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︱
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は
じ
め
に

｢小
僧
の
夢
﹂
は
︑
谷
崎
潤
一
郎
が
一
九
一
七
年
三
月
四
日
か
ら
四
月
一
一
日

に
か
け
て
﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄
に
連
載
し
た
短
編
小
説
で
あ
る
︒
一
九
九
〇
年
四

月
に
﹃
文
学
﹄
︵
季
刊
︶
第
一
巻
第
二
号
に
再
録
さ
れ
る
ま
で
︑
こ
の
作
品
は
ど

の
単
行
本
や
全
集
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た(

)

︒
1

｢小
僧
の
夢
﹂
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
︑
ま
ず
須
田
千
里
が
書
い
た
﹁
解

題
﹂
が
あ
る
︒
こ
の
作
品
か
ら
は
イ
デ
ア
論
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
︑
そ

の
前
後
に
書
か
れ
た
他
作
品
と
の
関
連
性
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
須
田
は
﹁
後
の

谷
崎
文
学
の
萌
芽
﹂
と
し
て
︑
本
作
の
価
値
を
認
め
て
い
る(

)

︒
前
後
の
作
品
と
の

2

対
応
関
係
に
つ
い
て
︑
千
葉
俊
二
も
同
じ
く
指
摘
し
︑
子
供
と
い
う
存
在
は
﹁
現

実
か
ら
夢
︵
空
想
︶
へ
と
越
境
す
る
﹂(

)

も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
海
野
弘

3

は
︑
本
作
品
を
谷
崎
の
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
都
市
文
学
﹂
と
し
て
読
み
︑
後
の
作
品

で
あ
る
﹁
鮫
人
﹂
と
﹁
痴
人
の
愛
﹂
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ

の
作
品
を
﹁
モ
ダ
ン
都
市
浅
草
の
始
点
﹂(

)

に
︑
川
端
康
成
の
﹁
浅
草
紅
団
﹂
が
そ

4

の
﹁
終
点
﹂
に
と
位
置
づ
け
て
い
る
︒
ま
た
︑
張
栄
順
と
柴
田
希
の
論
考
が
あ

る
︒
前
者
は
︑
小
僧
の
造
型
を
分
析
し
︑
作
品
舞
台
の
移
動
︵
銀
座
か
ら
浅
草
へ
︶

に
注
目
し
て
﹁
東
京
と
い
う
都
市
空
間
の
中
で
の
文
化
差
異
と
い
う
側
面
﹂
を
見

出
し
て
い
る
︒﹁
伝
統
的
な
深
層
と
西
洋
化
さ
れ
た
表
層
的
な
文
化
と
い
う
雑
種

の
文
化
構
造
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
た
﹂(

)

作
品
舞
台
の
移
動
は
︑﹁
過
剰
な
憧
憬
﹂

5

を
見
せ
な
が
ら
︑
東
京
の
都
市
状
況
へ
の
風
刺
も
見
ら
れ
る
と
い
う
︒
後
者
は
︑

活
動
写
真
と
催
眠
術
の
メ
デ
ィ
ア
性
︑
そ
し
て
活
動
写
真
が
も
た
ら
す
悪
影
響
と

い
っ
た
点
か
ら
論
じ
て
お
り
︑﹁
新
し
い
視
覚
メ
デ
ィ
ア
の
到
来
を
︑
自
分
の
藝

術
活
動
の
う
ち
に
取
り
こ
ん
だ
﹂(

)

と
こ
ろ
か
ら
本
作
を
評
価
す
べ
き
と
い
っ
て
い

6

る
︒以

上
の
よ
う
に
︑
本
作
は
こ
れ
ま
で
①
そ
の
前
後
の
作
品
と
の
関
係
︑
②
大
正

期
に
お
け
る
浅
草
の
都
市
文
化
︑
③
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
と
い
っ
た
側
面

か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
主
人
公
へ
の
着
目
が
あ
り
な
が
ら
︑
小
僧
の

造
型
と
︑
作
中
に
語
ら
れ
た
彼
の
芸
術
観
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
明
白

に
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
稿
は
こ
れ
ら
の
先
行
論
を
踏
ま
え
た
う

え
︑
主
人
公
庄
太
郎
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
︑
語
り
の
問
題
か
ら
小
僧
の
造
型
お
よ

び
二
人
の
女
性
に
関
わ
る
彼
の
美
意
識
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒
主
人
公
が
置
か

れ
た
状
況
と
彼
の
芸
術
観
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
︑
谷
崎
の
創
作
意

図
へ
の
解
明
に
繋
が
る
と
考
え
る
︒

一
︑
語
り
の
ト
リ
ッ
ク
と
﹁
読
者
﹂
へ
の
意
識

こ
の
作
品
の
構
成
は
︑
前
後
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
︒﹁
一
の
一
﹂
か
ら
﹁
二
の

二
﹂
ま
で
は
前
半
で
︑﹁
二
の
三
﹂
か
ら
﹁
二
の
一
二
﹂
は
後
半
で
あ
る
︒
先
行

論
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
前
半
は
﹁
一
人
称
独
白
体
﹂
で
書
か
れ
て
い
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﹂
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る
が
︑
後
半
は
日
記
体
に
変
わ
っ
て
い
る(

)

︒
7

ま
ず
︑
作
品
の
前
半
に
つ
い
て
分
析
し
て
お
き
た
い
︒

⁝
⁝
己
は
名
前
を
庄
太
郎
と
云
っ
て
︑
今
年
十
六
歳
に
な
る
商
店
の
小
僧

だ
︒
己
の
勤
め
て
居
る
商
店
は
︑
銀
座
三
丁
目
の
大
通
り
に
あ
る
︑
池
田
屋

と
云
ふ
洋
酒
屋
だ
が
︑
京
橋
近
辺
に
住
ん
で
居
る
人
は
大
概
知
つ
て
居
る
だ

ら
う
︒
︵
第
五
巻
︑
四
二
三
頁
︶

作
品
の
冒
頭
部
か
ら
み
る
と
︑
銀
座
の
洋
酒
屋
で
奉
公
し
て
い
る
﹁
今
年
十
六

歳
に
な
る
﹂
庄
太
郎
が
一
人
称
の
語
り
手
の
位
置
に
い
る
︒
彼
は
﹁
色
の
黒
い
︑

目
が
窪
ん
だ
︑
極
め
て
陰
鬱
な
表
情
を
持
つ
た
﹂
小
僧
と
し
て
哀
れ
な
境
遇
を
過

ご
し
て
い
る
と
読
者
に
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
哀
れ
な
印
象
を
強
調
す
る

た
め
に
﹁
己
﹂
は
﹁
読
者
﹂
に
対
し
て
同
情
を
求
め
る
呼
び
か
け
を
行
っ
て
い

る
︒

し
か
し
︑
若
し
も
読
者
が
︑
今
後
の
大
通
り
を
散
歩
す
る
折
が
あ
つ
た
ら

︵
⁝
︶
能
ふ
可
く
ん
ば
其
の
小
僧
の
貧
相
な
顔
つ
き
と
︑
哀
れ
な
服
装
と
︑

見
す
ぼ
ら
し
い
境
遇
と
に
︑
一
片
の
同
情
を
寄
せ
て
く
れ
給
へ
︒
︵
第
五
巻
︑

四
二
三
頁
︶

尤
も
︑
己
ば
か
り
が
小
僧
を
し
て
居
る
訳
で
も
な
い
か
ら
︑
従
つ
て
己
ば

か
り
が
諸
君
の
同
情
を
要
求
す
る
権
利
が
な
い
か
も
知
れ
な
い
︒
︵
第
五
巻
︑

四
二
三
頁
︶

作
中
に
出
て
く
る
﹁
読
者
﹂﹁
読
者
諸
君
﹂
は
︑
想
定
さ
れ
た
読
み
手
と
し
て

設
定
さ
れ
て
お
り
︑
実
在
の
読
者
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
だ
が
︑﹁
読

者
諸
君
﹂
と
い
う
名
の
読
み
手
の
存
在
は
︑
実
在
の
読
者
を
取
り
込
む
装
置
と
し

て
わ
れ
わ
れ
を
作
品
の
世
界
に
介
入
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
︒

こ
の
﹁
読
者
諸
君
﹂
に
語
り
か
け
る
と
い
う
技
法
は
︑
後
に
﹁
ハ
ツ
サ
ン
カ
ン

の
妖
術
﹂
と
﹁
痴
人
の
愛
﹂
に
も
見
ら
れ
る
︒
こ
の
﹁
読
者
﹂
へ
の
意
識
は
︑
ま

さ
し
く
大
正
期
に
お
け
る
谷
崎
文
学
の
特
徴
の
一
つ(

)

で
あ
り
︑
や
が
て
昭
和
期
の

8

作
品
に
も
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
作
品
の
前
半
に
は
奇
妙
な
点
が
一
つ
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
己
﹂
と

い
う
一
人
称
の
語
り
手
の
ほ
か
に
︑
も
う
一
人
﹁
我
が
輩
﹂
と
い
う
一
人
称
代
名

詞
を
用
い
る
者
が
作
品
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

(⁝
︶
以
上
は
全
く
正
真
正
銘
己
の
直
覚
か
ら
出
た
議
論
で
あ
る
︒
我
が

輩
が
い
か
に
早
熟
な
︑
い
か
に
鋭
利
な
頭
脳
を
所
有
し
て
居
る
か
は
此
れ
で

大
概
合
点
が
行
く
だ
ろ
う
︒
︵
第
五
巻
︑
四
三
八
頁
︶

作
品
全
体
を
通
し
て
︑﹁
我
が
輩
﹂
が
登
場
し
て
い
る
の
は
傍
線
部
で
示
し
た

一
箇
所
の
み
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
我
が
輩
﹂
は
︑
谷
崎
が
連
載
時
に
犯
し
た
ミ
ス
だ

ろ
う
か
︒
そ
の
可
能
性
は
か
な
り
低
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
我
が
輩
﹂

の
直
前
の
文
に
﹁
己
﹂
が
出
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
一
箇
所
だ
け

が
わ
ざ
わ
ざ
見
落
と
さ
れ
た
な
ど
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

｢己
﹂
が
一
六
歳
の
小
僧
庄
太
郎
が
使
う
語
で
あ
れ
ば
︑﹁
我
が
輩
﹂
は
一
体
ど

の
よ
う
な
人
間
が
使
用
す
る
言
葉
な
の
だ
ろ
う
か
︒
近
藤
明
日
子
の
論
文
﹁
近
代

語
に
お
け
る
︱
人
称
代
名
詞
﹁
よ
﹂﹁
わ
が
は
い
﹂
︱
﹃
太
陽
コ
ー
パ
ス
﹄
を
資

料
と
し
て
︱
﹂(

)

は
︑
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
︒
近
藤
に
よ
れ
ば
︑﹁
わ
が

9

は
い
﹂
を
用
い
る
話
し
手
は
︑
男
性
で
か
つ
知
識
層
に
属
す
る
人
物
に
ほ
ぼ
限
ら

れ
る
︒
ま
た
︑
明
治
初
期
で
は
書
生
同
士
で
使
わ
れ
て
い
た
が
︑
一
九
一
七
・
一

九
二
五
年
あ
た
り
に
な
る
と
︑
も
は
や
五
〇
代
以
上
の
高
齢
者
に
限
定
さ
れ
た
老

七
〇
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人
語
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
︒

こ
の
﹁
我
が
輩
﹂
が
庄
太
郎
な
の
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
が
︑
少
な
く
と

も
年
輩
の
男
性
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
︒
実
際
︑
作
品
の
前
半
に
お
い
て
明

ら
か
に
一
六
歳
の
﹁
己
﹂
が
知
る
は
ず
の
な
い
出
来
事
が
書
か
れ
て
い
る
箇
所
が

あ
る
︒

己
が
哲
学
の
本
を
読
む
や
う
に
な
つ
た
の
は
︑
ズ
ツ
ト
後
の
事
で
︑
此
の

信
仰
は
全
く
自
分
直
覚
に
依
つ
て
得
た
も
の
な
の
だ
︒
︵
第
五
巻
︑
四
三
五

頁
︶己

が
い
ろ
い
ろ
の
文
学
や
哲
学
の
書
物
を
読
む
や
う
に
な
つ
た
の
は
︑
己

の
芸
術
観
が
確
定
し
て
か
ら
後
の
事
で
︑
つ
い
近
頃
の
話
な
の
だ
が
︑
今
に

な
つ
て
考
へ
て
見
る
と
︑
あ
の
時
分
の
自
然
主
義
者
の
文
学
論
は
︑
い

よ
〳
〵
ま
す
ま
す
馬
鹿
々
々
し
い
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
︒
︵
第
五
巻
︑

四
三
九
頁
︶

傍
線
部
を
読
め
ば
分
か
る
よ
う
に
︑
哲
学
の
本
を
読
ん
だ
と
い
う
未
来
の
出
来

事
を
一
六
歳
の
﹁
己
﹂
に
語
ら
せ
る
の
は
︑
か
な
り
不
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
二
箇
所
は
︑
ま
さ
し
く
﹁
己
﹂
と
異
な
る
時
空
に
い
る
﹁
我
が
輩
﹂
と
い
う

も
う
一
人
の
語
り
手
の
存
在
を
提
示
す
る
箇
所
と
な
っ
て
い
る
︒
要
す
る
に
読
者

が
読
む
︿
小
僧
・
庄
太
郎
の
物
語
﹀
の
前
半
は
︑
実
は
一
人
の
語
り
手
に
よ
っ
て

語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
一
六
歳
の
﹁
己
﹂
の
﹁
独
白
﹂
に
高
齢
者
で
あ
る

﹁
我
が
輩
﹂
の
回
想
が
織
り
込
ま
れ
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
す
る
と

﹁
こ
の
作
品
の
書
か
れ
た
内
容
す
べ
て
が
﹁
小
僧
﹂
の
眼
を
通
し
て
捉
え
て
い

る
﹂(

)

と
い
う
指
摘
は
妥
当
性
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
︒

10一
方
︑
後
半
の
日
記
体
に
な
る
と
︑
語
り
手
は
﹁
己
﹂
の
み
に
絞
ら
れ
て
い

る
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
な
ぜ
独
白
体
か
ら
日
記
体
へ
と
変
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
︒
日
記
の
最
初
の
部
分
を
み
て
お
き
た
い
︒

五
月
十
三
日
︒
己
は
今
日
か
ら
︑
当
分
の
間
︑
時
々
日
記
を
附
け
て
見
る

事
に
し
た
︒
︵
⁝
︶
今
の
う
ち
か
ら
斯
う
云
ふ
記
録
を
留
め
て
置
く
と
︑
後

に
な
つ
て
︑
堕
落
の
経
路
を
判
然
と
指
摘
す
る
事
が
出
来
る
︒
そ
れ
は
単
に

己
一
人
に
興
味
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
大
方
読
者
諸
君
に
も
︑
有
益
な
参

考
と
な
る
で
あ
ら
う
︒
天
才
を
持
つ
た
一
つ
の
魂
が
︑
環
境
の
宜
し
き
を
得

な
い
結
果
︑
い
が
に
傷
つ
き
破
れ
て
行
く
が
を
證
明
す
る
︑
恰
好
な
質
料
を

提
供
す
る
だ
ら
う
︒
︵
第
五
巻
︑
四
四
五
頁
︶

こ
の
箇
所
に
は
︑﹁
己
﹂
が
日
記
を
付
け
た
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
︒
自
分
の

経
歴
を
一
種
の
記
録
と
し
て
想
定
さ
れ
た
読
み
手
に
提
供
す
る
の
は
︑
自
ら
私
的

秘
密
を
暴
露
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
︒﹁
芸
術
的
作
品
に
発
表
す
る
事
が
出
来
な
い
﹂

と
言
い
な
が
ら
︑
自
己
の
経
歴
を
記
述
し
た
こ
の
庄
太
郎
の
日
記
は
︑
す
で
に
読

者
向
け
の
公
的
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
語
る
主
体
の
﹁
己
﹂
も
自
ら

読
ま
れ
る
対
象
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
部
分
は
︑
前
半
の
最
後
に
書
か

れ
た
﹁
己
は
此
の
先
ど
ん
な
キ
ツ
カ
ケ
で
︑
ど
ん
な
恐
ろ
し
い
人
間
に
な
る
か
分

ら
な
い
﹂
と
い
う
予
告
的
な
一
文
に
対
す
る
庄
太
郎
の
自
己
言
及
と
も
い
え
よ

う
︒
後
半
の
日
記
体
は
︑
実
は
庄
太
郎
と
い
う
人
物
を
相
対
化
さ
せ
る
た
め
に
用

い
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

複
数
の
語
り
手
の
存
在
と
い
い
︑
後
半
の
日
記
体
と
い
い
︑
こ
う
し
た
語
り
の

戦
略
は
︑﹁
卍
﹂
や
﹁
春
琴
抄
﹂
の
よ
う
な
昭
和
期
の
作
品
に
お
い
て
よ
り
完
成

さ
れ
た
形
で
取
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
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二
︑
小
僧
の
造
型
と
現
実

そ
の
一

﹁
小
僧
﹂
と
い
う
身
分

一
六
歳
に
な
る
庄
太
郎
は
︑
銀
座
に
あ
る
洋
酒
屋
で
働
く
小
僧
で
あ
る
︒
小
僧

と
い
う
身
分
は
奉
公
人
の
こ
と
で
︑
丁
稚
と
も
い
う
︒
奉
公
人
は
﹁
丁
稚
﹂︑﹁
手

代
﹂︑﹁
番
頭
﹂
に
分
け
ら
れ
て
い
た
︒﹃
丁
稚
制
度
の
研
究
﹄︵
政
教
社
︑
一
九
一

二
年
五
月
︶
に
よ
れ
ば
︑
丁
稚
は
幼
年
︵
一
二
歳
～
一
四
歳
︶
か
ら
主
家
に
住
み

込
ん
で
養
わ
れ
︑
一
切
の
生
活
が
主
家
に
頼
り
な
が
ら
︑
家
中
の
雑
役
と
し
て
無

給
で
働
く
が
︑
や
が
て
大
人
に
な
る
と
手
代
や
通
番
頭
ま
で
に
昇
進
で
き
る
︒
い

わ
ゆ
る
店
の
終
身
使
用
人
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
俗
に
言

ふ
子
飼
制
度
﹂(

)

で
あ
る
︒
江
戸
時
代
の
奉
公
人
制
度
は
明
治
維
新
以
降
に
な
る
と

11

次
第
に
変
化
し
︑﹁
仕
着
別
家
制
﹂﹁
通
勤
給
料
制
﹂﹁
折
衷
制
﹂
と
い
う
三
制
度

が
並
立
し
て
い
た
︒﹁
通
勤
給
料
制
﹂
は
自
宅
か
ら
通
勤
し
︑
日
給
も
し
く
は
月

給
が
支
払
わ
れ
る
制
度
で
︑﹁
折
衷
制
﹂
は
丁
稚
が
住
み
込
み
な
が
ら
一
八
︑
一

九
歳
に
な
る
と
昇
進
し
た
者
に
対
し
て
給
料
が
支
払
わ
れ
る
制
度
で
あ
る
︒
こ
の

三
制
度
の
う
ち
︑﹁
仕
着
別
家
制
﹂
だ
け
が
江
戸
時
代
の
丁
稚
制
度
の
ま
ま
で
あ

る
︒
庄
太
郎
が
奉
公
し
て
い
る
店
の
様
子
を
見
れ
ば
明
ら
か
に
﹁
仕
着
別
家
制
﹂

が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒

作
中
に
お
け
る
丁
稚
の
イ
メ
ー
ジ
が
庄
太
郎
自
身
の
口
で
語
ら
れ
て
い
る
︒
引

用
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

先
づ
こ
の
銀
座
通
り
だ
け
で
も
︑
門
並
の
商
店
に
奉
公
し
て
居
る
丁
稚
の

数
は
︑
数
百
人
数
千
人
あ
る
か
分
ら
な
い
︒
己
と
同
じ
く
ら
ゐ
の
年
配
で
︑

自
分
の
実
家
が
貧
し
い
為
め
に
︑
中
学
へ
も
行
け
ず
︑
親
の
側
に
も
置
か
れ

ず
︑
奉
公
に
出
さ
れ
た
人
間
は
定
め
し
大
勢
あ
る
だ
ら
う
︒
︵
第
五
巻
︑
四
二

四
頁
︶

｢吾
輩
の
聞
く
所
で
も
小
僧
ほ
ど
辛
い
も
の
は
な
い
さ
う
だ
︒
年
期
の
間
は
五

年
て
も
七
年
て
も
殆
ど
給
金
な
し
て
追
い
使
は
れ
︑
年
が
あ
い
た
ら
百
円
た
ら
ず

の
端
金
で
の
ッ
放
さ
れ
て
了
ふ
﹂(

)

と
い
う
丁
稚
の
境
遇
に
同
情
す
る
同
時
代
言
説

12

も
あ
っ
た
通
り
︑
庄
太
郎
の
よ
う
な
︑
﹁
自
分
の
実
家
が
貧
し
い
為
め
に
︑
中
学

へ
も
行
け
ず
︑
親
の
側
に
も
置
か
れ
ず
︑
奉
公
に
出
さ
れ
た
﹂
丁
稚
と
い
う
存
在

は
決
し
て
珍
し
く
な
か
っ
た
︒
ほ
ぼ
同
時
期
に
丁
稚
奉
公
を
描
い
た
も
の
と
し

て
︑﹃
読
売
新
聞
﹄
に
連
載
さ
れ
た
加
能
作
次
郎
の
﹁
世
の
中
へ
﹂
︵
一
九
一
八
年

一
〇
月
三
日
～
一
二
月
四
日
︶
が
想
起
さ
れ
る
︒
貧
し
い
家
を
離
れ
て
中
学
校
へ
出

し
て
も
ら
う
た
め
に
伯
父
さ
ん
の
い
る
京
都
へ
出
か
け
た
﹁
私
﹂
は
︑
そ
の
望
み

が
す
ぐ
に
も
潰
え
て
し
ま
い
︑
伯
父
の
店
で
奉
公
し
始
め
た
︒

誰
も
︑
私
の
望
み
を
訊
い
て
呉
れ
る
も
の
が
な
く
︑
最
初
か
ら
丁
稚
に
な

る
つ
も
り
で
出
て
来
た
も
の
の
様
に
勝
手
に
定
め
て
了
は
れ
て
居
る
の
が
も

ど
か
し
か
っ
た
︒
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
一
言
も
言
ひ
得
な
い
で
︑
他
の
す

る
ま
ゝ
に
黙
従
し
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
が
︑
つ
ら
か
つ
た
︒(

)
13

谷
崎
の
描
く
庄
太
郎
も
﹁
世
の
中
へ
﹂
の
﹁
私
﹂
と
同
様
に
最
初
か
ら
﹁
選
択

と
云
ふ
事
が
許
さ
れ
て
居
な
か
つ
た
﹂
貧
し
い
家
の
子
供
の
一
人
だ
っ
た
︒
自
分

の
運
命
や
将
来
の
道
が
自
分
で
選
べ
な
い
と
い
う
無
力
さ
は
こ
の
両
作
品
の
間
に

共
通
し
て
い
る
︒
周
知
の
通
り
︑
父
親
の
事
業
の
失
敗
で
少
年
期
の
谷
崎
は
数
度

退
学
の
危
機
に
瀕
し
︑
中
学
校
へ
進
学
で
き
た
の
が
小
学
校
の
稲
葉
清
吉
先
生
に

よ
る
父
親
へ
の
説
得
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
︒
一
六
歳
か
ら
学
業
を
続
け
る
た

め
に
︑
谷
崎
は
府
立
一
中
の
漢
文
担
当
の
先
生
の
斡
旋
に
よ
っ
て
精
養
軒
の
主
人

の
家
で
約
五
年
間
住
み
込
み
の
書
生
兼
家
庭
教
師
と
な
っ
た
経
験
が
あ
る
︒
一
九

一
六
年
一
月
︑﹃
中
央
公
論
﹄
に
発
表
さ
れ
た
﹁
神
童
﹂
の
な
か
で
父
親
の
考
え

が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒
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望
ん
で
居
て
も
居
な
い
で
も
︑
欽
三
郎
の
境
遇
と
し
て
︑
到
底
子
供
を
大

学
ま
で
や
ら
せ
る
程
の
資
力
が
な
い
︒
せ
め
て
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
た
ら

ば
︑
適
当
な
商
店
へ
小
僧
に
住
み
込
ま
せ
︑
年
期
奉
公
を
勤
め
さ
せ
る
の

が
︑
一
番
出
世
の
捷
径
で
あ
り
︑
身
分
相
応
な
教
育
で
あ
る
︒
︵
第
三
巻
︑
二

八
一
頁
︶

｢小
僧
の
夢
﹂
の
主
人
公
は
︑
あ
る
意
味
で
中
学
校
へ
行
け
な
か
っ
た
パ
ラ
レ

ル
ワ
ー
ル
ド
に
い
る
も
う
一
人
の
﹁
谷
崎
﹂
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒﹁
己
の
前
途

は
︑
実
業
の
一
方
面
に
限
ら
れ
て
し
ま
﹂
い
︑﹁
実
業
家
に
な
る
よ
り
外
に
︑
道

が
開
か
れ
て
居
な
か
つ
た
﹂
な
ど
の
感
嘆
は
︑
実
は
庄
太
郎
が
自
分
の
置
か
れ
て

い
る
現
状
を
十
分
に
知
っ
て
い
る
証
し
な
の
で
あ
る
︒
彼
が
吐
露
し
た
﹁
そ
れ
で

な
い
と
︑
自
分
は
到
底
立
身
出
世
を
す
る
事
が
出
来
な
い
ぞ
！
﹂
と
い
う
心
情
か

ら
み
る
と
︑
や
は
り
明
治
維
新
以
降
の
立
身
出
世
主
義
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
︒

『学
問
の
す
ゝ
め
﹄
や
﹃
西
国
立
志
篇
﹄
な
ど
の
書
物
に
よ
っ
て
幕
を
開
い
た

立
身
出
世
主
義
の
時
代
で
は
︑﹁
学
制
﹂
︵
一
八
七
二
年
頒
布
︶
の
序
文
に
書
か
れ

た
よ
う
に
︑﹁
学
問
は
身
を
立
て
る
の
財
元
﹂
と
し
て
社
会
的
階
層
の
上
昇
に
直

接
に
関
わ
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
小
僧
に
与
え
ら
れ
る
出
世
道
と
は
︑
進
学
で
は

な
く
︑
尋
常
小
学
校
を
卒
業
し
た
後
に
店
頭
で
奉
公
︵
見
習
い
︶
し
︑
商
業
の
才

能
が
あ
れ
ば
次
第
に
手
代
や
番
頭
に
ま
で
昇
進
す
る
︒
や
が
て
主
家
を
頼
り
な
が

ら
別
家
︵
支
店
︶
さ
え
持
た
れ
ば
一
人
前
に
な
る
︑
と
い
う
一
本
の
コ
ー
ス
し
か

な
い
︒
進
学
の
で
き
な
い
小
僧
が
コ
ツ
コ
ツ
努
力
す
れ
ば
い
ず
れ
大
実
業
家
に
な

れ
る
と
い
う
﹁
成
功
談
﹂
は
︑
同
時
代
の
﹃
日
本
商
業
雑
誌
﹄﹃
実
業
之
日
本
﹄

﹃
実
業
少
年
﹄﹃
商
業
界
﹄﹃
実
業
之
世
界
﹄﹃
致
富
要
訣
実
業
家
道
中
記
﹄﹃
少
年

実
業
訓
﹄
な
ど
の
雑
誌
や
書
物
で
よ
く
見
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
前
途
が
決
め
ら
れ
た
奉
公
人
た
ち
の
姿
に
つ
い
て
︑
庄
太
郎
は
二

種
類
を
挙
げ
て
い
る
︒
一
つ
は
﹁
窮
屈
な
不
公
平
な
︑
何
等
の
価
値
も
意
義
も
な

い
地
位
や
生
活
に
満
足
し
て
︑
せ
つ
せ
と
働
い
て
居
る
﹂
タ
イ
プ
で
︑
も
う
一
つ

は
﹁
到
底
自
分
は
斯
れ
以
上
の
身
分
に
登
れ
る
資
格
が
な
い
と
あ
き
ら
め
て
︑
現

在
の
地
位
に
満
足
し
て
居
る
﹂
タ
イ
プ
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
庄
太
郎
自
身
は
こ
れ
ら
の
奉
公
人
た
ち
と
﹁
全
く
頭
が
違
っ
て
い

る
﹂
と
い
う
︒﹁
今
で
も
︑
中
学
校
の
一
年
生
や
二
年
生
に
は
負
け
な
い
積
り
﹂

で
﹁
自
分
の
能
力
や
材
幹
﹂
が
丁
稚
奉
公
に
向
か
な
い
こ
と
を
信
じ
て
い
る
︒
ま

た
︑
生
ま
れ
つ
き
の
﹁
敏
感
な
感
受
性
﹂
と
﹁
精
密
な
賞
翫
力
﹂
を
持
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
︑
庄
太
郎
は
自
分
が
芸
術
家
に
な
れ
る
素
質
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
自

信
に
満
ち
て
い
る
︒

そ
の
二

｢芸
術
﹂
へ
の
問
い
か
け
と
現
実

己
の
境
遇
が
﹁
客
観
的
の
地
位
に
依
つ
て
決
す
る
の
で
は
な
く
︑
寧
ろ
彼
自
身

の
主
観
の
状
態
に
依
つ
て
決
す
る
の
だ
﹂
と
主
張
す
る
庄
太
郎
は
︑
世
間
の
奉
公

人
た
ち
と
違
っ
て
現
状
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
な
か
っ
た
︒
現
実
を
打
破
す
る
た

め
に
最
初
に
試
み
た
行
動
は
英
語
の
勉
強
で
あ
る
︒

尋
常
小
学
校
を
卒
業
し
た
彼
は
︑
池
田
屋
で
奉
公
し
な
が
ら
一
年
間
英
語
の
夜

学
校
を
通
い
︑﹁
非
常
に
勉
強
し
た
お
陰
で
︑
語
学
の
方
は
中
学
の
四
五
年
生
に

負
け
な
い
く
ら
ゐ
﹂
と
自
負
し
て
い
た
︒
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
原
書
を
﹁
理
解
す

る
の
に
其
れ
程
困
難
で
は
な
か
つ
た
﹂
と
い
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
現
実
は
思
う

よ
う
に
い
か
な
か
っ
た
︒
芸
術
の
概
念
を
明
白
に
し
よ
う
と
し
た
庄
太
郎
は
︑
そ

の
門
前
で
三
度
の
挫
折
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
︒

最
初
の
挫
折
は
︑
英
国
人
の
宣
教
師
に
﹁
W
h
at
is
A
rt﹂
を
尋
ね
た
と
き
の

こ
と
で
あ
る
︒
英
語
力
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
庄
太
郎
は
︑
宣
教
師
の
言
葉
を
全

く
聴
き
取
れ
ず
﹁
顔
を
真
つ
赤
に
し
た
﹂︒
早
口
に
し
ゃ
べ
ら
れ
た
の
が
原
因
だ

と
は
い
え
︑
庄
太
郎
の
英
語
力
は
彼
が
思
っ
て
い
る
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
︒
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外
国
人
に
失
敗
し
て
も
芸
術
の
定
義
を
問
う
こ
と
を
諦
め
な
か
っ
た
庄
太
郎

は
︑
次
の
目
標
を
店
の
お
嬢
さ
ん
に
し
た
︒
だ
が
︑
お
嬢
さ
ん
は
芸
術
に
つ
て
い

答
え
ず
︑
ひ
た
す
ら
庄
太
郎
の
身
分
を
貶
し
た
の
で
あ
る
︒

｢わ
た
し
に
は
た
や
ん
と
分
つ
て
居
る
が
︑
お
前
の
や
う
な
丁
稚
風
情
に

説
明
し
て
も
無
駄
だ
か
ら
︒﹂
︵
第
五
巻
︑
四
三
一
頁
︶

｢お
前
の
や
う
な
人
間
が
芸
術
家
に
な
る
の
さ
︑
ど
ら
焼
を
焼
く
よ
り
が

余
つ
ぽ
ど
い
ゝ
わ
︒﹂
︵
第
五
巻
︑
四
三
三
頁
︶

高
等
女
学
校
へ
通
っ
て
い
る
ハ
イ
カ
ラ
な
お
嬢
さ
ん
か
ら
み
れ
ば
︑
丁
稚
奉
公

す
る
人
が
﹁
芸
術
﹂
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
の
が
不
思
議
で
お
か
し
な
こ
と
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
︒
お
嬢
さ
ん
の
み
な
ら
ず
︑
他
の
店
員
た
ち
も
庄
太
郎
の
熱
心
ぶ
り

を
見
て
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
︒

｢お
い
︑
お
い
︑
庄
ど
ん
が
シ
エ
エ
ク
ス
ピ
ア
を
読
ん
で
居
る
ぜ
︒
ど
う

も
学
者
は
違
つ
た
も
ん
だ
ね
︒﹂
︵
第
五
巻
︑
四
三
三
頁
︶

周
囲
か
ら
の
冷
や
か
な
態
度
は
︑
明
ら
か
に
庄
太
郎
が
自
分
の
身
分
に
不
相
応

な
こ
と
を
し
て
い
る
の
に
対
す
る
皮
肉
だ
っ
た
︒
将
来
の
道
が
す
で
に
決
ま
っ
て

い
る
小
僧
に
は
︑
選
択
の
権
利
は
も
ち
ろ
ん
︑
夢
を
見
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ
な

か
っ
た
︒
こ
れ
が
庄
太
郎
の
現
実
で
あ
る
︒

二
度
の
挫
折
を
経
て
彼
は
自
力
で
﹁
芸
術
﹂
の
概
念
に
近
づ
こ
う
と
し
た
︒

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
原
書
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
﹁
た
ゞ
徒
ら
に
冗
漫
で
饒
舌

で
︑
愚
に
も
つ
か
な
い
事
を
仰
山
に
た
ど
た
ど
し
く
書
い
て
居
る
﹂
と
感
じ
た
庄

太
郎
は
︑
初
め
て
﹁
芸
術
家
と
し
て
の
自
分
の
素
質
﹂
を
疑
う
よ
う
に
な
っ
た
︒

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
庄
太
郎
は
お
そ
ら
く
自
身
の
語
学
力
を
過
信
し
て
い

る
︒
い
く
ら
﹁
中
学
の
四
五
年
生
に
負
け
な
い
﹂
と
自
負
し
て
も
︑﹃
ハ
ム
レ
ッ

ト
﹄
や
﹃
オ
セ
ロ
﹄
を
完
全
に
理
解
す
る
の
に
は
相
当
な
英
語
力
が
必
要
で
あ
っ

て
︑
彼
が
ど
れ
ほ
ど
正
確
に
読
み
取
れ
た
か
は
疑
わ
し
い
︒

庄
太
郎
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
失
敗
し
た
の
ち
︑
今
度
は
﹃
早
稲
田
文
学
﹄

﹃
文
章
世
界
﹄
の
よ
う
な
日
本
の
文
学
雑
誌
に
目
を
向
け
た
︒﹁
主
観
排
斥
の
議

論
﹂
や
﹁
平
面
描
写
主
義
﹂︑﹁
無
技
巧
主
義
﹂
な
ど
の
観
点
を
否
定
し
な
が
ら
︑

自
分
な
り
の
芸
術
概
念
を
作
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ま
ず
彼
は
﹁
主
観
排

斥
﹂
に
対
し
て
︑
芸
術
が
﹁
美
し
い
幻
影
や
空
想
の
世
界
﹂
に
存
在
し
﹁
天
才
の

主
観
の
奥
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
の
だ
﹂
と
反
論
し
た
︒

ま
た
︑﹁
平
面
描
写
﹂
や
﹁
無
技
巧
主
義
﹂
の
よ
う
な
主
張
も
庄
太
郎
は
認
め

な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
明
ら
か
に
田
山
花
袋
が
提
唱
し
た
描
写
方
法
を
指
し
て
い
る

だ
ろ
う
︒
前
者
は
︑﹁﹃
生
﹄
に
於
け
る
試
み
﹂
︵﹃
早
稲
田
文
学
﹄︑
一
九
〇
八
年
九

月
︶
の
﹁
現
実
に
於
け
る
自
分
の
経
験
を
た
だ
平
面
的
に
描
か
れ
た
事
象
そ
の
も

の
だ
け
で
読
者
を
し
て
お
の
づ
か
ら
何
物
を
深
く
考
へ
さ
す
﹂(

)

と
い
う
主
張
で
あ

14

る
︒
後
者
に
つ
い
て
花
袋
は
︑﹁
露
骨
な
る
描
写
﹂
︵﹃
太
陽
﹄︑
一
九
〇
四
年
二
月
︶

の
な
か
で
︑
従
来
の
文
章
が
各
大
家
の
技
巧
性
に
よ
っ
て
形
式
に
束
縛
さ
れ
て
い

る
た
め
︑﹁
露
骨
な
る
描
写
︑
大
胆
な
る
描
写
—
—
即
ち
技
巧
論
者
が
見
て
以
て

粗
笨
な
り
︑
支
離
滅
裂
な
り
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
︑
却
つ
て
我
が
文
壇
の
進

歩
で
も
あ
り
︑
ま
た
生
命
で
も
あ
る
﹂(

)

と
述
べ
て
い
る
︒
庄
太
郎
は
あ
え
て
モ
ー

15

パ
ッ
サ
ン
の
小
説
﹁
女
の
一
生
﹂﹁
ベ
ラ
ア
ミ
﹂
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
﹁
構
想
の

偉
大
﹂
と
﹁
行
文
の
暢
達
﹂
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
で
︑
日
本
の
自
然
主
義
文
学

理
論
を
反
駁
し
て
い
る
︒
庄
太
郎
か
ら
見
れ
ば
︑﹁
文
章
の
う
ま
み
を
味
は
ふ
感

受
性
も
な
く
︑
技
巧
の
使
ひ
道
を
会
得
す
る
理
解
力
も
な
く
︑
何
処
ま
で
が
﹁
自

然
﹂
で
︑
何
処
ま
で
が
﹁
想
像
﹂
で
あ
る
か
を
︑
区
別
す
る
能
力
が
全
然
欠
如
し

て
居
る
﹂
自
然
主
義
文
学
者
た
ち
は
芸
術
家
と
は
い
え
な
い
の
だ
︒
シ
ェ
イ
ク
ス

七
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ピ
ア
の
面
白
さ
を
味
わ
え
な
か
っ
た
庄
太
郎
は
︑
こ
う
し
て
自
然
主
義
的
主
張
を

批
判
す
る
こ
と
を
通
し
て
独
自
の
芸
術
観
を
築
き
上
げ
て
き
た
︒
彼
は
想
像
力
の

重
要
性
を
唱
え
つ
つ
︑
芸
術
の
目
的
が
﹁
美
﹂
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒

三
︑
美
意
識
の
変
容

奉
公
人
だ
ら
け
の
環
境
に
お
い
て
直
接
﹁
美
﹂
を
感
じ
ら
れ
る
身
近
の
存
在

は
︑
や
は
り
﹁
銀
座
街
頭
第
一
の
美
姫
﹂
で
あ
る
お
嬢
さ
ん
く
ら
い
だ
ろ
う
︒
お

嬢
さ
ん
の
容
貌
や
瞳
を
﹁
視
詰
め
る
﹂
際
︑
庄
太
郎
は
魂
が
酔
わ
さ
れ
る
感
覚
を

覚
え
た
︒
こ
の
感
覚
に
つ
い
て
︑
庄
太
郎
は
次
の
よ
う
に
自
己
解
釈
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
或
る
一
定
の
現
象
を
凝
視
す
る
事
に
依
つ
て
︑
そ
の
底
に
潜
ん
で

居
る
永
遠
の
実
在
を
予
覚
し
︑
自
己
の
生
命
が
宇
宙
の
生
命
の
中
へ
流
れ
込

ん
で
行
く
や
う
な
︑
不
思
議
な
気
持
ち
へ
誘
は
れ
る
心
理
作
用
を
意
味
し
た

の
で
あ
る
︒
︵
第
五
巻
︑
三
六
六
頁
︶

お
嬢
さ
ん
の
﹁
崇
厳
な
輪
郭
や
︑
端
正
な
顔
や
︑
清
浄
な
瞳
を
視
詰
め
る
と
﹂︑

庄
太
郎
は
﹁
恐
怖
と
恍
惚
と
に
襲
は
れ
る
﹂︒
お
嬢
さ
ん
の
容
貌
と
形
態
を
理
想

的
な
﹁
美
﹂
の
具
象
化
と
し
て
捉
え
る
際
に
︑﹁
凝
視
﹂
と
い
う
行
為
と
そ
れ
に

よ
っ
て
惹
き
お
こ
し
た
﹁
不
思
議
な
気
持
ち
へ
誘
は
れ
る
心
理
作
用
﹂
は
無
視
で

き
な
い
︒
庄
太
郎
の
美
意
識
の
根
底
に
は
︑
こ
の
二
者
の
存
在
が
非
常
に
重
要
に

な
っ
て
く
る
︒

お
転
婆
で
意
地
悪
い
お
嬢
さ
ん
に
対
し
て
︑
ほ
か
の
奉
公
人
た
ち
は
あ
ま
り

﹁
よ
く
云
は
な
か
つ
た
﹂
が
︑
庄
太
郎
だ
け
が
お
嬢
さ
ん
を
﹁
崇
拝
し
尊
敬
し

て
﹂
い
た
︒
そ
れ
は
︑
高
等
女
学
校
へ
通
い
︑
英
語
も
フ
ラ
ン
ス
語
も
で
き
る
︑

外
国
文
学
や
音
楽
を
好
む
ハ
イ
カ
ラ
な
お
嬢
さ
ん
は
︑
庄
太
郎
に
と
っ
て
一
時
的

に
奉
公
人
の
世
界
か
ら
遠
ざ
か
る
た
め
の
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
︒
お
嬢
さ
ん
と
親

し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑
普
通
の
奉
公
人
た
ち
と
は
よ
り
一
線
を
画
す
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
異
性
に
対
す
る
態
度
に
お
い
て
も
︑
庄
太
郎
は
ほ
か
の
奉
公
人
と
異

な
っ
て
い
る
︒
引
用
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

彼
等
は
毎
週
に
一
度
ぐ
ら
い
︑
主
人
が
寝
て
し
ま
つ
て
か
ら
何
処
か
へ
出

掛
け
て
︑
朝
早
く
帰
つ
て
来
る
の
で
あ
る
︒
己
も
満
更
好
奇
心
が
起
ら
ぬ
事

は
な
い
の
だ
が
︑
何
だ
か
恐
ろ
し
い
や
う
な
気
が
す
る
し
︑
別
格
そ
の
方
面

に
は
激
し
い
欲
望
も
起
ら
な
い
の
で
︑
と
う
た
う
今
日
ま
で
童
貞
を
守
つ
て

居
る
︒
異
性
に
対
す
る
イ
リ
ュ
ウ
ジ
ョ
ン
が
破
れ
る
と
困
る
か
ら
︑
ま
あ
も

う
少
し
辛
抱
し
て
見
よ
う
︒
︵
第
五
巻
︑
四
四
四
頁
︶

と
き
ど
き
主
人
の
目
を
忍
ん
で
﹁
何
処
か
へ
出
掛
け
﹂
た
番
頭
や
手
代
た
ち
の

行
動
は
︑
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
︑
﹁
私
娼
窟
に
出
入
し
て
い
る
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
﹂(

)

︒
こ
れ
に
対
し
て
庄
太
郎
は
﹁
イ
リ
ュ
ウ
ジ
ョ
ン
が
破
れ
る

16

と
困
る
か
ら
﹂
と
い
っ
て
︑
奉
公
人
た
ち
の
﹁
一
般
行
事
﹂
に
参
加
し
な
か
っ

た
︒
こ
の
﹁
異
性
へ
の
イ
リ
ュ
ウ
ジ
ョ
ン
﹂
も
彼
に
と
っ
て
重
要
な
美
的
要
素
で

あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
お
嬢
さ
ん
の
容
貌
に
触
発
さ
れ
た
美
意
識
は
メ
リ
ー
嬢
と
の
出
会

い
に
よ
っ
て
変
容
し
は
じ
め
た
︒
池
田
屋
の
お
嬢
さ
ん
に
比
べ
て
メ
リ
ー
嬢
の
容

貌
は
よ
り
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
︒

其
の
一
刹
那
︑
己
が
彼
女
か
ら
真
先
に
受
け
た
印
象
は
︑
彼
の
女
の
体
中

に
星
の
如
く
附
着
し
て
ピ
カ
ピ
カ
光
つ
て
居
る
︑
無
数
の
宝
石
類
で
あ
つ

た
︒
︵
⁝
︶
二
つ
の
大
き
い
黒
い
宝
石
と
云
ふ
の
は
︑
そ
れ
は
彼
の
女
の
眼

谷
崎
潤
一
郎
﹁
小
僧
の
夢
﹂
論
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球
の
こ
と
で
あ
る
︒
己
は
生
ま
れ
て
か
ら
ま
だ
一
遍
も
︑
あ
ん
な
不
思
議
な

底
の
知
れ
な
い
愛
嬌
と
魔
力
と
鬼
気
と
を
湛
へ
る
と
云
ふ
物
を
見
た
事
が
な

い
︒
︵
第
五
巻
︑
四
五
二
頁
︶

前
述
し
た
よ
う
に
︑
お
嬢
さ
ん
は
﹁
崇
厳
な
輪
郭
や
︑
端
正
な
顔
や
︑
清
浄
な

瞳
﹂
の
持
ち
主
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
メ
リ
ー
嬢
は
︑﹁
底
の
知
れ
な
い
愛
嬌

と
魔
力
と
鬼
気
と
を
湛
へ
る
﹂
目
を
所
有
し
︑
彼
女
の
容
貌
の
な
か
で
も
と
り
わ

け
目
の
存
在
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

メ
リ
ー
嬢
の
目
は
︑﹁
異
人
﹂
や
﹁
魔
術
師
﹂
と
い
う
身
分
に
相
応
し
く
造
型

さ
れ
て
お
り
︑
人
を
﹁
服
従
さ
せ
る
よ
う
な
力
﹂
を
持
っ
て
い
る
︒
こ
の
不
思
議

な
瞳
は
︑
黒
岩
涙
香
が
描
い
た
﹁
曾
浦
木
伯
爵
﹂
︵﹁
露
国
人
﹂︑﹃
万
朝
報
﹄︑
一
八

九
七
年
九
月
一
日
～
一
二
月
三
一
日
︶
の
﹁
眼
﹂
を
連
想
さ
せ
る
︒

此
人
の
姿
を
鋭
ど
く
見
詰
る
に
︵
⁝
︶
殊
更
に
異
様
な
る
は
此
の
人
の
眼

な
り
︑
嬢
を
見
詰
る
少
し
の
間
に
︑
太
く
な
り
細
く
な
り
大
小
変
化
の
自
在

な
る
こ
と
護
謨
も
て
作
り
し
か
と
疑
わ
る
︑
太
き
時
は
人
並
を
越
し
て
太
き

も
其
細
く
な
る
や
暗
闇
に
光
る
線
香
の
火
ほ
ど
に
し
か
見
え
ず
︑
僅
の
間
に

凡
そ
十
回
も
大
小
に
変
じ
た
る
︒(

)
17

一
柳
廣
孝
に
よ
れ
ば
︑﹁
曾
浦
木
伯
爵
﹂
の
眼
は
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
承
さ
れ

る
﹁
邪
眼
﹂
＝
イ
ー
グ
ル
・
ア
イ
﹂(

)

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
︒﹁
底
の
知
れ
な
い

18

愛
嬌
と
魔
力
と
鬼
気
と
を
湛
へ
る
﹂
メ
リ
ー
嬢
の
瞳
も
こ
の
﹁
邪
眼
﹂
の
イ
メ
ー

ジ
に
近
い
と
い
え
よ
う
︒
彼
女
の
瞳
は
︑
作
品
の
最
後
ま
で
庄
太
郎
の
脳
内
に
纏

わ
る
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
︒

メ
リ
ー
嬢
の
不
思
議
な
瞳
に
傾
倒
し
た
庄
太
郎
は
︑
催
眠
術
を
受
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
美
意
識
が
さ
ら
に
変
わ
っ
て
い
く
︒
第
二
段
階
の
変
容
を
論
じ
る
前

に
︑
ま
ず
作
中
の
﹁
催
眠
術
﹂
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
︒

活
動
弁
士
の
説
明
に
よ
る
と
︑
メ
リ
ー
嬢
が
行
う
催
眠
術
は
普
通
の
手
品
と
違

い
︑﹁
最
新
の
学
理
に
基
き
︑
廿
世
紀
の
心
理
学
を
応
用
﹂
し
た
﹁
高
尚
な
る
︑

複
雑
な
る
催
眠
術
の
一
種
﹂
で
︑﹁
霊
妙
不
可
思
議
な
る
精
神
の
作
用
に
依
る
も

の
﹂
で
あ
る
︒
催
眠
術
と
心
理
学
と
の
関
係
は
︑
一
八
八
八
年
頃
︑
井
上
円
了
が

﹁
催
眠
術
治
療
法
は
心
理
学
に
も
と
づ
く
の
で
﹁
心
理
的
治
療
法
﹂
を
略
し
て

﹁
心
理
療
法
﹂
と
命
名
﹂(

)

し
た
こ
と
に
表
れ
て
い
る
︒
メ
リ
ー
嬢
の
催
眠
術
は

19

﹁
科
学
﹂
的
で
︑
い
わ
ば
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
性
格
を
持
つ
は
ず
だ
が
︑
物
語
が
進

ん
で
い
る
う
ち
に
そ
れ
が
詐
欺
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
読
者
は
知
っ
て
し
ま

う
︒
要
す
る
に
︑
メ
リ
ー
嬢
の
催
眠
術
は
︑
最
初
か
ら
演
芸
的
性
格
を
持
っ
て
お

り
︑
一
種
の
見
世
物
と
し
て
役
目
を
果
た
し
て
い
る
︒
明
治
二
〇
年
代
か
ら
す
で

に
空
中
浮
遊
や
﹁
麻
睡
術
﹂
が
イ
ベ
ン
ト
の
演
目
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
︒

弟
子
を
使
っ
て
施
術
す
る
程
度
の
演
芸
は
︑
も
は
や
大
正
半
ば
頃
の
観
客
た
ち
を

満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

観
客
の
暴
動
対
策
と
し
て
︑
メ
リ
ー
嬢
は
観
客
の
中
か
ら
六
︑
七
人
の
少
年
を

選
ん
で
再
び
催
眠
術
を
行
う
︒
庄
太
郎
は
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
︒
舞
台
に
上
が
っ

た
彼
は
催
眠
術
に
か
か
ら
な
く
て
も
寝
た
ふ﹅

り﹅

を
す
れ
ば
お
金
を
渡
す
と
提
案
さ

れ
た
が
︑
お
金
を
受
け
取
る
こ
と
を
断
っ
た
︒
メ
リ
ー
嬢
の
催
眠
術
が
偽
物
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
な
が
ら
お
金
の
た
め
に
寝
た
ふ﹅

り﹅

を
す
る
ほ
か
の
少
年
た
ち

と
違
っ
て
︑
庄
太
郎
は
メ
リ
ー
嬢
の
弟
子
に
反
抗
で
き
ず
譫
語
を
言
い
な
が
ら
︑

﹁
椅
子
に
腰
を
か
け
た
と
た
ん
に
も
う
︑
催
眠
術
に
か
ゝ
ツ
て
﹂
し
ま
っ
た
︒

そ
こ
で
︑
メ
リ
ー
嬢
が
庄
太
郎
の
﹁
瞳
の
奥
を
凝
視
し
た
﹂︒
メ
リ
ー
嬢
が
凝

視
を
す
る
と
同
時
に
庄
太
郎
も
ま
た
彼
女
を
凝
視
す
る
こ
と
に
な
る
︒
庄
太
郎
の

角
度
か
ら
見
れ
ば
︑﹁
僅
か
に
五
寸
ぐ
ら
ゐ
﹂
の
距
離
で
見
た
彼
女
の
容
貌
は
︑

﹁
ほ
と
ん
ど
虫
眼
鏡
で
見
る
如
く
拡
大
さ
れ
て
︑
眼
球
の
中
を
一
杯
に
塞
い
で
し

ま
っ
た
﹂
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒
観
客
席
で
見
た
メ
リ
ー
嬢
の
印
象
は
︑
い
き
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な
り
至
近
距
離
で
の
観
察
に
よ
っ
て
突
如
破
壊
さ
れ
た
︒
こ
の
視
覚
の
変
容
は
︑

柴
田
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
︑
ま
る
で
ロ
ン
グ
・
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
一
気
に
ク
ロ
ー

ズ
・
ア
ッ
プ
に
切
り
替
わ
る
か
の
よ
う
に(

)

︑
主
人
公
に
新
し
い
認
識
を
与
え
た
の

20

で
あ
る
︒
実
際
︑
作
品
の
別
箇
所
で
も
似
た
よ
う
な
描
き
方
が
さ
れ
て
い
る
︒

黒
ん
坊
と
云
ふ
者
を
︑
傍
へ
寄
っ
て
つ
く
〴
〵
と
観
察
し
た
其
の
時
が
始

め
て
ゞ
あ
る
が
︑
全
く
気
味
の
わ
る
い
面
つ
き
で
あ
る
︒
舞
台
に
立
つ
て
︑

メ
リ
ー
嬢
の
催
眠
術
に
か
け
ら
れ
て
居
る
時
は
︑
い
か
に
も
哀
れ
な
︑
弱
小

に
し
て
滑
稽
な
人
間
の
や
う
に
思
は
れ
た
け
れ
ど
︑
今
し
も
︑
自
分
の
目
と

鼻
の
先
へ
迫
つ
て
き
た
彼
の
容
貌
を
見
る
と
︑
哀
れ
と
か
滑
稽
と
か
云
ふ
感

じ
な
ど
は
少
し
も
な
い
︒
ケ
バ
ケ
バ
し
い
洋
服
の
外
へ
出
て
居
る
︑
松
脂
の

や
う
な
手
や
首
の
皮
膚
の
色
︑
磁
器
の
や
う
な
白
い
眼
球
︑
上
端
が
鼻
の
先

へ
喰
着
き
そ
う
に
反
つ
て
居
る
厚
い
唇
︑
其
処
か
ら
洩
れ
て
来
る
不
思
識
な

日
本
語
︑
︱
︱
凡
て
が
底
知
れ
ぬ
恐
ろ
し
さ
を
以
て
己
の
魂
を
脅
か
す
や
う

で
あ
つ
た
︒
お
ま
け
に
彼
は
︑
舞
台
で
は
い
ろ
の
道
化
役
を
勤
め
て
居
た
の

に
︑
見
物
席
へ
現
れ
る
と
別
人
の
如
く
真
面
目
に
な
つ
て
︑
不
愛
嫡
を
極
め

て
居
る
︒
︵
第
五
巻
︑
四
五
六
頁
︶

メ
リ
ー
嬢
の
手
下
が
催
眠
術
の
被
験
者
を
選
ぶ
シ
ー
ン
で
あ
る
︒
︵
遠
距
離
か
ら

至
近
距
離
へ
と
シ
フ
ト
す
る
︶
視
覚
的
距
離
の
変
化
に
よ
っ
て
転
覆
さ
れ
た
印
象
は

こ
こ
で
も
描
か
れ
て
い
る
︒

た
だ
問
題
は
︑
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
で
も
た
さ
れ
た
視
覚
の
変
容
が
な
ぜ
主
人

公
の
美
意
識
に
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
は
顔
や
五
官
︑
手
足
な
ど
の
細
部
を
表

現
す
る
た
め
に
映
画
の
中
で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
技
法
で
あ
る
︒
普
段
な
ら

な
か
な
か
人
間
の
顔
や
肉
体
の
各
部
分
が
至
近
距
離
で
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
が
︑

ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
は
観
客
た
ち
に
徹
底
的
に
細
部
を
観
察
さ
せ
る
権
利
を
与
え

る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
断
片
化
さ
れ
た
顔
や
肉
体
の
各
部
分
は
︑
観
客
た
ち
の
注

意
力
を
喚
起
し
な
が
ら
︑
こ
れ
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
こ
と
を
新
た
に
﹁
発
見
﹂

さ
せ
る
︒

人
間
の
容
貌
と
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
と
の
関
係
に
つ
い
て
︑
谷
崎
は
同
年
九
月

に
発
表
し
た
﹁
活
動
写
真
の
現
在
と
将
来
﹂
︵﹃
新
小
説
﹄︶
に
お
い
て
説
明
し
て
い

る
︒

人
間
の
容
貌
と
云
ふ
も
の
は
︑
た
と
へ
ど
ん
な
に
醜
い
顔
で
も
︑
其
れ
を

ぢ
つ
と
視
詰
め
て
居
る
と
︑
何
と
な
く
其
処
に
神
秘
な
︑
崇
厳
な
︑
或
は
永

遠
な
美
し
さ
が
潜
ん
で
居
る
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
予
は
活
動

写
真
の
﹁
大
映
し
﹂
の
顔
を
眺
め
る
際
に
︑
特
に
其
の
感
を
深
く
す
る
︒
平

生
気
が
付
か
な
い
で
見
過
ご
し
て
居
た
人
間
の
容
貌
や
肉
体
の
各
部
分
が
︑

名
状
し
難
い
魅
力
を
以
て
︑
今
更
の
や
う
に
迫
つ
て
く
る
の
を
覚
え
る
︒

︵
第
六
巻
︑
三
九
〇
頁
︶

谷
崎
の
見
解
で
興
味
深
い
の
は
︑
人
間
の
容
貌
に
﹁
其
処
に
神
秘
な
︑
崇
厳

な
︑
或
は
永
遠
な
美
し
さ
﹂
や
﹁
名
状
し
難
い
魅
力
﹂
が
感
じ
ら
れ
る
︑
と
い
う

点
で
あ
る
︒
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
﹃
シ
ネ
マ
１
＊
運
動
イ
メ
ー
ジ
﹄
で
述
べ
て

い
る
よ
う
に
︑﹁
顔
は
そ
れ
自
体
が
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
︹
g
ros
p
lan
大
き
い
平

面
︺
で
あ
り
︑
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
そ
れ
自
体
で
顔
で
あ
る
︒
そ
し
で
両
者
と

も
︑
情
動

ア
フ
ェ
ク
ト

で
あ
り
︑
感

情

ア
フ
ェ
ク
シ
オ
ン

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
︒﹂(

)

﹁
顔
﹂
は
︑
人
間
が
抱
え

21

る
諸
感
覚
や
感
情
︑
ま
た
は
欲
望
な
ど
を
す
べ
て
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
作

中
の
メ
リ
ー
嬢
に
せ
よ
︑﹁
黒
ん
坊
﹂
に
せ
よ
︑
庄
太
郎
の
目
に
映
っ
た
登
場
人

物
た
ち
の
容
貌
と
そ
の
変
化
に
は
︑
彼
自
身
の
情
念
や
欲
望
が
投
影
さ
れ
て
い
る

と
い
っ
て
も
い
い
︒

谷
崎
潤
一
郎
﹁
小
僧
の
夢
﹂
論
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庄
太
郎
が
見
出
し
た
メ
リ
ー
嬢
の
容
貌
の
変
化
は
︑
あ
た
か
も
魔
女
が
持
つ
両

面
性
に
似
て
い
る
︒
こ
の
両
面
性
に
つ
い
て
高
橋
義
人
の
﹃
魔
女
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
﹄
が
大
き
な
参
考
に
な
る
︒

共
同
幻
想
と
し
て
の
﹁
魔
女
﹂
は
二
重
の
意
味
で
誘
惑
者
で
あ
る
︒
／
⑴

魔
女
は
男
を
性
的
に
誘
惑
す
る
︒
こ
の
場
合
の
魔
女
は
若
い
美
女
で
あ
る
こ

と
が
多
い
︒
／
⑵

魔
女
は
死
者
も
し
く
は
死
者
に
近
い
存
在
で
あ
り
︑
夜

に
な
る
と
甦
り
︑
男
を
死
の
世
界
へ
連
れ
て
い
こ
う
と
す
る
︒
こ
う
し
た
魔

女
は
老
婆
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒(

)
22

｢美
女
﹂
と
﹁
老
婆
﹂
と
い
う
魔
女
の
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
性
﹂

と
﹁
恐
怖
﹂
を
意
味
し
て
い
る
︒
庄
太
郎
が
感
じ
た
﹁
デ
イ
ス
イ
リ
ュ
ウ
ジ
ョ

ン
﹂
は
︑
こ
う
し
た
﹁
老
婆
﹂
の
表
象
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
黒
い
宝

石
﹂
だ
っ
た
瞳
が
﹁
海
よ
り
も
広
く
深
く
﹂
な
り
︑﹁
鯨
鬚
よ
り
も
長
い
﹂
ま
つ

げ
の
周
り
に
は
﹁
鉛
筆
の
粉
に
似
た
黒
い
物
で
︑
月
の
暈
の
や
う
な
隈
取
り
が
施

さ
れ
て
﹂
い
る
︒
ま
た
︑﹁
水
々
し
く
若
や
い
で
居
た
血
色
の
い
ゝ
両
頬
﹂
は
ペ

ン
キ
の
よ
う
に
﹁
濃
い
白
粉
と
頬
紅
﹂
が
塗
ら
れ
︑
所
々
に
﹁
縮
緬
皺
﹂
や
﹁
む

く
毛
﹂
が
見
え
る
︒
こ
の
人
間
離
れ
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
メ
リ
ー
嬢

の
﹁
顔
﹂
は
︑
実
は
主
人
公
の
幻
覚
が
破
ら
れ
た
際
に
引
き
起
こ
し
た
強
烈
な
感

情
的
変
化
︑
す
な
わ
ち
恐
怖
心
の
発
生
を
表
現
し
て
い
る
︒
そ
し
て
自
己
の
恐
怖

心
に
よ
っ
て
メ
リ
ー
嬢
の
恐
ろ
し
い
一
面
を
﹁
発
見
﹂
し
た
庄
太
郎
は
︑
催
眠
術

に
か
か
っ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
し
な
が
ら
﹁
歓
喜
と
昂
奮
と
に
充
た
さ
れ
て
居

た
︒﹂こ

う
し
て
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
に
よ
る
視
覚
的
変
容
を
経
て
︑
も
と
も
と
お
嬢

さ
ん
の
容
貌
に
触
発
さ
れ
た
庄
太
郎
の
美
意
識
は
︑
メ
リ
ー
嬢
の
顔
に
対
す
る
認

識
上
の
変
化
に
と
も
な
い
︑
︱
単
一
の
﹁
美
﹂
か
ら
魔
女
の
両
面
性
を
有
す
る
複

合
的
な
﹁
美
﹂
へ
と
︱
﹁
進
化
﹂
し
た
︒

四
︑
谷
崎
の
意
図
と
庄
太
郎
の
﹁
芸
術
﹂

｢小
僧
の
夢
﹂
が
発
表
さ
れ
る
前
に
︑
谷
崎
は
﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄
︵
一
九
一
七

年
二
月
二
七
︑
二
八
日
︑
三
月
二
日
︶
で
﹁﹃
小
僧
の
夢
﹄
に
就
て
﹂
と
い
う
予
告

文
を
掲
載
し
た
こ
と
が
あ
る
︒

筋
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
け
れ
ど
も
筋
の
予
告
が
面
白
さ
う
だ
か
ら
︑
読

ん
で
見
よ
う
な
ど
ゝ
云
ふ
読
者
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
︑
又
ど
ん
な
問

題
︑
ど
ん
な
思
想
を
取
り
扱
は
う
と
し
て
居
る
の
か
︑
そ
れ
を
心
得
て
置
き

た
い
と
云
ふ
方
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
︒
／
し
か
し
︑
小
説
の
中
に
或
る

思
想
が
含
ま
れ
て
居
た
に
せ
よ
︑
そ
れ
を
概
念
的
の
言
葉
に
抽
象
出
来
る
く

ら
ゐ
な
ら
︑
初
め
か
ら
小
説
を
書
く
必
要
は
な
い
や
う
に
思
ひ
ま
す
︑
私
は

た
ゞ
︑
読
者
諸
君
が
私
の
小
説
を
し
ま
ひ
ま
で
︑
辛
抱
強
く
読
ん
で
下
さ
る

こ
と
を
希
望
致
し
ま
す
︒
︵
第
五
巻
︑
四
六
七
頁
︶

こ
の
予
告
文
で
は
谷
崎
の
小
説
へ
の
理
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑

﹁
或
る
思
想
が
含
ま
れ
て
居
た
に
せ
よ
﹂
読
者
に
は
小
説
を
単
な
る
﹁
思
想
﹂
と

し
て
読
ま
れ
た
く
な
い
と
い
う
意
思
で
あ
る
︒
畢
竟
︑
小
説
は
あ
く
ま
で
も
小
説

で
あ
り
︑
評
論
で
も
な
け
れ
ば
学
術
書
で
も
な
い
︒
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
問
題

や
思
想
が
結
局
︿
小
説
﹀
の
枠
か
ら
は
み
出
て
い
な
い
こ
と
を
谷
崎
は
認
識
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
︒

作
者
自
身
の
意
思
に
従
え
ば
︑
読
者
は
こ
の
作
品
に
書
か
れ
た
主
人
公
の
芸
術

観
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
一
方
︑
谷
崎
は

作
品
の
前
半
に
お
い
て
そ
の
芸
術
観
を
述
べ
る
の
に
多
く
の
筆
を
費
や
し
た
こ
と
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に
よ
り
︑
作
品
全
体
に
主
人
公
の
﹁
思
想
﹂
が
散
見
す
る
︒
つ
ま
り
︑
作
中
人
物

の
芸
術
に
関
す
る
思
考
と
言
動
は
︑
作
者
自
身
が
予
告
文
に
お
い
て
吐
露
し
た
意

図
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
︒

そ
れ
で
は
︑
作
中
に
お
い
て
庄
太
郎
が
終
始
懸
念
す
る
﹁
芸
術
﹂
と
は
︑
一
体

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
庄
太
郎
は
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
を
﹁
周
囲
を

包
ん
で
居
た
暗
澹
た
る
雲
﹂
と
形
容
し
︑
奉
公
人
の
日
々
に
直
面
し
て
想
像
の
意

識
が
芽
生
え
た
︒﹁
心
が
︑
醜
い
現
実
よ
り
も
美
し
い
幻
影
の
方
へ
︵
⁝
︶
常
に

引
き
寄
せ
ら
れ
る
﹂
彼
の
心
境
は
︑
の
ち
に
﹁
現
実
界
と
は
絶
対
に
う
つ
く
し
い

も
の
で
は
な
い
︵
⁝
︶
美
と
は
想
像
界
だ
け
に
し
か
あ
て
は
ま
り
得
な
﹂(

)

い
と
述

23

べ
た
サ
ル
ト
ル
の
言
葉
に
通
底
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒

｢浮
世
が
斯
く
の
如
く
不
自
由
な
︑
窮
屈
な
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
わ
れ
〳
〵

は
別
に
芸
術
の
天
地
を
作
る
必
要
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
﹂
と
庄
太
郎
が
吐
き

出
し
た
こ
の
言
葉
は
︑
ま
さ
に
彼
の
芸
術
理
念
と
彼
が
対
抗
し
え
な
い
現
実
と
の

関
係
を
言
い
表
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
︑
庄
太
郎
の
﹁
芸
術
﹂

は
︑
最
初
か
ら
現
実
よ
り
か
け
離
れ
て
い
て
︿
想
像
＝
非
現
実
的
存
在
﹀
を
志
向

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
彼
に
と
っ
て
想
像
の
世
界
を
楽
し
む
こ
と
は
︑﹁
仕
事

や
義
務
や
身
分
な
ど
悉
く
忘
却
﹂
で
き
る
現
実
逃
避
に
等
し
い
︒﹁
美
﹂
も
ま
た

現
実
世
界
か
ら
﹁
解
脱
﹂
さ
れ
る
方
法
を
彼
に
教
え
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
本
稿
で
は
﹁
小
僧
の
夢
﹂
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
き
た
︒
作
品
タ
イ
ト

ル
の
﹁
夢
﹂
と
は
対
照
的
に
作
中
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
︑
小
僧
の
﹁
現
実
﹂
で

あ
る
︒
作
品
の
前
半
は
︑
現
実
の
桎
梏
を
打
破
で
き
な
い
小
僧
の
無
力
さ
で
埋
め

尽
く
さ
れ
て
い
る
︒
一
六
歳
に
し
て
銀
座
の
洋
酒
屋
で
丁
稚
奉
公
す
る
主
人
公

は
︑
変
え
ら
れ
な
い
﹁
仕
事
や
義
務
や
身
分
﹂
に
包
ま
れ
る
日
々
の
な
か
で
︑
一

種
の
現
実
逃
避
と
も
い
え
る
芸
術
観
と
美
意
識
を
生
み
出
し
た
︒
そ
し
て
メ
リ
ー

嬢
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
そ
の
美
意
識
の
変
容
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
︿
庄
太

郎
の
物
語
﹀
が
一
六
歳
の
﹁
己
﹂
と
年
配
者
の
﹁
我
が
輩
﹂
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て

い
る
の
は
︑
明
ら
か
に
谷
崎
が
仕
掛
け
た
語
り
の
ト
リ
ッ
ク
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
︒

一
九
一
八
年
七
月
に
雑
誌
﹃
中
外
﹄
に
発
表
さ
れ
た
﹁
梅
雨
の
書
斎
か
ら
﹂
に

は
︑﹁
空
想
そ
の
物
は
芸
術
で
は
な
い
︒
空
想
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
努
力
す
る

と
こ
ろ
に
芸
術
が
あ
る
﹂
︵
第
六
巻
︑
五
五
九
頁
︶
と
い
う
一
言
が
書
か
れ
て
い

る
︒
芸
術
家
へ
の
道
が
最
初
か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
と
い
う
現
実
に
対
し
て
︑
庄
太
郎

は
頭
の
な
か
の
﹁
空
想
﹂
を
表
現
す
る
に
は
︑
自
分
の
身
体
を
以
て
直
接
体
験
す

る
以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
︒
メ
リ
ー
嬢
の
催
眠
術
は
一
種
の
模
擬
的
体
験
だ
っ

た
と
は
い
え
︑
確
実
に
刺
激
と
眩
惑
を
与
え
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に
彼
の
芸
術
欲
が
初

め
て
満
足
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

注(

)
須
田
千
里
の
発
掘
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
全
文
と
解
題
が
掲
載
さ
れ
た
︒
﹁
谷
崎
潤
一
郎
作

1

﹃
小
僧
の
夢
﹄﹂︑
﹃
文
学
﹄︵
季
刊
︶
第
一
巻
第
二
号
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
四
月

(

)
須
田
千
里
︵
前
掲
︶︑
九
九
頁

2(

)
千
葉
俊
二
﹁
解
説

越
境
す
る
子
供
た
ち
﹂
︑﹃
潤
一
郎
ラ
ビ
リ
ン
ス

５
︵
少
年
の
王

3

国
︶﹄︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
八
年
九
月
︑
二
九
一
頁

(

)
海
野
弘
﹁
谷
崎
と
モ
ダ
ン
都
市
﹂︑﹃
文
学
﹄
第
一
巻
第
三
号
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇

4

年
七
月

(

)
張
栄
順
﹁
谷
崎
潤
一
郎
の
﹃
小
僧
の
夢
﹄
論
﹂︑﹃
文
学
研
究
論
集
﹄
筑
波
大
学
︑
一
九

5

九
八
年
三
月

(

)
柴
田
希
﹁︿
視
る
﹀
こ
と
の
可
視
性
：
﹁
小
僧
の
夢
﹂
に
お
け
る
活
動
写
真
と
メ
ス
メ
リ

6

ズ
ム
の
有
機
的
な
連
係
﹂︑
﹃
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
﹄︑
二
〇
一
一
年
一
月

(

)
須
田
千
里
︵
前
掲
︶︑
九
九
頁

7(

)
大
正
期
の
谷
崎
文
学
の
語
り
に
つ
い
て
︑
瀬
崎
圭
二
が
﹁﹁
読
者
﹂
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

8

シ
ョ
ン
／
﹁
作
者
﹂
の
介
入
︱
︱
谷
崎
潤
一
郎
大
正
期
の
︿
語
り
﹀
︱
︱
﹂︵
﹃
名
古
屋

谷
崎
潤
一
郎
﹁
小
僧
の
夢
﹂
論

七
九
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近
代
文
学
研
究
﹄︵

︶︑
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
会
︑
一
九
九
七
年
一
二
月
︑
二
九
頁
︶

15

に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
︒
瀬
崎
が
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
︑
確
か
に
﹁
大
正
期

の
谷
崎
の
︿
語
り
﹀
の
戦
略
は
︑
読
者
へ
の
強
い
意
識
の
も
と
に
成
立
し
て
い
た
﹂︒

(

)
近
藤
明
日
子
﹁
近
代
語
に
お
け
る
一
一
人
称
代
名
詞
﹁
よ
﹂﹁
わ
が
は
い
﹂
一
﹃
太
陽

9

コ
ー
パ
ス
﹄
を
資
料
と
し
て
一
﹂︵﹃
社
会
言
語
科
学
﹄
第

巻
第
１
号
︑
二
〇
〇
八
年

11

八
月
︶︑
一
二
二
頁

(

)
張
栄
順
︵
前
掲
︶︑
二
二
五
︵
五
八
︶
頁

10(

)
丸
山
侃
堂
︑
今
村
南
史
編
﹃
丁
稚
制
度
の
研
究
﹄︑
政
教
社
︑
一
九
一
二
年
五
月
︑
七
〇

11

頁

(

)
宮
地
猛
男
﹁
商
店
小
僧
の
不
平
﹂﹃
訪
問
記
﹄︑
蒲
原
文
英
堂
︑
一
九
一
〇
年
四
月
︑
四

12

三
頁

(

)
加
能
作
次
郎
﹁
世
の
中
へ
﹂︵
十
八
︶︑﹃
読
売
新
聞
﹄︑
一
九
一
八
年
一
〇
月
三
〇
日

13(

)
吉
田
精
一
・
和
田
謹
吾
編
﹃
近
代
文
学
評
論
大
系

第
三
巻
明
治
期
Ⅱ
﹄︑
角
川
書
店
︑

14

一
九
七
二
年
二
月
︑
四
四
八
頁

(

)
吉
田
精
一
・
和
田
謹
吾
編
﹃
近
代
文
学
評
論
大
系

第
三
巻
明
治
期
Ⅱ
﹄︵
前
掲
︶︑
三

15

六
二
頁

(

)
張
栄
順
︵
前
掲
︶︑
二
二
一
︵
六
二
︶
頁

16(

)
黒
岩
涙
香
﹃
露
国
人
﹄︑
扶
桑
堂
︑
一
八
九
九
年
一
月
︑
二
七
～
二
八
頁

17(

)
一
柳
廣
孝
﹃
催
眠
術
の
日
本
近
代
﹄︵
前
掲
︶︑
二
五
頁

18

(

)
一
柳
廣
孝
﹃
催
眠
術
の
日
本
近
代
﹄
︵
前
掲
︶︑
二
一
頁

19(

)
柴
田
希
︵
前
掲
︶
︑
二
六
頁

20(

)
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
﹃
シ
ネ
マ
１
＊
運
動
イ
メ
ー
ジ
﹄︵
財
津
理

/
齋
藤
範
訳
︑
法
政
大

21

学
出
版
局
︑
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
︶
一
五
六
頁

(

)
高
橋
義
人
﹃
魔
女
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
年
一
一
月
︑
三
四
頁

22(

)
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
﹃
想
像
力
の
問
題
﹄
︵
平
井
啓
之
訳
︶︑
﹃
サ
ル
ト
ル
全

23

集
﹄
第
一
二
巻
︑
人
文
書
院
︑
一
九
七
九
年
六
月
︵
改
訂
重
版
︶︑
二
七
〇
頁

︻
付
記
︼

作
品
本
文
お
よ
び
谷
崎
潤
一
郎
の
著
作
物
の
引
用
は
︑﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄︵
中
央
公
論
新

社
︑
二
〇
一
五
～
二
〇
一
七
年
︶
に
拠
る
︒
引
用
箇
所
の
傍
線
は
す
べ
て
筆
者
に
拠
る
︒
な
お

ル
ビ
を
省
略
し
︑
旧
字
を
新
字
に
改
め
る
︒
︵
⁝
︶
は
省
略
︑﹁
／
﹂
は
改
行
を
表
す
︒

本
稿
は
第
六
二
回
立
命
館
大
学
日
本
文
学
大
会
︵
二
〇
一
八
年
六
月
一
〇
日
︑
於
立
命
館
大

学
︶
に
お
け
る
発
表
﹁
谷
崎
潤
一
郎
﹁
小
僧
の
夢
﹂
論
﹂
を
も
と
に
大
幅
に
稿
を
改
め
た
も
の

で
あ
る
︒

︵
か

し
ゅ
り
ん
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
)

八
〇
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