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谷
崎
潤
一
郎
『
細
雪
』
論

―
「
家
運
の
挽
回
」
を
断
念
す
る
鶴
子
―

小　

林　

珠　

子

一
　
は
じ
め
に

　

谷
崎
潤
一
郎
『
細
雪
』
は
、
三
女
雪
子
の
結
婚
問
題
や
四
女
妙
子
の
恋
愛
問
題
を
中
心
に
話
が
進
ん
で
い
く
。
本
来
は
本
家
で
暮
ら
す
べ
き

雪
子
と
妙
子
で
あ
る
が
、
こ
の
二
人
は
分
家
に
暮
ら
す
次
女
幸
子
の
も
と
を
頻
繁
に
訪
れ
、
そ
こ
で
多
く
の
日
々
を
過
ご
し
、
物
語
世
界
に
登

場
す
る
頻
度
も
高
い
。
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
先
行
研
究
で
は
、
雪
子
、
妙
子
に
焦
点
を
お
い
た
も
の
や
、
雪
子
、
妙
子
と
頻
繁
に
交
流
す

る
幸
子
に
言
及
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
蒔
岡
家
に
は
も
う
一
人
娘
が
い
る
。
本
家
を
継
い
だ
長
姉
鶴
子
だ
。
三
人
の
妹
た
ち

と
比
較
し
て
み
て
も
、
本
作
に
お
け
る
鶴
子
の
存
在
感
は
決
し
て
弱
い
も
の
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
先
行
研
究
に
お
い
て
鶴
子
に
焦
点
を

あ
て
て
詳
し
く
言
及
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
つ
み
都
志
は
、「『
細
雪
』
は
発
表
に
あ
た
り
題
名
を
「
三
寒
四
温
」
あ
る
い
は
「
三
姉
妹
」

を
候
補
に
し
た
よ
う
に
、
鶴
子
を
省
く
、
幸
子
、
雪
子
、
妙
子
の
物
語
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る（
１
）」

と
指
摘
す
る
。「「
細
雪
」
瑣
談
」
に
お

い
て
谷
崎
は
、「
大
体
三
人
の
姉
妹
を
主
人
公
に
す
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
か
ら
、「
三
姉
妹
」
は
ど
う
か
と
考
へ
た
こ
と
も
あ
る
し
、「
三
寒
四
温
」

と
い
ふ
考
へ
も
あ
つ
た（
２
）」

と
述
べ
て
い
る
が
、「
大
体
三
人
の
姉
妹
を
主
人
公
に
す
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
」
と
い
う
発
言
は
、「
物
語
」
か
ら
「
鶴

子
を
省
く
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
鶴
子
は
六
人
の
子
ど
も
を
育
て
な
が
ら
、
上
本
町
に
あ
る
本
家
で
生
活
し
て
い
る
。
彼
女
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は
夫
辰
雄
の
転
勤
に
よ
り
、
人
生
で
初
め
て
住
み
慣
れ
た
大
阪
の
地
を
離
れ
、
東
京
へ
移
住
す
る
。
本
家
の
東
京
移
住
は
、
雪
子
の
見
合
い
話

や
妙
子
が
洪
水
被
害
に
遭
遇
す
る
話
と
同
様
に
、
本
作
に
お
け
る
重
要
な
出
来
事
の
一
つ
で
あ
る
。
東
京
移
住
を
契
機
と
し
て
、
鶴
子
の
姿
は

三
人
の
妹
と
同
様
に
頻
繁
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
澤
崎
と
の
見
合
い
や
両
親
の
年
忌
が
行
な
わ
れ
る
下
巻
に
お
い
て
、
鶴
子
の

存
在
感
は
強
く
な
る
。
谷
崎
の
「
大
体
三
人
の
姉
妹
を
主
人
公
に
す
る
」
と
い
う
発
言
は
、
必
ず
し
も
主
人
公
か
ら
「
鶴
子
を
省
く
」
こ
と
を

意
図
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
た
つ
み
は
、「
船
場
と
い
う
特
権
地
域
で
育
ち
成
人
し
た
長
女
鶴
子
が
、
結
婚
後
そ
こ
を
出
て
上
本
町
へ
落
ち
、
ま
た
再
び
そ
こ
を
出

る
は
め
に
な
っ
て
東
京
へ
落、

ち、

て
い
く
。
こ
う
い
っ
た
鶴
子
の
「
没
落
」
は
同
時
に
旧
大
家
「
蒔
岡
」
の
没
落
の
象
徴
で
あ
る（
３
）」（
傍
点
原
文
マ
マ
）

と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、蒔
岡
家
は
父
の
代
か
ら
す
で
に
傾
き
始
め
て
お
り
、「
父
が
亡
く
な
り
、そ
れ
と
同
時
に
蒔
岡
家
の
栄
華
も
終
り
を
告
げ
」

（
中
・
二
十
四
）
て
い
る
の
で
あ
る
。
鶴
子
が
東
京
へ
「
落、

ち、

て
い
く
」
以
前
に
、
蒔
岡
家
の
「
没
落
」
は
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
野
口
武

彦
は
東
京
移
住
を
決
断
し
た
本
家
夫
婦
を
、「
意
識
的
に
旧
家
意
識
を
離
れ
よ
う
と
し
て
東
京
に
転
勤
す
る
経
済
人
で
あ（
４
）」
る
と
評
し
て
い
る
。

山
本
健
吉
も
「
本
家
の
辰
雄
・
鶴
子
夫
婦
が
東
京
へ
行
く
こ
と
は
、
蒔
岡
家
の
本
家
と
し
て
の
格
式
高
い
う
る
さ
い
「
生
活
の
定
式
」
を
棄
て
て
、

並
の
市
民
と
し
て
都
塵
の
中
に
埋
没
す
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
彼
ら
は
場
末
の
手
狭
な
安
普
請
の
借
家
に
、
旧
家
と
し
て
の
見
栄
や
誇
を
棄

て
た
気
安
さ
の
中
に
、
つ
ま
し
い
実
質
本
位
の
生
活
を
始
め
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
別
の
意
味
で
は
、
封
建
的
環
境
を
振
り
す
て
た
自
由
な
近

代
市
民
の
蘇
生
と
云
へ
る
の
で
あ
る（
５
）」

と
述
べ
る
。
鶴
子
夫
婦
と
と
も
に
東
京
で
暮
ら
す
雪
子
は
、「
兄
さ
ん
は
今
度
支
店
長
に
な
つ
て
月
給
も

上
り
、
そ
れ
だ
け
懐
に
も
余
裕
を
生
じ
た
筈
な
の
で
あ
る
が
、
万
事
が
大
阪
時
代
か
ら
見
る
と
締
ま
り
屋
に
な
つ
た
。
姉
ち
や
ん
も
兄
さ
ん
の

旨
を
含
ん
で
、
驚
く
ほ
ど
倹
約
に
な
り
、
日
々
の
台
所
の
買
ひ
物
な
ど
も
眼
に
見
え
て
始
末
を
す
る
」（
上
・
二
十
六
）
と
述
べ
る
。「
懐
に
余
裕
」

が
生
れ
た
に
も
関
ら
ず
「
締
ま
り
屋
」
に
な
り
、「
倹
約
」
に
努
め
「
つ
ま
し
い
実
質
本
位
の
生
活
」
を
送
る
鶴
子
だ
が
、
大
阪
時
代
と
変
わ
ら

な
い
部
分
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
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幸
子
は
、
嘸
か
し
姉
が
所
帯
窶
れ
を
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
と
想
像
し
て
ゐ
た
の
に
、
思
つ
た
よ
り
は
髪
か
た
ち
も
小
綺
麗
に
、
身
な
り
を

整
へ
て
ゐ
る
の
を
見
て
は
、
ど
ん
な
に
な
つ
て
も
嗜
み
を
忘
れ
な
い
と
こ
ろ
の
あ
る
姉
に
、
感
心
し
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
十
五

を
頭
に
、
十
二
、
九
つ
、
七
つ
、
六
つ
、
四
つ
と
云
ふ
六
人
の
子
女
と
夫
の
世
話
を
し
て
、
女
中
を
一
人
し
か
使
つ
て
ゐ
な
い
の
で
は
、

も
つ
と
〳
〵
取
り
乱
し
た
、
見
え
も
外
聞
も
な
い
風
体
を
し
、
実
際
の
歳
よ
り
十
ぐ
ら
ゐ
は
老
け
て
見
え
て
も
よ
い
と
こ
ろ
だ
の
に
、
こ

と
し
三
十
八
に
な
る
筈
の
此
の
人
も
、
さ
す
が
に
此
の
姉
妹
た
ち
の
姉
だ
け
あ
つ
て
、
五
つ
六
つ
は
若
く
見
え
る
。（
中
・
十
五
）

　

幸
子
は
、
女
中
の
数
を
減
ら
し
、
切
り
詰
め
た
生
活
の
中
に
お
い
て
も
、
嗜
み
を
忘
れ
ず
老
い
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
鶴
子
の
姿
に
、「
さ

す
が
に
此
の
姉
妹
た
ち
の
姉
だ
け
あ
」
る
と
「
感
心
」
す
る
。「
場
末
の
手
狭
な
安
普
請
の
借
家
」
で
「
つ
ま
し
い
実
質
本
位
の
生
活
」
を
送
る

中
で
も
、
鶴
子
は
蒔
岡
家
の
娘
と
し
て
の
品
位
や
特
性
を
保
持
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
鶴
子
は
東
京
弁
を
「
覚
え
よ
う
云
ふ
気
イ
」

も
な
く
、
バ
ス
の
中
で
も
「
大
阪
弁
で
話
し
か
け
」、「
外
の
お
客
が
み
ん
な
姉
ち
や
ん
の
顔
見
る
」
た
め
雪
子
が
「
難
儀
」
な
思
い
を
し
て
い

る
と
き
に
も
、「
平
気
で
話
し
て
る
」（
上
・
二
十
六
）。
こ
の
話
を
聞
い
た
妙
子
は
、「
姉
ち
や
ん
は
旅
に
で
も
出
て
る
気
持
や
ろ
か
」（
上
・
二

十
六
）
と
い
う
感
想
を
洩
ら
す
。
東
京
移
住
を
決
断
し
、移
住
し
た
直
後
の
鶴
子
は
「
旧
家
意
識
を
離
れ
」
る
気
や
、「
封
建
的
環
境
を
振
り
す
て
」、

「
自
由
な
近
代
市
民
」
と
し
て
「
蘇
生
」
す
る
考
え
は
な
く
、
一
時
的
に
家
を
離
れ
る
「
旅
」
の
よ
う
な
心
持
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
な
ぜ
、
鶴
子
は
大
阪
を
離
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
東
京
移
住
を
決
断
し
た
鶴
子
に
対
し
て
、
幸
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

姉
と
云
ふ
人
は
、
早
く
か
ら
母
の
代
り
に
父
や
妹
た
ち
の
面
倒
を
見
た
人
で
、
父
が
亡
く
な
り
、
妹
た
ち
が
や
う
〳
〵
成
人
す
る
頃
に
は
、

既
に
婿
を
迎
へ
て
子
持
ち
に
な
つ
て
ゐ
、
夫
と
共
に
傾
き
か
け
た
家
運
の
挽
回
に
努
め
る
と
云
ふ
風
な
廻
り
合
せ
に
な
つ
た
り
し
て
、
四

人
の
姉
妹
の
う
ち
で
一
番
苦
労
を
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
又
或
る
意
味
で
は
、
一
番
旧
時
代
の
教
育
を
受
け
て
ゐ
る
だ
け
に
、
昔
の
箱
入

娘
の
純
な
気
質
を
、
今
も
そ
の
ま
ゝ
持
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
。（
上
・
二
十
一
）
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蒔
岡
家
の
長
姉
で
あ
る
鶴
子
に
は
、
妹
た
ち
と
は
異
な
り
没
落
し
つ
つ
あ
る
家
を
再
建
す
る
責
任
が
あ
る
。
辰
雄
は
過
去
に
、
義
妹
た
ち
や
親

戚
の
反
対
に
遭
い
な
が
ら
も
、
経
営
難
を
乗
り
切
る
だ
け
の
手
腕
が
自
分
に
は
無
い
こ
と
を
自
覚
し
、
家
業
を
再
興
す
る
た
め
に
「
よ
り
安
全

な
道
」
と
し
て
、「
店
の
暖
簾
を
、
蒔
岡
家
か
ら
は
家
来
筋
に
当
る
同
業
の
男
に
譲
」
る
（
上
・
二
）
こ
と
を
選
択
す
る
。
そ
し
て
「
経
済
界
の

変
動
や
何
か
で
、
養
父
の
遺
産
と
云
ふ
も
の
が
以
前
の
や
う
に
は
頼
り
に
な
ら
な
く
な
つ
て
来
た
」（
上
・
二
十
一
）
た
め
、
丸
の
内
へ
転
勤
す

る
こ
と
を
承
諾
す
る
。「
天
子
様
の
お
膝
元
」、「
東
京
の
ま
ん
中
の
丸
の
内
」（
上
・
二
十
一
）
の
支
店
長
に
任
命
さ
れ
る
ほ
ど
、
辰
雄
は
優
秀

な
銀
行
員
で
あ
る
。「
経
済
界
の
変
動
」
を
見
抜
き
、「
養
父
の
遺
産
」
を
頼
り
に
す
る
こ
と
な
く
「
家
運
の
挽
回
に
努
め
」
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
た
か
ら
こ
そ
、
辰
雄
は
東
京
へ
の
転
勤
を
承
諾
す
る
の
で
あ
る
。
鶴
子
は
こ
う
し
た
辰
雄
の
意
を
汲
ん
で
東
京
に
移

住
す
る
こ
と
を
決
断
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鶴
子
が
東
京
移
住
に
踏
み
切
っ
た
理
由
は
、「
家
運
の
挽
回
」
を
図
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
、鶴
子
は
物
語
の
終
末
ま
で
こ
の
気
持
ち
を
持
ち
続
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
鶴
子
に
変
化
が
み
ら
れ
る
の
は
下
巻
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

二
　
本
家
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
見
合
い
話

　

作
中
、
雪
子
は
五
回
見
合
い
を
す
る
。
そ
の
な
か
に
、
一
件
だ
け
本
家
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
話
が
あ
る
。
三
回
目
に
登
場
す
る
名
古
屋
の
素

封
家
澤
崎
と
の
見
合
い
だ
。
下
巻
の
物
語
は
こ
の
見
合
い
か
ら
始
ま
る
。
澤
崎
と
の
見
合
い
は
「
一
度
手
を
焼
い
て
か
ら
つ
ひ
ぞ
積
極
的
に
心

配
し
よ
う
と
は
し
な
か
つ
た
の
に
、
今
度
は
義
兄
が
先
づ
動
い
て
姉
に
話
し
、
姉
か
ら
幸
子
へ
知
ら
せ
て
来
た
」、「
珍
し
い
」（
下
・
一
）
も
の

で
あ
る
。
雪
子
は
澤
崎
と
の
見
合
い
に
お
い
て
、「
始
め
て
此
方
が
「
敗
者
」
の
烙
印
を
捺
さ
れ
る
側
に
立
た
さ
れ
」（
下
・
七
）
る
。
渡
部
直

己
は
、
谷
崎
の
随
筆
や
日
記
、
書
簡
の
記
述
か
ら
、
下
巻
の
「
五
」
節
冒
頭
か
ら
「
七
」
節
末
尾
ま
で
の
ど
こ
か
で
、
日
本
は
敗
戦
を
迎
え
た

と
推
測
し
た
上
で
、
澤
崎
か
ら
「
敗
者
」
の
烙
印
を
捺
さ
れ
た
雪
子
の
姿
に
、
無
条
件
降
伏
を
強
い
ら
れ
た
日
本
の
姿
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き

る（
６
）と
述
べ
る
。
柴
田
勝
二
は
「
こ
の
見
合
い
で
の
雪
子
の
〈
敗
北
〉
は
、
第
一
に
上
方
的
な
価
値
の
崩
壊
を
予
告
す
る
出
来
事
に
ほ
か
な
ら
な
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い（
７
）」

と
指
摘
す
る
。
雪
子
が
初
め
て
「
敗
者
」
の
烙
印
を
捺
さ
れ
た
こ
と
は
、
確
か
に
重
要
な
出
来
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
澤
崎
か
ら
拒

絶
さ
れ
た
こ
と
に
特
別
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
幸
子
が
こ
の
見
合
い
で
最
も
不
愉
快
に
感
じ
て
い
る
こ
と
は
、
雪

子
に
「
敗
者
」
の
烙
印
が
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
雪
子
を
拒
絶
す
る
見
合
い
相
手
は
澤
崎
だ
け
で
は
な
い
。
澤
崎
と
の
見
合
い
に
お

い
て
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
本
家
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
話
で
あ
る
こ
と
な
の
だ
。
澤
崎
と
の
縁
談
を
知
ら
せ
る
鶴
子
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ

た
と
き
か
ら
、幸
子
と
貞
之
助
は
「
何
か
唐
突
過
ぎ
る
や
う
な
、い
つ
も
の
姉
に
似
合
は
な
い
非
常
識
な
と
こ
ろ
が
あ
る
や
う
な
感
を
抱
い
」（
下
・

一
）
て
い
た
。
見
合
い
の
た
め
に
菅
野
未
亡
人
の
も
と
を
訪
れ
た
際
に
も
、「
菅
野
家
か
ら
も
澤
崎
家
か
ら
も
、
い
か
に
も
安
く
扱
は
れ
た
感
じ
」

（
下
・
三
）
を
覚
え
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
見
合
い
に
応
じ
た
の
は
、「
東
京
の
義
兄
の
立
ち
場
も
考
へ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
下
・
三
）

と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
幸
子
が
辰
雄
に
対
し
て
配
慮
を
示
し
た
の
は
、
見
合
い
を
知
ら
せ
る
鶴
子
の
手
紙
の
な
か
に
、「
雪
子
ち

や
ん
は
定
め
し
好
い
返
事
を
し
な
い
で
あ
ら
う
が
、
そ
こ
を
曲
げ
て
承
知
す
る
や
う
に
、
幸
子
ち
や
ん
か
ら
説
き
付
け
て
ほ
し
い
、
話
が
成
立

す
る
し
な
い
は
二
の
次
と
し
て
、
兎
に
角
行
か
し
て
だ
け
く
れ
な
い
と
兄
さ
ん
が
困
る
」（
下
・
一
）
と
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。「
い
つ
も
の
姉
」

と
は
異
な
る
「
非
常
識
」
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
姉
の
要
望
に
応
え
る
た
め
に
、
幸
子
は
気
が
進
ま
な
い
澤
崎
と
の
見
合
い
す
る
こ
と
を
承
諾
し

た
の
で
あ
る
。

　

澤
崎
と
の
見
合
い
は
「
第
一
歩
か
ら
此
方
が
弱
気
に
さ
せ
ら
れ
て
」
お
り
、
見
合
い
の
席
で
も
「
戦
戦
兢
々
と
し
た
、
い
ぢ
け
た
気
持
」
を

抱
え
「
始
終
ビ
ク
ビ
ク
し
」、
澤
崎
か
ら
の
返
事
が
届
く
前
か
ら
「
見
合
ひ
の
結
果
に
は
期
待
を
抱
き
得
な
い
」（
下
・
七
）
も
の
で
あ
っ
た
。

澤
崎
か
ら
の
回
答
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
幸
子
は
こ
の
見
合
い
が
不
成
立
に
終
わ
る
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
。
澤
崎
に
対
し
て
雪
子
の
結
婚
相

手
と
し
て
の
魅
力
を
一
切
感
じ
て
い
な
い
幸
子
は
、
澤
崎
か
ら
の
手
紙
で
「
は
つ
き
り
「
落
第
」
を
宣
告
」（
下
・
七
）
さ
れ
た
こ
と
に
も
不
愉

快
さ
を
滲
ま
せ
る
が
、そ
れ
以
上
に
不
愉
快
に
感
じ
て
い
る
の
は
、「
澤
崎
と
菅
野
未
亡
人
と
の
手
紙
の
書
き
方
、―
此
の
事
件
の
取
扱
ひ
方
」（
下
・

七
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
に
不
愉
快
な
経
験
を
さ
せ
た
「
責
任
は
本
家
の
義
兄
に
帰
す
る
」（
下
・
七
）
と
い
う
結
論
に
至
る
。
澤
崎

と
の
見
合
い
に
お
い
て
幸
子
を
最
も
不
愉
快
さ
せ
た
出
来
事
と
は
、
辰
雄
の
顔
を
立
て
る
た
め
に
雪
子
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
、
鶴
子
が
そ
れ
を



― 96 ―

容
認
し
た
こ
と
な
の
だ
。
鶴
子
は
幸
子
へ
の
手
紙
の
中
で
、「
話
が
成
立
す
る
し
な
い
は
二
の
次
」
と
し
、
見
合
い
に
応
じ
な
い
と
「
兄
さ
ん
が

困
る
」
と
、
雪
子
や
幸
子
よ
り
も
辰
雄
の
立
場
を
重
ん
じ
る
。
こ
こ
に
は
、「
晩
年
の
父
の
豪
奢
な
生
活
、
蒔
岡
云
ふ
旧
い
家
名
、
―
要
す
る
に

御
大
家
で
あ
つ
た
昔
の
格
式
に
囚
は
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
家
名
に
ふ
さ
は
し
い
婚
家
先
を
望
む
結
果
、
初
め
の
う
ち
は
降
る
程
あ
つ
た
縁
談
を
、

ど
れ
も
物
足
り
な
い
や
う
な
気
が
し
て
断
り
〳
〵
し
」（
上
・
二
）
て
い
た
鶴
子
の
姿
は
な
い
。

　

渡
部
は
、
敗
戦
時
に
雪
子
が
初
め
て
「
敗
者
」
の
烙
印
を
捺
さ
れ
た
こ
と
を
、
日
本
の
無
条
件
降
伏
の
寓
意
だ
と
指
摘
し
て
い
た（
８
）が
、
柴
田

勝
二
は
、
こ
の
渡
部
の
主
張
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
柴
田
は
、
終
戦
時
ま
で
に
下
巻
を
「
七
」
章
程
度
ま
で
書
き
進
ん
で

い
た
と
し
た
ら
、
雪
子
が
拒
絶
さ
れ
る
成
り
行
き
は
下
巻
に
取
り
か
か
っ
た
時
点
で
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ（
９
）と
述
べ
る
。
柴
田
の
指

摘
す
る
よ
う
に
、
雪
子
の
拒
絶
が
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
家
が
持
ち
込
ん
だ
見
合
い
相
手
が
雪
子
を
拒
絶
す
る
と
い

う
設
定
も
視
野
に
入
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
敗
戦
を
見
越
し
て
設
定
を
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
谷
崎
は
雪

子
に
対
す
る
拒
絶
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
鶴
子
の
姿
を
、
日
本
が
敗
戦
を
迎
え
る
前
後
の
時
点
で
執
筆
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば
、
日
本
の
敗
戦
は
、「
敗
者
」
の
烙
印
を
捺
さ
れ
た
雪
子
に
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
「
非
常
識
」
な
振
る
舞
い
を
す
る

鶴
子
に
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

鶴
子
は
、
蒔
岡
家
の
長
姉
と
し
て
常
に
「
家
運
の
挽
回
」（
上
・
二
十
一
）
を
考
え
、
生
き
て
き
た
。
し
か
し
、
澤
崎
と
の
見
合
い
は
、
雪
子

に
良
い
結
婚
相
手
を
添
わ
せ
る
こ
と
で
「
家
運
の
挽
回
」
を
図
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
辰
雄
や
辰
雄
の
姉
で
あ
る
菅
野
未
亡
人
の
体
面
を

保
つ
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
境
と
し
、
鶴
子
が
「
家
運
の
挽
回
」
に
意
識
を
向
け
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
彼
女
は
蒔
岡
家
の
長
姉
と

し
て
「
家
運
の
挽
回
」
に
努
め
る
こ
と
を
断
念
し
、
辰
雄
や
辰
雄
の
実
家
に
対
し
て
意
識
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
鶴
子
の
姿

に
こ
そ
、
敗
戦
を
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
日
本
の
姿
が
重
な
る
の
で
あ
る
。
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三
　
蒔
岡
家
の
家
業

　

と
こ
ろ
で
、
蒔
岡
家
は
何
を
商
売
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
川
本
三
郎
は
「
何
の
商
売
を
し
て
い
た
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
船
場

に
多
か
っ
た
繊
維
問
屋
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う）
（1
（

」
と
指
摘
す
る
が
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
な
い
。
辰
雄
が
銀
行
員
で
あ
る
こ
と
や
貞
之
助

が
計
理
士
で
あ
る
こ
と
、
蒔
岡
家
と
同
じ
く
船
場
に
店
を
構
え
る
奥
畑
家
が
貴
金
属
商
で
あ
る
こ
と
、
雪
子
の
見
合
い
相
手
の
職
業
な
ど
は
明

記
さ
れ
る
が
、
蒔
岡
家
が
何
を
商
売
に
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
か
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
分
家
に
は
「B

足
ら
ん
」（
上
・
一
）

対
策
と
し
て
強
力
ベ
タ
キ
シ
ン
の
注
射
薬
が
常
備
さ
れ
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
薬
が
常
備
さ
れ
て
い
る
。
妙
子
が
お
産
に
苦

し
ん
で
い
る
際
も
、
幸
子
は
、「
自
家
の
秘
蔵
薬
の
中
か
ら
、
今
で
は
い
づ
れ
も
貴
重
品
に
な
つ
て
ゐ
る
コ
ラ
ミ
ン
と
、
プ
ロ
ン
ト
ジ
ー
ル
と
、

ベ
タ
キ
シ
ン
等
の
注
射
液
を
持
つ
て
出
か
け
」（
下
・
三
十
七
）
る
。
分
家
に
は
、「
今
で
は
い
づ
れ
も
貴
重
品
」
と
な
っ
た
薬
ま
で
所
蔵
さ
れ

て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
父
は
、「
当
時
秀
才
と
云
ふ
評
判
の
あ
つ
た
蒲
原
が
学
費
に
窮
し
て
ゐ
る
こ
と
を
聞
き
、
人
を
介
し
て
援
助
の
手
を
さ
し

伸
べ
」、「
蒲
原
が
独
逸
へ
留
学
す
る
時
に
も
、
帰
朝
し
て
今
の
病
院
を
開
業
す
る
時
に
も
、
費
用
の
一
部
を
負
担
し
た
」（
下
・
二
十
）
人
物
で

あ
る
。
ま
た
、
蒔
岡
家
が
店
舗
を
構
え
て
い
た
船
場
は
、
薬
に
縁
の
深
い
土
地
で
あ
る）
（（
（

。
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
谷
崎
は
『
春
琴
抄
』
を

発
表
し
て
お
り
、
そ
の
舞
台
は
船
場
道
修
町
の
薬
種
商
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
船
場
が
薬
と
縁
の
深
い
土
地
で
あ
る
こ
と
を
谷
崎
も
承
知
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
薬
と
縁
の
深
い
船
場
に
住
み
、
医
学
生
に
援
助
を
す
る
父
を
持
ち
、
多
種
多
様
な
薬
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
蒔
岡
家
の
家
業
は
薬
種
商
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

雪
子
の
四
人
目
の
見
合
い
相
手
と
し
て
橋
寺
と
い
う
男
が
登
場
す
る
。
彼
は
、「
道
修
町
の
或
る
製
薬
会
社
の
重
役
」（
下
・
十
三
）
で
あ
る
。

橋
寺
の
会
社
は
、「
堺
筋
か
ら
西
へ
一
丁
程
這
入
つ
た
道
修
町
通
り
の
北
側
に
、
土
蔵
造
り
の
昔
風
な
老
舗
が
多
く
並
ん
で
ゐ
る
中
で
、
そ
れ
一

軒
だ
け
近
代
風
な
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
で
あ
る
の
が
直
ぐ
眼
に
付
」（
下
・
十
五
）く
外
観
で
あ
る
。
薬
種
商
を
営
ん
で
い
た
蒔
岡
家
に
と
っ

て
、製
薬
会
社
の
重
役
と
い
う
見
合
い
相
手
は
、家
業
を
再
建
す
る
た
め
に
最
良
の
人
物
だ
と
い
え
よ
う
。
橋
寺
の
魅
力
は
職
業
だ
け
で
は
な
い
。
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「
今
迄
に
随
分
多
く
の
縁
談
が
持
つ
て
来
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
何
と
云
つ
て
も
今
度
の
が
一
番
で
あ
る
、
此
方
の
希
望
す
る
条
件
が
総
べ
て
備
は

つ
て
ゐ
て
、
地
位
、
身
分
、
生
活
程
度
等
も
、
馬
鹿
げ
て
好
過
ぎ
た
り
悪
過
ぎ
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
、
ち
や
う
ど
恰
好
の
と
こ
ろ
で
、
―
此

れ
を
逃
が
し
た
ら
も
う
今
度
こ
そ
、
二
度
と
再
び
か
う
云
ふ
縁
は
な
い
で
あ
ら
う
」（
下
・
十
五
）
と
幸
子
が
賞
賛
す
る
ほ
ど
、
す
べ
て
に
お
い

て
理
想
的
な
見
合
い
相
手
な
の
で
あ
る
。「
何
と
か
し
て
此
れ
を
纏
め
な
け
れ
ば
」
と
考
え
た
貞
之
助
は
「
少
し
非
常
識
に
な
る
」（
下
・
十
六
）

と
は
思
い
な
が
ら
、
雪
子
を
売
り
込
む
た
め
の
手
紙
を
橋
寺
に
送
る
。
し
か
し
、
こ
の
縁
談
は
橋
寺
か
ら
の
強
い
拒
絶
に
よ
り
破
談
と
な
る
。

さ
う
云
ふ
丹
生
夫
人
の
調
子
に
も
た
ゞ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
つ
た
。
歯
切
れ
の
よ
い
東
京
弁
の
人
な
の
が
、
興
奮
し
て
ゐ
る
の
で
一
層
テ
キ

パ
キ
し
た
口
調
に
な
つ
て
、
何
だ
か
知
れ
な
い
が
橋
寺
さ
ん
が
ひ
ど
く
怒
つ
て
ゐ
る
、
僕
は
あ
ん
な
因
循
姑
息
な
お
嬢
さ
ん
は
嫌
ひ
で
す
、

あ
な
た
方
は
あ
の
人
を
花
や
か
だ
な
ん
て
云
は
れ
る
け
れ
ど
も
、
何
処
に
花
や
か
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。
僕
は
此
の
縁
談
は
キ
ツ
パ

リ
お
断
り
し
ま
す
か
ら
今
直
ぐ
先
方
へ
そ
の
旨
を
お
伝
へ
下
さ
い
と
云
つ
て
ゐ
る
（
下
・
十
七
）

　

澤
崎
か
ら
の
拒
絶
と
は
異
な
り
、
橋
寺
は
明
確
な
理
由
を
述
べ
た
う
え
で
「
因
循
姑
息
な
お
嬢
さ
ん
は
嫌
ひ
」
だ
と
雪
子
を
強
く
拒
絶
す
る
。

見
合
い
相
手
か
ら
雪
子
が
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
何
か
の
寓
意
を
読
み
と
る
の
で
あ
れ
ば
、
澤
崎
か
ら
の
拒
絶
で
は
な
く
、
よ
り
強
い
拒
絶
を
味

わ
う
こ
と
に
な
る
橋
寺
と
の
見
合
い
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
貞
之
助
は
橋
寺
と
の
縁
談
が
破
談
に
な
っ
た
後
、「
妻
に
は
云
は
ず
に
、
自
分

の
一
存
で
」（
下
・
十
八
）
橋
寺
に
手
紙
を
送
る
。
そ
の
末
尾
は
次
の
よ
う
な
一
文
で
結
ば
れ
て
い
る
。

小
生
は
、
貴
下
が
よ
き
配
偶
者
を
得
ら
れ
、
雪
子
も
亦
良
縁
を
得
て
、
お
互
に
此
の
不
愉
快
な
出
来
事
を
忘
れ
去
る
日
が
早
く
到
来
す
る

こ
と
を
祈
る
者
で
あ
る
が
、
そ
の
暁
は
何
卒
又
改
め
て
御
交
際
を
願
ひ
た
い
。
折
角
貴
下
の
よ
う
な
方
と
お
近
づ
き
に
な
つ
た
の
を
喜
ん

で
ゐ
た
の
に
、
こ
ん
な
詰
ま
ら
ぬ
こ
と
か
ら
お
附
合
ひ
が
出
来
な
く
な
つ
て
は
此
の
上
も
な
い
損
失
で
あ
る
か
ら
。（
下
・
十
八
）
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貞
之
助
が
破
談
に
な
っ
た
見
合
い
相
手
に
手
紙
を
送
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
雪
子
を
強
く
拒
絶
し
た
橋
寺
に
対
し
、

今
後
も
「
御
交
際
を
願
ひ
た
い
」
と
貞
之
助
が
申
し
出
る
の
は
、
製
薬
会
社
に
勤
務
す
る
橋
寺
が
薬
を
商
い
と
す
る
蒔
岡
家
に
と
っ
て
有
益
な

人
物
で
あ
る
か
ら
だ
。
橋
寺
と
の
見
合
い
は
、
五
回
あ
る
見
合
い
の
中
で
唯
一
本
家
に
知
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
澤
崎
と
の
見
合
い
で
辰
雄

や
鶴
子
か
ら
「
非
常
識
」
な
扱
い
を
う
け
、
不
愉
快
な
体
験
を
さ
せ
ら
れ
た
幸
子
と
貞
之
助
は
本
家
に
頼
る
こ
と
な
く
、「
家
運
の
挽
回
」
を
図

ろ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
貞
之
助
は
「
少
し
非
常
識
」
に
な
る
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
も
橋
寺
に
雪
子
を
売
り
込
む
手
紙
や
、

破
談
に
終
わ
っ
た
後
も
「
改
め
て
御
交
際
」
を
申
し
込
む
手
紙
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

四
　
終
わ
り
に

　

橋
寺
と
の
見
合
い
が
破
談
に
終
わ
っ
た
あ
と
、
妙
子
は
赤
痢
に
罹
り
、
生
死
の
境
を
さ
ま
よ
う
。
幸
子
は
、「
単
純
で
人
の
好
い
姉
を
、
あ
ま

り
驚
か
し
て
は
と
気
づ
か
ひ
な
が
ら
も
、
な
る
た
け
妙
子
に
憐
憫
が
注
が
れ
る
や
う
に
と
願
ふ
結
果
、
つ
い
幾
分
か
病
気
の
状
況
を
大
袈
裟
に

述
べ
た
傾
き
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
大
体
自
分
の
実
感
を
偽
ら
ず
に
書
い
た
」（
下
・
二
十
一
）
手
紙
を
鶴
子
に
送
る
。
こ
の
手
紙
に
対
す
る
鶴

子
の
返
事
は
な
い
が
、「
追
つ
か
け
て
」
出
し
た
「
第
二
の
報
道
」（
下
・
二
十
二
）
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
返
事
を
認
め
る
。

実
は
今
だ
か
ら
申
し
ま
す
が
、
私
は
先
日
の
お
手
紙
で
多
分
こ
い
さ
ん
は
助
か
ら
な
い
も
の
と
思
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
れ
も
ま
あ
、
当
人

は
今
ま
で
さ
ん
〴
〵
人
に
苦
労
を
か
け
、
好
き
勝
手
な
こ
と
を
し
て
来
た
罰
が
当
つ
た
や
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
さ
う
云
つ
て
は
可
哀
さ

う
で
す
け
れ
ど
も
、
今
死
ん
で
も
仕
方
が
な
い
や
う
な
も
の
で
す
が
、
も
し
そ
ん
な
こ
と
が
あ
つ
た
ら
、
一
体
誰
が
引
き
取
つ
て
何
処
か

ら
葬
式
を
出
す
こ
と
に
な
る
の
か
。
兄
さ
ん
は
恐
ら
く
嫌
だ
と
云
ふ
で
せ
う
し
、
幸
子
ち
や
ん
の
所
か
ら
出
す
筋
合
い
は
尚
更
な
い
し
、

と
云
つ
て
ま
さ
か
蒲
原
病
院
か
ら
出
す
訳
に
も
行
か
な
い
し
、
私
は
そ
れ
を
考
え
る
と
胸
が
痛
く
な
つ
て
来
て
、
…
…
こ
い
さ
ん
と
云
ふ
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人
は
何
処
ま
で
私
等
に
迷
惑
を
か
け
る
人
だ
ら
う
か
と
思
つ
て
ゐ
た
の
で
し
た
（
下
・
二
十
二
）

幸
子
か
ら
の
手
紙
を
読
み
「
胸
が
痛
く
な
つ
て
」
い
る
鶴
子
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
妙
子
の
病
状
を
心
配
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
妙
子
の
葬
式

を
ど
こ
か
ら
出
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
死
ん
で
な
お
迷
惑
を
か
け
る
妙
子
に
対
し
て
胸
を
痛
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
澤
崎
と

の
見
合
い
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
鶴
子
は
妹
た
ち
の
身
の
上
よ
り
も
、
自
分
と
そ
の
夫
の
保
身
を
優
先
す
る
の
で
あ
る
。
鶴
子
の
こ
の
態
度
は
、

雪
子
と
御
牧
と
の
縁
談
が
纏
ま
っ
た
際
に
も
表
れ
る
。

姉
は
あ
の
時
大
層
な
喜
び
方
で
、で
は
雪
子
ち
や
ん
も
今
度
こ
そ
お
嫁
に
行
け
る
で
あ
ら
う
、妹
が
さ
う
云
ふ
お
家
柄
の
と
こ
ろ
へ
嫁
げ
ば
、

あ
た
し
も
辰
雄
の
実
家
に
対
し
て
肩
身
が
広
い
し
、
辰
雄
も
鼻
が
高
い
と
云
ふ
も
の
で
、
長
い
間
待
つ
た
ゞ
け
の
甲
斐
が
あ
つ
た
（
下
・

三
十
四
）

鶴
子
は
、
雪
子
が
無
事
に
結
婚
で
き
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
同
時
に
、
夫
の
実
家
に
対
し
て
面
目
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
安
堵
と
喜
び
を
感

じ
て
い
る
。
蒔
岡
家
の
長
姉
と
し
て
の
責
任
を
放
棄
し
た
鶴
子
は
、
結
末
に
至
る
ま
で
、
そ
の
責
任
を
自
覚
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

　

雪
子
の
輿
入
れ
が
決
ま
る
前
に
、
鶴
子
が
幸
子
に
手
紙
を
送
る
場
面
が
登
場
す
る
。
本
作
に
は
、
鶴
子
が
認
め
た
手
紙
が
五
通
登
場
す
る
。

一
通
目
か
ら
四
通
目
の
手
紙
は
、
幸
子
や
貞
之
助
か
ら
の
相
談
に
対
す
る
回
答
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
後
に
登
場
す
る
五
通
目

の
手
紙
は
、
筆
不
精
で
あ
る
鶴
子
が
自
発
的
に
、
幸
子
に
対
し
て
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
幸
子
は
こ
の
手
紙
に
対
し
て
、「
い
つ
も
よ
く
〳
〵
の

用
事
で
な
け
れ
ば
文
を
寄
越
さ
な
い
人
な
の
で
、
幸
子
は
何
事
か
と
思
つ
て
封
を
切
つ
た
が
、
中
は
珍
し
く
も
た
わ
い
の
な
い
こ
と
が
取
り
止

め
も
な
く
書
き
連
ね
て
あ
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
」（
下
・
三
十
三
）
と
い
う
感
想
を
抱
く
。
手
紙
に
は
、「
子
供
が
皆
大
き
く
な
っ
て
、
手
が
放
れ
」

た
た
め
、
余
暇
に
「
時
々
お
習
字
」
を
す
る
た
め
の
「
先
生
の
朱
の
入
つ
た
」「
あ
な
た
方
の
書
き
つ
ぶ
し
た
お
草
子
」
や
、「
捨
て
る
や
う
な
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も
の
や
女
中
さ
ん
に
上
げ
る
よ
う
な
」「
肌
襦
袢
や
何
か
下
着
類
の
古
い
」
も
の
を
「
無
心
」（
下
・
三
十
三
）
す
る
内
容
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

幸
子
は
こ
の
手
紙
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
る
。

今
迄
姉
の
手
紙
と
云
ふ
と
、
此
方
を
妹
扱
ひ
に
し
て
意
見
す
る
や
う
な
書
き
方
を
し
た
の
が
多
く
、
幸
子
は
い
つ
も
、
訪
ね
て
行
け
ば
優

し
い
姉
に
、
文
の
面
で
は
叱
ら
れ
て
ば
か
り
ゐ
た
や
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
が
、
さ
う
云
ふ
姉
が
こ
ん
な
こ
と
を
云
つ
て
来
た
の
は
、

ち
よ
つ
と
不
思
議
で
あ
つ
た
の
で
、
取
り
敢
へ
ず
注
文
の
品
々
を
小
包
便
で
送
り
出
し
た
き
り
、
直
ぐ
に
は
返
事
を
し
た
ゝ
め
よ
う
と
せ

ず
に
ゐ
た
。（
下
・
三
十
三
）

「
訪
ね
て
行
け
ば
優
し
い
姉
」
は
、
幸
子
た
ち
を
「
妹
扱
ひ
し
て
意
見
す
る
」
厳
し
い
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
鶴
子
の
厳
し
さ
は
自
分
の
子

ど
も
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
た
め
鶴
子
の
よ
う
な
躾
方
に
慣
れ
て
い
な
い
悦
子
は
「
伯
母
の
折
檻
が
始
ま
る
と
、
脅
え
た
や
う
な
眼

つ
き
を
し
て
伯
母
の
顔
を
盗
み
視
る
」（
中
・
十
五
）。
そ
ん
な
悦
子
に
対
し
て
、
幸
子
は
「
自
分
達
姉
妹
の
う
ち
で
一
番
と
云
つ
て
も
よ
い
く

ら
ゐ
優
し
い
と
こ
ろ
の
あ
る
姉
を
、
そ
ん
な
こ
と
で
悦
子
が
悪
く
思
ふ
や
う
に
な
り
は
し
ま
い
か
」（
中
・
十
五
）
と
危
惧
を
抱
く
。
幸
子
は
、

厳
し
さ
と
優
し
さ
の
両
面
を
備
え
る
鶴
子
を
評
価
し
、
そ
ん
な
姉
に
親
し
み
を
覚
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
後
の
手
紙
に
眼
を

通
し
、
そ
こ
に
厳
し
さ
を
喪
失
し
た
鶴
子
の
姿
を
見
た
幸
子
は
、
鶴
子
を
「
不
思
議
」
な
存
在
、
昔
の
姿
と
は
異
な
る
存
在
と
み
な
す
に
至
る

の
だ
。
こ
の
手
紙
の
文
面
か
ら
も
、
長
姉
と
し
て
妹
た
ち
を
支
え
る
側
に
立
っ
て
い
た
鶴
子
が
そ
の
自
覚
を
な
く
し
、
支
え
ら
れ
る
側
に
回
っ

た
こ
と
が
分
か
る
の
だ
。

　

鶴
子
は
母
を
早
く
に
亡
く
し
て
か
ら
、
父
と
妹
た
ち
の
た
め
に
母
代
わ
り
と
し
て
生
き
て
い
た
。
父
亡
き
後
は
蒔
岡
家
の
長
姉
と
し
て
の
責

任
を
自
覚
し
、
常
に
「
家
運
の
挽
回
」
を
考
え
な
が
ら
生
き
て
き
た
。
鶴
子
が
六
人
も
の
子
供
を
産
ん
だ
の
も
、
東
京
へ
移
住
す
る
の
も
、「
家

運
の
挽
回
」
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
鶴
子
は
、
澤
崎
と
の
見
合
い
を
境
に
、
蒔
岡
家
の
こ
と
で
は
な
く
、
辰
雄
や
辰
雄
の
実
家
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に
対
し
て
意
識
を
向
け
て
い
く
。
鶴
子
の
変
化
が
生
じ
る
の
は
、
日
本
が
敗
戦
を
迎
え
る
前
後
の
時
点
に
お
い
て
で
あ
る）
（1
（

。
こ
の
こ
と
は
、
敗

戦
を
回
避
し
得
な
い
日
本
の
姿
に
、「
家
運
の
挽
回
」
を
断
念
し
た
鶴
子
の
姿
が
重
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
鶴
子
が
「
家
運
の
挽
回
」
を
断
念

し
た
後
、
雪
子
は
理
想
的
な
見
合
い
相
手
で
あ
る
橋
寺
か
ら
強
く
拒
絶
さ
れ
、
無
事
纏
ま
っ
た
御
牧
と
の
結
婚
の
た
め
に
東
京
へ
向
か
う
列
車

の
中
で
下
痢
に
見
舞
わ
れ
る
。
四
姉
妹
の
な
か
で
誰
よ
り
も
健
康
体
で
あ
っ
た
雪
子
が
、
初
め
て
病
に
侵
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
妙
子
は
、
三
好

と
の
子
供
が
死
産
に
終
わ
り
、「
此
の
家
に
預
け
て
置
い
た
荷
物
の
中
か
ら
、
当
座
の
物
を
ひ
と
り
で
こ
そ
〳
〵
と
取
り
纏
め
、
唐
草
の
風
呂
敷

に
括
つ
て
」（
下
・
三
十
七
）
住
み
慣
れ
た
分
家
を
出
て
行
く
。「
亡
く
な
つ
た
父
親
の
陽
気
で
派
手
な
性
質
を
誰
よ
り
も
濃
く
受
け
継
い
で
ゐ

る
彼
女
は
、
家
の
中
の
淋
し
い
こ
と
が
大
嫌
ひ
で
、
い
つ
も
賑
や
か
に
若
や
い
で
暮
し
て
行
き
た
」
い
幸
子
は
、「
ち
よ
つ
と
普
通
の
姉
妹
の
観

念
で
は
律
し
難
い
」（
中
・
二
十
二
）
も
の
を
雪
子
と
妙
子
に
感
じ
て
い
る
。
二
人
と
の
生
活
を
何
よ
り
も
大
切
に
し
て
い
た
幸
子
だ
が
、
二
人

が
結
婚
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
活
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
。
鶴
子
の
暮
ら
す
渋
谷
の
家
も
、「
子
供
た
ち
が
家
を
散
々
住
み
荒
ら
し
て
、

豚
小
屋
の
や
う
に
む
さ
く
ろ
し
」（
下
・
三
十
五
）
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
が
終
末
に
向
か
う
と
と
も
に
、
四
姉
妹
た
ち
は
衰
退
の
一
途

を
辿
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
鶴
子
が
「
家
運
の
挽
回
」
を
断
念
し
た
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
蒔
岡
家
衰
退
の
原
因
は
長
姉
と

し
て
の
責
任
を
放
棄
し
た
鶴
子
の
姿
に
こ
そ
強
く
表
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
。

注
（
１
）
た
つ
み
都
志
「『
細
雪
』
の
構
図
―
滅
び
ゆ
く
「
特
性
」
へ
の
挽
歌
―
」（
た
つ
み
都
志
『
谷
崎
潤
一
郎
・「
関
西
」
の
衝
撃
』（
和
泉
書
院
、
一
九

九
二
・
十
））。

（
２
）
谷
崎
潤
一
郎
「「
細
雪
」
瑣
談
」（
谷
崎
潤
一
郎
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
二
十
五
巻
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
・
九
））。

（
３
）
注
（
１
）
に
同
じ
。
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（
４
）
野
口
武
彦
「『
細
雪
』
と
そ
の
世
界
」（
野
口
武
彦
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
・
八
））。

（
５
）
山
本
健
吉
「『
細
雪
』
の
褒
貶
」（
河
上
徹
太
郎
ほ
か
『
現
代
文
芸
評
論
集
（
二
）』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
・
十
一
））。

（
６
）
渡
部
直
己
「
雪
子
と
八
月
十
五
日
―
『
細
雪
』
を
読
む
」（
渡
部
直
己
『
谷
崎
潤
一
郎
―
擬
態
の
誘
惑
』（
新
潮
社
、
一
九
九
二
・
六
））。

（
７
）
柴
田
勝
二
「
表
象
と
し
て
の
〈
現
在
〉
―
『
細
雪
』
の
寓
意
―
」（『
日
本
文
学
』
第
四
十
九
巻
第
九
号
、
二
〇
〇
〇
・
九
）。

（
８
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
９
）
注
（
７
）
に
同
じ
。　

（
10
）
川
本
三
郎
「『
細
雪
』
と
そ
の
時
代
（
１
）　

女
が
育
て
た
阪
神
間
文
化
」（『
中
央
公
論
』
第
百
二
十
一
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
六
・
四
）。

（
11
）
本
薬
史
学
会
編
『
日
本
医
薬
品
産
業
史
』（
薬
事
日
報
社
、
一
九
九
五
・
十
）
に
お
い
て
、
関
西
こ
と
に
大
阪
を
中
心
に
薬
の
文
化
が
発
展
し
て

い
き
道
修
町
は
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

〔
付
記
〕

※
『
細
雪
』
の
本
文
引
用
は
、『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
十
九
巻
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
五
年
六
月
）、
二
十
巻
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
五
年
七
月
）

を
使
用
し
、
旧
漢
字
は
適
宜
改
め
、
旧
か
な
は
原
文
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。

※
本
稿
は
二
〇
一
七
年
三
月
二
十
六
日
愛
知
淑
徳
大
学
で
行
わ
れ
た
第
二
十
一
回
「
谷
崎
潤
一
郎
研
究
会
」
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
谷
崎
潤
一
郎
『
細
雪
』
論

―
鶴
子
を
視
座
と
し
て
―
」
に
基
づ
き
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
に
対
し
て
、
ご
意
見
ご
教
示
を
賜
っ
た
方
々
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。




