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芥
川
龍
之
介
の
童
話
「
杜
子
春
」
　
（
大
正
九
年
七
月
、
　
『
赤
い
鳥
』
）
に
つ
い
て
、

論
者
は
、
曽
て
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
。
即
ち
、
こ
の
物
語
は
、
贅
沢
で
怠

惰
な
青
年
杜
子
嚢
が
、
安
易
な
厭
世
主
義
か
ら
仙
術
修
業
を
志
す
が
、
峨
眉
山
の
仙

人
鉄
冠
子
は
、
そ
う
し
た
彼
を
戒
め
る
為
に
幻
術
の
内
に
引
き
入
れ
、
地
獄
の
責
苦

に
あ
い
乍
ら
も
息
子
杜
子
孫
の
こ
と
を
思
う
母
親
の
姿
を
見
せ
て
彼
の
人
間
信
頼
を

回
復
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
主
題
は
、
　
「
人
間
ら
し
い
正
直

な
暮
し
」
を
し
ょ
う
と
す
る
杜
子
春
の
人
間
性
開
眼
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
そ
う
し
た
肯
定
的
な
人
生
観
の
背
後
に
は
、
作
者
そ
の
人
の
根
強
い
脱
世
間

的
傾
向
が
あ
り
、
作
者
は
、
自
ら
の
其
れ
を
鉄
冠
子
の
教
え
を
通
し
て
否
定
し
、
自

己
規
制
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
其
処
に
は
、
現
実
の
家
庭
環
境
や
儒
教
的
親

子
関
係
に
苦
し
む
芥
川
自
身
の
葛
藤
が
あ
っ
た
訳
で
、
生
活
人
と
し
て
の
彼
は
古
い

倫
理
的
な
生
き
方
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
杜
子
春
は
仙
人
に
は
な
れ
ず
、

「
人
間
ら
し
い
正
直
な
」
生
き
方
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
作
者
は
、
最
後

に
鉄
養
子
か
ら
泰
山
南
麓
の
桃
の
花
咲
く
家
を
杜
子
春
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
せ
て
、
無

意
識
の
内
に
も
何
や
ら
「
仙
人
ら
し
い
正
直
な
暮
し
」
を
し
ょ
う
と
い
う
脱
世
間
的

な
生
き
方
を
許
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
杜
子
春
は
地
獄
で
再
会
し
た
献
身
的
な
母
親

の
於
母
影
だ
け
を
抱
い
て
旅
立
つ
の
で
あ
り
、
其
処
に
は
、
芥
川
自
身
の
死
別
し
た

生
母
に
対
す
る
渇
仰
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
論
者
は
、
又
、
如
上
の
「
杜
子
春
」
観
を
基
と
し
て
、
　
「
蜘
蛛
の
糸
」
　
（
大
正
七

年
七
月
、
　
『
赤
い
鳥
』
）
か
ら
「
魔
術
」
　
（
大
正
九
年
一
月
、
　
『
赤
い
鳥
』
）
、
そ
し

て
此
の
「
杜
子
春
」
を
経
て
「
白
」
　
（
大
正
一
二
年
八
月
、
　
『
女
性
改
造
』
）
に
到

る
芥
川
童
話
の
展
開
を
、
・
単
な
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
克
服
の
発
展
的
展
開
と
は
見
ず
、
そ

の
背
後
で
陰
磐
を
加
え
る
作
者
の
人
聞
的
悲
哀
の
深
化
過
程
と
し
て
捕
え
よ
う
と
し

た
。
即
ち
、
　
「
蜘
蛛
の
糸
」
に
あ
っ
て
は
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
決
然
と
し

た
否
定
が
認
ら
れ
る
の
に
（
従
っ
て
、
其
処
か
ら
は
人
間
が
如
何
に
生
き
る
べ
き
か

明
確
に
指
示
さ
れ
て
い
る
の
に
）
、
次
作
「
魔
術
」
に
お
い
て
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
克
服
の

可
能
性
に
つ
い
て
不
安
な
騎
り
を
見
せ
、
　
「
杜
懇
懇
」
に
到
っ
て
は
無
意
識
の
裡
に

も
「
世
間
の
人
た
ち
」
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
の
逃
避
を
主
人
公
に
許
し
、
最
後
の
「
臼

」
に
お
い
て
は
白
の
自
殺
願
望
を
通
し
て
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
克
服
が
死
を
前
提
と
し

な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
悲
し
い
認
識
に
到
達
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
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た
の
で
あ
る
。

　
論
者
の
考
え
方
は
、
基
本
的
に
は
A
7
も
変
り
な
い
の
だ
が
、
そ
う
し
た
考
察
の
中

で
論
理
の
進
行
上
種
々
の
問
題
を
見
切
り
発
車
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、

そ
れ
は
、
　
「
杜
青
春
」
に
つ
い
て
は
、
材
源
「
杜
子
春
望
」
中
に
は
登
場
し
な
い
杜

子
春
の
母
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
作
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
発
想
し
た
の
か
と
い
う
疑
問

で
あ
る
。
或
い
は
、
又
、
　
「
白
」
に
つ
い
て
は
、
白
は
非
道
い
仕
打
ち
を
受
け
乍
ら

御
主
人
達
を
ど
う
し
て
斯
く
も
愛
慕
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
等
の

点
に
つ
い
て
、
問
題
は
今
も
論
者
の
中
で
明
確
な
解
決
を
み
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、

本
稿
で
は
若
干
の
臆
断
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
本
稿
を
「
杜
子
春
」
追
考
と
題

す
る
所
以
で
あ
る
。

一

芥
川
は
、
　
「
杜
子
春
」
に
つ
い
て
河
西
信
三
宛
昭
和
二
年
二
月
三
日
付
書
簡
の
中

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

に
説
明
し
、
年
少
の
読
者
も
主
人
公
と
共
に
一
喜
一
憂
す
べ
く
工
夫
を
凝
ら
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
評
家
に
よ
っ
て
詳
細
な
比
較
検
討
が
行

わ
れ
て
い
る
が
、
今
回
論
者
が
改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。

即
ち
、
　
「
杜
子
憂
世
」
に
お
い
て
は
、
無
言
の
行
を
課
せ
ら
れ
た
杜
青
春
が
、
責
苦

と
し
て
女
性
に
再
生
さ
せ
ら
れ
、
自
ら
子
供
を
産
ん
で
母
親
と
な
り
、
我
が
子
の
殺

さ
れ
る
場
面
に
到
っ
て
思
わ
ず
声
を
発
し
て
い
る
の
に
対
し
、
　
「
杜
子
器
」
に
お
い

て
は
、
杜
回
春
は
、
地
獄
で
鞭
打
た
れ
る
父
母
を
見
か
ね
て
声
を
発
し
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
従
っ
て
、
又
、
　
「
杜
子
寒
明
」
で
は
、
問
題
は
母
親
の
子
供
に
対
す

る
「
慈
愛
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

子
春
の
愛
心
に
生
じ
、

意
、
と

ロ
ー

忽
ち
其
の
約
を
忘
れ
、
畳
え
ず
し
て
聲
を
失
し
て
云
く
、

と
記
述
さ
れ
る
の
に
対
し
、
　
「
杜
子
春
」
で
は
、
問
題
は
子
供
の
母
親
に
対
す
る
「
孝

心
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
ζ
な
る
。

一2一

…
な
ほ
又
拙
作
「
杜
子
春
」
は
唐
の
小
説
杜
子
春
里
の
主
人
公
を
用
ひ
を
り
候

へ
ど
も
、
話
は
2
百
以
上
創
作
に
有
之
候
。
な
ほ
な
ほ
又
あ
の
中
の
鐵
冠
子
と

申
す
の
は
三
國
時
代
の
左
鉱
と
申
す
仙
人
の
道
號
に
有
之
候
。

…
杜
子
春
は
、
驚
い
た
の
驚
か
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
い
へ
ば

そ
れ
は
二
匹
と
も
、
形
は
達
す
ぼ
ら
し
い
痩
せ
馬
で
し
た
が
、
顔
は
夢
に
も
忘

れ
な
い
、
死
ん
だ
父
母
の
通
り
で
し
た
か
ら
。

此
処
で
、
芥
川
が
「
杜
子
春
」
は
唐
代
伝
奇
「
杜
子
春
伝
」
に
依
拠
し
乍
ら
も
「
2
一
3

以
上
創
作
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
等
二
つ
の
作
品
を
読
み
較
べ
て
み

れ
ば
容
易
に
首
肯
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
峨
眉
山
（
「
杜
子
春
伝
」
で
は

雲
台
峰
）
に
お
け
る
杜
子
春
の
仙
術
修
業
（
仙
薬
製
造
の
為
の
苦
行
）
を
見
て
も
、

芥
川
は
、
　
「
杜
子
業
苦
」
中
の
簡
潔
な
叙
述
を
視
覚
的
、
聴
覚
的
に
具
体
化
し
、
多

く
の
比
喩
を
用
い
て
細
叙
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
又
、
杜
子
春
の
心
理
変
化
を
具

鬼
ど
も
は
一
樹
に
「
は
つ
」
と
答
へ
な
が
ら
、
鐵
の
鞭
を
と
っ
て
立
ち
上
る
と
、

四
方
八
方
か
ら
二
匹
の
馬
を
、
未
練
淫
具
な
く
打
ち
の
め
し
ま
し
た
。
鞭
は
り

う
り
う
と
風
を
切
っ
て
、
所
嫌
は
ず
雨
の
や
う
に
、
馬
の
皮
肉
を
打
ち
破
る
の

で
す
。
馬
は
、
ー
ー
畜
生
に
な
っ
た
父
母
は
、
苦
し
さ
う
に
身
を
悶
え
て
、
眼

に
は
血
の
涙
を
浮
べ
た
儘
、
見
て
も
み
ら
れ
な
い
程
即
き
立
て
ま
し
た
。



杜
言
前
は
必
死
に
な
っ
て
、
鐵
冠
子
の
言
葉
を
思
ひ
出
し
な
が
ら
、
掃
く
眼
を

つ
ぶ
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
時
彼
の
耳
に
は
、
殆
聲
と
は
い
へ
な
い
位
、

か
す
か
な
聲
が
傳
は
つ
て
來
ま
し
た
。

　
「
心
配
を
お
し
で
な
い
。
私
た
ち
は
ど
う
な
っ
て
も
、
お
前
さ
へ
仕
合
せ
に

な
れ
る
の
な
ら
、
そ
れ
よ
り
結
構
な
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
ね
。
大
王
が
何
と

仰
っ
て
も
、
言
ひ
た
く
な
い
こ
と
は
黙
っ
て
御
出
で
。

　
そ
れ
は
確
に
懐
し
い
、
母
親
の
聲
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
杜
子
春
は
思
は
ず
、

眼
を
あ
き
ま
し
た
。
さ
う
し
て
馬
の
一
匹
が
、
力
な
く
地
上
に
倒
れ
た
儘
、
悲

し
さ
う
に
彼
の
顔
へ
、
ぢ
つ
と
眼
を
や
っ
て
み
る
の
を
見
ま
し
た
。

杜
子
振
は
老
人
の
戒
め
も
忘
れ
て
、
韓
ぶ
や
う
に
そ
の
側
へ
走
り
よ
る
と
、
雨

手
に
半
死
の
馬
の
頸
を
抱
い
て
、
は
ら
は
ら
と
涙
を
落
し
な
が
ら
、
　
「
お
母
さ

ん
。
」
と
一
聲
を
叫
び
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
改
変
は
、
　
「
杜
子
春
」
が
年
少
の
読
者
を
想
定
し
た
童
話
で
あ
る
為
に
、

子
供
の
側
か
ら
も
理
解
し
易
い
母
親
へ
の
愛
情
に
変
え
た
の
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
中
国
と
日
本
に
お
け
る
親
子
関
係
、
延
い
て
は
倫
理
道
徳
の
在
り
方
に
迄
発
展

す
る
比
較
文
化
学
的
命
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
担
て
お
き
、

問
題
を
芥
川
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
母
を
呼
ぶ
杜
子
春
の
声
は
作
者
自
身

の
深
部
に
発
し
た
切
実
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
論
者
が
特
に
注
目
す
る
の
は
、
杜
子
春
が
単
に
鬼
謀
に
苦
し
め
ら
れ
る
父
母
を
見

て
声
を
発
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
彼
の
心
に
響
い
て
き
た
母
親
の
声
を
聞

い
た
時
初
め
て
「
お
母
さ
ん
」
と
い
う
一
声
を
発
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
此
処
で

は
、
子
供
の
側
か
ら
の
「
孝
心
」
の
問
題
を
超
え
て
、
母
親
の
方
か
ら
も
愛
の
手
を

差
し
伸
べ
、
子
供
の
方
も
其
れ
に
応
え
る
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
の
母
親
の
言
葉
は
、
　
「
大
金
持
に
な
れ
ば
御
世
僻
を
言
ひ
、
貧
乏
入
に
な
れ
ば
口

も
利
か
な
い
世
間
の
人
た
ち
し
の
其
れ
と
は
違
っ
た
無
償
の
愛
に
裏
付
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
杜
子
春
の
内
部
に
眠
っ
て
い
た
人
間
信
頼
を
覚
醒
さ
せ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
芥
川
は
、
こ
の
一
言
の
前
に
瞬
時
の
沈
黙
を
置
き
、
そ
れ

を
↓
層
効
果
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
此
処
で
閻
魔
大
王
の
大
声
は
森
羅
殿

を
震
わ
せ
、
鬼
縛
の
鞭
は
リ
ュ
ウ
リ
ュ
ウ
と
鳴
る
が
、
次
第
に
静
ま
っ
て
ゆ
き
、
や

が
て
静
寂
の
内
に
母
親
の
声
は
微
か
に
響
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
瞬
時
の
沈
黙
の

後
に
杜
子
春
の
声
は
大
き
く
書
す
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
そ
う
し
て
母
親
か
ら
の
愛

も
又
、
子
供
の
側
か
ら
の
愛
も
同
時
に
浮
か
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
斯
様
に
此
の
母
子
の
一
体
感
は
極
め
て
印
象
的
な
の
で
あ
る
が
、
論
者
は
、
曽
て

幼
少
の
頃
に
、
こ
の
よ
う
に
我
が
子
の
幸
福
だ
け
を
願
う
献
身
的
な
母
親
が
何
故
に

地
獄
の
畜
生
道
等
に
堕
ち
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
と
い
う
不
審
を
抱
い
た
こ
と

が
あ
る
。
詰
り
、
こ
の
母
親
は
本
物
で
は
な
く
、
杜
子
春
を
証
か
そ
う
と
す
る
魔
性

共
の
狡
猜
な
罠
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
抱
き
つ
つ
読
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
読
了
後
、
こ
の
母
親
が
本
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
改
め
て
思

い
到
っ
た
の
は
、
結
局
、
こ
の
慈
母
は
怠
惰
で
浪
費
家
で
あ
る
杜
子
春
の
よ
う
な
今

回
を
育
て
た
と
い
う
罪
に
よ
っ
て
地
獄
に
堕
ち
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
幼
稚
な

合
理
化
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
杜
子
春
の
改
心
と
共
に
父
母
も
救
わ
れ
た
で
あ
ろ
う

と
想
像
し
て
無
理
に
安
心
し
た
記
憶
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
疑
問
は
論
者
の
心

底
に
微
か
に
保
持
さ
れ
た
儘
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
意
味
合
い
か
ら
、
此
処
で
注

目
し
た
い
の
は
谷
崎
潤
一
郎
の
「
ハ
ッ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
」
　
（
大
正
六
年
一
一
月
、

『
中
央
公
論
』
）
と
い
う
作
品
の
存
在
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
其
処
に
も
子
供
の
悪

徳
故
に
成
仏
出
来
ぬ
母
親
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
谷
崎
作
品
は
、

「
杜
子
春
」
に
先
行
す
る
芥
川
童
話
「
魔
術
」
の
素
材
と
な
っ
た
小
説
で
あ
り
、
芥

川
は
、
　
「
ハ
ッ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
」
の
作
中
人
物
マ
テ
イ
ラ
ム
・
ミ
ス
ラ
や
大
森

の
ミ
ス
ラ
邸
に
点
る
石
油
ラ
ン
プ
や
紅
茶
等
々
を
借
用
し
て
、
　
「
魔
術
」
一
篇
を
創

作
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
論
者
が
興
味
深
く
思
っ
た
の
は
、
そ
の
終
末
部
分
で
あ
る
。
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其
処
で
は
、
主
人
公
で
あ
る
「
予
」
　
（
タ
ニ
ザ
キ
）
は
、
ミ
ス
ラ
の
操
る
妖
術
に
よ

っ
て
幻
想
世
界
に
引
き
込
ま
れ
、
須
彌
山
に
到
っ
て
死
別
し
た
筈
の
母
親
に
再
会
す

る
。
次
に
そ
れ
を
引
用
す
る
。

母
は
一
羽
の
美
し
い
鳩
と
な
っ
て
、
そ
の
島
の
空
を
舞
っ
て
居
た
。
さ
う
し
て
、

た
ま
く
通
り
か
・
つ
た
予
の
肩
の
上
に
翼
を
休
め
て
、
不
思
議
に
も
人
語
を

噂
り
な
が
ら
、
予
に
忠
告
を
與
へ
る
の
で
あ
っ
た
。
　
「
わ
た
し
は
お
前
の
や
う

な
悪
徳
の
子
を
生
ん
だ
為
め
に
、
そ
の
罰
を
受
け
て
、
未
だ
に
佛
に
成
れ
な
い

の
で
す
。
私
を
憐
れ
だ
と
思
っ
た
ら
、
ど
う
ぞ
此
れ
か
ら
心
を
入
れ
か
へ
て
、

正
し
い
人
間
に
な
っ
て
お
く
れ
。
お
前
が
善
人
に
な
り
さ
へ
す
れ
ば
、
私
は
直

ぐ
に
も
天
に
昇
れ
ま
す
。
」
　
　
か
う
云
っ
て
哺
く
鳩
の
聲
は
、
今
年
の
五
月

ま
で
此
の
世
に
生
き
て
居
た
、
我
が
母
の
聲
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
。

「
お
母
さ
ん
、
私
は
き
っ
と
、
あ
な
た
を
佛
に
し
て
あ
げ
ま
す
。
」

予
は
斯
く
答
へ
て
、
彼
女
の
柔
か
い
胸
の
毛
を
顛
に
擦
り
寄
せ
た
き
り
、
い
つ

迄
も
其
慮
を
動
か
う
と
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
梵
語
ア
巴
p
＜
ぎ
冨
に
由
来
し
極
楽
に
住
む
と
い
う
人
頭
鳥
指
の
妙
音
鳥
迦

陵
頻
伽
に
も
似
た
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
論
者
は
、
更
に
次
の
よ
う
な
点
に

注
目
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
両
作
品
で
は
、
森
羅
殿
と
須
彌
山
と
状
況
は
異
な
り
、

痩
せ
馬
と
鳩
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、
共
に
母
親
は
人
語
を
発
す
る
鳥
獣
と
し
て
登

場
し
、
我
が
子
に
語
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
又
、
母
を
思
う
子
の
思

い
は
同
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
此
処
で
注
目
し
た
い
の
は
、
母
親
の
語
り
か
け
る
言
葉
の
内
容
で
あ
る
。

即
ち
、
谷
崎
に
あ
っ
て
は
、
母
親
は
我
が
身
の
幸
福
（
成
仏
）
を
願
い
、
そ
れ
を
可

能
な
ら
し
め
る
我
が
子
の
改
心
を
直
接
的
に
訴
え
る
の
に
対
し
、
芥
川
に
あ
っ
て
は
、

母
親
は
我
が
身
の
幸
福
（
責
苦
か
ら
逃
れ
る
こ
と
）
を
顧
ず
、
只
管
我
が
子
の
幸
福

の
み
を
願
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
谷
崎
の
描
く
母
親
に
も
我
が
子
の
幸
福

（
良
心
的
改
心
）
を
願
う
気
持
は
含
ま
れ
て
い
よ
う
が
、
芥
川
の
描
く
母
親
の
方
が

よ
り
以
上
に
犠
牲
的
な
無
償
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
作
中
人
物
と
作
者
の
混
同
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
　
「
幼
少
時
代
」
や

「
異
端
者
の
悲
し
み
」
等
に
描
か
れ
た
谷
崎
と
生
母
関
と
の
関
係
は
極
め
て
濃
密
な

も
の
で
あ
り
、
時
に
反
擬
し
た
り
批
判
し
合
っ
た
り
し
乍
ら
も
、
強
い
肉
親
愛
に
結

び
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
谷
崎
が
、
　
「
痴
人
の
愛
」
や
「
春
寒
抄
」
に
描

か
れ
る
サ
ロ
メ
型
女
性
か
ら
、
　
「
少
将
滋
幹
の
母
」
や
「
夢
の
浮
橋
」
に
象
徴
さ
れ

る
マ
リ
ア
型
女
陸
へ
と
嗜
好
を
移
し
、
一
連
の
母
恋
ひ
物
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
又
、
ク
ラ
フ
ト
エ
ビ
ン
グ
等
の
精
神
分
析
学
者
が
説
く

処
を
信
ず
れ
ば
、
谷
崎
の
追
い
求
め
た
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
も
、
母
性
と
の
合
一
を
願
う
近

親
相
姦
的
欲
求
に
対
す
る
自
己
処
罰
と
し
て
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
谷
崎
の
母

親
と
の
精
神
的
密
着
は
そ
れ
程
に
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る

に
、
谷
崎
に
と
っ
て
、
母
親
は
身
近
に
あ
る
具
体
的
存
在
で
あ
り
、
母
親
も
、
又
、

何
の
遠
慮
も
な
く
我
が
身
の
幸
福
を
得
る
為
に
子
供
に
要
求
を
突
き
つ
け
、
我
が
子

も
其
れ
に
応
え
る
と
い
っ
た
親
密
な
関
係
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
芥
川
に
と
っ
て
、
生
母
ふ
く
と
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。

ふ
く
は
、
芥
川
の
生
後
間
も
な
く
発
狂
し
、
彼
の
少
年
時
代
ま
で
生
き
続
け
る
が
、

遂
に
親
子
ら
し
い
交
流
の
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
又
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

杜
子
春
の
母
親
が
畜
生
道
に
堕
ち
て
い
る
の
も
、
或
い
は
狐
驚
き
と
呼
ば
れ
、
狂
人

で
あ
っ
た
ふ
く
の
状
況
が
（
無
意
識
の
裡
に
も
）
反
映
さ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
籾
て
お
き
、
　
「
杜
子
春
」
に
お
い
て
、
我
が
子
の
幸
福
だ
け
を
願
う
母
親
の

無
償
の
愛
は
、
特
に
其
の
呼
び
か
け
は
、
現
実
の
芥
川
に
と
っ
て
は
遂
に
味
う
こ
と

の
出
来
な
い
夢
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
彼
が
限
り
な
い
憧
憬
を
持
っ
て
希
求
す
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
芥
川
の
描
く
母
親
像
は
一
層
純
化
さ
れ
、

献
身
的
な
も
の
と
し
て
結
晶
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
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芥
川
は
、
後
年
の
作
品
「
鮎
鬼
簿
」
　
（
大
正
】
五
年
】
○
月
、

で
、
生
母
ふ
く
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る

僕
の
母
は
狂
人
だ
つ
た
。

『
改
造
』
）
の
中

か
う
云
ふ
僕
は
僕
の
母
に
全
然
面
倒
を
見
て
貰
っ
た
こ
と
は
な
い
。
何
で
も
一

度
僕
の
養
母
と
わ
ざ
わ
ざ
二
階
へ
挨
拶
に
行
っ
た
ら
、
い
き
な
り
頭
を
長
煙
管

で
打
た
れ
た
こ
と
を
誓
え
て
み
る
。
し
か
し
大
渓
僕
の
母
は
如
何
に
も
も
の
静

か
な
狂
人
だ
つ
た
。
僕
や
僕
の
姉
な
ど
に
書
を
描
い
て
く
れ
と
迫
ら
れ
る
と
、

四
つ
折
の
半
紙
に
書
を
描
い
て
く
れ
る
。
　
（
中
略
）
唯
そ
れ
等
の
書
中
の
人
物

は
い
つ
れ
も
狐
の
顔
を
し
て
み
た
。

　
僕
の
母
の
死
ん
だ
の
は
僕
の
十
一
の
秋
で
あ
る
。
　
（
中
略
）
そ
の
死
の
前
後

の
記
憶
だ
け
は
割
り
合
に
は
つ
き
り
と
残
っ
て
み
る
。

僕
の
母
は
三
日
目
の
晩
に
殆
ど
苦
し
ま
ず
に
死
ん
で
行
っ
た
。
死
ぬ
前
に
は
正

着
に
返
っ
た
と
見
え
、
僕
等
の
顔
を
眺
め
て
は
と
め
度
な
し
に
ぽ
ろ
ぽ
ろ
涙
を

落
し
た
。
が
、
や
は
り
ふ
だ
ん
の
や
う
に
何
と
も
口
は
利
か
な
か
っ
た
。

此
処
で
、
死
の
直
前
に
は
正
気
に
返
り
涙
を
流
し
た
と
い
う
母
親
の
姿
は
、
或
い
は

事
実
で
は
な
く
、
そ
う
あ
る
こ
と
を
願
っ
た
芥
川
の
誤
解
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
涙
を
流
す
母
親
の
姿
は
、
　
「
杜
子
春
」
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
場
面
で
矢
張
り
涙
を
流
し
て
杜
子
春
に
呼
び
か
け
る
母
親
の
姿
を
連
想
さ

せ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
先
の
「
母
に
全
然
面
倒
を
見
て
貰
っ
た
こ
と
は

な
い
」
と
か
「
が
、
や
は
り
ふ
だ
ん
の
や
う
に
何
と
も
口
は
利
か
な
か
っ
た
」
と
い

っ
た
言
葉
を
裏
返
し
て
み
れ
ば
、
芥
川
の
願
望
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
を
透
視
出
来
る

よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
て
芥
川
は
、
　
「
杜
子
春
」
と
い
う
虚
構
の
中
で
、
詰
り
は
精

神
的
真
実
の
世
界
で
「
お
母
さ
ん
」
と
い
う
切
な
る
一
声
を
発
し
、
一
体
感
を
実
現

し
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
杜
子
春
は
、
母
親
の
無
償
の
愛
故
に
鉄
冠
子
の
教
導
す
る
「
人
間
ら
し

い
、
正
直
な
暮
し
」
に
向
か
お
う
と
す
る
が
、
唯
、
彼
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
洛
陽
の
「

世
間
」
に
回
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
三
冠
子
の
与
え
た
泰
山
南
麓
の
桃
の
花
咲
く
家

へ
と
旅
立
っ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
杜
子
春
の
後
姿
に
は
、
単
に
「
人
間
ら
し
い
、
正

直
な
暮
し
」
を
し
ょ
う
と
す
る
人
の
晴
れ
晴
れ
し
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、
死
後
の
世

界
で
再
会
し
た
母
親
の
於
母
影
だ
け
を
抱
い
て
「
仙
人
ら
し
い
、
正
直
な
暮
し
」
を

し
ょ
う
と
す
る
人
の
孤
独
も
漂
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
杜
子
春
は
、
今

後
母
親
の
愛
書
に
目
覚
め
た
人
間
性
を
成
長
さ
せ
、
　
「
世
間
の
人
た
ち
」
と
も
和
解

し
て
人
生
を
肯
定
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
何
か
を
断
念
し
た
よ
う
な

一
抹
の
哀
愁
を
払
拭
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
、
作
者
芥
川
が
「
杜
子
春
」

と
い
う
作
品
に
お
い
て
夢
想
し
て
い
た
の
が
、
矢
張
り
、
亡
き
母
へ
の
希
求
で
あ
っ

た
こ
と
の
自
ら
な
る
反
映
で
も
あ
ろ
う
。

　
此
処
で
や
や
脇
道
に
外
れ
る
が
、
父
親
に
つ
い
て
も
こ
饗
し
て
お
き
た
い
。
と
言

う
の
も
、
論
者
は
、
曽
て
幼
少
の
頃
、
　
「
杜
子
春
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
場
面
で
父

親
は
何
故
沈
黙
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
愚
問
を
抱
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
父
親
は
母
親
と
共
に
森
羅
殿
の
前
に
引
き
据
え
ら
れ
同
様
に
鞭
打
た
れ
て

苦
し
む
の
で
あ
る
が
、
杜
子
春
に
語
り
か
け
る
の
は
独
り
母
親
の
み
で
あ
る
。
母
親

の
言
葉
中
に
「
私
た
ち
」
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
恐
ら
く
父
親
は
母
親
と
同
様
の
思

い
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
、
そ
れ
故
に
省
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
芥
川
に
と
っ

て
、
彼
の
二
十
八
歳
迄
存
命
し
て
い
た
実
父
新
原
敏
三
は
余
り
に
現
実
的
な
存
在
で

あ
り
、
作
品
中
に
希
求
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
黙
鬼
簿
」
中

に
描
か
れ
た
敏
三
の
姿
は
、
心
な
ら
ず
も
長
男
龍
之
介
を
妻
の
実
家
芥
川
家
の
養
子

に
し
て
し
ま
い
、
後
に
何
と
か
呼
び
戻
そ
う
と
す
る
愛
情
あ
る
父
親
で
あ
る
が
、
芥

川
の
方
で
は
、
生
母
に
対
す
る
時
よ
り
や
や
冷
淡
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
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実
父
と
精
神
的
合
一
が
成
立
す
る
の
は
、
矢
張
り
、
死
別
し
た
生
母
（
敏
三
に
は
前

妻
）
の
こ
と
を
語
り
合
う
場
面
だ
け
で
あ
る
。

　
僕
が
病
院
へ
露
っ
て
來
る
と
、
僕
の
父
は
僕
を
待
ち
兼
ね
て
み
た
。
の
み
な

ら
ず
二
枚
折
の
屏
風
の
外
に
悉
く
余
人
を
引
き
下
ら
せ
、
僕
の
手
を
握
っ
た
り

撫
で
た
り
し
な
が
ら
、
僕
の
知
ら
な
い
昔
の
こ
と
を
、
1
僕
の
母
と
結
婚
し

た
當
時
の
こ
と
を
話
し
出
し
た
。
そ
れ
は
僕
の
母
と
二
人
で
箪
笥
を
買
ひ
に
出

か
け
た
と
か
、
鮨
を
と
っ
て
食
っ
た
と
か
云
ふ
、
碩
末
な
話
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

し
か
し
僕
は
そ
の
話
の
う
ち
に
い
っ
か
晦
が
熱
く
な
っ
て
み
た
。
僕
の
父
も
肉

の
落
ち
た
頬
に
や
は
り
涙
を
流
し
て
み
た
。

　
僕
の
父
は
そ
の
次
の
朝
に
余
り
苦
し
ま
ず
に
死
ん
で
行
っ
た
。

父
親
は
、
矢
張
り
、
母
親
の
傍
に
あ
っ
て
初
め
て
追
慕
さ
れ
る
も
の
ら
し
い
。

　
そ
れ
か
ら
、
又
、
　
「
杜
子
春
」
の
中
に
は
、
謂
わ
ば
、
父
親
的
役
割
を
担
う
も
の

と
し
て
既
に
鉄
黒
子
の
存
在
が
あ
る
。
こ
の
道
徳
的
深
慮
を
持
っ
て
人
間
の
生
き
方

を
教
え
る
教
育
者
鉄
冠
子
の
姿
は
、
正
に
父
性
的
愛
の
意
味
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ

り
、
又
、
母
性
的
な
愛
情
と
は
別
の
次
元
で
子
供
を
慈
し
む
愛
情
を
暗
示
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
　
（
因
み
に
芥
川
は
、
こ
の
「
杜
子
春
」
執
筆
の
時
点
で
既
に
長
男
比
呂

志
の
父
親
と
し
て
生
き
る
自
覚
を
持
ち
始
め
て
い
た
）
。
鉄
冠
子
は
、
杜
子
春
と
別
れ

る
前
に
「
急
に
厳
な
顔
」
を
し
て
「
も
し
お
前
が
黙
っ
て
み
た
ら
、
お
れ
は
師
座
に

お
前
の
命
を
絶
っ
て
し
ま
は
う
と
思
っ
て
み
た
の
だ
」
と
明
か
す
。
こ
の
言
葉
は
、

↓
面
で
、
杜
子
春
に
無
言
の
行
を
約
束
さ
せ
乍
ら
、
彼
が
約
束
を
守
り
通
し
た
時
に

は
、
死
の
刑
罰
を
与
え
よ
う
と
い
う
不
条
理
な
残
酷
さ
を
持
つ
も
の
の
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
が
、
又
、
一
面
で
は
、
縦
え
鉄
冠
子
と
の
約
束
を
破
っ
て
も
（
そ
れ
は
、
仙

人
に
な
り
た
い
と
い
う
多
分
に
利
己
的
な
欲
求
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
）
、
人
間

的
な
生
き
方
を
取
っ
た
杜
子
春
の
撰
択
を
是
認
し
、
支
持
し
、
今
後
の
彼
の
生
き
方

を
力
付
け
る
為
の
念
押
し
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
杜
子
心
の

人
間
性
開
眼
の
中
核
を
な
す
母
親
と
の
］
体
感
を
強
調
す
る
為
に
は
、
父
親
の
一
言

は
も
う
不
要
な
の
で
あ
り
、
鉄
冠
子
の
存
在
が
、
そ
れ
を
補
っ
て
余
り
あ
る
よ
う
で

あ
る
。

二

　
以
上
の
よ
う
に
、
論
者
は
、
　
「
杜
子
春
」
の
中
か
ら
芥
川
の
母
な
る
も
の
へ
の
希

求
を
抽
出
し
た
が
、
こ
の
問
題
は
、
最
後
の
童
話
「
白
」
に
も
微
妙
な
影
を
投
げ
掛

け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
問
題
は
、
既
に
「
杜
子
春
」
に
尽
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
が
、
　
「
白
」
に
関
す
る
若
干
の
臆
断
を
追
加
し
て
お
き
た
い
。
勿
論
、
　
「
白
」
に

は
母
親
は
登
場
し
な
い
。
が
、
臼
に
と
っ
て
育
て
の
親
と
も
言
う
べ
き
御
主
人
達
（
坊

っ
ち
ゃ
ん
と
お
嬢
さ
ん
）
が
登
場
す
る
。
以
下
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
吟
味
し
た
い

の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
白
は
、
犬
殺
し
の
罠
を
逃
れ
て
一
目
散
に
御
主
人
達
の
処
へ
逃
げ
帰
る
。

そ
し
て
、
自
分
の
体
験
し
た
恐
怖
を
訴
え
る
の
だ
が
、
既
に
友
達
の
黒
を
見
殺
し
に

し
た
報
い
で
外
形
を
黒
犬
に
変
え
ら
れ
て
い
た
臼
は
狂
犬
と
見
倣
さ
れ
、
坊
っ
ち
ゃ

ん
の
バ
ッ
ト
に
打
た
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
白
の
愛
慕
が
無
残
に
拒
否
き
れ
る
場
面

は
、
バ
ッ
ト
と
長
煙
管
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
何
程
か
先
に
引
い
た
「
鮎
鬼
簿
」
中

の
母
子
対
面
の
場
面
を
連
想
さ
せ
る
。

何
で
も
↓
度
僕
の
養
母
と
わ
ざ
わ
ざ
二
階
へ
挨
拶
に
行
っ
た
ら
、

を
長
煙
管
で
打
た
れ
た
こ
と
を
覧
え
て
み
る
。

い
き
な
り
頭

元
々
臼
と
御
主
人
達
と
の
関
係
は
、
犬
は
人
間
の
言
語
を
解
す
る
の
に
、
人
間
は
犬

の
其
れ
を
解
さ
な
い
と
い
う
一
方
通
行
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
至
る
意
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昧
で
「
杜
子
春
」
の
親
子
関
係
と
は
微
妙
な
捻
れ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
即

ち
、
　
「
杜
子
春
」
に
あ
っ
て
は
、
読
者
が
視
点
を
重
ね
る
べ
き
主
人
公
杜
子
春
は
人

間
で
あ
り
、
そ
の
愛
慕
の
対
象
で
あ
る
母
親
が
動
物
で
あ
っ
た
。
一
方
、
　
「
白
」
に

あ
っ
て
は
、
主
入
公
白
は
動
物
で
あ
り
、
御
主
人
達
は
人
問
で
あ
る
。
勿
論
、
最
終

的
に
は
、
　
「
杜
子
春
」
に
あ
っ
て
も
、
人
問
で
あ
る
杜
子
春
が
動
物
で
あ
る
母
親
の

慈
愛
に
応
え
る
よ
う
に
、
　
「
白
」
に
あ
っ
て
も
、
人
間
で
あ
る
御
主
人
達
は
動
物
で

あ
る
白
の
愛
慕
に
応
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
唯
、
白
の
思
い
は
、
曽
で
彼
が
黒

犬
で
あ
っ
た
が
故
に
罵
っ
た
悲
し
み
を
含
め
て
、
御
主
人
達
に
完
全
に
理
解
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
合
い
に
お
い
て
は
、
白
の
愛
慕
は
矢
張
り
拒
否
さ
れ

た
儘
だ
と
も
言
え
る
の
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
無
理
解
を
超
え
て
両
者

を
合
一
さ
せ
よ
う
と
願
う
思
い
の
強
引
さ
が
、
却
っ
て
芥
川
自
身
の
生
母
へ
の
願
望

を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
「
先
ず
元
へ
還
っ
て
言
え
ば
、
白
は
、
こ
の
後
宿
無
し
犬
と
な
っ
て
放
浪
し
、
新

聞
各
紙
に
報
道
さ
れ
る
よ
う
な
大
活
躍
を
重
ね
て
義
甲
と
し
て
の
名
を
高
め
る
。
こ

れ
は
、
誠
に
勇
ま
し
く
も
悲
し
い
大
活
躍
で
あ
っ
て
、
や
や
牽
強
付
会
気
味
に
強
弁

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
生
母
ふ
く
の
下
を
離
れ
て
成
長
し
た
芥
川
が
、
大
阪
毎
日
を
は

じ
め
と
す
る
新
聞
雑
誌
に
小
説
を
発
表
し
、
文
学
者
と
し
て
の
名
声
を
高
め
た
事
実

に
対
応
す
る
。
そ
し
て
、
作
品
末
尾
に
お
い
て
心
身
共
に
疲
れ
果
て
た
白
が
、
あ
の

バ
ッ
ト
に
打
た
れ
た
こ
と
も
忘
れ
て
、
否
、
バ
ッ
ト
に
打
ち
殺
さ
れ
る
こ
と
さ
え
覚

悟
し
て
、
再
び
御
主
人
達
の
処
へ
帰
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
白
の
育
て

の
親
と
も
言
う
べ
き
御
主
人
達
に
対
す
る
多
少
片
務
的
な
愛
慕
に
は
、
判
る
意
味
で

律
義
過
ぎ
る
養
子
で
あ
っ
た
芥
川
の
養
父
母
へ
の
孝
心
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
切
な
い
迄
の
内
実
は
、
そ
う
し
た
倫
理
道
徳
次
元
の
も
の
で

は
な
く
、
真
情
に
根
差
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
既
に
自
殺
の
決
意
さ
え
秘
め
た

白
に
と
っ
て
、
帰
る
処
は
此
の
御
主
人
達
の
処
し
か
無
か
っ
た
訳
で
、
彼
の
窮
極
の

幸
福
は
此
の
一
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
縦
え
如
何
な
る
拒
否
に
会
お
う
と
も
。

　
そ
れ
だ
け
に
白
が
翌
朝
白
い
外
形
を
回
復
し
て
お
嬢
さ
ん
の
腕
に
抱
か
れ
る
と
い

う
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
感
動
的
で
あ
る
が
、
論
者
は
、
曽
て
幼
少
の
頃
、

こ
の
夜
明
け
の
場
面
そ
の
も
の
が
死
に
ゆ
く
白
の
夢
想
す
る
幻
想
風
景
で
は
な
い
か

と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
詰
り
、
白
の
御
・
王
人
達
に
対
す
る
愛
慕
は
遂
に
報
い
ら
れ

る
こ
と
な
く
、
彼
の
殉
情
を
憐
れ
ん
だ
「
お
月
様
」
が
死
に
ゆ
く
彼
に
幸
福
の
幻
影

を
与
え
た
も
の
と
受
容
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
錯
覚
の
上
に
更
に
想
像
を
逞
し

う
す
れ
ば
、
既
に
自
殺
の
決
意
を
秘
め
た
白
が
回
帰
す
べ
き
処
が
御
主
人
達
の
下
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
心
身
の
衰
弱
を
来
し
、
有
島
武
郎
の
自
殺
に
衝
撃
を
受
け
、
娑
婆

苦
に
疲
れ
た
芥
川
が
最
終
的
に
回
帰
す
べ
き
処
は
死
す
る
生
母
ふ
く
の
下
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
あ
の
俗
世
間
に
絶
望
し
た
杜
子
春
が
無
限
の
愛
を
望
め
て
注

が
れ
た
母
親
の
眼
差
し
の
中
に
真
の
幸
福
を
感
じ
た
よ
う
に
、
又
、
白
が
其
の
愛
慕

を
理
解
さ
れ
ず
と
も
米
粒
程
の
白
さ
に
彼
を
映
し
出
す
お
嬢
さ
ん
の
瞳
の
中
に
至
福

を
感
じ
得
た
よ
う
に
、
芥
川
も
、
又
、
現
世
で
は
叶
う
こ
と
の
な
い
生
母
ふ
く
の
涙

の
中
に
至
福
を
夢
想
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
白
」
の
後
、
も
う
、
童
話

を
書
く
こ
と
の
な
か
っ
た
芥
川
に
と
っ
て
、
　
「
白
」
の
最
終
場
面
は
、
矢
張
り
、
一

つ
の
極
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
論
者
は
、
「
杜
伝
燈
」
に
お
け
る
母
の
問
題
を
追
尋
し
乍
ら
裏
小
路
に
踏
み

迷
っ
て
「
白
」
を
深
追
い
し
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
合
計
八
篇
に
上
る
芥
川

童
話
の
内
で
涙
と
共
に
終
る
の
は
此
の
二
作
で
あ
り
、
何
程
か
微
妙
な
類
似
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
芥
川
童
話
に
つ
い
て
は
、
特
に
其
の
結
末
部
分
に
着
目
し
、
　
「

蜘
蛛
の
糸
」
か
ら
「
魔
術
」
へ
、
そ
し
て
「
杜
子
春
」
か
ら
「
白
」
へ
と
い
う
道
筋

を
、
主
人
公
達
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
克
服
の
発
展
的
展
開
と
見
る
見
方
等
も
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
主
人
公
達
の
状
況
を
視
野
に
入
れ
、
特
に
彼
等
を
試
し
導
く
超

越
者
的
存
在
に
も
留
意
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
単
線
的
な
発
展
と
だ
け

見
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
で
あ
る
。
又
、
こ
れ
等
個
別
的
な
四
作
品
の
読
後
感
は
、

一
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越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

逆
に
後
作
に
到
る
程
哀
切
さ
を
加
え
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
抑
々
こ
れ
等
の
作
品

は
年
少
の
読
者
を
想
定
し
た
童
話
で
あ
る
か
ら
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
克
服
と
い
っ
た
大
人

の
倫
理
的
視
点
か
ら
の
み
眺
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
年
少
の
読

者
に
は
、
或
い
は
、
生
死
に
関
わ
る
我
執
を
描
い
た
「
蜘
蛛
の
糸
」
と
、
金
銭
的
欲

望
を
め
ぐ
る
「
魔
術
」
と
、
母
へ
の
愛
情
に
よ
っ
て
利
己
心
を
反
省
す
る
「
杜
子
春
」

と
、
友
達
へ
の
裏
切
り
を
克
服
す
る
「
白
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ

ム
を
扱
っ
て
は
い
て
も
、
全
く
別
個
の
作
品
と
映
る
か
も
知
れ
な
い
。
又
、
子
供
自

身
の
興
味
か
ら
言
え
ば
、
生
死
よ
り
金
銭
、
そ
れ
よ
り
も
親
子
、
更
に
は
友
達
と
い

っ
た
風
に
、
素
材
的
に
は
後
作
の
方
が
よ
り
親
し
み
易
い
話
柄
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
と
す
れ
ば
「
白
」
が
最
も
親
し
み
易
い
作
品
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
唯

何
と
い
っ
て
も
白
は
人
間
で
は
な
く
犬
で
あ
る
か
ら
其
の
点
を
多
少
割
引
く
と
し
て
、

作
者
の
意
図
が
最
も
理
解
し
易
い
の
は
「
杜
子
春
」
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る

（
或
る
意
味
で
立
派
過
ぎ
る
白
が
人
聞
で
は
な
く
犬
で
あ
る
の
は
、
芥
川
の
人
間
に

対
す
る
絶
望
を
反
映
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
芥
川
童
話
は
そ
れ
ぞ

れ
に
魅
力
あ
る
空
想
性
と
倫
理
性
を
備
え
た
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
等
を
系
統
的
に
だ

け
把
握
し
た
り
、
価
値
付
け
た
り
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
有
意
義
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
最
後
に
、
論
者
は
、
　
「
杜
子
春
」
の
涙
に
、
最
も
芥
川
の
素
顔
ら
し
き
も
の

を
実
感
す
る
の
だ
と
だ
け
言
っ
て
お
き
た
い
。
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