前
に
出
て
く
る

は
ず
で
あ
る
会
話
文
を
地
の
文
に
挿
入
す
る
こ
と
で
、
語
り
手
が
登
場
人
物
の
後

し
か
も
「
細

ろ
に
隠
れ
る
こ
と
を
、
拒
否
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

雪
」
の
語
り
手
は
呼
称
を
使
い
、

一
人
称
的
な
立
場
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
妥当E
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場

人
物
が
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
を
も
同
時
に
容
認
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
語
り
手
は

登
場
人
物
と
共
に
語
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
平
野
芳
信
は
こ
の
よ
う
な
語
り
を
「
叙
述
の
主
体
を
重
複
さ
せ
る
」
方
法
と
し
、

「
多
声
的
な
テ
ク
ス
ト
」

の
語
り
は
、
語
り
手
の
声
が
作

と
呼
ん
だ
。
「
細
雪
」
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中
人
物
の
声
と
重
ね
ら
れ
、
語
り
手
の
声
と
作
中
人
物
の
声
が
同
時
に
響
い
て
く

る
よ
う
な
、
ま
さ
に
「
多
声
的
」
な
語
り
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し

「
多
声
的
な

テ
ク
ス
ト
」
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、

い
つ
も
ど
こ
か
で
語
り
手
の
声
が
し
て
い

る
テ
ク
ス
ト
と
も
言
え
る
。

ま
た
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
会
話
文
も
結
局

は
語
り
手
の
引
用
で
あ
る
。

「
細
雪
」

の
テ
ク
ス
ト
が

「
多
声
的
」
に
見

よ
っ
て

え
る
の
は
、
語
り
手
が
登
場
人
物
た
ち
を
仮
装
す
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
り

語
り
手
が
テ
ク
ス
ト
を
「
多
声
的
」
に
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
細
雪
」

の
語
り
手
は
時
に
登
場
人
物
の
視
点
で
呼
称
を
使
い
、
会
話
文
を
地

の
文
に
挿
入
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
本
来
登
場
人
物
た
ち
が
強
く
前
に
現
れ
る
会
話

を
、
語
り
手
の
強
い
統
率
の
中
に
閉
じ
こ
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
細
雪
」
に
お
け
る
語
り
手
は
、

ま
る
で
語
り
手
に
よ
る
一
人

芝
居
の
よ
う
に
強
い
存
在
感
を
も
っ
て
物
語
全
体
を
統
率
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
「
細
雪
」
の
語
り
の
特
徴

l
視
点
人
物
・
幸
子
の
影
響

「
細
雪
」

の
語
り
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
視
点
人
物
に
幸
子
が
選
ば

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
幸
子
の
み
を
視
点
人
物
と
し
て
採
用
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し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
他
の
作
中
人
物
に
比
べ
、
幸
子
が
選
ば
れ
て
い
る

場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
。

「
細
雪
」

で
は
語
り
手
が
大
き
な
権
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
節

に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
よ
う
な
語
り
手
に
視
点
人
物
に
選
ば
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、

そ
の
人
物
が
作
品
全
体
に
大
き
な
影
響
を
持
ち
得
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。

で
は
幸
子
を
視
点
人
物
に
す
る
こ
と
で
、

一
体
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
前
述
し
た
よ
う
な
強
い
統
率
力
を
持
つ
語
り
手
と
、

視
点
人
物
・
幸
子
の
関
係
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

東
郷
克
美
は
視
点
人
物
が
幸
子
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
物
語
全
体
へ
の
影
響
を

「
物
語
全
体
が
幸
子
と
い
う
、
や
や
感
傷
的
だ
が
ご
く
常
識
的
で
家
族
思
い
の
中

流
家
庭
婦
人
の
感
性
の
膜
で
覆
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
東

郷
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
幸
子
と
い
う
、
「
善
良
な
」
「
中
流
家
庭
婦
人
」
を
視
点
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人
物
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
細
雪
」

は
一
種
閉
鎖
的
で
、
社
会
か
ら
隔
絶

さ
れ
た
独
特
の
世
界
観
を
作
り
出
し
て
い
る
。

そ
の
世
界
観
の
中
で
は
、
雪
子
は

「
因
循
姑
息
」
な
性
格
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
、
妙
子
の
発
展
的
な
性
格
は
「
異

端
児
」

と
し
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
影
響
は
幸
子
が

視
点
人
物
と
な
っ
た
結
果
と
し
て
物
語
全
体
に
も
た
ら
さ
れ
る
。

し
か
し
い
く
ら

幸
子
自
身
の
価
値
観
が
物
語
を
覆
っ
て
い
る
と
言
つ
で
も
、
「
細
雪
」

一
人
称
小
説
で
は
な
い
。
幸
子
の

は
幸
子
の

「
感
性
」
を
前
面
に
出
す
の
で
あ
れ
ば
「
痴
人

の
愛
」

の
よ
う
な
一
人
称
、
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
三
人

細
雪
」

の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

称
の
語
り
を
採
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

逆
に
考
え
れ
ば
、
東
郷
の
指
摘
す
る
よ
う
な
影
響
幸
子
の

「
感
性
の
膜
で
」
物

語
カ1

「
覆
わ
れ
る
」
|
は
、
結
局
は
「
細
雪
」

の
語
り
に
お
け
る
副
産
物
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
幸
子
が
語
り
手
で
な
く
視
点
人
物
と
し
て
選
ば
れ
る

背
景
に
は
、
幸
子
の

感
性
」

で
物
語
を
覆
う
こ
と
以
上
の
狙
い
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。結

論
か
ら
言
え
ば
、
幸
子
を
視
点
人
物
に
す
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
第
一
の

効
果
と
は
、
他
の
作
中
人
物
に
対
す
る
情
報
量
の
差
で
あ
る
。
「
細
雪
」

で
は
、

様
々
な
情
報
が
幸
子
の
も
と
に
集
ま
り
、
語
り
手
は
幸
子
に
も
た
ら
さ
れ
た
現
在

や
過
去
の
情
報
を
紹
介
す
る
か
た
ち
で
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
幸
子
と

語
り
手
の
情
報
の
共
有
が
、
物
語
の
展
開
や
登
場
人
物
た
ち
の
描
写
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
雪
子
や
妙
子
に
対
す
る
幸
子
の
評
価
に
は
二

人
の

「
情
報
」
が
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
語
り
手
が
幸

子
の

「
視
点
」
を
共
有
す
る
こ
と
が
、
雪
子
と
妙
子
の
描
写
に
、

ひ
い
て
は
読
者

に
与
え
る
印
象
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
語
り
手
と
幸
子
の

情
報
共
有
の
実
態
を
見
て
い
く
。

「
細
雪
」

で
は
雪
子
の
縁
談
と
妙
子
の
恋
愛
騒
動
が
大
き
な
軸
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
雪
子
の
縁
談
で
は
相
手
の
家
柄
や
財
産
、

人
柄
な
ど
に
加
え
、

お
見
合

い
の
一
部
始
終
が
詳
細
に
語
ら
れ
る
の
に
対
し
、
妙
子
の
恋
愛
騒
動
に
な
る
と
、

本
当
の
相
手
が
誰
で
あ
る
の
か
さ
え
も
唆
味
で
あ
り
、
常
に
最
後
に
予
想
外
の
展

開
を
見
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
雪
子
と
妙
子
の
情
報
量
の
違
い
は
、
結
局
は
視
点
人
物
が
幸
子
に
あ
る
と

い
う
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
幸
子
は
雪
子
の
縁
談
を
積
極
的
に
推
し
進
め
る
立

ま
た
長
女
の
鶴
子
が
東
京
に
い
る
こ
と
か
ら
も
お
見
合
い
に
同
席
す

場
に
お
り
、

る
機
会
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
妙
子
は
、
仕
事
場
と
し
て
ア
パ
ー
ト
を
借
り
た
り
、

洋
裁
学
校
に
通
っ
た
り
、
果
て
は
勘
当
さ
れ
た
り
と
、
幸
子
の
目
の
届
か
な
い
所

に
行
っ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
幸
子
は
妙
子
に
関
す
る
細
か
な
情

報
を
あ
ま
り
多
く
は
持
て
な
い
。
よ
っ
て
妙
子
自
身
に
よ
る
「
告
白
」
を
待
っ
か
、

円，

L
d
告

奥
畑
な
ど
か
ら
の

「
密
告
」
を
受
け
る
か
し
な
け
れ
ば
妙
子
の
恋
愛
に
つ
い
て
幸

子
は
知
り
ょ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
雪
子
に
関
す
る
情
報
な
ら
幸
子
は
豊
富
に
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
そ

う
で
も
な
い
。
雪
子
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
縁
談
に
限
っ
て
幸
子
は
総
て
を
把
握

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
雪
子
の
心
理
と
な
る
と
、
長
年
の
姉
妹
と
し
て
の
経
験
か

ら
推
測
す
る
し
か
な
い
、

と
い
う
状
況
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
幸
子
の
情
報
量
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
共
有
し
て
い
る
の
が

骨粗

雪
」
の
語
り
手
と
言
え
る
。

そ
も
そ
も
小
説
に
お
い
て
、
語
り
手
は
特
権
的
な
位

置
に
あ
り
、
「
全
知
」

と
い
う
立
場
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
存
在
で
あ
る
。

し
カミ

し
「
細
雪
」

の
語
り
手
は
そ
の
権
利
を
あ
え
て
放
棄
し
、
あ
く
ま
で
も
「
芦
屋
の

ま
た
そ
こ
か
ら
ほ
と
ん
ど
移
動
し
な
い
幸
子
に
視
点
を
合

{
家
」
を
本
拠
地
と
し
、

わ
せ
、

そ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
る
情
報
を
も
共
有
す
る
の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
情
報
量
の
偏
り
が
、
幸
子
を
視
点
人
物
に
お
く
こ
と
の

最
大
の
影
響
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
語
り
手
と
幸
子
の
情
報
共
有

は
、
単
に
そ
の
量
に
留
ま
ら
ず
、
情
報
入
手
の
順
序
ま
で
も
同
じ
く
し
て
い
る
。

そ
れ
は
妙
子
の
例
に
顕
著
で
あ
る
。

そ
し
て
、
さ
う
云
へ
ば
又
、
毎
月
相
当
の
稼
ぎ
高
が
あ
る
と
は
云
ふ
も
の
』
、

一
方
で
貯
金
を
し
な
が
ら
一
方
で
は
洋
服
に
最
新
の
流
行
を
追
ひ
、
装
身
具

な
ど
に
も
可
な
り
の
蓑
を
尽
く
し
て
ゐ
る
妙
子
の
遣
繰
の
巧
さ
に
は
、

ど
う

し
た
ら
あ
』
や
れ
る
も
の
か
と
、
幸
子
は
毎
々
感
心
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
た

が
、
(
幸
子
は
彼
女
の
頚
飾
と
か
指
輪
の
中
に
は
、
奥
畑
貴
金
属
庖
の
陳
列

榔
か
ら
出
た
物
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
密
か
に
疑
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
)

お
金
の
有
難
さ
を
し
み
ハ
¥
知
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
於
い
て
も
、

四
人
の
う
ち

で
妙
子
が
出
色
だ
っ
た
で
あ
ら
う
。

(
中
二
十
四
)

こ
こ
で
は
幸
子
の
妙
子
へ
の
考
え
が
語
り
手
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
傍

点
部
は
語
り
手
の
付
記
で
あ
る
。
こ
の
後
に
幸
子
の
疑
い
通
り
、
妙
子
が
奥
畑
に

「
奥
畑
貴
金
属
鹿
の
陳
列
棚
」

か
ら
貢
が
せ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
す
る
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は

「
密
か
に
疑
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
」

と
さ
れ
る
だ
け
で
深
く
は
追

求
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
に
「
奥
畑
貴
金
属
庖
」

か
ら
貢
が
せ
て
い
た
こ
と
が
明
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か
さ
れ
る
の
は
、
幸
子
が
そ
の
事
実
を
知
る
ま
で
待
た
れ
て
い
る
。

妙
子
は
近
頃
は
、
常
に
も
和
服
を
着
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
っ
た
。
彼

女
は
脚
の
線
が
締
麗
な
の
で
、
洋
服
で
ゐ
る
と
、
却
っ
て
少
女
じ
み
た
可
愛

ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
が
、
和
服
だ
と
脚
の
長
所
が
隠
さ
れ
る

の
で
、
変
に
づ
ん
ぐ
り
む
っ
く
り
し
て
ゐ
た
。

そ
れ
は
一
つ
に
は
、
病
後
あ

ん
ま
り
慾
張
っ
て
滋
養
分
を
取
り
過
ぎ
た
〉
め
、
病
後
以
前
よ
り
太
っ
た
せ

ゐ
で
も
あ
る
ら
し
か
っ
た
が
、

で
も
当
人
に
云
は
せ
る
と
、
自
分
は
元
来
足

が
熱
す
る
た
ち
で
あ
っ
た
の
に
、

あ
の
大
病
を
し
て
か
ら
は
、

ど
う
云
ふ
も

の
か
洋
服
を
着
る
と
足
が
冷
え
て
か
な
は
な
い
、

と
云
ふ
の
で
あ
っ
た
。

(
下
二
十
八
)

こ
の
引
用
文
の
時
点
で
は
、
妙
子
は
実
は
妊
娠
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
引
用
の

前
後
で
は
、
病
気
以
前
よ
り
妙
子
が
太
っ
た
こ
と
が
く
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
、
妊

娠
の
疑
い
は
明
示
さ
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
以
前
に
妙
子
が
赤
痢
に
か
か
っ
た
際
、

衰
え
た
妙
子
の
姿
を
見
た
幸
子
は
「
花
柳
病
か
何
か
の
病
毒
が
潜
ん
で
い
る
」
「
何

と
な
く
堕
落
し
た
階
級
の
女
の
肌
を
連
想
さ
せ
る
」
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
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さ
ら
に
幸
子
と
雪
子
は
妙
子
の

清
い
交
際
」
に
疑
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
語

ら
れ
る
。
ま
た
、
妙
子
が
ア
パ
ー
ト
を
借
り
て
お
り
、

そ
こ
に
宿
泊
す
る
こ
と
も

度
々
一
不
さ
れ
て
お
り
、
妙
子
の
妊
娠
を
疑
う
要
素
は
い
く
つ
も
散
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
。

そ
の
時
点
で
は
事
実
を
羅
列

し
か
し
語
り
手
は
そ
の
こ
と
に
は
触
れ
ず
、

す
る
の
み
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
語
り
手
は
幸
子
を
視
点
人
物
と
し
、
彼
女
と
情
報

を
共
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

語
り
手
が
幸
子
が
情
報
を
共
有
し
て
い
る
以
上
、
「
細
雪
」

に
お
い
て
は
、
妙

子
に
限
ら
ず
様
々
な
情
報
は
幸
子
に
認
知
さ
れ
な
け
れ
ば
公
開
さ
れ
な
い
構
造
に

な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
幸
子
さ
え
妙
子
の
変
化
に
気
づ
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る

な
ら
ば
、
妙
子
の
妊
娠
は
、
妙
子
の
衝
撃
的
な

「
告
白
」
を
待
つ
ま
で
も
な
く
予

測
さ
れ
う
る
。

そ
し
て
ま
た
、
語
り
手
が
幸
子
と
情
報
を
共
有
し
な
け
れ
ば
、
妙

子
の
妊
娠
発
覚
は
、
読
者
に
違
っ
た
印
象
を
与
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
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よ
っ
て
問
題
に
な
る
の
は
幸
子
の
妙
子
に
対
す
る
鈍
感
さ
と
、
そ
の
よ
う
な
幸

子
と
情
報
を
共
有
す
る
語
り
手
の
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
幸
子
の
問
題

か
ら
考
え
て
い
く
。

そ
も
そ
も
幸
子
は
、
姉
妹
の
中
で
一
番
妙
子
を
疑
っ
て
し
か

る
べ
き
人
物
で
あ
る
。
東
京
に
い
る
鶴
子
や
雪
子
と
違
い
、
姉
妹
で
最
も
妙
子
の

近
く
に
い
る
の
が
幸
子
で
あ
り
、
妙
子
の
恋
愛
事
情
に
一
番
精
通
し
て
い
る
の
も

し
か
し
幸
子
は
妙
子
の
変
化
に
気
づ
か
な
い
。
そ
の
鈍
さ
は
幸
子

幸
子
で
あ
る
。

自
身
に
起
因
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
幸
子
の
雪
子
や
妙
子
に
対
す
る
態
度
に
は
、
大

前
提
と
し
て
彼
女
達
に
対
す
る
肯
定
が
あ
る
。
雪
子
の
電
話
嫌
い
を
、
雪
子
ら
し

い
と
判
断
し
て
し
ま
う
の
も
そ
れ
で
あ
る
し
、
妙
子
に
関
し
て
も
勘
当
し
き
れ
ず

許
し
て
し
ま
う
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
妹
た
ち
に
対
す
る
一
種
楽
観
的
な

肯
定
の
根
底
に
は
、
幸
子
自
身
の
自
己
肯
定
が
あ
る
。
「
蒔
岡
」

と
い
う
家
の
中

で
守
ら
れ
、
育
ま
れ
た
習
慣
や
姉
妹
た
ち
を
絶
対
的
に
肯
定
す
る
気
持
ち
が
幸
子

に
は
あ
る
。
毎
年
恒
例
の
花
見
を
重
要
視
す
る
態
度
や
、
前
述
し
た
よ
う
な
妹
た

ち
の
欠
点
を
許
容
す
る
態
度
は
、
「
蒔
岡
」
が
全
盛
だ
っ
た
こ
ろ
に
固
執
し
、

こ
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
出
す
幸
子
の
姿
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
妙

子
が

(
つ
ま
り
は

と
言
う
意
識
、
も

「
蒔
岡
」

の
娘
が
)
妊
娠
す
る
は
ず
な
い
、

し
く
は
そ
ん
な
こ
と
を
知
り
た
く
な
い
と
い
う
無
意
識
が
幸
子
を
鈍
感
に
さ
せ
て

い
る
。

そ
し
て
そ
の
幸
子
の
鈍
感
さ
を
そ
の
ま
ま
自
ら
の
語
り
に
反
映
さ
せ
て
い

る
の
が
他
で
も
な
く
語
り
手
な
の
で
あ
る
。

、
雪
子
像
・
妙
子
像
と
語
り
の
問
題

語
り
手
が
こ
の
よ
う
な
幸
子
を
視
点
人
物
と
し
て
選
ぶ
背
景
に
は
、
雪
子
と
妙

子
に
対
す
る
語
り
手
の
意
図
的
な
人
物
像
形
成
の
目
的
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
幸
子
と
の
情
報
共
有
の
影
響
を
誰
よ
り
も
受
け
る
の
は
、

各
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
主
役
で
あ
る
雪
子
と
妙
子
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

雪
子
と
妙
子
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
様
々
な
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
。
幸
子

と
ほ
ぼ
同
じ
価
値
観
を
持
つ
と
さ
れ
る
雪
子
と
は
対
照
的
に
、
妙
子
へ
の
評
価
は

分
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
長
谷
川
三
千
子
は
「
妙
子
だ
け
が
い
つ
ま
で
の

「子

供
」
で
あ
る
」

と
し
、
「
妙
子
が
次
々
と
恋
愛
問
題
を
お
こ
し
て
い
く
の
は
、
言

ひ
換
へ
れ
ば
大
人
に
な
る
こ
と
か
ら
に
げ
つ
づ
け
て
ゐ
る
の
だ
と
も
言
へ
る
」
と

一
方
で
東
郷
克
美
は
妙
子
を
「
そ
の
行
動
に
お
い
て
、
幸

妙
子
を
分
析
す
る
。

子
の
主
宰
す
る
蒔
岡
家
の
美
的
秩
序
に
、

つ
ね
に
暗
影
を
投
げ
か
け
、
混
乱
を
も

た
ら
す
存
在
」

で
あ
る
と
し
、
「
妙
子
は
つ
ね
に
家
の
外
に
出
て
自
立
し
よ
う
と

す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
」

と
、
妙
子
を
制
度
に
対
抗
す
る
存
在
と
し
て
評
価
す

る
立
場
に
立
つ
。
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長
谷
川
と
東
郷
の
妙
子
に
対
す
る
評
価
は
全
く
違
っ
て
い
る
が
、
妙
子
を
幸
子

そ

や
雪
子
を
中
心
と
す
る
「
蒔
岡
」
の
「
異
端
児
」
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
異
端
児
」
と
し
て
の
妙
子
像
の
形
成
に
は
、
幸
子
と
情
報
を
共
有

し
て
い
る
語
り
手
の
影
響
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
雪
子
に
つ
い
て
も
十
分
に
「
異

端
児
」
性
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
雪
子
は
、
本
来
居
る
べ
き
は
ず

の
本
家
に
め
っ
た
に
帰
ら
な
い
。
ま
た
義
兄
・
辰
夫
が
斡
旋
す
る
縁
談
を
土
壇
場

で
破
談
に
し
て
し
ま
う
。
幸
子
が
雪
子
に
つ
い
て

「
雪
子
ち
ゃ
ん
は
黙
っ
て
て
何

で
も
自
分
の
思
う
こ
と
徹
さ
な
措
か
ん
人
や
わ
」
(
上
二
十
九
)
と
言
う
よ
う
に
、

雪
子
も
雪
子
の
考
え
で
行
動
し
、
我
を
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
雪
子
が
妙

子
よ
り
幸
子
の
同
情
を
集
め
、

反
対
に
妙
子
が

「
異
端
児
」

と
し
て
扱
わ
れ
る
根

拠
は
、
結
局
は
幸
子
の
判
断
で
し
か
な
い
。

よ
り
同
情
を
集
め
る
雪
子
は
、

た
ま

た
ま
幸
子
の
意
に
副
う
形
で
行
動
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も



関
わ
ら
ず
妙
子
の
み
が

「
異
端
児
」

と
さ
れ
る
の
は
、
語
り
手
が
幸
子
を
視
点
人

物
に
し
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

語
り
手
は
幸
子
を
視
点
人
物
に
選
び
、
情
報
を
共
有
す
る
。

そ
れ
は
つ
ま
り
語

り
手
が
幸
子
を
利
用
し
、
物
語
で
公
開
さ
れ
る
情
報
に
制
御
を
か
け
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
語
り
手
は
幸
子
の

「
感
性
」
だ
け
で
な
く
鈍
感
さ
を
も
利
用

す
る
。
「
細
雪

の
語
り
手
、
が
強
い
統
率
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
先
に

述
べ
た
が
、
こ
の
語
り
手
は
登
場
人
物
た
ち
の
会
話
を
再
現
す
る
場
合
に
の
み
統

率
力
を
発
揮
す
る
の
で
は
な
い
。

語
り
手
は
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
傍
観
者
で
あ
る
幸

子
を
あ
え
て
視
点
人
物
に
選
ぶ
こ
と
で
、
雪
子
と
妙
子
を
物
語
内
で
対
照
的
な
人

物
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
内
で
は
語
り
手
に
よ
る
意

図
的
な
人
物
像
形
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
細
雪

の
語
り
手
は
そ
の
語
り
の
力

で
、
物
語
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
、
こ
こ
で
気
づ
く
の
は
、
こ
の
よ
う
な
人
物
像
形
成
が
、

一
人
称
小
説
で
あ

る
「
痴
人
の
愛
」
「
盲
目
物
語
」
や
、
佐
助
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
鶏
屋
春
琴
伝
」

を
元
に
し
て
い
る
と
さ
れ
る
「
春
琴
抄
」
な
ど
と
類
似
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
細

雪
」
以
前
に
発
表
さ
れ
た
こ
れ
ら
作
品
は
、
あ
る
特
定
の
登
場
人
物
の
視
点
か
ら

語
る
こ
と
に
よ
り
、
語
ら
れ
る
側
で
あ
る
ナ
オ
ミ
や
春
琴
た
ち
の
像
が
意
図
的
に

作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
は
、
語

り
手
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
作
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
像
を
転
換
さ
せ
る
こ

谷崎潤一郎「細雪」論

と
が
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
東
郷
の
妙
子
評
は
、

そ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
幸

子
や
語
り
手
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
語
り

手
を
相
対
化
し
た
前
後
の
人
物
像
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
語
り
手
の
意
図
を

透
か
し
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
細
雪
」
に
お
い
て
も
、
幸
子
と
語
り
手
の
関
係
、

そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
雪
子
像
・
妙
子
像
と
い
う
点
を
見
て
い
く
と
、
こ
の
よ
う
な

構
造
が
確
認
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て

の
場
合
は
、
語
り
の
目
的
の
全
て
を

「
細
雪
」

れ
に
還
元
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

「
細
雪
」

と
前
掲
し
た
よ
う
な

そ
こ
に
は

作
品
と
の
決
定
的
な
相
違
点
が
存
在
す
る
。

非
常
に
大
雑
把
に
言
え
ば
、
「
痴
人
の
愛
」
や
「
春
琴
抄
」
な
ど
は
、
譲
治
や

佐
助
に
と
っ
て
絶
対
的
な
女
性
を
作
り
上
げ
、
他
人
の
介
入
を
許
さ
な
い
愛
の
世

界
を
表
現
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
一
人
称
と
い
う
語
り

の
方
法
は
絶
大
な
効
果
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
だ
が
、
「
細
雪
」

は
そ
の
よ
う
な

「
女
性
崇
拝
」
を
一
番
の
目
的
と
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
細
雪
」
が

谷
崎
お
得
意
の
一
人
称
小
説
で
は
な
く
、
つ
一
人
称
で
書
か
れ
た
背
景
も
そ
こ
に
あ

る
例
え
ば
妙
子
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

R
U
 

A
告

「
き
っ
と
や
な
あ
、
こ
い
さ
ん
。
!
|
き
っ
と
ア
パ
ー
ト
住
ま
ひ
す
る
な

あ
?
」

と
幸
子
は
ほ
っ
と
し
た
や
う
に
云
っ
た
。

(
中
略
)

「
松
濡
ア
パ
ー
ト
は
?
」

「
夙
川
で
な
い
所
に
し
た
い
け
ど
、
此
れ
か
ら
行
っ
て
、
今
日
の
う
ち
に
極

め
て
来
る
わ
」

二
人
の
姉
が
出
て
行
っ
た
あ
と
で
、
妙
子
は
ひ
と
り
肘
掛
窓
に
腰
掛
け
て
晴

れ
た
晩
秋
の
空
を
見
上
げ
て
ゐ
た
が
、

い
つ
の
間
に
か
彼
女
の
頬
に
も
涙
が

糸
を
引
き
始
め
て
ゐ
た
。

(
下
十
二
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こ
れ
は
妙
子
の
勘
当
が
決
定
的
と
な
り
、
家
を
出
て
行
く
相
談
を
幸
子
と
雪
子
と

し
た
後
の
妙
子
の
描
写
で
あ
る
。
幸
子
の
前
で
は
自
身
の
勘
当
騒
ぎ
に
無
表
情
で

あ
っ
た
妙
子
が
涙
を
流
し
て
い
る
。
こ
こ
に
幸
子
の
視
点
は
介
在
し
て
お
ら
ず
、

語
り
手
の
視
点
だ
け
が
妙
子
を
捉
え
て
い
る
。
も
し
幸
子
の
視
点
が
介
在
す
る
な

ら
ば
、
幸
子
に
よ
る
妙
子
の
内
面
へ
の
推
測
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ

ぅ
。
幸
子
が
介
在
し
な
い
た
め
に
妙
子
の
内
面
が
描
写
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、

こ
こ
に
お
い
て
読
者
は
幸
子
の
視
点
を
離
れ
た
妙
子
を
垣
間
見
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
妙
子
の
涙
を
見
る
こ
と
で
、
読
者
は
一
見
図
々
し
く
自
分
勝
手
に
振
舞
う
妙

子
の
、
奥
深
く
に
あ
る
苦
悩
や
悲
し
み
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
雪
子
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
描
写
が
見
ら
れ
る
。

幸
子
は
身
支
度
を
し
て
し
ま
ふ
と
、

に
帰
っ
て
来
る
よ
っ
て
に
、

そ
ん
な
ら
ち
ょ
っ
と
、
晩
の
御
飯
ま
で

と
云
ひ
置
い
て
ひ
と
り
で
出
か
け
た
が
、
雪
子

は
姉
が
脱
ぎ
捨
て
』
行
っ
た
不
断
着
を
衣
紋
竹
に
か
け
、
帯
や
帯
締
を
一
と

纏
め
に
し
て
片
寄
せ
て
か
ら
、
な
ほ
暫
く
は
手
す
り
に
寡
れ
て
庭
を
見
て
ゐ

た。(
中
略
)

西
洋
で
は
、
赤
ん
坊
は
鶴
が
暁
へ
て
来
て
木
の
枝
に
置
い
て
行
く
の
だ
と

一
五
ふ
風
に
子
供
に
教
へ
る
と
聞
い
て
ゐ
た
の
に
、
矢
張
お
腹
か
ら
生
ま
れ

る
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
の
だ
な
と
思
ひ
な
が
ら
、
雪
子
は
ひ
と
り
微
笑
ま

し
さ
を
泳
へ
て
、
少
女
達
の
す
る
こ
と
を
い
つ
迄
も
こ
っ
そ
り
と
見
守
つ

て
ゐ
た
。

(
上
十
八
)

こ
れ
は
庭
で
遊
ぶ
悦
子
と
ロ

l
ゼ
マ
リ

l
を
見
守
る
雪
子
の
描
写
で
あ
る
。
こ
こ

に
も
幸
子
の
視
点
は
介
在
し
て
お
ら
ず
、
語
り
手
の
視
点
の
み
が
雪
子
を
見
て
い

る
。
こ
の
直
前
の
場
面
で
は
雪
子
は
幸
子
と
お
見
合
い
の
話
を
し
て
い
る
。
な
か

な
か
決
ま
ら
な
い
縁
談
と
い
う
、
重
い
話
題
の
後
に
一
人
残
さ
れ
た
雪
子
は
、
庭

の
自
然
と
子
供
達
の
無
邪
気
さ
に
癒
さ
れ
て
い
る
。
悦
子
、
が
雪
子
に
癒
し
を
も
た

(
1
4
)
 

ら
す
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
指
摘
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る

の
は
、
幸
子
の
視
点
か
ら
は
自
身
の
縁
談
に
他
人
事
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
か

に
見
え
る
雪
子
と
は
違
っ
た
姿
で
あ
る
。
先
の
妙
子
の
場
合
と
同
様
、
雪
子
の
縁

談
に
対
す
る
心
理
は
描
か
れ
な
い
が
、
幸
子
の
視
点
を
離
れ
た
雪
子
を
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

痴
人
の
愛
」
な
ど
の
一
人
称
小
説

こ
の
よ
う
な
視
点
人
物
を
離
れ
た
描
写
は

で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
描
写
で
あ
り
、
「
細
雪
」

46-

の
女
性
達
が
ナ
オ
ミ
や
春
琴
な

ど
と
は
違
っ
た
扱
わ
れ
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
逆
に
言
え
ば
、
雪
子
や

妙
子
は
ナ
オ
ミ
や
春
琴
の
よ
う
な
崇
拝
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
資
格
が
欠
け
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
幸
子
を
視
点
人
物
に
設
定
し
た
こ
と
で
、
雪
子
と

妙
子
は
あ
る
程
度
偏
っ
た
描
写
が
さ
れ
る
が
、

反
対
に
一
人
称
で
無
い
限
り
、
あ

る
程
度
し
か
偏
っ
た
描
写
は
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
ま
と
め
|
「
細
雪
」

の
語
り
と
は
|

以
上
の
考
察
で
分
か
る
の
は
、
「
細
雪
」
が
谷
崎
の

女
性
崇
拝
」

の
作
品
群

と
は
違
っ
た
、
異
色
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
細
雪
」

iま

「
源
氏

物
語
」

の
現
代
語
訳
を
除
け
ば
、
谷
崎
最
大
の
長
編
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
内
実



は
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
理
想
の
女
性
像
の
追
求
と
は
異
な
り
、

た
だ
語
る
こ
と
に
執
着
し
て
い
る
。

そ
の
事
実
は

「
諮
ら
れ
る
」
人
物

そ
し
て
、

で
あ
る
雪
子
や
妙
子
の
人
物
像
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
説
的
に
浮
か
び
上
が
る
。

本
稿
の
最
初
に
、
「
細
雪
」
に
は
強
い
統
率
力
を
持
つ
語
り
手
が
存
在
す
る
と

述
べ
た
。
三
人
称
的
な
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、

一
人
称
的
な
表
現
を
自
在
に
操
る

語
り
手
。
幸
子
と
い
う
視
点
人
物
を
持
ち
な
が
ら
も
、
時
に
そ
の
視
点
を
離
れ
、

そ
し
て
ま
た
戻
っ
て
く
る
語
り
手
。
そ
の
よ
う
な
自
在
な
語
り
こ
そ
が

「
細
雪
」

に
お
け
る
最
大
の
目
的
で
あ
り
、
「
細
雪
」

の
突
出
し
た
個
性
な
の
で
あ
る
。

*
テ
キ
ス
ト
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
第
十
五
巻
』
(
昭
和
四
十
三
年
十
二
月

を
使
用
し
、
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。
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