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は
じ
め
に

郁
達
夫
（
一
八
九
六
～
一
九
四
五
）
の
小
説
に
登
場
す
る
女
性
の
う
ち
、
大
半
は
若
い
女
性
で
あ
り
、
男
性
主
人
公
の
恋
愛
対
象
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
そ
れ
ら
の
女
性
を
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
単
に
「
聖
女
型
」
／
「
妖
婦
型
」
あ
る
い

は
「
天
使
型
」
／
「
妖
婦
型
」
な
ど
に
分
類
し
、
そ
の
特
徴
を
論
じ
る
も
の
が
多
か
っ
た纊
。
本
稿
で
は
、
郁
達
夫
の
小
説
に
描
か
れ

た
女
性
た
ち
の
外
見
的
特
徴
に
着
眼
点
を
置
き
、
外
見
描
写
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
郁
達
夫
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
そ
の
機
能
性
を

明
ら
か
に
し
た
い
。

一　

外
見
上
の
特
色

郁
達
夫
は
小
説
に
お
い
て
、
女
性
の
外
見
を
描
写
す
る
際
、
ど
の
部
分
を
多
く
描
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
外
見
に
は

ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
彼
の
小
説
で
最
も
早
く
発
表
さ
れ
た
「
銀
灰
色
的
死褜
」（
一
九
二
一
年
）
に
登
場
す
る
二

人
の
女
性
を
例
に
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
次
の
一
節
は
主
人
公
の
亡
き
妻
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
。
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彼
女
の
顔
色
は
、
大
理
石
の
白
い
彫
刻
と
全
く
区
別
が
な
い
。（
中
略
）
ラ
ン
プ
の
下
に
坐
っ
て
い
る
二
十
歳
前
後
の
む
す
め
、

そ
の
む
す
め
の
蒼
白
な
顔
色
、
魅
力
的
な
大
き
な
目
、
小
さ
な
唇
の
曲
線
、
く
す
ん
だ
色
の
唇
、
全
て
彼
の
眼
に
映
っ
た鍈
。

次
に
、
主
人
公
が
思
い
を
寄
せ
る
料
理
屋
の
む
す
め
、
静
児
の
外
見
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

静
児
は
今
年
も
う
二
十
歳
に
な
っ
た
。
顔
か
た
ち
も
ご
く
普
通
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
女
の
あ
の
秋
の
澄
み
き
っ
た
川
の
水

の
よ
う
な
目
、
白
色
人
種
の
よ
う
な
高
い
鼻
は
、
な
ぜ
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
、
彼
女
を
一
目
見
た
こ
と
の
あ
る
人
を
忘
れ
る
こ

と
が
で
き
な
く
さ
せ
る
。

こ
の
二
つ
の
例
で
は
、
顔
色
、
目
、
唇
、
鼻
に
つ
い
て
描
写
し
て
い
る
。
亡
き
妻
の
描
写
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
顔
色
は
大
理

石
と
同
じ
く
ら
い
白
く
、
そ
の
白
さ
は
健
康
的
な
白
さ
で
は
な
く
、
血
気
の
全
く
な
い
不
健
康
な
「
蒼
白
」
で
あ
る
。
そ
し
て
唇
の

色
も
く
す
ん
で
い
る
。
実
際
、
主
人
公
の
亡
き
妻
は
の
ち
に
肺
病
で
血
を
吐
い
て
死
ん
で
い
る
。
静
児
に
つ
い
て
は
、「
秋
の
澄
み

き
っ
た
川
の
水
の
よ
う
な
」
印
象
的
な
目
と
、「
白
色
人
種
の
よ
う
な
高
い
」
鼻
を
強
調
し
て
描
写
し
て
い
る
。

顔
色
や
目
、
鼻
の
描
写
の
例
を
他
に
二
つ
ほ
ど
見
て
み
よ
う
。
次
の
一
節
は
、「
懐
郷
病
者
」（
一
九
二
二
年
）
に
登
場
す
る
、
主
人

公
が
十
四
、
五
歳
の
こ
ろ
に
恋
を
し
て
い
た
同
年
代
の
少
女
の
外
見
描
写
で
あ
る
。

女
の
子
の
頬
の
あ
た
り
は
、
ほ
ん
の
り
桃
色
の
血
気
が
あ
っ
た
が
、
彼
女
の
美
し
い
長
い
眉
と
高
い
鼻
筋
に
よ
っ
て
、
も
の

寂
し
い
陰
影
が
彼
女
の
大
理
石
の
よ
う
な
顔
に
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

「
大
理
石
の
よ
う
な
顔
」
と
い
う
の
は
や
は
り
冷
た
く
て
白
い
顔
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
鼻
を
「
高

い
鼻
筋
」
と
描
写
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
も
の
寂
し
い
陰
影
」
を
彼
女
に
与
え
て
い
る
。
次
の
一
節
は
「
空
虚
」（
一
九
二
二
年
）
に

登
場
す
る
十
六
、
七
歳
の
少
女
の
外
見
描
写
で
あ
る
。

室
内
に
浮
か
ぶ
灰
色
を
帯
び
た
黄
色
い
電
気
の
光
と
、
彼
女
の
振
り
乱
れ
た
黒
髪
は
、
彼
女
の
顔
色
の
蒼
白
さ
を
よ
り
一
層
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際
立
た
せ
た
。
瞳
が
と
て
も
黒
く
て
大
き
い
彼
女
の
目
が
質
夫
を
じ
っ
と
見
て
い
た
。
彼
女
の
蒼
白
な
唇
は
全
く
血
気
が
な
く
、

か
す
か
に
震
え
て
お
り
、
慌
て
過
ぎ
て
言
葉
が
出
な
い
か
の
よ
う
だ
っ
た
。

こ
の
小
説
の
男
性
主
人
公
質
夫
は
、
神
経
衰
弱
の
た
め
、
近
く
に
あ
る
山
奥
の
温
泉
で
夏
休
み
を
過
ご
す
こ
と
に
す
る
。
そ
の
温

泉
の
旅
館
で
休
ん
で
い
る
と
、
外
の
暴
風
雨
に
恐
怖
を
感
じ
た
隣
の
部
屋
の
少
女
が
、
質
夫
の
部
屋
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
例

は
前
に
挙
げ
た
「
銀
灰
色
的
死
」
の
静
児
の
外
見
描
写
に
似
て
い
る
。
大
き
な
目
、
蒼
白
な
顔
色
、
血
気
の
な
い
蒼
白
な
唇
。
場
面

の
設
定
と
し
て
は
、
少
女
は
雷
や
大
き
な
風
の
音
に
怯
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
多
少
顔
色
が
蒼
白
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
女
の
病
的
な
外
見
の
原
因
は
、
単
に
怯
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
実
は
彼
女
も
主
人
公
と
同
様
、
神
経
衰
弱

症
を
患
っ
て
療
養
の
た
め
に
山
に
来
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
を
見
る
と
、
郁
達
夫
の
描
く
女
性
に
は
二
つ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
「
魅
力
的
な

大
き
な
両
目
」、「
白
色
人
種
の
よ
う
な
高
い
鼻
」
な
ど
の
表
現
か
ら
、
西
洋
人
的
な
特
徴
を
有
す
る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、「
蒼
白

な
顔
色
」、「
く
す
ん
だ
色
の
唇
」、「
大
理
石
の
よ
う
な
顔
」
な
ど
の
表
現
か
ら
、「
病
的
な
美
」
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
主
人
公
は

こ
の
二
つ
の
特
徴
を
兼
ね
備
え
た
女
性
に
好
意
を
抱
く
こ
と
が
多
い
。
し
か
も
こ
の
「
病
的
な
美
」
は
女
性
に
限
ら
ず
、
主
人
公
は

自
分
と
同
性
で
あ
る
男
性
に
も
見
出
し
て
い
る
。
次
の
例
は
、「
茫
茫
夜
」（
一
九
二
二
年
）
に
登
場
す
る
、
主
人
公
が
好
意
を
寄
せ
る

十
九
歳
前
後
の
青
年
呉
遅
生
の
外
見
描
写
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
を
し
ゃ
べ
っ
た
の
は
、
十
九
歳
前
後
の
弱
々
し
い
ひ
と
り
の
青
年
で
、
彼
の
顔
立
ち
は
非
常
に
秀
麗
で
あ
る
。
彼

の
優
美
な
目
と
、
大
き
過
ぎ
ず
小
さ
過
ぎ
な
い
唇
に
は
、
彼
を
愛
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
す
る
魅
力
が
あ
る
。
彼
の
身
体
は
あ

ま
り
強
く
は
な
い
よ
う
で
、
そ
れ
ゆ
え
微
笑
む
と
き
、
蒼
白
な
顔
に
は
も
の
寂
し
い
表
情
が
抜
け
な
い
。

作
品
の
中
で
、
呉
遅
生
は
主
人
公
の
恋
愛
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
弱
々
し
く
見
え
る
呉
遅
生
の
外
見
は
肺
病
が
原
因
で
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あ
り
、
主
人
公
は
こ
の
弱
々
し
さ
に
魅
力
を
感
じ
、
同
性
と
い
う
壁
を
越
え
て
惹
か
れ
る
。
作
者
は
、
女
性
だ
け
で
な
く
男
性
に
も
、

か
弱
い
病
弱
な
外
見
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
「
病
的
な
美
」
を
描
き
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
多
く
描
か
れ
て
い
る
身
体
部
分
は
、
ほ
か
に
髪
、
え
く
ぼ
、
歯
、
眉
毛
、
顔
の
輪
郭
、
足
な
ど
が
多
い
が
、
そ
の
中

で
も
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
女
性
の
足
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
。
早
期
の
作
品
に
見
ら
れ
る
足
に
関
す
る
描
写
を
二
つ
見
て
み
よ
う
。

両
足
を
上
に
反
ら
し
あ
げ
、
黒
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
と
紫
が
か
っ
た
深
紅
色
の
模
様
の
ど
ん
す
靴
が
、
ほ
っ
そ
り
と
し
た
ふ
く

ら
は
ぎ
と
細
長
い
足
を
包
ん
で
い
る
。（「
孤
独
」
一
九
二
二
年
）

膝
か
ら
下
の
二
本
の
柔
ら
か
い
ふ
く
ら
は
ぎ
、
そ
し
て
刺
繍
入
り
の
ス
リ
ッ
パ
に
は
ま
っ
て
い
る
可
愛
ら
し
い
七
、
八
寸
の

肉
厚
の
足
、
同
時
に
腰
か
ら
膝
ま
で
の
曲
線
の
多
い
肉
体
の
小
刻
み
な
う
ご
き
が
映
し
出
さ
れ
た
。（「
秋
河
」
一
九
二
三
年
）

右
の
二
つ
の
例
で
は
、
外
見
の
一
部
と
し
て
女
性
の
脚
と
足
の
両
方
を
描
写
し
て
い
る
。「
細
長
い
足
」
や
「
肉
付
き
の
よ
い
足
」

の
描
写
の
ほ
か
に
、
ほ
っ
そ
り
と
し
た
柔
ら
か
い
ふ
く
ら
は
ぎ
の
曲
線
美
も
描
か
れ
て
い
る
。「
過
去
」（
一
九
二
七
年
）
に
は
以
下
の

よ
う
な
足
の
描
写
が
あ
る
。
引
用
は
「
過
去
」
に
登
場
す
る
女
性
、
老
二
の
足
に
つ
い
て
の
語
り
手
＝
主
人
公
の
叙
述
で
あ
る
。

彼
女
の
足
と
い
え
ば
、
ほ
ん
と
う
に
愛
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
彼
女
は
も
う
二
十
数
歳
で
あ
っ
た
が
、
あ
の
肉
付
き
の
よ

い
小
さ
な
足
は
、
ま
だ
十
二
、
三
歳
の
女
の
子
の
足
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
私
も
か
つ
て
彼
女
に
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
を
は
か
せ
て
あ

げ
た
事
が
あ
る
の
で
、
彼
女
の
あ
の
ふ
っ
く
ら
柔
ら
か
く
て
白
い
、
つ
ま
先
が
と
て
も
細
く
て
か
か
と
が
と
て
も
肉
厚
の
足
は
、

よ
く
私
の
空
想
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
両
足
か
ら
私
は
色
々
な
奇
異
な
夢
の
よ
う
な
世
界
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

例
え
ば
、
食
事
の
時
、
白
く
て
つ
や
や
か
な
ご
飯
を
見
る
と
、
彼
女
の
あ
の
両
足
を
連
想
し
た
。「
も
し
」
私
は
思
っ
た
、「
も

し
こ
の
お
碗
に
よ
そ
わ
れ
て
い
る
の
が
彼
女
の
あ
の
柔
ら
か
い
足
だ
っ
た
ら
、
私
が
こ
こ
で
こ
う
し
て
味
わ
っ
て
い
れ
ば
、
彼

女
は
き
っ
と
不
思
議
な
く
す
ぐ
っ
た
さ
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
仮
に
彼
女
が
横
た
わ
っ
て
、
肉
付
き
の
良
い
両
足
を
出
し
て
私
に
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噛
ま
せ
た
ら
、
彼
女
の
あ
の
湾
曲
し
た
唇
の
線
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
声
が
発
せ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
或
い
は
起
き
上
が
っ
て
、

私
の
頭
を
思
い
切
り
叩
く
か
も
し
れ
な
い
…
…
」
私
は
こ
こ
ま
で
考
え
る
と
、
ご
飯
を
も
う
一
杯
食
べ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
脚
の
描
写
は
な
く
、「
肉
付
き
の
よ
い
小
さ
な
足
」
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
足
は
主
人
公
の
妄
想
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
。
谷
崎
潤
一
郎
の
「
富
美
子
の
足銈
」
に
お
け
る
主
人
公
と
「
隠
居
」
こ
と
塚
越
の
変
態
的
と
も
い
え
る
、
女
性
の

足
に
対
す
る
執
着
ぶ
り
に
は
及
ば
な
い
が
、
郁
達
夫
の
こ
の
小
説
に
も
主
人
公
の
フ
ッ
ト
・
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
た
だ
、「
富
美
子
の
足
」
に
お
け
る
フ
ッ
ト
・
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
小
説
の
中
で
、「
近
代
的
な
病
的
な
神
経
」
と
さ

れ
て
い
る
が
、
中
国
で
は
女
性
の
足
に
対
す
る
愛
好
は
決
し
て
近
代
的
な
も
の
で
は
な
く
、
郁
達
夫
小
説
に
お
け
る
フ
ッ
ト
・
フ
ェ

テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
纏
足
に
代
表
さ
れ
る
、
中
国
古
来
か
ら
の
女
性
の
足
に
対
す
る
愛
好
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
纏
足
は
フ
ッ
ト
・
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
極
端
化
し
た
風
習
で
あ
る
が
、「
纏
足
」
と
思
わ
れ
る
描
写
が
「
微
雪
的
早
晨
」（
一
九
二

七
年
）
に
見
ら
れ
る
。

彼
の
嫁
と
い
え
ば
、
も
と
は
彼
の
家
で
育
っ
た
童
養
媳
で
あ
り
、
結
婚
し
た
の
は
つ
い
去
年
の
こ
と
で
あ
る
。
両
足
は
と
て

も
小
さ
く
巻
き
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
容
姿
は
美
し
く
は
な
い
が
、
田
舎
で
は
悪
く
は
な
い
方
だ
。
し
か
し
服
装
は
古
臭
く
て
、

都
会
人
を
見
慣
れ
た
私
た
ち
か
ら
見
た
ら
、
彼
女
の
あ
の
青
色
の
綿
入
れ
の
上
着
と
脚
を
巻
き
つ
け
て
い
る
赤
色
の
綿
入
れ
の

ズ
ボ
ン
は
、
見
る
に
堪
え
な
い
。

「
微
雪
的
早
晨
」
の
童
養
媳
は
纏
足
を
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
纏
足
は
中
国
に
お
い
て
長
い
歴
史
を
有
し
て
い
た
が
、
清
末
の

わ
ず
か
数
十
年
の
間
に
西
洋
の
宣
教
師
た
ち
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
纏
足
反
対
の
運
動
が
興
り
、
蔑
視
の
対
象
と
な
っ
た蓜
。「
中
国
知
識

人
は
西
洋
人
の
論
法
を
受
け
、
男
性
の
ア
ヘ
ン
常
習
と
女
性
の
纏
足
と
を
並
べ
て
、
中
国
人
の
恥
ず
べ
き
旧
習
と
み
な
し
た俉
」。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
描
写
か
ら
纏
足
を
施
さ
れ
て
い
た
童
養
媳
へ
の
同
情
の
念
は
読
み
取
れ
ず
、
纏
足
に
関
し
て
は
否
定
的
な
評
価
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は
加
え
て
い
な
い
。
主
人
公
の
フ
ッ
ト
・
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
や
は
り
女
性
の
足
を
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
象
徴
と
す
る
中
国
の

伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
と
考
え
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

二　

郁
達
夫
小
説
中
の
女
性
の
二
大
表
象

︵
一
︶ 

五
官
の
西
洋
化
に
つ
い
て　

郁
達
夫
の
小
説
に
描
か
れ
て
い
る
女
性
の
外
見
的
特
徴
か
ら
は
、
男
性
主
人
公
の
白
人
崇
拝
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
前
に
あ
げ
た

例
の
よ
う
に
、
美
し
い
女
性
の
外
見
的
特
徴
と
し
て
、「
大
き
な
目
」、「
白
色
人
種
の
よ
う
な
高
い
鼻
」、「
大
理
石
の
よ
う
に
白
い
肌
」

な
ど
の
表
現
を
多
用
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
、
唐
嘉
璘
は
論
文
「
在
矛
盾
中
沈
淪
―
―
郁
達
夫
留
日
時
期
的
女
性
観炻
」
に
お
い

て
、
郁
達
夫
の
小
説
に
描
か
れ
る
日
本
人
の
女
性
像
が
全
て
美
化
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
唐
嘉
璘
は
、
実
際
日
本
人
女
性

の
目
は
ふ
つ
う
細
く
て
小
さ
い
が
、
小
説
に
お
い
て
は
と
て
も
大
き
く
て
黒
く
て
丸
い
目
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
美
化
さ

れ
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
作
者
の
留
日
時
代
に
お
け
る
日
本
人
女
性
に
対
す
る
憧
れ
と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
日
本
人
女
性
は
主
人
公
に
と
っ
て
手
の
届
か
な
い
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
美
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
筆
者
は
唐
氏
の
こ
の
考
え
に
加
え
、
日
本
人
女
性
の
美
化
は
作
者
の
白
人
崇
拝
の
傾
向
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
郁
達
夫
が
影
響
を
受
け
た
日
本
の
作
家
の
ひ
と
り
と
さ
れ
る
谷
崎
潤
一
郎昱
も
『
痴
人
の
愛
』
に
お
い
て
、「
日
本
人
女
性

を
徹
底
し
た
西
洋
人
顔
と
し
て
描
き
あ
げ
、
露
骨
な
西
洋
女
性
の
礼
讃棈
」
を
行
っ
た
。
郁
達
夫
の
作
品
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
西
洋

女
性
の
讃
美
が
最
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
が
「
十
一
月
初
三
」（
一
九
二
四
年
）
の
一
節
で
あ
る
。

朝
日
に
照
ら
さ
れ
る
彼
女
の
横
顔
、
マ
ド
ン
ナ
、
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
、
モ
ナ
リ
ザ
、
私
に
も
彼
女
を
何
と
呼
ん
だ
ら
よ
い
か

分
か
ら
な
い
。
両
目
、
瞳
が
と
て
も
黒
く
て
、
ま
つ
げ
が
と
て
も
濃
い
両
目
が
バ
ケ
ツ
を
凝
視
し
て
い
る
。（
中
略
）
肌
の
色
は
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き
め
細
か
く
て
白
い
が
、
彼
女
の
そ
の
白
さ
は
、
城
内
の
妓
女
の
と
は
違
い
、
病
的
な
色
合
い
が
全
く
な
い
。
そ
れ
に
あ
の
鼻

筋
！
お
そ
ら
く
「
ギ
リ
シ
ア
式
の
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
鼻
筋
の
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
。
遠
く
か
ら
見
る
と
そ
れ
ほ
ど

高
く
突
き
出
て
は
い
な
い
が
、
な
ぜ
か
高
く
盛
り
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
、
彼
女
の
や
や
面
長
の
顔
に
ふ
さ
わ
し
い
。（
中

略
）
私
は
彼
女
に
く
ぎ
付
け
に
な
り
、
立
ち
止
ま
る
と
そ
の
場
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

こ
の
節
で
は
、「
朝
日
に
照
ら
さ
れ
る
彼
女
の
横
顔
」
を
「
マ
ド
ン
ナ
、
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
、
モ
ナ
リ
ザ
」
と
、
い
ず
れ
も
西
洋
の

美
女
に
喩
え
、
女
性
の
鼻
筋
を
「
ギ
リ
シ
ア
式
の
鼻
筋
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
ギ
リ
シ
ア
式
の
鼻
筋
」
や
、
前
に
挙

げ
た
例
の
よ
う
な
大
き
な
目
、
白
い
肌
な
ど
の
特
徴
は
、
確
か
に
東
洋
の
女
性
の
特
徴
で
は
な
い
。
一
般
的
に
は
、
黄
色
人
種
で
あ

る
東
洋
の
女
性
は
、
鼻
は
低
く
、
目
は
細
長
く
（
古
代
か
ら
の
美
人
画
で
も
、
目
は
細
く
切
れ
長
に
描
か
れ
て
い
る
）、
肌
は
黄
色
っ

ぽ
い
特
徴
を
有
す
る
。
し
か
し
郁
達
夫
は
こ
の
女
性
を
描
く
際
、
彼
女
の
顔
に
西
洋
女
性
の
特
徴
を
持
た
せ
、
そ
れ
を
美
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

『
チ
ャ
イ
ナ
・
ガ
ー
ル
の
一
世
紀鋹
』
に
よ
る
と
、「
一
九
二
〇
年
代
末
か
ら
一
九
三
〇
年
代
初
頭
で
は
、
伝
統
的
な
美
女
の
典
型
だ
っ

た
切
れ
長
の
鳳
眼
は
す
で
に
時
代
お
く
れ
と
な
り
、
西
洋
的
な
彫
の
深
い
大
き
な
目
が
流
行
し
、
一
九
三
〇
年
代
の
中
国
の
流
行
画

報
に
頻
出
す
る
、
彫
り
の
深
い
眼
の
大
き
な
西
洋
女
性
は
、
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
の
『
手
本
』
で
あ
っ
た曻
」。

ま
た
、
一
九
二
六
年
上
海
で
成
立
し
た
「
漫
画
会彅
」
の
雑
誌
『
上
海
漫
画丨
』
の
十
一
期
か
ら
九
十
八
期
に
か
け
て
、
各
人
種
の
女

性
の
裸
体
写
真
を
載
せ
た
「
世
界
人
体
之
比
較
」
が
掲
載
さ
れ
る
。
写
真
の
多
く
は
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ツ
（C

. H
. 

Stratz

一
八
五
八
～
一
九
二
四
）
の
『
女
体
の
人
種
美(D

ie R
assenschönheit des W

eibes)

』
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。『
女
体
の
人

種
美
』
は
一
九
〇
二
年
に
発
表
さ
れ
た
、
各
人
種
の
女
体
の
特
徴
や
人
種
美
を
比
較
し
た
著
書
で
あ
り
、
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ツ
は
そ
の
中

で
、「
白
色
人
種
は
、
最
高
の
人
種
と
し
て
や
は
り
い
ち
ば
ん
完
全
な
美
を
も
っ
て
お
り
、
他
の
人
種
は
、
そ
の
発
達
の
段
階
が
高
く
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な
り
、
そ
の
美
点
が
増
す
に
し
た
が
っ
て
、
白
色
人
種
に
近
づ
く仡
」
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。「
世
界
人
体
之
比
較
」
も
こ
の
考

え
と
同
じ
よ
う
に
、
白
人
女
性
を
最
も
美
し
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
九
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
映
画
が
発
明
さ
れ
る
と
、
翌
年

に
は
中
国
に
伝
来
し
た
。
一
九
二
七
年
の
時
点
で
上
海
に
は
二
十
六
の
映
画
館
が
存
在
し
て
お
り
、
一
九
三
〇
年
代
末
に
は
三
十
六

館
に
達
し
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
な
ど
の
欧
米
映
画
が
上
海
の
映
画
館
で
年
間
四
百
本
あ
ま
り
上
映
さ
れ
た仼
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
で
は
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
、
女
性
の
理
想
の
容
姿
に
変
化
が
起
こ
り
、
西
洋
女
性
の
容
姿
に
近
づ
こ
う

と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
郁
達
夫
も
こ
う
し
た
時
代
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
小
説
に
見
ら
れ
る
女
性
の
西
洋
化
も
不

思
議
で
は
な
い
が
、
郁
達
夫
の
小
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
風
潮
に
先
だ
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
初
期
の
作
品
に
す
で
に
西
洋

女
性
の
外
見
的
特
徴
を
美
と
す
る
描
写
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
郁
達
夫
が
日
本
留
学
中
に
西
洋
文
学
を
受
容
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
早
期
か
ら
西
洋
女
性
へ
の
憧
れ
が
芽
生
え
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
日
本
に
留
学
し
て
す

ぐ
に
西
洋
文
学
に
没
頭
し
、「
五
六
年
来
創
作
生
活
的
回
顧伀
」
で
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
高
等
学
校
の
四
年
間
で
、
ロ
シ
ア

語
、
ド
イ
ツ
語
、
英
語
、
日
本
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
小
説
を
合
せ
て
千
冊
ほ
ど
読
破
し
た
」。
そ
し
て
東
京
帝
国
大
学
に
入
っ
て
か
ら

も
、
さ
ら
に
帰
国
後
も
西
洋
の
小
説
を
読
ん
で
い
た
。
彼
の
日
記
に
も
読
書
の
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、
ト
ル
ス
ト

イ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
ゴ
ー
リ
キ
ー
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
、
シ
ュ
ト
ル
ム
、
ル
ソ
ー
な
ど
の
作
品
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て

い
る
。
大
正
時
代
、
日
本
に
は
西
洋
の
思
想
や
文
化
が
大
量
に
伝
え
ら
れ
た
。
胡
金
定
は
『
郁
達
夫
研
究
』
で
、
大
正
時
代
の
「
日

本
に
滞
在
し
て
い
た
郁
達
夫
は
、
同
時
期
中
国
国
内
に
い
た
人
と
比
べ
て
、
西
洋
の
新
し
い
思
想
や
文
化
を
い
ち
早
く
吸
収
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る伃
」
と
述
べ
て
い
る
。
郁
達
夫
の
西
洋
女
性
の
五
官
を
美
と
す
る
審
美
観
も
、
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
可
能

性
が
高
い
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
作
品
か
ら
ど
の
よ
う
に
影
響
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
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︵
二
︶ 

﹁
病
的
な
美
﹂
に
つ
い
て

郁
達
夫
の
小
説
に
お
い
て
、「
病
的
な
美
」
は
女
性
美
に
限
ら
ず
、
全
体
を
通
し
て
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
胡
金

定
は
『
郁
達
夫
研
究
』
に
お
い
て
、「
郁
達
夫
の
四
十
七
篇
の
小
説
の
中
心
に
は
、
一
貫
し
て
『
病
的
な
美
』
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と

に
は
変
わ
り
が
な
か
っ
た伹
」
と
述
べ
て
い
る
。
作
者
自
身
の
面
影
が
色
濃
い
男
性
主
人
公
は
、
多
く
が
肺
結
核
（「
過
去
」、「
煙
影
」
）

や
憂
鬱
症
（「
沈
淪
」
）、
脳
溢
血
（「
銀
灰
色
的
死
」
）、
神
経
衰
弱
（「
空
虚
」
）、
胃
病
（「
胃
病
」
）、
貧
血
（「
血
涙
」
）
な
ど
の
病
気
を
患
っ

て
い
る
。
そ
し
て
先
に
見
た
例
の
よ
う
に
、
郁
達
夫
は
女
性
の
登
場
人
物
に
も
病
気
を
患
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
の
「
病
的

な
美
」
を
描
き
出
し
て
い
る
。
で
は
一
体
な
ぜ
郁
達
夫
の
小
説
に
お
い
て
、
こ
の
「
病
的
な
美
」
が
描
か
れ
た
の
か
。

こ
こ
で
も
や
は
り
西
洋
文
学
の
受
容
に
よ
る
影
響
が
原
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
郁
達
夫
の
小
説
に
は
肺
病
を
患
っ
た
人

物
が
多
々
登
場
す
る
が
、
西
洋
で
は
十
八
、
十
九
世
紀
に
憂
鬱
・
苦
悩
・
不
安
な
ど
を
扱
っ
た
ロ
マ
ン
主
義
が
登
場
し
、
肺
病
の
ロ

マ
ン
化
が
一
気
に
進
ん
だ佖
。
蔡
振
念
は
論
文
「
郁
達
夫
小
説
中
的
病
態
美
学侒
」
で
、
郁
達
夫
小
説
の
頽
廃
的
・
病
態
的
美
学
は
、
西

洋
の
ロ
マ
ン
主
義
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
マ
ン
主
義
作
家
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
（
一
八
〇
二
～
一
八
八
五
）
の
醜
を
美
と
す
る
主
張

や
詩
人
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（
一
八
二
一
～
一
八
六
七
）
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ル
ソ
ー
、
ツ
ル
ゲ
ー

ネ
フ
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
等
ロ
マ
ン
主
義
作
家
の
多
く
は
肺
病
患
者
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
作
家
の
影
響
を
深
く
受
け
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
る
。「
西
洋
で
肺
病
患
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
徹
底
的
に
強
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る侊
」『
椿
姫
』
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う侚
。

し
か
し
、
郁
達
夫
の
小
説
に
お
け
る
「
病
的
な
美
」
が
、
西
洋
文
学
の
影
響
の
み
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
は
な

い
。蔡

振
念
は
同
論
文
で
、
郁
達
夫
の
病
的
を
美
と
す
る
頽
廃
美
学
、
そ
の
よ
う
な
病
態
美
学
の
芸
術
手
法
は
当
時
の
中
国
で
は
前
衛

的
で
あ
り
、
古
典
小
説
に
お
い
て
は
稀
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
中
国
に
お
い
て
、
病
弱
な
女
性
を
美
し
い
と
す
る
美
意
識
は
、
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郁
達
夫
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
張
競
『
美
女
と
は
何
か
』
に
よ
れ
ば侔
、
古
代
か
ら
痩
せ
て
い
る
女
性
が
美
し
い
と
さ
れ
て

き
た
中
国
の
文
化
の
中
で
、
身
体
が
弱
々
し
い
の
が
美
し
い
と
す
る
美
意
識
は
、
遅
く
と
も
五
代
十
国
の
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
清
代
の
古
典
小
説
『
紅
楼
夢
』
の
林
黛
玉
は
、「
病
気
は
美
し
い
」
の
典
型
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
張
競
は
、

林
黛
玉
の
「
弱
不
禁
風
」
の
姿
が
絶
世
の
美
女
と
し
て
讃
美
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
あ
か
ら
さ
ま
な
不
健
康
讃
美
」
と
言
っ
て
い
る
。

郁
達
夫
の
生
ま
れ
た
清
末
は
と
り
わ
け
、
痩
せ
て
い
て
病
弱
な
か
弱
い
女
性
が
も
て
は
や
さ
れ
る
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
郁
達
夫

は
小
学
校
の
と
き
か
ら
中
国
の
古
典
文
学
を
学
び
、『
紅
楼
夢
』
は
小
学
校
卒
業
年
の
夏
休
み
に
手
に
し
た俍
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
中
国
古

典
文
学
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
郁
達
夫
が
、
こ
の
よ
う
な
審
美
観
の
影
響
を
全
く
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
も
と
も

と
作
者
の
中
で
こ
の
よ
う
な
審
美
観
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
西
洋
文
学
に
触
れ
た
と
き
、
自
分
の
審
美
観
と
通
ず
る
も
の
を
感
じ
、

蔡
振
念
の
述
べ
る
よ
う
に
、
郁
達
夫
の
病
態
的
美
学
は
、
西
洋
の
ロ
マ
ン
主
義
に
も
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た

が
っ
て
郁
達
夫
小
説
中
の
「
病
的
な
美
」
を
醸
し
出
す
女
性
は
、
西
洋
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
作
者
の
元
来
の
審
美
観
に
基
づ

く
東
洋
的
な
女
性
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
小
さ
な
足
を
讃
美
す
る
描
写
も
、
纏
足
を
美
と
す
る
中
国
の
伝
統
的
な
審
美
観
の
名

残
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

︵
三
︶
女
性
描
写
に
お
け
る
﹁
病
的
な
美
﹂
の
減
少

こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
、
郁
達
夫
の
小
説
に
は
、「
病
的
な
美
」
を
醸
し
出
す
か
弱
い
外
見
と
、
白
人
女
性
の
く
っ
き
り
と
し
た
五

官
を
も
つ
、
東
洋
美
と
西
洋
美
を
兼
ね
備
え
た
女
性
が
多
い
こ
と
が
言
え
る
が
、
健
康
的
な
女
性
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
う

と
、
そ
う
で
は
な
い
。
実
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
郁
達
夫
の
小
説
に
は
女
性
の
「
病
的
な
美
」
が
描
か
れ
る
こ
と
が

極
め
て
少
な
く
な
る
。
そ
の
代
わ
り
、
至
っ
て
健
康
的
な
女
性
の
登
場
す
る
割
合
が
増
え
る
の
だ
。
健
康
的
な
女
性
の
中
に
は
と
り
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わ
け
、
先
行
研
究
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
妖
婦
型
」
と
さ
れ
る
女
性
が
多
く
、
例
え
ば
「
過
去
」（
一
九
二
七
年
）
の
老
二
、「
清
冷
的

午
後
」（
一
九
二
七
年
）
の
小
天
王
、「
迷
羊
」（
一
九
二
七
年
）
の
謝
月
英
等
は
、
病
的
な
描
写
は
な
く
、
至
っ
て
健
康
的
な
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
は
、
中
国
で
は
西
洋
的
な
彫
の
深
い
顔
だ
け
で
な
く
、
女
性
の
健
康

的
な
身
体
も
憧
れ
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。『
上
海
漫
画
』
に
も
「
女
性
の
肉
体
に
お
い
て
、
そ
の
輪
郭
の
美
は
、
風
流
な
趣
の
あ
る

柔
ら
か
い
曲
線
に
あ
り
、
そ
の
筋
肉
は
も
ち
ろ
ん
豊
満
で
弾
力
性
が
あ
る
の
を
正
し
い
基
準
と
す
る偀
。」
と
あ
る
。
纏
足
か
ら
も
解
放

さ
れ
、
健
康
体
を
手
に
入
れ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
写
真
や
ポ
ス
タ
ー
を
見
て
も
、
皆
明
る
く
健
康
的
な
女
性
ば
か
り
だ
。

こ
の
よ
う
な
現
象
も
西
洋
文
化
の
受
容
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
風
潮
の
中
で
、
一
九
二
〇
年

代
後
半
か
ら
郁
達
夫
小
説
中
の
女
性
は
、
五
官
だ
け
で
な
く
身
体
ま
で
も
西
洋
化
し
、
東
洋
的
な
「
病
的
な
美
」
が
減
少
し
て
、
よ

り
い
っ
そ
う
西
洋
女
性
の
容
姿
に
近
づ
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三　

作
品
に
お
け
る
女
性
の
役
割

初
期
の
作
品
に
現
れ
た
西
洋
的
な
五
官
を
持
つ
病
的
な
女
性
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
西
洋
的
な
五
官
と
身
体
を
持
つ
健
康

的
な
女
性
へ
と
変
化
す
る
。
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
像
は
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
郁
達
夫
の
小

説
は
強
い
感
傷
性
を
特
徴
の
一
つ
と
す
る
が
、
ま
ず
、
前
者
の
「
病
的
な
美
」
は
、
小
説
の
感
傷
性
を
よ
り
い
っ
そ
う
引
き
立
て
る
。

作
品
の
感
傷
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
直
接
働
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
「
病
的
な
美
」
は
、
男
性
主
人
公
の
哀
れ
さ
を
強
調

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、「
銀
灰
色
的
死
」
の
主
人
公
の
亡
き
妻
は
、
肺
病
で
血
を
吐
い
て
死
ぬ
が
、
読
者

の
哀
れ
み
の
眼
差
し
は
亡
き
妻
よ
り
も
、
妻
を
失
い
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
亡
き
妻
を
思
い
出
し
て
は
悲
し
む
男
性
主
人
公
に
向
け
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
南
遷
」（
一
九
二
一
年
）
の
女
学
生
Ｏ
は
、
主
人
公
と
同
じ
く
療
養
中
で
あ
っ
た
が
、
物
語
の
最
後
、
高
熱
を
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出
す
。
主
人
公
も
同
時
に
高
熱
を
出
し
て
、
Ｏ
に
会
え
な
い
ま
ま
入
院
し
て
衰
弱
し
き
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
も
読
者
は
お
そ
ら
く

男
性
主
人
公
に
同
情
す
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
女
性
の
病
的
な
外
見
描
写
そ
の
も
の
が
小
説
を
感
傷
的
に
さ
せ
て
い
る
要
素
の
ひ

と
つ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
に
、
男
性
主
人
公
の
哀
れ
さ
を
よ
り
い
っ
そ
う
高
め
る
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
一
見
す
る
と
、
病
気
の
男
性
主
人
公
は
、
病
的
な
女
性
を
見
て
、
同
じ
く
病
弱
な
者
と
し
て
共
鳴
し
、

自
分
も
病
気
の
苦
し
み
を
分
か
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
そ
の
女
性
を
弱
者
と
し
て
哀
れ
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
結
果
と
し

て
病
的
な
女
性
は
、
読
者
に
男
性
主
人
公
を
よ
り
哀
れ
に
思
わ
せ
る
存
在
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

一
九
二
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
、
女
性
の
「
病
的
な
美
」
の
描
写
が
少
な
く
な
り
、
健
康
美
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
女
性

の
身
体
描
写
に
よ
る
感
傷
性
も
減
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
健
康
的
な
女
性
に
多
い
い
わ
ゆ
る
「
妖
婦
型
」
の
女
性
を
好
き
に
な
っ

た
男
性
の
運
命
に
注
目
し
て
み
る
と
、
裏
切
ら
れ
た
り
騙
さ
れ
た
り
、
弄
ば
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
、
ひ
い
て
は
死
に
至
る
こ
と

も
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
に
感
傷
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
た
ち
も
や
は
り
、
男
性
主
人
公
の
哀
れ
さ
を
引
き
立
て
る
存

在
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。「
過
去
」
の
老
二
は
性
格
が
明
る
く
、
主
人
公
は
老
二
が
好
き
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
結
局
別
の

人
と
結
婚
し
た
。
そ
の
後
主
人
公
は
当
時
自
分
に
好
意
を
持
っ
て
い
て
く
れ
た
老
三
と
再
会
す
る
が
、
老
三
は
主
人
公
と
結
ば
れ
な

か
っ
た
が
た
め
に
苦
し
い
人
生
を
送
っ
て
お
り
、
主
人
公
は
老
三
と
や
り
直
そ
う
と
し
た
が
、
も
う
遅
い
と
言
わ
れ
、
小
説
は
感
傷

的
に
終
わ
る
。
こ
の
作
品
で
も
や
は
り
老
二
の
存
在
が
小
説
の
感
傷
性
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
清

冷
的
午
後
」
の
主
人
公
は
結
婚
し
て
二
カ
月
後
に
偶
然
妓
女
の
小
天
王
と
再
会
し
て
再
び
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
る
が
、
実
は
小
天

王
が
主
人
公
の
友
人
と
も
密
会
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
発
狂
し
て
湖
に
身
を
投
じ
る
。「
迷
羊
」
の
謝
月
英
は
主
人
公
と
駆
け
落
ち

す
る
が
、
主
人
公
は
謝
月
英
に
見
と
れ
る
周
囲
の
通
行
人
に
嫉
妬
し
、
独
占
欲
の
あ
ま
り
身
体
が
衰
弱
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
見
て
、

自
分
と
一
緒
に
い
る
と
主
人
公
は
死
ん
で
し
ま
う
と
言
っ
て
、
謝
月
英
は
あ
る
日
突
然
姿
を
消
す
。
主
人
公
に
と
っ
て
は
、
立
派
な
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裏
切
り
で
あ
る
。
結
局
主
人
公
は
彼
女
を
探
し
回
り
、
疲
労
で
倒
れ
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
の
例
も
、
弱
々
し
い
主
人
公
を
窮
地
に
追

い
込
み
、
よ
り
い
っ
そ
う
哀
れ
に
し
て
い
る
。
病
的
な
女
性
が
登
場
し
よ
う
が
健
康
的
な
女
性
が
登
場
し
よ
う
が
、
最
終
的
に
は
読

者
の
同
情
を
男
性
主
人
公
の
身
の
上
に
集
中
さ
せ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

郁
達
夫
小
説
に
お
い
て
、
初
期
の
作
品
で
は
病
的
な
女
性
が
多
く
描
か
れ
、
の
ち
に
健
康
的
な
女
性
の
占
め
る
割
合
の
方
が
大
き

く
な
っ
た
が
、
作
品
の
感
傷
性
は
、
彼
女
た
ち
の
存
在
に
よ
っ
て
、
一
貫
し
て
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
感
傷
性
に

よ
る
読
者
の
哀
れ
み
の
眼
が
彼
女
た
ち
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
作
者
は
病
弱
な
女
性
を
弱
者
と
し
て
描
い
て
同
情
と
哀
れ
み

を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
読
者
が
作
品
を
読
み
終
え
た
と
き
に
、
そ
の
女
性
に
同
情
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

健
康
的
な
「
妖
婦
型
」
の
女
性
の
裏
切
り
は
も
ち
ろ
ん
、
か
弱
い
女
性
の
「
病
的
な
美
」
で
さ
え
も
、
男
性
主
人
公
へ
の
同
情
の
強

化
作
用
が
働
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
小
説
の
男
性
主
人
公
は
、
誰
よ
り
も
哀
れ
な
悲
劇
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
る
。
読
者
の
心
に

残
る
の
は
、
こ
の
哀
れ
な
男
性
主
人
公
で
あ
る
。
郁
達
夫
の
小
説
に
登
場
す
る
女
性
は
、
男
性
主
人
公
の
引
き
立
て
役
に
す
ぎ
な
い

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
1
）　
伍
友
雲
は
論
文
「
妖
婦
与
聖
女
：
郁
達
夫
小
説
中
的
女
性
想
象
」（
荊
門
職
業
技
術
学
院
編
『
荊
門
職
業
技
術
学
院
学
報
』
第
二
十
二
巻
第

十
一
期
、
二
〇
〇
七
年
）
に
お
い
て
、
郁
達
夫
の
小
説
に
登
場
す
る
女
性
を
「
妖
婦
型
」
と
「
聖
女
型
」
に
分
け
て
い
る
。
趙
艶
花
も
ま
た
論

文
「
郁
達
夫
小
説
中
的
女
性
類
型
化
想
象
」（
名
作
欣
賞
雑
誌
社
編
『
名
作
欣
賞
』
二
十
三
期
、
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
、
郁
達
夫
小
説
中
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〇

の
女
性
を
「
妖
婦
型
」
と
「
天
使
型
」
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
に
お
い
て
、
郁
達
夫
小
説
に
登
場
す
る
女
性
を
「
天
使
型
」

と
「
妖
婦
型
」
な
ど
二
種
類
に
分
類
す
る
方
法
が
目
立
つ
こ
と
は
、
自
身
の
修
士
論
文
「
郁
達
夫
小
説
に
お
け
る
女
性
像
」（
二
〇
一
一
年
）

で
指
摘
し
た
。

（
2
）　
一
九
二
一
年
七
月
七
日
～
九
月
十
三
日
『
時
事
新
報
』
副
刊
『
学
灯
』
に
掲
載
。
一
般
に
郁
達
夫
の
処
女
作
と
さ
れ
て
い
る
「
沈
淪
」
よ
り

も
前
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
尚
、
本
稿
で
使
用
す
る
郁
達
夫
の
作
品
は
全
て
『
郁
達
夫
全
集
』（
浙
江
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）

を
底
本
と
し
た
。

（
3
）　
本
稿
に
掲
載
す
る
原
文
の
訳
は
全
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
4
）　
谷
崎
潤
一
郎
「
富
美
子
の
足
」
大
正
八
年
六
月
～
七
月
『
雄
弁
』
に
掲
載
。
本
稿
で
は
、『
金
色
の
死
　
谷
崎
潤
一
郎
大
正
期
短
篇
集
』（
講

談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
一
四
七
～
一
九
〇
頁
を
参
照
し
た
。

（
5
）　
夏
暁
虹
（
藤
井
省
三
監
修
　
清
水
賢
一
郎
／
星
野
幸
代
訳
）『
纏
足
を
ほ
ど
い
た
女
た
ち
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
）
十
八
頁
～
二
二

頁
。

（
6
）　
同
書
、
二
一
頁
。

（
7
）　
唐
嘉
璘
「
在
矛
盾
中
沈
淪
―
―
郁
達
夫
留
日
時
期
的
女
性
観
」（
江
西
金
融
職
工
大
学
編
『
江
西
金
融
職
工
大
学
学
報
』
第
二
十
一
巻
、
二

〇
〇
八
年
）
二
九
一
頁
。

（
8
）　
谷
崎
潤
一
郎
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
孫
徳
高
「
論
郁
達
夫
和
谷
崎
潤
一
郎
的
小
説
創
作
」（
煙
台
大
学
編
『
煙
台
大
学
学
報
（
哲
学
社

会
科
学
版
）』
第
八
巻
〇
三
期
、
一
九
九
五
年
）、
王
維
雅
「
谷
崎
潤
一
郎
与
郁
達
夫
小
説
中
的
審
美
情
趣
比
較
」（
商
洛
学
院
編
『
商
洛
学
院

学
報
』
第
二
十
四
巻
〇
一
期
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）　
張
競
『
美
女
と
は
何
か
―
―
日
中
美
人
の
文
化
史
』（
晶
文
社
、
二
〇
〇
一
年
）
四
二
四
頁
～
四
二
五
頁
。
ま
た
、
郁
達
夫
は
『
痴
人
の
愛
』

を
一
九
二
六
年
十
一
月
三
、
四
日
に
読
ん
で
い
る
（
日
記
よ
り
）。

（
10
）　
友
常
勉
（
柳
青
訳
）『
チ
ャ
イ
ナ
ガ
ー
ル
の
一
世
紀
―
―
女
性
た
ち
の
写
真
が
語
る
も
う
ひ
と
つ
の
中
国
史
』（
三
元
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

底
本
は
、
李
子
雲
・
陳
恵
芬
・
成
平
主
編
『
美
鏡
頭
　
百
年
中
国
女
性
形
象
』（
珠
海
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
11
）　
同
書
、
七
七
頁
。



郁
達
夫
小
説
中
の
女
性
表
象

七
一

（
12
）　
漫
画
会
、
一
九
二
六
年
十
二
月
八
日
上
海
で
成
立
し
た
中
国
最
初
の
漫
画
家
団
体
。
一
九
二
八
年
四
月
二
十
一
日
よ
り
『
上
海
漫
画
』（
週

刊
）
を
発
行
、
一
九
三
〇
年
六
月
七
日
の
一
一
〇
期
発
行
後
、
現
代
画
報
雑
誌
社
の
『
時
代
画
報
』（
月
刊
）
と
合
併
。

（
13
）　
漫
画
会
に
よ
る
漫
画
雑
誌
。
前
注
参
照
。
本
稿
で
は
復
刻
版
『
上
海
漫
画
』（
上
海
書
店
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
し
た
。

（
14
）　
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ツ
（
高
山
洋
吉
訳
）『
女
体
の
人
種
美
』（
刀
江
書
院
、
一
九
七
四
年
）
三
頁
。

（
15
）　
友
常
勉
、
前
掲
書
、
十
七
頁
～
十
八
頁
。

（
16
）　
一
九
二
七
年
十
月
発
行
の
『
文
学
週
報
』
第
五
巻
第
十
一
・
十
二
合
刊
に
掲
載
。
本
稿
で
は
『
郁
達
夫
全
集
』
第
十
巻
、
三
〇
八
～
三
一
三

頁
を
参
照
し
た
。

（
17
）　
胡
金
定
『
郁
達
夫
研
究
』（
東
方
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
八
四
頁
。

（
18
）　
同
書
、
四
七
頁
。

（
19
）　
福
田
眞
人
『
結
核
と
い
う
文
化
―
―
病
の
比
較
文
化
史
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
一
年
）
一
六
一
～
一
八
五
頁
を
参
照
。

（
20
）　
蔡
振
念
「
郁
達
夫
小
説
中
的
病
態
美
学
」（
中
山
大
学
中
文
系
編
『
文
与
哲
』
第
七
期
、
二
〇
〇
五
年
）
三
一
九
頁
～
三
二
〇
頁
、
三
二
三

頁
。

（
21
）　
福
田
眞
人
、
前
掲
書
、
一
七
〇
頁
。

（
22
）　
一
八
九
九
年
、
林
紓
に
よ
っ
て
中
国
語
（
文
言
文
）
に
翻
訳
さ
れ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
・
フ
ィ
ス
の
『
椿
姫
』
が
（
中
国
表
題
は

『
巴
黎
茶
花
女
遺
事
』）、
福
州
索
隠
書
屋
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。「
厳
復
の
『
天
演
論
』、
林
紓
の
『
茶
花
女
』
を
代
表
と
す
る
晩
清
の
翻
訳
の
風

潮
は
、「
五
四
」
文
学
革
命
の
中
核
と
な
る
力
で
あ
っ
た
」（『
中
国
現
代
文
学
三
十
年
　
学
習
指
導
』（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
七

頁
よ
り
引
用
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）　
張
競
、
前
掲
書
、
九
〇
頁
～
九
四
頁
。

（
24
）　
郁
達
夫
「
五
六
年
来
創
作
生
活
的
回
顧
」（『
郁
達
夫
全
集
』
第
十
巻
）
三
〇
九
頁
よ
り
。

（
25
）　
葉
浅
予
「
世
界
人
体
之
比
較
（
一
）」（
漫
画
会
『
上
海
漫
画
』
第
十
一
期
、
一
九
二
八
年
）
三
頁
。

（
は
ん
　
ぶ
ん
れ
い
・
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）　


