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光
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は
じ
め
に

谷
崎
潤
一
郎
の
「
配
」
は
、
森
安
理
文
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
者

の
余
裕
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
円
本
の
印
税
に
よ
る
経
済
的
余

裕
と
い
う
よ
う
な
外
的
な
も
の
の
み
な
ら
ず
、
作
家
と
し
て
の
余
裕
を
も
意
味
す

る
。
「
痴
人
の
愛
」
(
大
正
十
三

1
十
四
年
)
の
成
功
の
後
、
「
蓉
食
ふ
虫
」

HB 

和
三

1
四
年
)
と
並
行
し
、
彼
独
自
の
世
界
を
確
立
せ
ん
と
し
、
ひ
た
す
ら
に
進

ん
で
い
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
時
期
は
と
言
、
っ
と
、
周
知
の
よ
う
に
小
田
原
事
件
の
後
で
あ
り
、

「
蓉
食
ふ
虫
」
程
で
は
な
い
が
、
事
件
の
影
響
も
作
品
に
見
て
取
れ
る
し
、
山
口

政
幸
氏
が
考
察
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
目
」
の
初
出
形
(
昭
和
三
年

1
五
年
)
の
も

の
と
、
翌
年
・
六
年
の
削
除
し
た
も
の
や
現
行
の
定
稿
を
比
較
す
れ
ば
、
「
痴
人

の
愛
」
の
残
津
も
色
濃
い
の
が
分
か
る
。

本
稿
は
、
こ
の
作
品
の
登
場
人
物
の
一
人
で
、
か
つ
語
り
手
で
あ
る
因
子
に
着

目
し
、
彼
女
の
語
り
や
作
中
の
恋
愛
の
特
色
を
通
じ
、
こ
の
作
品
が
彼
女
を
中
心

と
し
て
展
開
す
る
、
国
子
と
そ
の
恋
人
で
あ
る
光
子
の
恋
愛
の
物
語
で
あ
る
こ
と

を
、
作
品
に
密
着
し
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
然
的
に
彼

藤

5孟

ネナ

女
の
夫
・
柿
内
や
綿
貫
等
を
考
察
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

元
々
、
谷
崎
の
作
品
に
お
い
て
、
サ
デ
ス
テ
ィ
ク
な
美
女
と
彼
女
を
崇
拝
す
る

マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ク
な
人
物
(
多
く
は
語
り
手
を
兼
ね
る
)
の
組
合
せ
は
珍
し
い
も

の
で
は
な
く
、
「
配
」
も
、
語
り
手
が
女
性
で
あ
り
、
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一
対
一
の
組
合
せ
で
は
な

く
四
人
の
恋
愛
図
で
あ
る
こ
と
、
彼
女
等
の
関
係
が
流
動
的
で
お
互
い
の
話
が
時

と
し
て
食
い
違
い
衝
突
す
る
こ
と
等
を
別
に
す
れ
ば
、
基
本
的
な
も
の
は
変
わ
ら

t
、a
o

，匂

iv先
ず
因
子
の
語
り
に
関
し
て
言
、
っ
と
、
周
知
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
現
実
の
大
阪

弁
と
一
百
う
よ
り
も
、
こ
の
作
品
世
界
に
ふ
さ
わ
し
い
架
空
の
大
阪
の
こ
と
ば
で
生
々

し
く
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
聞
き
手
は
、
作
者
・
谷
崎
を
擬
し
た
よ
う
な
中
年
の

作
家
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
二
人
(
語
り
手
・
聞
き
手
)
の
関
係
は
、
作
中
で
は

中
心
で
は
な
く
背
景
に
あ
る
。

こ
の
国
子
の
粘
質
で
あ
る
が
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
な
語
り
口
調
に
は
、
語
り
手

の
情
念
の
巨
大
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
女
が
語
り
た
い
の
は
、
自
分
の
恋

(
光
子
へ
の
恋
情
)

の
全
貌
、
即
ち
、
光
子
・
柿
内
・
綿
貫
達
と
関
わ
っ
た
生
で



あ
り
、
換
言
す
れ
ば
凹
人
の
恋
愛
国
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
女
に
と
っ
て
人
生
の

数
ペ
ー
ジ
と
言
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
彼
女
の
心
情
的
人
生
の
す
べ
て
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
因
子
を
含
め
て
登
場
人
物
達
が
、
常
に
事
実
を
語
っ
て
い
る
訳

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
嘘
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
市
」
で
は
、
す
べ
て
の
出
来
事
が
、
園
子
の
語
り
を
通
じ
て
あ
り

の
ま
ま
語
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
作
品
の
人
物
が
相
手
に
何
度

と
な
く
、
そ
れ
は
本
当
か
、
事
実
は
そ
れ
だ
け
か
と
、
執
効
に
問
い
掛
け
て
い
る
。

疑
心
暗
鬼
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
そ
れ
は
相
手
の
信
頼
を
得
る
こ
と
の
困
難

さ
を
も
示
す
と
共
に
、
各
人
が
相
手
を
少
な
か
ら
ず
関
し
て
い
る
こ
と
へ
の
反
照

で
も
あ
る
。
相
手
を
臨
し
て
い
る
と
思
っ
て
も
、
実
は
関
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
不
安
を
皆
が
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
愛

す
る
者
同
志
が
臨
し
合
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
等
の
恋
愛
は
松
本
徹
氏
の

言
わ
れ
る
よ
う
に
「
愛
の
戦
争
」
、
即
ち
、
闘
争
の
恋
愛
な
の
で
あ
る
。
彼
女
等

を
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
愛
で
あ
る
と
共
に
片
道
通
行
の
美
や
性
で
あ
り
、
独
占

欲
や
嫉
妬
で
も
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
作
品
で
は
二
十
三
・
四
歳
の
女
性
達
と
や
や
年
上
の
男
性
達
の

心
理
が
、
と
一
百
う
よ
り
は
、
生
理
が
、
開
り
と
ど
ん
で
ん
返
し
に
よ
っ
て
固
ま
ぐ

る
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
因
子
の
語
り
の
口
調
の
粘
っ
こ
き
と
反
し
て
、

彼
女
等
の
感
情
の
変
化
や
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
の
発
生
、
事
実
の
暴
露
等
が
、
作
品

に
ス
ピ
ー
ド
感
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
目
」

は
各
自
の
立
場
か

ら
の
主
張
、
そ
し
て
開
し
あ
い
が
錯
綜
す
る
構
造
|
例
え
ば
、
塚
本
康
彦
氏
の
言

わ
れ
る
「
民
と
嘘
と
の
連
鎖
」
「
唐
草
模
様
」
ー
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
万
華

鏡
の
よ
う
な
変
転
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

自
明
な
こ
と
だ
が
、
「
目
」
の
恋
愛
は
、
普
通
の
平
凡
な
も
の
で
は
な
い
。
同

性
愛
あ
り
、
不
倫
あ
り
、
裏
切
り
あ
り
、
共
謀
あ
り
、
ま
さ
に
日
ど
も
え
の
愛
欲

図
で
あ
り
、
性
の
諸
相
を
見
せ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
陰
惨
さ
を
救
っ
て
い
る
の

は
、
語
り
手
の
生
命
力
や
対
象
(
光
子
)
の
美
で
あ
り
、
松
本
徹
氏
の
言
わ
れ
る

ょ
う
に
「
官
能
的
な
快
楽
の
炎
」
に
よ
る
「
純
一
な
明
る
さ
」
で
あ
る
。

作
中
で
は
、
最
後
に
各
自
の
秘
密
が
新
聞
で
暴
露
さ
れ
、
光
子
と
柿
内
が
心
中

し
て
し
ま
い
、
国
子
と
綿
貫
は
そ
れ
ぞ
れ
恋
人
や
夫
を
失
な
っ
て
し
ま
う
。
形
と

し
て
は
、
皆
、
破
滅
し
て
し
ま
う
訳
だ
が
、
因
子
が
そ
の
後
、
敗
北
者
の
よ
う
な

人
生
を
送
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
(
そ
れ
は
綿
貫
も
同
様
で
あ
る
。
)

何
故
な

ら
ば
聞
き
手
の
「
先
生
」
に
語
る
因
子
の
姿
は
、
夫
と
最
愛
の
恋
人
を
失
っ
た
割

F
h
d
 

に
は
元
気
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
無
常
感
や
虚
脱
感
は
見
当
た
ら
な
い
。

あ
る
の
は
亡
き
光
子
へ
の
思
慕
、
ま
た
は
妄
念
で
あ
る
。
こ
の
彼
女
の
生
命
力
は
、

俗
っ
ぽ
き
は
あ
る
に
し
て
も
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
生
命
力
が
、
作
中
で
光
子
へ

の
愛
と
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

考
え
て
見
れ
ば
分
か
る
こ
と
だ
が
、
人
は
恋
愛
に
お
い
て
自
己
の
性
情
に
従
わ

ざ
る
を
符
な
い
。
「
目
」
の
各
人
も
、
選
択
で
き
る
も
の
と
し
て
恋
愛
を
し
て
い

た
の
で
は
な
い
。
す
べ
か
ら
く
、
そ
の
進
行
に
従
っ
て
不
可
避
の
も
の
に
な
っ
て

い
き
、
相
手
の
美
や
性
に
執
着
し
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
各
人
に
と
っ

て
、
そ
れ
は
余
裕
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
真
剣
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

四
人
の
中
で
一
番
ま
と
も
だ
っ
た
柿
内
で
す
ら
、
光
子
と
関
係
を
持
っ
た
後
は
、

光
子
の
親
達
や
世
間
を
顕
す
た
め
に
一
生
懸
命
と
な
る
の
で
あ
る
。
三
人
の
恋
の

対
象
で
あ
る
光
子
も
作
品
の
最
後
で
柿
内
や
因
子
に
絶
対
的
な
力
を
持
つ
が
、
そ



れ
も
柿
内
達
の
了
解
や
疑
心
暗
鬼
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま

で
彼
女
が
因
子
に
対
し
て
、
如
何
に
泣
い
て
自
分
の
立
場
を
訴
え
た
か
は
、
作
品

を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
彼
女
等
は
懸
命
に
相
手
に
訴
え
、
相
手
を
思
う
通

り
に
す
る
た
め
に
術
策
を
弄
す
る
。
美
の
体
現
者
た
る
光
子
で
さ
え
そ
う
で
あ
っ

た
。
い
わ
ん
や
、
柿
内
夫
婦
は
、
多
少
の
抵
抗
は
あ
っ
て
も
、
進
ん
で
虜
と
な
り

死
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
性
の
、
常
識
と
は
遣
う
陪
さ
や
執
着
こ
そ
、

「
目
」
の
恋
愛
の
深
淵
で
あ
る
。

仮
に
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
は
誰
か
と
い
う
問
い
を
発
す
る
と
、
そ
れ
は
作
品

の
構
造
の
聞
い
で
も
あ
る
が
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
永
栄
啓
仲
氏
の

ょ
う
に
、
こ
の
作
品
は
因
子
と
光
子
と
い
う
組
合
せ
か
ら
、
光
子
と
柿
内
の
組
合

せ
に
移
行
す
る
物
語
だ
と
い
う
見
解
も
あ
る
し
、
山
口
政
幸
氏
の
よ
う
に
、
こ
の

作
品
の
後
半
は
綿
貫
の
物
語
だ
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
何
れ
も
、
有
力
な
見
解
で

あ
り
説
得
力
を
持
つ
が
、
因
子
の
存
在
を
よ
り
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
確
か
に
、
こ
の
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
作
品
最
終
部
に
あ
り
、
そ
こ

で
展
開
さ
れ
る
光
子
と
柿
内
の
物
語
に
目
を
ひ
か
れ
が
ち
な
の
だ
が
、
こ
の
部
分

は
、
佐
伯
彰
一
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
三
角
関
係
が
一
た
ん
成
立
し
た

後
の
成
行
は
、
あ
っ
け
な
く
型
通
り
に
運
び
す
ぎ
」
、

「
そ
れ
ま
で
十
分
に
開
か

れ
て
い
た
小
説
的
世
界
が
、
に
わ
か
に
作
者
の
趣
味
、
晴
好
の
狭
い
輸
の
中
に
閉

じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
い
」
、

「
こ
こ
に
至
る
と
、
に
わ
か
に
、

『
出
』
全
体
が
、

何
や
ら
操
り
の
人
形
芝
居
め
い
て
く
る
」
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
感
じ
が
す
る
の
も
、
最
終
場
面
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
に
は
、
谷

崎
の
作
品
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
観
念
的
な
も
の
の
匂
い
が
す
る
こ
と
と
、
柿
内

の
「
急
激
な
変
貌
ぶ
り
が
、
読
者
を
納
得
さ
せ
る
ま
で
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
な
い
」

こ
と
な
ど
か
ら
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
こ
れ
は
光
子
の
変
貌
に
も
言
い
得
る
の
で

は
な
い
か
。
突
然
の
よ
う
な
と
感
じ
ら
れ
も
す
る
光
子
の
妖
婦
性
の
付
与
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
光
子
と
柿
内
の
物
語
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
い
わ
ば
「
聞
か
れ
た
」
雰
囲

気
か
ら
の
離
反
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
綿
貫
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
述
ぺ

る
。
)

自
明
の
こ
と
だ
が
、

「
目
」
は
因
子
の
語
り
で
作
品
は
進
行
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
国
子
抜
き
で
は
各
場
面
は
成
立
し
え
な
い
。
(
例
外
と
し
て
、
「
先
生
」
の
註

や
光
子
達
の
手
紙
、
そ
し
て
、
間
接
的
な
光
子
達
の
回
想
等
が
あ
る
。
)

ほ
と

ん
ど
の
場
合
、
彼
女
の
目
や
思
考
を
通
じ
て
、
他
の
人
物
達
は
描
か
れ
る
の
で
あ

る
。
た
だ
、
彼
女
は
、
諸
家
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
者
の
行
動
や
心
情
を

支
配
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
女
は
他
者
に
動
か
さ
れ
る
、
即
ち
、
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流
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
品
で
は
因
子
一
人
が
自
立
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
絡
み
、
即
ち
関
係
に
よ
っ
て
、
(
一
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、

そ
の
中
心
は
光
子
と
の
恋
愛
関
係
で
あ
る
。
)
、
彼
女
は
生
動
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
作
品
が
、
因
子
の
流
動
す
る
心
と
身
体
を
中
心
に
展
開

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
、
こ
の
作
品
の
特
俄

が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
本
稿
で
は
、
因
子
を
中
心
と
し
て
他
の
人
物
や
彼
等
と
の

関
係
を
、
よ
り
探
く
見
て
い
き
た
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、

信
氏
の
指
摘
は
卓
見
で
あ
り
、
因
子
の
状
況
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た

「
目
」
が
、

「
痴
人
の
愛
」
の
女
性
版
で
は
な
い
か
と
い
う
平
野
芳

視
点
で
「
目
」
を
見
る
と
、
確
か
に
、
因
子
は
「
ナ
オ
ミ
」
に
近
く
造
形
さ
れ
て

い
た
節
が
あ
る
。

(
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
初
出
の
十
二
・
三
軍
の
削
除
の
問
題

と
も
関
連
し
て
い
る
の
で
後
述
す
る
。
)

事
実
、
作
中
で
、
柿
内
か
ら
「
ナ
オ



ミ
ズ
ム
の
女
」
と
罵
ら
れ
る
(
初
出
。
後
、
削
除
。
)
が
、
そ
の
後
、
因
子
は
男

を
支
配
す
る
「
ナ
オ
ミ
」
か
ら
は
程
遠
い
人
間
と
な
っ
て
い
く
。

つ
ま
り
、
柿
内

を
閉
す
因
子
の
し
た
た
か
さ
は
「
ナ
オ
ミ
」
に
近
い
と
も
思
え
る
が
、
因
子
は
光

子
を
愛
し
、
彼
女
に
対
し
て
献
身
的
に
な
っ
て
い
く
。
や
は
り
、
光
子
を
慕
う
彼

女
は
、

「
譲
治
」
に
近
い
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
柿
内
も
「
譲
治
」
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
柿
内
は
「
譲
治
」
に
似
て

い
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
ナ
オ
ミ
」
は
誰
か
。

光
子
が
「
ナ
オ
ミ
」
か
。
し
か
し
、
光
子
が
「
ナ
オ
ミ
」
に
近
づ
く
の
は
、
作

品
の
最
終
部
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
女
は
他
人
に
ち
や
ほ
や
さ
れ
る
の
を
好
む
と

は
い
え
、
そ
れ
は
ま
だ
「
ナ
オ
ミ
」
の
前
段
階
で
あ
り
、
「
ナ
オ
ミ
」
が
最
終
的

に
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
破
壊
力
を
身
に
付
け
る
の
は
、
彼
女
が
柿
内
と
関
係
を
持
つ

た
後
、
心
中
事
件
を
起
こ
す
前
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
構
造
を
認
定
す
る
(
ひ
い
て
は
作
品
の
特
色
を
解

明
す
る
)
た
め
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
よ
り
深
〈
各
人
物
の
役
割
や
状
況
、

そ
し
て
、
相
互
の
関
係
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

四

先
ず
は
、
因
子
と
一
番
遠
い
綿
貫
か
ら
見
て
み
よ
う
。
こ
の
作
品
後
半
で
重
要

な
役
割
を
持
つ
彼
は
、
光
子
の
恋
人
で
あ
る
と
同
時
に
因
子
の
恋
敵
で
あ
り
、
彼

の
案
出
し
た
「
誓
約
書
」
に
よ
る
因
子
の
義
弟
で
も
あ
る
。

一
見
し
て
、
彼
が
複

雑
な
人
物
で
あ
り
、
微
妙
な
立
場
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
ん
な
彼
が
ど
の
よ

う
な
言
動
を
な
し
、
因
子
達
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
。
簡
単
に
ま
と
め

て
言
え
ば
、
次
の
三
点
に
な
ろ
う
。

綿
貫
の
告
白
に
よ
り
園
子
の
抱
い
て
い
た
光
子
像
が
変
形
し
た
こ
と
、
そ
の
結

巣
、
因
子
の
離
反
に
対
す
る
光
子
の
行
動
が
過
激
に
な
っ
た
こ
と
、
(
直
接
的
な

こ
と
で
は
な
い
が
)
最
終
場
面
で
光
子
と
関
係
を
持
っ
た
柿
内
が
綿
貫
に
似
て
き

た
こ
と
で
あ
る
。

聞
ち
、
綿
貫
は
、
光
子
が
因
子
と
同
性
愛
で
あ
る
と
の
噂
を
流
し
た
企
み
を
暴

き
、
彼
女
と
自
分
と
の
過
去
(
恋
愛
関
係
)
を
因
子
に
知
ら
せ
、
光
子
の
深
淵
を

覗
き
込
ま
せ
る
。

(
そ
れ
は
同
時
に
、
因
子
に
綿
貫
自
身
の
深
淵
を
見
せ
る
こ
と

で
も
あ
る
。
)

そ
の
綿
貫
の
す
っ
ぱ
抜
き
の
結
果
、
光
子
か
ら
因
子
が
離
れ
る
。
策
謀
好
き
の

綿
貫
の
影
響
を
受
け
て
い
た
た
め
か
、
光
子
は
非
常
の
手
段
を
取
る
よ
う
に
な
る
。

に
せ
の
妊
娠
騒
ぎ
で
あ
る
。
因
子
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
彼
女
は
巧
み
な
演
技
を

す
る
。
彼
女
は
綿
貫
の
存
在
を
逆
手
に
取
り
、
死
を
標
携
し
つ
つ
、
国
子
を
再
度
、

自
分
の
手
中
に
す
る
。
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だ
が
、
そ
の
後
の
心
中
狂
言
の
結
果
、
光
子
は
柿
内
と
肉
体
関
係
を
持
ち
、
彼

女
は
柿
内
夫
妻
を
自
分
の
思
う
よ
う
に
操
る
よ
う
に
な
り
、
彼
女
の
与
え
る
睡
眠

剤
と
疑
心
暗
鬼
の
せ
い
で
、
柿
内
は
綿
貫
に
外
見
も
性
格
も
似
て
く
る
。
(
光
子

の
場
合
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
柿
内
の
方
が
綿
貫
に
似
て
く
る
の
で
あ
る
。
)

し、

わ
ば
、
柿
内
に
よ
る
綿
貫
の
再
登
場
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
綿
貫
は
、
国
子
や
光
子
達
と
の
関
係
の
中
で
、
そ
の
存
在
の

重
み
を
持
つ
。
し
か
し
、
彼
は
、
国
子
や
柿
内
達
の
心
中
と
い
う
大
円
団
に
向
か

う
作
品
末
尾
の
前
で
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
あ
た
か
も
、
柿
内
と
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

を
し
た
か
の
よ
う
に
。
つ
ま
り
、
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
最
終
場
面
で
は
、

彼
は
背
景
に
隠
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

「
日
」
の
後
半
が
綿
貫
の
物

語
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
は
、
全
面
的
に
賛
同
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
彼
は
、
作
品
冒
頭
に
描
か
れ
る
因
子
の
前
の
恋
人
の
再
登
場
・
拡
大



の
感
が
あ
る
。
初
出
で
描
か
れ
、
後
に
は
削
除
さ
れ
た
こ
の
男
の
「
ず
う
ず
う
し

さ
」
は
、
綿
貫
に
受
け
継
が
れ
、
よ
り
深
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
程

で
あ
る
。

で
は
、
第
二
の
「
譲
治
」
と
で
も
言
う
べ
き
柿
内
は
、
如
何
な
る
役
割
を
果
た

す
の
か
。
彼
は
、
主
に
作
品
の
最
終
部
で
活
躍
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で

は
因
子
の
背
後
に
置
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
初
出
で
は
、
彼
は
作
品
の
途
中

で
よ
り
多
く
登
場
す
る
が
、
削
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
初
出
の

十
二
・
三
章
の
改
稿
で
あ
る
。
こ
の
二
章
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
井
筒
臣
事
件
」
の

後
に
、
帰
宅
し
た
因
子
と
柿
内
と
の
夫
婦
喧
際
や
二
人
の
組
断
|
因
子
の
優
越
と

柿
内
の
改
俊
ー
が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
翌
年
削
除
さ
れ
、
夫
婦
防
一
際
の
後
、

二
人
の
「
ほ
ん
た
う
の
和
解
」
が
あ
っ
た
と
す
る
。
(
十
四
章
、
作
者
註
)

品
発
表
中
の
大
幅
な
変
更
で
あ
る
。
こ
の
改
変
の
目
的
は
因
子
が
「
ナ
オ
ミ
」
に

な
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
山
口
政
幸
氏
が
説
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

因
子
の
単
純
化
や
受
動
化
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
前
田
久
徳
氏
が
一
百
わ
れ
る
よ
う

に
、
そ
の
後
の
複
雑
な
展
開
に
よ
る
光
子
像
の
変
化
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

だ
が
、
も
う
一
つ
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
時
の
柿
内
の
心
情
的
変
化

の
抹
殺
で
あ
る
。

因
子
、
今
迄
は
僕
が
悪
か
っ
た
。
僕
は
自
分
が
ど
な
い
に
ま
で
お
前
を
愛
し

て
る
云
ふ
こ
と
が
、
今
夜
始
め
て
分
っ
て
ん
。
僕
は
お
前
を
誰
に
も
や
ら
ん

で。

(
初
出
・
十
二
、
後
に
削
除
)

い
わ
ゆ
る
柿
内
の
「
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
発
動
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
作
品
最
終
場

面
の
前
に
あ
る
と
困
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
柿
内
は
光
子
と
会
い
、
初
め
て
、

情
熱
に
捕
ら
わ
れ
な
い
と
、

「
市
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
場
面
が
劇
的
で
な
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。
(
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
改
変
の
時
期
は
、
「
荷
量

食
ふ
虫
」
開
始
の
時
期
と
重
な
る
。

「
草
食
ふ
虫
」
構
想
と
の
兼
ね
合
い
を
考
え

る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
相
争
う
夫
婦
の
物
語
か
ら
の
離
脱
と
い
っ
た
点

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
同
様
に
、
「
痴
人
の
愛
」
か
ら
の
離
脱
と
も
言
い
得
る

だ
ろ
う
。
)

改
稿
の
結
果
、
柿
内
と
共
に
因
子
も
「
ナ
オ
ミ
・
譲
治
」
か
ら
離
れ
、
因
子
は

綿
貫
に
よ
っ
て
光
子
の
世
界
に
帰
り
、
柿
内
は
因
子
の
背
後
に
隠
れ
る
。
こ
こ
で

作
品
の
進
行
に
従
っ
て
、
い
さ
さ
か
先
走
っ
て
言
う
と
、
こ
の
後
、
柿
内
は
光
子

に
恋
し
、
因
子
と
夫
婦
で
あ
り
な
が
ら
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
な
る
。
最
終
場
面
で
、

国
子
は
柿
内
や
光
子
達
に
関
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
懐
疑
す
る
が
、
ど
う
だ

ろ
う
か
。
光
子
は
二
人
を
競
わ
せ
て
ひ
た
す
ら
崇
拝
を
求
め
、
夫
婦
の
関
係
を
嫉

f乍

妬
し
、
睡
眠
剤
で
彼
等
の
自
由
を
縛
る
。
だ
が
、
特
に
、
柿
内
の
み
を
愛
し
て
い

る
と
は
思
え
な
い
。
柿
内
は
、
因
子
の
懐
疑
に
対
し
て
「
馬
鹿
な
こ
と
云
ひ
な
!
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僕
そ
ん
な
卑
劣
な
男
ゃ
な
い
!
」
と
否
定
し
、
何
か
あ
れ
ば
三
人
で
死
の
う
と

一
百
っ
て
い
た
が
(
三
十
一
)
、
そ
の
後
、
彼
は
綿
貫
に
「
生
き
写
し
」

(
三
十
三
)

と
な
る
。
確
か
に
、
綿
貫
で
あ
れ
ば
、
前
言
を
翻
す
の
に
践
践
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
柿
内
は
そ
う
い
っ
た
綿
貫
に
似
て
き
た
自
分
を
自
覚
し
て
お
り
、
「
総
べ

て
の
運
命
に
従
順
に
な
っ
て
し
も
て
」
、
ま
た
、
彼
は
(
そ
し
て
園
子
も
)
、
ど

こ
ま
で
真
実
か
別
と
し
て
、
光
子
の
企
み
|
二
人
を
「
薬
で
衰
弱
さ
し
て
殺
し
て

し
ま
お
」
と
の
企
み
ー
を
、
想
像
し
観
念
し
て
い
る
。
彼
等
は
自
分
の
こ
と
よ
り

も
、
他
人
(
光
子
)

の
こ
と
を
優
先
し
て
考
え
る
。
最
終
的
に
は
三
人
は
本
尊
と

脇
仏
の
よ
う
に
仲
良
く
枕
を
並
べ
て
、
薬
を
飲
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
彼

が
、
死
の
間
際
に
園
子
を
騎
し
て
、
後
に
残
し
た
と
は
考
え
難
い
。
彼
は
綿
貫
の

よ
う
な
利
己
主
義
の
男
で
は
な
い
。
綿
貫
は
生
き
恥
さ
ら
し
て
も
自
分
の
た
め
に

生
き
続
け
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
柿
内
は
綿
貫
と
は
違
い
、
よ
り
純
情
で



光
子
一
筋
で
あ
り
、
心
中
を
喜
ん
で
迎
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
柿
内
は
作
品
の
最
終
場
面
で
の
み
活
躍
す
る
の

で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
こ
は
前
出
の
佐
伯
彰
一
氏
の
批
判
に
あ
る
よ
う
に
、

「
あ
っ

け
な
く
型
通
り
に
運
び
す
ぎ
」
、
柿
内
の
描
写
も
「
読
者
を
納
得
さ
せ
る
ま
で
に

描
き
こ
ま
れ
て
い
な
い
」
感
が
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

(
光
子
の
描
写
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
)

こ
う
い
っ
た
点
か
ら
、
こ
の
作
品
の
後
半
を
、
光
子
と
柿

内
の
物
語
と
読
む
の
に
は
遼
巡
せ
ざ
る
を
符
な
い
。
や
は
り
、
柿
内
は
、
こ
の
作

品
で
は
、
光
子
と
因
子
の
よ
う
な
主
軸
と
な
る
べ
き
存
在
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
。
因
子
対
光
子
と
い
う
主
軸
を
回
る
衛
星
と
し
て
、
綿
貫
と
柿
内
は
存
在
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五

前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
初
出
で
は
こ
の
作
品
の
冒
頭
に
、

「
目
」
本
番
の
前

史
的
な
、
因
子
の
別
の
恋
愛
が
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
因
子
の
性
格
、
立
場
、

聞
き
手
で
あ
る
「
先
生
」
と
の
関
係
等
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
働
き
を
も
持
つ
が
、

初
出
で
は
下
品
そ
う
な
誠
意
の
な
い
男
(
園
子
の
前
の
恋
人
)

の
姿
と
、
そ
ん
な

男
に
惹
か
れ
た
因
子
の
姿
が
強
調
さ
れ
る
。
彼
は
「
精
神
的
な
と
こ
ろ
が
全
く
な

「
づ
う
づ
う
し
い
」
と
「
先
生
」
に
評
さ
れ
る
。
具
体
的
に
紹
介
さ
れ
た

も
の
と
し
て
、
例
え
ば
彼
が
用
い
る
封
筒
が
あ
る
。

僕
(
藤
村
注
・

「
先
生
」
を
指
す
)
が
此
の
男
だ
っ
た
ら
、
こ
ん
な
イ
ヤ
ら

し
い
桃
色
の
封
筒
へ
わ
ざ
と
紫
を
使
っ
て
女
み
た
い
な
字
を
書
い
た
り
、
女

名
前
の
偽
名
を
し
た
り
は
し
な
い
だ
ら
う
。

(
初
出
一
・
そ
の
後
、
削
除
)

」
れ
が
、
こ
の
男
の
精
神
面
を
象
徹
し
て
い
る
の
は
自
明
で
あ
る
。

ま
た
、
初
出
に
対
し
て
、
改
稿
で
は
こ
の
男
の
描
写
の
縮
小
の
他
に
、
因
子
の

子
供
の
存
在
の
抹
消
や
彼
女
の
馬
鹿
さ
加
減
の
自
覚
の
削
除
等
の
よ
う
に
、
彼
女

の
軽
薄
さ
に
通
じ
る
も
の
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
因
子
が
、
「
観
音
」

た

る
べ
き
光
子
の
恋
の
相
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
と
の
、
下
地
の
整
備
で
も

あ
ろ
う
し
、

一
面
で
は
、
因
子
の
語
り
の
標
準
語
か
ら
大
阪
弁
へ
の
変
更
と
共
に
、

因
子
の
恋
愛
に
お
け
る
、
し
た
た
か
な
と
言
っ
て
も
良
い
「
関
西
女
」
化
を
目
論

ん
だ
た
め
で
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
「
関
西
女
」
化
の
面
で
、
前
出
の
男
の
封
筒
と
照
応
す
る
も
の
と
し
て
、

因
子
達
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
が
あ
る
。

(
作
者
註
か
ら
引
用
す
る
)

な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
悉
く
な
ま
め
か
し
い
極
彩
色
の
模
様
の
あ
る
、
木
版
刷

り
の
封
筒
に
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(
中
略
)

作
者
は
こ
れ
を
見

て
少
な
か
ら
ず
驚
か
さ
れ
た
。
蓋
し
か
う
云
う
ケ
パ
ケ
パ
し
い
封
筒
の
趣
味

は
決
し
て
東
京
の
女
に
は
な
い
。
(
中
略
)
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彼
女
た
ち
に
こ
ん
な
の
見
せ

た
ら
、
な
ん
て
イ
ヤ
味
ツ
た
ら
し
い
ん
だ
ら
う
と
、

一
言
の
下
に
軽
蔑
さ
れ

る
こ
と
請
け
合
ひ
で
あ
る
。
(
中
略
)

と
に
か
く
そ
の
毒
々
し
い
あ
く
ど

い
趣
味
、
さ
す
が
に
大
阪
の
女
で
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
れ
が
相
愛
し
合
ふ
女

同
志
の
問
に
交
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
を
思
ふ
時
、
尚
更
あ
く
ど
き
が
感
ぜ

ら
れ
る
。

(
七
)

「
ケ
パ
ケ
パ
し
い
封
筒
の
趣
味
」
が
、
当
時
の
大
阪
の
女
の
通
性
か
ど
う
か
の

是
非
は
別
に
し
て
、
「
二
人
の
恋
の
背
景
と
し
て
一
一
層
の
価
値
が
あ
る
」
と
す
る

「
作
者
」
の
意
図
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
二
人
の
恋
愛
の
特
殊
性
と
相
対
化
で
あ
る
。

東
京
人
で
あ
れ
ば
、
「
イ
ヤ
味
ツ
た
ら
し
い
」

「
あ
く
ど
い
」
と
感
じ
る
よ
う
な

要
素
を
持
っ
た
恋
愛
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
女
等
の
筆
跡
も
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
。
因
子
の
方
は
「
字
の
略
し

か
た
に
ゴ
マ
カ
シ
が
な
い
」
、
「
よ
く
云
へ
ば
流
麗
、
わ
る
く
云
へ
ば
ぬ
ら
り
く



ら
り
し
た
字
体
」
と
評
さ
れ
、
光
子
の
方
は
「
落
ち
着
き
の
な
い
走
り
書
き
」
、

「
字
体
が
大
き
く
、
イ
ヤ
味
が
な
く
て
生
き
/
¥
と
し
た
奔
放
な
感
を
与
え
る
」

と
評
さ
れ
る
。
何
れ
も
、
彼
女
等
の
性
格
を
反
映
し
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
だ
が

園
子
の
語
り
は
自
分
達
の
恋
愛
を
美
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
水
を
か
け
る
の
が
作

者
註
で
あ
る
の
は
、
以
上
の
例
か
ら
も
推
察
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
以

外
に
彼
女
等
の
恋
愛
を
相
対
化
す
る
の
は
、
何
度
も
一
百
う
よ
う
に
、
登
場
人
物
達

の
相
互
の
臨
し
合
い
と
暴
露
で
あ
る
。

...Jー-1¥ 

「
未
亡
人
と
云
ふ
よ
り
は
令
嬢
の
如
く
に
見
え
る
典
型
的
な
関
西
式
の
若
奥
様
」

と
描
写
さ
れ
る
因
子
は
、
生
命
力
に
溢
れ
「
派
手
で
き
ら
び
や
か
」
で
あ
る
。
そ

う
い
っ
た
因
子
が
光
子
と
同
性
愛
に
陥
る
。

彼
女
等
の
同
性
愛
に
つ
い
て
、
国
子
自
身
は
次
の
よ
う
に
訪
る
。

わ
た
し
は
た
ザ
も
う
光
子
さ
ん
と
二
人
き
り
で
、

い
つ
迄
も
話
し
て
た
か
っ

た
の
ん
で
す
。
い
え
、
話
な
ん
か
せ
え
で
も
構
め
し
ま
せ
ん
、
黙
っ
て
光
子

さ
ん
の
顔
さ
い
見
て
ら
れ
た
ら
、
ー
自
分
が
そ
の
人
の
そ
ば
に
ゐ
る
云
ふ
こ

と
だ
け
で
、
限
り
な
い
幸
福
が
胸
一
杯
に
な
る
の
ん
で
す
。

〆'、、
--'-ノ、
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彼
女
等
の
恋
愛
の
実
態
は
、
作
中
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
周
囲
の
人
も
そ

の
点
は
暖
味
に
し
て
い
る
。
と
言
う
よ
り
は
、
奥
歯
に
物
が
挟
ま
っ
た
よ
う
な
物

言
い
な
の
で
あ
る
。
作
者
の
発
禁
処
分
を
恐
れ
て
の
も
の
か
と
も
思
え
る
が
、
書

か
な
い
方
が
官
能
的
だ
と
い
う
意
図
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
作
品
は
向
性

愛
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
観
念
的
な

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
彼
女
等
の
恋
愛
の
実
態
を
窺
わ
せ
る
も
の
を
、
三
例
引
用
し
て
み
る
。

先
ず
は
後
に
削
除
さ
れ
た
初
出
の
「
そ
の
十
一
己
で
、
因
子
が
光
子
の
こ
と
で
、

夫
に
嘘
を
つ
く
場
面
の
も
の
で
あ
る
。

自
分
と
光
子
さ
ん
と
の
聞
に
は
、
そ
ら
あ
の
手
紙
に
書
い
て
あ
る
や
う
な
イ

ヤ
ら
し
い
こ
と
も
一
時
は
あ
っ
た
ん
に
違
ひ
な
い
ね
ん
け
ん
ど
、
今
で
は
ち

ょ
っ
と
も
そ
ん
な
意
味
の
交
際
し
て
エ
へ
ん
。

因
子
の
語
る
嘘
の
中
に
関
さ
れ
た
事
実
が
、
「
手
紙
に
書
い
で
あ
る
や
う
な
イ

ヤ
ら
し
い
こ
と
」
で
あ
ろ
う
。
(
因
み
に
、
こ
の
「
手
紙
に
書
い
て
あ
る
云
々
」

は
、
初
出
の
時
伏
字
で
、
や
が
て
削
除
さ
れ
る
部
分
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
)

次
に
、
柿
内
の
因
子
達
へ
の
非
難
の
セ
リ
フ
で
あ
る
。

な
ん
ぼ
女
同
志
や
か
て
昼
中
若
い
女
が
裸
に
な
っ
た
り
し
て
、
お
前
等
ま
る

で
気
違
い
沙
汰
ゃ
な
。

(
八
)

」
れ
が
、
彼
女
等
の
恋
愛
に
対
し
て
の
周
囲
(
一
般
人
)

の
評
価
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
国
子
と
光
子
が
同
性
愛
の
関
係
に
な
っ
た
だ
ろ
う
時
の
描
写
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
彼
女
等
の
恋
愛
(
性
愛
と
一
一
一
一
日
う
べ
き
か
)

の
実
態
が
幾
ら

か
は
想
像
で
き
る
。
そ
の
場
面
の
描
写
は
「
痴
人
の
愛
」
の
ラ
ス
ト
・
シ

l
ン
に

も
似
て
、

い
さ
さ
か
狂
的
で
あ
る
。

わ
た
し
は
か
あ
ツ
と
逆
上
し
て
し
も
て
、
く
や
し
涙
一
杯
浮
か
べ
て
、
(
中

略

破
れ
た
シ

l
ツ
を
口
で
ず
た
ず
た
に
引
き
裂
き
ま
し
た
。

「
ま
あ
、

あ
ん
た
、
気
イ
で
も
違
う
た
ん
か
」

(
中
略
)

ー
そ
の
時
は
よ
っ
ぽ
ど
ど

う
か
し
て
た
と
見
え
ま
し
て
、
自
分
で
党
え
な
い
の
ん
で
す
け
ど
、
ま
っ
さ

を
に
な
っ
て
ぷ
る
/
t
¥
顕
ひ
な
が
ら
光
子
さ
ん
を
院
み
つ
け
た
顔
つ
き
が
、

ほ
ん
ま
に
気
で
も
狂
う
た
や
う
に
思
へ
ま
し
た
さ
う
で
す
。

(
中
略
)

た
ず

両
方
が
憎
々
し
い
く
ら
ゐ
な
激
し
い
限
っ
き
片
時
も
外
ら
さ
ん
と
相
手
の
顔

い
そ
、
い
で
ま
し
た
。

(
ム
ハ
)



』
の
後
、
二
人
は
「
殺
し
て
や
り
た
い
」

「
殺
さ
れ
た
い
」
と
、
物
狂
ほ
し
く

涙
を
流
す
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
こ
の
程
の
狂
乱
が
続
く
と
す
る
と
、
前
出
の
柿

内
の
非
難
は
当
を
得
て
い
る
し
、
彼
女
等
の
恋
愛
が
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
も
の
だ
け

だ
と
も
思
わ
れ
な
い
。
同
性
愛
の
性
の
深
淵
が
想
像
さ
れ
る
。

た
だ
、
彼
女
等
の
観
念
的
で
滑
稽
と
で
も
言
え
る
大
袈
裟
な
表
現
に
注
目
し
た

ぃ
。
引
用
文
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
二
人
と
も
「
激
し
い
眼
っ
き
」
で
、
身
を

ふ
る
わ
せ
、
青
い
顔
に
な
る
。
ま
た
、
「
死
ぬ
」
と
い
う
言
葉
が
飛
び
か
う
。
死

に
よ
っ
て
、
自
分
達
の
愛
情
の
深
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、

多
す
ぎ
る
と
安
証
文
に
な
る
。
彼
女
等
の
不
自
然
な
恋
愛
と
い
う
自
覚
が
、
背
後

に
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
市
」
で
は
、
「
死
ぬ
」
と
い
う
セ
リ
フ
が
多

す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
狂
乱
場
面
は
こ
れ
だ
け
で
な
く
、
後
に
ま
た
登
場
す
る
。
光
子
と

国
子
が
、
綿
貫
の
存
在
に
よ
り
防
一
際
別
れ
し
て
い
た
時
に
、
光
子
が
偽
の
妊
娠
騒

動
を
起
こ
し
た
場
面
で
あ
る
。

「
ど
な
い
し
な
は
っ
て
ん
?
」
云
う
て
る
う
ち
に
見
る
/
¥
顔
が
背
な
っ
て

来
て
、
(
中
略
)

畳
の
上
這
ひ
回
る
や
う
に
し
て
は
る
の
ん
抱
き
起
こ
す

と
、
は
あ
/
¥
云
ひ
な
が
ら
肩
に
党
り
か
、
っ
て
歩
き
や
は
る
の
ん
が
や
っ

と
で
す
ね
ん
。
(
中
略
)

そ
の
う
ち
に
又
発
作
起
っ
て
、
「
く
る
し
い
ッ
、
く
る
し
い
ッ
、
水
、
水
:
:
:
」

云
ひ
な
が
ら
シ
l
ツ
や
枕
手
あ
た
り
次
第
に
掻
き
む
し
っ
て
、
体
を
蝦
の
や

う
に
曲
げ
て
悶
え
な
さ
る
の
ん
で
す
。

(
十
四
)

狂
乱
し
涙
を
流
し
「
死
ぬ
、
死
ぬ
」
と
言
う
光
子
と
、
因
子
は
、
結
局
、
和
解

す
る
が
、
お
互
い
の
芝
居
の
後
、
「
殺
し
て
や
る
わ
」

「
生
か
し
と
け
へ
ん
」
と
、

「
元
の
馴
れ
/
¥
し
さ
」
に
戻
る
。
狂
言
だ
と
分
か
っ
て
い
て
も
「
お
互
い
が
白

分
で
自
分
欺
き
合
、
っ
て
」
、
元
の
鞘
に
納
ま
る
の
で
あ
る
。

一
種
の
劇
場
化
と
言
つ

て
も
良
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
光
子
の
演
技
力
は
相
当
の
も
の
で
あ
る
。
因
子
と
鮭

り
を
戻
す
た
め
に
必
死
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
こ
ま
で
「
づ
う
づ
う
し
う
」
狂

乱
で
き
る
の
は
普
通
で
は
な
い
。

七

こ
う
い
っ
た
狂
乱
は
、
光
子
が
本
来
的
に
持
っ
て
い
た
性
格
か
ら
か
と
も
思
わ

れ
る
が
、
四
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
や
は
り
、
こ
こ
に
は
綿
貫
の
影
響
が
あ
ろ

ぅ
。
彼
と
の
恋
愛
は
不
毛
の
も
の
で
あ
る
。
彼
が
性
的
に
不
能
と
い
う
理
由
だ
け

で
は
な
い
。
性
的
に
は
、
「
く
ろ
と
の
女
」
で
も
、
彼
に
は
「
大
概
な
も
ん
夢
中

に
な
る
」

(
二
十
一
)

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
光
子
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
精
神
的

に
は
ぇ
、
思
ふ
と
こ
一
つ
も
な
い
、
顔
見
る
の
ん
さ
い
ム
カ
ム
カ
す
る
や
う
な
気
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イ
し
て
、
卑
し
い
奴
ツ
ち
ゃ
、
見
下
げ
呆
て
た
奴
ツ
ち
ゃ
、
云
ふ
風
に
、
お
腹
の

中
で
は
常
時
激
し
い
に
軽
蔑
し
て
る
」

(
二
十
二
)

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
と

の
恋
愛
は
、
光
子
に
「
自
分
の
一
生
は
綿
貫
の
お
陰
で
滅
茶
滅
茶
に
し
ら
れ
た
」

と
の
被
害
意
識
を
与
え
る
。
だ
が
、
綿
貫
の
執
念
深
き
と
、
光
子
の
崇
拝
者
を
寄

せ
付
け
て
お
き
た
い
と
の
性
分
が
、
二
人
を
悪
縁
と
し
て
別
れ
さ
せ
な
い
。
無
論
、

こ
こ
に
「
不
思
議
と
、
又
二
三
日
も
立
つ
う
ち
に
自
分
の
方
か
ら
跡
追
ひ
回
す
や

う
に
な
っ
て
し
ま
ふ
」
(
二
十
二
)
と
い
う
要
素
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
作
中
で
は
「
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
言
わ
れ
る
が
、
性
の
深
み
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
綿
貫
の
複
雑
さ
や
陰
険
さ
が
、
光
子
を
感
化
す
る
。
彼
女
は
自

衛
の
面
も
あ
っ
て
、
策
謀
を
巡
ら
す
よ
う
に
な
る
。
問
題
は
そ
れ
が
一
人
歩
き
を

始
め
て
、
他
人
を
採
る
楽
し
み
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
の
武
器
は
美
貌
と
演

技
力
で
あ
る
。
因
子
で
す
ら
、
「
た
ん
と
苦
労
し
ま
し
た
の
ん
で
、

だ
ん
/
[
¥
擦



れ
て
、
ず
る
う
な
っ
て
」

「
間
出
奔
す
る
や
う
に
な
っ
て
、
し
ま
ひ
に
は
そ
れ
が
面

白
う
て
何
ぞ
云
ふ
と
す
ぐ
泣
い
た
り
怒
鳴
っ
た
り
し
て
、
自
分
な
が
ら
末
恐
ろ
し

い
な
る
ほ
ど
芝
居
す
る
の
ん
が
上
手
に
な
っ
」
(
八
)
た
の
で
あ
る
。
光
子
は
国

子
以
上
で
あ
っ
た
。
作
品
の
始
め
に
登
場
す
る
因
子
と
の
同
性
愛
の
噂
で
さ
え
、

綿
貫
の
こ
と
を
「
ス
テ
ッ
キ
」
「
男
女
」
と
か
言
わ
れ
る
よ
り
も
良
い
、
聞
ち
、

「
同
性
愛
や
云
は
れ
る
方
が
辛
抱
出
来
る
、
人
に
後
指
さ
、
れ
た
り
物
笑
ひ
の
程

に
な
ら
ん
と
済
む
」
(
二
十
二
)
と
思
う
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
点
を
考
え
る
と
、
や
は
り
、
光
子
の
方
が
、
因
子
と
比
べ
れ
ば
悪

条
件
の
元
に
い
て
、
よ
り
苦
悩
が
深
い
と
言
わ
ざ
る
を
符
な
い
。
そ
れ
故
、
彼
女

は
体
当
た
り
の
演
技
聞
ち
泣
い
た
り
怒
鳴
っ
た
り
の
在
乱
の
演
技
を
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
彼
女
の
性
分
と
合
い
、
自
己
劇
化
で
、
ま
す
ま
す
事
態
は

破
局
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。

J¥ 

彼
女
の
狂
乱
は
最
終
場
面
の
心
中
へ
と
通
じ
て
い
く
。

光
子
は
因
子
と
の
狂
言
心
中
の
後
で
、
柿
内
を
誘
惑
し
、
園
子
と
柿
内
と
三
角

関
係
に
な
る
。
そ
の
際
の
光
子
の
意
図
に
対
し
て
、
因
子
は
、
光
子
が
「
え
ら
い

複
雑
で
裏
に
は
裏
の
あ
る
人
」
だ
と
し
て
、
「
い
ろ
い
ろ
の
動
機
」
を
推
測
す
る
。

が
、
そ
の
後
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
光
子
が
柿
内
と
「
私
(
藤
村
注
・
因
子
を
指

す
)
と
の
聞
に
嫉
妬
起
さ
し
て
、
思
ふ
ま
、
に
操
っ
て
や
ろ
」

(
三
十
一
)
と
の
、

因
子
の
推
測
は
正
し
い
だ
ろ
う
。
光
子
は
睡
眠
剤
で
因
子
達
を
繰
り
始
め
る
。
国

子
達
は
半
病
人
に
な
り
衰
弱
し
て
い
く
が
、
光
子
は
「
太
陽
み
た
い
に
輝
い
て
見

え
」
、
光
子
の
行
状
は
因
子
達
に
と
っ
て
、
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
み
た
い
な
こ
と
」

(
三
十
三
)
と
受
け
取
ら
れ
る
。
因
子
達
は
、
綿
貫
の
感
化
や
怨
念
を
急
激
な
光

子
の
変
化
の
理
由
と
し
て
考
え
て
い
る
が
、
周
囲
の
状
況
が
光
子
を
追
い
詰
め
た

の
で
あ
り
、
相
乗
的
に
光
子
達
の
性
情
が
先
鋭
化
し
て
、
そ
れ
に
反
応
し
て
破
局

を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
彼
女
等
が
、
各
々
の
役
割
と
そ
の
状
態
を
享
受
し

て
い
る
点
で
あ
る
。

滑
稽
な
こ
と
に
、
園
子
達
は
「
ど
ん
な
に
頭
疲
れ
て
る
時
で
も
光
子
さ
ん
の
顔

さ
い
見
た
ら
生
返
っ
た
や
う
に
な
り
ま
す
の
ん
で
、
た
ず
そ
れ
一
つ
楽
し
み
に
命

つ
な
い
で
ゐ
る
」

の
で
あ
る
。
特
に
、
柿
内
は
い
じ
め
ら
れ
る
の
を

(
三
十
一
二
)

幸
福
に
感
じ
て
い
る
ら
し
い
。
(
こ
れ
は
「
痴
人
の
愛
」
の
「
譲
治
」
と
ほ
ぼ
同

形
で
あ
る
。
だ
が
、
「
ナ
オ
ミ
」
と
違
う
の
は
、
光
子
は
「
泣
い
て
怒
ん
な
さ
る
」

の
で
あ
り
、
三
者
の
破
滅
を
予
期
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
)

光
子
に
し
て
も
、
二
人
を
犠
牲
に
し
て
、
「
自
分
は
巧
い
こ
と
手
エ
退
い
て
、

す
つ
く
り
真
面
目
な
人
間
に
な
っ
て
、
ぇ
、
婿
さ
ん
捜
そ
」
(
因
子
達
の
推
察
)
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と
は
せ
ず
に
、
三
人
の
内
で
最
初
に
「
死
の
」
と
一
百
い
、
心
中
の
手
筈
を
決
め
た

の
で
あ
っ
た
。
睡
眠
剤
も
光
子
が
調
合
し
、
因
子
達
は
従
順
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ

ぅ
。
彼
女
等
三
人
は
、
「
観
音
様
の
画
像
飾
っ
て
、
三
人
寄
っ
て
お
線
香
上
げ
て
」
、

「
仲
好
う
」
薬
を
飲
ん
だ
の
で
あ
る
。
四
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
関

し
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
光
子
は
自
分
の
理
想
|
異
性
に
も
向
性
に
も
、
性
ぬ
き

で
崇
拝
さ
れ
る
こ
と
ー
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
彼
女

は
死
を
も
っ
て
の
崇
拝
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
国
子
達
も
「
脇
仏
」
と
し
て
、
嬉
々

と
し
て
死
の
う
と
す
る
。
あ
の
世
で
、
彼
女
達
は
自
分
達
の
理
想
境
を
維
持
し
て

行
き
た
か
っ
た
と
考
え
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

死
を
目
前
に
し
、
聞
ち
、
死
の
翼
の
元
で
、
し
か
し
、
不
毛
の
性
の
中
で
、
逆

に
生
が
最
後
の
輝
き
を
放
っ
。
換
言
す
れ
ば
、
破
滅
的
な
関
係
が
直
接
の
性
を
放

逐
し
、
性
を
含
ん
だ
死
が
彼
等
を
虜
に
す
る
の
で
あ
る
。



こ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
語
る
因
子
の
即
物
的
な
大
阪
弁
が
、
反
っ
て
、
惰
弱

な
も
の
を
削
ぎ
落
と
し
、
あ
る
意
味
で
は
、
野
口
武
彦
氏
の
言
う
よ
う
に
ユ

l
モ

ア
を
醸
し
効
果
的
な
の
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
の
は
ナ
ル
シ

ズ
ム
の
溢
れ
た
、
し
か
し
、
滑
稽
で
美
し
い
寂
滅
図
で
あ
る
。

だ
が
、
因
子
は
、
結
局
、
彼
等
の
死
の
世
界
か
ら
放
逐
さ
れ
る
。
後
に
国
子
は

あ
の
ま
ま
死
ん
で
い
た
ら
ど
ん
な
に
幸
せ
か
と
言
う
。
彼
女
だ
け
が
理
想
境
に
入

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
こ
に
、
光
子
達
の
意
志
を
感
じ
る
。
彼
女
は

関
さ
れ
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
に
、
疑
っ
て
い
る
。
そ
の
思
い
に
よ
り
、
彼
女
は
死
、

つ
ま
り
、
光
子
に
拒
絶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
の
は
、
二
度
と
手
に

入
ら
ぬ
愛
へ
の
思
い
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
の
中
の
喪
失
感
で
あ
り
、
彼
女
は

失
わ
れ
た
も
の
を
、

か
つ
で
あ
っ
た
も
の
を
憧
慨
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

「
お
め
お
め
生
き
て
る
」
「
恋
し
い
て
」
、
因
子
は
愛
欲
の
渦
中
か
ら
離
れ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
自
分
の
情
念
を
持
て
余
し
て
い
る
。
と
言
う
よ
り
は
、
情
念
に
身
を

ゆ
だ
ね
て
い
る
。

「
目
」
の
世
界
か
ら
、
因
子
は
何
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
光
子
と
の
恋

愛
に
よ
る
「
性
的
至
福
」
へ
の
思
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
至
福
を
求
め
得
て
も

長
続
き
し
な
か
っ
た
彼
女
達
の
恋
愛
の
豊
能
な
悲
し
み
が
、
因
子
に
は
揺
曳
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
作
品
の
枠
を
超
え
て
、
因
子
の
恋
情
は
存
在
し
て
い
く
。

「
市
」
を
先
ず
は
、
因
子
達
の
恋
愛
の
物
語
と
読
む
こ
と
、

そ
れ
が
、
語
り
の
虚

実
を
超
え
て
相
応
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

九

最
後
に
、
こ
の
作
品
の
構
造
を
再
確
認
し
て
お
こ
う
。

や
は
り
、
こ
の
作
品
の
中
心
は
因
子
で
あ
り
、
因
子
と
光
子
の
組
合
せ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
因
子
と
光
子
の
恋
愛
が
こ
の
作
品
の
主
軸
で
あ
る
。
そ
の
周
辺
を
、
光

子
と
柿
内
、
光
子
と
綿
貫
の
そ
れ
ぞ
れ
の
恋
愛
が
、
複
雑
に
絡
み
合
い
回
転
し
て

い
る
。
時
に
は
、
主
軸
自
体
が
ね
じ
曲
が
り
、
他
の
領
域
に
奔
出
し
た
り
も
す
る
。

ま
た
、
彼
女
等
の
恋
愛
は
、

一
極
に
性
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
た
も
の
(
例

え
ば
光
子
と
綿
貫
)
が
あ
り
、
他
極
に
性
抜
き
の
も
の
(
例
え
ば
最
終
場
面
の
光

子
と
柿
内
)
が
あ
る
よ
う
に
、
幅
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
流
動
的
で
固

定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
当
事
者
の
心
情
も
万
華
鏡
の
如
く
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
状
況
が
、
「
氾
」
の
構
造
を
、
ひ
い
て
は
主
題
を
あ
や
ふ
や
に
さ
せ

る
の
で
あ
る
。

作
者
・
谷
崎
は
娼
婦
で
は
な
く
、
普
通
の
若
奥
さ
ん
や
お
嬢
さ
ん
を
登
場
さ
せ

て
、
性
の
諸
相
を
通
じ
て
、
伊
藤
整
が
言
う
性
に
縛
ら
れ
揺
れ
動
く
「
人
間
存
在

の
不
安
定
性
」
を
土
台
に
据
え
、
性
に
殉
じ
る
者
の
幸
福
と
そ
こ
か
ら
追
わ
れ
る
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者
の
悲
し
み
を
含
む
因
子
達
の
恋
の
全
貌
を
、
語
り
手
の
巨
大
な
情
念
を
通
じ
て

描
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
か
つ
て
「
痴
人
の
愛
」
で
主
張
さ
れ
た
性
・
恋
愛

を
、
崇
拝
す
る
者
・
さ
れ
る
者
と
い
う
基
本
線
を
引
き
受
け
な
が
ら
も
、

立す

で
は
な
く
、
複
数
の
人
間
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
、
そ
の
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

と
深
淵
を
展
開
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
佐
伯
彰
一
氏
の
批
判
の
よ
う

に
完
全
に
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
こ
に
谷
崎
の
文
学
的
な
試
み
が
あ
っ

た
ろ
う
。
ま
た
、
同
時
並
行
し
て
い
た
「
琴
食
ふ
虫
」
で
表
わ
し
た
夫
婦
問
の
溝

(
性
的
不
在
)
と
、
「
永
遠
女
性
」
と
い
う
観
念
的
憧
憶
を
、
因
子
と
柿
内
や
光
子

の
造
型
で
生
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
日
」
は
、
性
の
様
々
な
可
能
性

や
深
み
を
見
せ
る
、
因
子
と
光
子
を
中
心
と
す
る
恋
愛
の
物
語
と
し
て
、
谷
崎
の

作
家
と
し
て
の
余
裕
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。

や
が
て
「
目
」
の
世
界
は
、
「
春
琴
抄
」
(
昭
和
八
年
)
に
受
け
継
が
れ
る
。
そ



こ
で
は
、
主
人
公
・
佐
助
の
語
り
に
よ
っ
て
一
対
一
の
関
係
に
戻
さ
れ
、
性
を
含

む
恋
愛
が
内
面
的
に
よ
り
深
化
し
誼
歌
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
作
品
の
語

り
そ
の
も
の
も
、
よ
り
複
雑
に
な
り
成
熟
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

(
注
)森

安
理
文
「
日
1

姉
声
の
姿
態
」

(
『
谷
崎
潤
一
郎
|
あ
そ
び
の
文
学
』
昭

和
五
十
人
・
四

図
書
刊
行
会
)

2 

山
口
政
幸
「
『
担
』
論
|
昭
和
六
年
の
削
除
を
中
心
に
l
」

(
「
昭
和
学
院

短
期
大
学
紀
要
」
平
成
五
・
三
)

3 

松
本
徹
「
愛
欲
と
聞
と
光
〈
配
〉
」

(
「
国
文
学
」
昭
和
五
十
一
・
十
)

4 

塚
本
康
彦
『
目
』

(
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
五
十
八
・
五
)

b 

注
3
の
前
掲
論
文

6 

永
栄
啓
仲
「
『
配
』
試
論
|
共
演
さ
れ
た
心
中
に
つ
い
て
|
」

(
『
谷
崎
潤

~~ 

伏
流
す
る
物
語
』
平
成
田
・
六

双
文
社
)

7 

注

2
の
前
掲
論
文

8 

佐
伯
彰

「
語
り
の
戦
略
と
成
熟
」

(
『
物
語
芸
術
論
』
平
成
五
・
九

公
文
庫
)

9 

こ
の
点
に
関
し
て
、
前
田
久
徳
氏
は
、
「
こ
う
し
て
成
立
す
る
妖
婦
的
光
子

像
を
最
終
的
に
は
因
子
の
夫
柿
内
に
譲
る
こ
と
を
予
定
し
て
作
品
は
出
発
し

て
い
た
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
六
年
の
削
除
の
場
合
の
よ
う
に
、

谷
崎
は
、
光
子
の
妖
婦
性
を
作
品
の
終
結
に
備
え
て
急
に
付
与
し
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

前
田
久
徳
「
市
[
谷
崎
潤
一
郎
]
」

「
『
日
本
の
近
代
小
説
E
』
悶
和
六
十 中

一
・
七

東
京
大
学
出
版
会
)

平
野
芳
信
「
『
目
』
論
|
成
熟
へ
の
模
索
|
」

10 

五
十
九
・
九
)

11 

注

2
の
前
掲
論
文

12 

注
9
の
前
掲
論
文

注
8
の
前
掲
論
文

13 14 

野
口
武
彦
「
故
郷
と
し
て
の
異
郷
」

四
十
人
・
八

中
央
公
論
社
)

第
十
七
巻
』
解
説
(
昭
和
三
十
四
・
一
ニ

中
央
公

15 

伊
藤
整
『
新
舎
版
全
集

論
社

(
「
日
本
文
芸
論
集
」
昭
和

(
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』
第
四
章

昭
和
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