
Title 中国文学に現われた女性像について
Sub Title Chinese literature
Author 村松, 暎(Muramatsu, Ei)

Publisher 慶應義塾大学藝文学会
Publication year 1965

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.19, (1965. 1) ,p.16- 25 
JaLC DOI
Abstract
Notes 特集 : 文学・芸術に現われたる女性像
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-00190001-

0016

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
女
性
像
に
つ
い
て

村

松

瑛

本
題
は
「
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
女
性
像
」
で
あ
る
が
、
周
知
の
ご
と
く
、
中
国
は
世
界
に
冠
た
る
男
尊
女
卑
の
国
と
い
う
、
い
さ
さ
か
特
殊
な
事
情
が
あ
る

の
で
、
ま
ず
、
女
性
の
地
位
、
男
女
聞
の
関
係
、
恋
愛
等
の
問
題
に
、
ざ
っ
と
触
れ
て
お
く
と
と
に
す
る
。

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
女
性
に
は
自
主
性
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
婦
人
に
は
自
主
的
な
道
は
な
い
。
嫁
入
り
前
は
父
に
従
い
、
嫁
し
て
は
夫

に
従
い
、
夫
が
死
ん
だ
ら
息
子
に
従
う
。
」
（
『
儀
礼
』
『
大
戴
礼
』
両
書
、
表
現
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
趣
旨
は
ま
っ
た
く
同
じ
）
と
、
グ
一
戸
一
従
の
義

d

が

厳
然
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
自
主
性
を
許
さ
れ
ぬ
女
性
は
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
存
在
た
り
得
な
い
。
内
に
あ
っ
て
家
事
に
つ
と
め
る
の
が
本
務
だ
か
ら
、
学

問
は
無
用
で
あ
り
、
生
は
ん
か
に
学
問
を
か
じ
っ
て
鼻
に
か
け
る
く
ら
い
な
ら
、
文
盲
の
方
が
よ
い
。
と
い
う
わ
け
で
、
立
派
な
大
家
の
娘
で
も
、
文
字
は
知

ら
ぬ
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
か
と
い
っ
て
、
才
や
学
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
が
才
色
兼
備
d

（
『
後
漢
書
』
閤
皇
后
伝
に
「
后
才
色
あ
り
」

と
い
う
の
が
起
り
ら
し
い
。
）
は
、
や
は
り
ほ
め
言
葉
で
あ
り
、
後
漢
の
班
昭
は
学
聞
を
も
っ
て
和
帝
に
事
え
、
唐
の
魚
玄
機
、
醇
濡
、
宋
の
李
易
安
ら
の
詩
は
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男
の
間
で
も
愛
請
さ
れ
た
。
要
す
る
に
ズ
パ
抜
け
れ
ば
女
性
で
も
や
は
り
尊
敬
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、一
律
に
片
づ
く
も
の
で
は
な
い
。

男
女
聞
に
は
地
位
の
差
だ
け
で
な
く
、
き
び
し
い
H

別
d
が
あ
っ
た
。
『
礼
記
』
の
有
名
な
文
句
「
七
年
男
女
席
を
同
じ
？
つ
せ
ず
」の
席
は
座
席
で
敷
物

の
意
味
だ
そ
う
だ
が
、
七
歳
の
子
供
に
こ
れ
だ
け
の
区
別
を
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
相
当
な
も
の
で
あ
る
。
男
女
の
間
で
は
、
物
の
受
け
渡
し
も
直
接

に
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
『
孟
子
』
の
中
で
、
淳
子
売
が
こ
れ
に
関
聯
し
て
「
で
は
授
が
減
れ
た
時
に
手
を
さ
し
の
べ
て
救
う
の
は
ど
う
か
。
」
と
聞
を
発
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
孟
子
は
「
も
ち
ろ
ん
手
で
助
け
る
の
だ
が
、
乙
れ
は
火
急
の
場
合
で
、
権
（
方
便
）
だ
。
」
と
答
え
て
い
る
。
命
を
助
け
る
の
に
も

相
手
が
女
だ
と
、
権
だ
な
ど
と
、
い
い
わ
け
が
要
る
の
だ
か
ら
厄
介
な
乙
と
で
あ
る
。
そ
の
く
ら
い
だ
か
ら
、
勝
手
に
恋
愛
な
ど
す
る
の
は
、
も
っ
て
の
ほ
か

の
乙
と
で
、
そ
の
よ
う
な
行
い
は
淫
奔
と
き
め
つ
け
ら
れ
る
。

男
女
の
聞
が
道
徳
で
こ
う
金
し
ば
り
に
さ
れ
て
い
て
は
、
文
学
が
女
性
な
い
し
は
恋
愛
に
つ
い
て
語
る
の
に
は
、
な
は
だ
し
く
不
便
で
あ
っ
た
乙
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
詩
に
は
女
性
の
美
し
さ
を
詠
じ
た
も
の
も
、
恋
情
を
う
た
っ
た
も
の
も
、
相
当
数
あ
る
に
は
あ
る
が
、
中
国
の
詩
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
ほ
ん
の

一
、
部
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
を
大
ざ
っ
ぱ
に
見
て
感
じ
と
る
乙
と
は
、
驚
く
ほ
ど
千
篇
一
律
で
、
女
と
い
え
ば
な
よ
な
よ
と
し
て
い
て
妙
に
性
的
で
あ
り
、
恋

情
は
す
べ
て
、
空
間
を
か
乙
つ
女
が
男
を
想
う
と
い
っ
た
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
と
う
な
る
と
、
い
っ
そ
『
詩
経
』
の
恋
の
歌
の
方
が
素
朴
な
だ
け
に
新
鮮
で

健
康
な
感
弘
が
す
る
。
『
詩
経
』
は
ま
だ
儒
教
が
成
立
す
る
前
の
も
の
だ
か
ら
、
人
の
心
が
束
縛
さ
れ
る
と
と
が
少
く
、
自
然
に
近
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

そ
乙
か
ら
女
性
像
を
抽
出
す
る
の
は
、
能
率
の
悪
い
話
で
あ
る
。
ま
し
て
私
は
そ
の
任
で
は
な
い
。
女
性
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と
も
か
く
、
そ
う
い
っ
た
性
質
の
詩
を
集
め
て
、

像
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
戯
曲
、
小
説
、
乙
と
に
小
説
を
対
象
と
す
る
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
戯
曲
に
も
も
ち
ろ
ん
女
性
が
登
場
す
る
が
、
中
国
の
戯
曲
は
種

種
な
制
約
を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
人
間
の
真
実
の
追
求
と
い
う
点
は
、
い
さ
さ
か
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
点
小
説
は
制
約
が
最
も
少
く
、
人
間

の
種
々
相
を
描
く
の
に
比
較
的
都
合
が
よ
か
っ
た
。
中
国
文
学
の
中
で
の
小
説
の
地
位
、
こ
と
に
白
話
小
説
の
そ
れ
は
、
は
な
は
だ
低
か
っ
た
。
低
い
と
い
う

よ
り
は
が
地
位
a
な
ど
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
方
が
正
確
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
文
を
尚
ぷ
乙
と
中
国
に
お
よ
ぶ
国
は
世
界
に
も
例
が
あ
る
ま
い
が
、
そ
の

場
合
H

文
d

と
い
わ
れ
る
の
は
古
典
的
な
文
語
体
の
文
章
の
乙
と
で
あ
り
、
車
夫
馬
丁
す
ら
口
に
す
る
口
語
つ
ま
り
白
話
な
ど
は
、
い
か
に
文
字
を
も
「
一
て
綴

ろ
う
と
、
文
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
儒
教
の
倫
理
は
、
き
び
し
く
仮
空
を
排
す
る
。
そ
の
最
も
軽
蔑
さ
れ
非
難
さ
れ
る
も
の
を
も
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
白
話
小
説
が
、
文
学
と
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
無
価
値
性
と
背
徳
性
が
、
自
説
小
説
の
発
展
を
さ
ま
た
げ
る
大
き
な



原
動
力
で
あ
っ
た
乙
と
も
事
実
だ
が
、
儒
教
的
正
統
の
立
場
か
ら
無
視
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
あ
る
程
度
の
自
由
を
も
た
3り
し
た
と
い
う
こ
と
も
否

定
出
来
な
い
。
中
国
の
文
学
の
中
で
、
白
話
小
説
が
、
女
性
に
つ
い
て
、
他
の
諸
形
式
の
文
学
に
く
ら
べ
て
、
最
も
多
く
を
語
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
の

は
、
こ
こ
に
も
大
き
な
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
も
か
く
、
小
説
は
人
間
の
生
活
の
も
ろ
も
ろ
の
様
相
を
描
き
出
す
も
の
だ
か
ら
、
い
か
に
中
国
と
は
い
え
、
女
性
や
、
男
女
の
情
事
に
つ
い
て
語
ら
ぬ
わ

け
に
は
行
か
な
い
。
そ
の
点
で
『
金
瓶
梅
』
と
『
紅
楼
夢
』
は
、
古
来
双
壁
と
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
辺
に
主
眼
を
お
い
て
の
べ
る
こ
と
に
す
る

が
、
そ
の
前
に
、
中
国
人
が
ど
の
よ
う
な
女
性
を
美
人
と
見
て
い
た
か
、
美
人
を
描
写
す
る
に
当
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
よ

う
な
と
と
を
、
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
で
は
あ
る
が
、
見
て
お
く
の
も
、
悪
く
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。

ど
と
の
国
で
も
そ
う
だ
ろ
う
が
、
美
人
の
型
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
と
、
ほ
っ
そ
り
す
ら
り
と
し
た
痩
せ
型
と
、
豊
満
で
肉
づ
き
の
い
い
肥
え
た
型
、
と

。
。

い
う
乙
と
に
な
る
。
中
国
で
は
前
者
の
代
表
が
西
施
や
越
飛
燕
で
あ
り
、
後
者
の
代
表
が
楊
貴
妃
で
グ
越
痩
楊
肥
d
と
い
う
成
語
が
あ
る
く
ら
い
だ
。
日
本
で

は
、
平
安
朝
で
は
丸
顔
の
オ
カ
メ
型
が
好
ま
れ
、
江
戸
時
代
に
は
細
長
い
顔
が
喜
ば
れ
た
と
い
う
よ
う
に
、
比
較
的
は
っ
き
り
と
時
代
の
好
み
の
変
遷
が
あ
っ

た
よ
う
だ
が
、
中
国
で
は
そ
の
点
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い
。

と
は
い
う
も
の
の
、
詩
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ほ
っ
そ
り
型
の
方
が
優
勢
と
見
ら
れ
る
。
唐
詩
や
宋
詞
を
見
て
も
、
肉
づ
き
が
豊
か
だ
と
い
う
よ
う
な
形
容
を

し
て
い
る
文
句
は
見
当
ら
ず
、
グ
細
腰
d

（
劉
廷
芝
「
公
子
行
」
）
M

柳
腰
d

M

底
捜
郷
腰
肢d
（
韓
健
「
春
尽
日
」
「
長
郷
」
）
M

繊
腰
一
把
d

（
周
彦
邦
「
花
解
語
」
）
グ
繊

繊
手
a

（
李
清
照
「
点
締
唇
」
）
等
、
ほ
っ
そ
り
型
に
属
す
る
形
容
ば
か
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
唐
詩
だ
宋
詞
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
を
く
ま
な
く
調
べ
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
豊
か
な
肉
づ
き
の
女
を
詠
じ
た
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
手
も
と
に
あ
る
も
の
で
見
た
限
り
で
は
、
楊
貴
妃

を
除
い
て
は
、
楊
貴
妃
型
の
女
性
に
は
出
合
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
中
国
の
詩
が
詠
む
女
性
は
ほ
と
ん
ど
が
メ
ソ
メ
ソ
し
た
女
ば
か

り
で
あ
る
。
い
く
ら
美
人
で
も
、
肥
え
ふ
と
っ
て
い
て
は
、
愁
い
に
沈
ん
で
も
詩
に
な
ら
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

小
説
に
は
詩
の
よ
う
な
束
縛
が
な
い
か
ら
、
肉
づ
き
の
い
い
美
人
も
少
く
な
い
。
『
金
瓶
梅
』
の
潜
金
蓮
は

H

一
捻
々
楊
柳
腰
児
u
と
あ
っ
て
、

乙
れ
は
痩



せ
型
。
孟
玉
楼
は
グ
長
挑
身
材
、
模
様
児
不
肥
不
痩d
と
あ
る
か
ら
、
丈
け
は
ス
ラ
リ
と
高
い
が
、
太
か
ら
ず
細
か
ら
ず
と
い
う
わ
け
。
李
瓶
児
はH
五
短
身

材
d

で
、
小
柄
だ
と
い
う
だ
け
で
、
ふ
と
っ
て
い
る
の
か
痩
せ
て
い
る
の
か
描
写
が
な
い
。
『
紅
楼
夢
』
で
は
、
痩
せ
型
の
代
表
は
林
黛
玉
で
グ
行
動
時
如
弱

扶
風
、
：
：
：
病
如
西
施
勝
三
分H
だ
か
ら
、
西
施
以
上
と
い
う
わ
け
だ
。
王
県
鳳
も
が
身
量
苗
条d
と
あ
っ
て
、
ほ
っ
そ
り
型
。
探
春
も
H

削
肩
細
腰
、
長
挑

身
材
d

と
い
う
の
だ
か
ら
、
す
ら
り
と
細
い
。
ふ
と
っ
て
い
る
の
は
醇
宝
叙
で
、
黛
玉
の
西
施
型
に
対
し
て
、
楊
貴
妃
型
。
宝
玉
に
腕
環
を
見
せ
て
く
れ
と
い

わ
れ
て
、
外
そ
う
と
す
る
が
、
な
か
な
か
抜
け
な
い
ほ
ど
ふ
と
っ
て
い
る
。
迎
春
もH
肌
庸
微
豊
d

と
あ
っ
て
、

肉
づ
き
は
い
い
方
で
あ
る
。
『
十
二
楼
』
に

も
と
り
ど
り
の
美
人
が
出
て
来
る
。
「
奪
錦
楼
」
の
銭
家
の
双
児
娘
はH
海
業
着
雨
、
菌
苔
経
風
d
と
あ
り
、

雨
に
ぬ
れ
た
海
業
か
、
風
に
ゆ
れ
る
蓮
の
花
だ

と
い
う
の
だ
か
ら
少
く
と
も
ふ
と
っ
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
夏
宜
楼
」
の
嫡
嫡
はH
積
桃
艶
李
之
姿
d

美
し
く
咲
き
み
だ
れ
た
桃
か
李
の
花
の
よ
う
だ

と
あ
り
、
豊
満
な
美
人
と
い
う
わ
け
だ
ろ
う
。
「
払
雲
楼
」
の
章
家
の
小
姐
は4
旦
似
多
肌H
で
、
は
っ
き
り
と
肉
づ
き
豊
か
。
「
十
を
楼
」
の
屠
家
の
令
嬢
は

グ
軽
盈
紳
約d
た
お
や
か
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ふ
と
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

乙
ん
な
こ
と
を
並
べ
て
い
た
ら
キ
リ
が
な
い
が
、
も
う
少
し
白
話
小
説
の
女
性
の
容
貌
の
描
写
に
つ
い
て
の
べ
て
み
る
。
中
国
の
旧
文
学
は
す
べ
て
グ
型
d
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で
成
り
立
っ
て
お
り
、
乙
れ
は
あ
ら
ゆ
る
点
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
白
話
小
説
の
女
性
の
容
貌
容
姿
の
描
写
は
、
多
く
地
の
文
か
ら
離
れ
て
韻
文
め

い
た
文
体
を
と
っ
て
い
る
。
調
子
の
よ
い
文
句
を
並
べ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
部
分
を
順
に
描
写
し
て
行
く
。
そ
の
部
分
の
描
写
の
文
句
も
、
だ
い
た
い
定
っ
た
も

の
が
あ
っ
て
、
眉
な
ら
、
蛾
眉
、
新
月
、
春
山
と
い
っ
た
類
、
唇
は
桜
桃
と
い
っ
た
塩
梅
で
あ
る
。
乙
う
い
っ
た
も
の
を
並
列
し
て
行
く
わ
け
で
、
そ
の
最
も

い
ち
ぢ
る
し
い
例
は
『
金
瓶
梅
』
の
金
蓮
の
描
写
で
あ
ろ
う
。
全
体
を
訳
し
て
行
く
と
、
あ
ま
り
長
く
な
る
の
で
、
形
容
し
て
い
る
物
だ
け
挙
げ
る
と
、
髪
は

か
お
か
ら
だ

鴻
の
羽
、
眉
は
新
月
、
眼
は
杏
、
口
は
桜
桃
、
鼻
は
理
瑠
（
美
玉
）
、
胞
は
紅
艶
（
乙
れ
は
物
で
は
な
い
）
、
験
は
銀
盆
、
身
は
花
来
、
手
は
葱
枝
、
腰
は
楊

ゆ
た
か
も
も
ま
っ
し
ろ

柳
、
瞬
間
吐
は
白
面
、
脚
（
足
）
は
尖
腫
（
と
が
っ
て
い
る
、
纏
足
の
爪
先
）
、
胸
は
跡
々
、
腿
は
白
生
々
、
以
下
紳
士
の
口
に
す
べ
か
ら
ざ
る
方
面
に
ま
で
お

よ
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
は
地
の
文
に
入
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て
韻
文
の
描
写
が
ま
た
つ
づ
い
て
い
る
。
腹
と
胸
以
下
の
描
写
は
、
も
ち
ろ
ん
普

通
の
小
説
に
は
な
い
が
、
そ
の
他
の
部
分
を
形
容
す
る
文
句
は
だ
い
た
い
定
り
文
句
で
、
『
紅
楼
夢
』
の
宝
叙
の
除
は
グ
銀
盆

d
眼
は
が
水
杏
u
黛
玉
も
M

杏
眼
d

と
あ
る
。
指
を
葱
に
捕
え
た
例
は
、
忘
れ
た
が
何
か
で
見
た
記
憶
が
あ
る
。
鼻
が
グ
直
隆
々
瑳
瑞
鼻
児

d
と
あ
る
の
は
、
高
く
形
が
整
っ
て
、
い
さ
さ
か
冷
た

い
感
じ
が
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
珍
し
い
。
ど
だ
い
鼻
を
描
写
す
る
こ
と
自
体
が
珍
し
く
、
ほ
か
に
は
『
紅
楼
夢
』
の
迎
春
が
グ
鼻
賦
鵡
脂

ρ
だ
と
あ
る



く
ら
い
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
金
瓶
梅
』
は
定
り
文
句
も
用
い
て
い
る
が
、
話
本
類
の
よ
う
に
月
並
で
は
な
く
、
孟
玉
楼
の
顔
に
は
少
し
そ
ば
か
す

が
あ
っ
て
魅
力
的
だ
な
ど
と
、
な
か
な
か
し
ゃ
れ
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

女
性
の
体
を
描
写
す
る
場
合
、
中
国
を
除
い
て
他
の
国
の
文
学
に
は
あ
り
得
な
い
の
は
足
で
あ
る
、
纏
足
が
中
国
特
有
の
も
の
な
の
だ
か
ら
当
然
の
乙
と
だ

が
、
乙
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
グ
金
蓮
d
と
、
蓮
の
は
な
ら
び
に
哨
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
『
紅
楼
夢
』
に
は
、
纏
足
の
こ
と
は
出
て
来
る
が
、
女
性
を
描

写
し
て
足
に
及
ぷ
こ
と
が
な
い
。
曹
雪
芹
は
あ
ま
り
纏
足
好
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
鏡
花
縁
』
の
よ
う
に
積
極
的
な
纏
足
反
対
も
唱
え
て
い
な
い

が
、
讃
美
も
見
当
ら
ず
、
笑
話
の
中
で
纏
足
の
足
の
臭
さ
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

李
笠
翁
の
『
開
情
偶
寄
』
の
「
声
容
部
」
の
「
選
姿
第
こ
は
女
の
選
び
方
を
論
じ
た
も
の
で
グ
肌
漕
d
M眉
眼
d
M手
足
d
m態
度
d

の
四
つ
に
分
け
て
の

べ
て
い
る
が
、
笠
翁
一
流
の
論
理
に
面
白
味
が
あ
る
と
い
え
ば
い
え
る
が
、
煎
じ
つ
め
た
と
こ
ろ
は
存
外
常
識
的
で
、
啓
発
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
。
肌

は
白
い
の
が
よ
い
、
肌
の
キ
メ
が
細
か
く
な
め
ら
か
な
の
は
白
く
し
や
す
い
が
、
粗
い
の
は
白
く
し
に
く
い
。
目
が
細
く
長
い
女
は
気
持
が
や
さ
し
く
、
大
ざ

っ
ぱ
で
デ
カ
い
の
は
気
が
強
い
。
黒
目
と
白
目
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
よ
く
動
く
女
は
利
口
だ
が
、
自
に
動
き
が
な
く
、
白
目
が
多
く
て
黒
目
の
小
さ
い
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者
、
あ
る
い
は
黒
目
が
大
き
く
て
白
目
が
少
い
者
は
愚
鈍
だ
。ll

と
い
っ
た
類
で
（
以
下
は
略
す
）
、
さ
し
た
る
こ
と
も
な
い
。

中
国
文
学
で
女
性
を
語
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
『
金
瓶
梅
』
と
『
紅
楼
夢
』
で
あ
ろ
う
。
『
金
瓶
梅
』
は
人
間
の
醜
を
描
き
、
『
紅
楼
夢
』
は
女
性
の
美
を
描
い

た
小
説
で
あ
る
。
そ
の
点
、
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

『
金
瓶
梅
』
で
面
白
い
の
は
、
主
人
公
の
西
門
慶
が
、
た
い
へ
ん
な
漁
色
家
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
物
慾
、
権
勢
慾
も
旺
盛
な
の
に
対
し
て
、
女
主
人
公
潜

金
蓮
は
性
へ
の
慾
望
一
本
槍
で
あ
る
こ
と
だ
。
醜
を
描
き
な
が
ら
も
、
男
と
女
の
相
違
を
、
ち
ゃ
ん
と
書
き
分
け
て
い
る
。
西
門
慶
は
と
も
か
く
と
し
て
、
金

蓮
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
彼
女
は
己
の
性
の
慾
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
は
、
金
や
名
誉
は
お
ろ
か
な
と
と
、
平
穏
な
生
活
も
眼
中
に
な
く
、
犯
罪
も
辞
せ

ず
、
相
手
の
男
す
ら
喰
い
つ
く
し
て
悔
い
な
い
。
彼
女
は
精
神
的
な
も
の
な
ど
は
カ
ケ
ラ
も
持
合
わ
さ
ぬ
、
性
の
権
化
で
あ
る
。

金
蓮
も
武
松
に
対
し
て
は
誠
意
を
つ
く
し
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
乙
の
場
合
に
も
、
彼
女
の
関
心
は
セ
ッ
ク
ス
に
し
か
な
い
。
彼
女
は
夫
の
武
大
が
ち
ん



ち
く
り
ん
の
醜
男
で
、
お
ま
け
に
魯
鈍
で
「
肝
腎
な
時
に
さ
え
テ
コ
で
も
動
か
な
い
」
か
ら
不
満
は
つ
の
る
ば
か
り
、
一
戸
口
に
出
て
見
さ
か
い
も
な
く
男
を
釣

り
は
じ
め
る
。
武
大
は
不
体
裁
で
そ
こ
に
住
ん
で
い
ら
れ
な
く
な
り
、
引
越
し
を
し
た
と
い
う
く
ら
い
の
男
好
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
夫
の
弟
で
、
虎
を
打
ち
殺

し
た
ほ
ど
の
偉
丈
夫
の
武
松
に
出
会
っ
た
の
だ
か
ら
た
ま
ら
な
い
。
さ
っ
そ
く
親
切
ど
し
か
に
、
う
ち
へ
来
て
い
っ
し
ょ
に
お
住
み
な
さ
い
よ
と
す
す
め
て
、

そ
の
う
ち
に
た
ら
し
こ
ん
で
や
ろ
う
と
い
う
魂
胆
だ
。
グ
恋
u
な
ど
と
い
え
る
よ
う
な
、
い
じ
ら
し
い
料
見
と
は
わ
け
が
違
う
。
と
の
辺
の
事
情
が
、
詩
で
は

っ
き
り
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

す
が
た
担
お
し

4

武
松
の
儀
表
甚
だ
掲
捜

晶
に
よ
め

阿
娘
淫
心
収
む
べ
か
ら
ず

も
え

帰
り
来
て
家
里
に
住
め
と
寵
絡
し

雲
雨
を
同
じ
く
し
風
流
を
会
に
せ
ん
と
す

武
松
正
大
に
し
て
原
よ
り
犯
し
難
し
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と
こ
ろ
が
、

で
、
簡
単
に
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
か
ら
、
あ
れ
こ
れ
手
を
つ
く
す
。
腕
に
よ
り
を
か
け
て
サl
ヴ
ィ
ス
し
た
の
が
、
か
え
っ
て
武
松
を
怒
ら
せ
、
金
蓮
は

み
ご
と
に
釣
り
損
じ
て
し
ま
う
。

西
門
慶
と
の
密
事
が
露
顕
し
て
武
大
を
毒
殺
し
、
第
五
夫
人
に
お
さ
ま
る
が
、
夫
を
殺
し
た
こ
と
な
ど
蚤
を
つ
ぶ
し
た
ほ
ど
に
も
思
っ
て
い
な
い
。
西
門
慶

の
足
が
ち
ょ
っ
と
遠
ざ
か
る
と
、
小
者
と
密
通
す
る
。
李
瓶
児
に
子
供
が
出
来
て
、
男
の
愛
情
が
そ
ち
ら
に
移
る
と
見
る
や
、
邪
魔
物
の
赤
ん
坊
を
う
ま
く
殺

し
て
、
男
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
異
常
な
独
占
慾
も
、
男
へ
の
愛
か
ら
出
て
い
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
西
門
慶
が
重
病
に
か
か
っ
て
床
を
離
れ
ら
れ

な
く
な
っ
た
の
を
い
い
こ
と
に
し
て
、
淫
薬
を
呑
ま
せ
て
、
キ
リ
も
な
く
慾
望
を
満
足
さ
せ
る
。
西
門
慶
は
文
字
通
り
精
根
っ
き
は
て
て
死
ん
で
し
ま
う
の
で

あ
る
。
そ
の
後
で
も
、
金
蓮
は
西
門
慶
の
女
婿
の
陳
経
済
と
密
通
を
重
ね
る
。
潜
金
蓮
は
、
女
の
業
を
煮
つ
め
て
具
現
し
た
女
性
で
あ
る
。

『
金
瓶
梅
』
が
醜
の
世
界
を
展
開
し
て
見
せ
る
の
に
対
し
て
『
紅
楼
夢
』
は
美
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
特
徴
は
、
乙
の
世
の
美
が
女
性
ょ
っ



て
体
現
さ
れ
て
い
る
と
見
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

中
国
で
は
奇
し
く
も
女
性
の
地
位
は
小
説
の
そ
れ
と
浮
沈
を
と
も
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
明
の
中
期
ご
ろ
か
ら
、

一
部
文
人
の
聞
に
女
性
に
対
し
て

寛
大
な
態
度
を
表
明
す
る
者
が
出
は
じ
め
た
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
明
末
に
至
り
、

宋
学
の
き
び
し
い
礼
教
的
規
範
に
対
す
る
反
発
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

言
動
は
李
卓
吾
ら
極
く
一
部
の
人
士
の
聞
に
見
ら
れ
た
現
象
で
、一
般
の
識
者
か
ら
は
、
正
道
を
踏
み
は
ず
し
た
異
端
外
道
の
思
想
と
さ
れ
た
。
李
卓
吾
は
社

会
的
な
意
味
で
は
女
性
を
男
性
の
下
に
置
く
こ
と
に
反
対
し
（
『
焚
書
』
、
彼
は
女
性
の
平
等
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
平
等
を
主
張
し
て
い
る
。
）
文
学
的
な
面

で
は
、
人
間
の
純
粋
な
心
情
の
流
露
し
た
も
の
を
よ
し
と
し
、
戯
曲
、
小
説
を
伝
統
的
な
詩
文
と
平
等
に
見
た
。
こ
れ
は
先
に
の
べ
た
ご
と
く
、
思
想
界
の
一

部
に
起
っ
た
現
象
で
あ
っ
た
が
、
小
説
に
と
っ
て
は
、
百
万
の
援
軍
を
得
た
に
等
し
か
っ
た
。
こ
の
流
れ
は
文
学
批
評
家
と
し
て
は
金
聖
歎
を
生
み
、
作
家
と

し
て
は
李
笠
翁
、
旦
（
敬
梓
を
生
み
、
曹
雪
芹
を
生
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
李
笠
翁
は
生
の
享
楽
を
主
張
し
、
呉
敬
梓
は
い
た
ず
ら
に
形
骸
の
み
を
尊
ぶ
世
俗
の
儒

徒
を
あ
ざ
わ
ら
い
、
曹
雪
芹
は
女
性
の
中
に
人
間
の
純
粋
の
美
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

『
紅
楼
夢
』
が
『
金
瓶
梅
』
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
生
来
ロ
マ
ン
テ
イ
ス
ト
で
あ
っ
た
曹
雪
芹
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は
『
金
瓶
梅
』
が
あ
た
か
も
淫
奔
が
女
性
の
本
性
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
描
い
て
い
る
の
に
反
接
し
、
美
こ
そ
女
性
の
本
質
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
相
対
的
に
価
値
が
下
落
し
て
い
る
の
は
男
性
で
「
天
下
の
霊
秀
、
ひ
と
り
女
子
に
鐘
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
「
女
の
子
は
水
で
出

来
た
体
、
男
は
泥
で
出
来
た
体
。
僕
は
女
の
子
に
会
う
と
き
わ
や
か
な
気
分
に
な
る
が
、
男
に
出
会
う
と
濁
臭
に
む
か
む
か
す
る
。
」
と
と
も
に
『
紅
楼
夢
』
の

女
性
観
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
。
存
在
自
体
が
汚
ら
し
い
上
に
、
男
は
社
会
的
存
在
で
あ
る
だ
け
に
、
世
俗
の
種
々
の
約
束
事
に
束
縛
さ
れ
、
妥
協
し
、
出
世

慾
な
ど
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
人
間
の
本
性
を
ね
じ
曲
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
女
性
は
純
枠
さ
を
保
っ
て
行
く
乙
と
が
出
来
る
。
こ
う
い
う
意
味
合
い
だ
か

ら
、
女
性
と
い
っ
て
も
、
『
紅
楼
夢
』
が
尊
重
し
て
い
る
の
は
、
若
く
美
し
い
女
性
に
限
る
。う
す
汚
く
よ
ご
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
根
性
の
ね
じ
く
れ
た
よ
う

な
婆
あ
は
、
問
題
外
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
う
い
う
老
婆
も
女
に
は
違
い
な
い
か
ら
困
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
主
人
公
の
買
宝
玉
は
「
あ
ん
な
に
素
敵
な
女

の
子
が
、
年
を
と
る
と
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
ひ
ど
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。
」
と
首
を
傾
げ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
「
結
婚
し
て
男
の
濁
気
を
受
け

た
か
ら
に
違
い
な
い
よ
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

『
紅
楼
夢
』
に
登
場
す
る
主
な
女
性
は
、
い
ず
れ
も
飛
び
き
り
の
美
人
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
美
人
と
い
う
だ
け
な
ら
『
金
瓶
梅
』
の
女
た
ち
も
、
み



な
美
人
で
あ
る
。
双
方
の
女
性
を
く
ら
べ
て
、
ま
ず
第
一
に
違
う
点
は
育
ち
で
あ
る
。
『
金
瓶
梅
』
で
は
、潜
金
蓮
は
貧
乏
人
の
娘
で
、
幼
い
時
か
ら
あ
っ
ち

へ
売
ら
れ
こ
っ
ち
へ
転
売
さ
れ
た
女
。

孟
玉
楼
は
商
家
の
若
後
家
。
李
瓶
児
は
隣
の
細
君
。
春
梅
は
金
蓮
づ
き
の
小
間
使
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
紅
楼

夢
』
の
女
性
は
、
氏
も
育
ち
も
ま
ず
最
高
。
宝
叙
、
黛
玉
、
探
春
、
湘
雲
ら
は
才
学
と
も
に
男
も
遠
く
お
よ
ば
ぬ
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
中
で
も
宝
叙
と
黛
玉

は
、
抜
群
だ
が
、
乙
の
二
人
は
、
先
に
の
ベ
た
ご
と
く
、
容
姿
が
対
照
的
な
よ
う
に
、
気
質
も
正
反
対
で
あ
る
。
宝
叙
は
お
っ
と
り
と
し
て
い
て
円
満
な
人
柄

で
、
上
下
の
気
受
け
も
よ
く
、
世
俗
的
な
事
務
も
、
や
ら
せ
れ
ば
立
派
に
や
っ
て
の
け
る
才
覚
を
持
っ
て
い
る
。
黛
玉
は
才
女
型
で
、
つ
い
そ
の
才
が
表
に
出

て
し
ま
う
。
人
と
調
子
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
下
手
で
、
感
情
的
だ
か
ら
、
宝
叙
の
よ
う
に
上
手
に
人
を
使
う
と
い
っ
た
芸
当
は
出
来
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
人
間

と
し
て
は
黛
玉
の
方
が
宝
叙
よ
り
純
粋
だ
と
い
え
る
。
宝
玉
に
と
っ
て
は
こ
の
純
粋
さ
世
俗
に
染
ま
ら
ぬ
心
の
美
し
さ
が
、
な
に
よ
り
も
嬉
し
い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
も
の
を
喜
ん
で
い
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
宝
玉
と
い
う
男
も
世
の
中
に
通
用
す
る
人
間
で
は
な
い
。
し
か
し
、
俗
世
に
通
用
す
る
と
い
う
乙
と
自
体

が
、
宝
玉
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
俗
物
と
そ
れ
だ
け
妥
協
し
て
魂
を
汚
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
軽
蔑
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
宝
玉
は
、
科
挙
の
た

め
の
試
験
勉
強
な
ど
と
い
う
下
ら
ぬ
も
の
は
大
嫌
い
で
、
怠
け
て
ば
か
り
い
る
。
そ
ん
な
時
、
宝
銀
は
、
い
や
で
も
少
し
は
勉
強
し
て
親
を
安
心
さ
せ
る
よ
う
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に
と
忠
告
を
す
る
。
宝
玉
に
は
そ
こ
が
残
念
で
な
ら
な
い
。
宝
叙
の
よ
う
な
立
派
な
女
の
子
が
、
ど
う
し
て
援
の
濁
物
の
考
え
な
ど
に
染
ま
る
の
だ
ろ
う
と
、

惜
し
く
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
黛
玉
は
そ
ん
な
俗
っ
ぽ
い
説
教
な
ど
は
し
な
い
。
そ
こ
に
、
宝
玉
と
黛
玉
と
の
心
の
つ
な
が
り
が
あ
る
。
女
性
の

美
に
詩
的
な
価
値
を
認
め
、
さ
ら
に
そ
れ
を
心
の
純
粋
さ
と
い
う
点
に
ま
で
掘
り
下
げ
た
の
は
、
金
瓶
梅
の
作
者
が
女
性
の
醜
を
あ
ば
い
て
見
せ
た
の
と
と
も

に
、
中
国
文
学
に
お
け
る
記
念
す
べ
き
成
就
で
あ
る
。

『
金
瓶
梅
』
の
潜
金
蓮
も
『
紅
楼
夢
』
の
林
黛
玉
も
、
た
だ
の
女
性
で
は
な
い
。
金
蓮
ほ
ど
の
淫
婦
悪
女
が
そ
う
ザ
ラ
に
い
る
も
の
で
は
な
く
、
い
た
と
す

れ
ば
並
は
ず
れ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
黛
玉
は
、
あ
る
い
は
作
者
が
理
想
化
し
た
女
性
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
も
し
そ
の
ま
ま
の
女
性
が
実
在
し
て
い
た
と
す
れ

ば
、
や
は
り
そ
う
ど
こ
に
も
い
る
平
凡
な
女
と
は
い
え
な
い
。
文
学
は
異
常
な
こ
と
を
、
追
う
ば
か
り
が
能
で
は
あ
る
ま
い
。
平
凡
な
女
性
が
平
凡
な
一
生
を
送

る
、
そ
の
姿
を
描
い
た
の
が
『
浮
生
六
記
』
で
あ
る
。
乙
の
作
品
は
前
二
者
の
よ
う
に
有
名
で
は
な
い
が
、

異
常
な
出
来
事
の
み
を
追
う
中
国
の
小
説
（
『
紅

楼
夢
』
は
作
者
の
自
伝
的
小
説
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
平
々
凡
々
た
る
生
活
を
平
凡
に
描
い
た
も
の
で
は
な
く
、
作
者
の
境
遇
も
異
常
な
も
の
が
あ
っ
た
で
は

あ
ろ
う
が
、
明
ら
か
に
小
説
的
な
作
為
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
）
の
中
で
は
異
色
の
も
の
で
あ
る
。
作
者
沈
復
は
清
朝
の
乾
隆
か
ら
嘉
慶
に
か
け
て
の
人
で
、



妻
と
と
も
に
す
ご
し
た
生
活
の
回
想
を
、
時
に
は
や
や
感
傷
を
ま
じ
え
な
が
ら
も
、

全
体
と
し
て
淡
々
と
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
作
者
自
身

は
、
乙
れ
を
小
説
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
。

う
ん

彼
の
妻
、
陳
芸
は
同
年
の
従
姉
で
、
十
三
歳
の
時
、
作
者
が
母
に
せ
が
ん
で
婚
約
し
た
。
結
婚
は
二
人
が
数
え
年
の
十
九
に
な
っ
た
年
の
正
月
で
あ
っ
た
。

作
者
の
家
は
読
書
人
の
家
柄
と
は
い
え
、
ハ
え
も
地
方
官
吏
の
顧
問
を
し
て
お
り
、
決
し
て
豊
か
で
は
な
か
っ
た
が
、
夫
婦
は
心
か
ら
愛
し
あ
っ
て
、
平
寝
無
事

の
生
活
を
送
っ
た
。
世
の
中
に
は
、
せ
っ
か
く
夫
婦
に
な
り
な
が
ら
、
い
が
み
あ
っ
て
暮
し
て
い
る
者
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
し
た
わ
け
か
不
思
議
で
な
ら

な
い
ー
ー
ー
と
作
者
は
の
べ
て
い
る
が
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
仲
の
好
い
夫
婦
で
あ
っ
た
。
な
に
ご
と
も
な
い
幸
福
な
生
活
が
十
五
年
ほ
ど
つ
づ
く
。
そ
の
と
ろ

夫
の
友
人
が
美
し
い
妾
を
買
っ
た
の
を
見
た
芸
は
、
自
分
の
夫
に
も
そ
れ
以
上
に
美
し
い
妾
を
買
っ
て
や
り
た
い
と
思
い
た
ち
、
妾
の
物
色
に
熱
中
す
る
。
と

う
ん

と
ろ
が
偶
然
の
乙
と
か
ら
夫
婦
は
惑
園
と
い
う
芸
妓
と
同
席
す
る
と
と
に
な
っ
た
。
芸
は
態
園
が
気
品
が
あ
っ
て
美
し
い
の
を
見
、
真
情
を
も
っ
て
彼
女
を
説

き
、
作
者
の
妾
に
な
る
と
と
を
承
知
さ
せ
る
。
し
か
し
、
態
園
は
芸
者
の
身
、
作
者
に
は
金
が
な
い
と
来
て
い
る
の
で
、
事
の
運
ぶ
の
が
お
く
れ
て
い
る
う
ち

に
、
女
は
さ
る
有
力
者
に
落
籍
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
乙
れ
を
知
っ
た
芸
は
態
園
の
裏
切
り
を
深
く
憤
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
持
病
が
重
っ
て
、
夫
と
二
児
を
残
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し
て
死
ん
で
し
ま
う
。
ど
う
ぞ
よ
い
後
添
え
を
お
貰
い
に
な
っ
て
御
両
親
に
お
仕
え
し
、
子
供
た
ち
を
育
て
て
下
さ
い
！
ー
と
い
い
の
と
す
。
そ
し
て
涙
に
く

れ
て
見
守
る
夫
に
、
来
世
ー
ー
と
い
い
か
け
て
こ
と
切
れ
る
の
で
あ
る
。

は
い
え
、
女
性
に
と
っ
て
は
重
な
る
悪
条
件
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
夫
婦
の
間
で
、

こ
れ
も
周
知
の
通
り
、
中
国
は
一
夫
多
妻
の
国
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
先
担
の
祭
を
絶
や
さ
ぬ
た
め
、
子
孫
繁
栄
の
た
め
と
い
う
立
派
な
理
由
が
あ
る
と

一
方
が
愛
情
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
が
、
相
手
に
と
っ
て
快
い
こ
と
で
あ
る

は
ず
は
な
い
。
女
性
の
不
倫
は
、
い
か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
、
絶
対
に
容
認
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
女
性
だ
け
が
と
の
束
縛
を
’
つ
け
て
い
た
の
で
あ

る
。
嫉
妬
は
婦
人
の
最
大
の
失
徳
と
し
て
、
道
徳
で
金
縛
り
に
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
女
性
に
と
っ
て
多
妻
の
制
度
が
、
本
来
的
に
幸
福
を
も
た
ら
す
は
ず

の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
嫉
妬
を
失
徳
の
第
一
と
し
た
こ
と
自
体
が
、
女
性
の
不
満
を
抑
え
つ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
多
妻

制
に
原
因
し
て
女
性
が
不
幸
に
陥
っ
た
例
は
、
歴
史
の
上
に
も
小
説
に
も
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
手
近
な
と
こ
ろ
で
も
『
紅
楼
夢
』
の
王
照

鳳
は
、
夫
買
瑳
の
妾
尤
二
姐
を
い
び
り
殺
し
、
二
姐
は
も
ち
ろ
ん
、
み
ず
か
ら
の
不
幸
の
種
を
も
播
い
て
い
る
。

『
浮
生
六
記
』
の
陳
芸
は
、
愛
す
る
夫
に
美
し
い
妾
を
持
た
せ
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
、
心
を
く
だ
い
た
。
こ
れ
を
、
歪
め
ら
れ
た
人
間
性
と
か
な
ん
と
か



評
す
る
の
は
、
わ
け
の
な
い
と
と
で
あ
る
。
王
照
鳳
の
嫉
妬
が
女
と
し
て
当
然
の
も
の
で
あ
る
乙
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
陳
芸
の
愛
情
も
、
彼
女
の

真
心
か
ら
出
た
も
の
に
は
違
い
な
い
。
そ
し
て
彼
女
は
死
ぬ
ま
で
夫
を
愛
し
、
夫
か
ら
も
愛
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
女
の
心
と
し
て
は
幸
福
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
ど
ん
な
悪
条
件
で
も
、
そ
れ
を
悪
条
件
と
意
識
し
な
い
時
、
そ
乙
に
幸
福
が
あ
り
得
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
芸
と
い
う
女
性
は
語
っ
て
い
る
よ
う

だ
。
幸
福
と
い
う
も
の
は
、
ま
こ
と
に
奇
妙
な
も
の
だ
と
思
わ
ぬ
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

お


