
「
女
人
神
聖
」

「
女
人
」
を
め
ぐ
っ
て

谷
崎
潤
一
郎
の
作
品
に
五
人
の
「
光
子
」
が
登
場
す
る
こ
と
は
か
つ
て

（
注
1
)

指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
平
成
二
年
春
に
谷
崎
の
全
集
未
収
録
作
品
と

し
て
発
表
さ
れ
た
「
小
僧
の
夢
」
（
大
六
・
三
・
四
＼
四
・
―
-
「
福
岡
日

日
新
聞
」
）
に
も
名
前
の
み
で
は
あ
る
も
の
の
光
子
が
描
か
れ
て
い
た
。
従

っ
て
六
作
と
な
っ
た
”
光
子
も
の
“
の
汀
〗
、
一
作
目
「
少
年
」
の
迄
四

に
続
き
、
今
回
第
三
作
目
に
当
た
る
「
女
人
神
聖
」
の
光
子
を
と
り
あ
げ

た
い
。さ

て
、
従
来
の
当
作
品
の
扱
わ
れ
方
だ
が
、
こ
れ
ま
で
評
価
ら
し
い
評

価
は
な
く
、
た
と
え
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
次
の
須
永
朝
彦
氏

（
注
4
)

の
よ
う
に
、
由
太
郎
の
女
性
志
向
や
零
落
諏
に
関
心
は
向
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
小
説
は
、
由
太
郎
が
中
学
校
の
上
級
生
で
品
性
が
高
く
容
貌
典

雅
な
華
族
の
令
息
に
恋
着
さ
れ
て
交
際
す
る
あ
た
り
ま
で
は
非
常
に

興
味
深
い
展
開
を
見
せ
る
が
、
途
中
か
ら
「
明
け
暮
れ
、
女
の
や
う

な
美
し
さ
に
の
み
憧
れ
の
情
を
寄
せ
て
」
ゐ
た
と
い
ふ
設
定
が
蔑
ろ

に
さ
れ
、
女
蕩
し
の
美
青
年
が
身
を
持
ち
崩
す
と
い
ふ
た
ゞ
の
零
落

諏
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。

谷
崎
潤
一

郎

論

こ
の
由
太
郎
と
は
対
照
的
な
半
生
を
辿
り
、
「
女
人
神
聖
」
の
「
女
人
」

に
あ
た
る
と
推
測
さ
れ
る
光
子
に
関
し
て
は
、
中
井
英
夫
氏
が
「
結
局
は

妹
の
光
子
だ
け
が
”
ま
す
ま
す
美
し
く
な
り
優
っ
て
へ
由
太
郎
の
方
は
千

束
町
あ
た
り
に
落
ち
ぶ
れ
て
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
し
ま
う
。
」
と
由
太
郎

（注
5
)

（注
6
)

手
注
7
)

と
の
比
較
で
一
言
触
る
か
、
あ
る
い
は
、
野
口
武
彦
氏
や
野
村
尚
口
氏
が

「
肉
塊
」
（
大
―
ニ
・
一
＼
四
「
東
京
朝
日
新
聞
」
）
と
と
も
に
、
「
女
人
神

聖
」
を
「
痴
人
の
愛
」
の
ナ
オ
ミ
の
モ
デ
ル
、
義
妹
せ
い
子
の
片
鱗
を
留

め
る
作
品
と
位
置
付
け
る
な
か
で
片
付
け
ら
れ
て
来
た
。
本
稿
は
、
こ
の

よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
「
女
人
」
の
光
子
に
焦
点
を
あ
て
、

「
女
人
」
の
意
味
を
追
う
こ
と
に
よ
り
「
女
人
神
聖
」
を
読
ん
で
い
こ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

「
女
人
神
聖
」
は
大
正
六
年
九
月
よ
り
翌
七
年
六
月
ま
で
「
婦
人
公
論
」

に
連
載
さ
れ
た
。
顔
だ
ち
が
「
左
右
の
掌
の
や
う
に
よ
く
似
て
」
い
る
「
さ

な
が
ら
絵
草
紙
か
ら
抜
け
出
た
」
よ
う
な
美
貌
の
兄
妹
、
由
太
郎
と
光
子

は
「
互
に
器
量
を
鼻
に
か
け
て
」
反
目
し
な
が
ら
育
つ
。
相
場
師
の
父
が

死
に
、
母
が
再
婚
し
、
二
人
は
財
産
家
の
伯
父
、
河
田
の
も
と
で
暮
ら
す

が
、
由
太
郎
の
書
生
同
様
の
扱
い
に
対
し
て
、
光
子
は
河
田
家
の
令
嬢
の

西

荘

保
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よ
う
な
待
遇
を
受
け
る
。
最
後
に
は
、
由
太
郎
が
千
束
町
の
銘
酒
屋
の
兄

い
に
な
っ
た
と
噂
さ
れ
る
一
方
、
光
子
は
財
産
家
の
令
夫
人
に
な
る
と
い

う
対
照
的
な
半
生
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

「
女
人
神
聖
」
の
前
半
部
は
次
の
よ
う
な
由
太
郎
の
女
性
志
向
を
中
心
に
展

開
し
て
い
く
。

此
の
世
に
、
女
と
し
て
生
れ
る
事
の
出
来
な
か
っ
た
彼
は
、
せ
め
て

女
に
近
い
性
質
を
持
ち
た
か
っ
た
。
女
の
や
う
な
声
を
出
し
、
女
の

や
う
な
し
な
を
作
り
、
女
の
や
う
な
色
目
を
使
っ
て
、
腸
の
底
か
ら

女
の
気
持
ち
で
居
た
な
ら
ば
、
或
は
自
然
と
、
自
分
の
肉
体
に
女
性

的
変
質
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
中
略
）

朝
か
ら
晩
ま
で
、
彼
の
頭
を
支
配
し
て
居
る
も
の
は
、
た
ゞ
「
女
性

的
の
美
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
明
け
暮
れ
、
女
の
や
う
な
美
し
さ
に
の

み
憧
れ
情
を
寄
せ
て
、
寝
て
も
覚
め
て
も
そ
の
事
ば
か
り
考
へ
て
居

こ。t
 

た
だ
し
、
こ
の
女
性
志
向
は
、
単
な
る
女
性
美
へ
の
憧
れ
で
片
付
け
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
心
身
と
も
に
開
花
し
始
め
る
青
春
時
代
、
そ
の
時
期

に
、
「
た
ゞ
女
だ
け
」
が
「
容
貌
を
研
き
、
美
衣
を
飾
り
恋
愛
の
蜜
を
す
A

る
」
「
歓
楽
に
耽
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
居
る
」
こ
と
へ
の
由
太
郎
の
羨
み
が

そ
こ
に
は
あ
る
。

相
当
の
家
庭
に
育
っ
た
娘
は
十
六
七
か
ら
二
十
前
後
の
年
齢
に
な
れ

ば
、
大
概
配
偶
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
。
相
当
の
家
庭
に
育
た
ず
と

も
、
器
量
さ
へ
勝
れ
て
居
れ
ば
、
藝
者
と
云
ふ
職
業
を
求
め
て
、
公
々

然
と
恋
愛
を
語
り
、
綺
羅
を
纏
う
て
居
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
歓
楽
を
縦
恣
に
す
る
「
女
の
境
遇
を
羨
む
に
つ
れ
て
由
太

郎
は
女
性
的
の
も
の
が
凡
て
好
き
に
な
」
る
の
で
あ
り
、
由
太
郎
の
歓
楽

志
向
を
全
う
さ
せ
る
の
が
女
の
境
遇
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歓

楽
に
耽
る
の
は
女
性
の
特
権
で
あ
り
、
女
性
特
有
の
在
り
様
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
特
権
と
は

行
く
末
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
な
が
ら
、
現
在
で
は
少
く
と
も
、
自

分
よ
り
光
子
の
方
が
幸
福
で
あ
る
と
し
か
思
は
れ
な
か
っ
た
。
由
太

郎
が
お
洒
落
を
す
れ
ば
、
父
親
が
見
る
に
見
か
ね
て
叱
言
を
云
ふ
け

れ
ど
、
光
子
が
好
着
物
を
着
た
が
っ
た
と
て
、
叱
ら
れ
た
と
云
ふ
例

は
な
い
。
さ
う
し
て
、
内
に
客
が
あ
れ
ば
、
妹
の
方
は
酒
宴
の
席
へ

呼
び
出
さ
れ
て
、
大
人
を
相
手
に
、
踊
っ
た
り
唄
つ
た
り
騒
い
だ
り

し
て
、
や
ん
や
と
喝
采
を
拍
し
た
り
、
御
馳
走
の
招
伴
に
与
っ
た
り

す
る
の
に
、
兄
の
方
は
指
を
咬
へ
て
引
込
ん
で
居
る

と
、
既
に
光
子
が
ま
と
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
行
く
末
」
も
ま
た
、

成
長
す
る
に
従
い
「
女
ら
し
い
美
し
さ
が
消
え
」
て
い
く
由
太
郎
に
比
べ
、

「
ま
る
で
人
種
が
違
ふ
や
う
に
、
優
雅
で
、
な
ま
め
か
し
く
」
美
し
く
な
り

優
っ
て
い

V
光
子
が
そ
っ
く
り
享
受
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

伯
父
の
河
田
に
引
き
取
ら
れ
た
後
、
書
生
扱
い
の
由
太
郎
に
対
し
、
令
嬢

同
然
の
待
遇
を
受
け
る
光
子
は
、
「
日
曜
に
な
れ
ば
」
遊
山
だ
、
歌
舞
伎
だ

と
連
れ
て
い
か
れ
、
両
手
の
指
に
は
「
二
つ
三
つ
の
色
の
違
っ
た
宝
石
さ

ヘ
光
」
ら
せ
て
い
く
。
男
性
な
が
ら
歓
楽
の
道
を
進
も
う
と
し
た
由
太
郎

が
零
落
し
て
行
く
一
方
、
光
子
は
「
首
尾
よ
く
」
財
産
家
の
総
領
息
子
と

結
婚
し
、河

田
家
の
令
夫
人
と
な
つ
て
か
ら
も
、
光
子
の
容
貌
は
ま
す
／
＼
美

し
く
な
り
優
つ
て
、
屡
々
新
聞
や
婦
人
画
報
の
写
真
欄
を
賑
は
し
、
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三
越
や
白
木
の
広
告
の
モ
デ
ル
に
さ
へ
も
使
は
れ
る
や
う
に
な
っ

た
。
彼
女
の
名
前
は
、
オ
色
双
絶
の
年
若
き
貴
婦
人
と
し
て
、
普
＜

都
下
に
響
き
渡
っ
た
。

と
対
照
的
で
あ
る
。
当
時
（
「
女
人
神
聖
」
が
執
筆
さ
れ
た
大
正
六
年
頃
）

の
「
婦
人
画
報
」
の
写
真
欄
と
は
、
皇
族
、
貴
族
を
筆
頭
に
、
上
流
階
級

の
美
し
い
令
夫
人
、
令
嬢
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
美
と
地
位
の
象
徴

で
あ
る
写
真
の
一
葉
に
光
子
の
姿
を
重
ね
る
を
以
て
、
当
時
の
読
者
に
、
相

場
師
の
娘
の
破
格
の
出
世
を
印
象
付
け
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
由
太
郎
と
光
子
の
対
照
的
な
半
生
を
呈
示
す
る
こ
と
で
、

「
女
人
神
聖
」
の
「
女
人
」
と
は
、
所
詮
女
性
美
に
か
な
う
こ
と
の
出
来
な

い
男
性
に
対
し
て
、
歓
楽
享
受
の
特
権
を
持
つ
女
性
と
、
ま
ず
は
考
え
ら

れ
る
。前

記
し
た
よ
う
に
、
須
永
氏
は
、
由
太
郎
の
女
性
志
向
の
設
定
が
途
中

で
「
蔑
ろ
に
さ
れ
、
女
蕩
し
の
美
青
年
が
身
を
持
ち
崩
す
と
い
ふ
た
ゞ
の

零
落
諏
に
な
つ
て
し
ま
ふ
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
設
定
が
「
蔑

ろ
」
に
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
由
太
郎
像
の
破
綻
と
と
る
べ
き
で

は
な
い
か
。
由
太
郎
の
女
性
志
向
に
は
、
由
太
郎
に
な
ぜ
女
性
に
な
り
た

い
か
を
語
ら
せ
る
こ
と
で
、
歓
楽
享
受
と
い
う
女
性
の
特
権
、
光
子
の
特

権
を
謳
い
あ
げ
る
目
的
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
目
的
が
果

た
さ
れ
た
後
、
由
太
郎
は
次
に
光
子
の
ラ
イ
バ
ル
雪
子
を
堕
落
さ
せ
る
べ

く
、
「
女
蕩
し
」
に
な
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
由
太
郎

は
芸
者
巴
に
情
夫
扱
い
さ
れ
た
あ
た
り
か
ら
、
「
己
の
境
遇
は
、
全
く
昔
の

人
情
本
の
中
に
あ
る
色
男
の
や
う
ぢ
や
な
い
か
」
と
、
俄
に
男
と
し
て
の

享
楽
に
耽
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
だ
が
、
そ
の
一
方
「
甘
い
涙
に
掻
き

く
れ
な
が
ら
口
説
き
た
て
る
の
を
女
の
美
点
」
と
考
え
て
人
前
で
さ
め
ざ

め
と
泣
く
な
ど
、
形
ば
か
り
の
女
性
志
向
も
窺
え
る
。
光
子
を
描
く
に
振

り
回
さ
れ
て
、
由
太
郎
像
は
破
綻
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は

（注
8
)

4ヽ

Aヽ

0

な
し
カ

そ
し
て
又
、
こ
の
歓
楽
享
受
と
は
、
「
天
オ
」
だ
「
聖
人
」
だ
と
賞
さ
れ

て
い
た
少
年
、
春
之
助
が
快
楽
主
義
者
に
目
覚
め
て
い
く
過
程
を
描
い
た

「
神
童
」
（
「
中
央
公
論
」
大
五
・
一
）
に
既
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

春
之
助
は
「
半
玉
と
呼
ば
れ
る
女
た
ち
」
を
見
て
、
「
自
然
と
」
次
の
よ
う

な
考
え
に
「
導
か
れ
て
」
い
く
。

彼
等
は
元
来
春
之
助
と
同
じ
ゃ
う
に
、
卑
し
く
貧
し
い
家
に
生
ま
れ

た
子
供
で
あ
り
な
が
ら
、
た
ま
た
ま
美
し
い
容
貌
を
持
つ
て
居
た
為

に
花
や
か
な
色
里
の
芸
者
の
仲
間
に
選
ば
れ
て
、
年
中
あ
の
や
う
な

贅
沢
と
自
由
と
を
許
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
あ
の
少
女
等

は
美
し
き
が
故
に
大
人
と
等
し
い
凡
べ
て
の
享
楽
を
与
え
ら
れ
て
居

る
。
奢
修
も
生
意
気
も
恋
も
虚
言
も
、
「
美
し
き
が
故
に
」
彼
等
は
実

行
の
特
権
を
持
つ
て
居
る
。

こ
の
、
「
貧
し
い
」
家
の
子
で
あ
り
な
が
ら
、
「
美
し
き
」
が
故
に
「
贅

沢
と
自
由
」
と
が
許
さ
れ
て
い
る
と
、
羨
望
の
眼
差
し
で
、
一
場
面
の
み

描
か
れ
て
い
た
女
性
と
い
う
も
の
を
、
実
際
に
男
性
と
同
じ
舞
台
に
立
て

て
、
そ
の
半
生
を
描
い
た
の
が
「
女
人
神
聖
」
の
光
子
で
あ
る
と
も
言
え

よ
う
。さ

ら
に
、
「
神
童
」
と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
「
鬼
の
面
」
（
「
東
京
朝
日

新
聞
」
大
五
・
一
＼
五
）
に
も
、
「
遊
び
た
い
と
思
ふ
時
に
、
い
つ
で
も
好

き
な
待
合
へ
上
つ
て
、
芸
者
が
呼
べ
る
境
遇
に
な
り
さ
へ
す
れ
ば
、
そ
れ

で
人
間
の
幸
福
は
尽
き
て
居
る
や
う
な
気
が
す
る
事
も
あ
っ
た
」
と
い
う

快
楽
主
義
者
の
「
貧
書
生
」
が
、
ま
た
、
同
年
八
月
脱
稿
の
「
異
端
者
の
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さ
て
、
そ
の
光
子
の
上
層
社
会
へ
の
浮
上
だ
が
、
こ
れ
は
、
光
子
が
女

学
校
に
進
学
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

2
 

悲
し
み
」
（
発
表
は
翌
六
年
七
月
「
中
央
公
論
」
）
に
も
、
次
の
よ
う
な
快

楽
主
義
者
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

自
分
が
今
住
ん
で
居
る
晒
巷
の
あ
ば
ら
屋
の
周
囲
に
こ
そ
、
あ
ら
ゆ

る
醜
悪
や
陰
欝
や
悲
運
が
附
き
纏
は
つ
て
居
る
も
の
A

、
人
間
の
世

の
凡
て
が
此
れ
程
に
暗
く
冷
た
い
物
で
あ
ら
う
と
は
信
ぜ
ら
れ
な

い
。
寧
ろ
反
対
に
、
思
ふ
存
分
の
富
と
健
康
と
を
獲
得
し
て
、
王
候

に
等
し
い
豪
奢
な
生
活
を
営
み
得
る
身
分
に
な
れ
た
な
ら
、
此
の
世

は
遥
か
に
天
国
や
夢
幻
の
境
よ
り
楽
し
く
美
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
に
違

ひ
な
い
。
（
中
略
）
た
と
へ
王
候
の
地
位
ま
で
に
は
登
れ
な
い
で
も
、

少
し
づ
A

な
り
と
現
在
の
窮
境
か
ら
上
層
の
社
会
へ
浮
か
び
出
る
や

う
に
な
つ
て
欲
し
い
。

河
野
多
恵
子
氏
が
「
肯
定
の
欲
望
」
と
言
い
表
し
た
部
分
で
あ
る
。
前

述
の
「
神
童
」
で
は
、
「
貧
し
い
」
境
遇
か
ら
の
脱
出
へ
の
憧
れ
程
度
で
あ

っ
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は
、
極
め
て
強
い
上
昇
志
向
と
な
っ
て
、
「
此
の
世
」

で
の
歓
楽
享
受
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
上
昇
志

向
が
あ
る
に
拘
ら
ず
、
「
異
端
者
の
悲
し
み
」
で
も
「
窮
境
」
と
あ
る
よ
う

に
、
こ
れ
ら
の
快
楽
主
義
者
た
ち
が
、
揃
っ
て
貧
窮
と
不
遇
に
処
せ
ら
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
「
女
人
神
聖
」
の
光
子
が
、
歓
楽
享
受
の
特
権
を
持
ち
、

相
場
師
の
娘
か
ら
上
層
社
会
の
一
員
へ
と
、
破
格
な
出
世
を
し
て
い
く
の

は
、
光
子
が
こ
れ
ら
快
楽
主
義
者
の
夢
の
形
で
あ
れ
ば
こ
そ
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
か
。

相
場
師
の
父
を
亡
く
し
た
兄
妹
は
、
初
め
、
母
親
お
咲
と
共
に
伯
父
の

仕
送
り
で
生
活
す
る
。
中
学
に
進
学
し
た
由
太
郎
に
対
し
、
女
の
女
学
校

は
「
贅
沢
」
と
、
光
子
は
さ
る
華
族
の
家
の
奉
公
勤
め
を
強
い
ら
れ
る
。

し
か
し
、
光
子
は
「
誰
が
何
と
云
っ
た
つ
て
奉
公
な
ん
ぞ
に
行
く
も
の
か
」

と
、
女
学
校
に
行
く
か
、
さ
も
な
く
ば
芸
者
に
な
る
と
言
っ
て
き
か
な
い
。

そ
こ
で
、
伯
父
河
田
が
奉
公
勤
め
を
諭
す
つ
も
り
で
光
子
に
会
う
の
だ
が
、

光
子
と
話
し
て
い
る
う
ち
に
河
田
の
気
が
変
わ
り
、
光
子
の
女
学
校
進
学

は
突
然
許
可
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
伯
父
が
女
学
校
進
学
を

諾
し
た
時
の
一
場
面
で
あ
る
。

伯
父
は
斯
う
言
つ
て
、
物
凄
い
目
を
象
の
や
う
に
細
く
し
て
、
桜
色

に
上
気
し
た
光
子
の
顔
を
、
う
つ
と
り
と
見
詰
め
て
居
る
。

先
か
ら
散
々
泣
か
さ
れ
た
為
に
、
結
ひ
た
て
の
髪
が
な
ま
め
か
し
く

乱
れ
て
、
折
角
塗
っ
た
お
白
粉
の
と
こ
ろ
／
＼
剥
げ
か
＞
り
、
衣
紋

も
裾
も
し
ど
け
な
い
姿
に
な
つ
て
、
ぐ
っ
た
り
と
畳
へ
崩
折
れ
て
居

る
彼
女
の
風
情
は
、
芳
年
の
三
十
二
相
の
錦
絵
か
ら
抜
け
て
出
た
や

う
に
妖
艶
で
、
ま
だ
十
五
歳
の
少
女
の
や
う
に
は
思
は
れ
な
い
。

光
子
に
魅
了
さ
れ
た
と
思
し
き
伯
父
の
一
存
で
、
河
田
家
よ
り
女
学
校

に
通
え
る
よ
う
に
な
っ
た
光
子
は
、
さ
ら
に
「
あ
の
顔
だ
ち
な
ら
、
今
に

い
く
ら
で
も
立
派
な
所
か
ら
貰
ひ
手
が
あ
る
」
と
い
う
河
田
夫
婦
の
「
婚

姻
政
略
」
の
皮
算
用
に
依
っ
て
、
河
田
家
の
子
供
同
然
に
大
切
に
扱
わ
れ

る
。
こ
こ
で
、
光
子
の
性
は
商
品
化
さ
れ
て
お
り
、
光
子
は
そ
の
代
償
に
、

河
田
家
の
令
嬢
同
然
の
地
位
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
光
子

は
女
性
の
魅
力
に
よ
っ
て
、
自
分
の
出
自
を
越
え
、
そ
の
地
位
を
高
め
て

い
く
女
な
の
で
あ
る
。

参
考
ま
で
に
、
谷
崎
の
描
く
女
学
生
像
に
注
意
し
て
お
く
と
、
「
羮
」
（
「
東
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京
日
日
新
聞
」
明
四
五
・
七

S
一
―
)
の
美
代
子
は
「
相
応
に
財
産
」
の

あ
る
商
売
人
の
正
妻
の
子
、
「
捨
て
ら
れ
る
迄
」
（
「
中
央
公
論
」
大
三
・
一
）

の
三
千
子
は
「
中
流
家
庭
の
令
嬢
」
、
「
美
男
」
（
「
新
潮
」
大
五
・
九
）
に

は
「
高
等
官
の
令
嬢
」
、
「
鶯
姫
」
（
「
中
央
公
論
」
大
六
・
ニ
）
の
春
子
は

子
爵
令
嬢
、
「
小
僧
の
夢
」
（
大
六
•
三S
四
）
に
は
洋
酒
店
の
「
お
嬢
さ

ん
」
、
「
女
人
神
聖
」
の
雪
子
は
財
産
家
の
令
嬢
、
「
魚
の
李
太
白
」
（
「
新
小

説
」
大
七
・
九
）
の
春
江
と
桃
子
は
「
お
嬢
様
」
と
、
女
学
生
で
あ
る
こ

と
が
一
種
の
ス
テ
イ
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の

が
殆
ど
な
の
で
収
な
。
こ
こ
で
、
奉
公
に
行
く
べ
き
身
の
上
で
あ
り
な
が

ら
、
奉
公
に
も
行
か
ず
、
芸
者
に
も
な
ら
ず
、
女
学
校
に
進
学
し
た
光
子

と
は
、
生
ま
れ
落
ち
た
階
層
や
境
遇
の
殻
を
破
り
、
女
学
生
で
あ
る
こ
と

を
ス
テ
イ
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
階
層
へ
と
上
昇
し
て
い
っ
た
、
谷
崎
が

描
く
女
学
生
像
に
希
有
な
女
性
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
谷
崎
の
意
図
的
な

造
形
で
あ
ろ
う
。
光
子
に
似
た
設
定
と
言
え
ば
、
「
神
童
」
の
、
お
妾
の
子

お
鈴
が
女
学
生
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
女
の
場
合
は
、
正
妻
死
後
、
お
妾

の
母
親
共
々
旦
那
宅
に
引
き
取
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
お
鈴
は
、
正

妻
の
弟
を
い
じ
め
、
書
生
を
見
下
す
程
度
で
、
光
子
の
よ
う
な
サ
ク
セ
ス

ス
ト
ー
リ
ー
を
辿
る
よ
う
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
光
子
が
女
学
生
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
層
社
会
へ
の
浮
上

と
い
う
意
味
で
、
快
楽
主
義
者
の
夢
の
体
現
化
の
一
ス
テ
ッ
プ
で
あ
っ
た

の
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
作
品
中
の
も
う
一
人
の
女
学
生
、
河
田
家
の

令
嬢
雪
子
と
の
対
照
か
ら
、
光
子
の
「
女
人
」
像
を
明
確
に
打
ち
出
す
意

図
も
あ
っ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

二
人
が
初
め
て
顔
を
合
わ
せ
た
時
、
「
満
更
醜
い
目
鼻
立
ち
で
は
な
い
」

雪
子
も
、
「
光
子
の
傍
に
並
ば
せ
る
」
と
、
「
下
女
と
お
嬢
様
ほ
ど
の
相
違
」

を
露
呈
し
、
体
の
発
達
も
「
水
々
と
伸
び
て
居
る
」
光
子
に
対
し
、
「
同
い

年
と
は
思
へ
ぬ
ほ
ど
遅
れ
て
」
、
「
痩
こ
び
て
萎
け
て
居
る
」
と
あ
る
。
光

子
の
美
貌
は
、
最
初
か
ら
二
人
の
上
下
関
係
の
逆
転
を
明
示
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

雪
子
が
光
子
に
令
嬢
の
椅
子
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
最
大
の
原
因

は
、
雪
子
が
、
財
産
目
当
て
の
由
太
郎
の
誘
惑
に
「
引
き
擦
ら
れ
」
た
果

て
に
妊
娠
し
、
河
田
家
か
ら
親
戚
宅
へ
と
放
逐
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ

の
結
果
光
子
は
、
雪
子
の
部
屋
を
貰
い
受
け
、
河
田
家
の
唯
一
の
令
嬢
と

成
り
す
ま
し
、
雪
子
が
河
田
家
に
戻
っ
て
き
た
際
は
、
再
び
追
い
払
お
う

と
画
策
す
る
。
最
後
に
は
雪
子
が
、
河
田
家
の
嘗
て
の
書
生
と
結
婚
す
る

の
に
対
し
、
光
子
は
河
田
家
の
総
領
息
子
と
「
盛
大
な
華
燭
の
典
」
を
あ

げ
る
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
。

不
祥
事
を
起
こ
し
た
雪
子
の
姿
は
、
作
品
が
設
定
さ
れ
て
い
る
明
治
四

十
年
代
頃
、
世
間
で
騒
が
れ
て
い
た
堕
落
女
学
生
の
姿
に
重
な
る
。
新
聞

雑
誌
が
連
載
を
組
ん
で
こ
ぞ
っ
て
書
き
立
て
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
東
京
朝
日
新
聞
」
は
、
明
治
四
四
年
三
月
二
六
日
か
ら

五
月
一
七
日
ま
で
、
「
現
代
の
女
学
生
」
を
連
載
し
た
。

明
治
四
十
三
年
秋
九
月
頃
か
ら
、
四
十
四
年
桃
花
の
季
節
へ
か
け
て
、

日
本
の
主
都
東
京
市
に
は
、
大
変
な
俗
謡
が
流
行
し
た
。

其
の
一
に
曰
く
「
ア
ー
メ
ン
、
ソ
ー
メ
ン
、
う
ん
ど
ん
な
ど
と
、

海
老
茶
袴
で
、
太
鼓
腹
隠
し
て
、
何
と
間
が
好
ん
で
せ
う
」
（
中
略
）

こ
れ
真
に
一
部
の
女
学
生
相
を
心
憚
な
く
言
現
し
た
も
の
な
れ
ば
也

（
明
四
四
・
三
・
ニ
六
）

明
治
の
女
学
生
に
つ
い
て
本
田
和
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
な
。

女
学
校
は
、
華
族
女
学
校
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
国
家
を
背
景
と
し
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た
近
代
女
性
の
製
造
の
場
で
あ
り
、
同
時
に
一
方
で
は
、
海
老
茶
袴

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
特
権
性
が
薄
め
ら
れ
一
般
化
さ
れ
始

め
た
時
代
を
迎
え
て
い
た
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
生
ま
れ
落
ち
た

階
層
と
そ
の
財
力
ゆ
え
に
、
優
雅
に
他
愛
な
く
「
女
学
生
」
を
享
受

し
得
る
一
握
り
の
娘
た
ち
と
、
そ
の
身
分
を
足
が
か
り
に
、
上
昇
気

流
に
身
を
委
ね
て
己
の
境
遇
か
ら
の
脱
出
を
企
て
る
一
群
の
娘
た
ち

と
が
、
隔
て
な
く
混
在
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

「
上
昇
気
流
に
身
を
委
ね
て
」
と
は
、
「
魔
風
恋
風
」
（
「
読
売
新
聞
」
明

三
六
・
ニ
＼
九
）
の
ヒ
ロ
イ
ン
初
野
が
、
妾
腹
の
恥
辱
を
そ
そ
ご
う
と
、

「
名
誉
あ
る
女
子
学
院
の
卒
業
生
と
し
て
、
天
晴
婦
人
社
会
に
学
者
の
名
を

取
ら
う
」
と
学
問
で
立
身
出
世
を
志
す
よ
う
な
も
の
や
、
「
青
春
」
（
「
読
売

新
聞
」
明
三
八
・
三
＼
三
九
・
―
一
）
の
ヒ
ロ
イ
ン
繁
が
華
族
と
の
結
婚

に
心
揺
ら
す
よ
う
な
も
の
な
ど
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
、
女
学
生
小
説
と

し
て
は
代
表
格
で
、
当
時
、
大
い
に
人
気
を
博
し
た
と
い
う
「
魔
風
恋
風
」

や
「
青
春
」
で
、
幸
福
な
結
婚
を
し
、
幸
せ
を
掴
む
の
は
「
本
物
の
令
嬢
」
、

「
情
夫
狂
い
」
と
言
わ
れ
、
恋
に
破
れ
、
果
て
は
脚
気
衝
心
す
る
初
野
や
、

妊
娠
が
判
っ
て
華
族
と
の
縁
談
を
諦
め
、
さ
ら
に
堕
胎
の
失
敗
を
す
る
繁

な
ど
、
暗
い
運
命
を
背
負
う
の
は
「
上
昇
気
流
に
身
を
委
ね
て
己
の
境
遇

か
ら
の
脱
出
を
企
て
る
」
娘
と
い
う
構
図
に
対
し
、
「
女
人
神
聖
」
で
は
、

十
人
並
の
器
量
の
お
嬢
様
の
雪
子
の
性
が
剥
き
出
し
に
さ
れ
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
が
面
白
が
っ
て
書
き
立
て
る
堕
落
女
学
生
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ

し
て
、
女
の
魅
力
を
備
え
る
光
子
は
、
表
面
上
何
ら
不
祥
事
を
起
こ
さ
ず
、

無
傷
の
ま
ま
、
汚
れ
役
に
な
る
こ
と
な
く
、
「
上
昇
気
流
」
に
乗
っ
て
女
性

と
し
て
の
出
世
を
す
る
。
つ
ま
り
、
光
子
の
よ
う
な
美
や
女
性
的
魅
力
を

持
っ
た
女
人
に
は
、
生
ま
れ
つ
き
与
え
ら
れ
て
い
た
社
会
的
地
位
や
境
遇

な
ど
絶
対
で
は
な
く
、
覆
さ
れ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
女
人
神
聖
」

は
、
時
の
、
女
学
生
と
い
う
風
俗
を
こ
の
よ
う
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
光

子
と
雪
子
の
対
照
を
以
て
、
谷
崎
文
学
の
「
す
べ
て
美
し
い
者
は
強
者
で

あ
り
、
醜
い
も
の
は
弱
者
で
あ
っ
た
」
（
「
刺
青
」
）
と
い
う
命
題
を
強
く
打

ち
出
し
て
い
る
の
で
鯰
紐
゜

以
上
の
よ
う
に
、
由
太
郎
と
光
子
、
雪
子
と
光
子
と
い
う
対
照
の
中
か

ら
、
光
子
一
人
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
い
う
作
品
の
構
造
を
読
む
こ

と
が
出
来
よ
う
。
快
楽
主
義
者
の
夢
の
形
と
し
て
登
場
し
た
光
子
は
、
歓

楽
享
受
と
い
う
存
在
の
在
り
様
の
ま
ま
に
生
き
て
「
上
昇
」
し
て
い
く
、

女
性
美
、
女
性
的
魅
力
を
備
え
た
「
女
人
」
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
女
人

神
聖
」
の
前
半
部
分
を
通
じ
て
、
快
楽
主
義
者
の
夢
の
形
と
し
て
導
き
出

さ
れ
た
光
子
は
、
後
半
の
い
さ
さ
か
風
俗
小
説
的
な
部
分
に
よ
っ
て
肉
付

け
さ
れ
、
一
個
の
女
性
像
と
し
て
作
り
あ
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

題
名
の
〈
女
人
神
聖
〉
と
は
、
快
楽
主
義
者
の
夢
を
叶
え
る
こ
と
の
出

来
る
「
女
人
」
へ
の
讃
歌
を
意
と
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
女
性
美
、
女
性

的
魅
力
を
備
え
た
「
女
人
」
へ
の
讃
歌
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
、
当
作
品
を
大
正
六
年
と
い
う
谷
崎
の
小
説
世
界
に
置
い
て
み
た

時
、
も
う
―
つ
の
、
よ
り
大
き
な
〈
女
人
神
聖
〉
の
意
味
が
見
え
て
く
る

の
で
あ
る
。

「
女
人
神
聖
」
が
執
筆
さ
れ
始
め
た
大
正
六
年
と
言
え
ば
、
幻
想
的
な

素
材
や
「
永
遠
」
な
る
美
の
発
見
が
、
堰
を
切
っ
た
か
の
よ
う
に
作
品
化

（注
13)

さ
れ
て
い
る
。

初
め
て
「
美
」
と
「
永
遠
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
結
び
付
け
ら
れ
た
「
人
魚

3
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の
嘆
き
」
（
「
中
央
公
論
」
一
月
）
、
魔
術
師
の
美
貌
に
魅
せ
ら
れ
た
男
が
半

羊
神
と
化
す
「
魔
術
師
」
（
「
新
小
説
」
一
月
）
、
平
安
時
代
に
遡
り
、
赤
鬼

と
な
っ
て
姫
に
懸
想
す
る
夢
を
見
る
「
鶯
姫
」
（
「
中
央
公
論
」
二
月
）
、
「
永

遠
の
実
在
を
予
覚
」
さ
せ
る
「
美
」
を
唱
え
る
「
小
僧
の
夢
」
（
「
福
岡
日

日
新
聞
」
三
＼
四
月
）
、
印
度
の
宗
教
・
魔
法
を
題
材
と
し
た
「
玄
眸
三
蔵
」

（
「
中
央
公
論
」
四
月
）
、
「
ハ
ッ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
」
（
「
中
央
公
論
」
十

一
月
）
、
印
度
の
神
が
夢
に
登
場
す
る
「
詩
人
の
わ
か
れ
」
（
「
新
小
説
」
四

月
）
、
来
世
の
幸
せ
を
信
じ
て
心
中
す
る
時
代
物
「
十
五
夜
物
語
」
（
「
中
央

公
論
」
九
月
）
、
大
正
七
年
一
月
に
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
に
因
ん
で
「
永

遠
」
な
る
美
を
う
た
う
「
檻
襖
の
光
」
（
「
週
」
）
と
続
く
。

こ
れ
ら
以
外
の
小
説
で
、
「
晩
春
日
記
」
（
「
黒
潮
」
七
月
）
は
谷
崎
の
母

の
死
を
記
し
た
実
録
的
な
作
品
で
あ
り
、
自
称
、
自
叙
伝
小
説
「
異
端
者

の
悲
し
み
」
（
「
中
央
公
論
」
七
月
）
の
脱
稿
は
五
年
八
月
で
あ
る
。
「
或
る

男
の
半
日
」
（
「
新
小
説
」
五
月
）
は
お
決
ま
り
の
、
金
に
ル
ー
ズ
な
小
説

家
の
話
で
、
こ
の
頃
に
限
っ
た
テ
ー
マ
で
は
な
い
。

こ
う
し
て
削
除
し
て
い
っ
た
後
に
残
っ
た
「
女
人
神
聖
」
（
「
婦
人
公
論
」

九
月
＼
翌
七
年
六
月
）
が
、
や
や
風
俗
小
説
の
呈
も
あ
り
、
女
人
の
「
美
」

の
形
容
も
全
く
地
上
的
で
あ
る
こ
と
は
、
大
正
六
年
と
い
う
枠
に
入
れ
て

み
る
と
、
い
さ
さ
か
不
審
に
さ
え
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
も
う

―
つ
残
さ
れ
た
「
既
婚
者
と
離
婚
者
」
（
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
一
月
）
と
の

関
係
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

「
既
婚
者
と
離
婚
者
」
と
は
、
妻
に
無
闇
に
生
か
じ
り
の
西
洋
思
想
を

吹
き
込
ん
で
「
急
栴
へ
の
新
し
い
女
」
に
仕
立
て
、
離
婚
を
ス
ム
ー
ズ
に

運
ぶ
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
、
小
説
や
戯
曲
を
一
通
り
読
ん
だ

だ
け
で
「
ブ
リ
ュ
ウ
・
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
仲
間
入
り
を
し
た
や
う
な
気
」

に
な
っ
て
い
る
「
新
し
い
女
」
や
ら
、
「
新
し
い
女
」
を
逆
手
に
取
っ
て
の

批
判
意
識
が
目
に
突
く
。
谷
崎
は
か
つ
て
「
わ
れ
／
＼
は
イ
プ
セ
ン
の
提

供
し
た
問
題
に
就
い
て
、
イ
プ
セ
ン
と
共
に
反
省
し
考
慮
す
る
義
務
あ
り

と
す
る
も
」
、
そ
れ
を
劇
に
ま
で
仕
組
ん
で
展
開
さ
れ
て
は
堪
え
ら
れ
な
い

と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
（
「
劇
場
の
設
備
に
対
す
る
希
望
」
、
「
演
芸
画
報
」

大
ニ
・
四
）
こ
れ
は
、
「
内
容
の
思
想
が
外
面
の
色
彩
に
勝
つ
て
居
る
演
劇
」

が
「
私
の
嗜
好
に
適
し
な
い
」
と
い
う
文
脈
で
は
あ
る
が
、
「
イ
プ
セ
ン
の

提
供
し
た
問
題
」
へ
の
谷
崎
の
認
識
に
つ
い
て
は
知
れ
る
。
そ
し
て
、
日

本
の
「
新
し
い
女
」
を
批
判
し
た
の
は
「
既
婚
者
と
離
婚
者
」
一
作
の
み

で
あ
る
が
、
逆
に
、
一
作
し
か
な
い
が
故
に
尚
更
と
は
言
え
ま
い
か
、
当

時
の
「
女
性
の
覚
醒
」
問
題
に
就
い
て
、
認
識
は
あ
っ
て
も
容
易
に
は
賛

同
し
な
い
と
い
う
、
谷
崎
の
時
代
へ
の
意
識
が
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

大
正
六
年
と
は
、
谷
崎
に
と
っ
て
、
不
思
議
や
幻
想
的
な
素
材
、
あ
る
い

は
「
永
遠
」
へ
の
関
心
が
高
ま
る
一
方
、
社
会
の
女
性
の
新
し
い
動
き
に

一
瞥
を
払
っ
た
時
期
な
の
で
あ
ろ
う
。

「
女
人
神
聖
」
が
執
筆
さ
れ
た
「
婦
人
公
論
」
と
は
、
「
時
代
の
動
き
や

（注
14)

（注
15)

青
鞘
の
運
動
に
刺
激
さ
れ
」
、
「
女
権
拡
張
を
主
張
と
し
て
」
、
大
正
五
年
一

月
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
刺
青
」
以
来
性
的
威
力
を
描
き
続
け
て
い
た
谷
崎
は
、
「
婦
人
公
論
」

へ
の
小
説
初
執
筆
の
際
、
そ
の
頃
目
し
て
い
た
芸
術
観
を
描
く
の
で
は
な

く
、
最
も
本
質
的
な
女
性
の
威
力
を
、
当
世
風
に
打
ち
出
さ
ん
と
し
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
、
現
世
肯
定
派
の
、
快
楽
主
義
者
の
夢
の
形
と
し

て
の
光
子
の
出
世
物
語
が
引
き
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
光
子
ほ
ど
、

世
俗
的
な
権
威
に
裏
打
ち
さ
れ
て
「
上
昇
」
し
て
い
っ
た
女
性
は
谷
崎
の

作
品
で
他
に
例
が
無
い
。

-19-



「
女
人
神
聖
」
が
、

II

光
子
も
の
“
第
二
作
目
「
小
僧
の
夢
」
の
執
筆
か

ら
半
年
経
た
ぬ
間
の
連
載
開
始
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
作
品
で

の
「
光
子
」
の
命
名
は
か
な
り
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
推
測
が

許
さ
れ
よ
う
。

注
1

拙
稿
。
「
『
卍
（
ま
ん
じ
）
』
試
論
ー
_
印
度
教
に
よ
る
―
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
（
「
日

本
の
文
学
」
昭
六
ニ
・
四
）

2

六
作
の
”
光
子
も
の
“
と
は
、
「
少
年
」
「
小
僧
の
夢
」
「
女
人
神
聖
」
「
永
遠
の

偶
像
」
「
腕
角
力
」
「
卍
」
で
あ
る
が
、
谷
崎
死
後
に
発
見
さ
れ
た
創
作
メ
モ
の
一

端
に
も
「
光
子
」
の
名
前
が
見
ら
れ
る
。
尚
、
注
1
の
拙
稿
で
、
”
光
子
シ
リ
ー
ズ
“

と
し
た
も
の
は
”
光
子
も
の
“
に
統
一
す
る
。

3

拙
稿
。
「
『
少
年
』
に
お
け
る
光
子
像
」
（
「
稿
本
近
代
文
学
」
平
一
・
―
―
)

4

「
近
代
双
面
諏
ー
谷
崎
潤
一
郎
の
ヘ
ル
マ
フ
ロ
デ
イ
ト
趣
味
」
（
「
幻
想
文
学
」

昭
六
三
•
四
）

5

中
公
文
庫
『
人
魚
の
嘆
き
・
魔
術
師
』
解
説
（
昭
五
三
・
三
）

6

『
谷
崎
潤
一
郎
論
』
（
昭
四
八
・
八
、
中
央
公
論
社
）

7

『
谷
崎
潤
一
郎
の
作
品
』
（
昭
四
九
．
―
一
、
六
興
出
版
）

8

由
太
郎
の
女
性
志
向
そ
の
も
の
を
描
く
の
が
ね
ら
い
で
あ
れ
ば
、
設
定
は
容
易

付

記

そ
の
出
世
物
語
を
推
し
進
め
た
女
性
性
、
つ
ま
り
女
性
美
、
女
性
悪
、

女
性
的
魅
力
、
を
備
え
た
「
女
人
」
、
そ
れ
は
谷
崎
が
「
刺
青
」
以
来
屡
々

描
い
て
き
た
女
性
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
畢
党
〈
女
人
神
聖
〉
と
は
、
光

子
一
人
に
対
し
て
で
な
く
、
改
め
て
、
そ
の
よ
う
な
女
性
像
へ
の
礼
讃
の

意
を
込
め
た
言
葉
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
「
新
し
い
女
」
批
判
を
し
、
歓
楽
享
受
を
女
性
の
特
権
、
女
性

存
在
の
在
り
様
と
描
く
作
家
に
は
、
些
か
侮
蔑
に
結
び
付
い
た
礼
讃
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

文
芸
言
語
研
究
科

日
本
文
学
）

に
は
変
え
ら
れ
ま
い
。
た
だ
し
、
由
太
郎
は
本
来
、
歓
楽
に
耽
る
境
遇
を
羨
ん
で

の
女
性
志
向
で
あ
っ
た
が
故
に
、
「
人
情
本
の
色
男
」
へ
の
移
行
も
あ
り
う
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
当
作
品
の
前
半
で
は
、
由
太
郎
の
女
性
志
向
が
極
め
て
鮮
烈
に
描

か
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
印
象
が
後
ま
で
残
る
中
、
由
太
郎
は
「
人
情
本
の
色
男
」

か
ら
さ
ら
に
、
女
学
生
（
雪
子
）
を
誘
惑
す
る
ご
く
普
通
の
不
良
少
年
に
ま
で
描

か
れ
て
い
く
。
由
太
郎
の
人
物
像
の
揺
れ
は
否
定
で
き
ま
い
。

9

『
谷
崎
文
学
と
肯
定
の
欲
望
』
（
昭
五
一
・
九
、
文
藝
春
秋
）

10

「
悪
魔
」
の
照
子
は
、
特
に
良
家
出
身
で
は
な
い
が
、
書
生
、
女
中
の
い
る
家
庭

の
娘
で
あ
る
。

11

『
女
学
生
の
系
譜
』
（
平
一
・
七
、
青
土
社
）

12

雪
子
の
場
合
、
嘗
て
の
書
生
と
の
結
婚
と
は
言
い
な
が
ら
、
「
法
学
士
を
婿
に
貰

つ
て
分
家
」
し
た
の
で
あ
る
か
ら
救
い
は
十
分
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
結

末
は
、
不
祥
事
を
起
こ
し
た
二
人
、
雪
子
と
由
太
郎
と
の
比
較
対
照
か
ら
由
太
郎

の
零
落
ぶ
り
を
さ
ら
に
強
調
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
雪
子
と
光

子
と
の
立
場
の
逆
転
の
意
味
は
揺
る
が
な
い
。

13

大
正
六
年
四
月
九
日
付
け
の
、
瀧
田
哲
太
郎
宛
の
書
簡
で
、
「
去
年
の
秋
か
ら
暮

れ
へ
か
け
て
、
『
病
褥
の
幻
想
』
や
『
人
魚
の
嘆
き
』
を
書
き
出
し
た
時
分
か
ら
、

自
分
の
芸
術
が
少
し
づ
つ
進
歩
し
つ
＞
あ
る
事
を
感
じ
ま
し
た
」
と
谷
崎
は
述
べ

て
い
る
。
大
正
六
年
頃
は
、
新
し
い
芸
術
へ
の
摸
索
の
時
期
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

尚
、
以
下
列
挙
し
て
い
く
作
品
は
発
表
年
月
を
も
と
に
し
た
。
執
筆
時
期
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
人
魚
の
嘆
き
」
「
魔
術
師
」
（
大
五
・
―
二
）
、
「
玄
弊

三
蔵
」
「
詩
人
の
わ
か
れ
」
（
大
六
・
三
）
、
「
晩
春
日
記
」
（
大
六
•
六
）
で
あ
る
が
、

全
て
発
表
時
期
よ
り
一
月
前
に
記
さ
れ
て
い
ゐ
。
従
っ
て
、
他
の
作
品
に
お
い
て

も
、
お
よ
そ
発
表
時
期
と
執
筆
時
期
は
こ
の
程
度
に
近
い
も
の
と
考
え
て
差
し
支

え
な
か
ろ
う
。
（
た
だ
し
、
「
異
端
者
の
悲
し
み
」
は
除
く
。
）

14

嶋
中
雄
作
『
回
顧
五
十
年
』
（
昭
十
・
十
、
中
央
公
論
社
）

15

松
田
ふ
み
子
『
婦
人
公
論
の
五
十
年
』
（
昭
四
十
、
十
、
中
央
公
論
社
）

＊
本
稿
で
の
谷
崎
潤
一
郎
の
文
章
の
引
用
は
、
全
て
中
央
公
論
社
刊
『
谷
崎
潤
一
郎

全
集
』
全
二
十
八
巻
（
昭
四
一
＼
四
五
）
に
よ
っ
た
。

＊
本
稿
は
一
九
九
一
年
九
月
の
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
に
お
け
る
発
表
を
も
と

に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
筑
波
大
学
大
学
院
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