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の
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』
の
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賞

中
　
野
　
恵
　
海

は
し
が
き

　
谷崎
の
『
少
将
滋
幹
の
母
』
は
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
翌
二
十
五
年
二
月
九
日
ま
で
「
毎
日
新
聞
」
（
大
阪
・
東
京
版
共
）

に
八
十
四
回
連
載
さ
れ
た
。
戦
後
の
巨
匠
久
々
の
大
作
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
又
こ
の
作
が
谷
崎
の
新
聞
連
載
の
最
後
の
作
品
と
な
っ
た
。

本
稿
は
こ
の
作
品
か
ら
う
か
が
え
る
谷
崎
の
文
学
的
特
質
の
一
つ
、
そ
の
美
女
憧
憬
ぶ
り
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
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一
、
美
女
追
求
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い
ち
は
や

　
谷
崎は
第
二
次
新
思
潮
に
『
刺
青
』
『
麟
麟
』
（
明
治
四
十
三
年
）
を
発
表
し
た
が
逸
早
く
「
三
田
文
学
」
の
永
井
荷
風
の
激
賞
を
受
け

た
。
「
三
田
文
学
」
誌
上
（
明
治
四
十
四
年
）
に
発
表
さ
れ
た
『
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
』
が
そ
れ
で
、
花
々
し
い
文
壇
登
場
へ
の
道
が

開
か
れ
た
。
こ
の
時
の
荷
風
の
一
文
に
は
谷
崎
の
文
学
の
特
質
と
し
て
次
の
三
つ
の
が
指
摘
さ
れ
た
。

　第
一
は
、
肉
体
的
恐
怖
か
ら
生
ず
る
神
秘
幽
玄
、
第
二
は
、
全
く
都
会
的
な
る
事
で
、
第
三
は
、
文
章
の
完
全
な
る
事
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
こ
の
『
刺
青
』
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
美
と
は
、
美
し
き
女
体
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
美
し
き
も
の
は
常
に
強
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
享
楽
と
は
美
し
き
も
の
に
征
服
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
れ
等
谷
崎
の
初
期
の
作
風
は
一
言
に
云
え
ば
、
官
能
的
女
性
美
の
探
求
に
あ
り
、
嬌
慢
な
悪
魔
的
美
女
か
ら
虐
た
げ
ら
れ
、
そ
の
前
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は
い
き

に
拝
脆
す
る
こ
と
に
生
の
充
足
を
見
出
す
と
い
う
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
を
基
調
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
面
で
の
代
表
作
は
例
の
『
ジ
ョ
ー
ジ
』
と

『ナ
オ
ミ
』
の
物
語
、
『
痴
人
の
愛
』
（
大
正
十
三
年
）
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
関
東
大
震
災
が
契
機
と
な
っ
た
関
西
移
住
以
後
彼
の
作

風に
変
化
が
生
じ
た
。
即
ち
対
象
の
美
女
が
、
日
本
的
古
典
的
女
性
に
転
じ
、
『
吉
野
葛
』
『
盲
目
物
語
』
（
昭
和
六
年
）
『
芦
刈
』
（
昭
和
七

年
）
『
春
琴
抄
』
（
昭
和
八
年
）
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
作
品
に
見
ら
れ
る
、
あ
ら
わ
す
よ
り
隠
す
こ
と
の
魅
力
は
『
陰
磐
礼

讃
』
（
昭
和
八
年
）
に
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
い
ま
暑
述
し
た
谷
崎
文
学
の
本
質
に
見
ら
れ
る
、
バ
タ
臭
い
、
西
洋
的
悪
魔
的
美

女と
、
日
本
の
伝
統
に
立
つ
古
典
的
美
女
へ
の
憧
憬
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
ル
ー
ツ
は
生
母
に
対
す
る
思
慕
に
発
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

日
本
近
代
作
家
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
マ
ザ
ー
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
谷
崎
に
於
て
も
殊
に
い
ち
じ
る
し
い
。
そ
の
好
個
の
例
と
し
て
筆
者
は

こ
の
『
滋
幹
の
母
』
を
挙
げ
た
い
。
紙
面
の
都
合
も
あ
り
今
回
は
こ
の
作
品
の
↓
番
最
後
の
部
分
、
四
十
年
来
会
わ
な
か
っ
た
そ
の
生
母

に
再
会
す
る
場
面
を
見
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
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二
、
生
母
再
会
へ
の
き
ざ
し

　
生
母
再会
へ
の
き
ざ
し
は
こ
の
作
の
終
り
に
近
く
、
天
慶
六
年
三
月
に
滋
幹
の
異
父
弟
、
敦
忠
が
死
去
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ

し
て
程
な
く
生
母
は
出
家
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
図
ら
ず
も
こ
こ
に
機
会
は
廻
っ
て
来
た
訳
で
、
「
も
し
滋
幹
が
欲
す
る
な
ら
ば
、
母
に

逢う
道
は
容
易
に
見
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
」
の
に
尚
、
「
し
ば
ら
く
は
決
心
し
か
ね
て
、
た
め
ら
っ
て
い
た
ら
し
い
様
子
が
見
え
る
」
と

いう
風
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
如
何
に
も
谷
崎
好
み
の
文
章
で
、

　
　
ー
四
十
年
来
そ
の
人
と
隔
絶
し
な
が
ら
、
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
の
中
に
あ
る
面
影
を
理
想
的
な
も
の
に
作
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
胸
奥

　
　
に

秘
め
て来
た
滋
幹
は
、
い
つ
迄
も
母
を
幼
い
折
に
見
た
姿
の
ま
・
で
、
思
慕
し
て
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
、
そ
の
マ
ザ
ー
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
振
り
を
存
分
に
描
い
て
い
る
。



　
　
　
　さ
ま
ざ
ま
な
移
り
変
り
の
末
に
世
捨
人
と
な
っ
て
仏
に
仕
え
て
い
る
現
在
の
母
は
ど
ん
な
風
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
滋

　
　
幹
の

記
憶す
る
母
は
、
二
十
一
二
歳
の
髪
の
長
い
頬
の
豊
か
な
貴
婦
人
で
あ
る
の
に
、
西
坂
本
の
庵
室
に
隠
栖
す
る
尼
僧
の
母
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
お
う

　
　す
で
に
六
十
歳
を
越
し
た
老
梱
で
あ
る
こ
と
を
思
う
時
、
滋
幹
の
心
は
冷
め
た
い
現
実
の
前
に
出
る
こ
と
を
尻
込
み
し
な
か
っ
た
で

　
　あ
ろ
う
か
。

と
云
う
事
で
、
彼
に
し
て
み
れ
ば
永
久
に
昔
の
面
影
を
抱
き
し
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
回
想
を
な
つ
か
し
み
つ
つ
生
き
て
行
く
方
が
、
な
ま

　
　
　
　
　
　
　
な

じ
幻
滅
の
苦
杯
を
嘗
め
さ
せ
ら
れ
る
よ
り
遙
か
に
望
ま
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
た
の
で
は
な
い
か
と
作
者
谷
崎
の
推
量
が
か
か
れ
て
い

る
。
そ
の
滋
幹
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
　
ー
ふ
と
、
急
に
心
が
惹
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

横川
の
師
の
坊
の
も
と
か
ら
の
帰
途
西
坂
本
へ
の
方
向
に
足
を
む
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
季
節
は
、
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　春
も
弥
生
半
ば
で
、
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と
あ
り
、
更
に
「
滋
幹
が
坂
路
に
か
か
っ
た
の
は
、
日
が
よ
う
よ
う
西
に
傾
き
か
け
た
頃
で
」
と
あ
る
の
は
仲
々
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
や
が
て
纏
め
て
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、

　
　
ー
い
つ
し
か
空
に
な
ま
め
か
し
い
お
ぼ
ろ
月
が
輝
き
初
め
て
い
た
。

と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
た
そ
が
れ

　
　
　
　
滋幹
は
、
黄
昏
の
色
が
又
「
段
と
濃
さ
を
増
し
て
、
水
の
面
さ
え
見
分
け
に
く
く
な
っ
て
来
た
の
で
こ
こ
ら
あ
た
り
で
引
き
返

　
　そ
う
か
と
思
ひ
な
が
ら
、

や
っ

て来
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
に
が
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ

　
　
ー
ふ
と
向
う
を
見
る
と
、
渓
川
の
岸
の
崖
の
上
に
、
一
本
の
大
き
な
桜
が
周
囲
に
た
だ
よ
う
夕
闇
を
弾
き
返
す
よ
う
に
し
て
、
燗
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　漫
と
咲
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

と
、
山
里
に
咲
く
一
本
の
満
開
の
桜
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
読
ん
で
来
て
我
々
に
は
っ
き
り
と
作
者
谷
崎
の
意
図
が
感
じ
と

ら
れ
る
。
季
節
は
「
春
」
、
そ
し
て
時
刻
は
「
暮
昏
」
、
そ
し
て
そ
こ
に
「
夕
月
」
と
「
満
開
の
山
桜
」
と
い
う
風
に
並
べ
て
み
る
と
、
こ

れ
は
、
四
十
年
ぶ
り
の
生
母
と
の
再
会
の
場
所
、
そ
の
舞
台
装
置
に
払
わ
れ
た
谷
崎
の
配
慮
で
は
な
い
か
と
。
此
の
夕
桜
に
つ
い
て
は
、

　
　
1
何
か
魔
物
め
い
た
妖
麗
さ
が
附
き
纒
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
、

と
自
ら
の
説
明
が
あ
る
。
こ
こ
は
「
花
の
上
の
空
に
か
か
っ
た
月
が
、
光
を
増
し
て
来
て
、
弥
生
の
も
の
ら
し
く
う
っ
す
ら
と
曇
っ
て

朧
々
と
霞
ん
だ
月
が
花
の
雲
を
透
し
て
照
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
夕
桜
の
ほ
の
匂
う
谷
あ
い
の
一
郭
が
、
幻
じ
み
た
光
線
の
中
に
あ
る
の

であ
っ
た
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
は
、

　
　
　
　
幻
燈
の絵
の
よ
う
に
、
何
か
現
実
ば
な
れ
の
し
た
、
蟹
気
楼
の
よ
う
に
ほ
ん
の
一
時
空
中
に
描
き
出
さ
れ
た
、
眼
を
し
ば
だ
た
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　く
と
消
え
失
せ
て
し
ま
う
世
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

が
現出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
こ
の
世
界
こ
そ
が
生
母
を
出
現
さ
せ
る
に
最
も
適
当
な
世
界
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
春
と
い
う
季
節
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
し
て
夕
暮
れ
、
月
の
光
、
満
開
の
桜
の
花
び
ら
、
こ
れ
等
に
払
わ
れ
た
谷
崎
の
配
慮
は
唯
ひ
と
つ
、
そ
れ
は
実
に
光
線
で
あ
っ
た
。

『

陰磐
礼
讃
』
の
著
者
の
欲
す
る
、
あ
ら
わ
す
よ
り
隠
す
こ
と
の
魅
力
を
発
揮
す
る
、
「
不
思
議
な
、
特
殊
な
明
る
さ
」
で
あ
っ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぶ

の中
に
姿
を
あ
ら
わ
す
、
生
母
は
更
に
「
年
老
い
た
僧
が
し
ば
し
ば
防
寒
用
に
用
い
る
白
い
絹
の
帽
子
を
、
頭
か
ら
す
っ
ぽ
り
被
っ
て
」

いた
の
で
あ
る
。

　
　
1
…
…
と
、
尼
は
し
つ
か
に
花
の
下
を
去
っ
て
、
そ
の
崖
を
下
り
始
め
た
。
そ
し
て
清
水
の
ほ
と
り
に
来
て
身
を
か
が
め
な
が
ら
、

　
　
手を
さ
し
の
べ
て
山
吹
の
枝
を
折
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ

　こ
こ
に
突
然
の
よ
う
に
山
吹
の
花
が
出
て
来
る
。
皓
い
山
桜
を
透
し
て
来
る
夕
月
の
お
ぼ
ろ
げ
な
光
、
そ
の
下
に
絹
の
白
い
防
寒
頭
巾



があ
る
。
何
も
か
に
も
が
お
ぽ
め
く
白
い
色
の
中
に
、
注
意
色
で
は
あ
る
が
刺
戟
的
で
な
い
黄
色
い
花
の
色
。
こ
の
あ
と
す
ぐ
に
又
山
吹

の

語
が出
て
来
る
。

　
　
ー
尼
は
手
折
っ
た
山
吹
を
持
っ
て
立
ち
上
り
、
…
…

　
作
者
谷崎
は
こ
の
山
吹
を
何
の
為
に
出
し
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
や
や
強
引
な
私
見
は
、
こ
の
あ
と
の
「
円
光
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ

た

い。

　
作
者
の

巧
み
に

巧
み

込
ん
だ
、
そ
し
て
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
来
た
生
母
登
場
の
舞
台
は
こ
こ
に
ほ
ぼ
と
と
の
っ
た
と
思
わ
れ
、
あ
と

　
　
　
　
　
ド
ラ
マ
チ
ソ
ク

は
ま
こ
と
に
劇
的
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
す
る
。
こ
こ
で
読
者
に
す
ぐ
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
文
章
の
長
さ
で
あ
る
。
悠
然
と
落
着
き

払
っ
て
そ
し
て
綿
々
と
述
べ
ら
れ
て
来
た
文
章
は
息
の
長
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
に
来
て
短
か
く
な
る
。

　
　
ー
滋
幹
は
何
か
の
力
で
背
後
か
ら
突
か
れ
た
よ
う
に
尼
の
方
へ
の
め
り
出
て
い
た
。
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と
言
う
風
な
切
羽
つ
ま
っ
た
感
情
の
湧
出
に
お
け
る
主
人
公
滋
幹
の
呼
吸
の
乱
れ
と
喘
ぎ
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
叙
さ
れ
る
。
こ
の
　
　
　
　
一

辺り
の
作
者
の
文
章
は
誠
に
見
事
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ィ
ナ
ー
レ
が
む
か
え
ら
れ
る
。

　
　
1
「
お
母
さ
ま
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ざ
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
た

　
　と
、
滋
幹
は
も
う
一
度
云
っ
た
。
彼
は
地
上
に
脆
い
て
、
下
か
ら
母
を
見
上
げ
、
彼
女
の
膝
に
葬
れ
か
か
る
よ
う
な
姿
勢
を
取
っ

　
　た
。

と
い
う
描
写
は
、
滋
幹
に
投
影
さ
れ
た
作
者
谷
崎
の
美
女
に
対
す
る
拝
脆
趣
味
の
端
的
な
現
れ
で
あ
る
。

　
　
ー
一
瞬
に
し
て
彼
は
自
分
が
六
七
歳
の
幼
童
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
ん

は
、
彼
の
マ
ザ
ー
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
有
り
様
を
伝
え
て
余
菰
が
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
最
後
に
描
か
れ
た
、
生
母
の
姿
に
注
意
し
た
い
。

谷崎
潤
｝
郎
「
少
将
滋
幹
の
母
」
の
鑑
賞
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三
、
生
母
の
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
か

　
　
ー
白
い
帽
子
の
奥
に
あ
る
母
の
顔
は
、
花
を
透
か
し
て
来
る
月
あ
か
り
に
量
さ
れ
て
、
可
愛
く
、
小
さ
く
、
円
光
を
背
負
っ
て
い

　
　る
よ
う
に
見
え
た
。

　
こ
れ
が
四
十
年
来
滋
幹
が
胸
奥
に
秘
め
つ
づ
け
て
来
た
母
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
母
の
姿
の
表
現
の
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
れ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

何も
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
通
り
で
あ
る
。
作
者
は
「
可
愛
い
い
」
と
い
う
主
観
的
な
語
を
ひ
と
つ
洩
ら
し
た
だ
け
で
、
他
の
一
切
の

描
写
を
避
け
た
。
そ
れ
は
恰
も
『
源
氏
物
語
』
の
「
雲
隠
の
巻
」
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
筆
者
に
は
こ
の
「
可
愛
い
い
」
と
い

う
表
現
が
普
通
、
子
供
が
母
親
に
対
し
て
の
も
の
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
は
多
分
に
筆
者
の
思
い
過
ぎ
に
違
い
な
い
と
は
思
う
の
だ
が
、

矢
張り
異
性
に
対
す
る
感
覚
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
そ
し
て
、
「
円
光
を
背
負
う
」
と
い
う
の
は
、
勿
論
仏
・
菩
薩
の
頭
の
後
方
か
ら
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射
す
光
の

輪
であ
り
、
母
が
こ
の
時
人
間
離
れ
し
た
仏
菩
薩
の
如
く
神
々
し
く
思
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
さ
き
に
記
し
た
山
吹
の
　
　
　
　
一

事
が
思わ
れ
る
。
こ
れ
も
筆
者
の
勝
手
な
空
想
で
は
あ
ろ
う
が
、
観
世
音
菩
薩
の
左
手
に
持
た
れ
る
一
茎
の
花
に
な
ぞ
ら
え
て
の
事
で
は

な
い
か
。
観
音
の
御
手
に
は
、
周
知
の
如
く
、
柳
の
枝
、
蓮
の
花
な
ど
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
れ
と
、
最
後
に
「
母
の
挟
で
涙
を
」

押し
拭
う
と
い
う
箇
所
で
あ
る
が
、
美
女
の
「
挟
」
で
と
い
う
の
は
鏡
花
の
趣
味
な
ど
に
も
通
う
も
の
で
甘
美
な
芳
香
の
た
だ
よ
う
と
こ

ろ
で
あ
る
。

む
　
す
　
び

美
婦
美
女
を
描
い
て
他
の
追
従
を
許
さ
な
い
近
代
作
家
は
日
本
に
も
多
い
。
例
え
ば
、
紅
葉
、
鏡
花
、
荷
風
、
潤
一
郎
、
川
端
、
丹
羽

の如
き
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
本
稿
で
は
、
谷
崎
の
マ
ザ
ー
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
中
心
を
置
い
て
、
作
品
『
滋
幹
の
母
』
の
表
現
に
つ
い



て

具
体的
に
そ
の
現
れ
を
見
て
来
た
。
同
様
の
見
方
を
し
て
来
て
、
矢
張
り
最
も
異
様
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
川
端
と
丹
羽
で
あ
ろ
う
と

思
わ

れ
る
。
周
知
の
如
く
川
端
康
成
は
二
歳
で
父
を
亡
い
、
三
歳
で
母
を
亡
っ
て
い
る
。
彼
に
は
両
親
の
面
影
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し

かも
川
端
の
作
品
を
見
る
と
き
、
そ
の
美
女
に
対
す
る
追
求
ぶ
り
に
於
て
、
純
粋
、
純
潔
、
な
る
も
の
に
寄
せ
る
渇
仰
の
激
し
さ
は
類
を

絶し
て
い
る
。
こ
こ
に
川
端
の
マ
ザ
ー
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
云
々
す
る
こ
と
は
大
変
に
異
常
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
必
ら
ず
し
も
そ

う
と
は
決
め
つ
け
ら
れ
ま
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
は
丹
羽
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
丹
羽
文
雄
は
そ
の
処
女
作
『
鮎
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
だ

於
て
、
モ
デ
ル
に
と
っ
た
生
母
の
実
際
の
年
齢
を
数
年
繰
り
下
げ
て
、
若
々
し
い
煽
情
的
な
姻
梛
な
母
に
描
い
て
い
る
。
そ
の
母
が
七
十

七
才ま
で
生
存
し
、
彼
に
『
嫌
や
が
ら
せ
の
年
齢
』
を
書
か
せ
た
。
若
く
美
し
い
生
母
と
別
れ
て
、
胸
の
奥
深
く
生
母
の
面
影
を
秘
め
て

い
る
と
い
う
、
マ
ザ
ー
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
普
通
の
あ
り
方
を
思
う
と
き
、
こ
の
こ
と
も
又
正
に
複
雑
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の

近
代
文
学
に
於
て
こ
の
問
題
は
実
に
大
き
い
。
本
稿
は
谷
崎
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
一
端
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
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