
失

わ

れ

た

お

四五
三ヨ

の

た

め

井

荷

風

一
、
は
じ
め
に

『濯
東
謹
匡

(『墓
口
小
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』

六
1
六
・
一
五
)
は
、
連
載
当
初
よ
り
萩
原
朔
太
郎
、
や
休
藤
春
夫
と
い
っ
た
同
時

代
人
か
ら
多
く
の
貰
賀
を
受
け
、
現
在
に
至
る
ま
で
荷
風
文
学
の
頂
点
と
し
て
名

高
い
作
品
で
あ
る
。

一
九
三
七
・
四

・
一

こ
と
に

置
案

締
草

と
い
う
作
品
そ
の
も
の
に
作
中
作

「失
跡
」
が
内
包
さ

れ
て
い
る
と
い
う
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
「
紋
中
紋
」
に
も
似
た
構
成
は
早
く

か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
最
も
早
い
も
の
と
し
て
、
隼
勝
春
夫
の
識
が
あ
る
(1
)
。
佐
藤
は
そ
こ
で
、

作
中
作
「
失
掠
」
の
種
田
順
平
と
す
み
子
を
、
杢
編
の
〈
わ
た
く
し
〉
と
お
雪
と

に
対
応
さ
せ
な
が
ら
、
そ
こ
に
老
境
に
至
っ
た
永
茸
何
風
の
「
形
影
相
弔
の
趣
一

を
見
て
取
り
、
お
雪
と
別
れ
る
〈
わ
た
く
し
〉
を
「
殉
教
者
」
と
評
し
て
い
る
の

=司

東

京奇

色 =

三=A

a岡

j墨

壬iHi
日早

高

橋

賢

人

だ
が
、
こ
の
論
は
そ
れ
以
降
に
お
け
る

軍
空
束
絹
措
置

論
の
ひ
と
つ
の
基
軸
と
な

る
。そ

の
ほ
か
に

「失
臆
」
に
注
目
し
た
論
と
し
て
は
、

挿
話
と
し
て
の
「
失
掠
」

の
設
{
尽
か

〈わ
た
く
し
〉
と
お
雪
の

「あ
り
得
べ
き
現
実
だ
と
い
う
こ
と
の
裏
づ

け
重
き
で
あ
っ
た
と
み
る
野
口
冨
士
男
の
論

(2
)
や

「失
墜
の
作
由
人
物
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で
あ
る
種
目
順
平
に

「活
が
い
」
を
告
白
さ
せ
る
こ
と
で

〈わ
た
く
し
〉
の

「老

境
に
至
っ
て
」
の

「痴
夢
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
す
る
竹
森
天
雄
の
論

(3
)、
あ

る
い
は
「
失
蹄
」
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
民
塊
に
入
っ
た
書
き
手
と
し
て

の

〈わ
た
く
し
〉
に
読
者
の
注
意
を
向
け
さ
せ
た
と
す
る
劉
建
輝
の
論

(4
)
な

ど
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
失
諒
」
の
機
能
に
つ
い
て
着
目
し
た
論
は
こ
れ
ま
で
に
数
多
く

書
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

い
ず
れ
の

軍
空
束
絹
謂
』
論
に
お
い
て
も
前
提
と
さ



れ
て
き
た
の
は
、
〈
わ
た
く
し
〉
が
お
雪
と
の
関
係
に
お
い
て
つ
ね
に
主
道
雇
を

握
り
な
が
ら
そ
の
別
離
ま
で
の
道
筋
を
操
り
、
最
後
に
そ
の
受
動
的
な
存
在
で
あ

る
ヒ
ロ
イ
ン
を
捨
て
去
る
こ
と
で
、
そ
の
関
係
と
同
時
に
物
語
を
終
え
る
と
い
う

物
語
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一
老
作
{
季
ケ
主
体
と
し
た
老
い
ら
く
の
恋
と
い
う
、

佐
藤
春
夫
か
ら
連
綿
と
続
く
解
釈
の
枠
組
み
が
前
提
と
し
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、

『還
東
締
声
』
を
そ
の
よ
う
な
物
語
と
し
て
の
み
捉
え
て
よ
い
も
の
だ

ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
仔
細
に
テ
ク
ス
卜
事
』
読
み
込
ん
で
い
け
ば
、
少
な
く
と

も
先
行
研
究
が
論
じ
て
い
る
ほ
ど
に
〈
わ
た
く
し
〉
は
物
語
の
な
か
で
主
道
商
な

役
割
を
貫
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
の
ヒ
ロ
イ
ン
も
ま
た
た
だ
捨
て
去
ら

れ
る
と
い
う
ほ
ど
受
動
的
な
立
場
に
甘
ん
じ
て
い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
今
一
度

軍
空
果
紛
措
置

と
作
中
作

「失
院
」
と
の
関
係
や

〈わ
た
く
し
〉
と
お
雪
と
の
関
係
を
捉
え
な
お
し
、
こ
れ
ま
で
は
あ
く
ま
で
物
語

の
受
動
的
な
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
軍
霊
泉
絹
誇
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
そ
の

よ
う
な
枠
組
み
に
囚
わ
れ
な
い
、
む
し
ろ
娼
婦
と
し
て
の
性
質
を
最
大
限
に
生
か

し
て

〈わ
た
く
し
〉
を
翻
弄
す
る
様
を
提
示
し
た
い
。

そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
〈
わ
た
く
し
〉

と
お
雪
と
の
聞
に
交
わ
さ
れ
る
ハ
贈
与
〉
と
い
う
行
為
に
着
目
す
る
。
い
さ
さ
か

突
飛
な
着
目
点
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
栗
本
慎
一
郎
や
ジ
ヨ
ル
ジ
ュ
・

パ
タ
イ
ユ
の
論
を
援
用
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
そ
の
行
為
が

『還
東
一
締
描
庄
の
翌
日

で
決
定
的
な
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

二
、
贈
与
正
視
線

『濯
東
絹
請
』
の
な
か
で

〈わ
た
く
し
〉
は
数
多
く
の

〈贈
与
〉
を
行
う
。

具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
お
雪
の
家
へ
最
初
に
あ
が
り
こ
ん
だ
際
に

〈わ
た
く

し
〉
が
お
雪
に
渡
す

「五
十
銭
」
や

「浅
草
海
苔
」

(第
三
回
)
、
〈わ
た
く
し
〉
の

身
分
を
晦
ま
す
こ
と
に
貢
献
す
る
「
土
産
物
」

(第
五
回
)
が
挙
汀
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
主
人
の
自
の
前
で
渡
す
「
金
」

(第
七
回
や
彊
何
の
夜
屈
で
購
っ
た
「
常

夏
の
花
」

(第
八
回
)、
そ
し
て
物
語
終
盤
の

「三
O
円」

(第
九
回
)
も
ま
た
贈
与

物
と
し
て
挙
-
け
ら
れ
る
。
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〈贈
与
〉
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
の
霜
与
謹
に
お

け
る
「
ポ
ト
ラ
ッ
チ
」
の
名
と
と
も
に
、
「
贈
与
す
る
義
務
」
「
受
容
の
義
務
」
「
返

礼
す
る
義
務
」
と
い
う
三
つ
の
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

(5
)。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
な
に
ゆ
え
に

〈贈
与
〉
と
い
う
行
為
は
行
わ
れ
、
一
二

つ
の
義
務
が
発
生
す
る
の
か
。
モ
ー
ス
は

「法
的
拘
束
(
ネ
ク
ス
ム
)
」
と
い
う

言
葉
で
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
平
易
十
全
衣
現
を
し
て
い
る
栗

本
慎
一
郎
の
言
葉
を
引
く
こ
と
に
す
る

(6
)
。

贈
与ま
なず

の-

Z議
る 豆

長聖
) な

f、る
ぜ、の

lま

完物
がと
仔物
討さ
れ巴

ゑ議
かで
と早
い 1，ト
つ、
原
因
は 高



さ
ら
に
深
層
に
あ
る
が
、
表
面
上
は
、
自
ら
の
地
位
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
行

な
わ
れ
る
。
そ
こ
で
の
m富
E
は
、
生
存
に
係
わ
る
人
間
氏
、
隔
で
あ
ろ
う
し
、

人
間
存
在
の
深
部
に
あ
る
暗
黙
の
知
の
力
と
も
考
え
ら
れ
る
。
:
・
従
っ
て
、
贈

与
は
、
す
る
側
の
論
理
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
貰
っ
た
方
は
ど
う
す
る
の
か
。
ポ
ト
ラ
ッ
チ
に
お
い
て
は
、
人
は

相
手
の
贈
与
を
断
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
受
容
の
義
務
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
貰
っ
て
し
ま
っ
た
方
は
、
相
手
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
。
圧

倒
ど
こ
ろ
か
、
自
ら
の
地
位
も
、
存
在
も
危
う
い
と
い
う
こ
と
も
発
生
し
う
る

の
で
あ
る
。

要
す
る
に
〈
贈
与
〉
と
い
う
行
為
は
、
対
価
と
し
て
贈
与
者
が
受
容
者
を
圧
倒

す
る
と
い
う
権
力
関
係
を
両
者
の
聞
に
発
生
さ
せ
、
そ
し
て
受
容
者
が
自
身
に
贈

ら
れ
た
贈
与
物
の
も
つ
価
値
と
同
等
以
上
の
も
の
を
再
び
相
手
に
贈
ら
な
い
限

り
そ
の
関
係
を
維
持
し
続
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
交
換
や
そ
の
原
型
と
し
て
の

〈
贈
与
〉

は
、
実
際
の
と
こ
ろ
そ
の
行
掃
に
よ
っ
て
財
が
移
動
さ
せ
ら
れ
た
り
処

分
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
地
位
や
身
分
と
い

っ
た
権
力
関
係
を
構
築
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
モ
ス
が

い
う
と
こ
ろ
の
「
法
的
拘
束
(
ネ
ク
ス
ム
)
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
〈
曹
与
〉

に
よ
っ
て
成
文
法
の
法
的
拘
束
と
は
違
っ
た
形
で
そ
の
相
手
を
圧
倒
し
、
拘
束
し

続
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

〈贈
与
〉
が
そ
の
贈
与
暑
と
受
容
者
と
の
聞
に
権
力
関
係
を
発
生
さ
せ
る
と
い

う
事
実
は
、
軍
霊
泉
絹
誇
』
の
〈
わ
た
く
し
〉
に
お
い
て
も
無
視
で
き
な
い
問
題

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
司
霊
泉
椅
語
』
の
世
界
は
、
劉
建
輝
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
書

く
「
わ
た
く
し
」
」
を
量
品
と
し
た
一
種
の
階
届
慢
を
そ
の
根
本
に
備
え
て
お
り

(7
て
そ
の
な
か
に
お
け
る
お
雪
と
の
関
係
の
推
移
と
は
、
「
書
く
〈
わ
た
く
し
〉

|
書
か
れ
る
お
雪
」
と
い
う
一
方
的
な
権
力
関
係
の
も
と
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

む
ろ
ん
〈
わ
た
く
し
〉
は
第
七
回
に
お
い
て

『思
一
す
ぎ
』
や
『
妾
宅
』、『
見
果

て
ぬ
夢
』
と
い
っ
た
永
茸
何
風
の
作
品
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
「
こ
れ
を
読
む

人
は
、
わ
た
く
し
が
溝
の
臭
気
と
、
蚊
の
声
と
の
中
に
生
活
す
る
女
た
ち
を
深
く

恐
れ
も
せ
ず
、
醜
い
と
も
せ
ず
、
む
し
ろ
見
ぬ
前
か
ら
親
し
み
を
覚
え
て
い
た
事
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だ
け
は
推
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
玉
の
井
や
そ
こ
に
住
む
私
娼
た
ち
に
対
す

る
自
身
の
高
踏
意
識
を
否
定
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
第
三
回
に
お
け

る
次
の
よ
う
な

一
節
を
読
む
限
り
、
そ
の
弁
解
に
は
疑
義
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

年
は
二
十
四
、
五
に
は
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
な
か
な
か
い
い
容
貌
で
あ

る
。
鼻
筋
の
通
っ
た
円
顔
は
白
粉
焼
が
し
て
い
る
が
、
結
立
の
島
田
の
生
際
も

ま
だ
抜
よ
っ
て
は
い
な
い
。
黒
田
が
ち
の
眼
の
中
も
曇
っ
て
い
ず
唇
や
歯
ぐ
き

の
血
色
を
見
て
も
、
そ
の
健
康
は
ま
だ
さ
し
て
破
壊
さ
れ
て
も
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
た
。



近
代
に
お
け
る
視
線
の
支
配
的
な
機
能
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ

の
場
面
に
お
け
る

〈わ
た
く
し
〉
の
視
線
に
お
い
て
も
同
様
の
替
芝
発
揮
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
中
山
和
子
は
こ
こ
に
、
娼
婦
を
値
踏
み
す
る
と
き
の
仲
介
業

者
や
抱
え
主
と
同
じ

〈わ
た
く
し
〉
の
寸
ソ
ッ
と
さ
せ
る
冷
徹
」
な
観
察
眼
を
み

て
と
っ
て
お
り
、
お
雪
に
い
ず
れ
は
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
非
信
な
事
態
が
読
み
取
れ

る
と
し
て
い
る

(8
1

こ
の
中
山
の
指
摘
に
は
概
ね
同
意
で
き
る
が
、
た
だ
そ
こ
に
は
〈
わ
た
く
し
〉

が

苫
壁
東
鯖
語
』
の
書
き
手
と
し
て
の
意
識
と
視
線
と
を
備
え
て
い
る
人
物
で
も

あ
る
と
い
、
Z
白
川
を
付
け
加
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は

〈わ
た
く

し
〉
の
冷
徹
な
観
察
眼
だ
け
で
な
く
、
そ
の
裏
に
あ
る
「
わ
け
な
く
ど
ん
な
に
で

も
悲
惨
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
第
二
巴
と
作
中
作
の
主
人
公
に
つ
い
て
言

つ
て
の
け
る
よ
う
な
、
そ
の
視
線
と
同
種
の
冷
徹
さ
を
含
ん
だ
書
き
手
と
し
て
の

高
墜
墨
叫
も
ま
た
重
要
な
要
素
と
し
て
見
て
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

書
き
手
と
し
て
の
高
踏
的
主
審
尻
と
そ
の
表
出
と
し
て
の
冷
徹
な
観
察
眼
、
そ

れ
こ
そ
「
書
く
〈
わ
た
く
し
〉
|
書
か
れ
る
お
雪
」
と
い
う
関
係
を
方
法
的
に
実

現
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
権
力
関
係
を
原
理
的
に
支
え
て
い
る
も
の
こ
そ

〈わ
た
く
し
〉
に
よ
る
数
多
く
の

〈贈
与
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

物
語
を
自
身
の
都
合
で
書
き
紡
ぐ
こ
と
の
で
き
る
位
置
を
保
持
し
よ
う
と
す

る

〈わ
た
く
し
〉
の
権
力
志
向
は
、
「
作
後
賢
吾
一

ε
に
お
い
て
帯
葉
翁
の
い
う
「
現

代
固
有
の
特
徴
」
と
し
て
の
「
優
越
を
感
じ
た
い
と
思
っ
て
い
る
欲
望
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
い
う
皮
肉
さ
え
帯
び
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
の
は
、
お
雪
も
ま
た

〈わ
た
く
し
〉
に
対
し
て

〈贈
与
〉
を
行
っ
て
い
る
と
い

、ュ
亭
実
で
あ
る
。

初
め
て

〈わ
た
く
し
〉
を
家
に
招
い
た
と
き
に
出
す
「
茶
」
が
そ
れ
に
あ
た
る

が、

〈わ
た
く
し
〉
に
対
す
る
お
雪
か
ら
の
こ
の
始
ま
り
の

〈贈
与
〉
は
、
別
の

箇
所
の
記
述
に
よ
っ
て
「
お
客
の
上
っ
た
合
図
に
下
か
ら
茶
を
持
っ
て
行
く
習

慣
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
玉
の
井
と
い
う
私
娼
窟

の
習
慣
に
な
ら
っ
た
、
「
お
き
ま
り
の
御
規
則
ど
お
り
」
に
こ
の
物
語
の
主
軸
と

な
る
関
係
は
始
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
作
中
に
お
け

る

〈わ
た
く
し
〉
の
お
雪
に
対
す
る

「偶
然
過
去
の
世
の
な
つ
か
し
い
幻
影
を
仲間

悌
た
ら
し
め
た
ミ
ュ
ー
ズ
」
と
い
う
よ
う
な
杯
情
的
存
明
主
刀
と
は
宙
震
に
、
お
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雪
の
極
め
て
ド
ラ
イ
な
職
業
的
手
続
き
の
上
に
両
者
の
関
係
は
始
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

す
で
に
こ
こ
へ
両
者
の
関
係
の
不
均
衡
と
転
倒
の
予
兆
が
み
ら
れ
る
と
い
っ

て
よ
い
が
、
こ
こ
で
忘
れ
ず
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
て
お
雪
に
よ

っ
て
始
め
ら
れ
た
関
係
が
、
そ
の
ま
ま

宣
虐
東
椅
謹
』
そ
の
も
の
の
成
立
と
不
可

分
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は

「夕
立
が
手
引
き
し
た
こ
の

夜
の
出
来
事
が
、
全
く
伝
統
的
に
、
お
説
通
り
で
あ
っ
た
の
を
、
わ
た
く
し
は
か

え
っ
て
面
白
く
思
い
、
実
は
そ
れ
が
書
い
て
見
た
い
た
め
に
、
こ
の
一
篇
に
筆
を



執
り
初
め
た
わ
け
で
あ
る
」
(
第
三
回
)
と
い
う
執
筆
動
機
を
語
る
一
文
や
、
お

雪
が
病
に
よ
っ
て
物
語
か
ら
姿
を
消
し
た
の
ち
に
「
『濯
東
椅
謹
』
は
こ
こ
に
筆

を
摺
く
べ
き
で
あ
ろ
う
」
(
世
事
十
回
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
っ

ま
り
、
富
市
牛
東
椅
請
』
は
「
書
く

〈わ
た
く
し
〉
|
書
か
れ
る
お
一
宮
」
と
い
う
権

力
関
係
が
根
本
に
あ
る
一
方
で
、
そ
の
下
部
構
造
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
当
の
お
雪

の
存
在
な
く
し
て
は
成
り
立
た
な
い
作
品
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

三
、
蕩
尽
・
類
似
E

檎
憾

先
述
の
「
茶
」

(第
三
回
)
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
「
氷
白
玉
」

(第九
回
)
に
し
ろ
、

お
雪
が

〈わ
た
く
し
〉
に
な
に
か
し
ら
を
贈
っ
て
い
る
の
は
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
卜
中
に
見
え
る
そ
の
贈
与
助
の
内
容
や
回
数

を
み
れ
ば
、

〈わ
た
く
し
〉
が
お
雪
を
は
る
か
に
圧
倒
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明

白
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

〈わ
た
く
し
〉
は
な
ん
の
問
題
な
く
自
ら
の
特
権

的
な
位
置
を
保
持
し
た
ま
ま
で
い
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、

第
七
回
に
お
い
て

〈わ
た
く
し
〉
が
「
不
安
な
心
持
」
を
抱
く
こ
と
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
司
居

東
絹
語
辞
』
は
結
果
的
に
そ
の
よ
う
に
推
移
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
の
「
不
安
な
心
持
」
の
内
実
に
つ
い
て
は
の
ち
に
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
問
題

と
な
る
の
は
〈
わ
た
く
し
〉
が
〈
贈
与
〉
に
よ
っ
て
圧
倒
し
続
け
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
自
身
の
立
ち
位
置
を
保
持
し
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う

点
で
あ
る
。

ジ
ヨ
ル
ジ
ュ
・
パ
タ
イ
ユ
に
よ
る
な
ら
ば
、
ど
う
や
ら
そ
れ
は
物
と
し
て
眺
め

ら
れ
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
娼
婦
と
い
う
性
質
そ
の
も
の
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
パ
タ
イ
ユ
は
娼
婦
と
い
、
ユ
仔
在
の
特
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(9
)
。娼

婦
た
ち
は
多
額
の
金
を
贈
ら
れ
る
。
こ
の
金
を
彼
女
た
ち
は
ぜ
い
た
く
に

使
う
の
だ
が
、
そ
の
濫
費
は
彼
女
た
ち
を
い
っ
そ
う
男
の
欲
望
を
そ
そ
る
存
在

に
し
、
彼
女
た
ち
が
当
初
か
ら
持
っ
て
い
た
、

贈
与
を
引
き
寄
せ
る
力
を
、
な

お
強
め
る
。

す
な
わ
ち
、

〈贈
与
〉
さ
れ
た
財
を

(
杢
米
の
よ
う
に
同
等
以
上
の
財
の
者
と
し
て

で
は
な
く
)
尽
く
豪
審
に
消
費
し
て
し
ま
う
こ
と
、
さ
ら
に
自
ら
の
地
位
を
安
定
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さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
財
の

〈蕩
尽
〉
が
そ
の
ま
ま
彼
女
自
身
を
よ
り
爆
び
や
か

に
飾
り
立
て
る
と
い
う
再
帰
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
実
に
〈
贈
与
〉

と

〈蕩
尽
〉
と
が
同
等
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
な
に
ゆ
え
両
者
は
そ

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
の
か
。
先
に
述
べ
た
、
〈
贈
与
〉
の
目
的
が
単

な
る
財
の
移
動
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
贈
与
吾
と
受
容
者
と
の
聞
に
権
力
関
係
の

構
築
に
あ
っ
た
と
い

-Z尽
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
今

一度
、
栗

本
の
論
+
ケ
参
照
す
れ
ば
、
そ
の
目
的
が
〈
蕩
尽
〉
に
よ
っ
て
も
果
た
さ
れ
う
る
こ

と
が
わ
か
る
だ
ろ
う

(
1
0
)
。



贈
与
の
過
程
で
も
そ
れ
が
次
第
に
昂
ま
っ
て
き
た
段
階
で
は
、
全
く
同
じ
に

相
手
を
圧
倒
し
、
自
ら
の
地
位
を
安
定
さ
せ
る
行
為
と
し
て
、
富
を
破
壊
す
る

こ
と
が
あ
る
。

(中
略
)
こ
れ
も
本
義
の
贈
与
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
贈
与

は
、
本
来
、
相
手
に
物
を
与
え
る
こ
と
多
義
層
に
お
い
て
も
深
層
に
お
い
て
も

目
的
と
は
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
い
わ
ば
受
け
手
が
圧
倒
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
だ
。

こ
こ
で
は
「
破
壊
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
栗
本
は
こ
の
ほ
か

に
「
消
尽
」
や
「
蕩
尽
」
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
財
を
豪
看
に

消
費
す
る
行
誌
と
い
う
点
で
同
等
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
き

に
パ
タ
イ
ユ
が
指
摘
し
て
い
た
娼
婦
の

〈蕩
固め
〉
性
も
ま
た
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る

と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
受
け
手
を
圧
倒
す
る
、
つ
ま
り
は
贈
与
暑
と
受
容
者
と

の
あ
い
だ
に
権
力
関
係
を
構
筆
q
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
〈
贈
与
〉
も
〈
事
賞
、
〉

も
等
し
い
行
為
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
娼
婦
の
〈
蕩
尽
〉
と
い
う
特
質
は
、
雪
子
本
人
に
と
っ
て
も
、
ま
た

〈わ
た
く
し
〉
に
と
っ
て
さ
え
も
無
皇
見
に
見
え
な
が
ら
、
し
か
し
確
実
に
両
者

の
関
係
を
転
倒
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
お
雪
と
そ
の
物
語
を
一
方
的
に
操
作
す
る

と
い
う
位
置
を
維
持
す
る
た
め
に
〈
わ
た
く
し
〉
が
行
う
〈
贈
与
〉
は
、
そ
の
意

図
に
反
し
て
、
む
し
ろ
こ
と
ご
と
く
彼
女
の
地
位
を
押
し
上
け
る
よ
う
作
用
し
て

ゆ
き
、
霊
泉
締
謂
』
の
根
本
で
あ
る
「
書
く
〈
わ
た
く
し
〉
主
固
か
れ
る
お
雪
」

と
い
う
関
係
を
破
綻
へ
と
導
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
作
品
が
お
雪
の
存
在
と
不

可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
以
上
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
お
た
く
し
〉
が
書
き
綴

っ
て
い
た
物
語
が
終
駕
を
迎
え
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

『塞
東
絹
措
置
に
お
け
る

〈わ
た
く
し
〉
か
ら
お
雪
に
対
す
る

〈贈
与
〉
は、

第
九
回
に
あ
っ
て

「三
O
円
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
先
ん
じ
て
雪
子
が
島
議

を
き
っ
て
お
ご
っ
て
い
る
の
は

「氷
白
玉
」

一
杯
分
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
両

者
の
相
手
に
対
す
る
贈
与
は
や
は
り
甚
だ
非
対
称
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
お
雪
が
〈
わ
た
く
し
〉
に
圧
倒
さ
れ
続
け
な
い
の
は
、

お
雪
が
娼
婦
で
あ
る
と
い
、
ユ
事
実
そ
の
も
の
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
娯
…

〈わ
た
く
し
〉
の
与
え
る

「三
O
円
」
は
、
お
雪
か
ら
の
同
等
以
上
の
返
礼
を
期

待
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
季
節
外
れ
な
「
袷
」

(第
九
恩
、
主
白
い

「伊

達
締
」
(
第
一

O
回
)
に
代
わ
る
新
品
へ
と
姿
を
変
え
、
彼
女
を
よ
り
上
等
な
娼
婦
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へ
と
き
ら
び
や
か
に
飾
り
立
て
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
時
、
こ
う
し
た
財
の
〈
蕩
尽
)
を
介
し
た
〈
わ
た
く
し
〉
と
お
雪

と
の
関
係
が
、
「
失
綜
」
の
主
人
公
種
目
順
平
と
家
庭
と
の
関
係
と
パ
ラ
レ
ル
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
さ
ず
に
お
き
た
い
。

テ
ク
ス
卜
に
沿
っ
て
み
れ
ば
、
薄
結
な
生
活
に
希
望
を
見
出
さ
ず
「
影
の
よ
う

な
人
間
」
に
な
っ
て
い
た
種
目
順
平
は
光
子
母
子
の
金
に
心
を
惑
わ
せ
再
婚
す
る

も
、
「
長
女
芳
子
と
李
児
為
秋
の
成
長
す
る
に
従
っ
て
生
活
費
は
年
々
多
く
な
り
、

種
目
は
二
、
三
軒
琵
子
校
を
掛
持
ち
し
て
歩
か
ね
ば
」
な
く
な
る
。
そ
う
し
て
「
お



の
れ
の
妻
子
を
冷
眼
に
視
る
」
こ
と
が
唯
一
の
復
讐
だ
と
い
う
こ
の
気
弱
な
男
は
、

カ
フ
エ
ー
の
女
給
す
み
子
と
再
会
し
五
十

一
歳
の
春
に
退
職
金
を
受
け
取
る
と
、

光
子
た
ち
か
ら
逃
け
る
よ
う
に
姿
を
晦
ま
す
こ
と
に
な
る
。

当
時
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
状
況
に
つ
い
て
、
赤
松
克
麿
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
相

場
、
が
年
々
下
落
し
て
ゆ
き
、
祇
抗
力
も
な
け
れ
ば
牙
も
な
い
様
子
を
嘆
い
て
い
る

が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
昭
和
初
期
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
像
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
二

点
は
実
に
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る

(
1
1
)
。

す
な
わ
ち
、
当
時
の
サ
ラ
リ

マ

ン
た
ち
に
と
っ
て
カ
フ
ェ
が
「
安
価
に
し

て
近
代
的
刺
激
を
興
う
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
理
想
も
希
望
も
な
い
、
そ
し
て
日
々

機
械
的
事
務
の
重
圧
に
疲
れ
て
い
る
サ
ラ
リ
マ
ン
群
の
唯
一
の
避
難
場
所
」
で

あ
っ
た
と
い

1
白
山
一
つ
目
。
そ
し
て
二
つ
目
、
が
「
浪
善
話
料
の
ノ
ン
セ
ン
ス
」

と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
サ
ラ
リ
マ
ン
が
消
費
主

体
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
、
ユ
事
実
で
あ
る

(1
2
)。

薄
給
で
さ
ら
に
は
{
丞
腿
で
冷
遇
さ
れ
、
カ
フ
ェ
に
憩
い
を
見
出
だ
し
て
い
る

」
う
し
た
種
田
の
姿
は
、

一
つ
目
に
あ
げ
た
昭
和
初
期
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
モ
|

ド
を
ひ
と
ま
ず
は
正
確
に
な
ぞ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
彼
が
カ
フ
エ
ー
を

訪
れ
た
の
は
「

一
、
二
度
」
ビ
ー
ル
の
酔
を
買
っ
た
と
き
の
み
で
あ
り
、
ま
た
自

身
の
行
く
末
の
見
当
も
つ
け
ず
に
す
み
子
の
元
へ
と
転
が
り
込
ん
だ
と
き
に
唯

一
抱
く
思
い
と
い
え
ば
、
「
た
だ
今
日
ま
で
二
O
年
の
間
{
不
族
の
た
め
に
一
生
を

犠
牲
に
し
て
し
ま
っ
た
事
が
、
い
か
に
も
に
、
が
に
が
し
く
、
腹
が
立
つ
て
な
ら
な

い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
男
は
当
時
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
像
の
典
型
に
み
え
な
が
ら
、
先
に

埜
け
た
二
点
目
の

「
消
費
」
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
ひ
た
す
ら
自
身

の
財
を
{
丞
厄
に
よ
っ
て
〈
蕩
尽
〉
さ
れ
る
と
い
う
例
外
的
な
存
在
と
し
て
組
織
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
〈
わ
た
く
し
〉
と
種
田
と
は
、
そ
の
年
齢
上

の
近
似
性
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
財
を
絞
り
尽
く
さ
れ
る
と
い
う
の
蕩
尽
〉
の
主

題
を
も
遥
か
に
模
倣
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
実
に
似
通
っ
て
い
る
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
、

『濯
東
椅
語
』
が
「
本
筋
に
対
し
て

『失
蹄
』
が
優

位
に
」
立
っ
て
い
た
は
ず
の
も
の
が
第
五
回
以
降
そ
の
関
係
が
逆
転
し
、
結
果
的

に
「
詩
的
随
想
的
発
想
と
小
説
的
発
想
の
均
衡
を
保
っ
て
き
た
構
成
を
大
き
く
突

、き
く
ず
し
て
し
ま
っ
た
」
と
堰
上
博

一
の
評
す
る
よ
う
な
物
語
で
は
あ
り
え
な
い
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るしは

t E1 
え富手
5f 
Z れ
~，る
主主 で

理号…、

類 Z
似 T
と 3

?i 
よ絹
つ i章
て一
見は

事 E
貫ろ
か〈
れわ

こ
う
し
て
、

富
盛
果
椅
措
置
の
物
語
が
、
作
中
作
で
あ
る

「失
綜
」
の
中
に
挿

入
さ
れ
て
い
た
〈
蕩
尽
〉
と
い
?
主
題
を
他
な
ら
ぬ
〈
わ
た
く
し
〉
自
身
が
そ
う

と』丸
、っ
か
ぬ
ま
ま
徹
底
的
に
模
倣
し
反
復
す
る
と
き
、
こ
れ
を
読
む
人
は
軍
空
東

精
謂
』
そ
の
も
の
の
終
わ
り
を
弔
期
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
種
目

が
そ
の
主
題
に
よ
っ
て
{
丞
健
か
ら
身
を
追
わ
れ
た
よ
う
に
、
同
じ
主
題
に
想
り
つ



か
れ
た
〈
わ
た
く
し
〉
も
ま
た
、
お
雪
の
も
と
か
ら
追
放
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
予
期
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
、
少
な

く
と
も
主
人
公
で
あ
る

〈わ
た
く
し
〉
が
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
お
雪
を
捨
て
去
る
な

ど
と
い
う
物
語
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、

〈贈
与
〉
と

〈蕩
尽
〉
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
受

動
的
存
在
と
さ
れ
て
き
た
お
雪
が
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
人
物
で
あ
ろ

う
こ
と
が
分
か
る
が
、
具
体
的
に

〈わ
た
く
し
〉
と
お
雪
と
の
関
係
の
転
倒
は
ど

の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

回
、
髪
の
毛
と
不
動
性

「
向
島
寺
島
町
に
あ
る
遊
里
の
見
聞
記
を
つ
く
っ
て
、
わ
た
く
し
は
こ
れ
を

軍司去
束
締
描邑

と
命
名
し
た
」
と
い
う

「作
後
賢
一
宮
一
口
」
の
壬
一
息
菜
に
反
し
て
、
そ
の

責
務
を
果
た
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
軍
霊
泉
絹
謂』

本
編
に
お
け
る
登
場
人
物

の
描
写
は
ひ
ど
く
暖
昧
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

(1
4
)。

た
と
え
ば
第

一
回
で
事
あ
る
ご
と
に
〈
わ
た
く
し
〉
を
脱
み
つ
け
る
巡
査
が
、

木
村
荘
八
の
挿
絵
を
と
も
な
っ
て
強
烈
な
印
象
を
読
者
に
与
え
て
い
る
の
に
反

し
て
、
テ
ク
ス
卜
の
司
法
地
に
沿
う
と
そ
の
様
態
自
体
は
だ
漠
と
し
て
確
固
た
る
輪

郭
を
持
ち
得
て
い
な
い
の
が
そ
の
血
副
主
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
縁
日
の
人
込
み

(第
八
回
)
や
窓
の
外
の
人
通
り

(第
九
回
)、五、

六
人
の
素
見
客
(
省
宇
回
)
な
ど
、
そ
れ
ら
を
描
写
す
る
機
会
は
数
多
く
あ
っ
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
が

「創
作

『一失
跡
』
の
実
地
観
察
」
で
訪
れ
て
い
る
は
ず
の

玉
の
井
の
風
俗
と
し
て
の
人
々
ま
で
も
が
暖
妹
模
糊
と
し
た
外
見
し
か
備
え
て

い
な
い
の
は
、
あ
た
か
も
話
者
に
よ
っ
て
意
図
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

で
不
審
で
あ
る
。

た
だ
し
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
話
者
の
意
図
の
解
明
と
い

っ
た
も
の
で
は
な

ぃ
。
こ
こ
で
の
肝
要
は
、
ち
ょ
う
ど
力
メ
ラ
の
フ
オ
カ
ス
を
合
わ
せ
た
と
き
の

よ
う
に
、
あ
る
一
群
が
背
景
へ
と
溶
け
込
こ
ん
で
担
語
か
ら
後
退
す
る
一
方
で
、

相
対
的
に
特
定
の
人
物
が
物
語
上
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
テ
ク
ス
卜

の
備
向
性
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

「見
聞
記
」
と
は
名
ば
か
り
に
隈
昧
な
記
述
に
よ
る
描
写
が
多
く

を
占
め
て
い
る

司
祭
束
絹
語
』
の
テ
ク
ス
ト
か
、
り
す
れ
ば
、
「
大
き
な
潰
島
田
」

(第

二
回
)
、
「結
立
の
島
田
の
生
際
」
(第
三
回
)
、
「い
つ
も
島
田
か
丸
雷
に
し
か
結
っ

て
い
な
い
」
(
第
六
回
)
、
「相禁
ロ返
し
に
手
柄
を
か
け
た
よ
う
な
、
牡
丹
と
か
よ
ぶ

雷
」
(
笛
究
回
)、
「新
形
の
雷
を
元
の
つ
ぶ
し
に
結
い
直
し
」

(第
十
回
)
な
ど
と
物

語
の
各
所
で
幾
度
も

〈わ
た
く
し
〉
の
眼
に
捉
え
ら
れ
る

〈髪
の
毛
〉
を
も
つ
お

雪
は
、
じ
つ
に
特
異
な
存
在
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
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る
物
語
の
本
筋
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
重
要
な
役
劃
を
割
り
振
ら
れ
て
い
な
い
第

一
回
の
古
杏
屋
の
主
人
や
途
中
で
庖
に
入
っ
て
く
る
男
の

〈髪
の
毛
〉
が、

は
「
誼
麗
に
剃
っ
て
」
お
り
ま
た
も
う

一方
は
「
禿
頭
」
と
、
そ
も
そ
も

〈髪
の 方



毛
〉
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
そ
れ
が
剥
奪
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
あ
る
い
は
第
十
回
で
登
場
す
る
「
丸
苦
」
を
も
っ
た
新
し
い
出
方
や
「
作
後

費
言
」
に
出
て
く
る
「
結
綿
を
か
け
た
島
田
」
の
「
十
七
、
八
の
ち
ょ
っ
と
顔
立

の
い
い
門
附
」
の
よ
う
に
、
た
と
え
〈
髪
の
毛
〉
を
持
ち
得
て
い
て
も
〈
わ
た
く

し
〉
の
記
述
は
僅
か
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
お
雪

に
関
す
る
〈
髪
の
毛
〉
の
記
述
の
膨
大
さ
は
好
対
照
で
例
外
的
な
も
の
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
お
雪
と
い
う
女
性
が
冨
霊
泉
絹
誇
』
の
ヒ
ロ
イ

ン
で
あ
る
が
故
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の

〈髪
の
毛
〉
へ
の
執
助
な
記
述
ゆ
え
に
ヒ

口
イ
ン
足
り
得
て
い
る
か
の
よ
う
で
さ
え
あ
る
。〈
わ
た
く
し
〉
の
お
雪
に
対
す

る
視
線
の
機
能
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
〈
髪
の
毛
〉
は

そ
の
な
か
で
も
特
樟
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
う
し
た
特
橿
的
な
細
部
た
る

〈
髪
の
毛
〉
の
記
述
の
な
か
で
、
第
二
節
で
引

用
し
た
第
三
回
に
お
け
る

〈わ
た
く
し
〉
の
お
雪
に
対
す
る
視
線
は
、
と
り
わ
け

あ
る
性
質
を
付
与
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第

一
回
に
登
場
す
る
古
杏
座
の

主
人
が
「
型
通
り
」
と
い
う
言
葉
と
は
裏
腹
に
「
坐
る
」
「
読
む
」
「
首
だ
け
ひ
ょ

い
と
こ
な
た
へ
向
け
る
」
と
い
っ
た
あ
る
一
定
の
動
き
の
中
で
〈
わ
た
く
し
〉
に

捉
え
ら
れ
る

一方
で
、
お
雪
は
動
き
な
ど
と
は
無
縁
な
静
止
し
た
姿
で
事
細
か
に

捉
え
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば

〈不
動
惨
と
で
も
い
う
べ
き
性
質
が
彼
女
に
付
与

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

と
く
に
「
い
つ
も
島
田
か
丸
雷
に
し
か
結
つ
て
な
い
」
と
ま
で
記
述
さ
れ
る
彼

女
の

〈髪
の
毛
〉
に
い
た
っ
て
は
、

〈わ
た
く
し
〉
の
そ
れ
が
と
き
に

「櫛
を
入

れ
た
事
も
な
い
よ
う
に
掻
乱
」

(第八
回
)
さ
れ
た
り
、
反
対
に
家
に
帰
っ
て
「
撞

草
案
八
目
さ
れ
た
り
、
は
た
ま
た
路
地
に
吹
き
込
ん
で
き
た
風
に
よ
っ
て
玩

乱
」
(
第
九
回
)
さ
れ
た
り
と
変
幻
自
在
に
そ
の
形
を
変
え
る
の
と
は
対
照
的
に
、

全
く
乱
れ
る
気
配
を
見
せ
な
い
。
先
の
第
三
回
に
お
け
る
よ
う
な
「
物
と
し
て
女

を
品
定
め
す
る
」

(
1
5
)
冷
徹
さ
を
隠
そ
う
と
も
し
な
い
〈
わ
た
く
し
〉
の
視
線

の
記
述
が
の
ち
に
、
動
き
を
止
め
た
、
物
と
し
て
形
容
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
「
窓

の
女
」
と
い
う
お
雪
の
表
象
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
て

〈
末
動
性
〉
へ
と
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る

〈わ
た
く
し
〉

と
閉
じ
込
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
の
関
係
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
転
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倒
す
る
司
話
僅
ま
で
も
同
時
に
は
ら
ん
で
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
そ
の
よ
う

な
こ
と
が
言
え
る
の
か
と
い
え
ば
、
次
の
よ
う
な
、
パ
タ
イ
ユ
の
い
う
先
と
は
別

の
娼
婦
の
性
質
に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る

(
1
6
)
。

一
般
的
に
言
っ
て
も
娼
婦
は
、
そ
れ
自
体
生
と
死
、か
ひ
と
つ
に
溶
け
合
う
場
に

ほ
か
な
ら
ぬ
エ

ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
意
味
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
生
の
仮
面
の
下

に
隠
れ
た
死
の
顔
で
あ
る
・
:
・
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
概
度
に
真
実
味
を
帯

び
る
の
は
、
真
実
性
の
理
点
に
至
る
の
は
、
売
春
が
、
提
供
さ
れ
る
ひ
と
り
の

女
を

一個
の
死
物
に
、
い
や
も
っ
と
適
切
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
情
念
の
奔
出



の
死
点
に
、
変
え
る
場
合
で
あ
る
。
事
実
、
欲
望
が
自
分
に
答
え
て
く
れ
る
形

象
を
構
成
す
る
に
は
、
あ
る
存
在
、
が
一
個
の
物
の
よ
う
に
眺
め
ら
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
娼
婦
と
い
、
ユ
仔
在
が
そ
の
性
質
を
も
っ
と
も
発
揮
す
る
に
は
、
自

身
、が

「
一
個
の
死
物
」
と
い
う
動
き
を
止
め
て
し
ま
っ
た

「物
」
と
し
て
眺
め
ら

れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
頭
部
の
み
な

ら
ず
肌
の
色
の
自
さ
や
乱
房
の
形
ま
で
も
〈
わ
た
く
し
〉
に
詳
述
さ
せ
る
ほ
ど
過

度
に
肢
体
を
露
出
さ
せ
て
い
る
お
雪
は
、
い
う
な
れ
ば
そ
の
視
線
に
肉
体
が
晒
さ

れ
る
こ
と
で
自
身
を

「物
」
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
視
線
の
も

と
で
後
に
控
え
る

〈蕩
尽
〉
と
い
?
王
題
を
両
者
の
聞
に
導
入
す
る
た
め
に
自
ら

の
存
在
を
す
で
に
娼
婦
と
し
て
組
織
し
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
。

や
が
て
、
静
止
し
た
構
図
の
な
か
へ
と
留
め
ら
れ
て
い
た
お
雪
の
「
島
田
や

「
丸
髭
」
と
い
っ
た
〈
髪
の
毛
〉
は
、
(
〈わ
た
く
し

v
et-口
葉
を
か
り
る
な
ら
ば

「二

重
人
格
」
の
も
う
一
面
を
暴
露
す
る
か
の
よ
う
に
)
第
九
回
に
お
い
て
突
如
、
馴
染
み

の
な
い
新
形
の
「
牡
丹
」
へ
と
そ
の
形
を
崩
し
て
、
そ
れ
ま
で
明
断
な
観
察
眼
を

有
し
て
い
た
は
ず
の
老
作
家
に
「
顔
ち
が
い
」
を
さ
せ
て
こ
れ
を
怪
し
ま
せ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
こ
そ
、
両
者
の
関
係
が
転
倒
す
る
決
定
的
瞬
間
で
あ
り
、
第
三

節
で
引
用
し
た
〈
わ
た
く
し
〉
の
「
不
安
な
心
持
」
と
は
、
そ
う
し
た
お
雪
の
思

わ
ぬ
反
逆
に
対
す
る
予
感
に
ほ
か
な
ら
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
く
し
て
、
も
は
や
お
雪
に
対
し
て
も
、
ま
た
自
身
、が
書
き
綴
っ
て
き
た
物
語

に
対
し
て
も
そ
の
立
場
を
こ
と
ご
と
く
失
っ
た
〈
わ
た
く
し
〉
が
、
最
後
に
は
「
詩

だ
か
散
文
だ
か
わ
か
ら
ぬ
も
の
」
を
書
く
こ
と
し
か
出
来
な
く
な
る
の
は
、
必
定
で

あ
っ
た
。

『濯
東
椅
措
置

と
は
、
ひ
と
り
の
男
が
そ
の
特
権
的
な
立
場
を
こ
と
ご

と
く
失
い
尽
く
す
物
語
と
し
て
あ
る
。

五
、
時
代
と
風
刺

な
ぜ
〈
わ
た
く
し
〉
は
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
自
虐
筒
な
小
説
を
書
く
、
醤
宜
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に

軍
一
信
束
絹
担
置
が
新
聞
連
載
小
説
で
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
作
中
人
物
と
し
て
の

〈わ
た
く
し
〉
に
と
っ
て
物
語
の
展
開
が
思
い
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も
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
し
、
連
載
時
の
読
者
に
し

て
も
こ
れ
を
〈
わ
た
く
し
〉
の
あ
る
程
度
リ
ア
ル
タ
イ
ム
な
経
験
談
と
捉
え
て
い

た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
物
語
を
統
御
す
る

作
者
と
し
て
の

〈わ
た
く
し
〉
の
問
題
は
残
る
。
こ
れ
を

〈わ
た
く
し
〉
の
谷
崎

的
な
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
物
語
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

軍
居
東
絹
語
』
と
い

う
書
物
そ
の
も
の
を
書
い
た
永
井
荷
風
本
人
と
彼
が
生
き
た
当
時
の
時
代
状
況

と
を
考
え
た
と
き
、
ま
た
違
っ
た
側
面
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。ひ

と
ま
ず
幅
損
し
て
お
き
た
い
の
は
、
蓮
葉
鯖
謂
屋
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
〈
わ
た

く
し
〉
と
種
田
の
場
合
と
同
じ
く
作
中
作

「
失
綜
」
の
登
場
人
物
と
、
や
は
り
類



似
と
模
倣
の
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
事
実
で
あ
る
。

す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
従
来
捉
え
ら
れ
て
き
た
す
み
子
と
で
は

な
く
、
こ
の
小
説
の
〈
昔
、
眉
尽
〉
と
い
?
王
題
に
お
い
て
、
こ
こ
で
は
種
目
の
妻
で

あ
る
光
子
と
類
似
し
て
い
る
と
評
す
る
の
が
、
よ
り
そ
の
人
物
像
に
相
応
し
い
捉

え
方
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
〈
わ
た
く
し
〉
と
種
田
が
財
を

〈
蕩
尽
〉
さ
れ
る
人
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
お
雪
と
光
子
と
は
財
を
〈
蕩
尽
〉
す

る
側
の
人
間
と
い
っ
て
よ
い
。

第
九
回
に
お
け
る
「
お
雪
は
い
つ
と
は
な
く
、
わ
た
く
し
の
力
に
よ
っ
て
、

境

遇
を

一
変
さ
せ
よ
う
と
心
を
起
し
て
い
る
。
慨
婦
か
惇
婦
か
に
な
ろ
う
と
し
て
い

る
」
と
い
う
〈
わ
た
く
し
〉
の
担
去
が
い
さ
さ
か
漫
稽
で
さ
え
あ
る
の
は
、
そ
の

当
の
お
一
賓
が
「
茶
」
か
ら
交
渉
を
始
め
、
「
お
き
ま
り
の
御
規
則
通
り
」
に
「
五

十
銭
」
を
受
け
と
る
と
い
う
王
の
井
の
娼
婦
に
徹
し
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
娼
婦

で
あ
る
こ
と
H

〈
蕩
尽
〉
性
に
お
い
て
お
た
く
し
〉
が
恐
れ
る
「
備
塑
や
「
惇

婦
」
た
る
光
子
と
類
似
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
お
雪
は

「
情
婦
」
や
「
惇
揮

に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
す
で
に
そ
れ
ら
と

同
義
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
、
立
委
と
娼
婦
と
の

聞
に
性
行
為
と
い
う
共
通
項
を
見
出
し
た
よ
う
に
、
軍
空
束
締
語
』
の
物
語
は
〈
一
蕩

尽
〉
の
面
か
ら
こ
れ
ら
二
者
の
頬
似
性
を
開
示
し
て
い
る
わ
け
だ
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
占
刊
か
重
要
な
の
か
と
い
え
ば
、
こ
の
作
品
を
世
に
送
り
出
し

た
永
井
荷
風
と
い
う
文
人
が
、
か
つ
て
長
編

『
お
か
め
笹
』
(
春
闘
呈

九。

四
)
に
お
い
て
、
登
場
人
物
で
あ
る
内
山
翰
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
語
ら
せ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

結
婚
と
い
う
も
の
は
実
に
妙
な
も
の
だ
。
滑
譜
な
も
の
だ
。
放
蕩
も
結
婚
も
事

実
の
要
点
に
於
て
は
少
し
も
違
い
は
な
い
。
然
る
に
一
は
秘
密
で
あ
り
罪
悪
で

あ
る
の
に

一
は
秘
密
で
あ
り
罪
悪
で
あ
る
の
に
一
は
公
明
正
大
で
あ
り
そ
し

て
親
孝
行
に
な
る
。
:
・芸
者
も
嗣
穫
も
女
に
変
わ
り
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か
:
:

『お
か
め
笹
』
は
、
岩
波
文
庫
版
で
壊
よ
博
一
が
解
説
し
て
い
る
よ
う
に

「
一

切
の
杯
情
性
を
排
除
」
し
て
「
醜
狼
な
人
生
の
諸
断
面
を
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
に

描
き
出
」
し
た
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
的
小
説
で
あ
っ
て

(
1
7
)
、
事
あ
る
ご
と
に
そ
の

邦
情
性
を
賛
美
さ
れ
る
軍
空
束
椅
請
』
と
は
好
対
照
を
な
し
て
い
る
の
だ
が
、
召
E

者
も
闘
穫
も
女
に
変
わ
り
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
通
り
、
こ

こ
で
も
妻
と
娼
婦
の
類
似
性
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
愁
莱
太
郎
に
よ
れ
ば
、
『
お
か
め
笠
』
の
登
場
人
物
は
現
実
の
人
聞
を
モ

デ
ル
と
し
た
私
小
説
的
側
面
も
備
え
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
先
の
引
用
部
の
童
莱

を
か
た
る
内
山
翰
は
永
茸
何
風
自
身
だ
と
い
う

(
1
8
)
。
む
ろ
ん
、
内
山
が
こ
こ

で
言
っ
て
い
る
「
事
実
の
要
点
」
と
は
〈
蕩
尽
〉
で
は
な
く
性
戸

σ為
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
妻
と
娼
婦
と
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
永
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井
荷
風
と
い
う
作
家
に
と
っ
て
長
ら
く
持
ち
続
け
て
き
た
観
蒼
で
あ
っ
た
と
い



え
る
だ
ろ
、
っ
。

た
だ
し
、
妻
と
娼
婦
と
を
同
様
の
も
の
と
す
る
こ
れ
ら
両
作
品
に
お
い
て
も
決

定
的
な
遣
い
は
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

『還
東
椅
措
置
成
立
の
背
後
に
あ
る

社
会
状
況
で
あ
る
。

軍
空
束
椅
誇
』
の
物
語
、
が
玉
の
井
の
見
聞
記
足
り
え
て
い
な
い
こ
と
は
既
に
述

べ
た
が
、
そ
れ
は
単
に
土
地
の
描
写
だ
け
で
な
く
背
景
に
あ
る
は
ず
の
社
会
状
況

に
お
い
て
も
間
楯
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
に
満
州
事
ホ
久
い
か
勃
発
し
、
五
・
一
五
事

件
、
二
・
二
六
事
件
と
缶
識
に
軍
国
主
義
へ
と
傾
い
て
ゆ
く
社
会
の
情
勢
は
本
文

に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
前
景
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
特
に
玉

の
井
を
語
る
う
え
で
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
の
重
大
な
出
来
事
、
す
な
わ
ち

南
喜
一
が
主
導
し
た
解
放
運
動
も
ま
た
物
語
に
ま
っ
た
く
そ
の
影
を
落
と
し
て

、、、、。

l
u
，
ナ
乍

l
u

南
喜
一
と
は
、
亀
戸
事
件
で
実
弟
で
あ
る
吉
村
光
治
乞
殺
さ
れ
た
の
ち
日
本
共

産
兄
に
入
党
し
て
労
働
金
講
を
車
寸
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
労
働
運
動
の
一
環

で
玉
の
井
に
住
む
娼
婦
の
悲
惨
な
状
況
を
知
っ
た
南
は
、
「
玉
の
井
女
性
向
上
ム
互

の
立
ち
上
げ
や
機
関
紙
『
玉
の
井
戦
線
ニ
ュ
ー
ス
』
の
発
行
な
ど
の
精
力
的
な
活

動
に
よ
っ
て
玉
の
井
の
娼
婦
の
生
活
の
実
態
を
暴
き
、
と
き
に
は
玉
の
井
か
ら
娼

婦
を
「
柿
治
山
」
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う

(
1
9
)
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
南
の
活
動
は
最
終
的
に
は
頓
挫
し
て
し
ま
う
。
玉
の
井
で

商
売
を
す
る
娼
婦
た
ち
が
全
国
的
に
見
て
も
最
低
基
準
の
稼
ぎ
と
環
境
で
あ
っ

た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
が
、
南
は
そ
う
し
た
貧
困
ゆ
え
に
娼
婦
と
な
っ

た
玉
の
井
と
い
う
私
娼
窟
の
状
況
を
考
え
す
、
ひ
た
す
ら
彼
女
た
ち
を
親
も
と
へ

送
り
返
す
と
い
う
運
動
を
行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
送
り
返
し
た
女
性
た
ち
が
聞

も
お
か
ず
に
玉
の
井
へ
と
帰
っ
て
き
て
し
ま
う
状
況
を
見
て
よ
う
や
く
「
身
売
り

す
る
前
に
救
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
装
珊
に
至
る
の
で
あ
る
。

一
九
三
四
年
の

こ
と
で
あ
っ
た
(
2
0
1

い
ず
れ
に
せ
よ
南
は
、
玉
の
井
の
娼
婦
た
ち
は
み
な
不
幸
で
あ
る
と
い
う
よ
う

な
認
識
と
、
そ
れ
を
助
け
る
自
身
の
正
義
感
と
を
最
後
ま
で
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
運
動
の
是
非
に
つ
い
て
は
論
の
主
限
で
は
な
い
た
め
割
愛
す

る
が
、
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
前
田
豊
に
よ
る
「
女
性
向
上
会
な
る
運
動
が
、
じ

つ
は
中
味
の
な
い
空
錬
主
内
容
で
お
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
、
「
運
動
が
あ
ま
り
に
理

想
に
走
り
す
ぎ
、
現
実
に
そ
ぐ
わ
ぬ
行
き
違
い
、
が
種
々
生
じ
た
」
と
い
う
よ
う
な

批
判
が
生
じ
た
と
し
て
も
致
し
方
な
い
で
あ
ろ
う

(2
1
)
。
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こ
の
玉
の
井
に
お
け
る
解
放
運
動
の
発
生
と
挫
折
の
あ
と
に
、
宣
霊
泉
締
罰
持
』

が
書
か
れ
た
と
い
う
事
実
を
置
い
た
と
き
、
こ
の
小
説
は
、
『
お
か
め
笹
』
に
も

負
け
ぬ
ほ
ど
当
時
の
社
会
を
風
刺
す
る
側
面
を
持
ち
得
て
い
た
の
だ
と
み
る
こ

と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。

妻
と
娼
婦
と
の
類
似
性
を
認
識
し
て
い
た
荷
風
、
あ
る
い
は
作
者
と
し
て
の

〈
わ
た
く
し
〉

に
と
っ
て
み
れ
ば
そ
う
し
た
南
喜
一
の
運
動
は
実
に
矛
盾
し
た
も

の
と
し
て
映
っ
た
に
違
い
な
い
。
南
の
運
動
は
確
か
に
正
昔
震
と
駆
ら
れ
た
も
の



で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
そ
こ
で
働
く
者
た
ち
の
実
態

を
見
す
に
、
そ
こ
に
い
る
と
い
う
木
幸
だ
け
を
見
て
娼
婦
た
ち
の
解
放
運
動
を
行

っ
て
し
ま
え
ば
、
作
中
人
物
で
あ
る
〈
わ
た
く
し
〉
が
お
雪
を
「
ミ
ュ
ズ
」
と

し
た
の
と
同
じ
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
娼
婦
と
い
、ユ
仔
在
を
特
別
視
す
る
だ
け
に
と

ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
娼
婦
と
い
、
ユ
仔
在
の
本
質
に
気
づ
か
ず
、
解
放
運
動
に
失
敗

し
玉
の
井
を
去
っ
て
い
っ
た
南
喜
一
の
姿
は
、
同
じ
く
玉
の
井
と
お
雪
の
も
と
を

追
わ
れ
て
い
っ
た
作
中
人
物
と
し
て
の
〈
わ
た
く
し
〉
の
姿
に
限
り
な
く
近
い
の

で
あ
る
。

あ
る
い
は
軍
空
束
椅
誇
』
の
作
者
は
、

『お
か
め
笹
』
の
試
み
を
昭
和
の
時
代

に
あ
っ
て
再
演
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
だ
し
、
そ
の
カ
リ
カ
チ

ユ
ア
ラ
イ
ズ
は
か
つ
て
大
正
の
世
の
と
き
の
よ
う
に
直
接
的
な
も
の
と
は
で
き

な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
朝
日
新
聞
社
に
勤
め
て
い
た
新
延
修
三
が
「
実
に
お
も
し
ろ
い
。

お
も
し
ろ
い
が
、
舞
台
に
は
朝
日
新
聞
に
そ
れ
ま
で
出
た
事
も
な
い
私
娼
窟
の
玉

の
井
が
舞
台
で
あ
り
、
私
娼
の
お
雪
が
主
人
公
で
は
な
い
か
/
あ
る
い
は
、
も
し

く
は
、
内
務
省
の
検
関
係
か
ら
文
句
を
つ
け
ら
れ
た
ら
、
ど
っ
し
よ
う
」
と
回
想

し
て
い
る
よ
う
に
、
時
局
的
に

司
霊
泉
絹
措
置

の
掲
載
は
非
常
に
リ
ス
ク
を
伴
う

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

(2
2
)。
ま
し
て
や
そ
の
初
出
、
初
版
と
も
に
伏
せ

字
に
よ
っ
て
本
文
を
埋
め
尽
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
(中

央
公
論
一
九
三
一
・
一
一
)
の
日
憶
も
新
し
い
荷
風
で
あ
る

(
2
3
)
。
検
閲
に
対
し

て
の
危
機
感
や
風
俗
擾
乱
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
表
現
を
避
け
た
い
と
思
、
っ
意

識
が
非
常
に
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
高
速
簡
な
調
刺
表

現
や
描
写
、
あ
る
い
は
社
会
状
況
そ
の
も
の
が
描
か
れ
な
い
の
は
こ
う
し
た
ま
た

一
つ
の
社
会
状
況
の
た
め
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
当
時
の
時
代
状
況
に
君
主
束
締
唱
-E
と
い
う
書
物
そ
の
も
の
を
お

い
て
見
た
と
き
、
荷
風
あ
る
い
は

〈わ
た
く
し
〉
の
不
可
解
と
も
い
え
る
自
南
筒

な
物
語
行
為
は
、
物
語
よ
で
は
た
と
え
草
花
し
て
い
な
く
と
も
、
非
常
に
戦
略

的
で
批
評
性
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
お
わ
り
に
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軍
空
束
絹
唱
一
居
が
お
雪
と
い
う
「
ミ
ュ
ー
ズ
」
を
犠
牲
に
終
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
主
人
公
と
の
関
係
を
し
た
た
か
に
覆

す
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
し
て
作
者
が
ヒ
ロ
イ
ン
を
描
き
だ
し
て
い
る
と
し
て

も
、
そ
こ
に
時
特
的
な
限
界
が
存
在
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
ヒ
ロ
イ
ン
を
描
き
得
て
い
る
と
い
う
点
、
が
、
同
時
代
に

お
け
る
正
義
感
一
辺
倒
で
玉
の
井
の
女
性
た
ち
を
単
に
弱
者
と
し
て
の
み
扱
つ

た
南
喜

一
の
よ
う
な
人
物
と
の
大
き
な
差
異
で
あ
る
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

間
違
い
な
く
冨
宿
東
絹
措
置
は
「
こ
の
車
尽
の
み
な
ら
ず
、
富
市
庁
に
在
っ
て
も
、

売
笑
の
巷
の
外
、
殆
そ
の
他
の
社
会
を
知
ら
な
い
」
く
ら
い
に
娼
婦
と
い

h

ヱ
仔
在



を
熟
知
し
て
い
た
、
氷
井
荷
風
あ
る
い
は
〈
わ
た
く
し
〉
に
し
か
書
く
こ
と
の
で
き

な
か
っ
た
物
活
-目
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

j主望

室需
た語
ち 』
のの
確作
か者
なは

き翌

喜量
五く
かと
けい
てつ
L、う丁

え雪
通
し
て

ま
さ

そ

[
持
+
斗
]

(1
)
 
箆
勝
春
夫
「
荷
風
先
生
の
文
学
そ
の
代
表
作
「
濯
東
締
誇
」
を
読
む
」
(
『東
京
朝

日
新
聞
』

一
九
三
七
・
七
・
一
四
1
一六
)

(2
)
 
野
口
富
士
男
『
わ
が
苗
胤
』
集
英
社

竹
盛
夫
雄
「
解
説
」
(
永
井
荷
風

富
盛
束
締
誇
』

岩
波
文
庫
、
二

O
二
ハ
・
六
)

劉
建
輝
「
霊
泉
締
詩
』

そ
の
文
人
世
界
の
構
造

l
l」
(
薄
型
官
・
苗
胤
』

一
九
七
五

・
五

(3
)
 

(4
)
 

明
治
書
院
、

九
九

(5) 

マ
ル
セ
ル
・
モ

i
ス
詔
相
与

4

論

他
二
信
巴
森
山
工
訳
、
岩
波
文
庫、

二
O
一
四
・

七

(6) 

(7) 

実
本
慎
一
郎

『幻
想
と
し
て
の
経
済
-
角
川
文
庫
、

前
出
「
冨
樫
東
締
彊
匡

ー
ー
そ
の
文
人
世
界
の
構
造
|

|」。

中
山
和
子
主
主
者
も
奥
様
も
変
わ
り
は
な
い

|

|娼
婦
の
美
化

『濯
東
締
芦
』
」
(
岡

野
幸
江
/
長
谷
川
啓
/
渡
漫
澄
子
共
編

『売
買
春
と
日
杢
文
学
』
東
京
堂
出
版
、

一
九
八
四
・
五

(8) 

二
O
O二
・
二
)

(9
)
 
ジ
ヨ
ル
ジ
ユ
バ
タ
イ
ユ

『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
歴
史

呪
わ
れ
た
部
分
萱
遍

(1
0
)
 

(1
1
)
 

(1
2
)
 

(1
3
)
 

(1
4
)
 

(1
5
)
 

経
済
論
一
の
試
み

一
第
二
巻
』
湯
違
反
ほ
/
中
型
察
相
訳
、
筑
摩
霊
戻
二

O

七

前
出

『幻
想
と
し
て
の
経
差
。

赤
松
克
麿
「
全
俸
給
生
活
者
軍
に
代
っ
て
不
景
気
政
策
に
抗
議
」
(
『サ
ラ
リ

マ
ン
』
警
暴
露
九
号
、

一
九
二
九
・
九
)

当
時
の
サ
ラ
リ

マ
ン
が
「
消
費
」
の
主
体
と
し
て
社
会
か
ら
期
待
さ
れ
て
い

近
代
職
業
文
化
史
』
(車
尽

た
こ
と
は
、
松
田
良
一

『日
本
の
シ
ゴ
ト
ロ
ジ

宝
展
柏
、

一
九
九
一
・
九
)
に
詳
し
い

坂
上
博

「
軍
麿
東
絡
調
停
』
論
」
(
事
氷
井
荷
風
の
文
学
』
桜
楓
社、

九
七

五
)ヨ壁

東
絹
誇
』
に
登
場
す
る
宝
の
井
が
そ
の
実
態
か
ら
大
き
く
外
れ
た
も
の
で

あ
る
事
は
、
三
国
一
郎
の
「
こ
の
本
ほ
ど
玉
の
井
の
案
内
書
と
し
て
時
代
お
く

れ
で
不
完
全
な
も
の
は
な
か
っ
た
」
(
「
一
冊
の
本
」
、
富
日
新
聞
』
一
九
六
三
・

44 

四
・
七
)
と
い
う
証
言
や
、
武
田
麟
太
郎
の
「
た
と
え
、
は
玉
の
井
に
出
て
来
る

あ
の
女
、
お
雪
さ
ん
で
す
か
、
あ
れ
な
ど
い
つ
頃
の
玉
の
井
を
警
か
れ
た
か
知

ら
ん
が
、
玉
の
井
と
い
う
土
地
が
出
来
て
か
ら
の
も
の
と
は
思
え
な
い
。
あ
れ

は

一
二
階
下
の
女
だ
と
思
う
」
(
「
永
井
荷
風
研
究
人
及
び
作
品
に
つ
い
て
」

一ば
凱
潮
』
第
三
六
巻
藁
七
号
、

一
九
三
九

・
七
)
と
い
う
言
葉
か
ら
明
ら
か
で

あ
ろ
、
っ
。

竹
盛
天
雄
「
永
井
荷
風
「
濃
東
締
讃
」
の
お
雪
」
(
『国
文
学
』
第
二
五
巻
第
五



(1
6
)
 

(
1
7
)
 

(1
8
)
 

(1
9
)
 

(2
0
)
 

(2
1
)
 

(2
2
)
 

(
2
3
)
 

号、

一
九
八
0
・
三
)

前
出

『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
歴
史

呪
わ
れ
た
部
分
|
普
遍
経
済
論
の
試
み

第
二
巻
』
。

坂
ト
博
一
「
解
説
」
(
『お
か
め
笹
』
岩
波
文
庫
、
二

O
O二
・
七
)

秋
庭
太
郎

『荷
風
外
伝
』
春
陽
堂
「

一
九
七
九
・
七

南
喜
一
の
玉
の
井
に
お
け
る
活
動
は
、
南
喜

「
ガ
マ
の
闘
争
」
(
『
商
喜
一
箸

作
全
隼
開
』
永
田
董
庭

前
出
「
ガ
マ
の
闘
争
」
。

一
九
七
一
・
一

O)
に
詳
し
い

前
田
豊

『玉
の
井
と
い
う
街
が
あ
っ
た
』
ち
く
ま
文
庫、

二
O
一五

・
七

1 

至

高

生

喜

重
厚ミ

九

七
三
・
一

45 

『
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
』
に
お
け
る
伏
せ
字
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
島
国
彦
「
永

井
荷
風
「
つ
ゅ
の
あ
と
さ
き
」
の
本
文
と
検
閲
」
(
鈴
木
章
一
天
・
十
重
田
裕
一

堀
ひ
か
り

・宗
像
和
重
編

『
検
閲

・
メ
デ
ィ
ア

・
文
内
子
|
江
戸
か
ら
戦
後
ま
で
』

新
曜
社
-
二

o
=
一
・
三
)
に
詳
し
い
。

※
豆
霊
泉
一
締
誇
』
本
文
の
引
用
は
ヨ
何
風
全
佳
声
』
第

一
七
巻
企
石
一波書庖、

に
よ
っ
た
。
ま
た
、
旧
字
体
は
哲
子
体
に
改
め
、
ル
ビ
等
は
原
則
と
し
て
省
略
し
た
。

一
九
九
四
・
六
)


