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は　

じ　

め　

に

　

本
稿
が
目
的
と
す
る
の
は
、
沈
従
文
作
品
の
女
性
像
を
フ
ェ
テ
ィ

シ
ズ
ム
の
角
度
か
ら
再
考
す
る
こ
と
で
あ
る
。
沈
従
文
の
女
性
像
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
概
ね
そ
れ
を
「
湘
西
女
性
」
と
「
都
市
女

性
」
の
二
種
に
区
分
し
、
沈
従
文
が
前
者
に
淳
朴
な
自
然
の
美
を
見

出
し
て
賛
美
す
る
一
方
で
、
後
者
を
近
代
の
物
質
性
に
歪
め
ら
れ
た

人
間
性
の
表
れ
と
し
て
諷
刺
し
た
、
と
す
る
見
方
が
一
般
的
で
あ
っ

た
。
だ
が
あ
ら
た
め
て
沈
従
文
の
女
性
像
や
恋
愛
像
を
見
渡
す
と
、

こ
の
安
定
し
た
図
式
を
瓦
解
さ
せ
る
よ
う
な
例
を
い
く
つ
も
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。「
第
一
次
作
男
人
的
那
個
人
」（
一
九
二
八
年
刊

行
。
以
下
作
品
名
の
後
の
数
字
は
刊
行
年
を
示
す
）
は
都
会

0

0

の
娼
婦
と
の

交
渉
を
描
く
が
、
彼
女
は
金
銭
に
よ
っ
て
人
間
性
を
ゆ
が
め
ら
れ
て

い
る
ど
こ
ろ
か
、
法
外
な
代
金
の
受
け
取
り
を
拒
む
「
誠
実
」
さ
に

よ
っ
て
主
人
公
に
涙
を
流
さ
せ
る
。
ま
た
善
良
で
性
的
抑
圧
を
行
わ

な
い
は
ず
の
田
舎

0

0

を
舞
台
に
し
た
「
夫
婦
」（
一
九
二
九
）
で
は
、
野

外
白
昼
で
睦
み
合
っ
た
若
い
夫
婦
が
村
人
た
ち
に
「
恥
知
ら
ず
」
と

つ
る
し
上
げ
ら
れ
、
語
り
手
の
「
都
会
人
」
は
「
田
舎
の
人
間
も
都

会
の
人
と
同
じ
よ
う
に
つ
ま
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
」
と
嘆
息
す

る
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
湘
西
を
舞
台
と
し
た
童
養
媳
や
寡
婦
の
「
姦

通
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
な
が
ら
、「
蕭
蕭
」（
一
九
三
〇
）
の
蕭

蕭
は
無
事
婚
家
に
留
ま
っ
て
平
穏
な
暮
ら
し
を
続
け
、「
巧
秀
與
冬

生
」（
一
九
四
七
）
の
巧
秀
の
母
は
淵
に
沈
め
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
る
、

と
い
う
全
く
異
な
る
結
末
を
迎
え
る
。
沈
従
文
が
丹
念
に
夢
の
世
界

と
し
て
用
意
し
た
は
ず
の
湘
西
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
自
己
矛
盾
が

初
期
か
ら
後
期
に
至
る
ま
で
混
ぜ
込
ま
れ
て
い
る
の
か
。
繰
り
返
し

「
都
会
の
人
間
は
病
的
」
と
書
く
作
家
は
、
な
ぜ
一
方
で
何
度
も

「
田
舎
の
男
」
が
「
都
会
の
女
」
に
惹
か
れ
焦
が
れ
る
話
を
書
い
た

の
だ
ろ
う
か
。

沈
従
文
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム

─
─
髪
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
身
体
化
さ
れ
る〈
都
市
／
郷
土
〉─
─

津　

 

守　
　
　

 

陽

神
戸
市
外
国
語
大
学
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筆
者
が
か
つ
て
論
じ
た
よ
う
に
、
沈
従
文
の
湘
西
作
品
に
現
れ
る

よ
く
似
た
姿
の
女
性
像
は
、
明
ら
か
に
〈
郷
土
〉
湘
西
の
美
質
を
体

現
す
る
象
徴
的
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
湘
西

＝
善
良
／
都
市
＝
堕
落
」
の
二
項
対
立
を
強
化
す
る
存
在
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
の
作
家
た
ち
が
し
ば
し
ば
理
想
の
女

性
の
姿
を
借
り
て
彼
ら
の
〈
郷
土
〉（H

eim
at

）
を
描
き
出
し
た
よ

う
に
、
沈
従
文
の
〈
郷
土
〉
も
確
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
一
面

を
持
つ
と
言
え
る
。
だ
が
一
方
で
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
沈
従
文
の

女
性
像
に
は
「
都
市
／
田
舎
」
の
二
項
対
立
の
構
造
だ
け
で
は
整
理

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

要
素
は
時
期
的
に
か
な
り
分
散
し
て
い
る
た
め
に
、
作
家
の
思
想
の

変
遷
と
い
う
か
た
ち
で
整
理
す
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
ま
た
女
性
の

設
定
も
少
女
・
娼
婦
・
新
婚
夫
婦
・
寡
婦
・
女
学
生
・
童
養
媳
な
ど

様
々
で
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
人
物
の
境
遇

や
身
分
ご
と
に
分
類
し
た
と
し
て
も
、
異
な
る
形
象
間
の
有
機
的
つ

な
が
り
が
見
出
し
に
く
い
。
そ
も
そ
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
沈
従
文

の
描
く
女
性
像
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
眼
差
し
に
か
な
う
「
女

性
に
寄
り
添
っ
た
」
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
男
性
中
心
主
義
的
な

「
女
性
を
他
者
化
し
た
」
も
の
な
の
か
と
い
う
根
本
的
な
評
価
に
お

い
て
す
ら
、
研
究
者
の
間
で
意
見
は
両
極
端
に
分
か
れ
、
共
通
見
解

の
構
築
に
は
ほ
ど
遠
い
状
況
を
呈
し
て
い
る
。
沈
従
文
の
〈
郷
土
〉

形
象
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
沈
従
文
の
女
性
像
の
理
解
も
ま
た
一

筋
縄
で
は
い
か
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
膨
大
で
種
々
雑
多
な
女
性
像
を
理
解
す

る
た
め
の
新
た
な
視
座
と
し
て
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
軸
に
据
え
て

観
察
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
ら
が
極
端
に
「
フ
ェ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
、
セ
オ
リ
ー
通
り
女

性
を
「
他
者
化
」
し
た
証
左
と
し
て
糾
弾
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
沈
従
文
の
女
性
像
の
存
在
意
義
を
解
く
手
が
か
り
と
し
て
考
察
し

て
み
た
い
。
以
下
の
章
で
は
、
ま
ず
沈
従
文
の
女
性
像
が
ど
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
傾
向
を
把
握
し
、

本
稿
の
問
題
意
識
を
確
認
す
る
。
次
に
、
沈
従
文
作
品
に
お
け
る
女

性
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
に
つ
い
て
、
特
に
「
髪
」
の
描
写
に
絞
っ

て
観
察
し
、
当
時
の
関
連
す
る
議
論
や
時
代
状
況
に
照
ら
し
合
わ
せ

な
が
ら
考
察
す
る
。
最
後
に
、〈
郷
土
〉
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
の
問
題

と
絡
め
な
が
ら
、
沈
従
文
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
さ
れ
た
女
性
像
が

①

②



中
国
文
学
報　

第
八
十
七
册

─ 48 ─

逆
説
的
に
有
す
る
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

一　

沈
従
文
の
女
性
像
に
対
す
る
評
価

　

さ
て
こ
の
章
で
は
、
沈
従
文
の
女
性
像
を
め
ぐ
る
理
解
の
現
況
を

整
理
し
、
本
稿
の
問
題
意
識
を
確
認
す
る
。
上
述
の
通
り
、
沈
従
文

は
そ
の
創
作
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
よ
く
ま
あ
飽
き
も
せ
ず
に
、
と
嘆

息
し
た
く
な
る
ほ
ど
多
く
の
作
品
で
「
女
」
を
描
き
つ
づ
け
て
き
た
。

も
し
も
沈
従
文
を
愛
読
す
る
読
者
に
、
彼
の
作
品
の
中
で
も
っ
と
も

印
象
的
な
人
物
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
、
と
尋
ね
た
と
し
た
ら
、
多
く

の
読
者
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
翠
翠
、
蕭
蕭
、
夭
夭
と
い
っ
た
重
ね
文
字

の
名
前
を
持
つ
娘
た
ち
を
挙
げ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
「
男
女
の
こ

と
」、
す
な
わ
ち
恋
愛
や
性
と
い
っ
た
話
題
に
範
囲
を
広
げ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
も
ま
た
沈
従
文
が
好
ん
で
小
説
の
テ
ー
マ
と
し
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
女
性
や
恋
愛
を
描
い
て

き
た
作
家
で
あ
る
か
ら
、
沈
従
文
の
「
女
性
像
」「
恋
愛
／
性
愛

像
」
を
め
ぐ
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
相
当
数
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
例

え
ば
中
国
国
内
の
も
の
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
中
国
知
網
」
に
よ
る

検
索
で
は
雑
誌
論
文
だ
け
で
百
三
十
本
ほ
ど
、
学
位
論
文
で
も
二
十

本
ほ
ど
の
専
論
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
筆
者
が
確
認
で
き
た
の
は
一
部

に
過
ぎ
な
い
が
、
現
在
の
研
究
状
況
に
一
定
の
共
通
性
は
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
膨
大
に
提
出
さ
れ
た
論
点
を
単
純
化
し
て
ま
と
め
る

こ
と
の
暴
力
性
を
自
覚
し
つ
つ
、
試
み
に
立
場
の
違
い
か
ら
三
つ
に

分
け
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。（
Ａ
）
沈
従
文
の
女
性
像
を

湘
西
も
の
と
都
市
も
の
で
分
け
、
湘
西
の
女
性
や
恋
愛
に
淳
朴
で
善

良
な
自
然
の
美
を
見
出
し
て
賛
美
す
る
一
方
で
、
逆
に
都
市
の
女
性

や
恋
愛
を
軽
佻
浮
薄
で
歪
ん
だ
人
間
性
の
表
れ
と
し
て
、
批
判
や
諷

刺
を
加
え
て
い
る
、
と
見
な
す
も
の
。
一
部
は
さ
ら
に
前
者
を
、
自

然
の
化
身
の
よ
う
な
少
女
と
、
娼
妓
や
童
養
媳
と
い
っ
た
虐
げ
ら
れ

た
人
々
に
分
け
る
。
最
も
一
般
的
と
言
え
る
こ
の
観
点
か
ら
は
、
沈

従
文
は
女
性
を
礼
賛
し
、
女
性
の
ト
ピ
ッ
ク
に
強
い
関
心
を
払
っ
た

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。（
Ｂ
）
沈
従
文
の
女
性
像
や

彼
女
ら
を
取
り
巻
く
環
境
が
過
度
に
理
想
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

彼
の
作
品
が
男
性
主
義
的
な
幻
想
に
過
ぎ
ず
、
女
性
の
真
の
姿
を
描

い
て
い
な
い
と
す
る
も
の
。
い
わ
ば
（
Ａ
）
へ
の
反
論
で
あ
り
、
こ

の
観
点
か
ら
は
、
沈
従
文
は
女
性
を
「
人
」
と
し
て
対
等
に
扱
わ
ず
、

あ
く
ま
で
描
写
客
体
と
し
て
の
美
し
き
「
モ
ノ
」
と
見
な
し
て
い
る
、
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セ
ク
シ
ス
ト
の
傾
向
を
持
つ
男
性
作
家
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

（
Ｃ
）
上
二
つ
と
は
視
点
を
変
え
、
沈
従
文
の
実
生
活
に
お
け
る
恋

愛
や
結
婚
、
不
倫
と
い
っ
た
現
実
的
要
素
を
重
視
し
、
作
品
を
作
家

自
身
の
「
性
的
苦
悶
」
や
「
愛
欲
へ
の
渇
望
」
が
反
映
さ
れ
た
、

「
苦
悶
の
象
徴
」
や
「
愛
の
賛
歌
」
と
見
な
す
も
の
。
こ
の
立
場
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
沈
従
文
像
は
二
つ
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
女

性
の
愛
が
得
ら
れ
ず
苦
悶
す
る
若
き
文
学
青
年
像
と
、
婚
姻
外
の
愛

欲
に
葛
藤
し
そ
れ
を
作
品
上
で
発
散
す
る
、
惚
れ
っ
ぽ
く
恋
多
き
作

家
像
で
あ
る
。

　

実
際
に
は
一
つ
の
論
考
が
（
Ａ
）
と
（
Ｃ
）、
あ
る
い
は
（
Ｂ
）

と
（
Ｃ
）
と
い
う
よ
う
に
二
つ
の
見
解
を
兼
ね
る
こ
と
も
多
い
。
以

下
三
節
に
分
け
、（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に
つ
い
て
、

適
宜
筆
者
に
よ
る
補
足
を
行
い
な
が
ら
検
討
す
る
。

（
一
）
無
能
男
性
の
幻
想
、
あ
る
い
は
ド
ン
・
フ
ァ
ン
の
愛
欲
遍
歴

　

上
の
分
類
と
は
順
序
が
異
な
る
が
、（
Ａ
）（
Ｂ
）
の
双
方
に
お
け

る
根
拠
と
し
て
沈
従
文
の
実
人
生
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
、

ま
ず
は
（
Ｃ
）
に
分
類
し
た
、
作
家
の
実
人
生
と
の
関
連
か
ら
女
性

像
や
性
愛
像
を
理
解
す
る
観
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。
北
京
時
期
の
一

九
二
四
年
か
ら
二
五
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
作
品
に
自
叙
伝
的
色
彩

が
強
く
、
そ
こ
に
郁
達
夫
風
の
「
性
の
苦
悶
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
学
界
の
公
認

を
得
て
い
る
。
例
え
ば
小
島
久
代
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
上
京
し
た
ば
か
り
で
、
志
だ
け
は
高
く

掲
げ
て
も
、
田
舎
者
丸
出
し
で
職
も
無
く
、
金
も
無
く
、
寒
さ

に
震
え
な
が
ら
空
腹
を
抱
え
、
感
覚
だ
け
が
異
様
に
研
ぎ
す
ま

さ
れ
、
ま
た
、
性
の
衝
動
を
抑
制
で
き
ず
自
慰
に
耽
っ
た
り
、

果
た
そ
う
と
し
て
果
た
せ
な
い
欲
望
を
夢
に
見
る
、
と
い
っ
た

自
己
の
状
況
を
、
自
虐
的
か
つ
大
胆
に
表
白
し
た
作
品
で
あ
る
。

　

つ
づ
く
一
九
二
七
年
か
ら
一
九
三
三
年
、
上
海
・
武
漢
・
青
島
を

転
々
と
し
た
時
期
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
都
市
だ
け
で
な
く
故
郷
湘

西
に
も
舞
台
を
拡
大
さ
せ
て
、
恋
愛
そ
の
も
の
を
テ
ー
マ
に
し
た
作

品
が
引
き
続
き
数
多
く
書
か
れ
た
。
と
こ
ろ
がK

inkley

や
黄
嫒
玲

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
恋
愛
も
の
に
は
初
期
の
北
京
時 ③
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期
と
は
異
な
り
、
不
倫
や
多
角
恋
愛
、
女
郎
買
い
や
野
外
で
の
性
行

為
な
ど
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
あ
る
い
は
「
不
健
全
」
な
性
愛
を
テ
ー
マ

に
し
た
も
の
が
出
現
し
始
め
る
。
加
え
て
、「
女
に
愛
さ
れ
な
い
」

こ
と
に
屈
辱
を
覚
え
る
北
京
時
代
の
自
虐
的
な
語
り
手
と
は
う
っ
て

変
わ
っ
て
、
上
海
時
期
に
は
恋
愛
巧
者
を
気
取
る
語
り
が
現
れ
、

「
こ
の
世
界
に
は
女
を
分
か
っ
て
い
な
い
男
が
驚
く
ほ
ど
多
す
ぎ

る
」「
僕
は
失
恋
の
な
ん
た
る
か
を
知
ら
な
い
、
欲
し
い
も
の
は
い

つ
も
手
に
入
っ
て
き
た
か
ら
」（「
第
四
」
一
九
三
〇
）
と
豪
語
し
、
相

当
長
い
紙
幅
を
割
い
て
滔
々
と
「
女
と
は
何
か
」「
恋
愛
と
は
何

か
」
を
論
じ
て
み
せ
る
。
こ
の
新
し
い
題
材
の
煽
情
性
に
は
作
家
も

自
覚
的
で
、
の
ち
に
「
第
一
次
作
男
人
的
那
個
人
」（
一
九
二
八
）
の

自
存
版
本
の
文
末
に
手
書
き
で
「
憐
れ
な
評
論
家
た
ち
は
、
将
来
こ

の
空
想
の
文
字
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
デ
タ
ラ
メ
を
言
い
、
私
が
本
当

に
一
人
の
女
と
こ
う
い
う
関
係
を
持
っ
た
と
考
え
る
の
で
は
な
い

か
」
と
警
戒
気
味
に
記
し
て
い
る
。
だ
が
遺
憾
な
が
ら
と
言
う
べ
き

か
、
当
時
の
評
論
家
は
さ
て
お
き
現
在
の
研
究
者
は
、
一
九
二
〇
年

代
の
沈
従
文
が
本
当
に
作
品
中
に
あ
っ
た
よ
う
な
色
っ
ぽ
い
関
係
を

持
っ
て
い
た
と
は
見
な
さ
ず
、
こ
れ
ら
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
は

「
自
身
の
経
験
し
た
こ
と
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
幻
想
で
あ
っ
た
」

と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
北
京
時
代
の
自
虐
的
語
り
に
せ
よ
、

上
海
時
代
の
恋
愛
の
達
人
を
気
取
る
語
り
に
せ
よ
、
ど
ち
ら
も
女
に

愛
さ
れ
な
い
「
無
能
」
で
「
無
用
」
な
男
性
作
家
に
よ
る
自
慰
的
幻

想
で
あ
る
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
無
害
な
沈
従
文
像
を
打
ち
壊
す
も
の
と
し
て
近
年
関
心
を
集

め
て
い
る
の
は
、
沈
従
文
の
不
倫
の
話
題
で
あ
る
。
代
表
作
「
辺

城
」（
一
九
三
四
）
の
純
真
な
作
風
か
ら
も
、
ま
た
女
学
生
張
兆
和
を

一
九
三
三
年
に
妻
と
し
て
射
止
め
る
ま
で
の
熱
烈
な
求
愛
ぶ
り
が
広

く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
沈
従
文
は
一
般
に
妻
を
一
途
に
愛

す
る
聖
人
君
子
の
イ
メ
ー
ジ
で
受
け
取
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年

「
看
虹
録
」（
一
九
四
三
）
を
は
じ
め
と
す
る
沈
従
文
後
期
の
官
能
的

作
風
が
注
目
さ
れ
、
香
港
の
雑
誌
新
聞
か
ら
「
看
虹
録
」
の
創
作
に

ま
つ
わ
る
佚
文
が
次
々
に
発
見
さ
れ
る
中
で
、
沈
従
文
が
婚
姻
外
で

実
際
に
抱
い
て
い
た
い
く
つ
か
の
「
愛
欲
」
の
側
面
が
、
こ
れ
ら
官

能
的
作
品
の
モ
デ
ル
と
し
て
解
読
さ
れ
た
。
本
来
は
学
術
的
見
地
か

ら
行
わ
れ
た
謎
解
き
で
あ
っ
た
が
、
聖
人
君
子
像
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
ゆ

え
に
今
で
は
民
国
期
文
人
に
ま
つ
わ
る
ゴ
シ
ッ
プ
の
一
つ
と
し
て
流

④
⑤
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布
さ
れ
、
そ
の
結
果
「
猟
を
す
る
な
ら
獅
子
を
、
手
に
取
る
な
ら
天

上
の
星
を
、
求
愛
す
る
な
ら
最
も
綺
麗
な
女
を
追
い
か
け
る
べ
き

だ
」
と
う
そ
ぶ
く
「
浮
気
な
」
作
家
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
新
た
に

広
ま
り
始
め
て
い
る
。
筆
者
の
見
解
と
し
て
は
、
こ
の
領
域
に
お
け

る
発
見
は
資
料
の
博
捜
と
丹
念
な
解
読
に
基
づ
く
貴
重
な
成
果
と
し

て
重
視
す
べ
き
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
人
生
の
要
素
を
過
度
に
重
視

す
る
が
ゆ
え
に
作
品
の
精
読
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
は
、
実
人
生

の
影
響
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
と
同
様
に
作
品
世
界
の
矮
小
化
に
つ

な
が
り
か
ね
な
い
。
よ
っ
て
、
例
え
ば
解
志
熙
に
よ
る
「
沈
従
文
の

（
中
略
）
い
わ
ゆ
る
「
愛
」
は
、
か
な
り
の
程
度
人
類
の
「
愛
欲
」

に
お
け
る
矛
盾
や
、
困
惑
や
葛
藤
と
い
う
題
材
に
集
中
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
は
沈
従
文
の
中
で
「
人
間
性
」
を
最
高
に
体
現
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
郷
土
題
材
か
都
市
題
材
か
と
い
う
選
択
は
、
愛
欲
を
託
す

背
景
や
媚
態
を
隠
喩
す
る
背
景
に
過
ぎ
な
い
」（
解
志
熙
二
〇
一
二
、

二
六
頁
）
と
い
っ
た
見
解
は
、
実
人
生
上
の
「
愛
欲
」
に
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
こ
の
「
愛
欲
」
と
〈
郷
土
〉
性
な
ど
他

の
要
素
と
の
関
係
に
目
を
向
け
て
お
ら
ず
、
か
え
っ
て
読
み
を
貧
弱

に
す
る
危
険
性
も
あ
る
と
考
え
る
。

（
二
）
女
性
美
を
愛
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト

　

次
に
（
Ａ
）
に
つ
い
て
述
べ
る
。
沈
従
文
の
女
性
像
に
関
す
る
専

論
の
中
で
最
も
多
数
を
占
め
る
の
が
こ
の
（
Ａ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
ら
め
て
「
都
市
／
田
舎
」
の
二
項
対
立
を
浮
き
彫

り
に
す
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
観
点
が
「
美
し
き
〈
郷
土
〉
を
描
い

た
作
家
」
と
し
て
の
沈
従
文
像
を
強
力
に
形
成
し
て
き
た
。
ま
た
彼

が
娼
妓
や
童
養
媳
と
い
っ
た
「
下
層
女
性
」
に
注
い
だ
温
か
い
眼
差

し
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
、
沈
従
文
が
五
四
期
の
郷
土
文
学
や
三

十
年
代
の
左
翼
文
学
の
よ
う
に
「
高
所
か
ら
」
民
衆
を
見
る
の
で
は

な
く
、「
視
線
を
民
衆
と
同
じ
高
さ
に
置
き
、
高
等
教
育
機
関
で
は

教
わ
る
こ
と
の
な
い
現
実
の
不
可
思
議
さ
、
民
衆
の
強
さ
優
し
さ
を

驚
き
と
共
感
を
も
っ
て
描
い
て
み
せ
」
た
、
と
い
う
評
価
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。
確
か
に
、
同
じ
娼
妓
や
童
養
媳
を
描
い
た
作
品
と
し
て

魯
迅
の
「
祝
福
」（
一
九
二
四
）
や
「
頽
敗
線
的
顫
動
」（
一
九
二
五
）、

老
舎
の
「
月
牙
兒
」（
一
九
三
五
）
や
「
駱
駝
祥
子
」（
一
九
三
六
）
を

見
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
悲
惨
な
描
写
が
娼
妓
や
童
養
媳
の
悲
劇
を
社

会
問
題
と
し
て
突
き
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
一
方
で
、
そ
の

悲
惨
さ
ゆ
え
に
「
書
か
れ
る
」
対
象
の
女
た
ち
を
書
き
手
や
読
み
手

⑨
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で
あ
る
都
市
の
知
識
階
層
と
交
換
不
可
能
な
位
置
に
置
い
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
沈
従
文
の
「
柏
子
」

（
一
九
二
八
）「
蕭
蕭
」（
一
九
三
〇
）「
丈
夫
」（
一
九
三
〇
）
に
出
て

く
る
娼
妓
や
童
養
媳
の
生
活
に
は
、
通
常
「
あ
る
べ
き
」
と
考
え
ら

れ
て
い
る
悲
惨
さ
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
な
い
。
す
べ
て
に

「
太
陽
の
下
に
目
新
し
き
こ
と
無
し
」
の
感
覚
が
通
底
し
て
お
り
、

語
り
手
は
彼
女
ら
に
愛
情
を
抱
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ど
こ
か
で

書
き
手
や
読
み
手
と
交
換
可
能
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
こ
の
「
不
幸
で
な
い
」
周
縁
的
女
性
像
を
社
会
的
問
題
に
目
を

つ
ぶ
っ
た
逃
避
と
取
る
か
、
そ
れ
と
も
下
層
社
会
の
悲
惨
さ
を
わ
か

っ
て
い
な
が
ら
あ
え
て
賛
美
す
る
戦
略
を
採
っ
た
、
と
取
る
の
か
に

よ
っ
て
、
沈
従
文
の
女
性
像
に
対
す
る
賛
否
は
大
き
く
分
か
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
彼
の
湘
西
描
写
を
「
現
実
を
反
映
し
て
い
な

い
」
と
批
判
す
る
か
、
そ
れ
と
も
「
人
間
性
を
賛
美
し
て
い
る
」
と

評
価
す
る
か
と
い
う
、〈
郷
土
〉
の
語
り
に
ま
つ
わ
る
賛
否
両
論
と

全
く
同
じ
構
造
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
筆
者
の
見
た

と
こ
ろ
で
は
、
沈
従
文
の
描
く
周
縁
的
女
性
像
の
独
自
の
価
値
は
、

彼
女
ら
が
一
方
的
に
都
市
の
知
識
層
か
ら
啓
蒙
さ
れ
る
存
在
で
は
な

く
、
む
し
ろ
逆
に
書
き
手
や
読
み
手
の
価
値
観
を
組
み
替
え
る
ほ
ど

の
衝
撃
を
与
え
う
る
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
結
論
で
再
度
触
れ
た
い
。

　

（
Ａ
）
の
観
点
に
立
つ
研
究
は
概
ね
、
沈
従
文
の
湘
西
女
性
像
を

高
く
評
価
し
、
こ
の
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
様
々
な
境
遇
の
女
性
た

ち
を
礼
賛
し
慈
し
ん
だ
優
し
き
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
像
の
近
く
に
押
し
や

る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
後
押
し
す
る
の
が
、『
月
下
小
景
』シ
リ
ー
ズ

（
一
九
三
三
）や
「
看
虹
録
」（
一
九
四
三
）な
ど
に
見
ら
れ
る
、
女
性
の

魅
力
に
ひ
れ
伏
し
礼
賛
す
る
、
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ま
で
の
女
性

崇
拝
で
あ
る
。
筆
者
の
見
解
で
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
見
ら
れ
る
マ

ゾ
ヒ
ズ
ム
と
し
て
の
女
性
礼
賛
は
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
の
関
連
か

ら
見
た
場
合
に
、
よ
り
面
白
く
映
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
女
性
を
他
者
化
す
る
セ
ク
シ
ス
ト

　

最
後
に
、（
Ｂ
）
の
観
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。（
Ｂ
）
の
批
判
的
立

場
に
は
主
に
二
通
り
あ
り
、
一
つ
は
先
ほ
ど
述
べ
た
通
り
、
湘
西
や

都
市
の
女
性
が
「
現
実
に
」
有
し
て
い
た
苦
し
み
を
描
い
て
い
な
い

と
い
う
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
（
Ａ
）

⑫
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に
関
す
る
検
討
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
通
り
、
こ
の
観
点
か
ら
の
批
判

は
（
Ａ
）
と
の
間
に
対
話
を
築
く
の
が
難
し
く
、
両
者
が
平
行
線
を

辿
る
の
み
に
な
り
や
す
い
。
こ
れ
は
沈
従
文
の
湘
西
世
界
が
、
早
く

も
一
九
三
〇
年
代
か
ら
こ
れ
が
「
現
実
か
否
か
」
と
い
う
議
論
を
発

生
さ
せ
て
き
た
の
と
相
似
の
現
象
で
あ
る
が
、
こ
の
「
真
偽
」
の
審

級
に
議
論
を
限
定
す
る
限
り
、
新
展
開
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
筆
者
が
今
回
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
一
つ
の
視
座
と
し
て
提
案
す

る
の
は
、
賛
否
両
極
端
の
不
毛
な
議
論
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
目
し

て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
批
判
は
、
沈
従
文
の
女
性
が
徹
底
的
に
客
体
化
・
他

者
化
さ
れ
て
い
て
、
女
性
主
体
を
描
き
出
し
て
お
ら
ず
、
無
意
識
の

う
ち
に
男
性
中
心
主
義
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
視
点
は
沈
従
文
の
女
性
像
を
位
置
づ
け
る
う

え
で
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
筆
者
は
考
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
十
分
に

議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
筆
者
自
身
の
観
察
を
加
え
て
整

理
す
れ
ば
、
こ
の
批
判
の
根
拠
は
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
つ
は
先
ほ
ど
（
Ｃ
）
に
関
す
る
論
述
で
述
べ
た
、
上
海
時

期
か
ら
増
加
す
る
「
女
と
は
何
か
」「
恋
愛
と
は
何
か
」
と
い
っ
た

し
た
り
顔
の
性
論
議
の
部
分
。
も
う
一
つ
は
、
蕭
蕭
や
老
七
（「
丈

夫
」）
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
書
き
込
も
う

と
し
な
い
、
沈
従
文
の
独
特
の
筆
遣
い
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
、

例
え
ば
中
国
公
学
に
赴
任
し
て
す
ぐ
に
書
い
た
と
思
わ
れ
る
「
第

四
」（
一
九
三
〇
）
か
ら
一
段
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

僕
が
女
を
語
る
こ
と
を
好
ま
な
い
の
は
、
君
も
知
っ
て
い
る
通

り
だ
。
だ
が
最
も
素
晴
ら
し
い
猟
師
は
、
日
が
な
一
日
通
り
で

虎
を
殺
し
た
話
を
し
て
回
る
虎
殺
し
と
は
違
う
。
素
晴
ら
し
い

料
理
人
は
た
だ
料
理
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
。
将
棋
の

妙
手
は
唖
の
よ
う
に
黙
っ
た
ま
ま
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
な

ぜ
か
？
語
る
必
要
が
な
い
か
ら
さ
。
僕
が
女
を
よ
く
知
っ
て
い

る
か
ら
と
い
っ
て
、
ほ
う
ぼ
う
に
そ
れ
を
話
し
て
ま
わ
る
必
要

が
ど
こ
に
あ
る
？

こ
の
男
の
傲
岸
な
言
葉
の
中
に
あ
る
の
は
、
す
べ
か
ら
く
「
男
」
は

「
女
」
を
「
知
」
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
、
と
い
う
マ
チ
ズ
モ
の
に
お

い
で
あ
る
。
沈
従
文
の
全
作
品
を
通
し
て
、
確
か
に
こ
の
よ
う
な

⑯
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「
男
ら
し
さ
」「
女
ら
し
さ
」
を
強
制
す
る
声
は
常
に
聞
こ
え
て
い

る
。
そ
れ
は
「
女
の
天
生
の
最
大
の
義
務
は
、
身
体
を
美
し
く
整
え

0

0

0

0

0

0

0

0

る
こ
と
だ
け

0

0

0

0

0

だ
」（「
這
個
男
人
和
那
個
女
人
」
一
九
二
七
。
単
行
本
収
録

時
「
一
件
心
的
罪
孽
」
に
改
題
）
や
、「
私
は
社
会
を
憎
み
、
偽
君
子

を
憎
む
。
こ
の
完
璧
な
詩
篇
を
、
偽
君
子
や
性
的
魅
力
の
無
い
女

0

0

0

0

0

0

0

0

の

目
で
汚
し
た
く
は
な
い
」（「
夢
和
囈
」
一
九
三
八
、
傍
点
は
と
も
に
筆
者

に
よ
る
）
と
い
っ
た
、
女
性
を
「
美
」
の
領
域
に
閉
じ
込
め
る
言
説

と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、「
彼
ら
の
本
分
の
一
つ
は
、
す

ば
ら
し
く
よ
く
通
る
歌
声
で
、
女
た
ち
の
心
を
ぎ
ゅ
っ
と
つ
か
む
こ

と
で
あ
っ
た
」（「
七
個
野
人
與
最
後
一
個
迎
春
節
」
一
九
二
九
）
の
よ
う

に
湘
西
男
性
の
性
的
魅
力
を
示
す
誇
示
と
し
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
お
そ
ら
く
こ
の
マ
チ
ズ
モ
は
、
沈
従
文
が
都
市
に
来
て
か
ら
自

ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
中
で
、
過
去
の
人
生
経
験
に

遡
っ
て
取
り
込
ん
だ
、
兵
士
や
水
夫
た
ち
の
「
粗
野
な
」
ジ
ェ
ン

ダ
ー
観
に
起
因
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
沈
従
文
文
学
の

現
在
的
意
義
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
が
女
性
の
主
体
を
抑
圧
す
る
不

快
な
言
説
の
部
類
に
入
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
お
け

る
沈
従
文
の
男
性
中
心
主
義
的
傾
向
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
批
判
さ
れ

て
き
て
い
な
い
が
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
に
足
る
点
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

　

だ
が
、
も
う
一
つ
の
根
拠
と
な
る
「
内
面
が
書
か
れ
て
い
な
い
」

女
性
像
に
つ
い
て
は
、
批
判
す
る
前
に
そ
の
意
義
を
再
検
討
す
る
余

地
が
あ
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
い

く
つ
か
の
論
考
に
お
い
て
、
沈
従
文
の
湘
西
少
女
像
が
類
型
的
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
女
性
描
写
が
き
わ
め
て
少
量
の
外
見
描
写
に
留
ま

り
、
内
面
描
写
が
「
空
白
」
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。

レ
イ
・
チ
ョ
ウ
の
議
論
を
借
り
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
最
愛
の
対
象

の
身
体
を
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
し
、
理
想
的
な
「
活
人
画
」
に
「
固

定
」
す
る
表
象
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
筆
者
の
近
年
の
観
察

に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
空
白
」
す
な
わ
ち
語
り
手
の
「
沈
黙
」
は
、

「
田
舎
者
」
の
内
面
を
た
だ
単
に
人
間
に
は
「
わ
か
ら
な
い
」
も
の

と
し
て
神
秘
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
微
笑
」
や
「
黄
昏
」
と
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、「
田
舎
者
」
に
も
複
雑
で
重
層
的
な
内
面
発

生
の
契
機
を
用
意
す
る
場
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
沈
従
文
の

女
性
像
は
、
そ
れ
が
極
端
に
「
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
さ
れ
て
い
る
」

こ
と
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、
逆
に
そ
こ
か
ら
別
の
読
み
の
可
能

⑰

⑱

⑲

⑳
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性
を
見
い
だ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
は
い
え
そ
も
そ
も
、
沈
従
文
の
女
性
像
が
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化

さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
自
体
、
管
見
の
限
り
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い

な
い
。
よ
っ
て
次
章
で
は
、
ま
ず
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
何
か
、
あ

る
テ
ク
ス
ト
を
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
ら
考
え
る
と
は
何
か
に
つ
い
て
、

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
研
究
に
よ
る
議
論
を
確
認
し
た
上
で
、
沈
従
文
の

女
性
像
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
の
実
態
を
観
察
し
て
い
き
た
い
。

二　

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
何
か

　

今
日
我
々
が
日
常
的
に
用
い
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
特
定
の
も

の
に
愛
着
を
示
す
一
種
の
性
的
倒
錯
を
指
す
こ
と
が
多
い
が
、
広
義

に
は
モ
ノ
が
何
ら
か
の
力
を
宿
し
、
人
に
魅
惑
や
支
配
と
い
っ
た
力

を
及
ぼ
す
現
象
を
示
す
。
歴
史
的
に
見
て
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
特

に
三
つ
の
領
域
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
い
ま
田
中
雅
一

の
説
明
に
従
っ
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

一
つ
は
宗
教
領
域
に
お
け
る
宗
教
的
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
、
十
五

世
紀
後
半
に
西
ア
フ
リ
カ
社
会
を
訪
れ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
が
、
原

住
民
の
崇
拝
す
る
木
片
や
歯
な
ど
をf フ

ェ
イ
テ
ィ
ソ

eitiço

（
呪
具
、
魔
術
。
ラ
テ

ン
語
の
人
工
物
が
語
源
）
と
呼
ん
だ
の
を
起
源
と
し
、
や
が
て
ド
・
ブ

ロ
ス
の
『
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
諸
神
の
崇
拝
』（
一
七
六
〇
）
に
至
っ
て
、

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
崇
拝
す
る
宗
教
行
為
を
指
す
学
術
的
用
語
と
し

て
確
立
し
た
。
二
つ
目
は
経
済
領
域
に
お
け
る
商
品
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ

ム
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
が
『
経
済
学
批
判
』（
一
八
五
九
）
お
よ
び

『
資
本
論
第
一
巻
』（
一
八
六
七
）
に
お
い
て
、
資
本
主
義
社
会
に
お

け
る
商
品
と
そ
れ
を
生
産
す
る
労
働
者
と
の
価
値
の
転
倒
を
揶
揄
し

た
概
念
で
あ
る
。
三
つ
目
が
性
的
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
あ
り
、
ビ
ネ

（「
愛
に
お
け
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
一
八
八
七
）、
ク
ラ
フ
ト
＝
エ
ビ
ン

グ
（『
性
的
精
神
病
質
』
第
四
版
、
一
八
八
九
）、
そ
し
て
フ
ロ
イ
ト

（『
性
理
論
三
篇
』
一
九
〇
五
、「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
一
九
二
七
）
に
よ

っ
て
注
目
さ
れ
た
、
身
体
部
位
や
下
着
な
ど
へ
の
性
的
嗜
好
を
指
す
。

特
に
フ
ロ
イ
ト
は
、
母
に
ペ
ニ
ス
（
フ
ァ
ル
ス
）
が
な
い
と
い
う
事

実
に
衝
撃
を
受
け
た
男
児
が
、
母
の
性
器
か
ら
ず
れ
た
と
こ
ろ
─
─

身
体
の
部
位
や
衣
服
な
ど
─
─
に
ペ
ニ
ス
の
代
替
と
し
て
の
フ
ェ
テ

ィ
ッ
シ
ュ
を
担
わ
せ
る
こ
と
で
、
去
勢
の
恐
怖
に
打
ち
勝
つ
と
説
明

し
た
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
田
中
雅
一
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ

㉑
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の
三
種
類
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
発
見
に
共
通
す
る
の
が
、
そ
れ
を

「
真
実
の
誤
認
」
と
み
な
す
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
真
実
で
あ
る
は
ず
の
神
や
、
人
間
の
活
動
や
、
欲
望
の
対

象
で
あ
る
べ
き
性
器
を
「
取
り
違
え
」
て
、
木
片
を
崇
拝
し
、
商
品

や
貨
幣
を
崇
拝
し
、
下
着
や
足
に
欲
望
す
る
こ
と
を
、
十
九
世
紀
末

〜
二
十
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
と
名
付
け
た

の
で
あ
る
。
だ
が
論
集
『
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
論
の
系
譜
と
展
望
』

（
二
〇
〇
九
）
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
が
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
れ
を

不
適
切
な
「
取
り
違
え
」
と
判
断
す
る
行
為
の
中
に
は
、
近
代
啓
蒙

主
義
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
モ
ノ
を
支
配
し
て
し
か
る
べ
き

人
間
が
逆
に
モ
ノ
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
、
宗
教
や
経
済
の
領
域
か

ら
批
判
し
た
ド
・
ブ
ロ
ス
や
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
指
摘
に
よ
っ
て

「
人
間
が
主
体
で
あ
り
モ
ノ
が
客
体
で
あ
る
」
と
い
う
人
間
中
心
主

義
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
女
性
の
性
器
を
欲
望
す
べ

き
男
性
主
体
が
、
む
し
ろ
性
器
の
結
合
を
忌
避
し
て
ひ
た
す
ら
衣
類

の
切
れ
端
に
執
着
す
る
現
象
を
、
治
療
す
べ
き
「
病
理
」
と
判
断
し

た
フ
ロ
イ
ト
は
、
そ
れ
に
よ
り
男
性
の
性
的
主
体
の
「
正
し
い
」
実

現
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
こ
と
で
、
恋
愛
と
出
産
に
よ
っ
て
社
会
の

再
生
産
を
担
う
と
い
う
近
代
家
族
の
役
割
を
支
持
す
る
。
田
中
雅
一

ら
が
『
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
論
の
系
譜
と
展
望
』
で
提
唱
す
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
く
近
代
性
批
判
を
足
が
か
り
に
、
様
々
な

領
域
に
お
け
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
現
象
を
、「
正
し
い
」
近
代
社

会
の
も
つ
権
力
作
用
を
転
覆
す
る
た
め
の
拠
点
と
し
て
考
え
る
こ
と

で
あ
る
。

　

上
記
の
よ
う
な
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
へ
の
理
解
を
踏
ま
え
た
場
合
、

沈
従
文
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
さ
れ
た
女
性
像
は
、
中
国
近
代
の
理

解
に
ど
の
よ
う
な
新
し
い
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
以
下

で
は
実
際
に
沈
従
文
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
見
て
い
く
。
筆
者
の
初

歩
的
観
察
で
は
、
沈
従
文
の
女
性
像
に
見
え
る
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
、

つ
ま
り
身
体
細
部
や
衣
類
へ
の
固
定
さ
れ
た
凝
視
は
、
髪
・
眉
と

目
・
首
か
ら
肩
の
ラ
イ
ン
・
胸
・
服
（
ス
カ
ー
ト
）
の
裾
・
衣
裳
の

素
材
（
布
地
）
と
デ
ザ
イ
ン
（
ふ
ち
ど
り
な
ど
）・
脚
・
ス
ト
ッ
キ
ン

グ
・
靴
と
い
っ
た
箇
所
に
現
れ
、
一
つ
一
つ
拾
っ
て
い
け
ば
こ
れ
も

膨
大
な
量
に
な
る
。
今
回
は
そ
の
中
で
特
に
「
髪
」
に
焦
点
を
あ
て
、

実
際
の
作
品
に
お
け
る
描
写
例
を
拾
い
な
が
ら
、
時
代
背
景
と
と
も

に
考
察
す
る
。

㉒
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三　

み
だ
れ
髪
：「
見
ら
れ
る
」
都
市
的
身
体

　

若
き
沈
従
文
が
自
身
の
う
ち
に
も
作
品
の
テ
ー
マ
と
し
て
も
、
都

市
女
性
の
身
体
を
通
し
て
「
若
者
の
性
の
悶
え
」
を
強
烈
に
発
見
し

た
時
、
そ
の
入
り
口
と
な
っ
た
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
一
つ
は
女
性
の

「
髪
」、
特
に
長
短
様
々
な
「
き
っ
ち
り
と
結
わ
れ
て
い
な
い
」「
ふ

わ
ふ
わ
と
乱
れ
た
」
髪
で
あ
っ
た
。
小
説
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で

あ
る
日
記
体
の
短
篇
「
公
寓
中
」（
一
九
二
五
）
に
、
そ
れ
は
こ
の
よ

う
に
登
場
す
る
（
傍
線
と
／
は
筆
者
に
よ
る
も
の
、
／
は
改
行
を
示
す
。

適
宜
〈　

〉
で
原
文
を
補
う
。
以
下
同
）。

大
通
り
へ
何
を
し
に
行
く
の
か
？
そ
こ
へ
は
女
を
見
に
行
く
の

だ
！
（
中
略
）
黒
く
柔
ら
か
な
髪
が
、
様
々
な
ス
タ
イ
ル
に
整

え
ら
れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
小
さ
な
雀
の
巣
の
よ
う
に
、
ま
た

あ
る
い
は
受
戒
し
た
あ
と
の
行あ

ん

者じ
ゃ

の
よ
う
に
、
ふ
わ
ふ
わ
と
広

が
っ
て
い
た
〈
像
受
戒
後
行
者
那
麼
鬆
鬆
散
散
〉。
丸
か
っ
た

り
長
か
っ
た
り
す
る
、
…
…
様
々
に
異
な
る
顔
。
白
い
額
。
水

星
の
よ
う
に
人
の
魂
を
つ
か
む
黒
い
瞳
。
活
発
だ
っ
た
り
、
犯

し
が
た
い
気
品
を
具
え
て
い
た
り
、
妖
艶
だ
っ
た
り
す
る
、

…
…
様
々
に
魅
力
的
な
態
度
。
身
に
つ
け
て
い
る
の
は
、
性
的

交
換
に
よ
っ
て
相
手
か
ら
得
た
、
あ
る
い
は
他
人
の
視
線
を
惹

き
つ
け
る
た
め
の
、
き
ら
び
や
か
な
衣
装
に
装
飾
品
。
／
数
え

切
れ
ぬ
女
性
た
ち
が
様
々
な
姿
形
を
し
て
、
身
体
か
ら
は
化
粧

品
の
よ
う
で
化
粧
品
で
な
い
よ
う
な
、
女
特
有
の
良
い
香
り
を

さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
私
の
心
は
酔
い
、
焦
が
れ
た
が
、
そ

の
中
か
ら
強
烈
な
失
望
も
生
ま
れ
た
。

田
舎
出
身
の
貧
乏
な
若
者
が
、
下
宿
屋
に
引
き
こ
も
っ
て
寂
し
さ
に

耐
え
る
。
当
時
流
行
の
性
科
学
知
識
で
知
っ
た
手
淫
の
害
に
怯
え
、

通
り
で
美
し
い
女
た
ち
を
「
見
て
」
は
い
っ
そ
う
劣
等
感
を
募
ら
せ

る
。
夢
に
現
れ
た
妓
女
に
な
け
な
し
の
金
で
キ
ス
を
し
よ
う
と
す
る

も
、
結
局
遣
り
手
婆
に
邪
魔
を
さ
れ
絶
望
す
る
。
い
か
に
も
作
家
自

身
を
思
わ
せ
る
主
人
公
を
据
え
た
こ
の
私
小
説
的
作
品
に
続
き
、
北

京
時
期
の
沈
従
文
は
類
似
し
た
設
定
で
、「
遙
夜
」「
絶
食
以
後
」

「
一
天
是
這
樣
度
過
的
」「
用
Ａ
字
記
録
下
来
的
事
」（
四
篇
と
も
に

一
九
二
五
）「
一
個
晩
会
」「
重
君
」（
一
九
二
六
）「
看
愛
人
去
」（
一

㉓
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九
二
七
）
な
ど
の
一
連
の
作
品
を
書
く
。
先
述
の
通
り
、
こ
れ
ら
の

作
品
は
ふ
つ
う
郁
達
夫
風
の
性
の
悶
え
を
表
現
し
た
と
理
解
さ
れ
る

一
方
で
、「
性
の
解
放
」
と
「
恋
愛
」
に
踊
ら
さ
れ
た
都
市
の
人
間

を
批
判
し
て
い
る
と
考
え
る
論
者
も
い
る
。

　

「
ふ
わ
ふ
わ
し
て
い
る
」「
ゆ
る
や
か
な
」〈
鬆
鬆
散
散
〉
に
類
似

し
た
髪
の
形
容
は
他
に
も
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
用
Ａ
字
記
録
下

来
的
事
」
で
は
新
劇
上
演
中
の
劇
場
に
潜
り
込
ん
だ
「
彼
」
が
前
の

列
に
座
っ
た
二
人
の
娘
を
見
つ
め
る
が
、
彼
女
た
ち
の
姿
は
「
ゆ
る

や
か
な
結
い
方
〈
鬆
散
髮
髻
〉
か
ら
、
娘
た
ち
が
新
し
い
女
の
タ
イ

プ
だ
と
わ
か
っ
た
」、
或
い
は
「
髪
を
丸
く
キ
ノ
コ
の
よ
う
に
切
っ

て
い
る
〈
剪
髪
成
円
形
像
包
頭
菌
似
的
〉」
と
記
さ
れ
る
。「
現
代
教

育
で
作
ら
れ
た
新
式
の
娘
は
あ
ま
り
に
美
し
い
」
と
思
う
彼
は
、
彼

女
の
短
い
髪
が
自
分
の
腕
に
は
ら
り
と
落
ち
た
こ
と
で
、「
魂
を
刺

さ
れ
る
」
よ
う
な
激
し
い
誘
惑
を
感
じ
る
。
ま
た
「
一
個
晩
会
」
で

は
お
ど
お
ど
し
た
若
い
男
（
後
に
た
だ
の
若
者
で
は
な
く
講
演
者
そ
の
人

で
あ
る
と
判
明
す
る
）
が
講
演
会
の
会
場
の
「
そ
こ
か
し
こ
に
、
キ
ノ

コ
の
よ
う
な
形
の
、
短
い
髪
を
乱
し
た
女
の
頭
〈
散
亂
着
短
短
頭
髮

的
女
人
的
腦
袋
〉
が
あ
る
」
様
を
眺
め
る
。
少
し
時
期
を
下
っ
て
、

不
倫
の
多
角
恋
愛
を
描
い
た
「
篁
君
日
記
」（
一
九
二
七
〜
二
八
）
に

な
る
と
、
髪
型
の
変
化
が
プ
ロ
ッ
ト
に
強
く
関
わ
っ
て
く
る
。
遠
く

河
南
に
女
学
生
出
身
の
妻
を
置
き
な
が
ら
北
京
に
住
む
篁
君
は
、
居

候
先
の
邸
に
同
居
す
る
、
主
人
の
「
妾
」
と
恋
愛
関
係
に
陥
る
。
当

初
は
「
妾
」
の
生
活
を
想
像
し
な
が
ら
彼
女
の
白
く
整
っ
た
顔
を
注

視
す
る
の
み
だ
っ
た
篁
君
は
、
女
学
生
ら
し
き
菊
子
な
ど
他
の
女
性

と
の
絡
み
を
挟
ん
だ
の
ち
、
と
う
と
う
室
内
で
「
妾
」
に
口
づ
け
、

二
人
は
「〝
愛
し
て
い
る
？
〟
／
〝
永
遠
に
。〟
／
〝
私
は
と
っ
く
に

あ
な
た
を
愛
し
て
い
た
わ
。〟」
と
い
う
会
話
で
愛
を
確
か
め
る
。
そ

の
後
三
日
間
姿
を
消
し
て
い
た
彼
女
は
、「
こ
れ
ま
で
と
は
全
然
違

う
」
様
子
で
登
場
す
る
。

本
当
に
ま
っ
た
く
様
子
が
変
わ
っ
て
い
た
。
今
日
は
全
身
服
を

着
替
え
て
い
て
、
す
べ
て
が
白
だ
っ
た
、
上
着
か
ら
靴
に
至
る

ま
で
。
そ
れ
は
咲
い
た
ば
か
り
の
百
合
の
花
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

身
体
は
曲
線
を
帯
び
、
白
い
衣
装
の
下
に
隠
さ
れ
た
肌
が
、
ラ

ン
プ
の
も
と
で
ピ
ン
ク
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
。
髪
は
ふ
わ
ふ
わ

と
〈
頭
上
髪
蓬
蓬
的
〉、
二
十
四
、
五
日
目
の
夜
の
よ
う
に
真
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っ
黒
だ
っ
た
。
激
し
く
心
を
動
か
さ

れ
た
。

彼
女
の
変
身
は
、
彼
女
が
阿
片
呑
み
の
老

人
の
妾
と
い
う
旧
社
会
的
設
定
か
ら
、
始

め
て
の
「
恋
愛
」
を
得
る
こ
と
で
新
式
女

性
に
変
身
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
後
期
の
「
看
虹
録
」（
一
九
四
三
）

お
よ
び
そ
の
原
型
で
あ
る
「
摘
星
録
─
─
緑
的
夢
」（
一
九
四
一
。
現

在
『
全
集
』
第
十
巻
に
収
め
る
も
の
で
は
な
く
、
近
年
発
見
さ
れ
た
全
集
未

収
録
の
も
の
。
詳
し
く
は
注
を
参
照
）
に
至
る
と
、
乱
れ
た
黒
髪
は
よ

り
は
っ
き
り
と
性
的
欲
望
の
高
ま
り
の
表
現
と
し
て
現
れ
る
。
原
型

の
煽
情
性
を
削
っ
て
節
度
を
加
え
た
最
終
形
の
「
看
虹
録
」
で
は
、

女
主
人
の
「
柔
ら
か
で
黒
い
」
髪
は
、「
鬢
の
あ
た
り
は
ふ
わ
ふ
わ

と
し
て
い
て
〈
髮
鬢
邊
蓬
蓬
鬆
鬆
〉、
小
さ
な
青
い
花
が
一
束
に
ま

と
め
ら
れ
て
形
の
よ
い
白
い
耳
の
後
ろ
に
添
え
ら
れ
、
ま
る
で
こ
ち

ら
を
手
招
き
し
て
「
見
て
、
こ
こ
に
挿
す
と
し
ゃ
れ
て
い
て
、
絶
妙

で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
し

か
し
原
型
の
「
摘
星
録
─
─
緑
的
夢
」
を
見
る
と
、
髪
と
性
的
衝
動

の
関
連
は
明
白
で
あ
る
。
嵐
の
よ
う
な
欲
情
の
高
ま
り
を
抑
え
ら
れ

ず
女
主
人
の
体
中
に
口
づ
け
た
客
人
は
、「
狂
っ
た
」
よ
う
な
動
悸

を
覚
え
な
が
ら
主
人
を
見
つ
め
、
そ
の
「
眉
と
髪
は
も
う
一
つ
の
場

所
と
同
じ
よ
う
に
一
面
の
黒
」
だ
、
と
述
べ
る
。
煽
ら
れ
た
欲
望
の

刺
激
に
ぐ
っ
た
り
し
た
女
主
人
は
、
髪
が
乱
れ
て
翡
翠
の
花
簪
を
取

り
落
と
す
。
主
人
が
簪
を
拾
い
上
げ
た
時
に
は
、「
髪
は
す
で
に
乱

れ
〈
髪
已
散
亂
〉、
客
人
は
彼
女
の
踝
か
ら
口
づ
け
を
始
め
る
と
、

花
簪
を
挿
し
た
鬢
の
あ
た
り
ま
で
ず
っ
と
口
づ
け
て
〈
一
直
吻
到
那

個
簪
有
翠
花
的
鬢
邊
〉」
い
く
。

㉔

㉕

圖 １　「新式捲髮」『北洋画報』
	 1926年9月4日
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近
代
に
お
け
る
み
だ
れ
た
髪
の
煽
情
性
は
、
日
本
で
あ
れ
ば
与
謝

野
晶
子
の
処
女
歌
集
の
タ
イ
ト
ル
の
見
事
さ
を
思
い
出
せ
ば
良
い
だ

ろ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ら
ば
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
や
バ
ー
ン
・
ジ
ョ
ー

ン
ズ
ら
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
が
描
く
、
燃
え
る
よ
う
な
ふ
さ
ふ
さ
と

し
た
赤
毛
を
解
き
放
っ
た
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ル
た
ち
の
肖
像
を
見
れ

ば
良
い
。
一
九
四
〇
年
代
の
「
摘
星
録
─
─
緑
的
夢
」
の
描
写
に
は
、

結
い
上
げ
ら
れ
た
髪
が
ほ
ど
か
れ
る
こ
と
の
こ
う
し
た
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
さ
が
強
く
表
れ
て
い
る
が
、
一
九
二
〇
年
代
の
諸
作
品
で
表
に
立

っ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
「
新
し
い
都
会
の
女
」
と
い
う
一
つ
の
タ

イ
プ
が
持
つ
性
的
魅
力
で
あ
る
。
当
時
の
断
髪
の
意
味
合
い
に
つ
い

て
は
次
節
で
再
度
述
べ
る
こ
と
と
す
る
が
、
一
九
二
五
〜
二
六
年
の

作
品
の
「
ふ
わ
ふ
わ
の
髪
」
が
い
っ
た
い
ど
の
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
を
指

し
て
い
る
の
か
は
、
実
は
現
在
の
と
こ
ろ
ま
だ
調
査
が
不
足
し
て
お

り
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
一
九
二
七
年
の
「
篁
君
日
記
」
や
四
三
年
の

「
看
虹
録
」
の
描
写
に
な
る
と
、
ウ
ェ
ー
ブ
を
つ
け
た
ヘ
ア
ス
タ
イ

ル
を
思
わ
せ
る
が
、
そ
も
そ
も
中
国
女
性
の
断
髪
が
、「
断
髪
運

動
」
に
見
ら
れ
る
机
上
の
議
論
や
一
部
の
先
行
者
に
よ
る
冒
険
的
実

践
の
段
階
か
ら
、
女
優
た
ち
に
牽
引
さ
れ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ブ
ー
ム

と
な
る
の
は
、
よ
う
や
く
一
九
二
五
年
の
上
海
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

そ
の
上
海
に
お
い
て
す
ら
、
ウ
ェ
ー
ブ
を
あ
て
ら
れ
る
女
子
専
用
の

理
髪
店
が
登
場
す
る
の
は
一
九
二
六
年
頃
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
北
方

の
状
況
を
報
じ
る
『
北
洋
画
報
』
の
一
九
二
六
年
の
記
事
を
め
く
っ

て
み
る
と
、
天
津
の
女
優
も
五
名
が
髪
を
切
っ
て
い
る
と
報
じ
ら
れ

て
お
り
、
秋
に
お
す
す
め
の
「
新
し
い
ウ
ェ
ー
ブ
ヘ
ア
」
と
し
て
ウ

ェ
ー
ブ
の
あ
た
っ
た
ボ
ブ
ス
タ
イ
ル
の
挿
絵
が
載
っ
て
い
る
（
圖

１
）。
し
か
し
実
際
に
断
髪
女
性
の
写
真
と
し
て
頻
繁
に
載
っ
て
い

る
の
は
上
海
の
女
優
黎
明
暉
ら
で
あ
り
、
ウ
ェ
ー
ブ
ヘ
ア
と
な
る
と

㉖

㉗

㉘

圖 ２　「美国電影明星多福女士的短髪」
『北洋画報』1926年11月13日
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さ
ら
に
珍
し
く
ア
メ
リ
カ
の
女
優
ビ
リ
ー
・
ダ
ヴ
の
写
真
（
圖
２
）

く
ら
い
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
コ
テ
で
つ
く
る
マ
ル
セ
ル
・
ウ
ェ
ー

ブ
に
し
ろ
、
機
械
で
あ
て
る
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ウ
ェ
ー
ブ
に
し
ろ
、

一
九
二
五
〜
二
六
年
の
北
京
に
お
い
て
は
か
な
り
珍
し
か
っ
た
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。
面
白
い
の
は
、
い
く
つ
か
の
研
究
が
論
じ
る
よ
う

に
、
一
九
一
九
〜
二
〇
年
頃
に
『
民
国
日
報
』『
申
報
』
な
ど
で
繰

り
広
げ
ら
れ
た
断
髪
の
議
論
に
せ
よ
、
ま
た
敢
然
と
断
髪
す
る
一
九

二
〇
年
代
の
成
都
の
女
学
生
を
描
い
た
巴
金
『
家
』（
一
九
三
一
連
載

開
始
）
に
せ
よ
、
断
髪
の
理
由
は
「
衛
生
的
」「
時
間
が
節
約
で
き

る
」「
仕
事
に
便
利
」「
女
子
の
蔑
視
を
防
ぐ
」
と
い
っ
た
利
点
に
あ

り
、
審
美
面
で
は
「
尼
の
よ
う
」「
男
と
も
女
と
も
つ
か
な
い
」「
ア

ヒ
ル
尻
」
と
酷
評
さ
れ
る
こ
と
に
正
面
か
ら
の
反
論
が
行
わ
れ
な
か

っ
た
の
に
対
し
、
沈
従
文
は
最
初
か
ら
新
式
の
髪
型
そ
れ
自
身
に
魅

力
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
沈
従
文
の
描
く
ふ

わ
ふ
わ
と
ゆ
る
み
乱
れ
た
髪
は
、
例
え
ば
資
生
堂
に
い
た
三
須
裕
が

中
国
よ
り
も
い
っ
そ
う
断
髪
へ
の
抵
抗
が
強
か
っ
た
一
九
二
三
年
の

日
本
で
述
べ
た
、「
欧
風
束
髪
の
結
ひ
あ
げ
方
は
、
ふ
わ
り
と
し
て

柔
か
味
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
…
…
こ
れ
は
自
由
な
髪
に
結
ふ
と
す
れ

ば
、
当
然
起
こ
る
こ
と
で
、
従
来
の
日
本
髪
や
、
束
髪
の
や
う
に
、

あ
ゝ
押
し
つ
け
ら
れ
た
扱
ひ
で
は
い
け
ぬ
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
」

と
い
う
提
唱
と
同
時
代
的
に
響
き
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
緩
く
う

ね
る
髪
に
柔
ら
か
な
「
自
由
」
の
空
気
を
読
み
取
っ
た
、
文
学
史
上

で
も
か
な
り
早
い
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

初
期
作
品
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
あ
と
二
つ
の
点
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
「
公
寓
中
」
な
ど
が
興
味
深
い
点
は
、
近

代
に
お
け
る
「
身
体
」
の
浮
上
を
鮮
烈
に
映
し
出
し
て
い
る
こ
と
に

あ
る
。
こ
の
主
人
公
た
ち
は
経
済
的
困
窮
や
無
職
と
い
っ
た
、
お
そ

ら
く
よ
り
直
接
的
に
彼
ら
を
困
ら
せ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

要
因
よ
り
も
、「
女
に
愛
さ
れ
な
い
」、
つ
ま
り
異
性
に
対
す
る
魅
力

と
支
配
力
を
性
的
側
面
か
ら
発
揮
で
き
な
い
こ
と
に
劣
等
感
を
抱
き
、

自
己
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
彼
ら
は
頻
繁
に
自
身
の

「
霊
魂
」
が
「
愛
撫
」
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
が
、
そ
の
視
線

は
た
だ
ひ
た
す
ら
女
た
ち
の
肉
体
を
外
か
ら
な
ぞ
っ
て
渇
望
す
る
の

み
で
、
例
え
ば
女
た
ち
の
感
情
を
映
し
出
す
「
目
」
か
ら
女
の
内
面

と
い
う
謎
に
潜
っ
て
い
こ
う
と
は
し
な
い
。
彼
が
「
夢
」
で
求
め
る

の
は
「
赤
い
服
を
着
た
」「
黒
い
瞳
の
娘
」
と
の
「
性
的
交
易
」
で

㉙

㉚

㉛

㉜



中
国
文
学
報　

第
八
十
七
册

─ 62 ─

あ
り
、
キ
ス
と
い
う
肉
体
の
接
触
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
都
会
の
男

女
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
さ
す
り
あ
っ
て
」
楽
し
む
「
粗
悪
な
肉
感
」
を

憎
む
が
（「
絶
食
以
後
」
一
九
二
五
）、
そ
の
実
作
品
内
に
お
い
て
、
彼

ら
の
重
視
す
る
「
霊
魂
」「
精
神
」
の
結
び
つ
き
を
女
性
に
探
そ
う

と
す
る
姿
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
「
肉
体
」
の
凝
視
と
描

写
に
突
出
し
た
重
み
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
同
様
に
女

に
相
手
に
さ
れ
な
い
「
無
能
男
性
」
を
描
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
愛

国
主
義
・
民
族
主
義
と
い
う
大
き
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
と
自
然
に
結

び
つ
い
て
い
く
郁
達
夫
「
沈
淪
」
と
は
、
肉
体
へ
の
立
ち
位
置
が
異

な
っ
て
い
る
。「
第
一
次
作
男
人
的
那
個
人
」（
一
九
二
八
）
な
ど
に

見
え
る
娼
妓
差
別
へ
の
反
駁
を
見
る
限
り
、
沈
従
文
の
女
性
観
・
性

愛
観
に
は
周
作
人
の
霊
肉
一
致
論
へ
の
共
鳴
が
明
白
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、「
霊
」
の
愛
が
あ
る
か
ら
「
肉
」
も
愛
す
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、「
霊
」
に
た
ど
り
着
く
に
は
ま
ず
「
肉
」
か
ら
入
る

の
が
当
然
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
立
ち
位
置
に
、
沈
従
文
の
徹
底
し
た

フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
ト
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。

　

男
性
の
劣
等
感
が
性
的
自
己
実
現
、
す
な
わ
ち
下
半
身
の
問
題
と

密
接
に
絡
み
合
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
現
象
は
、「
自
由
恋
愛
」

が
社
会
的
に
典
型
化
し
て
は
じ
め
て
出
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
魯
迅
や
胡
適
は
ど
れ
だ
け
理
論
上
で

「
自
由
恋
愛
」
を
鼓
吹
し
よ
う
と
、
実
生
活
の
上
で
は
父
母
の
媒
酌

に
よ
る
結
婚
を
蔑
ろ
に
も
で
き
ず
、
理
想
と
現
実
の
狭
間
で
苦
し
ん

だ
。
彼
ら
の
よ
う
な
一
九
一
〇
年
代
に
近
代
化
の
指
導
的
立
場
に
あ

っ
た
知
識
人
に
お
い
て
は
、
旧
式
結
婚
の
桎
梏
か
ら
い
か
に
し
て
逃

れ
る
か
の
方
が
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
女
が
手
に
入
ら

な
い
」
と
い
う
、
恋
愛
の
「
自
由
」
化
ゆ
え
の
悩
み
は
ま
だ
発
生
し

て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
沈
従
文
の
描
く
主
人
公
が
属
す

る
の
は
「
新
式
結
婚
」
の
先
駆
け
と
な
っ
た
趙
元
任
た
ち
よ
り
も
さ

ら
に
一
世
代
下
の
学
生
世
代
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
入
っ
て
知

識
人
の
間
で
典
型
化
し
た
、「
恋
愛
神
聖
」
を
実
践
し
な
け
れ
ば
新

式
の
知
識
人
と
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
一
種
の
「
強
迫
観
念
」
は
、

一
世
代
下
に
至
っ
て
も
は
や
一
人
の
男
性
主
体
の
自
己
実
現
を
決
定

す
る
必
要
条
件
に
ま
で
成
長
し
て
い
た
こ
と
を
、
沈
従
文
の
一
連
の

作
品
は
映
し
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
う
一
つ
指
摘
で
き
る
の
は
、
若
者
た
ち
の
性
の
悶
え
が
、
近
代

に
お
け
る
「
身
体
」
の
浮
上
が
生
み
出
し
た
大
量
の
「「
性
」
の
デ

㉝
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ィ
ス
コ
ー
ス
」（
坂
元
、
二
〇
〇
四
）
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
乾
生
的
愛
」（
一
九
二
七
）
は
、「
卒
業
し

た
ら
附
属
の
大
学
に
進
ん
で
、
そ
の
後
は
官
僚
に
な
る
の
が
当
た
り

前
」
と
思
っ
て
い
る
高
校
三
年
生
の
乾
生
が
、
生
徒
会
と
し
て
校
内

の
「
遊
芸
会
」（
演
劇
や
ダ
ン
ス
を
伴
う
文
化
祭
の
類
）
の
準
備
に
奔
走

す
る
中
で
、
活
発
な
同
級
生
の
「
ミ
ス
馬マ

ー

」
の
魅
力
に
「
ぼ
う
っ
と

な
る
」
ほ
ど
打
た
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
現
在
の
学
園
も
の
顔
負
け

の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。「
恋
愛
の
意
味
を
今
ま
さ
に
咀
嚼
し
て
い

る
」
乾
生
は
、
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
の
途
中
で
座
っ
て
休
み
な
が
ら
、

隣
に
腰
掛
け
て
後
ろ
を
振
り
返
っ
て
い
る
美
し
い
同
級
生
の
首
筋
を

じ
っ
く
り
と
「
見
る
」。
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
自
体
が
、
西
洋
を
視

察
し
た
清
朝
の
人
間
に
最
も
衝
撃
を
与
え
た
、
近
代
化
と
身
体
性
の

浮
上
を
象
徴
す
る
重
要
な
場
で
あ
る
こ
と
は
当
然
注
意
し
て
お
い
て

良
い
。
こ
の
時
彼
女
の
姿
は
こ
ん
な
風
に
捉
え
ら
れ
る
。「
白
く
長

い
首
、
首
の
お
し
ろ
い
、
お
し
ろ
い
の
香
り
、
先
ほ
ど
は
パ
ラ
リ
と

お
ろ
し
て
い
て
、
こ
の
時
に
は
無
造
作
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
シ
ニ

ヨ
ン
〈
剛
才
還
披
散
着
這
時
隨
意
來
束
成
的
一
個
粑
粑
髻
〉、
耳
の

上
を
覆
う
白
い
う
ぶ
毛
、
肩
に
沿
っ
て
お
り
て
い
く
と
、
ガ
ス
灯
の

緑
を
帯
び
た
光
の
下
で
、
こ
の
日
の
装
い
を
こ
ら
し
た
身
体
の
す
べ

て
の
輪
郭
の
整
っ
た
バ
ラ
ン
ス
が
く
っ
き
り
と
現
れ
る
」。
白
い
う

な
じ
へ
の
注
視
は
、「
看
虹
録
」（
一
九
四
三
）
ま
で
続
く
沈
従
文
の

好
ん
だ
官
能
表
現
で
あ
る
が
、
う
な
じ
か
ら
肩
下
へ
と
滑
っ
て
い
く

視
線
（
こ
の
描
写
は
強
く
映
画
の
カ
メ
ラ
の
動
き
を
想
起
さ
せ
る
）
も
ま

た
、
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
な
ど
ぴ
っ
た
り
し
た
服
装
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
た
近
代
の
「
身
体
」
へ
の
注
視
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。「
乾
生
的

愛
」
が
書
か
れ
た
一
九
二
七
年
は
、
ち
ょ
う
ど
「
性
学
博
士
」
張
競

生
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
性
史
』
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
で
あ
る
。「
乾

生
」
の
性
的
蠢
動
は
、
こ
れ
ら
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
た
、
と
語
り
手
は
述
べ
る
。

普
通
の
学
制
の
計
算
で
言
え
ば
、
高
校
三
年
生
の
男
子
学
生
の

身
体
は
、
女
と
必
死
に
な
っ
て
絡
み
合
う
こ
と
が
可
能
な
く
ら

い
に
発
育
し
て
い
る
頃
だ
。
女
の
方
は
？
高
校
二
年
生
で
も
問

題
な
い
だ
ろ
う
。
お
ま
け
に
近
年
一
部
の
科
学
者
や
美
学
者
が
、

若
者
の
た
め
に
良
い
本
を
色
々
出
し
て
く
れ
て
い
て
、
例
え
ば

『
愛
の
宝
物
』
な
ど
の
若
者
が
歩
む
べ
き
方
向
を
き
わ
め
て
正

㊲
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し
く
指
し
示
し
て
く
れ
る
書
物
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
彼
の
早
熟

を
助
け
て
い
た
。

「
身
体
性
と
精
神
性
の
交
差
点
」（
平
田
、
二
〇
〇
一
）
と
し
て
の

「
恋
愛
」
の
提
唱
と
実
践
は
、
や
が
て
自
由
離
婚
や
一
夫
多
妻
の
是

非
、
新
し
い
性
道
徳
の
確
立
を
め
ぐ
る
論
争
へ
拡
大
し
、
そ
の
中
で

は
産
児
制
限
や
売
買
春
、
性
抑
圧
や
オ
ル
ガ
ス
ム
ス
と
い
っ
た
、
よ

り
具
体
的
で
生
々
し
い
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
論
争
を
通

し
て
、
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
・
エ
リ
ス
を
初
め
と
す
る
西
洋
の
性
科
学
が
周

作
人
・
周
建
人
の
手
で
紹
介
さ
れ
、
性
倒
錯
や
情
欲
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

な
ど
は
学
術
領
域
の
話
題
と
し
て
受
容
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
一
方
で
、

一
九
二
〇
年
代
に
氾
濫
す
る
「
恋
愛
」
や
「
性
」
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス

が
、
学
術
領
域
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
大
衆
の
性
的
好
奇
心
を
煽

る
側
面
に
よ
っ
て
急
激
に
広
が
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。「
性
学
博

士
」
張
競
生
が
真
面
目
に
性
的
啓
蒙
を
意
図
し
て
編
ん
だ
『
性
史
』

が
、
発
売
当
日
に
客
が
書
店
に
殺
到
し
て
警
察
が
出
動
す
る
騒
ぎ
を

引
き
起
こ
し
た
こ
と
や
、
さ
ら
に
そ
の
後
『
性
史
』
続
編
と
題
し
た

粗
悪
な
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
大
量
に
出
回
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
を

如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
溢
れ
か
え
る
「
性
」
の
デ
ィ
ス

コ
ー
ス
に
触
発
さ
れ
、
こ
ち
ら
を
見
返
す
同
級
生
の
眼
差
し
に
う
た

れ
て
「
ば
か
の
よ
う
に
〈
呆
子
気
〉」
鬱
々
と
し
て
し
ま
う
乾
生
を

見
つ
め
る
語
り
手
の
眼
差
し
は
、「
諷
刺
」
と
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ほ
ど
冷
笑
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
の
ち
に
作
家
自
ら
の
愛
欲

遍
歴
を
モ
デ
ル
に
書
い
た
「
水
雲
」（
一
九
四
三
〜
四
四
）
が
自
称
す

る
よ
う
に
、
近
代
人
の
「
感
情
の
炎
症
の
記
録
」
と
取
る
方
が
ふ
さ

わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　

断
髪
：
女
学
生
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と「
見
返
す
」視
線

　

次
に
断
髪
に
つ
い
て
述
べ
る
。
沈
従
文
の
断
髪
形
象
と
し
て
最
も

よ
く
知
ら
れ
る
の
は
「
蕭
蕭
」
で
田
舎
者
た
ち
に
揶
揄
さ
れ
る
断
髪

の
女
学
生
で
あ
る
が
、
先
述
の
通
り
初
期
の
作
品
で
は
、「
キ
ノ

コ
」
や
「
尼
」
な
ど
珍
奇
さ
に
傾
く
形
容
も
伴
い
つ
つ
、
断
髪
女
性

へ
の
欲
望
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
断
髪
へ
の
思
い
が
突
出
し

て
い
る
、
女
学
生
を
執
拗
に
窃
視
す
る
男
の
話
、「
嵐
生
同
嵐
生
太

太
」（
一
九
二
六
）
を
見
て
み
よ
う
。
財
政
部
に
勤
め
る
嵐
生
氏
の
密

か
な
楽
し
み
は
、
昼
の
帰
宅
時
に
遠
回
り
し
て
「
墨
水
胡
同
」
に
立

㊳
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ち
寄
り
、「
閨
範
女
子
中
学
」
か
ら
下
校
す
る
女
学
生
を
眺
め
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

彼
は
女
は
み
な
美
し
い
と
思
い
、
特
に
髪
を
切
っ
た
あ
と
に
後

ろ
か
ら
眺
め
る
の
が
格
別
だ
と
思
っ
て
い
た
。
毎
日
こ
ん
な
に

多
く
の
頭
を
復
習
し
て
い
る
の
で
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
閨

範
女
子
中
学
の
一
部
の
生
徒
た
ち
の
頭
は
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に

記
憶
し
て
し
ま
っ
た
。
横
顔
か
ら
見
て
、
七
三
分
け
、
鬢
の
毛

を
ま
っ
す
ぐ
に
し
て
い
る
も
の
、
巻
き
毛
に
し
て
い
る
も
の
、

ク
ル
ク
ル
と
巻
い
て
い
る
も
の
な
ど
、
瞑
想
し
て
い
る
時
に
も

思
い
出
せ
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
髪
型
の
様
子
か
ら
、
そ
の
人
の

顔
立
ち
を
思
い
出
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
ス
ト
ー
キ
ン
グ
ま
が
い
の
嵐
生
氏
の
所
業
で
あ
る
が
、
語

り
手
が
こ
れ
を
「
女
を
見
る
の
は
も
と
も
と
悪
い
こ
と
で
も
な
く
、

大
人
し
く
、
分
を
守
っ
て
、
嫌
が
ら
れ
な
い
よ
う
な
形
で
見
る
な
ら

ば
、
芸
術
作
品
を
鑑
賞
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
少
な
く
と
も
人
を
愛

せ
な
い
よ
う
な
愛
情
よ
り
は
、
よ
ほ
ど
ま
と
も
で
あ
る
」
と
庇
っ
て

い
る
の
が
な
ん
だ
か
可
笑
し
い
。
嵐
生
氏
に
は
髪
を
結
っ
て
い
る
年

下
の
妻
が
お
り
、
結
局
彼
は
愛
す
る
妻
に
頼
ん
で
女
学
生
の
よ
う
な

髪
型
に
し
て
も
ら
う
。
断
髪
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
ド
イ
ツ
製
の
ハ
サ

ミ
を
買
い
込
む
場
面
も
当
時
の
実
際
の
状
況
を
思
わ
せ
て
興
味
深
い
。

妻
の
断
髪
後
、
嵐
生
氏
は
寄
り
道
せ
ず
に
車
で
急
い
で
家
に
帰
る
こ

と
が
増
え
た
と
い
う
、
妻
の
断
髪
（
に
よ
る
エ
ロ
ス
の
増
加
）
が
夫
婦

間
の
愛
情
を
強
め
た
と
い
う
結
末
で
終
わ
る
。

　

こ
の
愛
す
べ
き
断
髪
フ
ェ
チ
男
性
の
話
か
ら
、「
蕭
蕭
」（
一
九
三

〇
）
や
「
三
個
男
子
和
一
個
女
人
」（
一
九
三
〇
）
に
描
か
れ
た
、

「
尼
」
や
「
水
牛
」
み
た
い
で
み
っ
と
も
な
い
と
揶
揄
さ
れ
る
女
学

生
像
へ
の
変
換
は
、
作
家
が
抱
え
て
い
た
都
市
の
知
識
女
性
へ
の
憧

れ
と
、
そ
れ
が
抑
圧
さ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
の
強
烈
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
を
背
景
に
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
だ
ろ
う
。
濱
田
麻
矢
は
、
中
国

公
学
に
赴
任
し
て
出
会
っ
た
「
あ
る
女
学
生
へ
の
関
心
が
作
家
の
自

意
識
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
た
め
に
、
故
意
に
そ
の
著
作
に
お
い

て
女
学
生
が
戯
画
化
、
矮
小
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な

い
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
女
学
生
と
は
す
な
わ
ち
大
学
の
「
校
花
」

と
讃
え
ら
れ
た
張
兆
和
で
あ
り
、
沈
従
文
は
一
九
二
九
年
の
冬
に
彼

㊶

㊷



中
国
文
学
報　

第
八
十
七
册

─ 66 ─

女
へ
の
苦
し
い
恋
に
落
ち
、「
ガ
マ
ガ
エ
ル
十
三
号
」
と
ま
で
仇
名

を
つ
け
ら
れ
な
が
ら
、
三
年
九
ヶ
月
の
苦
し
い
求
婚
を
続
け
る
こ
と

に
な
る
。
本
稿
の
関
心
か
ら
濱
田
の
解
釈
に
付
け
加
え
る
と
す
る
な

ら
ば
、
彼
の
「
友
人
に
「
生
き
る
意
味
を
見
出
せ
な
い
」
と
告
げ
る

ほ
ど
の
辛
い
恋
」（
濱
田
）
の
中
に
は
、
高
嶺
の
花
で
あ
る
張
兆
和

に
な
か
な
か
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
苦
し
み
だ
け
で
は
な

く
、
女
学
生
と
い
う
知
識
女
性
か
ら
受
け
る
眼
差
し
に
対
し
て
、
作

家
自
身
が
強
い
圧
迫
感
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
中
国
公
学
に
赴
任
し
た
ば
か
り
の
沈
従
文
は
、
友
人
の

王
際
真
に
こ
ん
な
弱
音
を
こ
ぼ
し
て
い
た
。

彼
女
ら
は
僕
が
先
生
だ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
事
を
知
っ
て
い
て
、

す
べ
て
を
理
解
し
て
い
て
、
気
が
向
け
ば
小
説
を
一
つ
ば
か
り

こ
し
ら
え
て
、
普
段
は
の
び
の
び
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い

る
の
だ
。
彼
女
ら
は
大
胆
に
僕
の
目
の
前
を
行
っ
た
り
来
た
り

し
て
、
僕
が
彼
女
ら
を
傷
つ
け
る
心
配
は
無
い
と
ば
か
り
に
安

心
し
き
っ
て
い
て
、
僕
が
彼
女
ら
を
好
き
に
な
る
こ
と
を
心
配

な
ど
し
て
い
な
い
の
だ
！
こ
の
恵
ま
れ
し
愚
か
な
娘
た
ち
よ
！

（
中
略
）
昨
日
の
夜
学
科
の
会
が
開
か
れ
、
拍
手
が
起
こ
っ
て

僕
の
演
説
を
求
め
る
声
が
上
が
っ
た
が
、
彼
女
ら
は
笑
っ
た
、

僕
は
家
に
帰
る
車
の
中
で
泣
き
、
自
分
が
可
哀
想
だ
と
思
っ
た
。

北
京
時
代
の
主
人
公
た
ち
も
、
街
を
行
く
「
新
女
性
」
の
性
的
魅
力

に
気
後
れ
し
て
い
た
点
で
は
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
北
京
の
「
田

舎
者
」
の
主
人
公
た
ち
は
い
つ
も
都
市
の
人
間
関
係
に
立
ち
入
ら
せ

て
も
ら
え
な
い
傍
観
者
と
し
て
「
見
る
」
一
方
で
あ
り
、
対
象
か
ら

見
返
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
教
員
と
な
り
教
壇
に
立
つ

こ
と
で
、「
若
く
て
聡
明
な
」
女
学
生
た
ち
か
ら
自
分
が
「
見
ら
れ

る
」
機
会
が
生
ま
れ
る
。
沈
従
文
の
う
ろ
た
え
た
赤
面
が
目
に
浮
か

ぶ
。

　

「
見
て
」
い
た
男
性
主
体
が
、
女
学
生
に
「
見
ら
れ
た
」
途
端
に

マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
羞
恥
を
覚
え
る
と
い
う
描
写
は
、
上
海
移
住

前
夜
の
一
九
二
七
年
に
書
か
れ
た
作
品
に
も
見
ら
れ
る
。

お
か
し
い
！
ち
ょ
っ
と
斜
め
に
僕
の
方
を
向
い
て
い
た
あ
の
女

が
、
僕
が
彼
女
に
目
を
や
っ
た
途
端
、
あ
の
高
い
襟
を
折
っ
て
、

㊸
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子
ど
も
み
た
い
な
小
さ
な
丸
顔
を
見
せ
た
。
僕
は
ほ
と
ん
ど
叫

ぶ
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
目
の
前
の
す
べ
て
が
よ
く
理
解
で
き
な
か

っ
た
。
一
種
の
炎
（
一
種
の
奇
跡
が
現
す
よ
う
な
炎
）
が
、
目
を

眩
ま
せ
る
光
を
放
っ
て
、
輝
き
、
燃
え
て
い
た
。
／
僕
は
な
ぜ

だ
か
羞
恥
で
顔
が
熱
く
な
っ
て
き
た
。
／
ど
う
し
て
僕
が
赤
面

し
な
い
と
い
け
な
い
の
か
？
相
手
が
僕
を
見
た
ら
、
僕
が
彼
女

に
何
か
悪
い
こ
と
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
で
も
い
う
の

か
？
も
う
赤
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
悠
々
と
相
手
の
こ
と

を
眺
め
る
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
が
、
自
分
の
赤
面
が
相
手
に

見
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
、
顔
を

全
部
隠
し
て
し
ま
え
な
い
の
が
恨
め
し
か
っ
た
。（「
這
個
男
人

和
那
個
女
人
」
一
九
二
七
）

同
じ
一
九
二
七
年
に
書
か
れ
た
「
乾
生
的
愛
」
の
乾
生
も
、
結
末
に

お
い
て
同
級
生
に
「
見
返
さ
れ
」、
何
ら
か
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て

し
ま
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
欲
し
い
。
乾
生
は
頼
み
と
す
る
『
愛

的
法
宝
』
の
、
特
に
「
女
と
男
で
は
、
同
等
の
年
齢
に
お
い
て
、
彼

女
の
愛
の
欲
望
は
彼
よ
り
も
強
く
、
こ
だ
わ
り
が
強
い
─
─
い
や
、

よ
り
深
く
、
よ
り
隠
微
で
あ
る
」
と
書
か
れ
た
頁
に
熱
い
眼
差
し
を

注
い
で
い
た
。「
乾
生
的
愛
」
で
も
「
這
個
男
人
和
那
個
女
人
」
で

も
、
同
級
生
で
あ
る
女
学
生
た
ち
の
見
返
し
た
眼
差
し
は
、
ま
だ
彼

女
ら
の
内
面
を
雄
弁
に
語
り
出
し
は
し
な
い
。
女
性
の
眼
差
し
が
、

彼
女
の
性
的
欲
望
を
雄
弁
に
語
り
出
す
と
い
う
手
法
は
、「
八
駿

図
」（
一
九
三
五
）
や
「
看
虹
録
」（
一
九
四
三
）
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
だ
が
、
た
と
え
「
女
は
男
よ
り
も
性
的
に
貪
欲
で
あ
る
」
と
い

う
言
説
が
、
愛
を
求
め
る
寂
し
き
男
性
作
家
の
都
合
の
良
い
幻
想
で

あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
掬
い
上

げ
る
可
能
性
の
一
端
が
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
節
で
見
る
よ
う
に
、

こ
の
「
見
返
す
」
女
学
生
の
眼
差
し
が
、
湘
西
の
娘
た
ち
を
重
層
的

に
作
り
上
げ
て
い
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五　

か
ら
み
あ
う
三
種
の
髪
：

湘
西
女
性
の
「
見
る
」
欲
望
表
象
へ

　

こ
こ
ま
で
は
ひ
た
す
ら
に
都
市
女
性
の
髪
だ
け
を
追
っ
て
き
た
が
、

湘
西
女
性
の
髪
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
筆
者
の
観
察

㊹
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で
は
、
湘
西
女
性
の
髪
は
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
、
様
々
な
時
期

の
様
々
な
作
品
に
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
現
れ
る
。
そ
も
そ
も
最

初
期
の
沈
従
文
に
お
い
て
、
湘
西
作
品
は
苗
族
幻
想
を
そ
の
発
端
と

す
る
が
ゆ
え
に
、
湘
西
の
娘
た
ち
は
当
初
わ
か
り
や
す
く
民
族
衣
装

を
身
に
ま
と
っ
て
い
た
。
例
え
ば
徐
志
摩
に
絶
賛
さ
れ
た
「
市
集
」

（
一
九
二
五
）
の
中
で
、「
苗
姑
娘
」
は
「
花
幞
頭
大
耳
環
」
と
い
う

い
で
た
ち
で
あ
る
。
花
幞
頭
は
花
帕
と
も
言
い
、
模
様
の
つ
い
た
太

い
布
で
タ
ー
バ
ン
の
よ
う
に
頭
を
巻
く
苗
族
の
衣
装
で
あ
る
（
圖
3

参
照
）。
こ
の
場
合
、
包
ま
れ
て
い
る
髪
は
当
然
描
写
対
象
に
入
ら

な
い
。

　

と
こ
ろ
が
性
愛
が
プ
ロ
ッ
ト
に
入
っ
て
く
る
「
雨
後
」（
一
九
二

八
）
に
な
る
と
、
女
主
人
公
阿
姐
に
一
つ
目
の
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
、
妖

し
い
魅
力
を
持
っ
た
「
ヘ
ビ
の
よ
う
な
お
下
げ
」
が
描
か
れ
る
。

彼
は
彼
女
の
お
下
げ
を
つ
ま
ん
だ
。
お
下
げ
は
最
初
頭
の
上
に

巻
か
れ
て
い
た
。
ま
る
で
と
ぐ
ろ
を
巻
く
過カ

山サ
ン

刀ト
ウ

の
よ
う
に
。

こ
の
時
ヘ
ビ
は
背
中
に
垂
れ
下
が
っ
て
い
た
。
四
狗
は
ヘ
ビ
に

咬
ま
れ
る
の
が
怖
く
な
か
っ
た
か
ら
、
頭
か
ら
尻
尾
ま
で
つ
ま

ん
で
い
っ
た
。

こ
の
小
説
で
は
「
い
や
ら
し
い
こ
と
は
や
め
て
よ
」
と
い
う
阿
姐
を
、

恋
人
の
四
狗
が
誘
惑
す
る
。「
雅
歌
」
を
は
じ
め
と
す
る
聖
書
の
イ

メ
ー
ジ
を
好
ん
で
用
い
た
沈
従
文
が
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
を
性
の
目
覚

め
へ
と
誘
惑
す
る
ヘ
ビ
を
、
こ
こ
で
お
下
げ
の
イ
メ
ー
ジ
に
編
み
込

ん
だ
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
過カ

山サ
ン

刀ト
ウ

〈
烏
梢

蛇
〉
は
触
れ
る
草
を
断
つ
と
伝
え
ら
れ
る
、
鋭
い
刀
の
よ
う
な
突
起

を
持
つ
ナ
ミ
ヘ
ビ
科
の
ヘ
ビ
で
あ
る
。「
雨
後
」
が
、
表
の
顔
と
し

て
「
読
書
人
の
女
」
が
「
目
に
一
丁
字
も
な
い
男
」
の
与
え
た
身
体

㊺

図 3　沈従文の甥黄永玉による
挿 絵〈苗 舞〉『黄 永 玉 插
圖沈従文小説経典』春風
文芸出版社、2015、91頁
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の
喜
び
に
よ
っ
て
人
間
性
を
回
復
す
る
、
と
い
う
明
る
い
性
愛
の
プ

ロ
ッ
ト
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
の
裏
で
城
谷
武
男
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

若
い
男
女
が
性
に
取
り
憑
か
れ
る
こ
と
で
「
病
」「
死
」「
狂
気
」
に

陥
る
『
阿
黒
小
史
』
の
不
気
味
さ
に
も
繋
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
二

面
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
思
い
出
す
と
、
じ
わ
り
と
怖
さ

が
こ
み
上
げ
る
。
鋭
い
ヘ
ビ
の
お
下
げ
を
自
分
に
は
見
え
ぬ
背
中
に

ぶ
ら
下
げ
た
阿
姐
は
、
お
そ
ら
く
沈
従
文
が
女
性
を
繰
り
返
し
描
く

こ
と
の
根
本
に
位
置
し
て
い
た
、「
無
意
識
の
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ

ル
」
の
側
面
を
帯
び
て
い
る
。
ま
た
、
お
下
げ
を
持
つ
娘
た
ち
の
中

で
最
も
よ
く
知
ら
れ
る
の
は
や
は
り
「
蕭
蕭
」（
一
九
三
〇
）
で
あ
ろ

う
。
蕭
蕭
が
女
学
生
に
漠
然
と
し
た
憧
れ
を
抱
き
、
い
つ
も
水
辺
で

自
分
の
お
下
げ
の
端
を
つ
ま
ん
で
、
お
下
げ
が
な
い
人
た
ち
っ
て
ど

ん
な
だ
ろ
う
と
空
想
し
て
い
た
と
い
う
シ
ー
ン
は
あ
ま
り
に
も
有
名

で
あ
る
。「
お
下
げ
を
切
る
」、
す
な
わ
ち
「
女
学
生
」
に
な
る
こ
と

と
、
蕭
蕭
が
性
的
に
目
覚
め
る
こ
と
の
強
い
関
連
を
論
じ
る
濱
田
麻

矢
の
指
摘
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
（
濱
田
、
二
〇
一
六
）。
た
だ
、

「
蕭
蕭
」
の
建
国
後
の
版
本
で
あ
る
一
九
五
七
年
度
版
で
は
、
お
下

げ
を
つ
ま
む
シ
ー
ン
が
さ
ら
に
「
自
分
の
過
山
刀
の
よ
う
な
お
下
げ

を
つ
ま
ん
で
」
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
た
。
後
期
の
「
雪
晴
」
四
部

作
（
一
九
四
五
〜
四
六
）
に
お
け
る
巧
秀
も
ま
た
「
過
山
刀
の
よ
う
な

太
い
お
下
げ
」
を
持
つ
娘
で
あ
り
、
巧
秀
の
母
の
運
命
を
な
ぞ
る
よ

う
に
駆
け
落
ち
し
て
い
く
こ
と
を
思
う
と
、「
自
由
」
な
女
学
生
に

触
発
さ
れ
る
「
蕭
蕭
」
の
性
的
目
覚
め
は
、
ま
っ
た
く
の
「
無
」
か

ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
彼
女
の
お
下
げ
の
中
に
種
と
し
て
す
で

に
埋
め
ら
れ
て
い
た
、
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
フ
ェ
テ

ィ
シ
ズ
ム
的
描
写
の
観
点
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
蕭
蕭
の
内
面
も
ま
た

一
章
で
触
れ
た
「
空
白
」
と
「
沈
黙
」
に
よ
る
「
田
舎
者
」
描
写
と

同
様
に
、
テ
ク
ス
ト
上
で
は
ほ
ぼ
空
白
の
ま
ま
で
あ
る
。
蕭
蕭
の
内

面
は
、
非
常
に
少
な
い
、
拙
い
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
の
台
詞
を
の
ぞ

け
ば
、
夢
を
見
る
・
毛
虫
を
踏
み
つ
ぶ
す
な
ど
フ
ロ
イ
ト
的
解
釈
を

誘
う
象
徴
表
現
、
そ
し
て
普
通
な
ら
ば
内
面
独
白
に
移
行
す
る
と
想

定
さ
れ
る
箇
所
で
行
わ
れ
る
「
お
下
げ
を
つ
ま
ん
で
水
辺
で
ぼ
ん
や

り
す
る
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
。「
お
わ
り
に
」
で
再

度
触
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
あ
く
ま
で
モ
ノ
と
し
て
目
に
見
え
る
「
外

形
」
を
持
つ
人
間
を
描
く
こ
と
で
、
そ
の
言
葉
に
で
き
ぬ
内
面
に
迫

ろ
う
と
す
る
、
沈
従
文
の
特
徴
的
な
執
筆
態
度
が
鮮
明
に
現
れ
て
い

㊻
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る
。

　

実
は
蕭
蕭
に
は
も
う
一
つ
の
髪
の
描
写
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
普
段

は
あ
ま
り
か
ま
わ
れ
て
い
な
い
、
頭
の
上
に
ぼ
さ
ぼ
さ
と
生
え
た
赤

っ
ぽ
い
髪
〈
那
是
平
時
不
大
能
收
拾
蓬
蓬
鬆
鬆
到
頭
上
的
黃
髮
〉」

で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
「
ぼ
さ
ぼ
さ
髪
」
の
蕭
蕭
の
形
象
を
郷
村
の

少
女
像
の
中
で
ど
こ
に
位
置
づ
け
れ
ば
良
い
の
か
、
長
ら
く
困
惑
し

て
き
た
。
阿
黒
や
三
三
や
翠
翠
が
は
っ
き
り
と
持
っ
て
い
る
、「
美

し
さ
」
の
要
素
を
、
蕭
蕭
は
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
今
回
髪
だ
け
に
焦
点
を
当
て
た
観
察
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の

は
、
蕭
蕭
の
「
ぼ
さ
ぼ
さ
髪
」
が
持
つ
、
男
を
「
見
る
」
性
的
主
体

の
可
能
性
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
蕭
蕭
は
語
り
手

に
よ
っ
て
「
眺
め
ら
れ
る
」
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
の
性
的

対
象
と
な
る
男
性
た
ち
の
「
筋
肉
」
や
「
太
い
腕
」
を
じ
っ
と
「
見

る
」
主
体
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
「
旅
店
」（
一
九
二
九
）
と
あ
わ
せ
て

見
る
と
、「
ぼ
さ
ぼ
さ
髪
」
と
性
の
目
覚
め
の
関
連
が
よ
り
は
っ
き

り
す
る
。
県
境
の
宿
屋
を
切
り
盛
り
す
る
女
将
の
「
黒
猫
」
は
夫
を

亡
く
し
て
三
年
。
語
り
手
は
、
花
脚
族
の
女
の
情
熱
も
、
烏
婆
族
の

女
の
あ
だ
っ
ぽ
さ
も
持
ち
合
わ
せ
た
こ
の
二
〇
歳
そ
こ
そ
こ
の
女
が
、

男
に
心
を
動
か
さ
ず
に
寡
婦
の
身
分
を
守
っ
て
き
た
こ
と
を
残
念
が

る
。
し
か
し
ふ
と
早
く
目
覚
め
た
あ
る
素
晴
ら
し
い
朝
に
、「
今
頃

ど
れ
ほ
ど
の
女
た
ち
が
そ
っ
と
歌
を
歌
っ
て
、
竹
林
を
越
え
て
い
く

恋
人
を
見
送
っ
て
い
る
だ
ろ
う
？
今
頃
ど
れ
ほ
ど
の
男
た
ち
が
鶏
鳴

を
聞
い
て
、
自
分
と
一
夜
を
楽
し
ん
だ
女
を
山
の
洞
穴
か
ら
家
に
送

り
返
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
？
」
と
思
っ
た
黒
猫
は
、
今
ま
で
気
に

も
留
め
な
か
っ
た
男
女
の
「
欲
望
」
の
広
が
り
を
覚
え
る
。
黒
猫
は

い
つ
も
の
よ
う
に
早
々
と
仕
事
を
始
め
ず
、
し
ば
ら
く
し
て
し
ど
け

な
い
格
好
で
起
き
て
く
る
。

彼
女
は
こ
の
時
す
で
に
ベ
ッ
ド
か
ら
出
て
、
靴
を
ひ
っ
か
け
て

客
室
の
方
へ
と
や
っ
て
き
た
。
服
の
ボ
タ
ン
は
ま
だ
か
け
終
わ

ら
ず
、
頭
は
無
造
作
に
ぐ
る
ぐ
る
と
巻
か
れ
て
鷹
の
巣
の
よ
う

に
ぼ
さ
ぼ
さ
と
立
っ
て
お
り
〈
一
頭
的
髪
隨
意
盤
在
頭
上
蓬
起

像
鷹
窠
〉、
そ
れ
は
山
の
洞
穴
の
中
で
狼
の
皮
の
褥し

と
ね

に
寝
そ
べ

っ
て
い
る
媚
金
が
、
恋
人
を
待
ち
あ
ぐ
ね
て
自
殺
す
る
前
の
様

子
を
思
わ
せ
た
。

㊽
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こ
の
色
っ
ぽ
い
姿
を
見
て
客
は
「
女
将
さ
ん
、
旦
那
が
い
た
ら
も
っ

と
い
い
夜
が
過
ご
せ
る
の
に
ね
」
と
か
ら
か
う
が
、
普
段
な
ら
そ
の

手
の
冗
談
を
「
厳
し
い
」
顔
つ
き
で
見
た
で
あ
ろ
う
黒
猫
は
、
こ
の

時
「
冗
談
を
言
っ
た
客
を
斜
め
に
睨
み
な
が
ら
笑
う
」。
彼
女
は
続

け
て
「
こ
の
客
の
が
っ
ち
り
と
し
た
二
の
腕
を
値
踏
み
し
た
。
彼
女

は
彼
の
肩
、
腰
、
太
も
も
を
値
踏
み
し
、
最
後
に
こ
の
客
の
鼻
を
見

た
。
そ
の
鼻
は
長
く
大
き
か
っ
た
」。
や
が
て
黒
猫
と
「
大
き
な
鼻

の
客
」
が
そ
れ
ぞ
れ
屋
外
に
出
か
け
て
し
ば
ら
く
戻
ら
な
か
っ
た
と

い
う
描
写
が
為
さ
れ
た
の
ち
、
十
ヶ
月
後
に
は
「
小
さ
な
黒
猫
」
が

生
ま
れ
る
。
引
用
し
た
場
面
に
お
い
て
、
厳
粛
に
結
い
上
げ
て
い
た

は
ず
の
髪
を
「
ぼ
さ
ぼ
さ
」
と
ゆ
る
ま
せ
た
黒
猫
は
、
客
の
性
的
な

冗
談
を
大
胆
に
見
返
し
、
逆
に
男
性
の
身
体
の
性
的
価
値
を
「
値
踏

み
」
す
る
。「
市
場
」
で
民
族
衣
装
を
着
た
人
形
の
よ
う
に
「
見
ら

れ
る
」
一
方
だ
っ
た
〈
苗
姑
娘
〉
は
、
こ
こ
に
お
い
て
都
市
で
何
度

も
描
か
れ
た
モ
ダ
ン
な
〈
蓬
髮
〉
の
描
写
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
る
こ
と

で
、「
性
的
に
解
放
さ
れ
た
湘
西
」
像
を
構
成
す
る
重
要
な
役
割
を

担
い
始
め
る
。

　

「
旅
店
」
の
引
用
部
分
に
出
て
き
た
自
殺
直
前
の
「
媚
金
」
と
は
、

「
媚
金
・
豹
子
・
与
那
羊
」（
一
九
二
九
）
の
主
人
公
の
こ
と
で
あ
る

が
、
髪
の
描
写
か
ら
言
え
ば
媚
金
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
に

属
す
る
。
そ
れ
が
神
話
的
湘
西
を
形
作
る
、「
解
き
放
っ
た
長
い
黒

髪
」
で
あ
る
。
上
に
出
て
き
た
セ
ク
シ
ー
な
黒
い
肌
の
「
黒
猫
」
と

は
対
照
的
に
、
白
い
肌
、
白
い
服
、
長
い
黒
髪
に
よ
っ
て
神
々
し
さ

を
強
調
し
た
「
白
の
系
統
」
の
女
た
ち
が
、
一
九
二
九
年
の
湘
西
の

神
話
・
伝
説
も
の
に
現
れ
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た

こ
と
が
あ
る
。
豊
か
に
波
打
つ
闇
夜
の
よ
う
な
黒
髪
は
、
湘
西
の
伝

説
も
の
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
三
〇
年
代
の
仏
教
改
作
も
の
連
作
で
あ

る
『
月
下
小
景
』
に
も
及
ん
で
い
る
。
様
々
な
族
称
を
持
つ
美
男
美

女
た
ち
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
恋
愛
を
繰
り
広
げ
る
神
話
的
作
品
群
、

そ
し
て
時
に
え
げ
つ
な
い
ほ
ど
の
プ
ロ
ッ
ト
で
愛
欲
の
力
を
描
く
仏

教
改
作
故
事
群
か
ら
、
髪
に
関
す
る
記
述
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

彼
女
は
手
で
自
分
の
身
体
の
あ
ち
こ
ち
を
撫
で
、
ま
た
身
体
の

あ
ち
こ
ち
を
鼻
で
嗅
い
だ
。
撫
で
た
と
こ
ろ
は
み
な
膏
の
ご
と

く
し
っ
と
り
と
滑
ら
か
で
、
嗅
い
だ
と
こ
ろ
は
ど
こ
も
甘
く
香

り
高
か
っ
た
。
彼
女
は
ま
た
頭
に
巻
い
た
布
を
取
り
除
き
、
髷

㊿
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を
ほ
ど
く
と
、
闇
夜
よ
り
も
黒
い
髪
の
毛
が
さ
っ
と
地
面
に
ま

で
解
き
放
た
れ
た
〈
把
髻
拆
鬆
、
比
黑
夜
還
黑
的
頭
髮
一
散
就

拖
地
〉。（「
媚
金
・
豹
子
・
与
那
羊
」
一
九
二
九
）

誓
い
を
立
て
た
龍
朱
は
、
自
分
の
部
屋
に
帰
り
、
襟
を
か
き
合

わ
せ
て
眠
っ
た
。
ほ
ど
な
く
し
て
夢
を
見
た
。
女
が
ゆ
っ
た
り

と
歌
を
歌
い
な
が
ら
こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
く
る
。
白
い
服
に
白

い
ス
カ
ー
ト
を
着
て
、
髪
は
ほ
ど
い
て
背
に
流
れ
〈
頭
髮
披
在

身
後
〉、
そ
の
様
子
は
苦
難
を
救
う
観
音
様
の
よ
う
だ
っ
た
。

（
中
略
）
普
段
意
気
軒
昂
な
龍
朱
は
太
陽
を
見
て
も
目
を
細
め

ず
、
虎
を
見
て
も
動
揺
し
な
い
の
に
、
女
の
冷
た
い
目
の
光
り

に
あ
っ
た
だ
け
で
、
突
然
全
身
が
お
か
し
な
く
ら
い
小
さ
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
感
じ
た
。
女
の
髪
は
象
を
も
結
び
、
女
の
声

は
怒
れ
る
獅
子
を
も
鎮
め
る
の
だ
か
ら
、
白
耳
族
の
王
子
が
こ

の
寨
主
の
娘
の
前
に
屈
服
す
る
の
も
、
当
た
り
前
の
こ
と
な
の

だ
！
（「
龍
朱
」
一
九
二
九
）

彼
の
そ
ば
に
は
白
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
人
の
娘
で
、

彼
女
の
長
い
髪
を
振
り
乱
し
た
美
し
い
頭
を
〈
把
她
那
長
髮
散

亂
的
美
麗
頭
顱
〉、
こ
の
若
者
の
太
も
も
に
の
せ
、
そ
れ
を
枕

に
静
か
に
音
も
無
く
眠
っ
て
い
た
。
娘
の
小
さ
く
ほ
っ
そ
り
し

た
白
い
顔
は
、
月
光
に
洗
わ
れ
た
大
理
石
の
よ
う
で
も
あ
り
、

ま
た
月
光
そ
の
も
の
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
い
っ
ぱ
い
に
広
が

る
黒
髪
は
、
ま
る
で
冬
の
闇
夜
を
材
料
に
、
山
の
洞
窟
に
潜
む

妖
女
が
手
ず
か
ら
織
っ
た
目
の
細
か
な
紗
の
よ
う
で
あ
っ
た

〈
一
頭
黑
髮
、
如
同
用
冬
天
的
黑
夜
作
為
材
料
、
由
盤
踞
在
山

洞
中
的
女
妖
親
手
紡
成
的
細
紗
〉。（「
月
下
小
景
」
一
九
三
三
）

琴
を
弾
く
者
は
こ
の
音
を
聞
い
て
驚
き
、
そ
の
隻
眼
を
開
く
と
、

白
い
シ
ル
ク
の
塊
と
、
美
し
い
頭
、
長
い
長
い
黒
髪
が
見
え
た

〈
一
個
美
麗
的
頭
顱
、
一
簇
長
長
的
黑
髮
〉。
琴
弾
き
が
急
い

で
こ
の
気
を
失
っ
た
人
を
室
内
へ
抱
え
入
れ
て
竹
の
ベ
ッ
ド
に

寝
か
せ
、
月
明
か
り
を
頼
り
に
そ
の
顔
を
見
る
と
、
な
ん
と
こ

の
女
性
は
ま
さ
に
昼
間
赤
ん
坊
を
溺
死
さ
せ
た
婦
人
で
あ
っ
た
。

彼
が
婦
人
の
衣
服
を
ゆ
る
め
、
呼
吸
を
楽
に
さ
せ
て
や
ろ
う
と

思
い
、
服
に
少
し
手
を
か
け
る
と
、
な
ん
と
こ
の
婦
人
が
服
の

�
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下
は
一
糸
ま
と
わ
ぬ
裸
で
、
寝
間
着
以

外
何
も
身
に
つ
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と

が
わ
か
っ
た
！
琴
弾
き
は
驚
い
て
し
ま

い
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な

か
っ
た
。（「
愛
欲	
一	

彈
箏
者
的
愛
」
一

九
三
三
）

「
月
下
小
景
」
は
仏
教
改
作
連
作
集
『
月
下

小
景
』
の
表
題
作
で
は
あ
る
が
、
一
九
三
五

年
の
単
行
本
所
収
時
に
末
尾
に
「
黃
羅
寨
故
事
」
と
書
き
加
え
ら
れ

て
湘
西
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
よ
っ
て
上
の
数
例
の
う

ち
、
湘
西
を
舞
台
に
し
な
い
の
は
「
愛
欲
」
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
に
場
面
を
説
明
す
れ
ば
、「
媚
金
・
豹
子
・
与
那
羊
」
は
誇
り
高

い
美
女
媚
金
が
恋
人
の
豹
子
を
洞
穴
で
待
つ
シ
ー
ン
、「
龍
朱
」
は

歌
の
才
に
恵
ま
れ
た
白
耳
族
の
美
男
子
龍
朱
が
寨
主
の
娘
の
歌
と
美

貌
に
屈
服
す
る
シ
ー
ン
、「
月
下
小
景
」
は
初
夜
権
を
奪
わ
れ
ん
と

す
る
恋
人
た
ち
が
心
中
前
の
最
後
の
逢
瀬
を
楽
し
む
シ
ー
ン
、「
彈

箏
者
的
愛
」
は
隻
眼
で
あ
ば
た
面
、
跛
の
流
れ
者
の
弾
く
箏
の
音
に

心
を
奪
わ
れ
た
美
し
い
寡
婦
が
、
愛
欲
の
た
め
に
誤
っ
て
子
ど
も
を

溺
死
さ
せ
た
あ
と
、
さ
ら
に
恋
心
を
募
ら
せ
て
流
れ
者
の
も
と
へ
や

っ
て
く
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。

　

こ
の
「
全
身
真
っ
白
な
衣
裳
」（
デ
ザ
イ
ン
も
布
地
も
不
明
で
あ
り
、

た
だ
真
っ
白
な
塊
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
）
に
「
解
き
放
っ
た

髪
」
の
姿
は
、
三
章
で
挙
げ
た
「
篁
君
日
記
」
の
「
妾
」
が
恋
愛
を

経
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
姿
に
や
や
似
て
い
る
が
、
当
世
風
の
ウ
ェ
ー

ブ
ヘ
ア
で
は
な
く
、
地
面
に
届
く
ほ
ど
の
長
い
髪
と
セ
ッ
ト
に
な
っ

た
イ
メ
ー
ジ
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
。
筆
者
に
は
こ
の
イ
メ
ー

�

圖 ４　“Symphony	in	White,	No.	1:	
The	White	Girl”	by	James	
McNeill	Whistler,	by	cour-
tesy	of	National	Gallery	of	
Art,	Washington.
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ジ
が
、
一
九
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
で
活
躍
し
ロ
セ
ッ
テ
ィ
ら
ラ
フ
ァ

エ
ル
前
派
と
も
親
し
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
画
家
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の

「
白
衣
の
女
」（
一
八
六
二
、
圖
４
）
と
響
き
合
う
よ
う
に
思
え
て
な

ら
な
い
。
マ
ネ
の
「
草
上
の
昼
食
」
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
引
き
起
こ

し
た
こ
と
で
有
名
な
一
八
六
三
年
の
「
落
選
展
」
に
出
品
さ
れ
た
こ

の
絵
は
、
今
見
る
と
特
に
非
難
さ
れ
る
い
わ
れ
を
感
じ
な
い
も
の
の
、

「
草
上
の
昼
食
」
と
同
様
に
攻
撃
や
嘲
笑
の
的
に
な
っ
た
、
と
高
橋

裕
子
は
述
べ
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
白
い
服
が
当
時
の
人
前
に
は

出
ら
れ
ぬ
室
内
着
で
あ
っ
て
、
ま
た
ほ
つ
れ
る
ま
ま
結
わ
ず
に
垂
ら

し
て
あ
る
髪
も
し
ど
け
な
い
印
象
を
残
す
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
娼

婦
の
風
俗
画
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。

　

で
は
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
絵
画
と
響
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、「
白
い

系
統
」
の
女
性
像
は
ど
の
よ
う
に
読
め
る
か
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
同

時
代
の
観
衆
か
ら
理
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
斬
新
な
絵
画
史
的
意
義
、

す
な
わ
ち
神
話
や
伝
説
と
い
っ
た
物
語
内
容
の
後
ろ
盾
を
伴
わ
ず
に
、

純
粋
に
白
い
服
を
着
た
女
を
描
く
こ
と
で
純
粋
絵
画
を
作
り
上
げ
よ

う
と
し
た
と
言
わ
れ
る
そ
の
制
作
意
図
の
位
置
づ
け
を
、
そ
の
ま
ま

「
龍
朱
」
や
『
月
下
小
景
』
創
作
時
の
沈
従
文
に
適
用
し
よ
う
と
す

る
の
は
、
さ
す
が
に
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
沈
従
文
後
期

に
見
ら
れ
る
『
七
色
魘
』
集
（
一
九
三
七
〜
四
七
）
な
ど
の
抽
象
表
現

追
求
へ
と
話
を
つ
な
げ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
大
変
興
味
深
い
話
題
で

は
あ
る
。
だ
が
そ
こ
ま
で
先
走
る
の
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
、
上
で
取

り
上
げ
た
諸
作
品
に
つ
い
て
は
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
ら
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派

の
描
く
女
性
像
と
合
わ
せ
て
参
照
す
る
の
が
良
い
よ
う
に
思
う
。
よ

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
、
ウ
ォ
ー
タ
ー

ハ
ウ
ス
と
い
っ
た
世
紀
末
の
画
家
た
ち
は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
神

話
や
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
な
ど
を
題
材
に
神
秘
的
な
女
性
像
を
数
多
く

描
い
た
。
そ
の
女
性
像
は
、
し
ば
し
ば
ゆ
っ
た
り
と
し
た
単
色
の
古

代
風
ド
レ
ス
に
、
長
い
髪
を
解
き
放
っ
た
様
子
で
描
か
れ
る
。
彼
女

た
ち
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
女
性
の
現
実
の
美
貌
を
モ
デ
ル
と
し
て
描

か
れ
な
が
ら
、
古
代
風
の
装
い
と
非
日
常
的
な
長
い
髪
に
よ
っ
て
、

画
面
に
神
秘
と
幻
想
を
充
満
さ
せ
た
。
翻
っ
て
沈
従
文
を
考
え
れ
ば
、

彼
が
湘
西
世
界
に
描
き
入
れ
た
ひ
た
す
ら
に
白
い
夢
の
よ
う
な
ド
レ

ス
が
、
通
常
黒
・
青
・
赤
な
ど
を
基
調
と
す
る
苗
族
の
民
族
衣
装
に

似
て
も
似
つ
か
な
け
れ
ば
、
背
負
い
籠
を
せ
お
っ
て
き
つ
い
農
作
業

を
行
う
湘
西
の
農
婦
た
ち
の
衣
裳
と
し
て
も
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明

�
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白
で
あ
る
。
湘
西
に
神
話
的
幻
想
性
を
も
た
ら
す
手
段
と
し
て
、
白

い
服
と
長
い
黒
髪
が
設
定
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
、
ま
ず
妥
当
で
あ

ろ
う
。

　

さ
ら
に
、『
月
下
小
景
』
ま
で
こ
の
形
象
が
続
く
こ
と
か
ら
、
も

う
一
つ
の
意
義
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
湘
西
の
女
性
像
に
、
男
性

を
圧
倒
し
屈
服
さ
せ
る
強
大
な
力
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
断
髪
や

ゆ
る
ん
だ
ほ
つ
れ
髪
を
持
つ
都
市
の
女
性
に
「
見
ら
れ
る
」
こ
と
で
、

男
性
主
人
公
に
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
羞
恥
心
が
生
ま
れ
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
。
だ
が
沈
従
文
作
品
の
中
で
最
も
華
々
し
く
マ
ゾ
ヒ

ズ
ム
が
花
開
く
の
は
、
疑
い
も
な
く
『
月
下
小
景
』
で
あ
る
。
そ
の

最
た
る
例
は
「
扇
陀
」（
一
九
三
三
）
に
見
え
る
。「
扇
陀
」
は
、
鹿

の
生
ん
だ
肉
角
仙
人
の
呪
文
に
よ
っ
て
雨
が
降
ら
な
い
こ
と
に
悩
む

国
で
、
美
女
扇
陀
が
進
み
出
て
肉
角
仙
人
を
誘
惑
し
、
神
通
力
を
失

わ
せ
て
国
を
救
う
と
い
う
話
で
あ
る
。
小
島
久
代
が
詳
細
な
材
源
調

査
を
も
と
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
も
と
の
材
源
で
は
淫
女
扇
陀
に
誘

惑
さ
れ
る
一
角
仙
人
を
主
人
公
と
し
た
戒
め
の
話
で
あ
っ
た
も
の
を
、

沈
従
文
は
「
美
女
扇
陀
を
主
人
公
と
し
た
話
」
に
作
り
変
え
た
。
誇

り
高
い
美
女
が
色
仕
掛
け
で
国
を
救
う
と
い
う
題
材
が
、
こ
れ
も
ま

た
ク
リ
ム
ト
ら
に
愛
さ
れ
た
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ル
の
一
人
、
旧
約
聖

書
の
ユ
デ
ィ
ト
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
と
り
わ
け
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
が
際
立

つ
の
は
、
扇
陀
が
宮
中
に
仙
人
を
連
れ
帰
る
に
あ
た
っ
て
致
死
の
病

を
装
い
、「
雄
の
鹿
に
穏
や
か
に
運
ん
で
貰
わ
ね
ば
、
こ
の
病
は
治

ら
な
い
の
で
す
」
と
謀
る
と
、
仙
人
が
喜
ん
で
鹿
に
変
じ
て
扇
陀
を

運
ぶ
こ
と
を
申
し
出
る
く
だ
り
で
あ
る
。

仙
人
は
普
段
、
出
身
が
不
明
で
あ
っ
た
か
ら
、
他
人
に
出
生
の

い
わ
れ
を
話
す
こ
と
を
極
力
避
け
て
き
た
。
こ
の
時
愛
の
た
め

に
、
す
べ
て
を
忘
れ
、
衆
人
の
目
の
前
で
過
去
を
告
白
し
て
言

っ
た
。
私
は
人
の
姿
を
し
て
い
て
、
衣
裳
も
き
ち
ん
と
身
に
つ

け
て
い
る
が
、
ま
だ
獣
性
を
残
し
て
お
り
、
お
役
に
立
つ
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
で
も
し
愛
す
る
人
を
よ
み
が
え
ら
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
こ
こ
で
鹿
と
な
り
、
扇
陀
を
終
生

乗
せ
た
と
し
て
も
、
心
は
甘
美
な
思
い
に
つ
つ
ま
れ
、
永
遠
に

後
悔
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

先
ほ
ど
挙
げ
た
「
白
の
系
統
」
の
作
品
群
に
共
通
す
る
の
は
、
圧
倒

�
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的
な
美
を
持
つ
女
性
た
ち
が
澄
ん
だ
瞳
で
こ
ち
ら
を
見
つ
め
る
そ
の

眼
差
し
の
力
に
、
美
男
子
た
る
男
性
主
人
公
た
ち
が
ひ
れ
伏
し
屈
服

す
る
（「
龍
朱
」「
神
巫
之
愛
」）
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。
張
兆
和

に
宛
て
た
手
紙
の
中
に
も
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
告
白
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
れ
が
沈
従
文
自
身
の
性
癖
に
近
か
っ
た
、
と
簡
単
に
捉
え

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
湘
西
の
女
性
た
ち
に
男
を
破
滅
さ

せ
る
ほ
ど
の
圧
倒
的
な
美
を
持
ち
込
む
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
「
篁

君
日
記
」
に
現
れ
た
北
京
の
「
妾
」
が
新
式
女
性
に
変
身
し
た
時
の

白
い
服
や
、
都
市
女
性
の
ほ
つ
れ
た
髪
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
、
神
秘
的
な
長
い
黒
髪
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
ま
た
少
女
の
長
い
黒
髪
を
「
山
の
洞
穴
に
潜
む
妖
女
が
織
っ

た
紗
」
に
た
と
え
、
純
潔
の
処
女
を
「
神
の
性
質
と
悪
魔
の
性
質
を

併
せ
持
つ
」
と
述
べ
る
表
現
（
い
ず
れ
も
「
月
下
小
景
」）
は
、
キ
ー

ツ
の
詩
「
つ
れ
な
き
美
女
」
や
ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
リ
リ
ス

が
持
つ
魔
性
の
美
に
触
発
さ
れ
た
ロ
セ
ッ
テ
ィ
や
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ

ス
ら
が
、
男
を
捕
ら
え
る
網
の
イ
メ
ー
ジ
で
長
い
髪
の
美
女
像
を
大

量
に
描
い
た
、
世
紀
末
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
の

一
つ
と
あ
ま
り
に
相
似
し
て
い
る
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
中
国
に
お
け

る
受
容
は
調
査
が
行
き
届
か
ず
未
詳
で
あ
る
が
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
は
早

く
か
ら
絵
画
と
詩
歌
の
両
面
で
受
容
さ
れ
て
お
り
、
生
誕
百
周
年
で

あ
る
一
九
二
八
年
に
は
『
新
月
』
や
『
学
衡
』
で
特
集
が
組
ま
れ
、

聞
一
多
も
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
に
関
す
る
評
論
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の

同
じ
号
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
「
ベ
ア
タ
・
ベ
ア
ト
リ
ク
ス
」「
見
よ
、

我
は
主
の
は
し
た
め
な
り
（
受
胎
告
知
）」
の
二
枚
を
掲
載
し
た
『
新

月
』
第
一
巻
第
四
号
（
一
九
二
八
年
六
月
）
に
は
、
沈
従
文
も
「
阿
麗

思
中
國
遊
記
」
を
連
載
し
て
お
り
、
ま
さ
に
「
受
胎
告
知
」
の
次
頁

に
そ
の
第
八
回
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
白
い
寝
間
着
に
長
い
髪

の
少
女
の
ご
と
き
マ
リ
ア
を
描
い
た
こ
の
絵
を
沈
従
文
が
見
て
い
な

�

�

� 圖 ５　“Ecce	Ancilla	Domini”	
by	Rossetti、『新月』
第 1 巻 第 4 号、1928
年6月、頁数無し
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い
わ
け
は
無
い
だ
ろ
う
（
圖
５
）。
湘
西
の
伝
説
や
仏
教
故
事
の
改

作
で
あ
る
こ
と
を
前
面
に
押
し
出
し
た
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
作
品
群

の
中
に
、
実
は
世
紀
末
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ル
幻
想
が

強
い
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

さ
て
あ
ら
た
め
て
湘
西
女
性
の
髪
の
描
写
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

ヘ
ビ
に
似
た
お
下
げ
髪
、
ふ
わ
ふ
わ
・
ぼ
さ
ぼ
さ
と
乱
れ
る
髪
、
解

き
放
た
れ
た
長
い
黒
髪
の
い
ず
れ
に
も
、
都
市
女
性
に
描
か
れ
て
い

た
髪
の
描
写
や
、
西
洋
に
お
け
る
女
の
髪
に
ま
つ
わ
る
世
紀
末
幻
想

な
ど
が
様
々
に
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、

翠
翠
の
日
焼
け
し
た
黒
い
肌
や
三
三
の
名
前
に
張
兆
和
の
影
が
見
ら

れ
る
こ
と
な
ど
、
湘
西
女
性
の
描
き
方
に
現
実
世
界
の
都
市
女
性
の

要
素
が
流
入
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
者
が
言
及

し
て
き
た
。
し
か
し
実
際
に
ど
の
よ
う
に
都
市
の
女
性
像
が
影
響
を

及
ぼ
し
た
の
か
、
沈
従
文
作
品
の
中
で
現
実
的
要
素
と
幻
想
の
す
り

あ
わ
せ
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、

詳
細
な
研
究
が
ま
だ
大
い
に
不
足
し
て
い
る
。
今
回
髪
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
か
ら
眺
め
た
こ
と
で
、
湘
西
の
女
性
像
が
当
初
の
民
族
衣
装

を
着
た
標
本
の
よ
う
な
存
在
（
こ
れ
は
こ
れ
で
民
族
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ

ュ
化
と
い
う
別
の
問
題
で
は
あ
る
）
か
ら
、
生
身
の
肉
体
を
い
わ
ば
受

肉
さ
れ
て
、
兵
士
や
水
夫
や
狩
人
た
ち
と
互
い
に
眼
差
し
を
交
わ
し

絡
み
合
う
存
在
と
な
る
、
そ
の
き
っ
か
け
が
、
本
来
は
都
市
の
魅
力

と
し
て
描
か
れ
た
身
体
表
現
の
導
入
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

だ
が
湘
西
の
女
性
像
が
単
な
る
初
期
都
市
女
性
像
の
コ
ピ
ー
だ
っ
た

か
と
言
え
ば
、
そ
れ
も
ま
た
正
し
く
な
い
。
男
女
が
性
の
虜
か
ら
共

に
狂
気
の
病
に
陥
る
危
険
性
を
匂
わ
せ
る
ヘ
ビ
の
お
下
げ
も
、
男
性

を
値
踏
み
す
る
黒
猫
の
し
た
た
か
な
性
の
目
覚
め
も
、『
楚
辞
』
の

山
鬼
を
よ
り
凄
絶
に
蘇
ら
せ
た
か
の
ご
と
き
長
い
髪
の
少
女
も
、
み

な
湘
西
を
舞
台
に
し
た
作
品
の
中
で
は
じ
め
て
誕
生
し
た
か
ら
で
あ

る
。
湘
西
女
性
像
の
上
で
展
開
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
女
性
幻
想
と
、
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
表
現
と
は
、

お
そ
ら
く
は
ま
た
都
市
の
女
性
に
還
流
し
、「
八
駿
図
」
や
「
看
虹

録
」
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
沈
従
文
の
都
市
／
郷
土
の
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
複
雑
で
重
層
的
な
相
互
の
動
き
と

し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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お　

わ　

り　

に

　

本
稿
の
観
察
の
成
果
を
こ
こ
で
再
度
確
認
し
て
み
よ
う
。
沈
従
文

の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
ト
的
眼
差
し
を
通
し
て
、
我
々
は
ま
ず
田
舎
者
を

は
じ
め
と
す
る
男
性
の
語
り
手
が
、
北
京
の
大
通
り
で
、
劇
場
で
、

映
画
館
で
、
講
演
会
で
、
女
学
校
の
校
門
前
で
、
こ
れ
は
す
ば
ら
し

い
「
視
覚
の
盛
宴
〈
視
官
上
的
盛
宴
〉」（「
篁
君
日
記
」）
だ
、
と
ば

か
り
に
女
た
ち
の
頭
を
眺
め
る
様
を
見
る
。
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
間

が
一
度
に
集
ま
り
、
互
い
に
知
ら
ぬ
者
同
士
が
急
激
に
接
近
し
合
う

近
代
都
市
の
公
共
空
間
で
、
語
り
手
は
そ
の
人
混
み
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
「
お
お
、
な
ん
て
沢
山
の
肉
だ
！
」（「
用
Ａ
字
記
錄
下
來
的
事
」）

と
感
嘆
す
る
。
雑
誌
・
新
聞
・
新
刊
書
に
溢
れ
る
「
性
」
の
デ
ィ
ス

ク
ー
ル
に
触
発
さ
れ
て
、
彼
ら
近
代
人
た
ち
は
自
ら
の
「
身
体
性
」

を
意
識
し
始
め
、
身
体
の
愛
を
得
ら
れ
な
い
者
は
男
性
と
し
て
無
能

感
を
感
じ
る
。

　

一
方
で
沈
従
文
の
学
歴
・
田
舎
者
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
、
女
学
生

の
聡
明
な
眼
差
し
を
受
け
る
こ
と
で
、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
い
う
転
化
を

見
せ
る
。
本
来
な
ら
ば
断
髪
の
女
学
生
が
彼
を
踏
み
つ
け
て
く
れ
る

「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
の
あ
ま
り
の
根
深
さ
ゆ
え
か
自
尊
心
ゆ
え
か
、
作
品
の
中
で

断
髪
の
女
学
生
は
そ
の
後
田
舎
者
た
ち
に
揶
揄
さ
れ
る
対
象
と
な
る
。

一
方
で
女
学
生
の
冷
や
や
か
な
眼
差
し
は
、
長
い
黒
髪
を
誇
る
神
話

や
仏
典
の
美
女
た
ち
に
受
け
継
が
れ
、
そ
こ
で
作
家
は
苗
族
の
美
し

き
王
子
た
ち
に
自
己
投
影
す
る
こ
と
で
（「
龍
朱
」
の
題
記
に
そ
れ
は

あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
る
）、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
的
愛
を
完
成
さ
せ
る
。

　

な
ぜ
沈
従
文
は
フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
ト
や
マ
ゾ
ヒ
ス
ト
と
な
る
必
要
が

あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
彼
を
生
存
の
危
機
か
ら
救
い
、
ト
ラ
ウ
マ
を

癒
す
も
の
と
し
て
出
現
し
た
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。

田
中
雅
一
や
新
宮
一
成
が
フ
ロ
イ
ト
の
説
か
ら
展
開
す
る
議
論
に
よ

れ
ば
、
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
は
そ
も
そ
も
何
か
の
「
代
用
品
」
で
あ
る

以
上
に
、
何
か
が
「
存
在
し
な
い
」
こ
と
そ
の
も
の
を
否
定
し
、

「
不
在
」
そ
の
も
の
を
「
隠
蔽
」
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
は
母
に

ペ
ニ
ス
な
ど
な
い
の
に
、「
母
に
ペ
ニ
ス
な
ど
な
い
、
貨
幣
に
価
値

は
な
い
、
神
な
ど
存
在
し
な
い
、
と
言
明
す
る
の
は
私
た
ち
自
身
と

私
た
ち
を
取
り
巻
く
世
界
の
あ
り
方
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
」
た

め
、
そ
の
不
在
が
生
み
出
す
ト
ラ
ウ
マ
を
覆
い
隠
す
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ

�

�
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ュ
は
「
真
実
を
否
認
す
る
こ
と
で
生
じ
る
代
価
で
あ
り
「
救
い
」」

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
性
的
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
最
初
に
着
目
し
た

ビ
ネ
は
情
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
類
似
か
ら
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
を
フ
ェ
テ
ィ

シ
ズ
ム
の
一
種
に
加
え
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ル
サ
ー
ニ
は
マ
ゾ

ヒ
ズ
ム
を
「
生
に
役
立
つ
」
も
の
、
個
体
が
「
生
を
保
つ
た
め
の
限

界
を
超
え
た
と
判
断
さ
れ
る
刺
激
に
直
面
し
た
と
き
作
動
す
る
」、

「
心
的
戦
略
」
と
論
じ
る
。
沈
従
文
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
マ
ゾ
ヒ

ズ
ム
は
、
彼
が
近
代
都
市
に
圧
倒
さ
れ
て
自
信
を
失
い
、
恋
愛
に
よ

る
自
己
肯
定
を
得
ら
れ
ず
に
失
望
し
た
時
の
、
心
的
機
制
と
し
て
彼

を
守
っ
た
側
面
が
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
起
源
を
持
つ
以
上
、
沈
従
文
の
女
性
幻
想
も
、
そ
れ

を
通
し
て
表
現
さ
れ
た
湘
西
の
郷
土
幻
想
も
、
作
家
自
身
の
都
合
の

よ
い
幻
想
を
盛
り
込
む
も
の
だ
と
い
う
一
面
は
や
は
り
否
定
し
よ
う

が
な
い
。
愛
す
る
人
／
モ
ノ
を
遠
い
距
離
に
置
い
て
眺
め
る
フ
ェ
テ

ィ
シ
ス
ト
も
、「
愛
す
る
人
を
絶
対
的
な
支
配
者
と
し
て
祭
り
上
げ

る
」
マ
ゾ
ヒ
ス
ト
も
、
基
本
的
に
「
愛
す
る
人
」
を
中
心
に
置
く
の

で
は
な
く
、
自
ら
の
満
足
を
最
上
位
に
置
く
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
沈

従
文
の
徹
底
し
た
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
痕
跡
が
、
そ

れ
が
覆
い
隠
そ
う
と
す
る
「
ト
ラ
ウ
マ
」
の
所
在
を
、
か
え
っ
て
は

っ
き
り
と
我
々
に
指
し
示
し
て
く
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
我
々
は
、
近
代
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
触
発
さ
れ
て
「
恋

愛
」
と
「
性
」
に
目
を
開
か
さ
れ
た
近
代
人
が
、
も
し
か
し
た
ら
本

当
は
存
在
し
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
、「
不
在
」
の
「
恋
愛
」
と

「
性
」
を
探
し
て
不
安
と
焦
燥
を
覚
え
、
感
情
に
「
炎
症
」
を
生
じ

る
様
を
、
痛
々
し
く
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
後
に
、
本
稿
で
何
度
か
触
れ
た
、
周
縁
的
女
性
像
の
主
体
を
ど

の
よ
う
に
描
く
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
、
沈
従
文
の
フ
ェ
テ
ィ
シ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
女
性
像
の
肯
定
的
側
面
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
筆
者

の
見
解
で
は
、
沈
従
文
が
「
外
側
」
に
こ
だ
わ
る
眼
差
し
を
固
持
す

る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
女
性
の
、
あ
る
い
は
周
縁
的
人
物
の
「
内

面
」
を
掘
り
下
げ
よ
う
と
し
た
作
家
に
は
お
そ
ら
く
描
け
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
人
間
像
を
描
き
得
た
こ
と
は
、
彼
の
逆
説
的

な
成
果
と
し
て
強
調
す
る
に
値
す
る
。
本
論
で
何
度
か
触
れ
た
よ
う

に
、
沈
従
文
は
「
語
り
手
や
主
人
公
が
沈
黙
し
て
し
ま
い
、
饒
舌
な

内
面
独
白
を
行
わ
な
い
」
と
い
う
空
白
の
技
法
に
、
人
物
が
黙
っ
て

浮
か
べ
る
「
微
笑
」
や
、
黄
昏
や
焚
き
火
や
水
辺
を
眺
め
る
「
眼
差

�

�
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し
」
を
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
湘
西
の
人
々
の
内
面
を
描
く
と
い

う
手
法
を
編
み
出
し
た
。
こ
れ
は
都
市
で
教
育
を
受
け
た
人
々
を
中

心
と
す
る
新
し
い
近
代
の
語
り
か
ら
、
見
る
間
に
零
れ
落
ち
て
い
っ

て
し
ま
う
、
饒
舌
に
内
面
を
語
る
言
葉
を
持
た
な
い
辺
境
の
「
忘
れ

ら
れ
た
」
人
々
の
こ
こ
ろ
に
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
迫
ろ
う
と
し
た
作
家

独
自
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
描
か
な
い
」

と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
一
見
、
都
市
の
知
識
層
の
内
面
を
描
く
の
に
ふ

さ
わ
し
い
饒
舌
な
心
理
描
写
が
、
朴
訥
で
無
垢
な
田
舎
の
人
間
を
描

く
に
は
逆
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
一
種
の
「
逃
げ
」
と
し
て
消

極
的
に
選
択
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
こ
こ
で
、
沈
従

文
が
短
篇
で
得
意
と
し
た
急
展
開
の
結
末
が
、
し
ば
し
ば
語
り
手
が

意
外
な
「
田
舎
者
の
内
面
」
に
直
面
し
て
覚
え
た
、
言
葉
に
で
き
な

い
ほ
ど
の
衝
撃
と
い
う
か
た
ち
で
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起

こ
し
た
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
夜
の
山
道
を
急
ぐ
兵
士
た
ち
を
泊
め

て
く
れ
た
朴
訥
な
老
人
が
、
実
は
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
の
老
妻
の
亡

骸
を
隣
の
部
屋
に
置
き
な
が
ら
平
然
と
も
て
な
し
て
く
れ
て
い
た
こ

と
が
判
明
す
る
物
語
（「
夜
」（
一
九
三
〇
））
と
し
て
描
か
れ
た
り
、

あ
る
い
は
い
つ
も
静
か
に
笑
っ
て
い
た
善
良
な
豆
腐
屋
が
、
実
は
思

い
人
の
亡
骸
を
盗
ん
で
共
寝
す
る
ほ
ど
狂
気
じ
み
た
愛
の
執
着
を
示

す
物
語
（「
三
個
男
子
和
一
個
女
人
」（
一
九
三
〇
））
と
し
て
描
か
れ
る
。

語
り
手
は
愛
と
狂
気
、
生
と
死
を
目
の
前
に
お
い
て
黙
り
込
む
田
舎

者
の
内
面
に
衝
撃
を
受
け
る
こ
と
で
、
人
生
の
不
思
議
な
深
淵
を
覗

き
込
ん
だ
よ
う
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
物
言
わ

ぬ
」
人
々
の
内
面
は
、
そ
れ
が
ひ
た
す
ら
に
「
外
側
」
の
描
写
だ
け

に
頼
る
「
空
白
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ま
る
で
結
末
に
設
け
ら
れ
た

小
さ
な
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
よ
う
に
、
静
か
に
読
み
手
を
吸
い
寄
せ

る
。
こ
こ
に
筆
者
は
、
沈
従
文
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
眼
差

し
が
、
近
代
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
人
間
性
」
の

一
言
で
は
捉
え
き
れ
な
い
人
間
像
を
か
す
め
取
っ
た
一
瞬
を
、
確
か

に
感
じ
取
る
。
饒
舌
に
語
る
べ
き
で
な
い
も
の
を
、「
語
ら
ぬ
」
こ

と
で
語
ろ
う
と
す
る
、
こ
の
一
種
の
「
反
形
象
」
的
手
法
は
、
沈
従

文
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
生
み
出
し
た
最
大
の
成
果
と
し
て
大
い
に

愛
惜
す
る
に
足
る
と
、
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
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註①　

女
性
像
が
湘
西
像
の
構
築
に
対
し
て
担
っ
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
沈
従
文
の
女
性
形
象
に
ひ
そ
む
「
郷
土
」
─
─
白
い
女
神
か
、
黒

い
田
舎
娘
か
─
─
」『
東
方
学
』
第
一
一
三
輯
、
七
〇
〜
八
六
頁
、
二

〇
〇
七
年
一
月
を
、
ま
た
沈
従
文
お
よ
び
現
代
中
国
文
学
に
お
け
る

〈
郷
土
〉
の
意
味
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
同
『
沈
従
文
に
お
け
る

〈
郷
土
〉
の
表
象
─
─
近
代
文
学
に
よ
る
「
原
＝
中
国
」
像
の
構
築
』

博
士
論
文
、
京
都
大
学
、
二
〇
一
〇
年
三
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②　

Peter	Blickle,	H
eim

at: A
 Critical T

heory of the G
erm

an 
Idea of H

om
eland,	Cam

den	H
ouse,	2002,	pp.81-111.

③　

小
島
久
代
『
沈
従
文
─
─
人
と
作
品
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
、
三

四
頁
。
他
に
、Jeffrey	C	K

inkley,	T
he odyssey of Shen Con︲

gw
en,	Stanford	U

niversity	Press,	1987,	pp.95-103

、
城
谷
武
男

「
仮
説
『
阿
黒
小
史
』
論
─
─
沈
従
文
に
お
け
る
一
中
編
小
説
の
成
立

と
そ
の
テ
ー
マ
─
─
」
お
よ
び
「〝
性
鬼
〟
─
─
補
説
『
阿
黒
小
史
』

論
─
─
」（
そ
れ
ぞ
れ
『
北
海
学
園
大
学
学
園
論
集
』
第
八
八
号
、
一

九
九
六
年
六
月
、
お
よ
び
同
第
九
八
号
、
一
九
九
八
年
十
二
月
）、
解

志
熙
『
慾
望
的
文
學
風
旗
─
─
沈
從
文
與
張
愛
玲
文
學
行
為
考
論
』
人

間
出
版
社
、
二
〇
一
二
な
ど
も
同
様
の
観
点
を
持
つ
。

④　

K
inkley	1987,	pp.138-139

、
お
よ
び
黄
嫒
玲
「
失
わ
れ
た
時
を

求
め
て
─
─
沈
従
文
の
日
記
体
小
説
「
篁
君
日
記
」
に
お
け
る
「
恋

愛
」」『
野
草
』
第
八
八
号
、
二
〇
一
一
、
五
九
〜
七
三
頁
。

⑤　
「
題
『
雨
後
及
其
他
』」、『
沈
従
文
全
集
』（
北
岳
文
芸
出
版
社
、
二

〇
〇
二
、
以
下
『
全
集
』
と
略
称
）
第
十
四
巻
、
四
三
六
頁
。

⑥　

劉
洪
濤
『
沈
從
文
小
說
新
論
』、
二
二
九
頁
。K

inkley

は
沈
従
文

が
結
婚
前
に
性
的
関
係
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
と
す
る

（K
inkley	1987,	p.138,	p.329	(note	58)

）。

⑦　
「
第
一
次
作
男
人
的
那
個
人
」
に
は
、「
無
用
の
男
」（
＝
生
活
に
押

し
つ
ぶ
さ
れ
た
語
り
手
）
が
「
無
用
の
女
」（
＝
生
活
の
た
め
に
娼
妓

と
な
り
蔑
ま
れ
る
女
）
に
同
情
す
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
る
。

⑧　

清
華
大
学
の
解
志
熙
教
授
、
お
よ
び
そ
の
学
生
の
裴
春
芳
氏
に
よ
る

一
連
の
研
究
と
文
献
発
掘
を
参
照
。
解
志
熙
二
〇
一
二
、
お
よ
び
裴
春

芳
「
沈
従
文
集
外
詩
文
四
篇
」「〝
看
虹
摘
星
復
論
政
〟
─
─
沈
従
文
集

外
詩
文
四
篇
校
読
札
記
」『
中
国
現
代
文
学
研
究
叢
刊
』、
二
〇
〇
八
年

第
一
期
、
四
九
〜
五
七
頁
、
同
「
虹
影
星
光
或
可
証
─
─
沈
従
文
四
十

年
代
小
説
的
愛
欲
内
涵
発
微
」『
十
月
』、
二
〇
〇
九
年
第
二
期
、
三
〇

〜
三
八
頁
。

⑨　

ゴ
シ
ッ
プ
性
を
含
む
言
及
の
例
と
し
て
は
、
劉
宜
慶
『
紅
尖圣
往
時
：

民
国
時
期
文
人
婚
恋
伝
奇
』（
東
方
出
版
中
心
、
二
〇
〇
九
）、
閔
客

「
沈
從
文
出
軌
：
戀
上
文
藝
女
青
年
」『
文
史
博
覽
』
二
〇
一
二
年
十

二
期
な
ど
。「
猟
を
す
る
な
ら
獅
子
を
」
以
下
の
発
言
は
、
孫
陵
の
回

想
録
『
浮
世
小
品
』（
正
中
書
局
、
一
九
六
一
）
に
引
か
れ
て
い
る
。

⑩　

こ
の
範
疇
に
当
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
研
究
に
つ
い
て
、
確
認
し
た

も
の
の
一
部
を
列
挙
し
て
お
く
。
薛
涛
「
略
論
沈
從
文
小
說
中
的
兩
類

女
性
形
象
」『
宿
州
学
院
學
報
』
第
二
一
巻
第
四
期
、
二
〇
〇
六
年
八

月
、
七
三
〜
七
五
頁
。
康
長
福
「
生
活
的
卑
賎
与
生
命
的
荘
厳
─
─
論
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沈
従
文
筆
下
的
湘
西
土
娼
形
象
」『
東
方
論
壇
』
二
〇
〇
五
年
第
一
期
、

三
六
〜
四
〇
頁
。
王
紅
軍
「
沉
重
挽
軛
下
婦
女
的
悲
劇
─
─
沈
從
文
筆

下
女
性
的
命
運
」『
丹
東
師
專
學
報
』
第
二
五
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
三

年
六
月
、
二
〇
〜
二
二
頁
。
劉
香
吉
、
劉
吉
美
「
浅
談
沈
從
文
筆
下
的

女
性
形
象
塑
造
」『
西
北
民
族
学
院
學
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
二
〇

〇
二
年
第
六
期
、
七
八
〜
六
二
頁
。
邢
建
勇
「
水
一
般
美
的
女
性
生
命

特
質
─
─
沈
從
文
小
說
中
水
与
几
位
年
輕
女
性
的
關
係
」『
中
央
民
族

大
学
學
報
』
一
九
九
七
年
第
三
期
、
六
七
〜
六
九
頁
。
黄
献
文
「
沈
从

文
作
品
中
的
女
性
化
傾
向
」『
吉
首
大
学
學
報
（
社
会
科
学
版
）』
一
九

九
七
年
第
一
期
、
七
三
〜
七
六
頁
。
韓
立
群
「
論
沈
從
文
作
品
中
的
自

然
女
性
」『
齊
魯
学
刊
』
一
九
九
一
年
第
三
期
、
一
二
三
〜
一
二
八
頁
。

⑪　

藤
井
省
三
『
中
国
語
圏
文
学
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、

八
一
頁
。

⑫　

旧
約
聖
書
「
伝
道
の
書
」
に
由
来
す
る
こ
の
言
葉
を
、
沈
従
文
は
好

ん
で
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
。〝
一
切
都
似
乎
極
新
。
但
想
起
〝
日
光

之
下
無
新
事
〟、
真
是
又
愁
又
喜
。〟（「
看
虹
録
」
一
九
四
三
）

⑬　

と
は
い
え
、
娼
妓
の
悲
惨
な
境
遇
を
描
く
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
彼
女

ら
を
社
会
の
「
犠
牲
者
」
と
し
て
憐
れ
む
視
点
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
、

と
い
う
読
み
に
も
耳
を
傾
け
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
江
上
幸
子
は
「
近

代
中
国
に
お
け
る
主
体
的
妓
女
の
表
象
と
そ
の
夭
折
─
─
民
国
期
の
多

様
な
メ
デ
ィ
ア
か
ら
─
─
」（
中
国
女
性
史
研
究
会
編
『
中
国
の
メ
デ

ィ
ア
・
表
象
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
研
文
出
版
、
二
〇
一
六
年
九
月
）
に
お

い
て
、
民
国
期
上
海
の
妓
女
に
関
す
る
研
究
状
況
を
整
理
し
、
主
に
ゲ

イ
ル
・
ハ
ー
シ
ャ
ッ
タ
ー
（Gail	H

ershatter

）
と
姚
毅
の
研
究
か
ら
、

民
国
期
の
妓
女
表
象
が
表
裏
一
体
の
「
侮
蔑
／
憐
憫
」
モ
デ
ル
に
分
か

れ
る
こ
と
を
お
さ
え
る
。
そ
の
上
で
江
上
論
文
は
、
老
舎
「
月
牙
兒
」

な
ど
の
妓
女
像
に
、「
侮
蔑
／
憐
憫
」
を
超
え
た
「
主
体
的
妓
女
」（
シ

ャ
ノ
ン
・
ベ
ル
）
の
表
象
の
一
端
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
す

る
。
本
稿
の
注
㉞
で
触
れ
る
よ
う
に
、
沈
従
文
も
娼
妓
を
小
説
に
登
場

さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
廃
娼
論
が
見
せ
る
「
侮
蔑
／
憐
憫
」
の

視
点
を
強
く
意
識
し
た
叙
述
を
行
っ
て
い
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
他
の

作
家
と
比
べ
て
沈
従
文
の
娼
妓
表
象
を
詳
し
く
位
置
づ
け
る
余
地
を
持

た
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
表
面
的
な
比
較
に
留
め
る
。
本
稿
の
校
正
段

階
に
お
い
て
、
貴
重
な
御
意
見
を
賜
わ
り
、
最
新
の
研
究
成
果
を
御
提

供
く
だ
さ
っ
た
江
上
幸
子
教
授
に
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

⑭　

本
文
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
都
市
女
性
へ
の
眼
差
し
を
ど
う

取
る
か
は
（
Ａ
）
の
グ
ル
ー
プ
内
で
も
様
々
に
分
か
れ
る
。
こ
こ
で

キ
ー
と
な
る
の
は
、
沈
従
文
の
小
説
の
「
諷
刺
性
」
を
ど
う
捉
え
る
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
黄
嫒
玲
は
上
海
時
期
の
「
松
子
君
」

「
篁
君
日
記
」
に
描
か
れ
た
「
不
健
全
な
」
恋
愛
模
様
を
、
周
作
人
ら

に
よ
る
自
由
恋
愛
や
新
性
道
徳
の
提
唱
を
批
判
す
る
「
諷
刺
」
と
取
り
、

沈
従
文
は
張
競
生
『
性
史
』
や
章
衣
萍
『
情
書
一
束
』
の
よ
う
な
「
偽

文
学
と
偽
科
学
」
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
（
黄
嫒
玲
「
沈
従
文

の
日
記
体
小
説
「
篁
君
日
記
」
に
お
け
る
「
恋
愛
」」『
吉
田
富
夫
先
生

退
休
記
念
中
国
学
論
集
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
な
ら
び
に
前
掲

黄
嫒
玲
二
〇
一
一
）。
一
方
で
、
沈
従
文
が
周
作
人
の
多
大
な
影
響
を
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受
け
た
こ
と
を
指
摘
し
、
沈
従
文
の
恋
愛
観
に
は
周
作
人
の
「
霊
肉
一

致
」
の
重
視
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
正
反
対
の
見
解
を
示

す
研
究
者
も
い
る
（
小
島
久
代
「
沈
従
文
と
作
品
に
つ
い
て
の
解
説
」

『
辺
境
か
ら
訪
れ
る
愛
の
物
語　

沈
従
文
小
説
選
』
勉
誠
出
版
、
二
〇

一
三
、
三
六
一
頁
）。
筆
者
は
現
時
点
で
後
者
の
意
見
に
傾
い
て
い
る

が
、
諷
刺
性
の
有
無
を
判
断
す
る
に
は
、
沈
従
文
の
テ
ク
ス
ト
の
背
後

に
あ
る
膨
大
な
文
脈
に
関
す
る
知
識
と
資
料
の
博
捜
が
必
要
で
あ
り
、

筆
者
に
は
ま
だ
そ
の
用
意
が
無
い
。
作
品
内
に
お
け
る
あ
る
一
つ
の
語

り
を
「
諷
刺
」
と
取
る
か
否
か
は
、
そ
こ
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
作
家
の

女
性
観
や
恋
愛
観
の
評
価
を
左
右
す
る
非
常
に
重
要
な
判
断
で
あ
る
。

必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
一
つ
ず
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
慎
重
に
判
断

す
る
こ
と
、
及
び
諷
刺
と
取
る
場
合
は
そ
れ
が
沈
従
文
の
文
学
態
度
の

文
脈
全
体
か
ら
浮
き
上
が
ら
な
い
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

今
回
は
よ
ほ
ど
語
り
手
の
批
判
意
識
が
強
く
出
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
な

い
限
り
、
諷
刺
や
皮
肉
で
あ
る
と
の
判
断
を
避
け
、
沈
従
文
の
諷
刺
性

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

⑮　

同
様
に
、
一
例
を
挙
げ
て
お
く
。
肖
燕
雲
「
論
沈
従
文
対
城
市
女
性

的
主
観
書
写
」『
重
慶
三
峡
学
院
学
報
』
二
〇
〇
五
年
第
六
期
、
四
九

〜
五
一
頁
。
肖
燕
雲
「
沈
従
文
筆
下
的
湘
西
女
性
駁
論
」『
柳
州
師
専

学
報
』
第
二
一
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
六
年
三
月
、
四
一
〜
四
六
頁
。
孫

麗
玲
「
論
沈
従
文
的
女
性
観
」『
求
索
』
二
〇
〇
二
年
第
二
期
、
一
一

五
〜
一
一
七
頁
。

⑯　
「
第
四
」『
沈
従
文
甲
集
』
神
州
国
光
社
、
一
九
三
〇
。『
全
集
』
第

五
巻
に
収
め
る
が
、
本
稿
で
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
沈
従
文
作
品
の
引

用
は
初
出
版
を
用
い
る
。
以
下
同
。

⑰　

最
も
は
っ
き
り
と
こ
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
の
は
趙
園
で
あ
る
。
趙

園
は
沈
従
文
が
男
女
関
係
を
描
く
時
、
常
に
男
性
の
立
場
か
ら
し
か
見

て
い
な
い
こ
と
、「
自
然
美
」
の
体
現
を
女
性
に
課
さ
れ
た
「
義
務
」

と
考
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
彼
の
価
値
観
の
中
に
五
四
の
民
主
・

啓
蒙
思
想
に
悖
る
「
残
酷
さ
」
が
あ
る
こ
と
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

趙
園
の
結
論
は
五
四
的
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
絶
対
視
す
る
点
で
本

稿
と
は
立
場
を
異
に
す
る
が
、
沈
従
文
の
審
美
的
態
度
に
潜
む
暴
力
性

を
抉
り
出
し
、
そ
れ
が
彼
の
表
現
す
る
「
人
間
性
」
の
発
現
と
ど
う
関

連
す
る
の
か
を
論
じ
て
い
る
点
で
、
非
常
に
大
き
な
意
義
を
持
つ
。
趙

園
「
沈
従
文
構
築
的
〝
湘
西
世
界
〟」『
文
学
評
論
』
一
九
八
六
年
第
六

期
。
い
ま
『
趙
園
自
選
集
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
に
よ

り
参
照
。

⑱　

前
掲
拙
稿
二
〇
〇
七
年
一
月
、
お
よ
び
同
「「
郷
土
」
を
溶
か
す
内

面
の
空
白
─
─
沈
従
文
の
女
性
像
か
ら
─
─
」『
現
代
中
国
』
第
八
一

号
、
二
〇
〇
七
年
九
月
。

⑲　

レ
イ
・
チ
ョ
ウ
著
、
田
村
加
代
子
訳
『
女
性
と
中
国
の
モ
ダ
ニ
テ

ィ
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
、
第
四
章
の
議
論
を
参
照
。

⑳　
T

SU
M

O
RI,	A

ki,	

“Rethinking	the	Sorrow
	behind	the	

“Si-
lent	Sm

ile

”:	Shen	Congw
enʼs	description	of	the	inner	senti-

m
ents	of	his	characters	and	w

hy	he	identified	him
self	as	a	

“country	people

””,	International	Sym
posium

:	Shen	Congw
en	
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and	M
odern	China,	H

arvard	U
niversity,	25-26	Septem

ber	
2015,	Cam

bridge,	U
S.

㉑　

田
中
雅
一
「
序
章　

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
研
究
の
課
題
と
展
望
」
同
編

『
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
論
の
系
譜
と
展
望
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二

〇
〇
九
、
三
〜
四
〇
頁
を
参
照
。

㉒　

青
木
恵
理
子
「
第
十
二
章　

親
密
性
と
身
体
」、
前
掲
田
中
編
二
〇

〇
九
、
三
二
二
〜
三
二
九
頁
。

㉓　
「
公
寓
中
」『
晨
報
副
刊
』
一
九
二
五
年
一
月
三
〇
日
〜
一
月
三
一
日
。

㉔　
「
篁
君
日
記
」
は
前
半
が
一
九
二
七
年
七
月
か
ら
九
月
の
『
晨
報
副

刊
』
に
連
載
さ
れ
、
翌
年
後
半
部
分
を
加
え
て
北
平
文
化
学
社
か
ら
単

行
本
で
出
さ
れ
た
。
引
用
は
『
全
集
』
第
二
巻
所
収
の
一
九
二
八
年
単

行
本
版
に
よ
る
。

㉕　

こ
こ
に
挙
げ
た
「
看
虹
録
」「
摘
星
録
─
─
緑
的
夢
」
は
小
説
集

『
看
虹
摘
星
録
』（
一
九
四
五
年
頃
出
版
さ
れ
た
と
さ
れ
る
）
に
収
め

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
の
成
立
は
タ
イ

ト
ル
も
含
め
極
め
て
複
雑
で
あ
る
の
で
、
解
志
熙
・
裴
春
芳
両
氏
の
研

究
に
基
づ
き
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。『
全
集
』
第
十
巻
お
よ
び
十
六

巻
に
収
め
る
関
連
作
品
お
よ
び
文
章
は
、
⒜
「
看
虹
録
」（
一
九
四

三
）
⒝
「
摘
星
録
」（
一
九
四
四
）（=

「
新
摘
星
録
」）
⒞
「《
看
虹
摘

星
録
》
後
記
」
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
未
収
録
の
佚
文
⒟
「
夢
与

現
実
」
⒠
「
摘
星
録
─
─
緑
的
夢
」
の
二
篇
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
⒜

⒝
と
内
容
や
題
名
に
お
い
て
非
常
に
関
連
が
深
い
。
内
容
か
ら
言
え
ば
、

基
本
的
に
（
ア
）
女
主
人
と
男
性
客
が
室
内
で
過
ご
す
ひ
と
と
き
を
描

く
、（
イ
）
若
い
女
性
の
愛
欲
遍
歴
を
描
く
、
と
い
う
二
系
統
の
作
品

に
分
か
れ
る
。
作
品
発
表
・
改
作
の
経
緯
を
そ
れ
ぞ
れ
列
挙
し
て
お
く

と
、
ま
ず
（
ア
）
の
系
統
で
は
、
一
九
四
一
年
六
月
〜
七
月
に
香
港
の

『
大
風
』
第
九
二
〜
九
四
期
に
⒠
「
摘
星
録
─
─
緑
的
夢
」
が
連
載
さ

れ
、
の
ち
内
容
も
題
名
も
大
き
く
変
更
し
て
一
九
四
三
年
に
桂
林
の

『
新
文
学
』
第
一
巻
第
一
期
に
⒜
「
看
虹
録
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

次
に
（
イ
）
の
系
統
で
あ
る
が
、
一
九
四
〇
年
八
月
〜
十
月
に
香
港
の

『
大
風
』
第
七
三
〜
七
六
期
に
⒟
「
夢
与
現
実
」
と
し
て
連
載
さ
れ
、

の
ち
一
九
四
一
年
十
一
月
〜
十
二
月
に
昆
明
の
『
当
代
評
論
』
第
三
巻

第
二
期
〜
第
六
期
に
「
新
摘
星
録
」
と
改
題
し
て
連
載
、
さ
ら
に
一
九

四
四
年
桂
林
の
『
新
文
学
』
第
一
巻
第
二
期
に
⒝
「
摘
星
録
」
と
改
題

し
て
掲
載
さ
れ
た
。
現
在
『
全
集
』
第
十
巻
に
お
さ
め
る
「
摘
星
録
」

は
こ
の
『
新
文
学
』
掲
載
版
で
あ
る
。（
ア
）
の
原
型
「
摘
星
録
─
─

緑
的
夢
」
お
よ
び
（
イ
）
の
原
型
「
夢
与
現
実
」
は
、
裴
春
芳
輯
校

「
沈
従
文
小
説
拾
遺
」『
十
月
』
二
〇
〇
九
年
第
二
期
、
五
〜
二
九
頁

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

㉖　

高
橋
裕
子
は
ケ
ネ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
の
「
十
九
世
紀
美
術
に
お
い
て
、

長
い
髪
は
い
わ
ば
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
世
紀
の
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ル
た
ち
の
ふ
さ
ふ
さ
と
し
た
髪
の
毛
は
、

持
ち
主
の
飾
り
で
あ
る
と
と
も
に
武
器
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
」
と
い
う

言
葉
を
引
い
て
、
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
髪

（
解
い
た
髪
）
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
髪
（
き
ち
ん
と
結
い
上
げ
た
髪
）
が

厳
格
に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
解
か
れ
た
髪
が
エ
ロ
テ
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ィ
ッ
ク
な
連
想
を
強
化
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。『
世
紀
末
の
赤
毛
連

盟　

象
徴
と
し
て
の
髪
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
、
七
五
〜
九
八
頁
。

㉗　

前
山
加
奈
子
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
で
見
る
近
代
中
国
の
断
髪
─
─
日

本
と
の
比
較
に
お
い
て
─
─
」『
駿
河
台
大
学
論
叢
』
第
二
六
号
、
二

〇
〇
三
、
高
嶋
航
「
一
九
二
〇
年
代
の
中
国
に
お
け
る
女
性
の
断
髪

─
─
議
論
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
革
命
」
石
川
禎
祐
編
『
中
国
社
会
主
義

文
化
の
研
究
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
〇
、
お
よ
び
萬

飛
「
民
國
時
期
上
海
理
髮
師
群
體
的
研
究
（1911

－1949

）」
上
海
師

範
大
学
修
士
論
文
、
二
〇
一
三
を
参
照
。

㉘　

杏
梅
室
主
「
天
津
女
明
星
剪
髪
熱
」『
北
洋
画
報
』
一
九
二
六
年
十

月
三
十
日
。

㉙　

前
掲
高
嶋
二
〇
一
〇
、
お
よ
び
盧
婉
静
「
民
国
女
性
髪
式
与
現
代
文

学
叙
事
研
究
」
厦
門
大
学
修
士
論
文
、
二
〇
一
四
。

㉚　

三
須
裕
『
お
化
粧
と
髪
の
結
ひ
方
』
ア
ル
ス
、
一
九
二
三
。

㉛　

中
国
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
、
西
洋
化
・
近
代
化
の
諸
問
題

は
ま
ず
断
髪
や
纏
足
と
い
っ
た
身
体
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、

社
会
上
の
問
題
も
病
や
細
菌
と
い
っ
た
身
体
に
ま
つ
わ
る
メ
タ
フ
ァ
ー

で
論
じ
ら
れ
た
。
中
国
近
代
に
お
け
る
身
体
性
の
浮
上
に
つ
い
て
は
、

坂
元
ひ
ろ
子
『
中
国
民
族
主
義
の
神
話
─
─
人
種
・
身
体
・
ジ
ェ
ン

ダ
ー
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
、
お
よ
び
平
田
昌
司
「
恋
す
る
陳
寅

恪
─
─
中
国
近
代
学
術
に
と
っ
て
の
〝
異
性
〟」（
狭
間
直
樹
編
『
西
洋

近
代
文
明
と
中
華
世
界
：
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
70
周
年
記
念
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
、
二
五
九
〜

二
七
四
頁
）
を
参
照
。
日
本
を
含
む
近
代
世
界
の
身
体
性
に
つ
い
て
は
、

三
浦
雅
士
『
身
体
の
零
度
─
─
何
が
近
代
を
成
立
さ
せ
た
か
』
講
談
社

選
書
メ
チ
エ
、
一
九
九
四
を
参
照
。

㉜　

濱
田
麻
矢
は
魯
迅
や
葉
聖
陶
の
女
学
生
描
写
か
ら
、「
自
由
恋
愛
が

表
現
す
べ
き
命
題
と
な
り
、
そ
の
対
象
と
し
て
知
的
な
新
女
性
が
選
ば

れ
る
時
代
と
な
っ
て
も
、
男
性
作
家
が
女
性
の
内
面
に
踏
み
込
ん
で
心

理
描
写
す
る
の
は
ま
だ
試
行
錯
誤
の
段
階
だ
っ
た
」
と
述
べ
る
（
濱
田

麻
矢
「
と
け
な
い
謎
─
─
沈
従
文
『
蕭
蕭
』
に
お
け
る
女
学
生
表
象

─
─
」『
東
方
学
』
第
百
三
十
一
輯
、
二
〇
一
六
年
一
月
、
一
〜
一
八

頁
）。「
新
し
い
女
」
の
複
雑
な
内
面
を
映
し
出
す
眼
の
描
写
に
つ
い
て

は
、
飯
田
祐
子
の
「
三
四
郎
」
に
関
す
る
議
論
を
参
照
（
飯
田
祐
子

『
彼
ら
の
物
語　

日
本
近
代
文
学
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
名
古
屋
大
学
出
版

会
、
一
九
九
八
、
一
五
六
〜
一
七
三
頁
）。

㉝　

彭
小
妍
は
丁
玲
・
郁
達
夫
・
張
資
平
・
施
蟄
存
・
穆
世
英
・
沈
従

文
・
巴
金
と
い
っ
た
、
様
々
な
立
場
や
流
派
の
作
家
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
小
説
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
個
人
の
性
的

解
放
が
民
族
的
国
家
的
解
放
に
比
肩
さ
れ
た
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
て

い
る
。
彭
小
妍
「
性
啓
蒙
與
自
我
的
解
放
─
─
〝
性
博
士
〟
張
競
生
與

五
四
的
色
慾
小
説
」
王
曉
明
主
編
『
二
十
世
紀
中
國
文
學
史
論
』（
第

二
卷
）
東
方
出
版
中
心
、
一
九
九
七
。
い
ま
李
蓉
編
著
『
中
國
近
現
代

身
體
研
究
讀
本
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
に
よ
り
参
照
。

㉞　
「
第
一
次
作
男
人
的
那
個
人
」
は
、
は
じ
め
て
娼
婦
を
買
っ
た
男
の

「
翌
朝
」
の
心
情
を
描
く
が
、
目
の
前
で
眠
る
「
女
」
へ
の
賛
美
の
語
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り
に
、
彼
女
ら
を
「
恥
ず
べ
き
」
存
在
と
し
て
蔑
む
廃
娼
論
の
論
調
へ

の
批
判
が
混
じ
っ
て
い
る
。
沈
従
文
の
娼
妓
描
写
や
、「
キ
ス
」
へ
の

こ
だ
わ
り
を
含
む
肉
体
的
性
愛
描
写
と
、
当
時
の
廃
娼
論
な
ど
と
の
関

わ
り
は
、
興
味
深
い
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
。
例
え
ば
沈
従
文
は
新
詩
に
関

す
る
議
論
な
ど
で
「
キ
ス
」
や
「
抱
擁
」
ば
か
り
が
溢
れ
る
新
詩
を
こ

き
お
ろ
し
、
ま
た
黃
嬡
玲
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
確
か
に
章
衣
萍
「
桃

色
的
衣
裳
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
「
キ
ス
」「
抱

擁
」
を
繰
り
返
す
小
説
を
非
難
す
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
二
〇
年
代

の
都
市
作
品
に
見
ら
れ
る
「
キ
ス
」
を
す
べ
て
諷
刺
と
と
れ
ば
、
彼
自

身
が
の
ち
に
『
月
下
小
景
』（
一
九
三
二
）
や
「
看
虹
録
」（
一
九
四

三
）
で
書
い
た
、
恋
愛
の
神
聖
さ
や
情
欲
を
称
揚
す
る
「
キ
ス
」
の
描

写
と
齟
齬
を
来
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
当
時
の
霊
肉
一
致
論
や
愛

欲
描
写
全
体
と
の
関
わ
り
か
ら
丁
寧
に
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
。

㉟　

胡
適
は
留
学
中
に
イ
ー
デ
ィ
ス
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
恋
愛
関
係
に
あ

っ
た
も
の
の
、
帰
国
後
江
冬
秀
と
旧
式
結
婚
す
る
中
で
、
な
ん
と
か
し

て
妻
と
の
間
に
「
自
由
恋
愛
」
の
理
想
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
藤
井
省
三
「
恋
す
る
胡
適
─
─
ア
メ
リ
カ

留
学
と
中
国
近
代
化
論
の
形
成
」『
岩
波
講
座
現
代
思
想
二　

20
世
紀

知
識
社
会
の
構
図
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
お
よ
び
西
川
真
子

「
胡
適
と
江
冬
秀
─
─
民
国
時
期
一
知
識
人
の
家
」
関
西
中
国
女
性
史

研
究
会
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
み
た
中
国
の
家
と
女
』
東
方
書
店
、
二

〇
〇
四
。

㊱　

一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
「
自
由
恋
愛
」
実
践
に
つ
き
ま
と
う
困
難

と
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
「
恋
愛
神
聖
」
実
践
の
強
迫
観
念
に
つ

い
て
は
、
前
掲
平
田
二
〇
〇
一
を
参
照
。

㊲　

西
洋
の
舞
踏
会
に
衝
撃
を
受
け
た
清
朝
の
外
交
官
た
ち
に
つ
い
て
は
、

張
競
『
近
代
中
国
と
「
恋
愛
」
の
発
見
─
西
洋
の
衝
撃
と
日
中
文
学
交

流
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
、
五
四
〜
六
二
頁
。
沈
従
文
は
他
に
も
、

体
操
す
る
女
子
学
生
を
見
る
シ
ー
ン
（「
一
天
」
一
九
二
五
）
を
描
い

た
り
、
身
体
か
ら
国
民
を
律
す
る
新
生
活
運
動
に
強
い
関
心
を
払
う

（『
長
河
』
一
九
三
八
）
な
ど
、
中
国
が
「
身
体
」
か
ら
近
代
化
さ
れ

て
い
く
現
象
に
敏
感
に
反
応
し
て
い
る
。

㊳　
「
乾
生
的
愛
」、『
晨
報
副
刊
』
一
九
八
〇
〜
一
九
八
二
号
、
一
九
二

七
年
六
月
二
三
〜
二
五
日
。『
全
集
』
第
一
巻
所
収
。『
愛
の
宝
物
』

（
原
題
『
愛
的
法
宝
』）
に
つ
い
て
は
未
詳
。

㊴　

周
作
人
・
周
建
人
・
張
競
生
と
新
し
い
性
道
徳
の
関
わ
り
に
つ
い
て

は
、
前
掲
彭
小
妍
一
九
九
七
、
前
掲
坂
元
二
〇
〇
四
、
お
よ
び
劉
岸
偉

『
周
作
人
伝　

あ
る
知
日
派
文
人
の
精
神
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

〇
一
一
、
一
七
三
〜
一
七
九
頁
。『
性
史
』
出
版
の
顛
末
に
つ
い
て
は

張
超
（
張
競
生
之
子
）「
一
本
書
與
一
個
人
的
命
運
─
─
《
性
史
》
及

張
競
生
的
悲
歌
」『
性
史
』
世
界
図
書
出
版
公
司
北
京
公
司
、
二
〇
一

四
、
一
四
二
〜
一
四
六
頁
を
参
照
。

㊵　
「
水
雲
」
に
関
す
る
議
論
は
拙
稿
「「
に
お
い
」
の
追
跡
者
か
ら
「
音

楽
」
の
信
者
へ
─
─
沈
従
文
『
七
色
魘
』
集
の
彷
徨
と
葛
藤
」『
中
国

研
究
月
報
』、
第
67
巻
第
12
号
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
を
参
照
。

㊶　
「
嵐
生
与
嵐
生
太
太
」『
現
代
評
論
』
第
五
巻
第
一
〇
五
期
、
一
九
二
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沈
従
文
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
津
守
）

六
年
十
二
月
十
一
日
。

㊷　

前
掲
濱
田
二
〇
一
六
、
八
頁
。

㊸　

王
際
真
へ
の
書
信
、
一
九
二
九
年
十
月
十
九
日
、『
全
集
』
第
十
八

巻
。

㊹　
「
這
個
男
人
和
那
個
女
人
」『
晨
報
副
刊
』
第
二
一
二
八
〜
二
一
三
三

号
、
一
九
二
七
年
一
一
月
二
一
日
〜
二
六
日
、『
全
集
』
第
二
巻
に
は

「
一
件
心
的
罪
孽
」
の
題
で
収
め
る
。

㊺　
「
雨
後
」『
小
説
月
報
』
第
十
九
巻
第
九
号
、
一
九
二
八
年
九
月
。

㊻　
「
雨
後
」
を
「
読
書
（
伝
統
文
化
）」
と
「
非
文
字
（
フ
ォ
ー
ク
ロ

ア
）」
の
面
か
ら
読
む
丁
寧
な
解
説
と
し
て
、
今
泉
秀
人
「「
雨
後
」
を

読
む
─
─
沈
従
文
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
─
─
」『
季
刊
中
国
』
一
九
九
五

年
秋
季
号
、
六
九
〜
七
七
頁
が
あ
る
。「
雨
後
」
と
『
阿
黒
小
史
』
の

関
係
、
お
よ
び
性
と
不
気
味
さ
の
つ
な
が
り
に
重
点
を
置
い
た
『
阿
黒

小
史
』
の
読
み
解
き
は
、
前
掲
城
谷
一
九
九
六
お
よ
び
一
九
九
八
を
参

照
。

㊼　

湘
西
女
性
を
、
男
性
を
無
自
覚
に
誘
惑
し
死
や
狂
気
に
陥
れ
る
無
意

識
的
な
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ル
と
し
て
描
い
た
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
は
、

前
掲
拙
稿
二
〇
〇
七
年
九
月
を
参
照
。

㊽　

城
谷
武
男
や
濱
田
麻
矢
は
、
初
出
の
『
小
説
月
報
』
版
に
は
存
在
し

て
い
た
、
家
の
男
衆
た
ち
の
逞
し
い
「
筋
肉
」
を
見
る
蕭
蕭
の
視
線
、

お
よ
び
花
狗
の
「
太
い
腕
」
に
目
を
奪
わ
れ
る
蕭
蕭
の
姿
を
指
摘
し
て

い
る
。
城
谷
武
男
『
沈
従
文
「
蕭
蕭
」「
阿
金
」「
牛
」
の
版
本
研
究
』

サ
ッ
ポ
ロ
堂
書
店
、
二
〇
〇
六
、
四
〇
頁
、
及
び
前
掲
濱
田
二
〇
一
六
、

十
二
〜
十
三
頁
。

㊾　
「
旅
店
」『
新
月
』
第
一
巻
第
十
二
号
、
一
九
二
九
年
二
月
一
〇
日
。

㊿　

他
に
も
、
冒
頭
で
「
都
会
／
郷
土
」
の
枠
組
み
を
崩
す
と
指
摘
し
た

「
夫
婦
」（
一
九
二
九
）
で
は
髪
の
描
写
は
現
れ
な
い
が
、
美
し
い
新

妻
は
常
に
頭
に
挿
さ
れ
た
花
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
。「
誰
が
や
っ
た
の

か
、
可
笑
し
く
も
野
花
が
一
束
挿
さ
れ
て
お
り
、
藤
づ
る
で
頭
の
上
に

縛
り
付
け
て
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
女
の
頭
が
少
し
動
く
た
び
に
、
そ
の

花
冠
は
空
中
で
揺
れ
動
き
、
別
の
時
に
見
た
な
ら
ば
非
常
に
美
し
い
印

象
を
与
え
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。」（『
小
説
月
報
』
第
二
〇
巻
第
十

一
号
、
一
九
二
九
年
十
一
月
。）
こ
の
描
写
は
一
方
で
は
棘
の
冠
を
い

た
だ
い
て
ゴ
ル
ゴ
ダ
の
丘
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
を
思
わ
せ

な
が
ら
、
ま
た
一
方
で
は
の
ち
の
「
看
虹
録
」
に
お
け
る
花
を
つ
け
た

女
主
人
に
つ
な
が
り
、
性
的
に
目
覚
め
た
女
の
魅
力
を
増
す
表
現
で
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�　

前
掲
拙
稿
二
〇
〇
七
年
一
月
。

�　
「
媚
金
・
豹
子
・
与
那
羊
」『
人
間
月
刊
』
創
刊
号
、
一
九
二
九
年
二

月
。

�　
「
龍
朱
」『
紅
黒
』
創
刊
号
、
一
九
二
九
年
一
月
。

�　
「
月
下
小
景
」『
東
方
雑
誌
』
第
三
〇
巻
第
三
号
、
一
九
三
三
年
二
月
。

�　
「
愛
欲
」『
現
代
』
第
三
巻
第
五
期
、
一
九
三
三
年
九
月
。

�　

前
掲
高
橋
一
九
九
六
、
八
九
〜
九
〇
頁
。

�　

前
掲
小
島
一
九
九
七
、
一
三
八
頁
。

�　
「
扇
陀
」『
現
代
』
第
二
巻
第
三
期
、
一
九
三
三
年
一
月
。
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�　

沈
従
文
が
一
九
三
一
年
に
公
開
し
た
書
信
に
は
例
え
ば
こ
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。「
×
×
、
私
を
怒
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
、
夢
の
中
で
あ

な
た
の
脚
に
口
づ
け
す
る
こ
と
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。
私
が
こ
ん
な
に

も
卑
屈
に
な
る
の
は
、
私
が
一
人
の
奴
隷
の
よ
う
に
地
面
に
か
が
み
、

口
で
あ
な
た
の
脚
に
近
づ
く
こ
と
す
ら
、
十
分
あ
な
た
を
汚
し
て
し
ま

う
の
に
等
し
い
と
感
じ
る
か
ら
な
の
で
す
。」「
廃
郵
存
底
（
一
）」『
文

芸
月
刊
』
第
二
巻
五
、
六
号
合
刊
、
一
九
三
一
年
六
月
。『
全
集
』
第

十
二
巻
に
は
「
由
達
園
給
張
兆
和
」
と
改
題
し
て
収
め
る
。

�　

世
紀
末
画
家
た
ち
の
「
つ
れ
な
き
美
女
」
と
長
い
髪
の
呪
縛
に
対
す

る
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、Elisabeth	G.	Gitter,	

“The	
Pow

er	of	W
om

enʼs	H
air	in	the	V

ictorian	Im
agination,

”	
PM

LA
,	V

ol.99,	N
o.5,	O

ct.,	1984,	pp.936-954,

お
よ
び
前
掲
高
橋

一
九
九
六
、
第
七
章
「
毛
髪
の
呪
縛
」
を
参
照
。

�　

佐
藤
普
美
子
「
聞
一
多
『
ラ
フ
ァ
エ
ロ
前
派
主
義
』
試
論
」『
お
茶

の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報
』
第
十
三
号
、
一
九
九
四
年
四
月
、
お

よ
び
楚
小
慶
「
20
世
紀
初
期
羅
塞
蒂
藝
術
思
想
在
中
国
的
傳
播
考
略
」

『
福
建
論
壇
・
人
文
社
會
科
學
版
』
二
〇
一
四
年
第
十
二
期
を
参
照
。

�　

頭
髪
へ
の
注
視
を
引
き
起
こ
し
た
近
代
都
市
の
公
共
空
間
性
に
つ
い

て
は
、
平
田
昌
司
教
授
と
の
対
話
の
中
で
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。

こ
こ
に
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。

�　

沈
従
文
の
学
歴
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
今
泉
秀
人
「
自
負

と
自
卑
：
沈
従
文
の
民
国
国
語
教
科
書
編
纂
事
業
へ
の
関
わ
り
に
つ
い

て
」『
野
草
』
九
四
号
、
二
〇
一
四
年
八
月
、
六
一
〜
八
三
頁
を
参
照
。

�　

前
掲
田
中
二
〇
〇
九
、
お
よ
び
新
宮
一
成
「
第
三
章　

精
神
分
析
学

か
ら
み
た
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム　

フ
ロ
イ
ト
は
何
を
発
見
し
た
か
」
前
掲

田
中
編
二
〇
〇
九
、
九
一
〜
一
〇
六
頁
。

�　

ビ
ネ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
論
に
つ
い
て
は
、
箭
内
匡
「
第
十
一
章　

事
物
と
の
濃
密
で
幻
想
的
な
関
係　

存
在
論
的
テ
リ
ト
リ
ー
論
に
向
け

て
」
前
掲
田
中
編
二
〇
〇
九
、
二
九
五
〜
二
九
八
頁
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
の

マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
論
に
つ
い
て
は
宮
澤
由
歌
「
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
サ
デ
ィ
ズ
ム

の
暴
力
性
：
バ
タ
イ
ユ
に
お
け
る
そ
の
解
決
」『
年
報
人
間
科
学
』
第

三
六
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
八
九
〜
一
〇
二
頁
を
参
照
。


