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【
論
文
要
旨
】

本
稿
で
は
、
明
治
四
三
年
一
一
月
に
『
新
思
潮
』
に
発
表
さ
れ
た
谷
崎
潤
一
郎
の

「
刺
青
」
に
つ
い
て
、
歌
舞
伎
と
装
い
を
視
座
に
新
し
い
解
釈
を
提
出
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
。
内
向
的
で
あ
っ
た
幼
少
期
の
谷
崎
は
、
歌
舞
伎
役
者
が
衣
裳
を
変
え

る
こ
と
で
役
柄
を
変
え
て
い
く
よ
う
に
、
歌
舞
伎
役
者
の
子
役
め
い
た
晴
れ
着
を
着

る
こ
と
で
自
信
に
満
ち
た
姿
を
獲
得
す
る
と
い
う
体
験
を
し
て
お
り
、
そ
れ
が
本
作

に
影
を
落
と
し
て
い
る
と
想
定
し
て
本
作
の
読
解
を
行
っ
た
。
ま
ず
清
吉
が
刺
青
師

だ
け
で
は
な
く
浮
世
絵
師
・
描
絵
師
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
、
男
性

は
刺
青
を
身
に
纏
う
こ
と
で
、
女
性
は
美
し
い
羽
裏
の
描
絵
を
纏
う
こ
と
で
強
者
に

近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
谷
崎
の
装
い
の
美
意
識
に
源
流
が

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
本
作
の
結
末
部
に
歌
舞
伎
の
手
法
で
あ
る
「
肩

脱
ぎ
」
「
ぶ
っ
返
り
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
永
井
荷
風
は

本
作
の
特
質
と
し
て
「
都
雅
の
風
」
が
あ
る
と
評
価
し
た
が
、
そ
れ
は
谷
崎
が
本
作

執
筆
時
期
に
百
貨
店
が
流
行
さ
せ
た
江
戸
趣
味
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
一
つ
で
あ
っ
た
羽

裏
の
描
絵
や
辰
巳
芸
者
を
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
要
因
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

歌
舞
伎
衣
裳
、
羽
裏
へ
の
描
絵
、
深
川
（
辰
巳
）
芸
者
、
都
雅
、

百
貨
店
と
流
行

は
じ
め
に

本
論
で
取
り
上
げ
る
谷
崎
潤
一
郎
の
「
刺
青
」
は
、
明
治
四
三
年
一
一
月
に
『
新

思
潮
』
に
発
表
さ
れ
た
。
時
代
は
、
ま
だ
人
々
が
「
愚
」
と
い
う
貴
い
徳
を
持
ち
、

世
の
中
が
今
の
よ
う
に
激
し
く
軋
き
し
み
合
は
な
い
時
分
で
あ
り
、
女
定
九
郎
、
女

自
雷
也
、
女
鳴
神
を
筆
頭
に
当
時
の
芝
居
で
も
草
双
紙
で
も
美
し
い
者
は
強
者
で
あ

り
、
醜
い
者
は
弱
者
で
あ
っ
た
と
設
定
さ
れ
る
。
も
と
浮
世
絵
師
で
、
い
ま
は
刺
青

師
と
し
て
渡
世
し
て
い
る
清
吉
の
心
に
は
、
人
知
ら
ぬ
快
楽
と
宿
願
と
が
潜
ん
で
い

た
。
刺
青
を
彫
ら
れ
る
男
た
ち
の
顔
が
苦
し
み
に
歪
む
姿
を
眺
め
る
こ
と
を
快
楽
と

し
、
い
つ
か
美
し
い
女
に
己
の
魂
を
彫
り
込
み
た
い
と
い
う
宿
願
が
あ
っ
た
。
あ
る

と
き
、
清
吉
は
料
理
茶
屋
の
前
に
停
ま
っ
て
い
た
駕
籠
か
ら
美
し
い
白
い
足
が
こ
ぼ

れ
て
い
る
の
を
見
て
、
探
し
求
め
て
い
た
理
想
の
女
性
で
あ
る
と
確
信
す
る
。
そ
の
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数
年
後
、
清
吉
の
も
と
に
馴
染
み
の
辰
巳
芸
者
か
ら
羽
裏
（
羽
織
の
裏
地
）
に
絵
を

描
い
て
も
ら
う
よ
う
言
い
つ
か
っ
た
芸
者
の
た
ま
ご
が
訪
ね
て
き
た
。
清
吉
は「
娘
」

が
足
の
主
で
あ
る
と
確
信
し
、
二
本
の
絵
巻
物
を
取
り
出
し
、
「
こ
の
絵
に
は
お
前

の
心
が
映
っ
て
い
る
」
と
言
い
な
が
ら
、
ま
ず
は
豪
奢
な
衣
裳
を
着
た
末
喜
が
処
刑

さ
れ
る
男
を
眺
め
て
い
る
絵
を
広
げ
た
。
「
娘
」
が
そ
の
絵
に
真
の
「
己
」
を
見
出

し
て
い
る
の
を
横
目
に
し
て
、
清
吉
は
快
げ
に
笑
い
な
が
ら
桜
の
下
で
男
た
ち
の
屍

骸
を
見
つ
め
る
若
い
女
が
描
か
れ
た
「
肥
料
」
と
い
う
題
の
絵
を
見
せ
た
。
「
こ
れ

は
お
前
の
未
来
を
絵
に
現
わ
し
た
の
だ
」
と
言
う
清
吉
の
言
葉
に
怯
え
て
帰
ろ
う
と

す
る
「
娘
」
を
麻
酔
で
眠
ら
せ
、
清
吉
は
一
昼
夜
を
か
け
て
、
己
の
魂
を
女
郎
蜘
蛛

の
刺
青
と
し
て
「
娘
」
の
背
中
に
彫
り
あ
げ
る
。
完
成
す
る
頃
に
は
清
吉
の
心
は
空

虚
に
な
っ
て
い
た
。
「
娘
」
は
徐
々
に
意
識
を
取
り
戻
し
、
激
し
い
苦
痛
に
身
悶
え

る
が
、
心
配
す
る
清
吉
の
手
を
決
し
て
取
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
女
」
は
色
あ
げ

の
た
め
の
湯
に
入
り
、
身
じ
ま
い
を
整
え
て
清
吉
の
前
へ
と
現
れ
、
晴
れ
や
か
な
表

情
で
「
私
は
臆
病
な
心
を
さ
ら
り
と
捨
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
前
さ
ん
は
私
の
肥

料
に
な
っ
た
ん
だ
ね
」
と
告
げ
る
。
清
吉
が
「
女
」
に
も
う
一
度
刺
青
を
見
せ
て
く

れ
と
頼
む
と
、
「
女
」
は
黙
っ
て
頷
き
、
肌
を
脱
い
だ
。
そ
し
て
、
朝
日
が
刺
青
に

さ
し
て
女
の
背
は
燦
爛
と
し
た
、
と
い
う
場
面
で
本
作
は
幕
を
閉
じ
る
。

谷
崎
は
、
本
作
発
表
以
前
、
す
で
に
明
治
四
三
年
九
月
『
新
思
潮
』
に
「
誕
生
」
、

明
治
四
三
年
九
月
『
新
思
潮
』
に
「
「
門
」
を
評
す
」
、
明
治
四
三
年
一
〇
月
『
新
思

潮
』
に
「
象
」
、
明
治
四
三
年
一
〇
月
『
新
思
潮
』
に
「T

h
e

a
Š
air

o
f

T
w

o

w
a
tch

e
s

」
を
発
表
し
て
い
る
。
谷
崎
は
初
め
て
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
が
本
作

で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
質
的
処
女
作
と
公
言
し
て
い
た

(

)

。
そ
れ
は
、
尊
敬

す
る
荷
風
が
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品

(

)

」
に
お
い
て
本
作
を
激
賞
し
た
の
が
契
機
と

な
り
、
一
躍
文
壇
の
寵
児
と
な
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

に
お
い
て
も
、
本
作
が
谷
崎
の
実
質
的
処
女
作
で
あ
り
、
以
後
の
谷
崎
文
学
の
あ
ら

ゆ
る
要
素
を
萌
芽
し
た
傑
作
で
も
あ
る
と
い
う
の
は
、
も
は
や
定
説
と
な
っ
て
い
る

(

)

。

研
究
論
文
の
数
は
膨
大
で
研
究
テ
ー
マ
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り

(

)

、
当
初
は
本
作

を
告
白
小
説
と
し
て
読
む
論

(

)

や
芸
術
作
品
と
し
て
の
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ル
誕
生
を
読
ん

だ
論

(

)

な
ど
が
提
出
さ
れ
た
が
、
近
年
に
至
っ
て
考
察
の
視
点
は
さ
ら
に
多
角
化
し
、

皮
膚
に
注
目
し
て
文
身
を
彫
る
行
為
を
創
作
と
結
び
つ
け
た
ユ
ニ
ー
ク
な
テ
ク
ス
ト

論

(

)

が
登
場
し
、
さ
ら
に
は
同
時
代
の
文
化
や
言
説
に
主
眼
を
置
い
て
解
釈
を
深
め
よ

う
と
す
る
論
が
一
定
の
成
功
を
収
め
て
い
る

(

)

。
な
か
で
も
塩
崎
文
雄
は
、
歌
舞
伎
の

演
目
「
女
定
九
郎
」「
娘
自
雷
也
」
「
女
鳴
神
」
が
本
作
執
筆
時
期
に
先
だ
っ
た
一
九

〇
〇
年
初
頭
に
さ
か
ん
に
上
映
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、
本
作
の
想
像
力
の
源
泉
に
一

九
〇
〇
年
代
の
東
京
の
小
芝
居
を
中
心
に
演
じ
ら
れ
た
、
一
連
の
毒
婦
も
の
・
悪
婆

も
の
の
直
接
的
な
影
響
が
あ
る
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
本
作
は
谷
崎
が
幼
少
期
か
ら
青

年
期
に
い
た
る
一
九
〇
〇
年
代
の
東
京
お
よ
び
文
壇
に
生
起
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
物

の
影
響
圏
内
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
〈
一
九
一
〇
年
現
在
〉
の
作
品
と
し
て

読
者
に
読
み
な
お
し
を
迫
っ
て
い
る
と
述
べ

(

)

、
作
家
の
成
育
過
程
や
同
時
代
の
文

化
・
文
壇
等
の
共
時
的
な
事
象
を
視
座
に
し
た
作
品
分
析
を
提
案
し
た
。
荷
風
は
先

に
挙
げ
た
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
」
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の
谷
崎
作
品
に
描
か

れ
た
「
肉
体
上
の
残
忍
」
は
、
歌
舞
伎
の
「
殺
し
の
場
」
を
味
わ
う
の
と
同
様
で
あ

る
と
も
指
摘
し
て
お
り
、
本
作
が
歌
舞
伎
舞
台
を
彷
彿
と
さ
せ
る
要
素
を
持
つ
可
能

性
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
谷
崎
に
お
け
る
歌
舞
伎
の
影

響
を
探
り
、
歌
舞
伎
の
ど
う
い
っ
た
要
素
が
本
作
を
読
み
解
く
鍵
概
念
と
な
る
の
か

考
察
し
て
い
き
た
い
。
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一

谷
崎
に
お
け
る
歌
舞
伎
の
影
響

「
幼
少
時
代
」
（
『
文
芸
春
秋
』
昭
三
〇
・
四
～
昭
三
一
・
三
）
を
見
れ
ば
明
ら
か

で
あ
る
が
、
歌
舞
伎
が
幼
少
期
の
谷
崎
に
強
く
影
響
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
か
ろ
う
。
後
年
、
志
賀
直
哉
と
の
対
談
に
お
い
て
「
團
十
郎
、
菊
五
郎
、
こ
れ

は
僕
な
ん
か
子
供
だ
か
ら
、
見
た
数
は
少
い
し
、
覚
え
て
い
る
の
も
少
い
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
非
常
に
よ
く
思
い
出
す
ね
。
こ
の
影
響
は
案
外
大
き
い
と
思
う
ん
で
す

よ

(

)

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
作
家
・
谷
崎
潤
一
郎
に
と
っ
て
歌
舞
伎
は
欠
か

せ
な
い
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
歌
舞
伎
に
つ
い
て
の
回
想

(

)

を
探
っ
て
い
く
と
、
歌
舞
伎
と
装
い
が
強
く

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
小
学
校
時
代
の
谷
崎
は
、
あ
ま
り
に
も
内
気

な
た
め
に
女
中
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
一
年
間
留
年
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
唯
一
、

胸
を
張
っ
て
い
ら
れ
る
の
は
、
国
の
祝
日
な
ど
に
晴
れ
着
を
着
用
し
た
と
き
で
あ
っ

た
。
家
が
裕
福
で
あ
っ
た
た
め
、
谷
崎
は
友
人
よ
り
も
贅
沢
な
身
な
り
、
谷
崎
が
言

う
と
こ
ろ
の
「
役
者
の
子
役
の
や
う
な
お
洒
落
な
な
り
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

当
時
は
、
晴
れ
着
と
言
え
ば
、
着
物
の
下
に
間
着
・
下
着
を
着
て
、
そ
の
下
に
長
襦

袢
を
着
る
三
枚
襲
が
当
た
り
前
で
あ
り
、
重
ね
着
は
す
な
わ
ち
豊
か
さ
の
指
標
で
あ

っ
た
。
級
友
か
ら
着
物
の
枚
数
を
数
え
ら
れ
、
憧
れ
の
目
で
見
ら
れ
て
い
る
と
き
だ

け
が
、
谷
崎
に
と
っ
て
の
ハ
レ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
母
の
関
は
、
谷
崎
に

「
美
衣
を
纏
は
せ
る
こ
と
」
が
好
き
で
、
谷
崎
自
身
も
ま
た
「
嬉
し
く
て
溜
ら
な
」

か
っ
た
と
い
う
。
谷
崎
は
幼
い
頃
か
ら
乳
母
に
抱
か
れ
て
寝
る
よ
う
に
仕
込
ま
れ
、

日
常
的
な
世
話
は
母
で
は
な
く
乳
母
が
担
当
し
、
関
は
歌
舞
伎
や
縁
日
な
ど
、
子
ど

も
が
好
き
そ
う
な
場
所
へ
連
れ
て
行
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
晴
れ
着
を
着
て
母
と
歌

舞
伎
を
観
劇
し
た
帰
り
に
「
母
の
髪
の
匂
」
い
と
「
甘
つ
た
る
い
衣
裳
の
匂
」
い
を

感
じ
、
様
々
な
空
想
に
思
い
を
巡
ら
せ
た
と
い
う
体
験
を
克
明
に
記
憶
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
晴
れ
着
に
対
す
る
想
い
は
、
母
へ
の
思
慕
と
相
俟
っ
て
更
に
強
ま
っ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
幸
福
な
境
遇
が
続
い
た
の
は
、
谷
崎
が
七
、
八
歳
ま
で
で
あ
り
、
次
第

に
生
活
は
貧
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
谷
崎
が
家
の
零
落
を
意
識
し
は
じ
め
た
の
は
、

九
歳
の
頃
に
友
人
の
絹
の
羽
織
と
自
身
の
木
綿
の
羽
織
を
比
べ
ら
れ
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
あ
っ
た
。
絹
の
着
物
を
着
ら
れ
な
い
と
い
う
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と

き
、
は
じ
め
て
自
身
の
境
遇
を
思
い
知
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
分
に
つ
い
て
、
谷

崎
は
、
歌
舞
伎
の
子
役
で
あ
る
丑
之
助
（
の
ち
の
六
代
目
菊
五
郎
）
を
見
る
と
「
厳

め
し
い
兜
や
鎧
な
ど
を
着
せ
て
貰
へ
る
子
供
役
者
の
境
遇
が
羨
ま
し
く
て
な
ら
な
か

つ
た
」
と
語
り
、
ま
た
、
丑
之
助
が
葬
儀
の
た
め
「
山
高
帽
子
」
を
被
り
、
「
紋
付

袴
の
正
装
」
を
し
て
い
る
の
を
見
て
も
「
自
分
も
家
が
豊
か
で
あ
つ
た
時
代
に
は
あ

ゝ
云
ふ
着
物
を
持
つ
て
ゐ
た
の
に
と
、
丑
之
助
の
姿
を
見
る
に
つ
け
て
も
頑
是
な
か

つ
た
昔
の
こ
と
が
思
ひ
出
さ
れ
て
、
懐
旧
の
情
に
駆
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
歌
舞
伎
役
者
の
装
い
に
対
す
る
興
味
関
心
は
壮
年
期
に
至
っ
て
も
続
い

た
。
「
藝
談
」
（
『
改
造
』
昭
八
・
三
～
四
）
に
お
い
て
、
谷
崎
は
、
ふ
と
新
聞
に
写

っ
て
い
た
俳
優
の
「
着
つ
け
の
工
合
や
手
足
の
お
き
所
」
が
「
ふ
つ
く
ら
と
し
て
、

上
品
」
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
き
、
よ
く
見
る
と
歌
舞
伎
役
者
・
市
川
寿
美
蔵
の
舞

台
の
ス
チ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
矢
張
り
歌
舞
伎
の
約
束
に
従
ひ
、
そ
れ
だ
け

の
心
得
を
し
て
ゐ
る
の
で
、
着
物
の
皺
一
つ
で
も
自
つ
と
違
つ
て
来
る
の
で
あ
る
」

と
感
慨
深
く
語
っ
て
い
る
。
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
「
陰
翳
礼
讃
」
（『
経
済
往
来
』

昭
八
・
一
二
～
昭
九
・
一
）
に
お
い
て
も
、
能
を
評
価
す
る
た
め
に
歌
舞
伎
の
「
衣
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裳
の
華
美
な
こ
と
」
が
か
え
っ
て
「
俗
悪
に
陥
り
、
見
飽
き
が
す
る
」
と
し
て
腐
し

て
は
い
る
も
の
の
、
ひ
る
が
え
っ
て
歌
舞
伎
の
衣
裳
に
対
す
る
関
心
が
高
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。
歌
舞
伎
の
衣
裳
が
ま
さ
に
本
能
に
刻
み
込
ま
れ
、
谷
崎
の
感

覚
に
深
く
影
を
落
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

高
橋
晴
子
は
『
近
代
日
本
の
身
装
文
化
「
身
体
と
装
い
」
の
文
化
変
容

(

)

』
に
お
い

て
、
明
治
時
代
に
お
け
る
歌
舞
伎
の
衣
裳
に
つ
い
て
卓
越
し
た
見
解
を
述
べ
て
い

る
。
高
橋
は
、
こ
の
時
代
の
人
々
は
歌
舞
伎
の
衣
裳
付
の
影
響
下
に
あ
り
、
人
物
の

美
し
さ
を
着
て
い
る
も
の
と
一
体
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
っ
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、

当
時
の
新
聞
小
説
の
挿
絵
に
歌
舞
伎
風
の
構
図
や
人
物
表
現
が
頻
出
し
て
い
た
こ
と

を
挙
げ
、
登
場
人
物
の
羽
織
・
髪
型
・
柄
行
き
に
よ
っ
て
職
業
や
身
分
を
表
現
し
、

人
物
の
類
型
化
を
行
う
歌
舞
伎
の
演
出
方
法
が
作
家
や
読
者
た
ち
に
多
大
な
影
響
を

与
え
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
を
谷
崎
の
幼
少
時
代
に
当
て
は
め
る
と
き
、

谷
崎
が
な
ぜ
装
い
に
強
い
執
着
を
見
せ
た
の
か
理
解
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
谷
崎

の
元
来
の
素
質
と
し
て
装
い
に
強
い
関
心
が
あ
っ
た
こ
と

(

)

、
江
戸
っ
子
と
し
て
の
自

負
が
あ
っ
た
こ
と

(

)

、
当
時
の
社
会
的
要
因
と
し
て
着
る
も
の
が
そ
の
人
の
身
分
を
表

す
と
い
う
身
分
相
応
の
価
値
観
が
あ
っ
た
こ
と

(

)

も
考
慮
す
べ
き
点
で
は
あ
る
が
、
谷

崎
が
な
に
よ
り
も
歌
舞
伎
の
衣
裳
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
の
は
、
歌
舞
伎
役
者
が
衣

裳
に
よ
っ
て
立
役
・
敵
役
・
女
方
・
道
化
・
老
役
に
早
変
わ
り
で
き
た
よ
う
に
、
歌

舞
伎
の
子
役
の
よ
う
な
お
洒
落
な
晴
れ
着
が
、
自
信
に
満
ち
溢
れ
、
美
し
い
母
に
愛

さ
れ
る
た
め
の
ペ
ル
ソ
ナ
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。

こ
う
し
た
感
覚
が
、
作
家
個
人
と
そ
の
創
作
傾
向
に
も
敷
衍
し
て
い
く
こ
と
は
、

谷
崎
の
青
年
期
・
壮
年
期
の
装
い
と
執
筆
し
た
作
品
を
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
一
目
瞭

然
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
谷
崎
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
小
説
家
オ
ー
グ
ス
ト
・
ス
ト
リ

ン
ド
ベ
ル
グ

(

)

の
よ
う
に
髪
の
毛
を
伸
ば
し
、
山
賊
の
よ
う
な
物
凄
い
形
相
を
し
、

「
刺
青
」
（
『
新
思
潮
』
明
四
三
・
一
一
）
、
「
麒
麟
」
（『
新
思
潮
』
明
四
三
・
一
二
）
、

「
信
西
」
（
『
ス
バ
ル
』
明
四
四
・
一
）
、「
少
年
」
（
『
少
年
』
明
四
四
・
六
）
、
「
幇
間
」

（
『
ス
バ
ル
』
明
四
四
・
九
）
な
ど
を
執
筆
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
四
五
年
に
新
聞
社

主
催
の
新
年
会
に
出
席
し
た
の
を
機
に
下
町
の
若
旦
那
を
彷
彿
と
さ
せ
る
装
い
を
心

が
け
出
し
て
以
降
、
作
風
を
変
え
「
悪
魔
」
（
『
中
央
公
論
』
、
明
四
五
・
二
）
、
「
続

悪
魔
」
（
『
中
央
公
論
』
大
二
・
一
）
な
ど
の
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
や
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
特

化
し
た
作
品
や
「
羹
」（
『
東
京
日
日
新
聞
』
明
四
五
・
七
・
二
〇
～
一
一
・
一
九
）
、

「
熱
風
に
吹
か
れ
て
」
（
『
中
央
公
論
』
大
二
・
九
）
、
「
饒
太
郎
」
（
『
中
央
公
論
』
大

三
・
九
）
と
い
っ
た
自
伝
的
作
品
を
執
筆
す
る
よ
う
に
な
る
。
憧
れ
の
中
国
を
旅
し

た
谷
崎
は
「
支
那
服
」
を
一
式
作
っ
て
執
筆
に
勤
し
み
、
「
蘇
州
紀
行
」
（
『
中
央
公

論
』
大
八
・
二
～
三
）
、
「
秦
淮
の
夜
」
（
『
中
外
』
大
八
・
二
）
、
「
西
湖
の
月
」
（
『
改

造
』
大
八
・
六
）
、
「
鶴
唳
」
（
『
中
央
公
論
』
大
一
〇
・
七
）
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る

「
支
那
趣
味
」
の
作
品
を
執
筆
し
は
じ
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
谷
崎
は
歌
舞
伎
役
者

が
装
い
に
よ
っ
て
変
身
す
る
よ
う
に
、
装
い
に
よ
っ
て
自
ら
を
変
え
、
作
風
を
変
え

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
谷
崎
と
深
い
交
流
が
あ
っ
た
今
東
光
は
、
谷
崎
が
頻
繁
に
服

装
を
変
え
た
こ
と
に
対
し
、
「
谷
崎
と
い
う
作
家
は
自
分
の
環
境
を
作
っ
た
人
だ
っ

た
。
而
し
て
そ
の
環
境
の
中
で
楽
し
ん
で
、
あ
る
い
は
面
白
が
っ
て
、
創
作
に
沈
湎

し
た

(

)

」
と
回
想
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
谷
崎
は
衣
裳
に
身
を
包
む
こ
と
で
そ
の
世

界
に
陶
酔
し
、
そ
の
陶
酔
に
よ
っ
て
意
図
的
に
創
作
意
欲
を
高
め
た
と
思
わ
れ
る
。

歌
舞
伎
役
者
が
衣
裳
に
よ
っ
て
役
柄
を
変
え
る
よ
う
に
、
衣
裳
を
変
え
る
こ
と
で
作

風
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
谷
崎
に
と
っ
て
衣
裳
は
私
生
活
に
お
い
て
も
、
創
作
に
お
い
て
も
、
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非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
、
作
品
に
作
家
の
衣
裳
観
が
浸
潤
し

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
歌
舞
伎
お

よ
び
装
い
が
重
要
な
鍵
概
念
で
あ
る
と
想
定
し
、
次
節
で
は
そ
の
視
点
に
立
っ
て
本

作
を
読
み
直
し
て
い
き
た
い
。

二

浮
世
絵
師
・
刺
青
師
・
描
絵
師
と
し
て
の
清
吉

本
作
は
「
ま
だ
人
々
が
「
愚
」
と
云
ふ
貴
い
徳
を
持
つ
て
居
て
、
世
の
中
が
今
の

や
う
に
激
し
く
軋
き
し
み
合
は
な
い
時
分
」
、
「
女
定
九
郎
、
女
自
雷
也
、
女
鳴
神
、

―
当
時
の
芝
居
で
も
草
双
紙
で
も
、
す
べ
て
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、
醜
い
者

は
弱
者
で
あ
つ
た
。
誰
も
彼
も
挙
こ
ぞ
つ
て
美
し
か
ら
ん
と
努
め
た
揚
句
は
、
天
稟

の
体
へ
絵
の
具
を
注
ぎ
込
む
迄
に
な
つ
た
。
芳
烈
な
、
或
は
絢
爛
な
、
線
と
色
と
が

其
の
頃
の
人
々
の
肌
に
躍
つ
た
」
と
い
う
導
入
か
ら
は
じ
ま
る
。
遠
藤
伸
治
は
「
社

会
的
上
昇
志
向
、
権
力
欲
を
満
た
す
た
め
に
、
「
人
々
」
は
刺
青
の
特
異
な
美
を
求

め
る

(

)

」
と
指
摘
し
、
続
い
て
永
井
敦
子
は
、
美
の
代
表
者
と
し
て
提
示
さ
れ
る
「
女

定
九
郎
、
女
自
雷
也
、
女
鳴
神
」
は
女
形
で
あ
る
男
性
が
演
じ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら

に
、
権
力
と
し
て
の
「
美
」
の
頂
点
に
立
つ
た
め
の
手
段
で
あ
る
刺
青
を
施
す
の
も

施
さ
れ
る
の
も
男
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
男
性
支
配
の
社
会
で
あ
る
と
指
摘
を
し
て

い
る

(

)

。
だ
が
、
本
作
が
男
性
を
崇
拝
す
る
世
界
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
男
性
が
こ
ぞ
っ

て
美
し
か
ら
ん
と
努
め
た
先
に
あ
る
理
想
美
は
「
定
九
郎
、
自
雷
也
、
鳴
神
」
に
な

る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
女
定
九
郎
、
女
自
雷
也
、
女
鳴
神
」
と
い
っ
た
毒
婦
が

理
想
の
モ
デ
ル
の
射
程
に
あ
る
こ
と
は
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
を
証
明
す
る
の
は
、
清
吉
の
刺
青
が
「
妖
艶
な
筆
の
趣
」
を
持
つ
こ
と
で

好
評
を
博
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
毒
婦
の
よ
う
な「
美
」
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、

刺
青
と
い
う
「
芳
烈
な
、
或
は
絢
爛
な
、
線
と
色
」
を
彫
り
込
む
こ
と
が
必
須
の
世

界
に
お
い
て
、
女
性
美
に
近
づ
く
た
め
の
「
妖
艶
な
線
」
を
彫
り
込
む
こ
と
が
で
き

た
清
吉
の
評
価
が
高
い
の
は
自
明
の
理
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
清
吉
が
刺
青
師
と
な
る
前
に
「
も
と
豊
国
国
貞
の
風
を
慕
つ
て
、
浮
世
絵

師
の
渡
世
を
し
て
居
」
た
と
い
う
設
定
も
右
記
に
関
係
し
て
い
よ
う
。
本
作
の
典
拠

と
な
っ
た
書
物

(

)

に
は
、
刺
青
は
浮
世
絵
師
が
下
絵
を
書
き
、
刺
青
師
が
彫
る
も
の
で

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
宮
下
規
久
朗
に
よ
れ
ば
、
初
代
歌
川
豊
国
、
弟
子
の
歌

川
国
貞
は
、
と
も
に
華
麗
な
刺
青
を
背
負
っ
た
歌
舞
伎
役
者
の
浮
世
絵
を
描
い
て
一

世
を
風
靡
し
、
歌
舞
伎
舞
台
に
も
全
身
に
彫
り
込
ま
れ
た
絵
画
的
な
刺
青
が
定
着

し
、
市
井
の
刺
青
の
流
行
に
拍
車
を
か
け
た
と
い
う

(

)

。
こ
の
よ
う
に
、
豊
国
国
貞
を

慕
う
浮
世
絵
師
に
と
っ
て
刺
青
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
、
作
者
自
身
も

そ
れ
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
、
清
吉
を
元
浮
世
絵
師
と
設
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
清
吉
が
元
浮
世
絵
師
で
あ
っ
た
こ
と
を
克
明
に
物
語
る
の
は
、
「
何
十

人
の
人
の
肌
は
、
彼
の
絵
筆
の
下
に
絖
地
と
な
つ
た
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
「
絖

地
」
と
は
薄
く
滑
ら
か
で
つ
や
の
あ
る
絹
布
の
一
種
を
指
し
、
浮
世
絵
師
が
肉
筆
浮

世
絵

(

)

を
描
く
と
き
に
用
い
る
絵
絹

(

)

を
暗
喩
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、
人
間
の
「
肌
」

は
、
清
吉
が
刺
青
師
お
よ
び
浮
世
絵
師
と
し
て
「
絵
筆
」
を
走
ら
せ
る
た
め
の
キ
ャ

ン
バ
ス
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
元
浮
世
絵
師
で
あ
っ
た

清
吉
は
描
絵
師
と
し
て
の
一
面
を
も
っ
て
い
た
。
絵
師
が
衣
服
に
直
接
絵
を
描
く
こ

と
を
描
絵
と
い
う
が
、
浮
世
絵
師
は
遊
女
や
豪
商
の
妾
の
着
物
や
羽
裏
に
絵
を
描
く

こ
と
で
日
常
性
を
超
え
た
装
い
の
美
を
生
み
出
し
て
い
た

(

)

。
男
性
が
「
美
」
を
支
配

す
る
社
会
に
お
い
て
、
清
吉
は
芸
者
の
羽
裏
に
描
絵
を
施
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
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て
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
女
性
の
肌
こ
そ
が
「
絖
地
」
（
絵
絹
）
に
近
い
と
気

が
付
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
女
性
の
背
中
を
包
み
込
む
羽
裏
に
施
し
た
描
絵

は
、
結
末
部
で
「
女
」
の
背
中
一
面
を
抱
き
し
め
る
よ
う
に
彫
ら
れ
た
刺
青
に
容
易

に
敷
衍
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
描
絵
に
対
す
る
認
識
は
、
古
典
的
な
知
識

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
谷
崎
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

(

)

、
谷
崎
が
想
定
し
て
い
た
読
者
も

十
二
分
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
刺
青
師
・
浮
世
絵
師
・
描
絵
師
の
境
界
は
曖
昧
で
あ
り
、
清
吉
の

前
で
は
、
人
間
の
皮
膚
・
和
紙
・
布
地
は
す
べ
か
ら
く
「
美
」
を
吐
き
出
す
た
め
の

キ
ャ
ン
バ
ス
と
な
っ
た
。
絵
師
と
し
て
刺
青
の
デ
ザ
イ
ン
を
し
、
刺
青
師
と
し
て
施

術
を
し
、
描
絵
師
と
し
て
羽
裏
の
デ
ザ
イ
ン
を
請
け
負
っ
て
い
た
清
吉
は
、
「
す
べ

て
美
し
い
者
は
強
者
」
で
あ
る
世
界
に
お
い
て
、
「
強
者
」
の
創
造
主
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
男
性
は
刺
青
を
身
に
纏
う
こ
と
で
、
女
性
は
美
し
い
羽

裏
を
身
に
纏
う
こ
と
で
強
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
設
定
は
、
谷
崎
に
培
わ

れ
て
き
た
装
い
の
美
意
識
が
源
流
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

清
吉
は
、
己
の
理
想
の
女
を
見
つ
け
る
た
め
に
江
戸
中
の
色
町
に
名
を
響
か
せ
た

女
と
い
う
女
を
調
べ
あ
げ
て
い
く
。
し
か
し
「
吉
原
、
辰
巳
の
女
」
の
う
ち
、
な
ぜ

吉
原
の
遊
女
で
は
な
く
、
辰
巳
芸
者
を
馴
染
み
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

辰
巳
芸
者
の
特
有
の
気
風
の
荒
さ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
谷
崎
は
、
後
年
、
志

賀
と
の
対
談

(

)

に
お
い
て
、
「
吉
原
、
辰
巳
の
女
」
と
い
う
一
節
が
「
辰
巳
楼
、
ア
ッ

ト
・
ヨ
シ
ワ
ラ
」
と
英
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
「
吉
原
と
深
川
の
区
別

も
知
ら
な
い
で
「
刺
青
」
の
よ
う
な
も
の
が
訳
せ
る
わ
け
が
な
い
」
と
苦
言
を
呈
し

た
。
谷
崎
に
限
ら
ず
、
こ
の
時
代
に
は
辰
巳
芸
者
に
つ
い
て
の
深
い
理
解
が
あ
っ
た

は
ず
で
、
辰
巳
芸
者
が
男
性
名
を
名
乗
り
、
座
敷
で
男
性
し
か
着
ら
れ
な
か
っ
た
羽

織
を
着
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
「
は
お
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
、
芸
は
売
っ
て

も
身
は
売
ら
ぬ
と
い
う
意
気
が
あ
っ
た
こ
と
、
薄
化
粧
を
し
て
素
足
に
草
履
を
履

き
、
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
も
承
知
の
上
で
あ
ろ
う
。

辰
巳
芸
者
は
吉
原
の
遊
女
に
比
べ
て
「
女
定
九
郎
、
女
自
雷
也
、
女
鳴
神
」
と
い
っ

た
美
し
い
毒
婦
に
近
し
い
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

清
吉
は
、
刺
青
師
と
し
て
名
声
を
博
し
て
い
た
上
に
、
仮
住
ま
い
と
い
え
ど
も
二

階
建
て
の
住
居
に
住
み
、
濡
れ
縁
で
高
級
畳
の
代
表
格
で
あ
る
備
後
表
を
使
っ
た
足

置
き
な
ど
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
決
し
て
貧
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
訳

で
は
な
い
。
あ
え
て
描
絵
の
仕
事
を
請
け
負
っ
て
口
に
糊
す
る
必
要
が
な
い
清
吉

が
、
わ
ざ
わ
ざ
時
間
を
割
い
て
依
頼
を
請
け
負
っ
た
理
由
は
「
芸
は
売
っ
て
も
身
は

売
ら
ぬ
」
と
い
う
心
意
気
を
持
ち
、
男
に
汚
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
辰
巳
芸
者
が
「
光

輝
あ
る
美
女
」
の
条
件
に
近
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

(

)

。
清
吉
が
仮
住
ま
い
を
「
深
川

佐
賀
町
」
に
構
え
た
の
も
、
い
つ
か
理
想
の
女
性
が
辰
巳
芸
者
の
た
ま
ご
と
し
て
現

れ
る
の
を
予
感
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
清
吉
の
理
想
に
合
致
す
る
女
性
は
な
か
な
か
現
れ
な
か
っ
た
。
月
日
が

経
ち
、
清
吉
は
深
川
の
料
理
屋
平
清
の
門
口
に
待
る
駕
籠
の
簾
の
か
げ
か
ら
「
真
つ

白
な
女
の
素
足
の
こ
ぼ
れ
て
居
る
」
の
を
発
見
し
、
そ
の
足
の
主
こ
そ
が
「
女
の
中

の
女
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
平
清
が
高
級
な
料
理
茶
屋
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
真

つ
白
な
女
の
素
足
」
の
主
で
あ
る
「
娘
」
は
裕
福
な
家
の
生
ま
れ
で
あ
り

(

)

、
足
袋
を

履
か
ず
素
足
の
ま
ま
で
過
ご
し
て
い
る
こ
と
か
ら
辰
巳
芸
者
に
憧
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
場
面
で
あ
る

(

)

。
念
願
の
女
を
見
つ
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
吉
が
声
す
ら

か
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
足
の
主
と
清
吉
の
身
分
に
あ
ま
り
に
隔
た
り
が
あ
っ
た
か

ら
に
違
い
な
い
。
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諦
め
き
れ
な
か
っ
た
清
吉
は
二
本
の
画
幅
を
用
意
し
、
足
の
主
に
再
会
す
る
こ
と

を
願
っ
て
い
た
。
再
び
巡
り
合
っ
た
「
娘
」
に
、
清
吉
は
ま
ず
「
こ
の
絵
に
は
お
前

の
心
が
映
つ
て
居
る
ぞ
」
と
告
げ
な
が
ら
一
本
目
の
絵
「
古
の
暴
君
紂
王
の
寵
妃
、

末
喜
を
描
い
た
絵
」
を
広
げ
た
。
処
刑
さ
れ
る
恐
怖
に
慄
く
男
た
ち
姿
に
大
杯
を
傾

け
る
末
喜
の
姿
は
ま
さ
に
悪
女
と
し
て
相
応
し
く
、
「
瑠
璃
珊
瑚
を
鏤
め
た
金
冠
」

「
羅
綾
の
裳
裾
」
と
い
っ
た
豪
奢
な
衣
裳
は
紂
王
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う

印
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
後
に
提
示
さ
れ
た
「
肥
料
」
の
絵
に
つ
い
て
「
未
来
を

絵
に
現
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
は
「
娘
」
の
過
去
と
現
在

を
表
し
た
絵
で
あ
る
と
推
定
で
き
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
「
娘
」
は
瞳
を
輝
か

せ
て
隠
れ
た
真
の
「
己
」
を
見
出
し
て
い
る
。
紂
王
の
寵
愛
を
受
け
て
着
飾
る
末
喜

と
、
裕
福
な
家
に
生
ま
れ
て
父
の
寵
愛
を
受
け
、
辰
巳
芸
者
に
憧
れ
て
お
洒
落
を
す

る
「
娘
」
に
は
共
通
点
が
多
い
。
そ
し
て
ま
た
、
父
親
の
庇
護
を
失
い
、
辰
巳
芸
者

と
し
て
男
の
経
済
力
や
権
力
に
依
存
し
て
生
き
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
現
在
の

「
娘
」
の
姿
を
も
示
し
て
い
よ
う
。

さ
ら
に
、
清
吉
は
「
こ
れ
は
お
前
の
未
来
を
絵
に
現
し
た
の
だ
」
と
述
べ
、
「
肥

料
」
と
い
う
絵
を
見
せ
る
。
そ
れ
は
「
若
い
女
が
桜
の
幹
へ
身
を
倚
せ
て
、
足
下
に

累
々
と
算
を
乱
し
て
斃
れ
た
る
幾
十
の
男
の
屍
骸
を
見
つ
め
て
居
る
」
絵
で
あ
っ

た
。
「
女
の
瞳
」
に
は
「
抑
へ
難
き
誇
と
歓
び
の
色
」
が
浮
か
ん
で
お
り
、
清
吉
は

「
此
処
に
斃
れ
て
居
る
人
達
は
、
皆
こ
れ
か
ら
お
前
の
為
め
に
命
を
捨
て
る
の
だ
」

と
「
娘
」
の
未
来
を
暗
示
す
る
。
こ
の
絵
に
は
紂
王
の
よ
う
な
パ
ト
ロ
ン
の
存
在
も

豪
奢
な
衣
裳
も
ま
っ
た
く
描
か
れ
ず
、
「
若
い
女
」
の
「
瞳
」
だ
け
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
男
性
の
力
も
豪
奢
な
装
い
の
力
も
借
り
ず
、
身
一
つ
で
男
性
を
凌

駕
す
る
「
女
」
の
姿
が
描
か
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
貧
富
の
差
や
立
場

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
ず
、
男
性
を
も
凌
駕
す
る
「
力
」
を
持
つ
完
全
な
「
美
」
で
あ

り
、
「
女
定
九
郎
、
女
自
雷
也
、
女
鳴
神
」
と
並
び
立
つ
べ
き
「
女
の
中
の
女
」
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
、
清
吉
が
、「
美
」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
「
女
定
九
郎
、
女
自
雷
也
、
女
鳴
神
」

に
近
づ
け
る
た
め
に
、
男
性
に
「
妖
艶
な
線
」
を
彫
り
込
ん
で
い
た
こ
と
を
確
認
し

た
が
、
「
娘
」
に
対
し
て
は
己
の
「
魂
」
を
彫
り
込
む
こ
と
が
同
等
の
行
為
を
意
味

し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
相
手
に
苦
痛
を
与
え
て
苦
し
む
姿
を
見
る
こ
と
を

「
快
楽
」
と
感
じ
る
清
吉
の
姿
は
、
本
作
冒
頭
部
お
よ
び
清
吉
が
「
娘
」
に
絵
を
見

せ
る
場
面
に
お
い
て
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
清
吉
は
「
女
定
九
郎
、
女
自
雷

也
、
女
鳴
神
」
の
創
造
を
女
性
の
肌
へ
「
絵
の
具
を
注
ぎ
込
む
」
と
同
時
に
、
そ
の

「
魂
」
を
注
ぎ
込
む
こ
と
で
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
「
魂
」
を

表
現
す
る
た
め
に
は
、
交
尾
の
際
に
雄
蜘
蛛
を
食
い
殺
そ
う
と
す
る
女
郎
蜘
蛛
の
図

案
は
う
っ
て
つ
け
で
あ
っ
た
。

針
を
抜
き
差
し
す
る
た
び
に
自
分
の
心
が
刺
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
て
「
娘
」
に

「
苦
し
か
ろ
う
が
ち
ツ
と
我
慢
を
し
な
」
と
声
を
か
け
る
清
吉
に
は
、
苦
痛
に
悶
え

る
男
性
を
前
に
快
楽
を
感
じ
て
い
た
か
つ
て
の
姿
は
な
く
、
す
で
に
清
吉
の
「
魂
」

が
「
娘
」
の
背
中
に
移
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
か
く
し
て
、
清
吉
の
「
魂
」

は
「
娘
」
に
託
さ
れ
た
こ
と
で
「
空
虚
」
に
な
り
、
「
娘
」
は
「
剣
の
や
う
な
瞳
」

を
手
に
入
れ
「
女
」
と
呼
称
を
変
え
た
。
「
娘
」
は
、
清
吉
の
刺
青
を
入
れ
た
男
性

で
も
、
清
吉
の
描
い
た
羽
裏
を
纏
う
辰
巳
芸
者
で
も
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
「
女
定
九
郎
、
女
自
雷
也
、
女
鳴
神
」
に
次
ぐ
「
美
」
を
手
に
入
れ
、
見
事
に

「
女
の
中
の
女
」
へ
の
変
身
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
具
体
的
に
読
者
の
前
に
提
示
さ
れ
る
の
は
「
帰
る
前
に
も
う
一
遍
、
そ
の
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刺
青
を
見
せ
て
く
れ
」
と
清
吉
が
乞
い
、
「
女
は
黙
つ
て
頷
い
て
肌
を
脱
い
だ
。
折

か
ら
朝
日
が
刺
青
の
面
に
さ
し
て
、
女
の
背
は
燦
爛
と
し
た
」
と
い
う
一
文
で
幕
引

き
さ
れ
る
結
末
部
に
お
い
て
で
あ
る
。
谷
崎
が
わ
ざ
わ
ざ
「
女
」の
着
物
を
脱
が
せ
、

完
成
し
た
刺
青
を
披
露
す
る
場
面
を
設
定
し
た
の
は
見
せ
場
を
作
る
た
め
で
あ
っ
た

と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
洗
い
髪
を
そ
の
ま
ま
に
身
じ
ま
い
を
整
え
て
清
吉
の
も
と

に
戻
っ
て
き
た
「
女
」
は
、
辰
巳
芸
者
を
見
習
っ
て
薄
化
粧
で
鼠
色
や
藍
色
と
い
っ

た
地
味
な
色
合
い
の
着
物
を
着
て
、
髪
を
下
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
谷
崎
は
、

裕
福
な
家
で
育
っ
た
こ
と
で
品
の
良
さ
を
感
じ
さ
せ
る
一
六
、
七
歳
の
小
娘
が
、
そ

の
地
味
好
み
の
着
物
を
脱
い
だ
と
き
、
真
っ
白
な
背
中
に
毒
々
し
い
赤
と
黄
色
を
帯

び
た
女
郎
蜘
蛛
が
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
見
せ
場
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
歌
舞
伎
の
手
法
で
あ
る
「
肩
脱
ぎ
」
「
ぶ
っ
返
り
」
と
い
っ
た
手
法
に
容

易
に
敷
衍
で
き
よ
う
。
「
肩
脱
ぎ
」
は
片
肌
ま
た
は
両
肌
を
脱
ぐ
こ
と
で
下
着
や
襦

袢
を
見
せ
て
性
格
や
心
理
の
変
化
を
表
す
手
法
で
、
「
ぶ
っ
返
り

(

)

」
は
一
瞬
に
し
て

衣
装
を
取
り
替
え
る
「
引
抜
」
と
い
う
手
法
の
一
種
で
、
隠
し
て
い
た
本
性
が
顕
れ

る
と
き
に
使
わ
れ
る
。
「
肩
脱
ぎ
」
「
ぶ
っ
返
り
」
の
よ
う
な
演
出
の
あ
と
に
は
、
役

者
は
動
き
を
止
め
て
見
栄
を
切
っ
て
絵
画
的
な
美
し
さ
を
強
調
す
る
こ
と
が
多
い

が
、
こ
う
し
た
効
果
は
自
然
と
読
者
の
脳
裏
に
あ
る
「
肥
料
」
の
絵
と
二
重
写
し
さ

れ
、
鮮
や
か
な
幕
切
れ
を
描
き
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

荷
風
は
、
谷
崎
が
描
く
「
肉
体
上
の
残
忍
」
は
、
「
歌
舞
伎
劇
の
舞
台
か
ら
『
殺

し
場
』
を
味
ふ
と
同
様

(

)

」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
谷
崎
が
歌
舞
伎
の
衣
裳

の
演
出
方
法
を
踏
襲
し
た
古
き
良
き
カ
ノ
ン
に
則
っ
て
「
娘
」
の
変
身
を
描
い
て
い

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
冒
頭
で
「
女
定
九
郎
、
女
自
雷
也
、
女
鳴
神
」
が
美
の
モ

デ
ル
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
時
点
で
す
で
に
「
歌
舞
伎
劇
の
舞
台
」
の
演
出
方
法
が
作

家
と
読
者
の
間
に
取
り
交
わ
さ
れ
、
読
者
の
読
み
の
地
平
に
は
「
女
自
雷
也
」
が
自

在
に
蝦
蟇
の
妖
術
を
操
る
よ
う
な
摩
訶
不
思
議
な
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
。
一
日
で

背
中
一
面
の
刺
青
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
荒
唐
無
稽

(

)

で
残
忍
な
行
為
も
「
美
し
い
詩

情
」
の
中
で
歌
舞
伎
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三

「
刺
青
」
に
お
け
る
「
都
雅
」
の
美

本
作
は
歌
舞
伎
の
衣
裳
付
の
演
出
を
強
く
受
け
て
創
作
さ
れ
て
い
た
。
荷
風
が

「
直
接
に
江
戸
の
魂
を
掴
ん
で
此
れ
を
読
者
の
前
に
差
し
示
す
」
と
褒
め
た
の
は
、

歌
舞
伎
の
演
出
と
い
う
古
き
良
き
カ
ノ
ン
が
「
娘
」
の
変
身
に
援
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。
荷
風
は
、
内
田
魯
庵
に
よ
っ
て
「
江
戸
趣
味
の
第
一
人
者

(

)

」

と
呼
ば
れ
、
荷
風
が
好
ん
だ
「
江
戸
趣
味
」
は
、
野
田
宇
太
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に

「
日
本
人
で
は
な
く
、
む
し
ろ
異
国
人
が
珍
奇
な
眼
で
眺
め
る
古
い
東
京
と
同
じ
角

度
で
そ
れ
を
眺
め
た
情
緒
」
で
あ
り

(

)

、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
提
唱
し
た
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
近
か
っ
た
。
谷
崎
は
荷
風
を
尊
敬
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
視
点
で
「
江
戸
」
を
描
い
た
と
分
析
す
る
論
も
多
数
提
出
さ
れ

て
い
る

(

)

。

し
か
し
な
が
ら
、
荷
風
が
先
の
評
論
で
、
谷
崎
の
特
徴
が
「
全
く
都
会
的
た
る
こ

と
」
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
事
実
も
無
視
で
き
な
い
。
荷
風
は
、
江
戸
か
ら
の
歴

史
を
持
つ
東
京
と
い
う
「
都
会
」
に
は
「
郷
土
の
精
神
」
が
あ
り
、
谷
崎
の
「
思
想

的
郷
土
」
で
あ
る
と
し
、
谷
崎
が
描
く
作
品
も
ま
た
「
郷
土
的
」
「
都
会
的
」
で
あ

る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
徳
川
期
の
文
明
と
絶
縁
し
な
か
っ
た
こ
と
で
長
年
培
わ
れ

た
「
都
会
美
の
光
景
と
人
情
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
言
語
・
身
振
・
交
際
・
風
俗
に
現

れ
た
「
都
雅
の
風
」
を
な
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
「
都
会
的
は
直
ち
に
氏
の
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内
的
生
命
で
あ
つ
て
、
其
れ
は
知
ら
ず


氏
の
芸
術
の
根
底
を
な
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
氏
の
都
会
的
は
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
で
も
な
く
、
憧
憬
で
も
な
く
正
に
如
何
と

も
す
る
事
の
出
来
な
い
「
現
実
」
で
も
あ
る
の
だ
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
荷
風
の
言

う
「
都
会
」
と
は
、
ま
さ
に
〈
明
治
四
三
年
現
在
〉
に
お
い
て
荷
風
と
谷
崎
が
生
き

る
〈
東
京
〉
で
あ
り
「
現
実
」
で
あ
る
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
読
者
が
、
〈
明
治
四
三

年
現
在
〉
の
「
都
雅
」
を
本
作
に
読
み
取
る
た
め
に
は
、
や
は
り
〈
明
治
四
三
年
現

在
〉
の
読
者
と
同
じ
目
線
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

明
治
末
期
に
お
け
る
江
戸
趣
味
の
隆
興
は
少
々
複
雑
で

(

)

、
先
に
挙
げ
た
荷
風
に
代

表
さ
れ
る
一
派
と
、
尾
崎
紅
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
古
典
の
価
値
を「
日
本
人
」

の
眼
で
評
価
し
江
戸
の
文
化
や
情
緒
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
一
派
が
存
在
し
て
い

た
。
紅
葉
は
、
巌
谷
小
波
に
「
尾
崎
紅
葉
山
人
自
身
が
流
行
そ
の
も
の
で
あ
つ
た

(

)

」

と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
の
セ
ン
ス
が
高
く
評
価
さ
れ
て
、
明
治
三
〇
年
代
か
ら
三
越
百

貨
店
が
宣
伝
を
か
ね
て
出
版
し
た
機
関
雑
誌
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い

た
。
当
時
の
一
般
人
の
好
み
は
も
と
も
と
江
戸
時
代
か
ら
そ
れ
ほ
ど
変
化
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
同
時
期
に
三
越
百
貨
店
が
流
行
ら
せ
よ
う
と
し
た
「
元
禄

ブ
ー
ム
」
は
好
評
を
博
し
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
三
八
年
に
な
る
と
、
三
越
は
新
し

い
文
化
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
矜
持
の
も
と
、
知
識
人
を
集
め
、
衣
裳
や
調
度
品
の

流
行
・
社
会
風
俗
の
傾
向
を
研
究
す
る
「
流
行
研
究
会
」
（
通
称
・
流
行
会
）
を
結

成
し
た
。
そ
の
後
、
日
比
翁
助
の
理
念
「
学
俗
協
同
」
に
則
っ
て
、
流
行
会
は
古
今

東
西
の
流
行
を
研
究
し
、
時
代
嗜
好
の
向
上
を
目
指
し
は
じ
め
た
。
明
治
四
二
年
に

は
人
類
学
者
の
父
・
坪
井
正
五
郎
、
歴
史
小
説
家
・
塚
原
渋
柿
園
、
国
文
学
者
・
佐

々
醒
雪
が
入
会
し
、
大
正
元
年
に
は
流
行
会
内
に
「
江
戸
趣
味
研
究
会
」
が
個
別
に

発
足
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
明
治
四
三
年
か
ら
大
正
二
年
頃
に
か
け
て
、
江
戸
趣
味

に
関
す
る
講
演
が
集
中
的
に
開
か
れ
た
こ
と
も
流
行
会
内
で
の
江
戸
趣
味
へ
の
熱
が

高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

当
初
、
紅
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
江
戸
好
み
の
装
い
を
売
り
出
し
て
い
た
三
越

百
貨
店
で
あ
っ
た
が
、
明
治
末
期
に
は
一
般
市
民
に
文
化
的
教
養
を
啓
蒙
す
る
と
い

う
理
念
の
も
と
、
荷
風
の
よ
う
に
「
異
国
人
の
眼
」
で
江
戸
時
代
を
分
析
し
よ
う
と

い
う
動
き
が
活
発
と
な
っ
て
い
た
。
神
野
由
紀
が
「
日
本
の
近
代
の
モ
ー
ド
を
導
い

て
い
く
立
場
に
あ
っ
た
の
が
、
一
方
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
小
説
家
で
あ
り
、
他
方

で
は
百
貨
店
の
よ
う
な
実
業
家
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
で
あ
り
、
双
方
が
流
行
を
つ
く
り

だ
す
発
信
源
と
な
っ
て
い
た
の
が
当
時
の
状
況
で
あ
ろ
う

(

)

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
三
越
百
貨
店
の
経
営
戦
略
と
重
奏
す
る
こ
と
で
、
江
戸
趣
味
は
文
壇
、
世
間
一

般
と
も
に
江
戸
時
代
の
魅
力
を
再
発
見
し
よ
う
と
す
る
空
気
に
包
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

谷
崎
が
こ
う
し
た
現
象
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
は
、
本
作
発
表
か
ら
数

年
後
に
執
筆
さ
れ
た
「
金
色
の
死
」（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
三
・
一
二
・
四
～
一
七
）

を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
前
人
未
到
の
芸
術
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
「
岡
村
」
は
、

派
手
好
み
の
服
装
が
流
行
し
た
「
慶
長
元
禄
時
分
の
、
伊
達
寛
濶
な
昔
の
姿
に
復
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
信
念
の
も
と
着
飾
り
、
そ
の
姿
は
「
殆
ど
華
美
の
極

点
に
達
し
て
」
い
た
と
好
意
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
谷
崎
は
ど
う
や
ら

百
貨
店
か
ら
発
信
さ
れ
る
「
元
禄
ブ
ー
ム
」
の
流
行
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。

ま
た
、
本
作
を
解
釈
す
る
上
で
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
る
羽
裏
へ
の
描
絵
や
辰
巳

芸
者
が
、
百
貨
店
が
作
り
だ
し
た
江
戸
趣
味
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と

も
、
谷
崎
が
こ
う
し
た
流
行
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
う
。
羽
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裏
に
絵
模
様
を
入
れ
る
こ
と
が
一
般
に
広
ま
っ
た
の
は
、
実
は
明
治
時
代
以
降
で
あ

り
、
特
に
本
作
執
筆
と
同
時
期
で
あ
る
明
治
四
二
年
九
月
『
み
つ
こ
し
タ
イ
ム
ス
』

を
皮
切
り
に
し
て
、
明
治
四
三
年
九
月
、
一
〇
月
、
一
二
月
と
同
カ
タ
ロ
グ
雑
誌
に

羽
裏
の
宣
伝
が
盛
ん
に
な
さ
れ
た
。
大
正
二
、
三
年
に
は
大
掛
か
り
な
羽
裏
の
展
示

会
が
連
続
で
開
か
れ
た
こ
と
も

(

)

、
本
作
執
筆
当
時
、
羽
裏
へ
の
描
絵
の
流
行
が
顕
著

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
描
絵
の
主
題
は
江
戸
時
代
の
「
底
至
り
」
の
趣

向
に
倣
い
、
有
名
画
家
の
絵
、
世
情
の
流
行
事
や
故
事
、
奇
怪
な
文
様
が
好
ま
れ
て

お
り

(

)

、
「
娘
」
の
背
中
に
彫
ら
れ
た
奇
抜
な
女
郎
蜘
蛛
と
の
共
通
点
を
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
、
〈
明
治
四
三
年
現
在
〉
の
流
行
の
装
い
が
本
作
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ

と
を
も
示
し
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
、
明
治
三
六
年
の
『
風
俗
画
報

(

)

』
に
は
、
四
ヵ
月

に
渡
っ
て
江
戸
時
代
の
町
芸
者
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
、
深
川
芸
者
の
気
風
や
衣
裳

も
説
明
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
明
治
四
〇
年
に
白
木
屋
で
展
示
さ
れ
た
「
深
川
芸
者
の

扮
装

(

)

」
が
好
評
を
博
し
、
連
日
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
携
帯
し
た
「
青
年
美
術
家
」
た

ち
が
マ
ネ
キ
ン
を
模
写
し
、
深
川
芸
者
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
小
物
は
す
ぐ
に
売
り
切

れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
辰
巳
芸
者
で
さ
え
も
〈
明
治
四
三
年
現
在
〉
の

流
行
の
一
つ
で
あ
り
、
百
貨
店
で
買
う
こ
と
が
出
来
る
商
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
作
に
登
場
す
る
辰
巳
芸
者
や
羽
裏
の
趣
向
は
、
知
識
人
階
級
が

再
発
見
し
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
「
江
戸
」
だ
け
で
は
な
く
、
格
式
高
く

西
洋
の
香
り
漂
う
百
貨
店
か
ら
流
行

先
端
と
し
て
発
信
さ
れ
、
巷
を
賑
わ
せ
て
い

た
魅
力
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
に
も
強
く
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
神
野
は

『
百
貨
店
で
趣
味
を
買
う

(

)

』
に
お
い
て
、
明
治
三
〇
年
代
後
半
か
ら
大
正
時
代
に
か

け
て
、
東
京
は
好
景
気
に
よ
っ
て
大
発
展
を
遂
げ
、
新
し
く
生
み
出
さ
れ
た
中
流
階

級
は
上
流
階
級
に
近
づ
く
た
め
に
、
手
っ
取
り
早
く
「
趣
味
」
を
買
い
求
め
、
百
貨

店
の
商
品
を
身
に
着
け
よ
う
と
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
彼
ら
の
意
識
は
「
す
べ

て
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、
醜
い
者
は
弱
者
で
あ
つ
た
」
と
い
う
「
愚
」
な
価
値

観
の
も
と
肌
に
刺
青
を
入
れ
よ
う
と
す
る
人
々
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
本
作
に
漂
う
「
江
戸
」
の
香
り
は
、
文
壇
の
み
で
共
有
さ
れ
て

い
た
ペ
ダ
ン
チ
ッ
ク
な
「
江
戸
趣
味
」
か
ら
の
み
醸
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ

に
〈
明
治
四
三
年
現
在
〉
の
「
都
会
」
に
お
い
て
起
き
て
い
た
「
現
実
」
に
よ
っ
て

も
醸
し
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
荷
風
の
い
う
「
都
雅
」
で

あ
っ
た
。お

わ
り
に

後
年
、
佐
藤
春
夫
は
「
潤
一
郎
。
人
及
び
芸
術
」
（
『
改
造
』
昭
二
・
三
）
に
お
い

て
、
谷
崎
お
よ
び
谷
崎
作
品
に
つ
い
て
批
評
し
、
「
潤
一
郎
の
中
に
は
彼
自
身
は
充

分
気
づ
い
て
ゐ
て
世
間
の
人
々
が
一
向
に
気
付
か
な
い
所
の
別
の
一
面
が
あ
り
そ
れ

が
案
外
に
も
潤
一
郎
の
本
質
に
近
い
も
の
で
あ
る
や
う
に
僕
は
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ

の
特
色
と
は
何
に
か
。
都
雅
だ

と
云
つ
た
な
ら
ば
人
々
は
思
ひ
が
け
な
い
の
に
驚

く
か
も
し
れ
ぬ
」
と
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
佐
藤
は
「
痴
人
の
愛
」
（
『
大
阪
朝
日

新
聞
』
大
一
三
・
三
・
二
〇
～
六
・
一
四
、
『
女
性
』
大
一
三
・
一
一
～
大
一
四
・

七
）
が
風
俗
小
説
と
し
て
佳
作
で
あ
る
と
評
価
し
、
「
簡
素
で
こ
だ
は
り
の
な
い
筆

致
で
然
し
例
の
都
雅
な
趣
き
を
さ
へ
持
つ
て
」
「
大
正
末
期
の
眼
あ
た
ら
し
い
一
種

の
男
女
及
び
男
女
関
係
が
一
巻
の
風
俗
画
と
し
て
精
密
に
出
来
上
つ
た
」
と
ま
と
め

て
い
る
。
「
都
雅
な
趣
き
」
と
い
う
語
の
前
に
敢
え
て
「
例
の
」
と
前
置
き
し
て
い

る
の
は
、
荷
風
が
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
」
に
お
い
て
用
い
た
「
都
雅
の
風
」
を
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意
識
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
」
か
ら
実
に
一
六

年
の
月
日
が
経
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
言
を
意
識
し
た
の
は
、
荷
風
が

谷
崎
の
本
質
を
知
る
数
少
な
い
同
胞
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、〈
明
治
四
三
年
現
在
〉
に
永
井
が
賛
美
し
た
「
都
雅
」
も
、
〈
昭

和
二
年
現
在
〉
に
佐
藤
が
評
価
し
た
「
都
雅
」
も
、
二
一
世
紀
の
現
代
を
生
き
る
読

者
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
色
褪
せ
て
見
せ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
、

谷
崎
文
学
を
読
む
う
え
で
重
要
な
鍵
概
念
と
な
る
で
あ
ろ
う
「
都
雅
」
を
視
点
に
作

品
分
析
し
た
論
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
荷
風
が
指
摘
し
た
通
り
「
都
雅
」
と
は
、

「
都
会
」
の
言
語
・
身
振
・
交
際
・
風
俗
と
い
う
よ
う
な
極
め
て
同
時
代
的
な
要
素

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
中
で
も
谷
崎
独
特
の
美
的
感
覚
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ

た
要
素
で
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
事
情
が
「
都
雅
」
の
姿
を
見
え
に
く
く
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
作
に
お
い
て
は
、
谷
崎
が
強
い
興
味
関
心
を
持
っ
て
い
た
歌

舞
伎
と
装
い
に
注
目
し
、
当
時
の
人
々
が
共
有
し
て
い
た
歌
舞
伎
の
知
識
、
お
よ
び

〈
明
治
四
三
年
現
在
〉
に
お
け
る
流
行
風
俗
を
知
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
当
時
の
読

者
と
同
じ
地
平
に
立
ち
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
「
都
雅
」
の
輝
き
を
少
し
だ
け
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　

(

)

谷
崎
潤
一
郎
「
『
刺
青
』
『
少
年
』
な
ど
創
作
余
談
（
そ
の
二
）
」（
『
別
冊
文
藝
春
秋
』

昭
三
一
・
九
）

　
　
　
　

(

)

永
井
荷
風
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
」
（
『
三
田
文
学
』
明
四
四
・
一
一
）

　
　
　
　

(

)

高
田
瑞
穂
「
潤
一
郎
と
刺
青
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
三
一
・
三
）
、
野
口
武

彦
「
「
刺
青
」
論
―
谷
崎
潤
一
郎
の
始
発
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
』

昭
五
〇
・
四
）
、
永
江
啓
伸
「
谷
崎
「
刺
青
」
覚
書
」（
『
解
放
』
昭
五
二
・
三
）
、
千

葉
俊
二
「
鑑
賞
」
（
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
第
八
巻

谷
崎
潤
一
郎
』

角
川
書
店

昭
五
七
・
一
二
）
、
前
田
久
徳
「
谷
崎
文
学
の
出
発
―
「
刺
青
」
の
意
味
と
出
発
期

の
課
題
―
」
（
『
谷
崎
潤
一
郎

物
語
の
生
成
』

洋
々
社

平
一
二
・
三
）
な
ど

　
　
　
　

(

)

平
成
九
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
論
文
は
、
笠
原
伸
夫
編
『
谷
崎
潤
一
郎
「
刺
青
」
作

品
論
集
成
』
一
・
二
（
近
代
文
学
作
品
論
叢
書
九

大
空
社

平
九
・
六
）
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

(

)

三
島
由
紀
夫
「
刺
青
と
少
年
の
こ
と
」
（
『
現
代
日
本
小
説
大
系
』
二
〇

月
報
四

河
出
書
房

昭
二
四
・
七
）
、
橋
本
芳
一
郎
『
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
』（
近
代
の
文
学

〈
八
〉
桜
楓
社

昭
四
〇
・
六
）

　
　
　
　

(

)

冨
山
都
志
「
『
刺
青
』
考
」（
『
武
庫
川
国
文
』
昭
五
〇
・
三
）

　
　
　
　

(

)

谷
川
渥
「
谷
崎
潤
一
郎
―
文
学
の
皮
膚
」
（
『
現
代
思
想
』
平
六
・
一
二
）

　
　
　
　

(

)

塩
崎
文
雄
「
〈
テ
ク
ス
ト
評
釈
〉
『
刺
青
』
」
（
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平

五
・
一
二
）
、
河
野
紫
織
「
谷
崎
潤
一
郎
『
刺
青
』
研
究
―
『
刺
青
』
に
お
け
る
美

意
識
―
」（
『
広
島
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学
誌
』
平
六
・
一
二
）
、
高
田
育
子
「「
刺

青
」
の
女

―T
h
e

W
o
m

an
in

「S
h
ise

i

」
―
」
（
『
金
城
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
論
集
』
平
一
二
・
三
）
、
永
井
敦
子
「
「
刺
青
」
論

―
〈
娘
〉
の
〈
転
身
〉
の

物
語
―
」（
『
日
本
文
藝
研
究
』
平
一
四
・
一
二
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

(

)

塩
崎
文
雄
「
〈
テ
ク
ス
ト
評
釈
〉
『
刺
青
』
」（
前
掲
）

　
　
　
　

(

)

谷
崎
潤
一
郎
・
志
賀
直
哉
と
の
対
談
「
回
顧
」（
『
文
藝
』
昭
二
四
・
六
）

　
　
　
　

(

)

谷
崎
潤
一
郎
「
幼
少
時
代
」
（
前
掲
）
、
同
「
青
春
物
語
」（
『
中
央
公
論
』
昭
七
・
九

～
昭
八
・
三
）
、
同
「
明
治
回
顧
」
（
『
東
京
タ
イ
ム
ズ
』
昭
三
三
・
一
）
、
同
「
幼
年

の
記
憶
」（
『
新
文
学
』
昭
二
二
・
四
～
六
）
を
引
用
・
参
照
し
た
。

　
　
　
　

(

)

高
橋
晴
子
『
近
代
日
本
の
身
装
文
化
「
身
体
と
装
い
」
の
文
化
変
容
』
（
三
元
社

平
一
七
・
一
二
）

　
　
　
　

(

)
｢

幼
少
時
代
」（
前
掲
）
に
お
い
て
、
谷
崎
は
小
学
校
の
休
み
時
間
に
、
軍
服
の
階
級

な
ど
に
注
意
を
払
っ
て
細
か
く
描
き
分
け
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
と
回
想
し
て

お
り
、
先
天
的
に
装
い
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
ま
た
、
同
じ
頃
、
暗
が
り
で
子
ど
も
を
脅
か
す
不
良
少
年
が
「
白
い
太
い
毛
糸

の
、
馬
鹿
気
て
長
い
紐
の
付
い
た
、
黒
木
綿
の
紋
付
か
久
留
米
絣
の
羽
織
」
を
着
て

「
羽
織
の
紐
を
、
末
端
の
方
で
小
さ
く
結
ん
で
、
背
中
へ
回
し
て
頸
に
か
け
て
ゐ
た
」

と
回
想
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
衣
服
に
対
し
て
驚
異
的
な
記
憶
力
を
持
っ
て
い
た



――――

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

(
)

谷
崎
は
「
青
春
物
語
」
（
前
掲
）
に
お
い
て
、
「
寒
中
と
雖
も
一
切
毛
の
物
を
身
に
纏

は
ず
、
素
肌
に
長
襦
袢
を
着
て
ぶ
る


顫
へ
な
が
ら
見
え
を
切
る
と
云
ふ
方
で
あ

つ
た
」
と
回
想
し
て
お
り
、
下
町
育
ち
の
江
戸
っ
子
と
し
て
の
強
い
自
負
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

　
　
　
　

(

)

高
橋
晴
子
『
近
代
日
本
の
身
装
文
化
「
身
体
と
装
い
」
の
文
化
変
容
』（
前
掲
）
、
大

丸
弘
・
高
橋
晴
子
『
日
本
人
の
す
が
た
と
暮
ら
し

明
治
・
大
正
・
昭
和
前
期
の
身

装
』（
三
元
社

平
二
八
・
一
二
）

　
　
　
　

(

)

ヨ
ハ
ン
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
（Jo

h
a
n

A
u
g
u
st

S
trin

d
b
erg

一

八
四
九
～
一
九
一
二
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
小
説
家
、
劇
作
家
。
和

哲
郎
、
木
村
荘

太
と
の
座
談
会
（
「R

E
A

L
C

O
N

V
E

R
S
A

T
IO

N

」
『
新
思
潮
』
明
四
三
・
一
一
）

に
お
い
て
も
、
二
人
が
谷
崎
の
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
の
よ
う
な
風
貌
を
か
ら
か
う
場
面

が
あ
る
。

　
　
　
　

(

)

今
東
光
『
十
二
階
崩
壊
』
（
中
央
公
論
社

昭
五
三
・
一
）

　
　
　
　

(

)

遠
藤
伸
治
「
「
刺
青
」
論
」（
『
近
代
文
学
試
論
』
昭
五
八
・
一
二
）

　
　
　
　

(

)

永
井
敦
子
「
「
刺
青
」
論

―
〈
娘
〉
の
〈
転
身
〉
の
物
語
―
」
（
前
掲
）

　
　
　
　

(

)

細
江
光
は
「
『
象
』
・
『
刺
青
』
の
典
拠
に
つ
い
て
」
（
『
甲
南
国
文
』
平
四
・
三
）
に

お
い
て
、
本
作
の
典
拠
が
『
日
本
社
会
事
彙
経
』
（
経
済
雑
誌
社

明
四
一
・
十
二
）

で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
て
い
る
。

　
　
　
　

(

)

宮
下
規
久
朗
『
刺
青
と
ヌ
ー
ド
の
美
術
史

江
戸
か
ら
近
代
へ
』
（
日
本
放
送
出
版

協
会

平
二
〇
・
四
）

　
　
　
　

(

)

浮
世
絵
師
が
筆
で
直
接
、
絵
絹
や
紙
に
描
い
た
浮
世
絵
を
指
す
。

　
　
　
　

(

)

薄
地
の
絹
織
物
で
日
本
画
を
描
く
と
き
に
用
い
る
。

　
　
　
　

(

)

大
久
保
尚
子
は
『
江
戸
の
服
飾
意
匠
―
文
芸
、
美
術
、
芸
能
と
の
交
流
と
近
代
へ
の

波
及
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版

平
二
七
・
一
）
に
お
い
て
、
井
原
西
鶴
『
好
色
一

代
男
』
第
六
巻
「
全
盛
歌
書
羽
織
」
、
井
原
西
鶴
『
椀
久
一
世
の
物
語
』
上
巻
、
井

原
西
鶴
『
好
色
二
代
男
』
第
五
巻
、
井
原
西
鶴
『
好
色
五
人
女
』
第
三
、
井
原
西
鶴

『
西
鶴
織
留
』
な
ど
に
描
絵
の
趣
向
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　

(

)

西
鶴
の
作
品
に
描
絵
の
趣
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
。
谷
崎
は
、
志
賀
直
哉
と
の
対
談
（
「
回
顧
」
前
掲
）
で
、
井
原
西
鶴
の
洒
落
本

を
読
ん
だ
の
は
、
幸
田
露
伴
の
「
井
原
西
鶴
」
を
読
了
後
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

幸
田
露
伴
作
「
井
原
西
鶴
」
は
、
雑
誌
『
国
民
之
友
』
明
治
二
三
年
五
月
下
旬
号
か

ら
掲
載
さ
れ
、
当
時
、
谷
崎
は
五
歳
で
あ
っ
た
。
「
青
春
物
語
」（
前
掲
）
に
は
、
中

学
時
代
か
ら
「
西
鶴
物
を
ひ
ね
く
り
回
し
て
恋
愛
を
賛
美
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
読
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　

(

)

谷
崎
潤
一
郎
・
志
賀
直
哉
と
の
対
談
「
文
藝
放
談
」
（
『
朝
日
評
論
』
昭
二
一
・
九
）

　
　
　
　

(

)

辰
巳
芸
者
が
「
は
お
り
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
は
、
座
敷
で
も
羽
織
を
着
た
ま
ま
芸
を

す
る
か
ら
で
あ
る
。
芸
は
売
っ
て
も
身
は
売
ら
な
い
辰
巳
芸
者
が
、
羽
織
を
脱
い
だ

時
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
羽
裏
に
贅
を
凝
ら
す
こ
と
は
、
そ
れ
を
見
せ
る
た

め
の
情
人
が
い
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
よ
う
。

　
　
　
　

(

)

高
田
育
子
「
『
刺
青
』
の
女

―T
h
e

w
o
m

an
in

『S
h
ise

i

』
―
」（
前
掲
）

　
　
　
　

(

)

河
野
紫
織
「
谷
崎
潤
一
郎
『
刺
青
』
研
究
―
名
刺
青
』
に
お
け
る
美
意
識
―
」
（
前

掲
）
、
永
井
敦
子
「
「
刺
青
」
論

―
〈
娘
〉
の
〈
転
身
〉
の
物
語
―
」（
前
掲
）

　
　
　
　

(

)

藤
田
洋
編
『
歌
舞
伎
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
（
三
省
堂

平
一
八
・
一
一
）
に
よ
れ
ば
、

「
ぶ
っ
返
り
」
が
行
わ
れ
る
主
な
演
目
は
「
鳴
神
」「
紅
葉
狩
」「
奥
州
安
達
原
」「
積

恋
雪
関
扉
」
が
有
名
で
あ
る
。
本
作
冒
頭
に
紹
介
さ
れ
る
「
女
鳴
神
」
に
も
「
ぶ
っ

返
り
」
の
手
法
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

(

)

永
井
荷
風
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
」
（
前
掲
）

　
　
　
　

(

)

千
葉
俊
二
『
物
語
の
法
則

岡
本
綺
堂
と
谷
崎
潤
一
郎
』（
青
蛙
房

平
二
四
・
七
）

等
に
お
い
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

(

)

内
田
魯
庵
「
江
戸
趣
味
の
第
一
人
者
」
（
『
新
潮
』
大
三
・
二
）

　
　
　
　

(

)

野
田
宇
太
郎
『
パ
ン
の
会
』
（
三
笠
書
房

昭
二
七
・
九
）

　
　
　
　

(

)
K

en
K

.
IT

O

『V
isio

n
s

o
f

D
e
sire

:
T

a
n
iza

k
i's

F
ictio

n
a
l

W
o
rd

s

』（S
ta

n
-

fo
rd

U
n
iv

e
rsity

P
re

ss

平
三
・
七
）
、
千
葉
俊
二
『
狐
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
』（
小
沢

書
店

平
六
・
六
）
、
西
原
大
輔
『
谷
崎
潤
一
郎
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
―
大
正
日

本
の
中
国
幻
想
』（
中
公
叢
書

平
一
五
・
七
）

　
　
　
　

(
)

江
戸
趣
味
の
流
行
に
つ
い
て
、
高
橋
義
雄
『
箒
の
あ
と
』
（
春
秋
図
書

昭
五
〇
・

六
）
、
岩
淵
令
治
編
『
「
江
戸
」
の
発
見
と
商
品
化
―
大
正
期
に
お
け
る
三
越
の
流
行

創
出
と
消
費
文
化
』（
岩
田
書
院

平
二
六
・
五
）
、
神
野
由
紀
『
趣
味
の
誕
生

百

貨
店
が
つ
く
っ
た
テ
イ
ス
ト
』（
勁
草
書
房

平
六
・
四
）
、
同
『
百
貨
店
で
〈
趣
味
〉

を
買
う

大
衆
消
費
文
化
の
近
代
』
（
吉
川
弘
文
館

平
二
七
・
四
）
、
瀬
崎
圭
二

『
流
行
と
虚
栄
の
生
成
―
消
費
文
化
を
映
す
日
本
近
代
文
学
』
（
世
界
思
想
社

平
二



――――

〇
・
三
）
を
参
考
に
し
た
。

　
　
　
　

(
)

巌
谷
小
波
「
紅
葉
山
人
と
流
行
」（
『
三
越
』
大
四
・
一
二
）

　
　
　
　

(
)

神
野
由
紀
『
趣
味
の
誕
生

百
貨
店
が
つ
く
っ
た
テ
イ
ス
ト
』
（
前
掲
）

　
　
　
　

(

)
｢

文
展
作
品

応
用
羽
織
裏
地
陳
列
」（
『
流
行
』
大
三
・
十
一
）

　
　
　
　

(

)

市
田
ひ
ろ
み
・
藤
井
健
三
『
羽
裏

日
本
の
粋
と
伊
達
』
（
ア
シ
ェ
ッ
ト
婦
人
画
報

社

平
一
八
・
六
）

　
　
　
　

(

)

『
風
俗
画
報
』（
明
三
六
・
六
）
、
『
風
俗
画
報
』（
明
三
六
・
八
）
、
『
風
俗
画
報
』（
明

三
六
・
一
〇
）
、
『
風
俗
画
報
』（
明
三
六
・
一
二
）

　
　
　
　

(

)
｢

深
川
芸
者
の
扮
装
」（
『
流
行
』
明
四
〇
・
一
一
）

　
　
　
　

(

)

神
野
由
紀
『
百
貨
店
で
〈
趣
味
〉
を
買
う

大
衆
消
費
文
化
の
近
代
』（
前
掲
）


