
〈
フ
ィ
ル
ム
〉

ダ
イ
ア
リ
ー

谷
崎
潤

郎

『
腐
癒
老
人
日
記
』
と
棟
方
志
功
|
|
a

は
じ
め
に

利
き
腕
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
昭
和
三

0
年
代
に
お
け
る
傑
作

の
ひ
と
つ
『
鍵
』
(
一
九
五
六
年
一
月
1
一二
月
『
中
央
公
論
』
連
載
)
で

一
世
を
風
廃
し
た
そ
の
二
年
後
、
谷
崎
潤
一
郎
の
右
腕
は
自
由
を
奪

か
ね
て
よ
り
谷
崎
、
が
高
血
圧
症
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と

わ
れ
た
。

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

一
九
五
八
年

一
月
、
谷
崎
は
軽
微
な

発
作
を
起
こ
し
、
以
来
右
手
に
疹
痛
を
覚
え
執
筆
、
が
不
自
由
と
な
る
。

脳
中
枢
に
お
け
る
軽
い
血
栓
だ
っ
た
。
そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
は

『
谷
崎
潤
一
郎
|

|
人
と
文
学
』
に
詳
し
く
、
谷
崎
は

一
O
日
ほ
ど

を
安
静
に
過
ご
し
、
幸
い
重
症
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の

「後
遺

症
が
残
り
、
右
手
に
異
常
な
冷
感
と
麻
療
感
を
覚
え
、
夏
で
も
手
袋

高
井

祐
紀

を
は
め
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。。
へ
ン
を
持
つ
と
疹

痛
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
原
稿
は
口
述
筆
記
と
な
る
。
作
家
の
谷

崎
と
し
て
は
今
ま
で
自
身
の
手
で
書
い
て
き
た
創
作
を
、
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一
度
頭
の

中
で
整
理
し
て
か
ら
口
に
出
し
て
伝
え
る
口
述
筆
記
に
大
き
な
抵
抗

が
あ
っ
た
よ
う
だ
」
。

口
述
筆
記
は
『
高
血
摩
症
の
思
い
出
』
(
一
九
五
九
年
四
月
1
六
月
『
週

一
九
六

O
年
に
は
口
述
筆
記
に
切
り

刊
新
潮
』
連
載
)
よ
り
始
ま
り
、

替
え
て
か
ら
初
め
て
の
創
作
と
な
る
『
夢
の
浮
橋
』
(
『
中
央
公
論
』
一

O
月
号
)
を
結
ぶ
。
谷
崎
が
口
述
筆
記
を
し
て
い
た
当
時
の
状
況
に

つ
い
て
は
筆
記
を
担
当
し
た
伊
吹
和
子
に
よ
る
『
わ
れ
よ
り
ほ
か
に

最
後
の
十
二
年
』
に
仔
細
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

谷
崎
潤
一
郎



先
述
の

「
大
き
な
抵
抗
」

で
は
な
い
が
、
度
々
の
不
満
や
も
ど
か
し

さ
を
抱
え
な
が
ら
も
何
と
か
谷
崎
は

〈
執
筆
〉
を
続
け
て
い
た
よ
う

だ
。

一
九
六
一
年
五
月
二
九
日
『
当
世
鹿
も
ど
き
』
全
編
の
原
稿
を

完
了
し
、
「
先
生
(
谷
崎
の
こ
と

引
用
者
注
)
は
、
し
ば
ら
く
は
仕
事

を
休
ん
で
の
ん
び
り
し
た
い
の
で
、

そ
の
聞
に
次
の
仕
事
の
用
意
を

し
て
欲
し
い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
れ
は
、
昭
和
五
年
九
月
、
「
前

篇
終
り
」

の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
『
乱
菊
物
語
』
の
後
編

同
じ
く

七
年
以
来
中
断
さ
れ
て
い
る
『
武
州
公
秘
話
』
の
続
き
の
執
筆
の
た

め

そ
れ
ら
の
資
料
を
集
め
る
こ
と
と

上
回
秋
成
の
『
雨
月
物

語
』
の
口
語
訳
の
準
備
で
、

ど
れ
か
ら
始
め
る
か
分
ら
な
い
が
、

つ
で
も
書
き
出
せ
る
態
勢
に
、

万
事
を
整
え
て
お
く
よ
う
に
、

と
し、

う
こ
と
で
あ
っ
た
」
。
と
こ
ろ
が
、
八
月
初
旬
、
今
度
の
連
載
小
説
の

筆
記
の
た
め
熱
海
の
雪
後
庵
へ
の
出
張
を
命
じ
ら
れ
た
伊
吹
氏
が
谷

崎
の
書
斎
を
訪
れ
る
と

そ
こ
で
は
、
全
く
予
期
せ
ぬ
仕
事
が
彼
女

を
待
っ
て
い
た
。
「
今
度
の
作
品
と
い
う
の
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
三

つ
の
ど
れ
で
も
な
く
、
全
く
新
し
く
構
想
さ
れ
た
小
説
で
あ
っ
た
」
。

ふ
う
て
ん

『
鍵
』
と
と
も
に
、
昭
和
三
0
年
代
の
双
壁
を
な
す
『
楓
廟
老
人
日

記
』
で
あ
る
。

『
癒
煽
老
人
日
記
』
は
『
中
央
公
論
』

一
九
六
一
年
一
一
月
号
か

ら
翌
年
の
五
月
号
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た
。

そ
の
文
体
は
『
過
酸
化

マ
ン
ガ
ン
水
の
夢
』
以
降
、

昭
和
三

0
年
代
の
作
品
に
多
く
見
ら
れ

る
日
記
体
を
採
用
し
て
お
り

一
目
で
『
鍵
』
を
連
想
さ
せ
る
。
こ

の
作
品
の
連
載
に
あ
た
り
、
谷
崎
が
挿
絵
の
依
頼
を
し
た
の
が
、
『
鍵
』

の
挿
絵
も
担
当
し
た
、
棟
方
志
功
で
あ
る
。
棟
方
志
功
は
二

O
世
紀

の
美
術
を
代
表
す
る
巨
匠
の
ひ
と
り
で
、
彼
の
創
作
の
主
軸
に
あ
た

る
板
画
(
棟
方
は
版
画
の
こ
と
を
「
板
画
」
と
称
し
て
い
た
)
だ
け
で
は

な
く
、
肉
筆
画
の
倭
函
や
和
歌
な
ど
の
文
学
作
品
の
板
画
化
な
ど
の

ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
活
躍
の
評
価
は
国
内
外
を
問
わ
ず
高
い
。
谷
崎

し、

潤

一
郎
と
棟
方
志
功
は
、
恐
ら
く
昭
和
二
0
年
代
の
初
め
ご
ろ
か
ら
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交
流
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
が
、
特
に
昭
和
三
O

年
代
は
二
人
の
交
流
が
最
も
熱
量
を
持
っ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
事

実
の
枚
挙
に
関
し
て
暇
が
な
い
。
特
に
『
鍵
』
の
挿
絵
と
装
丁
は
『
痕

癒
老
人
日
記
』
執
筆
の
時
点
で
最
も
大
き
な
協
働
で
あ
り
、
計
五
九は

ら

枚
彫
ら
れ
た
『
鍵
』
の
挿
絵
《
鍵
板
画
柵
》
の
中
の

一
枚
で
あ
る
《
腹

め
が
ね

鏡
の
柵
》
が
、
強
烈
な
印
象
で
当
時
の
大
衆
に
衝
撃
を
与
え
た
こ

と
は
諸
所
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
谷
崎
は
、
棟
方
の
自
伝
『
板
極
道
』

に
寄
せ
た
序
文
(
「
「
板
極
道
」
に
序
す
」
)
の
中
で
、
か
つ
て
『
諺
喰
ふ

虫
』
の
挿
絵
を
担
当
し
た
小
出
楢
重
と
棟
方
士
山功
を
並
び
称
し
、
平
日



夜、
は

「
事
喰
ふ
虫
」

の
小
出
借
重
君
の
挿
絵
に
よ
っ
て
少
な
か
ら
ず

力
づ
け
ら
れ
、
励
ま
さ
れ
た
が
、
棟
方
君
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
」

と
評
す
ほ
ど
で
あ
り
、
『
癒
癒
老
人
日
記
』
の
挿
絵
に
再
び
棟
方
志
功

を
起
用
し
た
こ
と
に

こ
の
作
品
に
対
す
る
谷
崎
の
姿
勢
と
並
々
な

ら
ぬ
創
作
意
欲
を
う
か
が
え
よ
う
。

『
鍵
』
(
一
九
五
六
年
)
を
終
え
た
棟
方
は
そ
の
後
も
着
々
と
世
界

的
な
評
価
と
名
声
を
高
め
て
い
た
。
『
鍵
』
連
載
と
同
年
の
一
九
五
六

年
、
グ
エ
ネ
ツ
ィ
ア

・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
《
釈
迦
十
大
弟
子
》
や
《
湧

然
す
る
女
者
達
々
》
、
《
柳
結
花
紅
煩
》
を
出
品
し
日
本
人
と
し
て
初

め
て
の
国
際
版
画
大
賞
を
受
賞
、

一
九
五
八
年
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
巡
回

日
本
現
代
絵
画
展
圏
内
展
示
会
に
出
品
し
、

そ
の
後
作
品
は
六
か
国

を
巡
回
す
る
。

一
九
五
九
年
に
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
拠
点
に
欧
州

周
遊
を
果
た
し
、

美
術
史
上
の
歴
史
的
傑
作
と
の
避
遁
の
機
会
を
得

た
。
当
時
、
棟
方
は
名
実
と
も
に
世
界
的
巨
匠
へ
の
階
段
を
駆
け
上

っ
て
い
た
。

し
か
し
、

一
九
六

O
年
、
ま
る
で
谷
崎
が
利
き
腕
を
失

っ
て
し
ま
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
棟
方
は
左
目
の
視
力
を
眼
疾
に

よ
り
著
し
く
失
し
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
幼
年
以
来
極
度
の
近
眼
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら

そ
の
時
点
で
棟
方
の
視
力
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
棟
方

は
描
き
続
け
た
。

棟
方
志
功
は
『
癒
癒
老
人
日
記
』
の
連
載
に
際
し
計
一
三
枚
の
挿

絵
を
寄
せ
て
い
る
。
題
材
の
こ
と
も
あ
り
、

高 覧
被で
ニヶ眺
郎こめ
の た
言 時
うに

あ

ま
り
露
骨
な
性
的
措
写
は
見
ら
れ
な
い
が
、

棟
方
の

「
熱
烈
な
お
ブ
レ
ス
ト

・
フ
ェ
テ
イ
シ
ズ
ム

乳
房
崇
拝
)
」
に

裏
打
ち
さ
れ
た
グ
ラ
マ
ラ
ス
な
肉
体
描
写
は
健
在
で
あ
る
。
ま
た

『
鍵
』
で
は
一
切
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
「
足
」
合
一
一
一口
わ
ず
も
が
な
谷
崎
の

「
プ
|
ト

・
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
(
小
高
根
)
と
呼
応
す
る
)
を
殊
更
に
強

調
す
る
挿
絵
が
彫
ら
れ
た
の
も
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
。
そ
う
い
っ

ふ
る
い
よ
し
き
ち

た
性
を
喚
起
す
る
挿
絵
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
一
方
で
、
古
井
由
吉
が
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『
東
京
物
語
考
』
の
中
で
、
『
』
楓
煽
老
人
日
記
』
連
載
当
時
の
、
作
口
叩

に
対
す
る
大
衆
の
反
応
を
評
し
て

「
何
と
言
っ
て
も
淫
蕩
、
懸
け
離

れ
た
逸
脱
が
大
衆
の
猟
奇
心
を
そ
そ
っ
た
、
と
は
言
え
る
の
だ
ろ
う
。

喜
劇
と
し
て
も
ず
い
ぶ
ん
可
笑
し
い
。
し
か
し
作
品
に
反
応
す
る
マ

ゾ
ヒ
ズ
ム
が
大
衆
の
側
に
も
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
性
の
こ
と

よ
り
も
、
ま
ず
生
活
上
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
よ
う
に
、

う
つ
ぎ
と
く
す
け

主
人
公
卯
木
督
助
の
、
傍
か
ら
見
れ
ば
も
は
や
狂
気
の
域
で
あ
る
恋

情
や
性
欲
を
題
材
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
内
容
あ
る

い
は
挿
絵
に
関
し
て
社
会
的
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
反
動
を
生
む
こ
と



は
無
く
、
古
井
が
言
う
と
こ
ろ
の

「
盛
況
の
民
間
大
会
社
で
も
初
任

給
が
二
万
五
千
円
と
も
な
れ
ば
羨
ま
し
い
よ
う
な
時
代
」
に
三
千
円

の
ネ
ッ
カ
チ
ー
フ
を
買
い
与
え

ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
の
代
金
と
し
て

万
五
千
円
を
手
渡
す
、

文
字
通
り
桁
の
違
う
消
費
に
大
衆
は
興
味
を

そ
そ
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
『
癒
癒
老
人

M
記
』
の
挿
絵

を
ま
と
め
た
全
焼
痴
老
人
日
記
板
画
柵
》
は
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
る

こ
と
も
な
か
っ
た
。

現
在
『
旗
煽
老
人
日
記
』
の
先
行
研
究
と
し
て
は
野
口
武
彦
「
性

の
深
淵
の
彼
方
」
、
千
葉
俊
二

「
『
癒
癒
老
人
日
記
』

1
1
1
癒
癒
老
人

の
肖
像
|

|
」
、
細
江
光
「
『
痕
煽
老
人
日
記
』
小
論
|

|
不
能
の
伏
楽

1
1
1
」
、
丸
川
哲
史
「
『
蝋
鰯
老
人
目
記
』
試
論
|
1
1
冷
戦
構
造
と
文

学
機
械
E
」
な
ど
が
目
を
引
く
が
、

い
ず
れ
も
文
字
テ
ク
ス
ト
の
み

を
対
象
と
し
て
お
り
帰
絵
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
筆
者
が
縦
認

し
た
限
り
で
は
既
存
の
研
究
で
唯
て
関
礼
子
が

一
部
で
触
れ
て
い

る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
棟
方
の
挿
絵
は
連
載
当
時
の
谷
崎
ー
と
は

切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
作
品
の
解
釈
に
際
し
て
多

く
の
示
唆
を
含
む
も
の
で
も
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
本
章
で

は
、
棟
方
の
挿
絵
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
『
癒
癒
老
人
同
記
』
と

そ
の
周
辺
に
関
し
て
新
た
な
解
釈
を
提
案
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て

い
き
た
い
。
ま
た
、
の
ち
に
言
及
す
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
性
質
上
、

雑
誌
初
出
と
単
行
本
の
両
方
を
適
宜
用
い
、
分
析
の
対
象
と
す
る
。

閉
ざ
す
絵

二
六
日
。

夜
新
宿
ノ
第
一
劇
場
夜
ノ
部
ヲ
見
ニ
行
ク
。
出

シ
物
ハ

「
恩
笹
ノ
彼
方
へ
」
「
彦
市
パ
ナ
シ
」
「
助
六
曲
輪
菊
」
デ
ア

ル
ガ
他
ノ
モ
ノ
ハ
見
ズ
、
助
六
ダ
ケ
ガ
目
的
デ
ア
ル
。」

日
々
の
出
来

事
を
綴
り
並
べ
る
日
記
と
い
う
空
間
を
、
閉
じ
た
夢
幻
の
世
界
と
し

て
、
『
楓
癒
老
人
日
記
』
は
織
り
な
さ
れ
て
い
く
。
『
煉
煽
老
人
日
記
』
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の
連
載
に
際
し
、
棟
方
志
功
は
計
三
一
枚
の
帰
絵
を
提
供
し
て
い
る
。

参
考
ま
で
に
連
載
回
ご
と
の
掲
載
数
を
数
え
て
み
る
と

五
枚

四

女、

じ
女
、

1

-
44 

枚

五
枚

四
枚
、
三
枚
と
な
り
、
最
後
に
は
仏
足

石
を
描
い
た
象
徴
的
な
板
画
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

こ
の
挿
絵
の
枚

数
に
関
し
実
は
大
き
な
問
題
が
あ
り
、
単
行
本
化
さ
れ
る
際
に
八
枚

の
板
画
が
カ
ッ
ト

つ
ま
り
ボ
ツ
に
な
っ
て
い
る
。
数
字
の
上
で
は

四
分
の
一
以
上
が
ボ
ツ
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
癒
癒
老
人

日
記
』
の
挿
絵
を
考
え
る
際
に
こ
の
問
題
は
決
し
て
看
過
で
き
な
い
。

作
品
の
成
立
過
程
に
迫
る
場
合
、
例
え
ば
『
馨
食
ふ
虫
』
な
ど
は
、



書
き
手
と
描
き
手
の
間
で
ど
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
あ
っ
た
の
か
を

推
測
す
る
に
足
る
資
料
が
あ
る
の
だ
が
、『
癒
煽
老
人
日
記
』
に
関
し

て
は
そ
れ
が
か
な
り
乏
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
そ
の
内
実
は
定
か

で
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
、
〈
そ
こ
〉
に

〈結

果
〉
と
し
て
存
在
す
る
テ
ク
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
か

と
い
う
方
向
性
で
分
析
を
進
め
た
い
と
思
う
。

カ
ッ
ト
さ
れ
た
挿
絵
は
八
枚
だ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
挿
絵
に
は
名

前
が
つ
い
て
お
ら
ず
総
称
し
て
《
癒
癒
老
人
日
記
板
画
柵
》
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
今
回
は
雑
誌
連
載
時
に
掲
載
さ
れ
た
挿
絵
に
ナ
ン
パ

リ
ン
グ
を
し
て
お
り
、
そ
の
数
字
に
従
う
と
、
カ
ッ
ト
さ
れ
た
の
は
、

5 

2

4
と
な
る
。
連
載

6 

9 

ー
よ
n
u
、

1
i
A
吐
、

n
L
η
L
、

1 
2 

第

一
回
に
寄
せ
ら
れ
た
挿
絵
、
が
多
い
も
の
の
、

か
と
い
っ
て
連
載
初

期
に
集
中
し
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う
限
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。

も
し
連
載
初
期
に
偏
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
連
載
途
中
に
棟
方
と
谷

崎
と
の
聞
で
何
か
し
ら
の
打
ち
合
わ
せ
が
あ
り
、

よ
り
適
当
な
方
向

に
軌
道
修
正
が
な
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が

回
を
限
ら
ず

後
半
に
も
ボ
ツ
の
対
象
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
単
行
本
化
さ
れ
る
際
に

改
め
て
何
ら
か
の
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
た

と
考
え
る
の
が
自
然
だ

ろ
う
。

で
は
挿
絵
の
カ
ッ
ト
の
前
後
で
文
章
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
は
ど
の

よ
う
に
変
わ
り
得
る
の
か
。
『
{楓
癒
老
人
日
記
』
は
日
記
体
の
小
説
で

あ
り
、
物
語
の
構
造
と
し
て
は

に
位
置
す
る
書
き
手

〈中
心
〉

/"コ

ま
り
督
助
を
起
点
と
し
て

外
側
へ
広
が
っ
て
い
く
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
広
が
り
方
は
書
き
手
の
書
き
方
次
第
で
変
容
す
る
。
そ

の
物
語
世
界
に
誰
を
含
め
る
の
か

そ
し
て
登
場
さ
せ
る
人
物
を
ど

の
よ
う
に
見
、
表
す
の
か
は
書
き
手
で
あ
る
督
助
の
随
意
で
あ
る
。

一
O
月
「
九
日
」
(
連
載
第
五
回
)
の
記
述
に
注
目
し
た
い
。
物
語
は
、

手
の
痛
み
が
悪
化
し
、
病
床
に
臥
し
た
き
り
の
老
人
を
佐
々
木
看
護

士
が
看
護
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
「
四
日
以
後
本
日
マ
デ
殆
ド
痛
ミ
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績
ケ
ナ
ノ
デ
日
記
ヲ
ツ
ケ
ル
元
気
モ
ナ
カ
ツ
タ
」
老
人
は
こ
の
五
日

聞
に
試
み
た
多
く
の
薬
の
名
を
列
挙
す
る
。
こ
の
老
人
を
見
舞
う
も

の
が
い
た
。
「
婆
サ
ン
ト
浄
吉
」
だ
。
し
か
し
こ
の
二
人
の
見
舞
い
に

つ
い
て
の
記
述
は
あ
ま
り
に
も
あ
っ
け
な
く
「
婆
サ
ン
ト
浄
吉
ガ
ト

キ
「
¥
見
舞
い
に
来
タ
。
」
た
っ
た
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
「
ト
キ

f
¥」

と
い
う
こ
と
は
一
固
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
二
回
以
上
の
見
舞
い
が

あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
の
だ
が
、

そ
の
複
数
回
の
出
来
事
は
た
っ
た

一
文
に
ま
と
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
記
述
と
好
対
照
を
為

す
の
が
こ
の
す
ぐ
後
に
出
て
来
る
、
老
人
に
よ
る
楓
子
の
見
舞
い
の



妄
想
で
あ
り
、
「
散
々
駄
々
ヲ
担
ネ
テ
泣
キ
啓
ヲ
立
テ
、
悲
鳴
を
上
ゲ」

る
妄
想
が
そ
れ
こ
そ
散
々
に
書
き
散
ら
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
各

地
へ
の
出
張
が
忙
し
く
家
を
空
け
る
こ
と
が
多
い
一
方
で
、
浄
吉
、
が

物
語
に
殆
ど
参
加
し
て
こ
な
い
の
は
、

日
記
体
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の

特
性
を
根
拠
に
、
督
助
に
よ
る
書
き
分
け
に
よ
る
も
の
だ
と
導
く
の

は
当
然
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
帰
絵
を
丁
寧
に
見
て
い
く
と
、

登
場
人

物
の
選
別
が
挿
絵
の
取
捨
選
択
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
た
可
能
性
が

浮
か
び
上
が
る
。

カ
ッ
ト
さ
れ
た
挿
絵
の
一
部
に
は
不
必
要
な
〈
他
者
〉
が
入
り
込

ん
で
い
た
。
挿
絵
5

こ
れ
ら
は
全
て

9 

1

0
を
見
て
み
た
い
。

老
人
と
楓
子
以
外
の
登
場
人
物
が
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
挿
絵
5

は
病
床
の
老
人
を
看
護
す
る
佐
々
木
か
、
老
人
を
見
舞
う
「
婆
サ
ン
」

(
ど
ち
ら
な
の
か
判
然
と
し
な
い
)
と
慨
然
と
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る

老
人
を
描
く
。
挿
絵
9
は
恐
ら
く
「
伊
勢
丹
」

の

「
婦
人
物
ノ
特
選

買
場
」

で
品
を
物
色
す
る
楓
子
と
庖
員
だ
ろ
う
か
、
挿
絵

1
0
で
は

銀
座
の
割
烹
料
理
屈
「
浜
作
」

で
の
一
場
面
を
切
り
取
っ
て
い
る
。

挿
絵
の
カ
ッ
ト
を
考
え
る
時
、
「
何
が
取
り
除
か
れ
た
の
か
」
を
考
え

る
こ
と
は
勿
論
重
要
だ
が
、

そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
に
「
何
が
残
さ
れ

た
の
か
」
を
考
え
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
興
味
深
い
こ

と

こ
れ
ら
の
挿
絵
が
無
く
な
れ
ば
『
癒
痛
老
人
日
記
』
の
挿
絵

に
登
場
す
る
人
物
は
督
助
と
楓
子
し
か
い
な
く
な
る
の
だ
(
例
外
と

し
て
挿
絵
4
に
下
女
の
お
静
が
摘
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
面
は
楓
子
が
、

督
助
の
自
の
前
で
こ
れ
見
よ
が
し
に
草
履
を
履
く
足
を
見
せ
つ
け
る
場
面
で

あ
り
、
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た

夢
の
中
に
現
れ
た
幻
影
と
し
て
の
母
親
を
嫡
い
た
挿
絵

(1
9
)

も
残
さ
れ

る
が
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
督
助
の
〈
内
部
〉
の
母
で
あ
り
、
先
に
も
述
べ
た
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よ
う
な
督
助
を
中
心
に
〈
外
部
〉
に
広
が
る
日
記
体
と
い
う
作
品
様
式
を
考

え
る
と
、
他
の
挿
絵
と
同
じ
く
扱
う
べ
き
で
は
な
い
)
。
単
行
本
で
は
も
は

ゃ
、
老
人
と
楓
子
以
外
が
描
か
れ
る
こ
と
は
無
く

つ
ま
り
そ
れ
は

老
人
と
楓
子
の
み
が
殊
更
に
強
調
さ
れ
て
主
張
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
雑
誌
初
出
の

『
癒
癒
老
人
日
記
』

に
比
べ
、

焦
点
は
明
ら
か
に

督
助
と
楓
子
と
い
う
閉
じ
た
関
係
性
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。



ハ
ワ
ー
ド

・
ヒ
ベ
ッ
ト
は

「
日
本
文

学
の
国
際
性
|

|

「
鍵
」
「
瓶
廟
老
人
日

記
」
を
翻
訳
し
て
|

|
」
の
中
で
作
品

さ末
れ尾
るの
効手
果記
にに
つよ
いっ

て雪
舌五 L色

士人
ふが

ふ客
-z 9体
" ~ 
三 化

「
小
説
の
最
後
の
こ
れ
ら
の
部
分
か
ら

は
、
す
ば
ら
し
く
風
刺
的
な
肖
像
が
照

ら
し
出
さ
れ
る
。
最
後
に
至
っ
て
、
突

然
気
む
ず
か
し
い
、
や
っ
か
い
な
老
人

カま

い
か
に
ゆ
が
ん
だ
眼
で
も
の
を
見
て
い
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。
も
し
こ
の
手
記
の
な
か
に
お
け
る
玉
子
と
、
京
都
に
お
け
る
喧

嘩
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
で
老
人
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
た
皮

肉
な
、
意
地
悪
な
玉
子
と
の
対
照
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
小
説
は
か
な

る
。
あ
く
ま
で
も
督
助
を
中
心
と
し
た
も
う

り
弱
ま
る
だ
ろ
う
」
。
督
助
は
閉
ざ
さ
れ
た
日
記
の
中
で
夢
幻
と
戯
れ

ぐコ

の

〈世
界
〉
が
築

必
要
な
の
は
、
彼
に
無
限
の
興
奮
を
与
え
続
け

か
れ
て
い
く
の
だ
。

楓
子
以
外
は
要
ら
な
い
。
雑

る
崇
拝
の
対
象
で
あ
る
楓
子
だ
け
で

誌
初
出
と
単
行
本
を
比
べ
て
み
れ
ば
、
単
行
本
で
は
、
結
果
と
し
て
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(上)図 1挿絵 5

中

(下)

図 2挿絵 9

図 3挿絵 10 



あ
か
ら
さ
ま
に
楓
子
ば
か
り
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
視
覚
情
報
と
し
て
老
人
と
楓
子
し
か
提
示
さ
れ
な
い
と

い
う
状
況
は
、
督
助
の
日
記
(
も
は
や
『
癒
癒
老
人
日
記
』
と
言
っ
て
も

良
い
か
も
し
れ
な
い
)
に
書
か
れ
た
世
界
の
閉
鎖
性
を
更
に
強
固
な
も

の
に
す
る
。

聞
く
絵

晩
年
期
の
双
壁
を
為
す
『
鍵
』
と
『
癒
癒
老
人
日
記
』
に
は
興
味

深
い
符
合
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
内
実
こ
そ
違
え
ど
も
、
ど
ち

ら
も
主
題
と
し
て
老
年
の
性
を
前
面
に
持
ち
出
し
て
お
り
、
様
式
の

方
面
で
も
『
過
酸
化

マ
ン
ガ
ン
水
の
夢
』
以
来
昭
和
三

0
年
代
に
多

く
見
ら
れ
る
日
記
体
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
『
癒
廟
老
人
日
記
』
の
卯
木
督
助
は
、
当
初
は
死
ぬ
予
定
だ

っ
た
の
に
、
渡
辺
千
高
子
の
意
見
を
受
け
て
作
品
の
ラ
ス
ト
の
ア
イ

デ
ィ
ア
が
変
更
さ
れ
た
。

と
す
る
と
主
人
公
の
死
と
い
う
点
で
も
両

作
品
は
重
な
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
の
様
に
、

両
作
品
を
重
ね
合

わ
せ
る
と
、

そ
れ
だ
け
で
こ
の
時
期
の
谷
崎
の
作
品
が
ど
こ
を
目
指

し
て
い
た
の
か
、

谷
崎
が
何
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
く
る
よ
う
で
も
あ
る
が

そ
れ
で
は
、

両
作
品
の
も
っ
と
も

重
要
な
共
通
点
の

っ
、
棟
方
志
功
が
手
掛
け
た
挿
絵
に
関
し
て
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
両
作
品
の
挿
絵
を
比
べ
る
と

少
な
か
ら
ず
興
味
深
い
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
こ
こ

か
ら
は
『
鍵
』
の
延
長
線
上
に
『
癒
蹟
老
人
日
記
』
を
据
え
、
連
続

体
と
し
て
見
た
時
の
両
作
品
の
挿
絵
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
、
『
楓

願
老
人
日
記
』
と
《
癒
癒
老
人
日
記
板
画
柵
》
を
意
味
付
け
た
い
。

『
鍵
』
に
寄
せ
ら
れ
た
挿
絵
は
計
五
九
枚
で
、
『
癒
痛
老
人
日
記
』

の
三
一
枚
に
比
べ
る
と
約
二
倍
の
量
が
あ
る
。

一
枚
一
枚
見
て
も
そ

れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い
発
見
が
あ
る
の
だ
が
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ま
ず
は
お
お
ま
か
に
制

作
の
特
徴
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。
『
鍵
』
の
挿
絵
は
、
谷

崎
が
作
品
の
挿
絵
を
初
め
て
棟
方
に
依
頼
し
た
(
そ
れ
ま
で
に
も
生
活

せ
ん
か
ん
て
い

の
口
絵
や
、
湯
浅
亭
の
表
札
の
依
頼
な

社
版
『
痴
人
の
愛
』
(
一
九
四
六
年
)

ど
は
あ
っ
た
)
記
念
的
作
品
で
あ
る
。
概
観
し
て
気
に
な
る
点
は
大
き

く
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
物
語
の
内
容
に
関
係
の
な
い
宗
教
性

(
仏
教

性
)
が
や
た
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
『
鍵
』
で
は
谷
崎
の
、

美
の
表
現
と
し
て
の
宗
教
的
(
仏
教
的
)
な
比
喰
や
、
郁
子
の
肉
体
を

「
中
宮
寺
ノ
本
尊
」
と
た
と
え
る
な
ど
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
谷

崎
の
美
感
と
棟
方
の
挿
絵
の
重
な
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
例



え
ば
《
菩
女
の
柵
》
や
《
夜
肌
の
柵
》
、
《
艶
魔
の
柵
》
な
ど
が
こ
れ

に
あ
た
り
、
結
果
と
し
て
拭
い
が
た
い
宗
教
性
が
作
品
に
付
与
さ
れ

お
お
め
が
ね

た
こ
と
を
確
認
し
た
。
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
は
、
《
大
鏡
の
柵
》

や
《
大
首
の
柵
》
な
ど
の
例
外
を
除
き
、
各
画
面
に
お
け
る
人
物
の

大
き
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
だ
と
い
う
点
だ
。

つ
ま
り
、
視
点
と
対
象
と
の

距
離
が
、
ほ
と
ん
ど
の
挿
絵
で
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

『
鍵
』
に
は
こ
の
事
実
と
好
対
照
と
な
る
文
章
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す

る
の
で
参
考
に
し
て
み
よ
う
。

僕
ハ
モ
ウ
一
度
彼
女
ノ
衣
類
ヲ
全
部
、
何
カ
ラ
何
マ
デ
彼
女
ガ
身

一
纏
ツ
テ
ヰ
ル
モ
ノ
ヲ
悉
ク
剥
ギ
取
リ
、
素
ツ
裸
ニ
シ
テ
仰
向
カ

セ
、
蛍
光
燈
ト
フ
ロ
|
ア
ス
タ
ン
ド
ノ
白
日
ノ
下
ニ
横
タ
ヘ
タ
。

ソ
シ
テ
地
圃
ヲ
調
ベ
ル
ヤ
ウ
ニ
詳
細

ニ
彼
女
ヲ
調
べ
始
メ
タ
。
(中

略
)
薄
紫
ヤ
鞠
黒
等
ノ
シ
ミ
グ
ラ
ヰ
ハ
ア
ル
モ
ノ
ダ
ガ
、
妻
ハ
韓

ヂ
ユ
ウ
ヲ
丹
念
ニ
捜
シ
テ
モ
何
慮
ニ
モ
ソ
ン
ナ
モ
ノ
ハ
ナ
カ
ツ

タ
。
僕
ハ
彼
女
ヲ
仰
向
キ
ニ
サ
セ
、
瞥
ノ
孔
マ

デ
覗
イ
テ
見
夕、ガ、

瞥
肉
ガ
左
右
ニ
盛
リ
上
ツ
テ
ヰ
ル
中
間
ノ
凹
ミ
ノ
ト

コ
ロ
ノ
白

サ
ト
云
ツ
タ
ラ
ナ
カ
ツ
タ
。

「
地
園
ヲ
調
ベ
ル
ヤ
ウ
ニ
」

と
い
う
比
輸
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
こ

の
場
面
で
主
人
公
の

「夫」

は
白
目
の
下
に
さ
ら
さ
れ
た
妻

・
郁
子

の
体
を
文
字
通
り
隈
な
く
調
べ
尽
く
し
た
。
引
用
で
は
中
略
し
た
も

そ
の
際
夫
の
目
は
「
轡
ノ
孔
」
だ
け
で
な
く
、
胸
、
脚
、

腿
部
な
ど
も
這
う
よ
う
に
眺
め
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、

下

の
の
、

こ
の
よ

う
に
パ
ー
ツ
に
対
し
て
執
着
す
る
夫
の
印
象
的
な
場
面
に
お
い
て
も
、

は
ら
め
が
ね

挿
絵
(
《
腹
鏡
の
柵
》
、
《
夜
事
の
柵
》
)
の
視
点
は
対
象

・
郁
子
に
近

接
す
る
こ
と
な
く

一
定
の
距
離
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る

つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
パ
ー
ツ
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の

だ
。
妻
の
体
を
祇
め
る
よ
う
に
観
察
す
る
、
視
覚
に
特
化
し
た
こ
の
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場
面
は
、

の
ち
に
夫
が
高
血
圧
に
よ
り
「
複
覗
現
象
」
に
見
舞
わ
れ

る
と
い
う
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
、
間
違
い
な
く
『
鍵
』
を

象
徴
す
る
一
場
面
だ
。
そ
の
場
に
生
じ
た
あ
る
意
味
で
の
倒
錯

不

一
致
は
『
鍵
』
の
挿
絵
と
作
品
と
の
連
結
に
多
少
の
不
安
定
さ
を
感

じ
さ
せ
、
〈
そ
こ
〉
に
一
定
の
距
離
か
ら
対
象
に
は
近
づ
か
な
い
挿
絵

が
現
前
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
方
向
性
に
多
少
な
り
と
も
影
響
を
与

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
『
癒
癒
老
人
日
記
』
の
挿
絵
は
、
こ
う
い
っ
た
『
鍵
』
の
特

徴
を
踏
ま
え
る
と
、
一
段
と
示
唆
を
増
し
た
も
の
と
な
る
。
《
鍵
板
画



柵
》
と
《
癒
癒
老
人
日
記
板
画
柵
》
を
並
べ
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然

ま
る
で
ズ
ー
ム
レ
ン
ズ
を
得
た
か
の
よ
う
に
、
《
癒
癒
老
人
日
記
板
画

柵
》
は
対
象
と
の
距
離
を
様
々
に
、
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

特
に
《
鍵
板
商
柵
》
と
の
対
応
で

〈パ

ー
ツ
の
強
調
〉

の
問
題
に
注

目
す
る
と
、

4 

ーよヴー、

円

L
n
u
、
円
〆
臼
ヴ

f

1 
6 

3 
0 

1 
1 

ー
が
興
味
深
い
も
の
だ
ろ
う
か
(
は
た
し
て
ど
の
挿
絵
を
〈
パ
ー
ツ
の
強

調
〉
だ
と
判
断
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
し
か

し
今
挙
げ
た
こ
れ
ら
、
か
押
し
な
べ
て
カ
ッ
ト
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と

も
こ
こ
で
言
及
し
て
お
く
)
。

さ
て
、
『
鍵
』
は
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
白
日
の
下
に
郁
子
の

裸
体
を
観
察
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
、
視
覚
が
一

つ
の
要
素
と
し

て
認
め
ら
れ
た
。
『
癒
癒
老
人
日
記
』
に
お
い
て
も
、
日
記
執
筆
者
と

し
て
の
観
察
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
。
連
載
第
二
回
七

月
「
二
十
三
日
」

の
、
楓
子
が
佐
々
木
看
護
師
の
代
わ
り
に
入
浴
の

世
話
な
ど
を
す
る
場
面
だ
が
、
篠
椅
子
を
並
べ
て
寝
そ
べ
る
網
棚
子
に

督
助
は
「
彼
女
ガ
横

ニ
ナ
ツ
タ
ノ
デ
予
モ
横
ニ
ナ
ツ
タ
。
(
中
略
)
予

ハ
寝
タ
フ
リ
ヲ
シ
ナ
ガ
ラ
、
楓
子
ノ
ガ
ウ
ン
ノ
端
カ
ラ
覗
イ
テ
ヰ
ル

支
那
履
ノ
小
サ
ク
尖
ツ
タ
尖
端
ヲ
見
テ
ヰ
タ
。

コ
ン
ナ
ニ
繊
細
ニ
尖

ツ
タ
足
ハ
日
本
人
ニ
ハ
珍
シ
イ
」
(
傍
線
原
文

以
下
同
様
)
と
視
線
を

向
け
て
い
る
。
ま
た
ほ
か
に
も
連
載
第
四
回
九
月
「
十
三
日
」

で
は

訪
問
着
を
着
た
楓
子
を
描
写
し
、
「
ス
リ
ッ
パ
ヲ
穿
イ
テ
来
タ
楓
子
ハ

?
ザ
ト
予
ノ
眼
ノ
前
デ
草
履
ヲ
穿
イ
テ
見
セ
ル
。
草
履
ハ
銀
ノ
綴
デ

三
段
ノ
高
サ
ノ
モ
ノ
、
鼻
緒
ノ
裏
ダ
ケ

ニ
ピ
ン
ク
ガ
使
ツ
テ
ア
ル
。

3 

草
履
ガ
新
調
ナ
ノ
デ
ナ
カ

f
k、祉
ノ
股
ニ
食
ヒ
込
マ
ナ
イ
。
オ
静
ガ

シ
ャ
ガ
ン
デ
手
侍
ヒ
ナ
ガ
ラ
汗
ヲ
掻
ク
。

ヤ
ツ
ト
穿
ケ
テ

一
卜
足
二

く
る
ぶ
し

タ
足
歩
イ
テ
見
セ
ル
。
彼
女
ハ
足
袋
ヲ
穿
イ
タ
時
ニ
蝶
ノ
突
起
ガ

目
立
タ
ナ
イ
ノ
ガ
自
慢
ナ
ノ
デ
ア
ル
」
(
傍
線

ル
ビ
原
文
)
と
つ
づ

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
挿
絵

(1

4
、
4
)
が

存
在
し
て
お
り
、
前
者
は
単
行
本
化
の
段
階
で
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
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の
だ
が
、
後
者
で
は
、

郷
子
の
脚
部
だ
け
を
描
く
と
い
う
『
鍵
』
で

は
ま
ず
見
ら
れ
な
い
描
き
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

パ
ー
ツ
の
強
調
は

一
致
し
、
挿
絵
テ
ク
ス
ト
は
ヴ
イ
ジ
ユ
ア
ル

の
イ

ン
パ
ク
ト
で
文
章
テ
ク
ス
ト
を
補
完
す
る
の
だ
。

ま
た
右
記
に
挙
げ
た
他
の
挿
絵
も
見
て
み
る
と
、

こ
れ
ま
で
触
れ

た
も
の
と
は
少
し
異
質
な
問
題
も
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
連
載
第

七
回
二
八
日
」
、
楓
子
を
追
っ
て
京
都
か
ら
東
京
へ
戻
っ
た
督
助
を

「婆
サ
ン
、
陸
子
、
浮
士
口
、
楓
子
、
四
人
ガ
ホ

l
ム
ニ
迎
ヒ
ニ
出
テ

ヰ
ル
」
(
ル
ピ
引
用
者
)
場
面
で
あ
る
。
督
助
を
「
歩
行
困
難
ト
思
ツ



タ
ノ
カ
、
歩
カ
セ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
卜
考
へ

タ
ノ
カ
、
運
搬
車
ガ
来
テ
」

お
り
、

の
こ
と
に
督
助
は
露
骨
な
反
感
を
示
す
。

そ
し
て
、
「
予
ハ
サ
ン

'
f
¥駄
々
ヲ
担
ネ

てニユ

掌?皆
にヲ

3五
_ r国

フツ
ン

ノ b

柔ガ
ノ旬 、

掌突
ヲ 究者

感右
ジノ

タ
。
楓
子
ガ
手
ヲ
取
ツ
テ
ヰ
ル
ノ
ダ
ツ

タ」
。
こ
の
場
面
で
は
そ
の
他
に
も
三
人

の
人
物
が
同
じ
場
所
に
い
る
こ
と
が
明 そ

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
楓
子
の
手
が
出
て
く
る
の
は
こ
の
短
い

う
な
観
察
の
描
写
は
一
切
な
い
。

二
文
の
み
で
あ
り
、
先
ほ
ど
か
ら
触
れ
て
い
る
よ
う
な
、
祇
め
る
よ

つ
ま
り
こ
の
場
面
は
文
章
テ
ク
ス

ト
の
み
だ
と
、

パ
ー
ツ
を
強
調
す
る
よ
う
な
描
写
と
比
べ
、

た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ

合
い
は
圧
倒
的
に
弱
い
。
柔
い
手
に
触
れ
た
、

る。

し
か
し、

こ
こ
に
挿
絵
を
置
い
て
み
る
と

り
と
変
わ
る
。
該
当
す
る
の
は
挿
絵

3
0
だ。

そ
の
度

そ
の
印
象
は
が
ら

画
面
の
右
上
か
ら
左
下
に
か
け
て
、
ま
る
で
板
画
の
黒
白
を
利
用

し
て
そ
の
自
さ
を
見
せ
つ
け
る
よ
う
な
楓
子
の
腕
が
堂
々
と
描
か
れ

(上)図 4挿絵4
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中

(下)

図 5挿絵 14

図 6挿絵 30



て
い
る
。
左
上
に
断
片
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
督
助
の
手
な
の

だ
が

そ
の
ご
つ
ご
つ
と
し
た
感
じ
ゃ
、
指
の
太
さ

爪
の
大
き
さ

な
ど
と
対
照
さ
れ
て
、
楓
子
の
手
が
い
か
に
繊
細
で
華
者
な
の
か
を

強
調
す
る
よ
う
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
で
問
題
に
し
た

い
の
は

こ
れ
だ
け
大
き
く
腕
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て

文
章
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
は
楓
子
の
手
に
そ
れ
ほ
ど
注
意
が
向
く
よ
う

に
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
挿
絵
と
い
う
〈
視
覚
〉
的
な
も
の

と
し
て
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
挿
絵

3
0
は
文

章
テ
ク
ス

ト
の
可
能
性
を
大
き
く
開
い
て
い
く
。

つ
ま
り

こ
の
部

分
に
お
い
て
挿
絵
は
文
章
テ
ク
ス
ト
を
乗
り
越
え
て
い
る
。
挿
絵
が

誰
の
視
点
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
定
か
で
な
く
、
ま
た
そ
こ
を
追
及

し
て
い
く
こ
と
は
お
そ
ら
く
難
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト

の
次
元
で

こ
れ
だ
け
の
強
調
が
な
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
興
味
深
い
。

『
癒
癒
老
人
日
記
』
で
は
確
か
に
足
に
注
目
す
る
記
述
が
目
立
つ
が
、

「
キ
ヤ
ツ
ツ

・
ア
イ
」
を
指
に
は
め
そ
の
上
か
ら
レ
ー
ス
の

一
方
で

黒
い
手
袋
を
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
「
キ
ヤ
ツ
ツ

・
ア
イ
」
が
輝
き

を
増
す
、
な
ど
手
に
注
目
し
た
描
写
も
少
な
く
は
な
い
。
挿
絵
が
現

前
す
る
こ
と
で
、

そ
の
パ
ー
ツ
は
パ
ー
ツ
と
し
て
自
立
し
、
パ
ー
ツ

そ
の
も
の
と
し
て
読
者
に
提
示
さ
れ
る
の
だ
。
こ
こ
に
至
り
、
『
癒
癒

老
人
日
記
』
で
は
『
鍵
』
に
は
見
ら
れ
な
い
視
点
の
自
由
な
移
動
が

挿
絵
上
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
が
挿
絵
に
よ
っ
て
さ

ら
に
関
か
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
『
癒
痴
老
人
日
記
』
の
既
存
の

解
釈
や
位
置
づ
け
を
揺
る
が
し
得
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た

と
え
ば
野
口
武
彦
や
坂
上
博
一
な
ど
は
谷
崎
と
は
不
可
分
の
フ
ツ

ト

・
フ
ェ
テ
イ
シ
ズ
ム
の
文
脈
で
こ
の
作
品
を
と
ら
え
母
の

「足」

楓
子
の

「
足
」
を
論
の
主
軸
の
一
つ
に
据
え
て
い
る
。

し
か
し
な
が

ら
挿
絵
に
よ
る
、
棟
方
志
功
と
谷
崎
に
よ
る
コ
ラ
ボ
レ

l
シ
ヨ
ン
で

は
恐
ら
く
初
め
て
実
現
し
た
パ

1
ツ
の
強
調
と
い
う
効
果
を
考
え
る

と
、
文
章
テ
ク
ス
ト
だ
け
だ
と
確
か
に
城
子
の
足
は
こ
と
さ
ら
に
強
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調
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
挿
絵
テ
ク
ス
ト
も
視
野
に
入
れ
る
と
、

決
し
て
郷
子
は
足
だ
け
が
強
調
さ
れ
た
存
在
で
は
な
く

手
や
顔
と

い
っ
た
体
の
複
数
の
部
分
が
、
挿
絵
の
視
点
と
対
象
と
の
距
離
の
変

化
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
だ
。
で
は
こ

う
い
っ
た
パ
ー
ツ
の
強
調
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
結
果
と

し
て
『
癒
癒
老
人
日
記
』
と
い
う
作
品
を
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
る

の
か
。

パ
ー
ツ
を
強
調
す
る
と
い
う
点
で
共
通
項
を
探
し
て
み
る
と
、

そ

れ
は
谷
崎
の
作
品
に
お
い
て
珍
し
く
な
い
そ
テ
ィ

l
フ
だ
と
い
う
こ



と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
大
正
二
二
年
に
発
表
さ
れ
た
『
痴
人
の
愛
』

に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

此
の
物
語
を
最
初
か
ら
読
ん
で
居
ら
れ
る
読
者
は
、
多
分
覚
え
て

居
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
私
は

「
ナ
オ
ミ
の
成
長
」
と
題
す
る
一

冊
の
記
念
帖
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
(
中
略
)
な
お
も
日
記
を
繰
っ

て
行
く
と
、

ま
だ
ま
だ
写
真
が
幾
色
と
な
く
出
て
来
ま
し
た
。

の
撮
り
方
は
だ
ん
だ
ん
微
に
入
り
、
細
を
穿
っ
て
、
部
分
部
分
を

大
写
し
に
し
て
、
鼻
の
形
、
眼
の
形
、
唇
の
形
、
指
の
形
、
腕
の

曲
線
、
背
筋
の
曲
線
、
脚
の
曲
線
、
手
首
、
足
首
、
肘
、
膝
頭
、

-q
，，に
つ

足
の
瞭
ま
で
も
写
し
て
あ
り
、
さ
な
が
ら
希
胤
の
彫
刻
か
奈
良
の

仏
像
か
何
か
を
扱
う
よ
う
に
し
て
あ
る
の
で
す
。

こ
こ
に
至

っ
て

ナ
オ
ミ
の
体
は
芸
術
品
と
な
り
、

私
の
眼
に
は
実
際
奈
良
の
仏
像

以
上
に
完
壁
な
も
の
で
あ
る
か
と
恩
わ
れ

そ
れ
を
し
み
じ
み
眺

め
て
い
る
と
、
宗
教
的
な
感
激
さ
え
が
湧
い
て
来
る
よ
う
に
な
る

の
で
し
た
。
(
「
二
十
」
)

「
だ
ん
だ
ん
微
に
入
り
、
細
を
穿
っ
て
」
、
体
の
断
片
は
「
宗
教
的
な

感
激
」
を
湧
か
せ
る

「芸
術
品
」
の
域
に
高
め
ら
れ
て
い
く
。
『
痴
人

の
愛
』
の
写
真
と
『
癒
癒
老
人
日
記
』
の
挿
絵
は
そ
の
構
図
に
お
い

て
奇
妙
な
ほ
ど
に
重
な
り
合
う
の
だ
。
こ
こ
ま
で
至
れ
ば
言
わ
ず
も

が
な
、
「
だ
ん
だ
ん
微
に
入
り
、
細
を
穿
」
つ
と
い
う
の
は
結
局
、
映

画
(
活
動
写
真
)
の
カ
メ
ラ
の
撮
影
技
法
、
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
と
強
く

響
き
あ
う
。
第
一
章
で
も
軽
く
言
及
し
た
が
、
谷
崎
は
大
正
九
年
に
、

大
正
活
映
株
式
会
社
脚
本
部
顧
問
に
就
任
し

同
年
に
は
自
身
の
脚

そ

本
に
よ
っ
て
「
ア
マ
チ
ュ
ア
倶
楽
部
」
と
い
う
映
画
も
制
作
さ
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
背
景
も
あ
り
、

谷
崎
の
作
品
に
は
映
画
を
題
材
に
取
り

入
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
『
青
塚
氏
の
話
』
(
大
正

一
五
年
)
で

は
映
画
監
督
で
あ
る
中
田
の
前
に
「
フ
ィ
ル
ム
の
上
で
長
い
間
研
究
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し
て
、
君
の
奥
さ
ん
(
女
優
で
あ
る
由
良
子

引
用
者
注
)
の
体
じ
ゅ
う

の
有
ら
ゆ
る
部
分
を
、

肩
は
ど
う
、
胸
は
ど
う
、
瞥
は
ど
う
と
云
う

風

そ
れ
を
は
っ
き
り
突
き
留
め
る
た
め
に
は
或
る
場
面
の
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
を
五
た
び
も
六
た
び
も
見
に
行
っ
た
り
し
て
、
今
で
は

既
に
眼
を
つ
ぶ
っ
て
も
頭
の
中
へ
そ
の
幻
想
が
浮
か
び
上
る
程
、
す

っ
か
り
知
り
聾
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
男
が
現
れ
る
。

「
と
こ
ろ
で
ち
ょ
っ
と
此
方
の
部
屋
を
見
て
く
れ
給
え
」
と
、
彼

は
私
を
廊
下
の
反
対
の
側
に
あ
る
そ
の
工
房
へ
連
れ
て
行
っ
た



が
、
そ
こ
で
私
の
眼
に
触
れ
た
も
の
は
、
床
、
壁
、

天
井
の
嫌
い

な
く
、
あ
ら
ゆ
る
空
間
に
陳
列
し
て
あ
る
お
前
の
手
足
の
断
片
だ

っ
た
。
こ
と
に
奇
異
な
の
は
お
前
の
体
の
部
分
部
分
を
、

|

|
秘

密
な
箇
所
や
細
か
い

一
と
す
じ
の
筋
肉
な
ど
迄
を
、

ー
ー
ー
著
し
く

擁
大
し
た
写
真
が
、
方
々
に
貼
っ
て
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。
(
中
略
)

そ
れ
に
し
て
も
彼
は
ど
う
し
て
そ
れ
ら
の
写
真
を
手
に
入
れ
た

か
、
お
前
に
会
っ
た

こ
と
も
な
い
彼
が
い
か
に
し
て
撮
影
し
た
で

あ
ろ
う
か

o
l
la此
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
彼
が
出
し
て
見
せ

た
も
の
は
、

い
ろ
い
ろ
な
絵
か
ら
切
り
取
っ
た
古
い
フ
ィ
ル
ム
の

屑
だ
っ
た
。
短
い
の
は
一
と
コ
マ
か
二
た
コ
マ
、
長
い
の
は
十
コ

マ
二
十
コ

マ
ぐ
ら
い
ず
つ
、
彼
は
す
べ
て
の
お
前
の
映
画
か
ら
彼

に
必
要
で
あ
る
場
面
を
集
め
て
い
る
の
だ
。

「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
」

に
よ
っ
て
体
の
断
片
は
そ
れ
自
体
と
し
て
自

立
す
る
。
谷
崎
は

「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
」

に
関
し
て
は
独
自

こ
の

の
哲
学
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
、
『
青
塚
氏
の
話
』
の
発
表
よ
り
一

O

年
ほ
ど
前
、
大
正
六
年
の
『
活
動
写
真
の
現
在
と
将
来
』
の
中
に
そ

の
詳
細
を
う
か
、
が
え
る
。

或
る
場
面
の
内
一
部
分
を
切
り
抜
い
て
、
大
き
く
写
す
と
云
う

と
、
即
ち
デ
ィ
テ
イ
ル
を
示
し
得
る
こ
と
、

此
れ
が
ど
の
く
ら
い

演
劇
の
効
果
を
強
め
、
変
化
を
助
け
て
居
る
か
分
か
ら
な
い
。
此

の
意
味
に
於
い
て

写
実
的
の
場
面
は
実
演
劇
の
そ
れ
よ
り
も

層
絵
査
に
近
づ
い
て
居
る
。
実
演
の
舞
台
で
は
、
絵
董
と
閉
じ
構

図
を
と
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

写
真
劇
で
は
立
派
に
其
れ

が
行
わ
れ
る
。
(
中
略

人
間
の
容
貌
と
云
う
も
の
は

た
と
え
ど
ん
な
に
醜
い
顔
で
も

そ
れ
を
じ
っ
と
見
詰
め
て
居
る
と
、
何
と
な
く
其
処
に
神
秘
な
、

出一

m
厳
な
、
或
る
永
遠
な
美
し
さ
が
潜
ん
で
居
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
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る
も
の
で
あ
る
。

「
大
映
し
」

の
顔
を
眺
め
る

予
は
活
動
写
真
の

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
よ
う
に
迫
っ
て
来
る
の
を
覚
え
る
。
そ
れ
は

単
に
、
映
董
が
実
物
よ
り
も
擦
大
さ
れ
て
居
る
為
め
ば
か
り
で
は

な
く
、
恐
ら
く
実
物
の
よ
う
な
音
響
や
色
彩
が
な
い
為
め
で
も
あ

ろ
う
。
活
動
写
真
に
色
彩
と
音
響
と
が
な
い
事
は
、
其
の
融
点
な

る
が
如
く
に
し
て
、
寧
ろ
長
所
と
な
っ
て
居
る
の
で
あ
ろ
う
。
ち

ょ
う
ど
絵
輩
に
音
響
が
な
く
、
詩
に
形
象
が
な
い
よ
う
に
、
活
動



写
真
も
亦

た
ま
た
ま
其
の
融
点
に
依
っ
て
、
却
っ
て
墾
術
に
必

要
な
る
自
然
の
浄
化
|

|
Q

3

Z
E
s

t

SI

l
lを
行
っ
て
居
る

形
で
あ
る
。

大
正
期
の
谷
崎
と
晩
年
の
谷
崎
が

「
映
輩
」
、

「
絵
査
」
を
媒
介
と

し
て
結
び
つ
く
。

つ
ま
り
こ
れ
は
『
癒
痛
老
人
日
記
』
に
〈
映
画
〉

的
な
も
の
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ

そ
、
『
癒
蹟
老
人
日
記
』
の
挿
絵
が
仏
足
石
の
も
の
で
終
わ
る
答
え
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
図
式
と
し
て
は
、
棟
方
志
功
は
谷
崎
の
視
覚

を
獲
得
し
(
棟
方
が
極
度
の
近
眼
の
た
め
に
、
板
に
顔
を
擦
り
付
け
る
よ
う

に
し
て
、
抽
象
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
視
点
を
対
象
に
か
ぎ
り
な
く
近
接
さ

せ
て
板
商
を
制
作
し
て
い
た
こ
と
も
参
考
に
付
記
し
て
お
き
た
い
)
、

谷
崎

の
求
め
る
芸
術
上
の
浄
化
を
、
板
画
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
切
り
取

ら
れ
た
〈
フ
ィ
ル
ム
〉

自
の

「
絵
壷
」

コ
マ
と
し
て
の
、
色
彩
を
持
た
な
い
黒

に
よ
っ
て
や
っ
て
の
け
た
。
棟
方
の
挿
絵
が
存
在
す

に
変
換
さ
れ
、
そ
し
て

の

る
こ
と
に
よ
っ
て
楓
子
は

〈パ

l
ツ〉

「
の
弓
印
ZE
N
EHOロ
」
す
る
。
『
癒
癒
老
人
日
記
』
は
老
人
を
中
心
に

広
が
っ
て
い
く
世
界
だ
か
ら
こ
そ
、
「
出
来
レ
パ
繍
子
ノ
容
貌
姿
瞳
ヲ

コ
ノ
ヤ
ウ
ナ
菩
薩
像
ニ
刻
マ
セ
テ
密
カ
ニ
観
音
カ
勢
至
ニ
擬
シ
、

レ
ヲ
予
ノ
墓
石
ニ
ス
ル
諜
ニ
ハ
行
カ
ナ
イ
モ
ノ
カ
ト
。
ド
ウ
セ
予
ハ

紳
悌
ヲ
信
ジ
ナ
イ
、
宗
旨
ナ
ド
ハ
何
デ
モ
イ
¥
余
ニ
紳
様
カ
例
様

ガ
ア
ル
ト
ス
レ
パ
楓
子
ヲ
措
イ
テ
他
ニ
ハ
ナ
イ
。
楓
子
ノ
立
像
ノ
下

一
埋
メ
ラ
レ
¥
パ
予
ハ
本
望
ダ
」

と

こう
こ老
ま人
でに
至、最
ら、高
な、の
け、歓
れ、喜
ば、を
な、も

ら、た
な、ら
い、す
。菩

薩

胡て
0<ι 

換
さ
れ
る
楓
子
は

「
大
写
し
」

つ
ま
り
「
ク
ロ

ー
ズ
ア

ッ
プ
」
こ
そ
「
芸
術
に
必
要

な
る
自
然
の
浄
化
ー
ー
ー
の
弓
印
E
E
N
E
5
ロ
|

|
」
だ
と
す
る
意
識
、
が

谷
崎
の
中
に
は
あ
っ
た
。
老
人
に
と
っ
て
の
至
高
の
存
在
で
あ
る
楓

子
は
、
老
人
の
意
識
の
中
に
お
い
て
美
や
官
能
の
最
高
位
で
あ
る
菩
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薩
(
崇
拝
の
対
象
と
し
て
の
「
紳
様
カ
偽
様
」
と
同
等
の
存
在
)
に
変
換
さ

れ
る
の
だ
が
、
楓
子
が

〈
菩
薩
〉
化
す
る
た
め
の
宗
教
性
、

純
粋
性

は
文
章
の
み
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
挿
絵
に
よ

る
郷
子
の

「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
」
、

そ
し
て

〈パ

l
ツ〉

の

「の同一司印
4

い白
口

ιFN白
4

甘い

Oロ
」
の
効
果
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
実
現
さ
れ

楓
子
に

〈付
与
〉
さ
れ
る
。
『
楓
輝
老
人
日
記
』

は
挿
絵
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
初
め
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
顧
み
て
、
第
二
節

に
お
け
る
楓
子
の
〈
本
来
の
姿
〉

ソ

の
と
こ
ろ
で
は
小
説
世
界
か
ら

〈他
者
〉

が
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と



も
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
も
あ
る
意
味
で

「
浄
化
」
あ

る
い
は
純
化
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
挿
絵
が
視
覚
的
な
強
い
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
で
『
癒
掘
老
人
日
記
』
の
世
界
は
こ

こ
ま
で
閉
ざ
さ
れ、

そ
し
て
聞
か
れ
る
の
だ
。

[注
]

1 

永
井
敦
子
(
執
筆

・
編
集
)
た
つ
み
都
志
(
監
修
)
『
谷
崎
潤
一
郎
|
人

と
文
学
』
(
二

O

て

芦

屋
市
谷
崎
潤

一
郎
記
念
館
)

2 

伊
吹
和
子
『
わ
れ
よ
り
ほ
か
に

最
後
の
十
二
年
』
(
一

谷
崎
潤

一
郎

九
九
四

・
二
、
講
談
社
)

3 

小
高
根
二
郎
『
歓
喜
す
る
棟
方
志
功
』
(
一
九
七
六

・
一
二
、
新
潮
社
)

4 

『
海
』
(
一
九
七
三

・
二
、
中
央
公
論
社
)

5 

『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
(
一
九
八
九

・
四
、
至
文
堂

6 

『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
(
一
九
九
二

・
二
、
歪
文
堂
)

7 

『
群
像
』
(
一
九
九
九
・
六
、
講
談
社
)

8 

関
礼
子
は
「
佐
々
木
看
護
婦
と
い
う
存
在
『
癒
煽
老
人
日
記
』
に
お

け
る
シ
ヤ
ド
ワ
ワ
ク
の
領
域

」
(
『
日
本
文
学
』
、
二

O
O
二
・
二
、
日

本
文
学
協
会
)
の
な
か
で
「
初
出
第
三
回
(
『
中
央
公
論
』

昭
和
三
十
七
年

一
月
ご
の
螺
熔
の
挿
絵
に
触
れ
、
「
初
出
を
み
れ
ば
こ
の
場
面
は
棟
方
志

マ
マ

功
に
よ
っ
て
版
画
と
な
っ
て
視
覚
化
さ
れ
、
読
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す

る
媒
体
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
関
が
挿
絵
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
は
こ
の
部
分
の
み
で
あ
る
。

9 

『
中
央
公
論
』
(
一
九
六
五
・

一
O
、
中
央
公
論
社

1 
0 

谷
崎
か
ら
の
、
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
の
挿
絵
を
描
い
て
く
れ
と
い
う
指

示
が
有
っ
た
か
に
つ
い
て
は

資
料
が
無
い
た
め
確
認
し
よ
う
、
が
な
い
。

た
だ
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
《
鍵
板
商
柵
》
の
中
の
《
大
首

の
柵
》
の
存
在
で
あ
る
。
《
大
首
の
柵
》
は
『
鍵
』
を
象
徴
す
る
挿
絵
と
し

て
見
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
棟
方
の
作
風
を
方
向
付
け
も
し
た
と
さ

れ
て
い
る
板
函
だ
。
引
用
で
確
認
し
た
ほ
ど
に
ク
ロ
ズ
ア
ッ
プ
に
芸
術
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上
の
哲
学
ま
で
見
出
し
て
い
た
谷
崎
が
こ
れ
を
見
逃
す
は
ず
は
な
い
。
こ

こ
に
『
癒
織
老
人
日
記
』
に
お
け
る
楓
子
の
「
の
ミ
∞

g
-rN白
C
D
コ
」
の
端

緒
を
見
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
単
行
本
の
『
癒
頒
老
人

日
記
』
で
は
表
紙
を
開
く
と
す
ぐ
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
楓
子
の
頭

部
が
描
か
れ
て
い
る
(
裏
表
紙
も
同
様
)
。

谷[
崎本
潤文
一 引
郎用
'9 

癒す
織Z
老
人
日
記
色=

九

一
1
一
九
六
二

・
玉
、
『
中

央
公
論
』
連
載
(
雑
誌
初
出
)

ふ
う
て
ん

谷
崎
潤

一
郎
『
楓
繍
老
人
日
記
』

一
九
六
二

・
五
、
中
央
公
論
社
(
単
行
本
)


