
三
島
由
紀
夫
「
鏡
子
の
家
」
論

－
　
作
中
時
間
の
構
成
に
つ
い
て
　
ー

は
じ
め
に

「
鋭
子
の
家
」
　
（
S
3
4
・
9
）
　
は
、
三
島
由
紀
夫
の
作
品
の
中
で
中
期
に
位
置

付
け
ら
れ
る
長
編
小
説
で
あ
る
。
「
金
閣
寺
」
　
（
S
3
1
・
1
～
1
0
）
、
「
永
す
ぎ
た

春
」
（
S
3
1
・
1
～
1
2
）
、
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
　
（
S
3
2
・
4
～
6
）
と
立
て

続
け
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
出
し
た
後
、
約
一
年
半
の
歳
月
を
か
け
て
古
き
下
ろ

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
創
作
過
程
の
一
部
が
記
さ
れ
た
随
筆
「
裸
体
と
衣

裳
」
　
（
S
3
3
・
4
～
7
、
9
）
を
「
鏡
子
の
家
」
刊
行
に
先
立
っ
て
発
表
す
る

な
ど
、
早
く
か
ら
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
作
品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
発
表
と
同
時
に
下
さ
れ
た
評
価
は
、
極
め
て
低
く
、
そ
れ
は
現
在
に
至
る

ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
。

先
行
論
で
は
、
「
鏡
子
の
家
」
が
失
敗
作
と
見
な
さ
れ
る
要
因
の
一
つ
に
、

登
場
人
物
間
の
関
係
性
の
希
薄
さ
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
田
中
西
二
郎
氏
は
、

「
鏡
子
の
家
」
が
（
か
れ
ら
四
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
圏
を
も
ち
、
そ
の
圏

九
　
内
　
悠
水
子

の
拡
大
や
収
縮
が
走
馬
燈
式
に
、
磨
き
に
磨
か
れ
た
文
体
の
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て

展
開
し
旋
転
す
る
。
こ
れ
は
簡
潔
さ
と
複
雑
さ
と
を
一
挙
に
手
中
に
収
め
る
構

（
注
一
）

成
）
で
あ
る
と
、
評
価
し
っ
つ
も
、
決
し
て
交
わ
る
こ
と
の
な
い
四
つ
の
物
語

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
又
、
村
松
剛
氏
も
、
（
そ
れ
に
四
人
の
男
た
ち
の

（
注
二
】

物
語
を
べ
つ
べ
つ
に
書
い
た
こ
と
は
、
や
は
り
技
法
上
の
失
敗
だ
っ
た
ろ
う
）

と
、
個
々
の
物
語
を
別
々
に
展
開
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

従
来
の
先
行
論
で
は
、
四
人
の
主
人
公
が
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
四
つ
の
物
語
が
、
何

ら
の
統
合
性
を
も
持
た
ず
に
成
立
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
果
た
し
て

「
鎮
子
の
家
」
は
、
単
に
四
つ
の
男
の
物
語
を
錠
子
の
家
を
中
心
に
績
め
た
だ

け
の
作
品
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
こ
の
問
題
を
、
「
鏡
子
の
家
」
の
時

間
構
造
、
と
り
わ
け
作
中
時
間
の
流
れ
に
着
目
し
、
今
一
度
考
え
て
い
き
た
い

と
田
山
、
つ
。
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先
行
論
に
お
い
て
、
「
鋭
子
の
家
」
　
の
時
間
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
も
の
に
、

以
下
の
三
点
が
あ
る
。
吉
田
昌
志
氏
は
、
（
「
r
鏡
子
の
家
」
に
お
け
る
時
間
」
と

い
う
場
合
の
「
時
間
」
の
内
容
は
、
こ
の
小
説
を
一
読
し
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、

叙
述
の
形
式
は
あ
く
ま
で
古
典
的
で
あ
り
、
作
者
の
内
的
な
時
間
を
小
説
そ
の

も
の
の
構
造
と
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
小
説
の
時
間
構
造
あ
る
い
は
形
式
に

（
注
三
）

つ
い
て
あ
ま
り
多
く
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
と
し
て
、
四
人
の
主
人
公

の
時
間
意
識
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
い
る
。
対
し
て
、
キ
ル
シ
ュ
ネ
ラ
イ
ト
氏

（
注
門
）

は
、
「
鏡
子
の
家
」
で
措
か
れ
る
季
節
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
。

る
と
き
一
層
確
か
な
も
の
と
な
る
。

夏
雄
に
つ
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
事
件
は

利
別
引
百
当
l
q
引
u
甘
利
回
叫
碧
引
利
付
萌
．
t
l
開
封
叫
の
っ
刊
、
l

利
利
。
こ
の
こ
と
は
「
夏
雄
」
と
い
う
名
前
と
も
関
連
が
あ
ろ
う
。
q
q

堀
割
相
可
割
増
l
l
到
叫
1
期
到
㈲
矧
剖
剰
判
叫
剰
矧
1
相
劇
封
副
劇
咄
別

封
昭
利
〓
村
割
引
刊
到
り
呵
到
叫
l
l
矧
可
H
崩
川
面
到
矧
到
望
q
封
副
可
」
刊

れ
に
対
し
、
冬
は
日
常
性
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
政
治
や
経
済
の
季
節

で
あ
り
、
醜
く
、
年
老
い
た
、
何
れ
に
せ
よ
平
凡
な
人
間
ど
も
の
う
ご
め

く
季
節
な
の
で
あ
る
。
清
一
郎
は
こ
の
世
界
に
住
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

峻
吉
と
収
は
こ
の
世
界
と
は
殆
ど
関
係
を
持
た
な
い
し
、
天
使
の
よ
う
な

存
在
で
あ
る
夏
雄
に
至
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
日
常
世
界
の
完
全
な
外
側

に
し
か
生
き
て
い
な
い
。
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小
説
上
の
出
来
事
は
多
く
の
場
合
春
か
ら
夏
に
か
け
て
起
き
る
。
峻
吉

に
つ
い
て
言
え
ば
、
冬
に
起
き
る
の
は
、
花
岡
と
の
契
約
、
大
学
の
卒
業

試
験
、
そ
し
て
原
口
の
死
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
何
れ
も

凡
庸
な
日
常
性
に
過
ぎ
な
い
点
で
共
通
し
て
い
る
。

収
が
冬
に
登
場
す
る
唯
一
の
場
面
は
本
間
夫
人
と
の
短
い
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
鏡
子
と
の
出
会
い
の
場
面
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
清
一
郎
の
人
生

に
於
て
は
、
重
要
事
件
は
す
べ
て
冬
に
起
き
る
。
例
え
ば
彼
の
結
婚
式
、

藤
子
の
不
倫
、
或
い
は
ま
た
会
社
内
で
の
出
世
の
見
通
し
を
約
束
す
る
義

理
の
父
の
社
長
就
任
、
等
々
。

四
割
が
劇
楓
的
矧
叫
喝
到
矧
d
．
引
呵
引
例
諷
刷
甥
l
l
剰
蛸
矧
鮒
叫
叫
捌
研
創
別

キ
ル
シ
ュ
ネ
ラ
イ
ト
氏
は
、
実
在
時
間
に
は
特
記
す
べ
き
よ
う
な
構
造
を
見

出
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
し
た
吉
田
氏
に
対
し
て
、
四
季
の
象
徴
性
を
主
張
し

た
。
氏
が
時
間
の
分
析
を
行
っ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
も
の
の
、
そ
の
主
張
が

果
た
し
て
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
に
は
、
若
干
の
疑
問
が
残
る
。
例
え
ば
、
そ

の
一
つ
が
「
夏
雄
に
つ
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
事
件
は
春
か
ら
夏
に
か
け
て
起
き
、

一
つ
と
し
て
冬
に
起
き
る
も
の
は
な
い
」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
夏
雄
が
秋
の

展
覧
会
に
出
品
し
た
絵
が
、
N
新
聞
社
賞
を
受
賞
す
る
の
は
一
月
の
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
受
賞
に
よ
っ
て
彼
の
運
命
は
少
し
ず
つ
変
わ
り
始
め
て
い
る
。
ま

た
、
彼
が
水
仙
の
花
に
よ
っ
て
長
ら
く
陥
っ
て
い
た
神
秘
主
義
か
ら
現
実
を
回



復
す
る
の
は
二
月
の
事
な
の
で
あ
る
。
四
季
の
象
徴
と
い
う
だ
け
で
は
、
組
齢

が
出
て
し
ま
う
と
思
わ
れ
る
。

又
、
佐
藤
秀
明
氏
は
、
（
r
鏡
子
の
家
」
　
で
は
時
代
や
年
齢
や
時
間
に
つ
い

て
、
実
感
的
で
写
実
的
な
叙
述
の
方
法
を
探
っ
て
は
い
な
い
。
か
な
り
自
由
な

発
想
に
基
づ
い
て
、
時
間
を
フ
イ
ク
シ
ョ
ナ
ル
に
構
造
化
し
て
い
る
の
で
あ

（
注
五
）

る
）
と
指
摘
し
、
（
そ
こ
に
描
か
れ
た
時
代
、
年
齢
、
時
間
の
象
徴
的
な
意
味
）

の
解
読
を
試
み
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
「
鎮
子
の
家
」
で
は
、
一
九
五
四
年
か
ら
五
六
年
に
か
け
て
の
二
年

間
が
、
一
部
の
回
想
、
も
し
く
は
手
紙
と
言
っ
た
形
で
の
時
間
の
逆
転
を
除
い
て

ほ
ほ
時
間
の
流
れ
に
添
っ
て
経
過
す
る
。
そ
の
時
間
の
中
で
、
鏡
子
と
四
人
の
主

人
公
は
、
成
功
と
挫
折
と
で
も
言
う
べ
き
体
験
を
す
る
。
ま
ず
、
四
人
の
主
人
公

の
成
功
は
「
つ
ま
り
み
ん
な
成
功
し
て
ゐ
る
ん
だ
わ
。
誰
も
彼
も
巧
く
行
っ
て
ゐ

る
ん
だ
わ
。
峻
ち
ゃ
ん
は
試
合
に
勝
ち
、
清
ち
ゃ
ん
は
得
に
な
る
結
婚
を
し
、
夏

雄
ち
ゃ
ん
は
有
名
に
な
り
、
収
ち
ゃ
ん
は
筋
肉
を
わ
が
も
の
に
し
た
わ
け
な
の

ね
」
と
い
う
鏡
子
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
の
成
功
は
、
長

く
は
続
か
な
い
。
六
章
以
下
、
つ
ま
り
第
二
部
で
は
彼
ら
の
挫
折
が
次
々
と
描
か

れ
る
。
峻
告
は
、
日
本
フ
ェ
ザ
ー
級
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の
タ
イ
ト
ル
を
手
に
し
た
晩
、

チ
ン
ピ
ラ
に
絡
ま
れ
て
拳
を
漬
し
ボ
ク
サ
ー
と
し
て
の
道
を
断
た
れ
、
右
翼
団
体

に
入
団
す
る
に
至
り
、
清
一
郎
は
赴
任
先
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
、
同
じ
ア

パ
ー
ト
の
住
人
で
同
性
愛
者
の
フ
ラ
ン
ク
に
妻
を
寝
取
ら
れ
る
。
夏
雄
は
展
覧

会
の
為
の
ス
ケ
ッ
チ
に
行
っ
た
富
士
で
樹
海
を
見
て
以
来
、
神
秘
主
義
に
は
ま

り
、
絵
が
描
け
な
く
な
る
し
、
収
は
母
の
借
金
の
た
め
に
醜
い
女
高
利
貸
し
の
清

美
の
愛
人
と
な
り
つ
い
に
は
彼
女
と
心
中
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
を
時
間
順
に

並
べ
直
し
、
且
つ
、
テ
ク
ス
ト
に
織
り
込
ま
れ
た
多
く
の
時
事
事
件
を
参
考
に
、

四
人
の
主
人
公
が
ど
の
時
期
に
成
功
と
挫
折
を
経
験
し
た
の
か
割
り
出
す
と
、

あ
る
共
通
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
こ
の
、
四
人

の
主
人
公
及
び
鏡
子
の
持
つ
時
間
の
類
似
性
こ
そ
が
、
こ
の
物
語
を
統
合
す
る

機
能
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
具
体
的
な
検
証
に
移
る
。

二

夏
雄
の
場
合
、
運
命
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
一

一
九
五
四
年
「
七
月
に
入
っ
た
或
る
日
」
夏
雄
は
、
秋
の
展
覧
会
の
画
材
探
　
3
1

L
に
深
大
寺
へ
向
か
う
。
そ
こ
で
彼
は
、
落
日
を
見
、
こ
れ
を
描
く
こ
と
に
決
－

め
た
。
完
成
し
た
絵
を
夏
雄
は
、
展
覧
会
に
出
品
し
た
。

夏
雄
の
　
「
落
日
」
は
秋
の
展
覧
会
で
非
常
な
評
判
を
と
っ
た
。
（
五
）

今
年
に
入
っ
て
勿
々
　
「
落
日
」
が
N
新
聞
社
賞
を
受
け
た
の
で
、
夏
雄

は
世
間
的
に
有
名
に
な
っ
た
。
た
く
さ
ん
の
人
に
会
っ
た
り
話
を
し
た
り

す
る
折
が
多
く
な
っ
た
、
彼
は
す
ぐ
さ
う
い
ふ
生
活
に
飽
き
た
。
（
五
）

こ
の
絵
は
、
一
九
五
四
年
秋
の
展
覧
会
で
評
判
を
取
り
、
翌
五
五
年
の
一
月



に
は
N
新
聞
社
賞
を
受
賞
、
彼
は
一
気
に
名
声
を
手
に
入
れ
る
。
名
声
を
手
に

入
れ
た
夏
雄
は
こ
れ
に
興
味
を
示
す
で
も
な
か
っ
た
が
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と

に
関
わ
ら
ず
、
彼
は
有
名
人
と
な
り
、
有
名
税
と
で
も
言
う
べ
き
体
験
を
す
る

こ
と
に
な
る
。

「
あ
れ
、
た
し
か
に
、
山
形
夏
雄
だ
わ
。
売
り
出
し
た
と
思
っ
て
、
い
い
気

な
も
人
ね
」

夏
雄
は
わ
が
耳
を
疑
っ
た
。
こ
の
種
の
言
葉
を
人
の
口
か
ら
き
い
た
こ

と
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

自
分
が
傷
つ
く
よ
り
も
先
に
、
彼
を
愕
か
せ
た
こ
と
は
、
何
一
つ
悪
い

こ
と
を
し
な
い
の
に
、
自
分
の
些
細
な
名
声
が
、
世
間
の
ど
こ
か
で
あ
の

若
者
た
ち
を
傷
つ
け
て
ゐ
た
と
い
ふ
発
見
で
あ
る
。

こ
の
若
者
た
ち
に
、
自
分
が
確
実
に
愛
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
思
ひ
は
、

大
袈
裟
に
い
へ
ば
一
種
の
失
寵
の
や
う
に
彼
の
心
に
響
い
た
。
（
五
）

夏
雄
は
、
自
分
の
知
ら
な
い
人
か
ら
の
、
自
分
に
対
す
る
陰
口
を
聞
く
の
で

あ
る
。
彼
は
こ
れ
ま
で
、
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
か

っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、

次
の
絵
に
挑
戦
す
る
。
一
九
五
五
年
「
七
月
十
日
」
、
夏
雄
は
再
び
、
秋
の
展

覧
会
の
為
に
、
今
度
は
富
士
の
樹
海
へ
と
出
か
け
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
樹
海
を

見
て
戦
慄
す
る
。
今
ま
で
夏
雄
の
目
に
見
え
て
い
た
単
純
で
簡
素
で
秩
序
だ
っ

た
世
界
が
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
絵
が
描
け
な
く
な
っ
て

し
ま
い
、
そ
れ
ま
で
度
々
手
紙
を
寄
越
し
た
中
橋
房
江
に
助
け
を
求
め
る
。
房

江
は
そ
ん
な
彼
に
神
秘
の
世
界
を
知
ら
し
め
、
や
が
て
夏
雄
は
こ
の
神
秘
の
泥

沼
に
は
ま
り
込
ん
で
し
ま
う
。
夏
雄
は
、
鏡
子
の
家
を
最
後
に
訪
問
し
た
際
、

銀
子
に
、
「
僕
が
一
日
一
日
現
実
を
快
復
し
て
、
今
か
う
し
て
君
の
前
に
元
気

な
姿
を
見
せ
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
二
ケ
月
間
に
つ
い
て
は
、
そ
ん
な
に
詳
し

く
話
す
必
要
は
な
い
だ
ら
う
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
五
六
年
二
月
ま
で

の
約
半
年
も
の
間
、
こ
の
泥
沼
に
は
ま
り
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

次
に
、
収
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
彼
の
運
命
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

無
名
の
新
劇
俳
優
で
あ
る
収
は
、
自
分
の
顔
に
絶
大
な
る
自
信
を
持
っ
て
お
り
、

鏡
で
そ
の
美
し
い
顔
を
見
る
こ
と
で
己
の
存
在
の
確
認
を
し
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
情
事
の
際
、
光
子
に
貧
弱
な
肉
体
を
か
ら
か
わ
れ
、
こ
れ
を
鍛
え
よ
う
と

決
心
す
る
。
彼
は
、
肉
体
は
顔
と
違
っ
て
鏡
を
使
わ
ず
と
も
、
自
分
の
目
で
見
る

こ
と
が
出
来
る
、
自
分
の
存
在
の
堅
固
な
証
明
を
眺
め
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
九
五
四
年
「
五
月
は
じ
め
」
、
収
は
大
学
の
先
輩
で

あ
る
武
井
に
手
ほ
ど
き
さ
れ
、
重
量
挙
げ
を
始
め
た
。
「
骨
が
太
い
」
か
ら
心
配
す

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
武
井
の
言
東
通
り
、
収
は
見
違
え
る
ほ
ど
達
し
く
な
る
。
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そ
こ
に
は
新
た
に
生
れ
た
筋
肉
が
輝
や
い
て
ゐ
た
。
あ
れ
ほ
ど
無
為
に

馴
叫
で
ゐ
た
彼
が
、
こ
こ
三
月
半
と
い
ふ
も
の
、
〓
週
三
回
づ
つ
を
欠
か

き
ず
に
、
ジ
ム
通
ひ
を
つ
づ
け
て
か
う
な
っ
た
の
で
あ
る
。
依
然
と
し
て



舞
台
の
役
が
つ
か
ぬ
あ
ひ
だ
に
、
一
方
微
妙
な
確
実
さ
で
、
筋
肉
は
増
し

て
来
て
ゐ
た
ぐ
筋
肉
は
す
こ
し
づ
つ
空
気
を
純
の
輪
郭
の
用
皿
へ
お
し
の

け
1
廿
ゐ
l
d
1
硯
刷
u
哺
引
〓
剖
剣
嘲
痢
到
薗
判
別
d
d
引
例
打
倒
1
刺
引

u
J
U
細
繍
功
利
引
け
軸
が
手
で
発
っ
て
ゐ
る
構
内
の
は
う
を
愛
し
た
。
（
三
）

右
に
挙
げ
た
の
は
、
民
子
の
別
荘
で
の
記
述
で
あ
る
。
「
三
月
半
」
と
い
う
記

述
か
ら
、
八
月
下
旬
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
肉
体
を

手
に
し
た
収
は
必
然
的
に
、
ジ
ム
の
仲
間
た
ち
と
過
ご
す
時
間
が
増
え
て
ゆ

く
。
彼
の
母
は
、
金
貸
し
か
ら
借
り
た
資
金
を
元
に
服
飾
店
を
喫
茶
店
へ
と
改

装
し
て
い
た
が
、
こ
の
店
へ
収
は
ジ
ム
仲
間
を
連
れ
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
。

刺
引
叫
剥
功
利
出
初
副
日
割
1
側
咄
矧
叫
引
封
0
割
矧
が
d
d
1
組
引

渕
u
可
謝
れ
融
ヨ
ヨ
「
u
q
利
別
功
瑚
利
必
要
引
到
別
司
q
J
矧
矧

武
井
の
会
話
の
中
で
、
こ
の
後
収
が
体
験
す
る
恐
る
べ
き
事
件
の
予
言
が
次
の

よ
う
に
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

夏
雄
は
こ
ん
な
議
論
に
子
供
ら
し
い
危
険
を
感
じ
た
。
第
一
、
芸
術
作

品
と
は
、
呂
に
見
え
る
美
と
は
ち
が
っ
て
、
目
に
見
え
る
美
を
お
も
て
に

示
し
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
自
体
は
目
に
見
え
な
い
、
単
な
る
時
間
的
耐
久

性
の
保
障
な
の
で
あ
る
。
作
品
の
本
質
と
は
、
超
時
間
性
に
他
な
ら
な
い

の
だ
。
も
し
人
間
の
肉
体
が
芸
術
作
品
だ
と
仮
定
し
て
も
、
嘲
矧
吋
蝕
引

れ
て
衰
退
し
て
ゆ
く
傾
向
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ら
う
。
そ
こ

苛
し
こ
の
仮
定
が
成
立
つ
と
す
れ
ば
、
最
上
の
条
件
の
時
に
お
け
る
自

殺
だ
け
が
、
そ
れ
を
衰
退
か
ら
教
ふ
だ
ら
う
。
（
中
略
）

た
う
と
う
耐
へ
か
ね
て
、
夏
雄
は
か
う
言
っ
た
。

「
刊
ん
な
に
筋
肉
が
大
切
な
ら
、
年
を
と
ら
な
い
う
ち
に
、
一
等
美
し
い
と
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は
ど
ん
な
野
心
の
代
り
を
も
し
た
の

で
あ
る
。
（
五
）

き
に
自
殺
し
て
し
ま
へ

収
と
ジ
ム
の
仲
間
、
つ
ま
り
収
と
「
筋
肉
の
友
」
と
の
会
話
の
中
に
、
ソ
連

首
相
マ
レ
ン
コ
フ
辞
任
の
話
誼
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
「
一
ト
月
半
ば

か
り
も
前
の
古
い
ニ
ュ
ー
ス
」
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

時
期
が
一
九
五
五
年
の
三
月
下
旬
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
収
が
筋
肉
を
手
に

入
れ
て
か
ら
的
半
年
、
彼
は
、
役
が
つ
か
な
い
こ
と
を
思
い
煩
う
必
要
も
な
く

な
り
、
幸
福
を
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
へ
訪
ね
て
き
た
夏
雄
と

夏
雄
の
語
気
は
い
つ
に
な
く
強
く
、
い
つ
に
な
く
怒
気
を
あ
ら
は
に
し

て
ゐ
た
の
で
、
一
同
が
黙
っ
て
顔
を
見
合
は
す
よ
り
さ
き
に
、
こ
ん
な
夏

雄
を
は
じ
め
て
見
る
収
が
、
愕
き
の
H
を
向
け
た
。
（
五
）

果
た
し
て
収
は
こ
の
予
言
通
り
「
一
等
美
し
い
と
き
に
自
殺
」
し
て
し
ま

う
。
収
の
母
が
借
り
た
金
は
、
利
息
を
払
い
に
行
か
な
か
っ
た
た
め
に
元
金
の

二
倍
に
膨
れ
上
が
り
、
店
に
は
愚
連
隊
が
借
金
の
催
促
に
度
々
訪
れ
る
よ
う
に



な
っ
て
い
た
。
窮
し
て
し
ま
っ
た
親
子
で
あ
っ
た
が
、
醜
い
高
利
貸
し
の
女
清

美
は
、
収
の
体
を
譲
渡
す
れ
ば
、
借
金
は
帳
消
し
に
し
て
も
よ
い
と
提
案
を

し
、
収
は
こ
れ
を
承
諾
す
る
。
こ
う
し
て
清
美
の
情
夫
と
な
っ
た
収
は
、
清
美

と
の
逢
い
引
き
を
続
け
る
う
ち
、
彼
女
と
共
に
怖
ろ
し
い
遊
戯
に
の
め
り
込
む

よ
う
に
な
る
。
死
の
直
前
、
収
は
、
一
九
五
五
年
八
月
の
千
秋
楽
間
近
の
歌
舞

伎
座
公
演
を
母
と
見
に
行
っ
た
。
そ
し
て
鏡
子
の
家
で
、
快
楽
の
秘
密
を
鏡
子

に
語
り
残
し
、
情
死
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
清
一
郎
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
彼
の
運
命
は
次
の
よ
う
に
展
開

さ
れ
る
。

会
話
の
能
力
を
評
価
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
転
勤
す
る
。

鏡
子
宛
の
手
紙
は
細
大
洩
ら
さ
ぬ
身
辺
報
告
で
、
薄
い
航
空
用
便
箋
に

正
確
な
細
字
が
語
っ
て
ゐ
た
。

ヨ
判
型
1
コ
」
引
急
引
り
列
当
矧
酬
刊
朝
刊
引
吋
到
d
．
利
別
。
1
刊
の

甜
u
山
創
価
咄
刻
詞
叫
諭
刊
嘲
椚
到
利
功
山
句
d
川
副
割
判
到
吋
矧
前

略
抽
可
何
対
丹
l
刊
丹
利
引
け
刊
劃
す
、
自
分
か
ら
汚
い
逆
刑
な
人
か
し
た

式
場
は
明
治
記
念
館
、
披
露
宴
は
帝
国
ホ
テ
ル
の
孔
雀
の
間
に
決
め
ら

れ
た
。
藤
子
の
意
見
で
宴
は
カ
ク
テ
ル
・
ビ
ユ
フ
エ
の
形
式
に
な
り
、
招

待
状
が
五
百
人
に
出
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
で
庫
崎
家
の
客
が
四
百
五
六
十

人
を
占
め
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
だ
け
の
人
数
に
絞
る
の
で
も
容
易
で
は
な
か

っ
た
。
相
刃
は
咄
劇
咄
瑚
刻
魂
刊
扇
組
頭
月
田
刊
1
割
廟
叫
矧
矧
矧
矧
矧

叫
相
劃
劃
矧
コ
l
l
刃
可
動
利
剣
珂
判
¶
刻
判
別
剖
司
た
l
。
（
四
）

山
川
物
産
副
社
長
席
崎
弦
三
の
娘
藤
子
と
清
一
郎
の
結
婚
式
は
、
一
九
五
四

年
十
二
月
七
日
に
取
り
行
わ
れ
た
。
こ
の
日
、
新
党
準
備
会
の
代
表
を
務
め
る

仲
人
、
大
垣
弥
七
の
政
敵
で
あ
る
吉
田
茂
が
内
閣
総
辞
職
を
し
、
清
一
郎
夫
妻

は
、
幸
先
の
い
い
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。
や
が
て
清
一
郎
は
、
英

わ
け
で
は
な
い
。

君
も
知
つ
て
の
通
り
、
僕
は
朴
訊
こ
の
上
な
い
青
年
で
、
し
か
も
英
語

が
少
々
喋
れ
る
の
だ
。
外
国
語
の
会
話
が
出
来
る
こ
と
は
通
例
軽
薄
な
能

力
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
、
僕
は
そ
の
例
外
な
ん
だ
。
い
つ
か
読
ん
だ

r
マ
ク
シ
ム
」
の
中
に
、
痛
い
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
。
「
さ
も
朴
的
ら
し

く
装
ふ
の
は
、
微
妙
な
ペ
テ
ン
で
あ
る
」
と
さ
。
（
後
略
）
」
　
（
六
）

右
に
挙
げ
た
の
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
行
き
の
機
上
で
書
い
た
清
一
郎
の
手
紙

で
あ
る
。
峻
書
は
、
鏡
子
に
、
清
一
郎
か
ら
き
た
手
紙
を
読
み
に
来
な
い
か
と

誘
わ
れ
て
鏡
子
の
家
を
訪
問
し
、
峻
書
宛
や
鏡
子
宛
の
手
紙
を
読
む
。
峻
書
が

鏡
子
の
家
を
訪
問
し
た
の
は
、
そ
の
前
後
に
あ
る
夏
雄
・
収
の
話
か
ら
考
え
て

一
九
五
五
年
七
月
始
め
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
九
五
五
年
四
月
二
四
日

に
行
わ
れ
た
暖
書
の
試
合
の
日
、
清
一
郎
が
鎮
子
に
「
も
う
ぢ
き
、
外
国
へ
行

く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
ん
だ
」
と
告
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
清
一
郎
が
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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
赴
任
し
た
の
は
一
九
五
五
年
六
月
頃
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
、
機
上
か
ら
の
清
一
郎
の
手
紙
は
更
に
次
の
よ
う
に
続
く
。

か
う
し
て
僕
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
転
勤
は
、
上
層
部
で
は
早
々
と
決
っ
て
し

ま
っ
た
。

1
－
¶
相
加
山
引
叫
引
付
c
m
辺
で
的
雷
工
作
か
は
じ
ま
っ
た
ぐ
同
じ
ニ
l
▼
ト
の
人

間
か
、
　
あ
い
つ
は
ス
ウ
ン
ド
・
ブ
し
イ
を
し
て
ゐ
る
尋
」
川

っ
て
J
l
・
・
＝
ひ
ふ
ら
寸
。
更
に
代
に
対
す
る
抑
捗
年
謝
封
叫
叫
仙
骨
刑
封
川
司

ま
で
行
っ
て
、

あ
の
勇
に
は
気
を
つ
け
ろ
。
実
に
冷
た
い
男
で
、
君
ら

の
と
こ
ろ
か
ら
出
す
見
積
杏
に
ミ
ス
で
も
あ
っ
た
ら
、
自
分
は
あ
く
ま
で

矧
引
山
痢
到
り
¶
－
功
刀
朝
刊
期
の
l
i
H
q
¶
封
l
慧
当

千
∴
∴
∴
十
工
当
．
‥
．
．
十
∴
㌦
∴
∴
J
：
字
．
∴
巨
＝
「
「
日
月
l
l

つ
ひ
に
人
事
部
長
の
と
こ
ろ
へ
ま
で
、

僕
の
こ
と
を
、
リ
ベ
ー
ト
取
り
の

常
習
者
だ
と
い
ふ
投
書
を
出
し
た

ゐ
る
。
も
ち
ろ
ん
匿
名
で
だ
。
人

事
郡
長
は
も
と
も
と
常
務
と
同
期
な
の
だ
が
、
自
分
が
非
現
業
で
冷
飯
を

喰
は
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
怨
み
が
、
こ
ん
な
と
き
に
急
に
募
っ
て
来
て
、

し
十
．
描
八
戸
ご
‥
∵
l
J
は
「
∴
‥
r
い
十
・
∵
言
主
‥
誉
巨
‥
＼
∴
l
√
い
い
、
L

書
や
噂
の
数
々
を
持
ち
出
し
て
き
て
反
対
し
た
。

（六）

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
行
き
は
栄
転
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
藤
子
と
の
結
婚

に
よ
っ
て
「
評
判
が
幾
分
か
落
ち
た
」
も
の
の
、
「
単
純
な
快
男
児
タ
イ
プ
」

と
し
て
概
ね
社
員
か
ら
好
印
象
を
持
た
れ
て
い
た
清
一
郎
の
社
内
で
の
立
場
は
、

こ
の
栄
転
に
よ
っ
て
一
転
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
辞
令
は
下

り
、
清
一
郎
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
と
旅
立
つ
。
栄
転
先
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は

悲
劇
が
待
ち
か
ま
え
て
い
た
。
一
九
五
五
年
十
二
月
、
清
一
郎
の
シ
カ
ゴ
出
張

中
に
妻
藤
子
が
過
ち
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。
不
義
の
相
手
は
同
じ
ア
パ
ー
ト
の

住
人
で
同
性
愛
者
の
フ
ラ
ン
ク
だ
っ
た
。
そ
の
事
実
を
清
一
郎
は
知
っ
て
い
た

が
、
藤
子
は
知
ら
な
か
っ
た
。
同
性
愛
者
に
自
分
の
妻
を
寝
取
ら
れ
る
と
い
う

「
一
風
変
っ
た
コ
キ
ュ
」
体
験
は
、
清
一
郎
が
思
っ
て
い
た
以
上
に
、
自
身
を

傷
つ
け
た
。
「
格
好
な
切
り
札
」
　
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ク
が
同
性
愛
者
と
い
う
事

実
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妻
の
不
貞
と
い
う
事
実
は
、
銀
子
や
、

山
川
夫
人
に
洗
い
ざ
ら
い
ぶ
ち
ま
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
、
彼
に
重

く
の
し
か
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
唆
書
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
彼
の
運
命
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

一
九
五
五
年
四
月
二
四
日
、
峻
吉
の
プ
ロ
転
向
第
一
戦
目
が
行
わ
れ
た
。
相

手
は
元
全
日
本
フ
ェ
ザ
ー
級
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の
南
猛
勇
で
、
現
在
は
ラ
ン
キ
ン

グ
九
位
、
引
退
間
近
と
い
う
噂
の
出
て
い
る
ボ
ク
サ
ー
で
あ
っ
た
。
唆
吉
は
あ

っ
さ
り
と
二
ラ
ウ
ン
ド
で
K
O
勝
ち
す
る
。
プ
ロ
転
向
戦
か
ら
わ
ず
か
半
年
後

の
一
九
五
五
年
十
月
に
、
峻
吉
は
全
日
本
フ
ェ
ザ
ー
級
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
に
挑
戦

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
持
ち
駒
の
少
な
い
八
代
拳
が
売
り
急
い
だ
た

め
で
も
あ
る
が
、
夏
ま
で
に
八
回
戦
で
二
度
勝
利
を
収
め
た
峻
土
日
に
は
挑
戦
者

の
資
格
が
あ
っ
た
。
当
然
の
ご
と
く
唆
書
は
勝
利
を
収
め
、
タ
イ
ト
ル
を
手
に
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し
、
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
ベ
ル
ト
を
与
え
ら
れ
る
。
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
る
東
洋
製
瓶

社
長
花
岡
と
、
八
代
拳
会
長
に
連
れ
ら
れ
、
酒
場
や
キ
ャ
パ
レ
エ
を
ま
わ
っ
た

彼
は
、
行
く
先
々
で
、
祝
杯
を
挙
げ
ら
れ
た
り
、
握
手
を
求
め
ら
れ
た
り
と
い

う
歓
迎
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
唆
書
に
も
悲
劇
が
待
ち
か
ま
え
て
い

た
。
皆
と
別
れ
た
後
ふ
ら
り
と
入
っ
た
酒
場
で
チ
ン
ピ
ラ
に
絡
ま
れ
、
拳
を
潰

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ボ
ク
サ
ー
と
し
て
の
前
途
を
断
た
れ
た

唆
書
は
、
大
学
の
応
援
団
長
で
あ
っ
た
正
木
に
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
、
右
翼
団
体

の
姦
忠
会
に
幹
部
団
白
と
し
て
入
隊
す
る
の
で
あ
る
。

「
峻
ち
ゃ
ん
！
唆
ち
ゃ
ん
ぢ
や
な
い
の
」

光
子
は
唆
書
だ
と
知
る
と
、
忽
ち
幻
想
を
破
ら
れ
た
感
じ
が
し
た
。
し

か
し
制
服
を
着
た
唆
吉
の
顔
に
は
、
野
卑
な
な
ま
な
ま
し
い
精
力
が
溢
れ

て
ゐ
た
。
制
服
が
は
ち
切
れ
る
ほ
ど
肥
っ
た
そ
の
体
は
、
二
人
の
女
の
前

に
吃
立
し
て
、
体
全
体
で
何
か
屈
辱
的
な
こ
と
を
命
令
し
て
ゐ
る
や
う
に

見
封
。
（
十
）

一
九
五
六
年
四
月
始
め
、
鏡
子
の
家
を
訪
問
し
、
鏡
子
か
ら
、
夏
雄
と
関
係

を
持
っ
た
こ
と
、
ま
た
夫
が
帰
っ
て
く
る
の
で
以
後
友
達
付
き
合
い
は
し
な
い

こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
光
子
と
民
子
は
、
そ
の
帰
り
道
で
、
姦
忠
会
の
仲
間
と
共

に
信
濃
駅
前
に
い
た
唆
吉
を
目
撃
す
る
。
制
服
に
身
を
包
ま
れ
た
彼
の
体
は
肥

り
き
っ
て
お
り
、
か
つ
て
の
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
面
影
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が

出
来
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

三

以
上
の
検
証
か
ら
、
冒
頭
で
挙
げ
た
四
人
の
主
人
公
の
共
通
点
が
お
の
ず
と

明
ら
か
に
な
る
。
彼
ら
は
す
べ
て
、
一
年
を
サ
イ
ク
ル
に
し
て
、
そ
の
成
功
と
挫

折
が
措
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
間
地
点
、
つ
ま
り
、

成
功
か
ら
約
半
年
で
、
運
命
が
頂
点
を
極
め
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。

更
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頂
点
を
極
め
た
運
命
の
背
後
に
、
例
外
な
く
、
や
が
て
来

る
下
降
の
兆
し
が
現
れ
て
い
る
事
も
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
軌
跡
は
、
鏡

子
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
だ
。
鏡
子
の
運
命
の
変
化
は
、
冒
頭
、

中
盤
、
結
末
に
お
い
て
起
き
る
三
件
の
情
事
に
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

一
皮
目
の
情
事
は
、
一
九
五
四
年
四
月
は
じ
め
、
箱
根
の
ホ
テ
ル
で
起
き

る
。
夏
雄
、
収
、
唆
書
、
光
子
と
民
子
そ
し
て
鏡
子
の
五
人
は
、
箱
根
へ
旅
行
に

出
か
け
る
。
ホ
テ
ル
で
は
、
収
は
光
子
と
、
峻
吉
は
民
子
と
同
室
で
あ
っ
た
が
、

夏
雄
と
錠
子
は
そ
れ
ぞ
れ
別
室
を
取
る
。
そ
の
夜
、
錠
子
は
夏
雄
の
部
屋
を
訪

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
童
貞
で
あ
る
夏
雄
は
鏡
子
と
関
係
を
持
つ
こ
と
を
達

巡
し
、
鏡
子
も
強
い
て
求
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
関
係
は
成
立
し
な
か
っ
た
。

二
度
目
の
情
事
は
、
峻
書
の
祝
賀
会
が
行
わ
れ
た
一
九
五
五
年
四
月
二
四

日
、
鏡
子
の
家
で
起
き
る
。
峻
吉
と
光
子
は
す
で
に
奥
の
日
本
間
の
床
の
中
で

あ
っ
た
し
、
民
子
と
収
そ
し
て
夏
雄
は
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
へ
出
か
け
て
し
ま
っ
て

い
た
。
居
間
で
、
清
一
郎
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
転
勤
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
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聞
か
さ
れ
た
鏡
子
は
、
唆
吉
と
民
子
の
い
る
日
本
間
へ
視
線
を
や
り
、
「
か
つ

て
一
皮
も
見
せ
な
か
っ
た
や
う
な
身
振
り
」
で
清
一
郎
を
誘
う
。
し
か
し
な
が

ら
鏡
子
の
寝
室
へ
二
人
が
向
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
其
砂
子
の
邪
魔
が
入
り
、
ま

た
も
や
関
係
が
成
立
し
な
か
っ
た
。

そ
し
て
三
度
目
の
情
事
は
、
一
九
五
六
年
四
月
は
じ
め
、
夫
が
帰
っ
て
く
る
数

旦
別
の
鎮
子
の
家
で
起
き
た
。
メ
キ
シ
コ
に
行
く
前
に
別
れ
を
告
げ
に
来
た
夏

雄
に
、
女
を
教
え
て
あ
げ
よ
う
と
、
銀
子
が
誘
い
、
情
事
は
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
で
は
、
鏡
子
の
無
秩
序
な
生
き
方
が
、
中
盤
で
は
、
少

な
か
ら
ず
思
い
を
寄
せ
る
清
一
郎
と
の
情
事
の
成
り
行
き
と
そ
れ
が
其
砂
子
に

よ
っ
て
無
惨
に
も
ぶ
ち
壊
し
に
な
る
様
が
、
そ
し
て
結
末
で
は
夏
雄
と
の
情
事

に
よ
る
無
秩
序
と
の
決
別
が
、
そ
れ
ぞ
れ
措
か
れ
る
。
鏡
子
の
運
命
も
、
二
年
サ

イ
ク
ル
で
は
あ
る
も
の
の
、
四
人
の
主
人
公
と
同
じ
軌
跡
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
今
一
度
四
人
の
主
人
公
の
成
功
と
挫
折
の
時
期
を
ま
と
め
て
み
よ

う
。
ま
ず
、
一
九
五
四
年
七
月
に
夏
雄
が
、
八
月
に
収
が
、
一
二
月
に
清
一
郎

が
、
翌
年
四
月
に
唆
書
が
成
功
を
収
め
る
。
次
に
、
一
九
五
五
年
一
月
に
夏
雄

が
、
三
月
に
収
が
、
六
月
に
清
一
郎
が
、
十
月
に
峻
書
が
頂
点
を
極
め
る
。
そ

し
て
、
一
九
五
五
年
七
月
に
夏
雄
が
、
八
月
に
収
が
、
十
二
月
に
清
一
郎
が
、

翌
年
四
月
に
唆
吉
が
挫
折
す
る
。
つ
ま
り
、
夏
雄
か
ら
峻
吉
へ
と
い
う
運
命
の

ラ
イ
ン
が
、
二
年
間
に
渡
り
連
続
し
て
引
か
れ
、
そ
れ
が
全
体
と
し
て
、
錠
子

の
運
命
が
象
徴
す
る
よ
う
な
二
年
サ
イ
ク
ル
の
、
成
功
・
頂
点
・
挫
折
と
い
っ

た
運
命
の
変
化
を
な
だ
ら
か
に
措
く
、
と
い
う
大
き
な
構
成
を
、
「
鏡
子
の
家
」

の
作
中
時
間
が
持
っ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を

図
示
す
る
と
表
一
の
よ
う
に
な
る
。

【
表
1
】

十 九
八 巨 l 六 五 l 四 二「

牽

四
± 十 十 九 八 七 六 五 四

± 十 十 九 八 七 六 五 四 月

樹
海

受
賞

落
日 夏

雄

情
死

幸
福

肉
体

収

不
義

栄
転

結
婚 活

郎

右
翼

王
者

勝
利 峻

吉

情
事

情
事

情
事 鎮

子



お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
「
銃
子
の
家
」
　
に
お
け
る
時
間
構
造
は
、
ど
う
い
う

意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
「
「
鏡
子
の
家
J
創
作
ノ
ー
ト
」
か
ら
は
、
作
者
が

作
中
時
間
を
ど
の
よ
う
に
構
成
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
確
認
す
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
当
初
は
昭
和
二
十
九
年
四
月
か
ら
同
三
十

、
汗
・
．
1

三
年
四
月
ま
で
の
四
年
間
で
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
四

月
と
設
定
し
て
い
た
清
一
郎
の
結
婚
を
、
十
二
月
へ
と
変
更
、
又
、
一
月
に
神

秘
主
義
の
虜
に
な
る
は
ず
の
夏
雄
も
、
そ
れ
が
七
月
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
変
更
に
よ
っ
て
、
四
人
の
主
人
公
の
運
命
サ
イ
ク
ル
が
一
年
へ
と
整

合
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
作
中
時
間
を
、
一
年
な
い
し
は
二
年

と
、
四
人
の
主
人
公
及
び
鏡
子
に
平
等
に
与
え
、
且
つ
そ
れ
ら
を
順
々
に
配
置

す
る
こ
と
で
、
作
品
を
統
合
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
、
三
島
の
時
間
意
識
は
、
「
r
禁
色
」
創
作
ノ
ー
ト
」
に
も
見
る

こ
と
が
出
来
よ
う
。
昭
和
二
十
五
年
に
書
か
れ
た
創
作
ノ
ー
ト
は
「
「
禁
色
」
ノ

ー
ト
」
お
よ
び
「
他
作
品
の
た
め
の
ノ
ー
ト
が
混
在
し
、
特
に
後
扉
か
ら
始
ま

る
ノ
ー
ト
の
冒
頭
に
は
作
品
と
し
て
は
存
在
し
な
い
「
饗
宴
亡
の
構
想
が
杏
か

（
注
七
）

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
　
「
饗
宴
」
　
の
腹
案
と
し
て
メ
モ
さ
れ
た
部
分
に

（
注
八
）

は
、
三
島
自
身
が
後
に
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
後
の
長
編
「
豊
続
の
海
」
　
へ
と

繋
が
る
、
「
時
間
」
　
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
私
は
更
に
こ
こ

に
は
、
「
鏡
子
の
家
」
に
お
け
る
「
時
間
」
に
つ
い
て
の
記
述
も
読
み
と
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

◎
同
時
性
　
〓
疋
時
間
＝
持
時
間
を
一
人
一
人
等
分
に
与
へ
、
そ
れ
を

い
か
に
合
す
か
？
将
棋
と
同
じ
。
1
7
ツ
ウ
の
小
説
も
さ
う
で
あ
る
。

△
時
間
を
ど
う
使
ふ
か
？
〓
疋
の
同
盟
の
青
年
た
ち

し
か
も
個
々
別
々
の
物
語
を
も
つ
。
同
盟
の
不
可
能
。

右
の
〓
節
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
饗
宴
」
の
構
想
メ
モ
で
あ
り
、
「
鏡
子

の
家
」
に
も
通
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
「
錠
子

の
家
」
で
は
、
四
人
の
主
人
公
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
を
裁
断
し
つ
つ
描
き
な
が

ら
、
「
〓
疋
時
間
」
と
し
て
、
一
年
と
い
う
持
時
間
を
一
人
一
人
等
分
に
与
え
、

同
時
性
を
持
た
せ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
こ
こ
に
、
四
つ
の
物
語
を
時
間
に
よ

っ
て
統
合
し
よ
う
と
し
た
三
島
の
意
図
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
先

に
触
れ
た
が
、
三
島
が
「
豊
餞
の
梅
」
の
構
想
に
着
手
し
始
め
た
の
が
昭
和
三

十
五
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
鏡
子
の
家
」
が
出
版
さ
れ
不
評
が
相
次
い
だ
時
期

と
ち
ょ
う
ど
重
な
る
。
「
鏡
子
の
家
」
　
で
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
、
こ
の
時
間

構
成
が
物
語
を
統
合
す
る
と
い
う
試
み
は
、
生
ま
れ
も
育
ち
も
無
関
係
な
四
人

の
少
年
少
女
ら
が
、
二
十
年
の
生
涯
と
い
う
共
通
の
持
時
間
を
与
え
ら
れ
、

次
々
と
転
生
す
る
こ
と
で
物
語
が
繋
が
っ
て
ゆ
く
「
豊
鏡
の
海
」
の
時
間
構
成

へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

構
成
の
優
劣
と
作
品
の
評
価
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
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で
「
鏡
子
の
家
」
は
失
敗
作
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
は
免
れ
得
な
い
の
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
島
文
学
を
通
し
て
考
え
る
な
ら
ば
　
「
鏡
子
の

家
」
は
も
っ
と
重
要
視
さ
れ
て
い
い
は
ず
で
あ
る
。
特
に
「
豊
餞
の
海
」
　
へ
至

る
過
程
と
し
て
は
、
内
容
・
方
法
そ
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
看
過
で
き
な
い
問

題
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
説
を
古
く
に
あ
た
っ
て
三
島
は
構
成
の
問
題
、
つ
ま
り
方
法
論
に
対
し
て

非
常
に
固
執
し
て
い
た
。
彼
は
、
「
小
説
固
有
の
問
題
」
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
生

き
な
が
ら
何
故
又
い
か
に
小
説
を
書
く
か
」
と
い
う
問
題
、
「
わ
れ
わ
れ
が
生

き
な
が
ら
何
故
又
い
か
に
芸
術
に
携
は
る
か
」
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
、
と

（
注
九
）

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

小
説
と
は
、
本
質
的
に
、
方
法
論
を
模
索
す
る
芸
術
で
あ
る
。
戯
曲
の
や

う
な
方
法
論
と
型
式
を
自
ら
の
う
ち
に
そ
な
へ
た
芸
術
と
ち
が
ふ
と
こ
ろ

だ
。
プ
ル
ウ
ス
ト
の
「
失
は
れ
し
時
」
は
、
話
者
が
こ
の
方
法
論
を
発
見

す
る
と
こ
ろ
で
巻
を
閉
ぢ
る
。

「
鏡
子
の
家
」
は
、
こ
の
三
島
の
文
学
論
を
解
明
す
る
重
要
な
作
品
と
し
て
、

ま
た
「
豊
鏡
の
海
」
へ
至
る
過
程
と
し
て
、
も
っ
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
注
十
｝

石
崎
等
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
鏡
子
の
家
」
と
「
豊
餞
の
海
」
　
の
関
連
を

解
く
研
究
も
な
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
人
物
論
と
絡
め
た
方
向
の

も
の
、
言
う
な
れ
ば
内
容
論
に
限
ら
れ
て
お
り
、
方
法
論
に
お
け
る
比
較
検
討

は
ま
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
。
今
後
は
、
「
r
鏡
子
の
家
し
創
作
ノ
ー
ト
」
の
分

析
の
み
な
ら
ず
、
他
作
品
の
ノ
ー
ト
も
含
め
た
総
合
的
な
検
証
に
よ
り
、
三
島

文
学
に
お
け
る
「
鏡
子
の
家
」
　
の
位
置
づ
け
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く

る
と
思
わ
れ
る
。

注
（
二
　
田
中
西
二
郎
「
解
説
」
　
（
S
3
9
・
8
　
新
潮
文
庫
）

（
二
）
村
松
剛
「
三
島
由
紀
夫
の
世
界
」
　
（
H
2
・
9
　
新
潮
文
庫
）

（
三
）
富
田
昌
志
「
三
島
由
紀
夫
論
I
 
r
鏡
子
の
家
」
を
続
っ
て
1
」
（
S
5
4
・
3
　
r
青

山
語
文
」
9
）

（
四
）
　
イ
ル
メ
ラ
・
目
地
谷
＝
キ
ル
シ
ュ
ネ
ラ
イ
ト
　
（
相
沢
啓
一
訳
）
　
「
象
徴
の
ア
ラ
ベ

ス
ク
ー
「
鏡
子
の
家
」
　
の
解
読
」
　
（
S
6
1
・
5
　
r
ユ
リ
イ
カ
」
　
1
8
㈲
）

（
五
）
佐
藤
秀
明
「
移
り
ゆ
く
時
代
の
表
現
－
r
鎮
子
の
家
」
論
－
」
　
（
r
三
島
由
紀
夫
論

集
1
三
島
由
紀
夫
の
時
代
」
（
H
1
3
・
3
　
勉
誠
出
版
）
所
収
）

（
六
）
但
し
、
四
年
か
ら
二
年
へ
の
変
更
を
示
唆
す
る
箇
所
は
、
全
集
に
抄
録
さ
れ
た

「
創
作
ノ
ー
ト
」
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
何
故
四
年
を
二
年
に
縮
め
た
の
か
、
そ
の

理
由
を
求
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
中
野
好
夫
の
論
文
タ
イ
ト
ル
　
（
「
文
芸

春
秋
」
S
3
1
・
2
）
　
で
あ
り
、
昭
和
三
十
一
年
七
月
に
出
さ
れ
た
経
済
白
書
に
も

採
用
さ
れ
た
「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
　
に
象
徴
さ
れ
る
、
混
迷
期
か
ら
転
換
期

へ
と
い
う
時
代
背
票
も
そ
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
七
）
　
田
中
美
代
子
「
解
題
」
　
（
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
第
七
巻
）

（
八
）
三
島
由
紀
夫
「
r
豊
餞
の
海
」
に
つ
い
て
」
（
S
4
4
・
2
・
2
6
　
毎
日
新
聞
）

（
九
）
　
三
島
由
紀
夫
「
小
説
家
の
休
暇
」
　
（
S
3
0
・
1
1
　
講
談
社
）

（
十
）
石
崎
等
「
審
美
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
終
焉
」
　
（
r
日
本
文
学
研
究
資
料
姦
智
　
三
島
由

紀
夫
」
（
S
4
6
・
1
1
　
有
用
堂
）
所
収
）
。
石
崎
氏
は
「
春
の
雪
」
に
夏
雄
を
、
「
奔

39



馬
」
に
唆
書
を
、
「
天
人
五
衰
」
　
に
収
を
、
そ
し
て
本
多
に
清
一
郎
を
辿
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
奥
野
健
男
（
「
r
鏡
子
の
家
」
と
r
豊
鏡
の
海
」
－
三
島
由
紀

夫
論
の
う
ち
－
」
S
5
8
・
1
0
r
文
学
界
」
3
7
㈱
）
氏
は
、
「
春
の
雪
」
に
夏
雄
を
、

「
暁
の
寺
」
に
鏡
子
を
、
「
天
人
五
衰
」
に
清
一
郎
を
辿
れ
る
と
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
平
成
十
三
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
春
期
研
究
集
会
（
平
成
十
三
年
度

六
月
十
七
日
　
於
広
島
大
学
）
　
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、

ご
教
示
頂
下
さ
っ
た
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

「
鏡
子
の
家
」
本
文
、
及
び
「
創
作
ノ
ー
ト
」
は
r
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
二
H
1
3
・

1
1
～
　
新
潮
社
）
　
に
、
そ
の
他
の
三
島
由
紀
夫
の
文
章
は
全
て
r
三
島
由
紀
夫
全
集
」
　
（
S

4
8
・
4
～
5
1
・
6
　
新
潮
社
）
　
に
拠
る
。
引
用
文
中
の
傍
線
は
私
に
付
し
た
。

－
く
な
い
・
ゆ
み
こ
、
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
－




