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一

近
松
秋
江
『
黒
髪
』（
大
正
一
三
・
七
刊
）
序
文
に
お
い
て
、
谷
崎
潤
一
郎
は
、

「
小
説
『
黒
髪
』
は
恋
す
る
女
に
欺
か
れ
た
一
人
の
男
の
煩
悩
を
材
と
し
た
も
の
だ

が
、
若
し
此
れ
を
読
ん
で
此
の
主
人
公
を
馬
鹿
だ
と
云
ふ
者
が
あ
つ
た
ら
、
僕
は
声

を
大
に
し
て
云
は
う
、『
さ
う
云
ふ
貴
様
こ
そ
大
馬
鹿
者
だ
』
とq

」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
言
及
が
『
痴
人
の
愛
』
連
載
（「
大
阪
朝
日
新
聞
」
大
正
一
三
年
三
月
二
〇
日
〜
六

月
一
四
日
で
連
載
中
止
、
続
編
初
出
は
『
女
性
』
大
正
一
三
年
一
一
月
〜
七
月
）
中
で
あ
る

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
『
痴
人
の
愛
』

へ
の
自
解
、
あ
る
い
は
主
人
公
河
合
譲
治
へ
の
作
者
の
庇
護
と
し
て
も
読
め
る
表
現

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
序
文
を
記
し
な
が
ら
谷
崎
は
、
構
想
中
の
自
作
に
自
信
を
深

め
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。『
黒
髪
』
と
並
べ
て
み
る
と
、『
痴
人
の
愛
』
は
新

し
い
。
京
の
色
街
の
芸
妓
・
園
子
に
対
し
て
、
浅
草
の
カ
フ
ェ
の
女
給
ナ
オ
ミ
が
新

し
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
男
が
連
想
す
る
の
が
、
一
方
で
は
浄
瑠
璃
で
あ
る
の
に
対

し
、
他
方
で
は
ア
メ
リ
カ
映
画
で
あ
る
点
が
新
し
い
ば
か
り
で
は
な
い
。『
黒
髪
』

の
「
私
」
が
、
女
を
色
街
か
ら
救
い
出
し
て
妻
に
し
た
ら
「
所
有
」
で
き
る
と
無
邪

気
に
信
じ
込
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
あ
る
い
は
他
の
男
と
の
深
い
交
渉
の
有
無
で
女

の
誠
実
を
測
ろ
う
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
痴
人
の
愛
』
の
譲
治
が
繰
り
広
げ
る
ナ

オ
ミ
と
の
関
係
は
複
雑
で
あ
る
。
妻
に
し
て
も
所
有
は
叶
わ
ず
、
他
の
男
と
の
関
わ

り
は
む
し
ろ
魅
力
で
す
ら
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
。

こ
の
差
異
は
、
作
者
の
自
意
識
の
近
代
性
の
質
に
由
来
す
る
と
言
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。『
痴
人
の
愛
』
に
揺
曳
す
る
他
者
と
し
て
の
女
の
捉
え
難
さ
、
そ
の
こ

と
に
こ
そ
起
因
す
る
男
の
焦
燥
は
、『
黒
髪
』
に
は
な
い
。『
黒
髪
』
の
「
私
」
は
、

女
が
「
身
の
薄
命
を
省
み
て
、
ふ
と
涙
ぐ
む
時
な
ど
」
の
、「
そ
の
時
の
眼
だ
け
で

も
命
を
投
げ
出
し
て
彼
女
を
愛
し
て
も
厭
は
な
い
」
と
思
う
。
そ
の
立
ち
姿
を
眺
め

て
、「
か
う
し
て
み
る
と
、
た
し
か
に
佳
い
女
で
あ
る
。
こ
の
女
に
自
分
が
全
力
を

挙
げ
て
惚
れ
て
ゐ
る
の
は
無
理
は
な
い
。
こ
ん
な
女
を
自
分
の
物
に
す
る
悦
び
は
一

国
を
所
有
す
る
よ
り
も
も
つ
と
強
烈
な
る
本
能
的
の
悦
び
で
あ
る
」（
岩
波
文
庫
）
と

言
う
。
彼
が
欺
か
れ
る
の
は
、
強
欲
な
養
母
が
貧
し
い
男
と
の
接
触
を
妨
げ
る
か
ら

で
あ
り
、
女
が
義
理
に
ひ
か
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
江
戸
的
情
趣
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
作
品
の
序
文
を
前
述
の
よ
う
に
綴
り
な
が
ら
、
谷
崎
が
密
か

に
行
っ
て
い
た
の
は
、
書
か
れ
る
べ
き
自
作
へ
の
援
護
射
撃
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
恋
す
る
女
に
欺
か
れ
た
一
人
の
男
の
煩
悩
」、
そ
れ
を
同
じ
く
描
き
な
が
ら
、
よ
り

奥
行
き
の
あ
る
作
品
。
谷
崎
の
胸
中
で
、『
痴
人
の
愛
』
は
そ
の
よ
う
に
構
想
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
私
は
此
れ
か
ら
、
あ
ま
り
世
間
に
類
例
が
な
い
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
私
達
夫
婦

の
間
柄
に
就
い
て
、
出
来
る
だ
け
正
直
に
、
ざ
つ
く
ば
ら
ん
に
、
有
り
の
ま
ゝ
の
事

実
を
書
い
て
見
よ
う
と
思
ひ
ま
す
」
と
語
り
出
さ
れ
る
こ
の
小
説
は
、「
足
か
け
八

年
前
の
こ
と
」
に
な
る
ナ
オ
ミ
と
の
出
会
い
を
回
想
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
此
れ
を
読
ん
で
、
馬
鹿
々
々
し
い
と
思
ふ
人
は
笑
つ
て
下
さ
い
」

『
痴
人
の
愛
』
論

―
痴
人
の
夢
・
虚
空
に
紡
ぐ
幸
福

―
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と
言
う
結
末
の
述
懐
は
、
既
に
譲
治
が
到
達
し
て
い
る
境
地
な
の
で
あ
る
。
作
中
の

出
来
事
と
同
時
進
行
で
彼
の
心
境
が
変
化
す
る
の
で
は
な
い
。
譲
治
は
愚
か
な
自
分

を
開
き
直
っ
て
認
め
る
地
点
か
ら
、
ナ
オ
ミ
と
の
成
り
行
き
を
語
り
出
し
て
い
る
。

愚
か
な
自
分
を
知
り
、
そ
の
愚
か
さ
を
自
分
に
許
し
、
幸
福
を
味
わ
っ
て
い
る
。

「
惚
れ
て
ゐ
る
」
の
だ
か
ら
「
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
は
、
単
な
る
諦
観
の
表
明

に
と
ど
ま
ら
ず
、
愛
欲
へ
の
惑
溺
に
沈
潜
す
る
宣
言
で
も
あ
る
。
語
り
手
は
そ
れ
ほ

ど
の
愚
か
さ
を
自
身
に
許
し
て
い
る
。
い
わ
ば
内
省
的
知
性
を
経
て
の
「
痴
」
へ
の

耽
溺
が
、
譲
治
の
生
き
る
姿
勢
な
の
で
あ
る
。

宇
都
宮
の
豊
か
な
農
家
の
出
身
で
あ
り
、
東
京
で
技
術
者
と
し
て
高
給
を
得
て
い

た
河
合
譲
治
は
、
浅
草
の
カ
フ
ェ
で
一
五
歳
の
少
女
と
出
会
う
。「
ま
る
で
西
洋
人

の
や
う
」
な
名
前
が
彼
の
「
好
奇
心
」
を
引
く
。
当
初
「
ナ
オ
ミ
ち
や
ん
」
と
呼
ん

で
い
た
（
二
）
の
を
、「
ナ
オ
ミ
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
（
十
八
）、
最
終
的
に
は
ナ

オ
ミ
の
要
求
に
し
た
が
っ
て
「
ナ
オ
ミ
さ
ん
」
と
呼
ぶ
（
二
十
七
）
よ
う
に
な
る
。

対
応
す
る
よ
う
に
譲
治
の
呼
ば
れ
方
は
「
河
合
さ
ん
」

「
譲
治
さ
ん
」

「
西
洋

流
に
『
ヂ
ョ
ー
ジ
』」
と
変
わ
っ
て
い
る
。「
譲
治
」
と
い
う
名
前
が
音
を
介
し
て

「
情
事
」
に
通
じ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
会
社
で
「
君
子
」
と
徒
名
さ

れ
て
い
た
男
が
「
痴
人
」
へ
と
転
落
し
た
こ
と
を
、
ナ
オ
ミ
か
ら
の
呼
び
名
が
暗
示

し
て
い
る
。
谷
崎
作
品
で
の
呼
び
方
・
呼
ば
れ
方
へ
の
拘
りw

を
考
え
合
わ
せ
て
も
、

こ
こ
に
象
徴
さ
れ
る
関
係
性
の
変
化
が
作
品
『
痴
人
の
愛
』
の
経
緯
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
ま
ず
、
そ
れ
を
辿
り
直
す
作
業
を
通
じ
て
、
譲
治
の
「
痴
人
」
像
を
明
ら
か

に
し
た
い
。
さ
ら
に
、「
あ
ま
り
世
間
に
類
例
が
な
い
」
夫
婦
関
係
か
ら
、
谷
崎
流

の
《
恋
愛
》
の
特
徴
に
言
及
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二

あ
く
ま
で
も
管
見
の
限
り
で
あ
る
が
、
従
来
の
論
考
で
は
、
譲
治
の
目
論
み
の
破

綻
を
、
彼
が
憧
れ
た
西
洋
の
皮
相
・
浅
薄
と
関
連
づ
け
た
り
、
神
性
と
玩
具
性
を
兼

備
す
る
女
性
崇
拝
の
イ
デ
ア
ー
ル
な
有
り
方
が
指
摘
さ
れ
た
り
し
て
き
た
。
あ
る
い

は
源
氏
と
若
紫
に
な
ぞ
ら
え
て
、
不
定
形
の
少
女
を
好
み
の
型
に
矯
め
て
い
く
こ
と

に
、
男
の
願
望
が
言
挙
げ
さ
れ
て
も
い
た
。
い
ず
れ
も
興
味
深
い
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

る
が
、
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
譲
治
の
目
論
み
の
失
敗
は
何
故
も
た
ら
さ
れ
た
の
か

と
問
う
よ
り
も
、
そ
れ
が
作
品
の
流
れ
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
用
意
さ
れ
て
い
る

の
か
を
問
う
方
が
有
効
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
譲
治
の
当
初
の
思
惑
が
外
れ
た
こ

と
は
、
早
く
も
（
六
）
で
露
呈
さ
れ
て
い
て
、
谷
崎
は
更
に
（
二
十
八
）
ま
で
の
章

を
書
き
継
い
で
い
る
。
連
載
中
止
の
際
の
新
聞
広
告
も
、
構
想
ず
み
の
後
半
へ
の
意

欲
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
一
旦
の
挫
折
、
そ
こ
か
ら
の
関
係
構
築
の
模
索
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
こ
そ
谷
崎
は
描
き
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ナ
オ
ミ
と
の
共
棲
に
際
し
て
譲
治
が
望
ん
だ
の
は
、「
友
達
」
志
向
の
夫
婦
で
あ

り
、「
呑
気
な
シ
ン
プ
ル
・
ラ
イ
フ
」
で
あ
っ
た
。「
主
人
と
細
君
と
下
女
と
の
仕
事

が
い
や
に
キ
チ
ン
と
分
か
れ
て
ゐ
た
り
、
近
所
隣
り
や
親
類
同
士
の
付
き
合
ひ
が
う

る
さ
か
つ
た
り
す
る
」「
今
の
日
本
の
『
家
庭
』」
と
は
別
の
も
の
を
譲
治
は
求
め
て

い
た
。「
あ
ま
り
に
単
調
な
そ
の
日
暮
ら
し
に
、
多
少
の
変
化
」
を
求
め
、「
ナ
オ
ミ

が
来
て
く
れ
た
ら
ば
、
彼
女
は
女
中
の
役
も
し
て
く
れ
、
小
鳥
の
代
り
に
も
な
つ
て

く
れ
よ
う
」
と
思
う
。「
女
中
」
と
「
小
鳥
」
の
代
役
、
こ
れ
が
譲
治
の
期
待
で
あ

る
。
一
方
の
ナ
オ
ミ
は
、
恐
ら
く
は
貧
し
さ
ゆ
え
に
、
彼
女
の
身
上
に
無
関
心
な
家

庭
に
い
る
。
譲
治
の
申
し
出
が
、
彼
女
に
と
っ
て
は
不
本
意
な
境
遇
脱
出
の
好
機
で

あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
二
人
が
選
ん
だ
の
は
「
お
伽
噺
の
挿
絵
の
や
う
な
」
家
で
あ
っ
た
。

非
実
用
的
な
間
取
り
を
む
し
ろ
歓
迎
し
て
、
籐
椅
子
の
ソ
フ
ァ
や
安
楽
椅
子
を
置
き
、

壁
に
は
ア
メ
リ
カ
の
映
画
女
優
の
写
真
を
貼
り
、
家
事
を
分
担
し
、
外
食
や
簡
易
食

を
辞
さ
ず
に
彼
ら
は
暮
ら
し
始
め
る
。
寝
具
は
西
洋
式
を
諦
め
た
も
の
の
、
入
浴
に

は
西
洋
風
を
取
り
入
れ
る
。
銭
湯
を
行
く
の
を
大
儀
が
っ
た
ナ
オ
ミ
に
台
所
で
行
水
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さ
せ
た
の
が
発
端
で
、
や
が
て
ア
ト
リ
エ
に
西
洋
風
呂
を
置
き
、
譲
治
が
ス
ポ
ン
ジ

で
洗
っ
て
や
っ
た
り
し
た
。
ナ
オ
ミ
の
成
長
を
記
し
た
日
記
に
は
そ
の
様
子
が
記
さ

れ
る
。
成
長
日
記
、
沐
浴
、
ベ
ビ
ー
さ
ん
、
パ
パ
さ
ん

―
こ
こ
で
演
じ
ら
れ
て
い

る
遊
戯
的
日
常
は
、
疑
似
父
娘
の
図
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
頃
の
ナ
オ
ミ
が
「
頑

是
な
い
子
供
の
や
う
」
で
「
だ
だ
ツ
児
の
や
う
な
愛
ら
し
さ
」
を
も
っ
て
い
た
こ
と

を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
二
人
が
演
じ
て
い
る
の
は
《
親
子
》
で
あ
る
。
譲
治
の
マ
ゾ

ヒ
ズ
ム
を
語
る
場
合
に
よ
く
引
用
さ
れ
る
ナ
オ
ミ
の
馬
乗
り
の
場
面
も
、
子
を
遊
ば

せ
る
父
の
図
柄
と
し
て
も
解
さ
れ
る
。
写
真
機
を
購
入
し
て
成
長
を
記
録
し
た
い
と

思
う
の
も
親
の
心
情
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
少
女
か
ら
女
へ
の
ナ
オ
ミ
の
成
熟
は
湯

を
使
わ
せ
る
譲
治
の
眼
に
日
に
日
に
明
ら
か
で
あ
り
、
疑
似
親
子
の
蜜
月
は
終
末
を

約
束
さ
れ
て
い
る
。

「
お
伽
噺
の
家
」
の
住
人
に
ふ
さ
わ
し
く
、
遊
び
心
で
旧
態
を
脱
し
た
ナ
オ
ミ
の

衣
服
は
、「
め
つ
た
に
洗
濯
を
し
た
こ
と
が
な
く
…
…
ど
れ
も
大
概
は
垢
じ
み
て
ゐ
」

た
。「
趣
味
」「
便
利
」「
装
飾
」
を
優
先
さ
せ
た
衣
生
活
は
、
限
度
を
越
え
る
と
不

潔
に
転
化
す
る
危
う
さ
を
内
在
さ
せ
つ
つ
、
譲
治
の
蠱
惑

こ
わ
く

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時

点
で
の
譲
治
は
「
妻
」「
人
形
」「
装
飾
品
」
を
同
時
に
ナ
オ
ミ
に
求
め
て
、
と
り
あ

え
ず
満
た
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
趣
味
性
を
優
先
さ
せ
た
生
活
の
脆
さ

が
潜
ん
で
い
る
。

表
面
的
に
は
順
調
と
見
え
た
お
伽
話
の
家
の
シ
ン
プ
ル
・
ラ
イ
フ
、
そ
の
亀
裂
の

端
緒
は
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
（
六
）
の
、
英
語
の
レ
ッ
ス
ン
の
場
面
に
あ
る
。
簡
単

な
文
法
も
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
ナ
オ
ミ
に
譲
治
が
業
を
煮
や
す
と
、
ナ
オ
ミ
は
ノ

ー
ト
を
引
き
裂
い
て
、
鋭
い
上
眼
で
譲
治
を
睨
み
つ
け
る
。「
動
物
電
気
」
が
多
量

に
含
ま
れ
て
い
る
眼
だ
と
譲
治
は
感
じ
、「
炯け

い

々
と
し
て
強
く
凄
す
さ
ま
じ
く
、
お
ま
け
に

一
種
の
底
知
れ
な
い
深
い
魅
力
を
湛た

ゝ

へ
て
ゐ
る
」
と
言
う
。「
小
鳥
」
な
ら
ぬ
「
猛

獣
」
の
よ
う
な
ナ
オ
ミ
に
初
め
て
接
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
既
に
、
凄
さ
と

魅
力
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
続
け
て
譲
治
は
「
そ
の
時
分
、
私

の
胸
に
は
失
望
と
愛
慕
と
、
互
い
に
矛
盾
し
た
二
つ
の
も
の
が
交
る

ぐ
鬩
ぎ
合
つ

て
ゐ
ま
し
た
」
と
言
う
。「
彼
女
は
頭
脳
の
方
で
は
私
の
期
待
を
裏
切
り
な
が
ら
、

肉
体
の
方
で
は
い
よ

く
ま
す

く
理
想
通
り
に
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、
美
し
さ
を

増
し
て
行
つ
た
の
で
す
」「
私
は
…
…
ず
る

く
引
き
摺
ら
れ
る
や
う
に
な
り
、
此

れ
で
は
い
け
な
い
と
気
が
付
い
た
時
に
は
、
既
に
自
分
で
も
ど
う
す
る
事
も
出
来
な

く
な
つ
て
ゐ
た
の
で
し
た
」（
七
）、
辞
書
的
な
意
味
に
お
い
て
な
ら
、
こ
の
時
点
で

も
う
譲
治
を
「
痴
人
」
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。「
頭
脳
」
と
「
肉
体
」、

こ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
併
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
《
不
潔
》
と
《
蠱
惑
》
、「
淫

婦
」
と
「
女
神
」
と
い
う
対
立
事
項
が
作
中
か
ら
抽
出
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
ア
ン
ビ

バ
レ
ン
ト
に
譲
治
を
ひ
き
つ
け
る
。
互
い
に
対
立
す
る
と
見
え
る
ふ
た
つ
の
要
素
は
、

前
者
に
失
望
し
つ
つ
後
者
に
引
き
ず
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
前
者
を
凌
駕
す

る
後
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
譲
治
を
魅
了
す
る
。
す
な
わ
ち
、
賢
く
は
な
い
、
不
潔

で
あ
る
、
淫
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
譲
治
へ
の
ナ
オ
ミ
の
牽
引
力
に
お
い
て

否
定
的
要
素
で
は
な
く
、
む
し
ろ
必
須
の
条
件
な
の
で
あ
る
。

譲
治
が
ナ
オ
ミ
の
御
し
難
さ
に
気
づ
き
始
め
て
い
た
頃
に
、
破
綻
は
金
銭
と
家
事

と
い
う
従
来
の
家
庭
の
側
面
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
。
掃
除
も
せ
ず
、「
足
袋
一
足
で

も
…
…
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
出
し
た
」
ナ
オ
ミ
で
あ
る
。「
お
伽
話
の
家
」
は
現
実
の

維
持
努
力
を
抜
き
に
し
て
は
、
そ
の
趣
を
な
く
し
て
し
ま
う
。
彼
ら
の
「
遊
び
」
の

空
間
は
消
滅
し
た
と
言
え
よ
う
か
。
譲
治
は
軌
道
修
正
を
試
み
る
。「
子
供
を
生
ん

で
く
れ
な
い
か
」
と
ナ
オ
ミ
に
持
ち
か
け
、
そ
れ
が
拒
絶
さ
れ
る
と
、「
も
う
一
つ

の
手
段
」
と
し
て
「
も
つ
と
真
面
目
な
、
常
識
的
な
家
庭
を
持
つ
」
こ
と
を
考
え
る
。

純
日
本
式
の
家
に
移
り
、
家
具
も
日
本
風
の
も
の
に
取
り
替
え
よ
う
と
思
う
譲
治
は
、

転
向
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
女
中
探
し
も
破
綻
し
た
経
済
の
埋
め
合
わ
せ
も
、

田
舎
の
母
親
に
依
頼
し
て
急
場
を
し
の
ご
う
と
す
る
譲
治
だ
が
、
ナ
オ
ミ
は
「
そ
ん

な
田
舎
の
山
出
し
な
ん
か
」
と
拒
否
し
、「
西
洋
館
に
し
て
頂
戴
」
と
言
い
放
つ
。

西
洋
と
都
会
へ
の
指
向
性
は
、
譲
治
の
軌
道
修
正
を
受
け
付
け
な
い
ほ
ど
に
、
ナ
オ
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ミ
に
根
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
シ
ン
プ
ル
・
ラ
イ
フ
」
が
暗
礁
に
乗
り
上
げ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
譲
治
の
よ
う
に
回
帰
す
べ
き
場
所e

を
ナ
オ
ミ
は
持
っ
て
は
い
な

か
っ
た
。
彼
女
は
家
を
飛
び
出
し
て
も
実
家
に
立
ち
寄
っ
て
は
い
な
い
。「
千
束
町

の
や
う
な
、
あ
ん
な
ゴ
ミ
ゴ
ミ
し
た
路
次
の
中
に
育
つ
た
」
彼
女
に
は
、
土
地
に
根

差
し
た
住
ま
い
が
な
か
っ
たr

と
言
え
る
。
家
族
か
ら
の
期
待
の
イ
メ
ー
ジ
も
持
ち
得

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ナ
オ
ミ
に
は
、
自
己
形
成
の
指
針
も
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。「
西
洋
人
の
前
へ
出
て
も
耻
か
し
く
な
い
や
う
な
レ
デ
ィ
ー
に
お
な
り
、
お

前
な
ら
き
つ
と
な
れ
る
か
ら
」
と
繰
り
返
さ
れ
た
譲
治
の
言
葉
は
、
呪
文
の
よ
う
に

彼
女
に
浸
透
し
、
目
指
す
べ
き
指
標
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
譲
治
の
西
洋
指
向
の

影
に
な
り
が
ち
で
見
逃
さ
れ
そ
う
な
事
柄
で
あ
る
が
、
習
い
た
い
の
は
英
語
と
音
楽

だ
と
、
言
い
出
し
た
の
は
ナ
オ
ミ
の
方
で
あ
っ
た
。
華
や
か
な
も
の
、
明
る
い
も
の

へ
の
憧
れ
が
、
場
末
の
カ
フ
ェ
に
美
貌
を
燻

く
す
ぶ
ら
せ
て
い
た
少
女
の
胸
に
兆
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

ナ
オ
ミ
に
は
ナ
オ
ミ
の
夢
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
漠
然
と
し
た
不
定
形
の

も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
彼
女
の
夢
で
あ
っ
た
。
譲
治
に
与
え
ら
れ
た
指
針
に

沿
っ
て
、
彼
女
が
生
き
よ
う
と
し
た
の
は
彼
女
の
夢
で
あ
る
。
だ
か
ら
譲
治
が
「
女

中
」「
小
鳥
」「
装
飾
品
」「
人
形
」「
妻
」
と
、
彼
に
都
合
の
よ
い
役
割
に
次
々
と
当

て
は
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
反
抗
心
が
芽
生
え
、
内
向
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
爆
発
し
た
の
が
、
学
生
た
ち
と
の
交
際
で
あ
っ
た
と
も
言
え

る
。こ

の
よ
う
な
ナ
オ
ミ
の
語
ら
れ
な
い
内
面
に
つ
い
て
、
永
栄
啓
伸
氏
は
、
ナ
オ
ミ

の
寝
顔
が
「
憂
鬱
に
眉
根
を
寄
せ
て
苦
い
薬
を
飲
ま
さ
れ
た
人
の
よ
う
な
、
神
秘
な

表
情
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
は
「
譲
治
に
よ
っ
て
西
洋
に
向

か
っ
て
開
示
さ
れ
る
造
ら
れ
た
ナ
オ
ミ
と
、
本
来
の
素
顔
と
の
落
差
で
も
あ
り
、
自

我
の
分
裂
は
無
我
の
瞬
間
に
こ
そ
顕
れ
た
と
言
え
るt

」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
譲
治

が
ナ
オ
ミ
に
押
し
付
け
る
も
の
と
、
ナ
オ
ミ
が
実
現
し
た
い
も
の
の
間
に
生
じ
る
差

が
、
彼
女
に
内
な
る
分
裂
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
押
し

付
け
ら
れ
る
か
ら
、
期
待
ど
お
り
に
成
り
行
く
こ
と
を
拒
ん
だ
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
期
待
ど
お
り
に
な
り
お
お
せ
な
い
こ
と
が
、
彼
女
自
身
の
自
己
実
現
で

あ
っ
た
ろ
う
か
ら
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
結
末
近
く
で
の
ナ
オ
ミ
の
自
己
実
現

ぶ
り
は
、
痛
快
で
す
ら
あ
る
。

そ
の
服
装
も
出
来
合
ひ
の
や
う
な
も
の
ぢ
や
な
く
つ
て
、
体
に
ぴ
つ
た
り
嵌
ま

つ
て
ゐ
て
、
靴
な
ん
か
も
フ
レ
ン
チ
・
ヒ
ー
ル
の
き
ゅ
．
．

ツ
と
踵
の
高
い
奴
で
、

総
エ
ナ
メ
ル
の
爪
先
の
と
こ
ろ
に
、
多
分
新
ダ
イ
ヤ
か
何
か
で
せ
う
が
、
細
か

い
宝
石
が
光
つ
て
る
ん
で
す
。
ま
る
で
昨
夜
の
ナ
オ
ミ
さ
ん
は
、
お
伽
噺
の
シ

ン
デ
レ
ラ
と
云
ふ
風
で
し
た
よ
。（
二
十
二
）

こ
れ
は
、
家
を
出
た
の
ち
の
ナ
オ
ミ
の
様
子
を
、
浜
田
が
譲
治
に
報
告
す
る
く
だ

り
で
あ
る
。
ナ
オ
ミ
は
自
分
で
シ
ン
デ
レ
ラ
を
演
じ
て
い
る
。
譲
治
が
用
意
し
た

「
お
伽
噺
の
家
」
の
蹉
跌
の
の
ち
に
、
よ
り
本
物
に
近
い
西
洋
風
俗
を
身
に
纏
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
に
興
味
を
も
つ
西
洋
人
の
男
性
が
一
時
的
に
調
達
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
よ
り
本
物
に
近
い
こ
と
は
争
え
な
い
。
西
洋
人
の
前
に
出
て

も
は
ず
か
し
く
な
い
ば
か
り
か
、「
西
洋
人
の
お
友
達
な
ら
大
勢
あ
る
わ
」
と
ナ
オ

ミ
は
豪
語
す
る
。
譲
治
か
ら
見
て
「
レ
デ
ィ
ー
」
で
は
な
か
ろ
う
と
も
、
彼
女
は
彼

女
の
夢
を
実
現
さ
せ
た
と
言
え
る
。
大
森
の
家
で
は
譲
治
が
断
念
し
た
ベ
ッ
ド
を

（
し
か
も
「
天
蓋
の
附
い
た
、
白
い
、
紗
の
や
う
な
帳
の
垂
れ
て
ゐ
る
寝
台
」）
を
据
え
、

「
煙
草
は
デ
ィ
ミ
ト
リ
ノ
の
細
巻
」
を
吸
い
、「
雑
誌
の
ク
ラ
シ
ツ
ク
や
ヴ
オ
ー
グ
」

を
眺
め
る
、「
寝
床
で
紅
茶
と
ミ
ル
ク
」
を
飲
む
間
に
「
ア
マ
が
風
呂
場
の
用
意
」

を
す
る

―
譲
治
が
完
全
に
ナ
オ
ミ
に
屈
服
し
て
か
ら
の
彼
女
は
、
当
初
の
譲
治
が

用
意
し
た
よ
り
も
、
よ
り
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
た
疑
似
西
洋
を
日
常
的
に
味
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
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三

譲
治
の
「
痴
人
」
へ
の
道
程
に
論
を
戻
そ
う
。
子
供
を
生
む
、
日
本
風
の
暮
ら
し

を
す
る
、
ふ
た
つ
の
提
案
は
い
ず
れ
も
拒
絶
さ
れ
る
。
譲
治
が
方
策
に
窮
し
た
と
き

に
、
意
外
な
か
た
ち
で
道
が
開
け
る
。
ナ
オ
ミ
が
「
邪
悪
の
化
身

け
し
ん

」
に
転
生
す
る
の

で
あ
る
。「
淫
婦
の
面
魂
を
遺
憾
な
く
露
は
し
た
形
相

ぎ
ょ
う
そ
う

」
で
あ
る
と
譲
治
は
見
る
。

「
何
と
も
知
れ
な
い
憎
さ
と
恐
ろ
し
さ
と
美
し
さ
に
駈
り
立
て
ら
れ
」
て
彼
女
を
追

い
出
し
て
か
ら
、
安
堵
し
た
の
も
一
時
間
ほ
ど
で
、「
あ
の
一
刹
那
の
彼
女
の
顔
」

を
譲
治
は
し
み
じ
み
と
思
い
出
す
。「
疑
ひ
も
な
く
そ
れ
は
『
邪
悪
の
化
身

け
し
ん

』
で
あ

つ
て
、
そ
し
て
同
時
に
、
彼
女
の
体
と
魂
と
が
持
つ
悉
く
の
美
が
、
最
高
潮
に
於
い

て
発
揚
さ
れ
た
姿
な
の
で
す
。
…
…
『
あ
ゝ
美
し
い
』
と
心
の
中
で
叫
ん
だ
の
で
あ

り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
あ
の
時
彼
女
の
足
下
に
跪
い
て
し
ま
は
な
か
つ
た
か
」

―

前
田
久
徳
氏
が
「
背
反
し
て
い
た
ナ
オ
ミ
の
〈
体
と
魂
〉
が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
統

合
さ
れ
、
淫
婦
性
は
一
つ
の
美
へ
と
昇
華
を
と
げ
るy

」
と
指
摘
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

こ
こ
で
既
に
譲
治
の
降
伏
は
用
意
さ
れ
て
い
るu

の
だ
が
、
そ
の
対
象
が
「
邪
悪
の
化

身
」
と
な
っ
た
《
ナ
オ
ミ
》
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
現
身
の
彼
女
が
眼
の
前

に
い
な
い
間
に
、
だ
か
ら
こ
そ
譲
治
に
よ
る
ナ
オ
ミ
像
の
醸
成
が
可
能
に
な
り
、
醸

成
し
た
《
ナ
オ
ミ
》
に
対
し
て
降
伏
が
用
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
く
場
面
で
、
譲
治
は
ナ
オ
ミ
の
成
長
を
記
録
し
た
ア
ル
バ
ム
を
繰
り
な

が
ら
、「
鼻
の
形
、
眼
の
形
、
唇
の
形
…
…
足
の
蹠
ま
で
も
」
が
写
さ
れ
た
写
真
に

見
入
る
。「
こ
ゝ
に
至
つ
て
ナ
オ
ミ
の
体
は
全
く
芸
術
品
と
な
り
」「
宗
教
的
な
感
激

さ
へ
が
湧
い
て
来
る
や
う
に
」
な
っ
た
と
は
、
譲
治
の
観
念
の
世
界
で
の
ナ
オ
ミ
像

の
確
立
を
語
る
行
文
で
あ
る
。「
己
は
絶
対
無
条
件
で
彼
女
の
前
に
降
伏
す
る
。
彼

女
の
云
ふ
と
こ
ろ
、
欲
す
る
と
こ
ろ
、
総
べ
て
に
己
は
服
従
す
る
」
と
は
、
そ
の
よ

う
な
《
ナ
オ
ミ
》
に
対
し
て
な
さ
れ
た
降
伏
宣
言
で
あ
る
。
作
品
世
界
で
の
現
身
の

ナ
オ
ミ
に
あ
ら
た
め
て
拝
跪
す
る
た
め
に
は
、
ま
だ
道
程
が
あ
る
。

一
方
、
方
々
を
泊
ま
り
歩
い
て
い
た
ナ
オ
ミ
は
、
何
故
譲
治
の
も
と
へ
戻
ろ
う
と

画
策
す
る
の
か
。
そ
れ
は
譲
治
が
想
像
し
た
よ
う
に
、「
外
の
男
の
所
へ
行
つ
て
も
、

己
ほ
ど
彼
女
を
大
事
に
し
て
や
り
、
気
随
気
儘
を
さ
せ
て
置
く
者
は
あ
り
や
し
な
い
」

と
ナ
オ
ミ
も
知
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
っ
か
り
自
我

を
肥
え
太
ら
せ
た
ナ
オ
ミ
は
、
ふ
た
り
の
関
係
性
を
彼
女
主
導
の
も
の
に
構
築
し
直

す
た
め
に
、
時
機
を
測
り
、
手
管
を
凝
ら
し
て
譲
治
に
接
近
す
る
。「
見
馴
れ
な
い

若
い
西
洋
の
婦
人
」「
え
た
い

．
．
．

の
分
ら
ぬ
妖
し
い
少
女
」
を
変
装
と
化
粧
で
演
出
し

た
彼
女
は
、「
ナ
オ
ミ
で
あ
る
と
云
ふ
よ
り
も
、
ナ
オ
ミ
の
魂
が
何
か
の
作
用
で
、

或
る
理
想
的
な
美
し
さ
を
持
つ
幽
霊
に
な
つ
た
」
の
か
と
譲
治
に
思
わ
せ
て
い
るi

。

こ
の
姿
を
垣
間
見
せ
て
お
い
て
、
屋
根
裏
部
屋
へ
姿
を
消
す
ナ
オ
ミ
は
、
譲
治
の
心

理
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知
っ
て
い
た
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
譲
治
に
と
っ
て
の
魅
力
の

発
揮
方
法
を
、
観
察
と
第
六
感
に
よ
っ
て
体
得
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
目
の
前
で

着
替
え
た
り
、「
友
達
の
接
吻
」
を
し
た
り
、
さ
ん
ざ
ん
に
焦
ら
し
た
末
、
馬
乗
り

に
な
っ
た
譲
治
の
背
の
う
え
で
、
ナ
オ
ミ
は
「
此
れ
か
ら
何
で
も
云
ふ
こ
と
を
聴
く

か
」「
あ
た
し
に
好
き
な
事
を
さ
せ
る
か
、
一
々
干
渉
な
ん
か
し
な
い
か
」
と
矢
継

ぎ
早
に
要
求
を
突
き
付
け
て
受
諾
さ
せ
て
い
る
。

贅
沢
と
怠
惰
と
奔
放
な
男
遊
び
を
ナ
オ
ミ
に
許
し
つ
つ
、
夫
と
い
う
よ
り
も
下
僕

の
よ
う
な
パ
ト
ロ
ン
で
し
か
な
い
譲
治
が
た
ど
り
着
い
た
境
地
は
、「
私
自
身
は
、

ナ
オ
ミ
に
惚
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
…
…
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
ナ
オ
ミ
が
主
導
権
を
掌
握
し
て
か
ら
の
生
活
が
、
譲
治
の
当
初
の
望
み
の
実

現
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
一
見
は
見
え
る

．
．
．
．
．
．

と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
痛
烈
な
ア
イ
ロ

ニ
ー
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
苦
さ
を
意
識
し
て
い
る
点
が
、
譲
治

の
最
大
の
幸
福
．
．

な
の
で
あ
ろ
う
。

「
痴
人
」
で
あ
る
こ
と
は
争
え
な
い
と
し
て
も
、「
痴
人
」
た
る
こ
と
を
自
身
に

許
す
ほ
ど
の
惑
溺
、
譲
治
が
身
を
置
い
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。
こ
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の
作
品
の
語
り
が
彼
の
一
人
称
に
終
始
し
て
い
る
意
味
は
大
き
い
。
我
が
身
の
愚
か

さ
を
俎
上
に
乗
せ
て
語
る
男
。
そ
う
す
る
こ
と
で
彼
は
、
ナ
オ
ミ
と
の
変
転
含
み
の

歳
月
を
生
き
直
し
て
い
る
。
譲
治
は
自
省
的
分
析
的
な
眼
（
知
）
と
、
愚
か
に
徹
す

る
潔
さ
（
痴
）
と
を
兼
備
し
た
人
物
な
の
で
あ
る
。

四

譲
治
の
願
望
が
有
効
性
を
持
ち
得
る
世
界
は
、「〈
わ
れ
わ
れ
の
『
遊
び
』
の
生
活
〉

と
明
記
さ
れ
る
『
お
伽
噺
の
家
』
と
い
う
非
現
実
空
間
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」
と

す
る
永
栄
啓
伸
氏
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

そ
ん
な
単
純
で
明
る
い
遊
び
の
空
間
が
、
人
間
の
成
長
と
と
も
に
崩
壊
し
て
ゆ

く
。
…
…
か
か
る
現
実
の
な
か
で
、
そ
れ
に
拮
抗
し
う
る
も
う
一
つ
の
世
界
の

確
保
。
た
と
え
そ
れ
が
〈
知
〉
に
向
か
う
近
代
の
時
流
に
逆
行
す
る
〈
痴
〉
と

呼
ば
れ
る
負
の
位
相
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
谷
崎
が
い
ま
構
築
し
よ
う
と
す
る
の

は
、
現
実
へ
の
反
逆
の
拠
点
た
ろ
う
と
す
る
〈
痴
人
〉
の
物
語
で
あ
る
。
／

〈
痴
〉
と
は
、
一
見
、
現
実
す
べ
て
を
無
抵
抗
に
受
容
し
、
権
力
の
支
配
を
感

受
し
な
が
ら
、
そ
の
精
神
は
何
物
に
も
売
り
渡
す
こ
と
な
く
、
自
由
へ
の
拠
点

を
確
保
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
言
え
るo

。

譲
治
の
生
き
方
に
、
ひ
た
す
ら
な
受
動
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
性
を
読
み
取

ろ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
も
、
賛
同
で
き
る
見
解
で
あ
る
。
譲
治
は
「
ど
う
し
よ
う

も
な
い
」「
仕
方
が
な
い
」「
笑
っ
て
下
さ
い
」
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に

し
か
あ
り
得
な
い
場
所
に
、
自
分
の
生
を
設
定
し
て
い
る
。
い
わ
ば
意
志
的
な
選
択

が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
現
実
と
は
乖
離
し
た
観
念
の
世
界
に
夢
を

紡
ぐ
こ
と
が
、
谷
崎
的
な
《
恋
愛
》
な
の
で
あ
る
。

『
谷
崎
文
学
と
肯
定
の
欲
望
』
に
お
い
て
、
河
野
多
恵
子
は
谷
崎
作
品
の
男
女
関

係
に
は
恋
愛
が
欠
落
し
て
い
る
と
し
た!0

。
だ
が
、
そ
れ
は
近
代
日
本
が
西
洋
か
ら
輸

入
し
た
、
恋
愛
と
は
、
男
女
が
互
い
に
人
格
を
認
め
合
い
、
相
互
補
完
的
に
人
間
的

向
上
を
目
指
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
、
教
養
主
義
的
な
恋
愛
観
に
基
づ
い
て
い
る
。

清
水
良
典
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、
谷
崎
文
学
は
従
来
の
批
評
の
用
語
で
は
す
り
抜
け

て
行
く
し
た
た
か
さ
を
豊
饒
に
湛
え
て
い
る
。「
モ
ノ
へ
の
執
着

フ
ェ
テ
ッ
シ
ュ」
が
「
形
而
上
的

な
遥
か
な
も
の
へ
の
憧
憬
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
」
追
求
の
あ
り
様
に
触
れ
、
谷

崎
は
「
ど
ん
ど
ん
空
虚
な
『
影
』
の
ほ
う
へ
、
暗
示
と
模
倣
の
連
鎖
へ
と
、
遠
ざ
か

っ
て
い
っ
た
」
と
清
水
氏
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
。「
誠
実
よ
り
も
裏
切
り
を
、
純
愛

よ
り
も
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
、
理
解
よ
り
も
邪
推
を
、
事
実
よ
り
も
嘘
を
、
と
い

う
志
向
が
、
谷
崎
の
揺
る
ぎ
な
い
態
度
だ
っ
た!1

」

―
果
た
し
て
「
純
愛
」
よ
り

「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
が
「
空
虚
な
『
影
』」
と
言
え
る
の
か
、
と
い
う
点
は
疑
問

で
あ
る
が
、
他
の
対
立
項
目
に
つ
い
て
は
、
谷
崎
流
恋
愛
の
特
質
が
よ
く
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
指
摘
を
ふ
ま
え
つ
つ
、『
痴
人
の
愛
』
に
描
か
れ
て

い
る
谷
崎
的
恋
愛
の
特
質
に
つ
い
て
、
触
れ
て
お
き
た
い
。

そ
の
最
大
の
特
質
で
あ
る
、
観
念
に
お
け
る
熟
成
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
指
摘
も

あ
る
た
め
、
先
ほ
ど
の
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。
そ
の
観
念
的
世
界
へ
の
飛
翔
の
た
め

の
、
現
実
遊
離
へ
の
志
向
性
は
、『
痴
人
の
愛
』
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

譲
治
が
ナ
オ
ミ
に
興
味
を
も
っ
た
き
っ
か
け
が
、
映
画
女
優
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
似
姿

に
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
も
よ
く
言
挙
げ
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
横
浜
時
代
の
谷
崎
の

西
洋
崇
拝
が
表
れ
て
も
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、〈
虚
〉
な
る
も
の
の
牽
引
力

を
読
み
取
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
正
年
間
の
谷
崎
は
、
女
優
を
ヒ
ロ

イ
ン
に
し
た
作
品
を
多
く
書
い
て
い
る
。
女
優
と
い
う
職
業
の
時
代
の
な
か
で
の
新

し
さ
に
ひ
か
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
夥
し
い
虚
像
の
造
成
者
で
あ
る
女
優
、
と
い

う
点
に
谷
崎
の
関
心
は
あ
っ
た
。
あ
り
の
ま
ま
の
本
当
の
姿
、
あ
る
い
は
実
像
な
ど

と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
結
局
そ
れ
で
し
か
あ
り
得
な
い
有
限
性
に
終
始
す
る
。
だ
が
、
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虚
像
で
あ
る
限
り
、
変
幻
自
由
な
の
で
あ
る
。〈
虚
〉
に
自
由
を
見
て
、
そ
こ
に
観

念
的
理
想
郷
の
創
造
を
求
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
終
的
に
ナ
オ
ミ
が
譲
治
を

籠
絡
す
る
場
面
（
二
十
四
）
に
お
い
て
、
西
洋
人
か
と
見
ま
が
う
ほ
ど
の
変
装
を
施

し
た
彼
女
に
、
変
装
と
知
り
つ
つ
譲
治
が
魅
惑
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

振
り
、
演
技
、
変
装
、
嘘
、
そ
れ
ら
は
、
真
実
な
る
も
の
（
普
遍
的
に
価
値
が
認
め
ら

れ
て
い
る
も
の
の
、
な
に
や
ら
味
気
無
い
も
の
）
か
ら
の
乖
離
を
含
む
が
ゆ
え
に
、
譲

治
に
と
っ
て
魅
力
的
な
の
で
あ
る
。

ナ
オ
ミ
の
交
際
相
手
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
浜
田
と
の
間
に
、
譲
治
が
奇
妙
な
友
情

と
も
連
帯
と
も
見
え
る
共
感
を
覚
え
て
い
く
の
は
、『
卍
』（
昭
和
三
）
の
、
光
子
を

め
ぐ
る
園
子
と
綿
貫
の
関
係
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
一
人
の
女
性
を
巡
っ
て
、
独

占
を
求
め
る
二
人
の
人
間
の
間
に
生
じ
る
、
疑
心
、
嫉
妬
、
軋
轢

あ
つ
れ
き

、
崇
拝
感
情
の
共

振
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
の
心
理
的
悦
楽
。
愛
す
る
相
手
を
独
占
で
き
な
い
場
所
で
、

恋
愛
ゆ
え
の
感
情
の
坩
堝
が
、
そ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
谷
崎
作
品
に
お

い
て
は
、
避
け
る
べ
き
不
幸
な
事
態
と
い
う
よ
り
も
、
身
を
置
く
焦
燥
を
味
わ
い
得

る
幸
福
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
布
石
と
し
て
だ

け
で
は
な
く
、
こ
こ
を
こ
そ
描
き
た
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な
、
異
様
な
熱
を
感
じ
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。

熊
谷
と
の
密
会
の
場
を
押
さ
え
る
べ
く
、
譲
治
が
変
装
し
て
後
を
つ
け
る
場
面
に

は
、
初
期
の
『
秘
密
』（
明
治
四
四
）
か
ら
続
く
、
偽
ら
れ
る
こ
と
に
幻
惑
さ
れ
る
感

性
が
息
づ
い
て
い
る
。
田
舎
の
母
か
ら
の
手
紙
を
ナ
オ
ミ
が
読
ん
だ
か
ど
う
か
を
巡

っ
て
、
探
り
を
入
れ
つ
つ
駆
け
引
き
を
す
す
め
る
部
分
か
ら
は
、
後
年
の
『
鍵
』

（
昭
和
三
一
）
が
想
起
さ
れ
る
。
心
理
的
攻
防
が
恋
愛
に
付
随
す
る
魅
惑
の
境
地
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
た
ち
は
、
そ
れ
ら
の
感
情
の
苦
汁
や
哀
感
に
こ
そ
捕

ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
圧
迫
さ
れ
た
状
況
が
密
か
に
悦
楽
を
も
た
ら
し
て
も

い
る
。

『
痴
人
の
愛
』
の
譲
治
の
、
ナ
オ
ミ
と
の
関
係
性
の
変
化
を
辿
り
つ
つ
、
谷
崎
的

恋
愛
の
特
質
を
指
摘
し
て
き
た
。
理
性
と
本
能
、
精
神
と
肉
体
と
い
う
二
項
対
立
に

よ
る
人
間
把
握
も
、
私
達
に
馴
染
み
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
譲
治
は
、

前
者
が
後
者
に
屈
し
た
弱
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
弱
者
と
見
え
る

生
を
む
し
ろ
選
び
取
っ
た
人
物
と
言
え
る
。
た
と
え
読
者
諸
賢
の
嘲
笑
を
受
け
よ
う

と
も
、
卑
屈
を
装
っ
た
背
後
で
、
彼
は
幸
福
を
享
受
し
、
ほ
く
そ
笑
ん
で
い
る
。
そ

の
幸
福
に
想
い
を
至
ら
せ
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
現
実
、
真
実
な
る
も
の
の
味
気
無
さ
、

谷
崎
の
そ
こ
か
ら
の
乖
離
が
浮
上
す
る
。

だ
が
、
譲
治
と
等
身
大
に
身
を
置
く
こ
と
が
谷
崎
の
夢
の
実
現
で
な
か
っ
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。〈
彼
〉
を
生
き
る
こ
と
が
至
福
だ
と
い
う
ほ
ど
の
、
作
中
人

物
へ
の
感
情
移
入
は
、『
春
琴
抄
』（
昭
和
八
）
ま
で
の
模
索
の
道
程
を
経
ね
ば
な
ら

な
い
。注q

「
黒
髪
序
」（『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
第
二
十
三
巻
』
中
央
公
論
社
、
な
お
本
稿
で
の
谷
崎
作

品
の
引
用
は
こ
の
全
集
か
ら
行
い
、
但
し
旧
漢
字
は
新
字
に
改
め
た
。）

『
黒
髪
』
の
初
出
は
大
正
一
一
年
一
月
『
改
造
』
誌
上
で
あ
り
、
谷
崎
は
そ
れ
以

降
、
単
行
本
刊
行
時
（
厳
密
に
は
そ
の
た
め
の
序
文
執
筆
時
）
ま
で
の
間
に
、
こ
の
作
品

を
読
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
『
痴
人
の
愛
』
の
構
想
を
あ
た
た
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
時

期
と
一
致
す
る
。

w

語
り
手
で
あ
る
男
性
登
場
人
物
は
、
崇
拝
の
対
象
で
あ
る
女
性
に
対
し
て
、『
盲
目

物
語
』
で
は
「
お
く
が
た
」、『
蘆
刈
』
で
は
「
お
遊
さ
ま
」（
義
姉
に
あ
た
る
）
と
い

う
呼
び
方
に
固
執
し
て
い
る
。『
卍
』
の
光
子
も
、
園
子
宛
て
書
簡
の
な
か
で
呼
び

方
・
呼
ば
れ
方
に
拘
っ
て
い
る
。『
春
琴
抄
』
の
佐
助
は
春
琴
を
「
お
師
匠
さ
ま
」
と

呼
ん
で
、
対
外
的
に
も
そ
う
関
わ
る
姿
勢
を
貫
い
た
。
谷
崎
が
結
婚
前
に
松
子
夫
人

に
宛
て
た
恋
文
の
な
か
で
、
潤
一
郎
と
い
う
名
は
侍
者
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
て

「
順
市
」
と
署
名
し
た
（
谷
崎
松
子
『
倚
松
庵
の
夢
』
中
公
文
庫
）
こ
と
に
も
、
関
係
性

を
築
こ
う
と
す
る
際
の
呼
び
方
・
呼
ば
れ
方
へ
の
拘
り
は
見
て
取
れ
る
。

e

譲
治
は
母
の
死
後
、「
自
分
の
や
う
な
田
舎
者
に
は
結
局
田
舎
が
適
し
て
ゐ
る
の
だ
」
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「
こ
の
ま
ゝ
国
に
引
つ
込
ん
で
、
故
郷
の
土
に
親
し
ま
う
」
と
考
え
て
い
る
。
彼
の
西

洋
指
向
が
、
農
家
の
長
男
と
し
て
の
生
活
を
囲
繞
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
伝
統
的
・

因
習
的
日
本
へ
の
反
発
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
挫
折
し

た
暁
に
は
、
帰
る
べ
き
場
所
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

r

も
っ
と
も
ナ
オ
ミ
は
譲
治
に
「
も
と
は
旗
本
の
侍
で
、
自
分
が
生
れ
た
時
は
下
二

番
町
の
立
派
な
邸
に
住
ん
で
ゐ
た
」「
お
祖
母
さ
ん
は
鹿
鳴
館
時
代
に
ダ
ン
ス
を
や
つ

た
ハ
イ
カ
ラ
な
人
だ
つ
た
」
と
生
家
に
つ
い
て
語
っ
た
ら
し
い
が
、
譲
治
は
こ
れ
を

「
何
処
ま
で
本
当
だ
か
分
り
や
し
ま
せ
ん
」
と
捉
え
て
い
る
。
ナ
オ
ミ
の
物
心
つ
い
て

か
ら
の
生
家
は
「
浅
草
の
銘
酒
屋
」
で
、
そ
の
家
族
は
彼
女
の
身
上
に
関
心
が
薄
い

と
い
う
こ
と
の
方
が
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
願
望
の
温
床
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

t

永
栄
啓
伸
『
谷
崎
潤
一
郎
論
　
伏
流
す
る
物
語
』（
一
九
九
二
年
六
月
　
双
文
社
）

y

前
田
久
徳
『
谷
崎
潤
一
郎
　
物
語
の
生
成
』（
二
〇
〇
〇
年
三
月
　
洋
々
社
）

u

安
田
孝
氏
は
「
譲
治
の
気
持
ち
に
変
化
が
生
じ
た
瞬
間
は
、
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ

れ
が
ち
で
あ
っ
た
」
と
し
つ
つ
、
ナ
オ
ミ
が
「
邪
悪
の
化
身
」
と
な
っ
た
「
こ
の
瞬

間
に
、
ナ
オ
ミ
に
纏
わ
り
つ
い
て
い
た
い
ま
わ
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
拭
い
去
ら
れ
、
ナ

オ
ミ
は
譲
治
の
欲
望
を
満
た
す
存
在
と
し
て
崇
め
ま
つ
ら
れ
る
」（『
谷
崎
潤
一
郎
の
小

説
』
一
九
九
四
年
一
〇
月
　
翰
林
書
房
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
私
見
で
は
「
い
ま
わ
し

い
イ
メ
ー
ジ
」
は
「
拭
い
去
ら
れ
」
た
の
で
は
な
く
、
い
ま
わ
し
さ
を
極
め
て
昇
華

さ
れ
た
と
も
言
え
る
し
、
ま
た
譲
治
に
と
っ
て
は
淫
婦
的
要
素
も
魅
力
に
他
な
ら
な

い
と
も
言
え
る
。
が
、
こ
の
瞬
間
を
重
視
す
る
読
解
は
立
場
を
同
じ
く
す
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
同
氏
に
は
、「
譲
治
の
感
情
に
即
し
て
い
え
ば
、
ナ
オ
ミ
に
本
来
備
わ
っ

て
い
る
価
値
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
か
ま
わ
な
い
。
現
実
の
存
在
に
先
立
っ
た
欲
望
が

あ
っ
て
、
現
実
の
存
在
は
、
そ
の
望
み
を
実
体
化
す
る
た
め
の
素
材
に
す
ぎ
な
い
」

と
の
指
摘
も
あ
る
。
ナ
オ
ミ
に
は
触
媒
と
し
て
の
機
能
性
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
は
余

人
で
は
代
替
不
可
能
で
あ
っ
た
（
だ
か
ら
こ
そ
《
恋
》
と
言
え
る
）
と
筆
者
は
考
え
て

い
る
が
、
そ
の
点
に
留
保
を
付
け
る
な
ら
、
お
お
む
ね
賛
同
で
き
る
見
解
で
あ
る
。

i

秋
山
公
男
先
生
は
こ
の
場
面
で
の
「
譲
治
の
錯
覚
」
を
、「
母
の
死
を
機
に
固
め
ら

れ
た
ナ
オ
ミ
と
の
訣
別
の
意
志
を
解
錠
す
べ
く
、
無
意
識
裡
に
な
さ
れ
た
心
的
詐
術
」

と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。
譲
治
の
潜
在
意
識
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
卓
見
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、「
谷
崎
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
そ
う
し
た
女
性
の
観
念
化
を
支
え
る
、
心

的
詐
術
の
堅
牢
性
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」（『
近
代
文
学
　
美
の
諸
相
』

翰
林
書
房
　
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
譲
治
の
生
き
方

の
積
極
的
意
志
的
選
択
を
重
視
し
た
が
、
分
析
さ
れ
る
よ
う
な
心
の
か
ら
く
り
に
、

譲
治
自
身
が
意
識
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
と
、「
心
的
詐
術
」
と
矛
盾
し

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

o

t
に
同
じ
。

!0

河
野
多
恵
子
「
恋
愛
欠
落
の
文
学
」（『
谷
崎
文
学
と
肯
定
の
欲
望
』
中
公
文
庫
）

!1

清
水
良
典
『
虚
構
の
天
体
　
谷
崎
潤
一
郎
』（
一
九
九
六
年
三
月
　
講
談
社
）

（
近
畿
大
学
文
芸
学
部
非
常
勤
講
師
）
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