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〈
狂
気
〉
を
め
ぐ
る
欲
動
と
「
女
性
」
表
象

─
一九
二
〇
年
代
の
芥
川
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〈
狂
気
〉
表
象
に
つい
て

副
田
　
賢
二

１　
〈
狂
気
〉
表
象
を
め
ぐ
る
歴
史
性
と
そ
の
問
題
点

　

歴
史
的
に
主
に
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
線
か
ら
眺
め
ら
れ
た
︿
狂
気
﹀
の
領
域
は
︑
そ
の
逸
脱
性
と
非
日
常
性
ゆ
え
に
︑︿
知
﹀
を
占
有
す
る

主
体
側
の
欲
望
を
投
影
さ
れ
る
﹁
未
知
﹂
な
る
場
で
あ
り
続
け
た
︒︿
狂
気
﹀
へ
の
視
線
が
︑
外
界
に
対
す
る
意
味
的
区
画
化
の
欲
望
に
基
づ
く

︿
知
﹀
の
シ
ス
テ
ム
の
構
築
過
程
で
生
ま
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
︑﹁
狂
気
の
意
味
﹂
が
﹁
狂
気

の
判
断
に
完
全
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
意
識
﹂
と
し
て
の
﹁
批
判
的
な
狂
気
意
識
﹂︑﹁
あ
る
集
団
の
実
在
と
規
範
﹂
の
﹁
同
質
性
の
な
か
で
存

在
可
能
な
意
識
﹂
と
し
て
の
﹁
実
際
的
な
狂
気
意
識
﹂︑﹁
一
種
の
実
体
的
存
在
と
し
て
狂
気
を
指
示
す
る
﹂﹁
陳
述
的
な
狂
気
意
識
﹂︑﹁
狂
気
の

形
態
︑
そ
の
現
象
︑
そ
の
現
わ
れ
方
に
か
ん
し
て
展
開
さ
れ
る
﹂﹁
分
析
的
な
狂
気
意
識
﹂
の
間
の
﹁
内
的
抗
争
﹂
と
﹁
連
帯
﹂
に
お
い
て
生
ま

れ
た
と
す
る1

︒
そ
し
て
︑︿
正
常
／
狂
気
﹀
の
境
界
の
曖
昧
さ
ゆ
え
に
︑﹁
芸
術
﹂
も
︿
狂
気
﹀
と
親
和
的
で
あ
り
続
け
た
︒﹁
狂
気
と
芸
術
は
紙

一
重
﹂
の
認
識
は
も
は
や
古
び
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
過
ぎ
な
い
が
︑︿
狂
気
﹀
は
︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
を
示
唆
す
る
普
遍
的
主
題
と

し
て
芸
術
表
現
の
重
要
な
底
流
と
な
っ
た2

︒
そ
し
て
︑
男
性
の
ホ
モ
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
共
同
性
の
内
で
育
ま
れ
た
近
代
日
本
文
学
に
お
い
て
も
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︿
狂
気
﹀
は
特
権
的
表
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
︒
実
際
の
﹁
狂
気
﹂︑
つ
ま
り
統
合
失
調
症
や
双
極
性
障
害
や
心
的D

isorder

が
錯
綜
す
る
医
学
的
現

実
と
は
位
相
の
異
な
る
地
点
で
︿
狂
気
﹀
は
頻
繁
に
対
象
化
さ
れ
︑
そ
こ
に
あ
え
て

0

0

0

見
出
さ
れ
て
き
た
︒︿
狂
気
﹀
と
名
付
け
ら
れ
る
以
前
か
ら

﹁
狂
い
﹂
を
抱
え
た
存
在
は
様
々
な
物
語
を
生
ん
だ3

が
︑︿
内
面
﹀
を
対
象
化
す
る
方
法
と
し
て
文
学
が
権
威
化
さ
れ
る
過
程
で
︿
狂
気
﹀
は
主
題

化
さ
れ4

︑
時
に
﹁
近
代
﹂
の
幻
想
を
内
部
か
ら
解
体
す
る
批
評
的
契
機
に
も
な
っ
た
︒
絵
画
の
領
域
で
も
そ
の
主
題
は
一
七
世
紀
以
降
広
く
展
開

さ
れ
︑
一
九
世
紀
末
に
は
﹁
狂
気
を
測
定
し
︑
心
理
学
に
よ
っ
て
狂
気
を
正
当
化
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
世
界
の
ほ
う
が
︑
狂
気
の
正
面
で
自

分
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い5

﹂
事
態
が
訪
れ
る
︒
そ
し
て
芥
川
龍
之
介
も
ま
た
︑
そ
の
よ
う
な
︿
狂
気
﹀
の
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
共

有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
︒
一
九
二
〇
年
代
に
は
文
学
を
め
ぐ
る
消
費
形
態
が
転
換
し
従
来
の
枠
組
み
が
相
対
化
さ
れ
た
こ
と
は
様
々
な
面
で
指
摘

さ
れ
て
い
る6

が
︑
一
九
二
〇
年
代
初
期
の
芥
川
テ
ク
ス
ト
に
も
︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
の
主
題
が
頻
出
す
る
︒
そ
こ
で
は
そ
の
主
題
の
知

的
感
触
︑
つ
ま
り
全
て
は
絶
対
で
な
く
相
対
的
だ
と
い
う
認
識
の
布
置
の
心
地
よ
さ
こ
そ
が
小
説
を
﹁
文
学
﹂
た
ら
し
め
︑
そ
の
思
想
性
を
保
証

し
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
芥
川
研
究
も
共
犯
的
役
割
を
そ
こ
で
果
た
し
て
き
た
︒
例
え
ば
﹁
藪
の
中
﹂︵﹃
新
潮
﹄
一
九
二
二
・

一
︶
の
研
究
は
︑︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀︵﹁
藪
の
中
﹂
で
は
犯
罪
と
そ
の
証
言
の
真
実
／
虚
偽
に
デ
ザ
イ
ン
が
変
え
ら
れ
て
い
る
が
︶
と

し
て
テ
ク
ス
ト
に
設
定
さ
れ
た
策
略
に
つ
い
て
延
々
と
言
及
し
︑
そ
の
迷
宮
を
彷
徨
う
快
楽
に
自
足
し
が
ち
で
あ
っ
た7

︒

　

ま
ず
本
論
文
の
前
提
と
な
る
の
が
︑
芥
川
テ
ク
ス
ト
の
︿
狂
気
﹀
は
︑︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
や
人
間
の
︿
内
面
﹀
に
対
す
る
知
的
欲

求
を
主
題
化
す
る
概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
内
で
意
味
付
け
ら
れ
る
が
︑
そ
の
よ
う
に
︿
狂
気
﹀
を
意
味
化
す
る
言
説
自
体
が
擬
装
的

な
﹁
構
え
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
が
示
さ
れ
る
際
に
は
︑
あ
る
出
来
事
が
語
ら
れ
た
後
に
第
三

者
が
そ
の
﹁
事
実
﹂
に
対
し
別
角
度
か
ら
︵
し
ば
し
ば
皮
肉
な
︶
解
釈
的
証
言
を
す
る
パ
タ
ー
ン
が
頻
出
し
︑
そ
れ
を
含
め
た
一
連
の
言
説
が
そ

の
﹁
構
え
﹂
を
構
成
す
る
︒
実
際
に
そ
の
よ
う
な
﹁
構
え
﹂
こ
そ
が
︑
一
九
二
〇
年
代
初
期
の
文
学
の
主
要
な
モ
ー
ド
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑﹁
特
に
後
期
芥
川
の
作
品
読
解
で
は
﹁
狂
気
﹂
の
コ
ー
ド
が
特
権
化
さ
れ
︑
自
殺
に
至
る
ま
で
の
芥
川
の
心
理
の
読
み
取

り
が
中
心
的
な
課
題
に
な
っ
て
き
た8

﹂
そ
の
研
究
の
偏
向
が
︿
狂
気
﹀
の
特
権
化
を
促
進
し
た
面
も
あ
る
︒
芥
川
テ
ク
ス
ト
の
︿
狂
気
﹀
表
象

は
︑︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
の
主
題
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
作
家
の
現
実
の
例
証
で
も
な
い
︒
そ
も
そ
も
︿
狂
気
﹀
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は
芸
術
的
主
題
で
あ
っ
た
と
同
時
に
︑﹁
未
知
﹂
へ
の
欲
望
が
生
む
強
力
な
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
り
︑
そ
の
消
費
の
場
で
も
あ
っ
た
︒
ゆ
え
に
︿
狂

気
﹀
表
象
に
は
し
ば
し
ば
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
融
合
さ
れ
る
︒
写
真
の
登
場
は
そ
の
消
費
を
大
規
模
化
︑
簡
便
化
し
︑
そ
こ
で
︿
狂
気
﹀
は
︿
怪

異
﹀
の
ア
ウ
ラ
を
生
む
表
象
と
し
て
重
用
さ
れ
た
︒
一
八
七
〇
年
代
パ
リ
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
病
院
で
﹁
ヒ
ス
テ
リ
ー
﹂
に
陥
っ
た
女
性
の
エ

ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
肖
像
写
真
が
好
ん
で
消
費
さ
れ
た
こ
と9

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
写
真
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
自
体
が
︑︿
狂
気
﹀
を
賞
翫
す
る
上

で
最
適
な
︑
見
る
側
と
見
ら
れ
る
側
と
を
隔
絶
さ
せ
つ
つ
関
係
付
け
る
構
造
を
具
備
し
て
い
た10

︒
そ
こ
で
︿
狂
気
﹀
は
︑
現
実
社
会
で
は
周
縁
化

さ
れ
つ
つ
も
︑
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
慰
安
的
快
楽
を
一
方
的
に
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
消
費
の
場
と
な
っ
た
︒
そ
の
イ
メ
ー
ジ
消
費
が
一
般
化
し
た

一
九
二
〇
年
代
に
芥
川
テ
ク
ス
ト
に
浮
上
し
た
︿
狂
気
﹀
も
ま
た
︑
一
定
の
パ
タ
ー
ン
や
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
示
唆
さ
れ
る
よ
う
な
︑

断
片
的
な
消
費
物
で
あ
っ
た11

︒
そ
こ
で
︿
狂
気
﹀
は
︑︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
の
主
題
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
︿
非
現
実
﹀
と
し
て
の
﹁
妄

想
﹂﹁
幻
覚
﹂﹁
夢
﹂﹁
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
﹂
等
の
︿
狂
気
﹀
系
列
の
豊
富
な
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
自
立
的
に
表
象
化
さ
れ
る
︒
そ
こ
に
は
フ
ロ

イ
ト
心
理
学
の
受
容12

や
﹁
狂
人
画
﹂
へ
の
視
線13

︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
表
現
的
転
換14

等
の
多
様
な
要
因
が
作
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
の
表
象
化

は
︿
狂
気
﹀
を
意
味
的
に
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
知
的
欲
求
に
よ
っ
て
の
み
起
動
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒
芥
川
テ
ク
ス
ト
の
︿
狂
気
﹀
は
︑
対

象
化
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
︑
同
時
代
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
交
錯
す
る
場
で
あ
っ
た
と
同
時
に
︑
テ
ク
ス
ト
が
自
ら
を
同
時
代
の
言
説
空
間
に
棲
息
さ

せ
る
た
め
に
選
択
さ
れ
た
︑
イ
メ
ー
ジ
消
費
の
場
で
も
あ
っ
た
︒
そ
の
消
費
の
過
程
で
は
﹁
女
性
﹂
表
象
が
召
喚
さ
れ
︑︿
狂
気
﹀
と
エ
ロ
テ
ィ

シ
ズ
ム
が
融
合
さ
れ
る
︒︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
の
主
題
の
下
に
文
学
は
自
立
的
に
存
在
し
得
る
と
い
う
理
念
が
相
対
化
さ
れ
る
中
で
︑

イ
メ
ー
ジ
消
費
の
場
と
し
て
の
︿
狂
気
﹀
は
そ
こ
で
実
践
的
な
表
現
戦
略
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
だ
︒
芥
川
に
お
け
る
︿
狂
気
﹀
は
作
家
論
︑
表

現
論
の
両
面
で
特
権
化
さ
れ
て
き
た
が
︑
実
際
の
そ
の
︿
狂
気
﹀
表
象
の
多
く
が
︑
女
性
性
と
い
う
︿
他
者
﹀
の
領
域
を
深
く
取
り
込
む
こ
と
で

成
立
し
て
い
る
こ
と
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︿
狂
気
﹀
表
象
は
︑︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
と
い
う
意
味
性
を
纏
っ
た
隠
蔽
的
・

抑
圧
的
表
象
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
︒
本
論
文
は
︑
芥
川
テ
ク
ス
ト
の
︿
狂
気
﹀
を
特
権
化
す
る
こ
と
な
く
︑
そ
の
表
象
を
め
ぐ
る
テ
ク

ス
ト
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
︑
そ
こ
で
の
女
性
性
の
あ
り
方
に
注
目
し
つ
つ
解
析
す
る
も
の
で
あ
る
︒
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２　
「
奇
怪
な
再
会
」
の
〈
狂
気
〉
表
象
と
語
り
の
構
造

　

一
九
二
一
年
一
月
五
日
か
ら
二
月
二
日
ま
で
﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄
夕
刊
に
連
載
さ
れ
た
﹁
奇
怪
な
再
会
﹂
は
︑
題
名
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
自
ら

を
﹁
怪
異
も
の
﹂
と
し
て
演
出
す
る
傾
向
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
︒
語
彙
レ
ベ
ル
で
も
﹁
気
味
悪
さ
う
に
﹂﹁
不
意
に
妙
な
﹂︵
一
︶﹁
妙
に
﹂︵
二
︶

﹁
妙
な
瞬
き
﹂︵
五
︶﹁
妙
な
苦
笑
﹂︵
六
︶﹁
気
味
の
悪
さ
う
な
眼
つ
き
﹂︵
七
︶﹁
あ
ん
な
に
気
味
の
悪
か
つ
た
事
は
﹂︵
十
︶﹁
妙
な
幻
覚
﹂︵
十

一
︶﹁
不
思
議
な
程
﹂﹁
気
違
ひ
じ
み
て
ゐ
る
﹂﹁
す
べ
て
が
一
場
の
悪
夢
の
や
う
な
︑
気
味
の
悪
い
心
地
を
起
さ
せ
る
﹂︵
十
二
︶﹁
無
気
味
な
程
﹂

︵
十
四
︶
と
︿
怪
異
﹀
へ
の
方
向
付
け
が
頻
出
す
る
︒
ま
た
︑﹁
お
蓮
﹂
は
﹁
本
所
の
横
網
に
囲
は
れ
た
﹂﹁
遠
い
他
国
へ
流
れ
て
来
た
﹂﹁
妾
﹂
と

し
て
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
共
に
表
象
さ
れ
る
こ
と
で
︑
最
初
か
ら
読
者
の
欲
望
の
視
線
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　

そ
の
よ
う
な
表
現
戦
略
を
孕
む
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
︑
科
学
＝
医
学
的
視
線
に
よ
っ
て
﹁
対
象
化
さ
れ
る
︿
狂
気
﹀﹂
が
描
出
さ
れ
て
い
る
︒

前
章
で
指
摘
し
た
︑
過
去
の
﹁
事
実
﹂
に
対
し
別
角
度
か
ら
第
三
者
が
証
言
す
る
と
い
う
︑
当
時
﹁
高
等
落
語15

﹂
と
揶
揄
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
は
︑

こ
こ
で
は
﹁
Ｋ
と
云
ふ
医
者
﹂
と
﹁
婆
さ
ん
﹂
が
﹁
お
蓮
﹂
の
体
験
を
﹁
妄
想
﹂
と
し
て
相
対
化
し
︑
彼
女
の
︿
狂
気
﹀
を
﹁
客
観
的
﹂
に
立

証
す
る
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
︒
フ
ー
コ
ー
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
︑﹁
可
逆
的
﹂
な
も
の
と
し
て
の
﹁
狂
気
と
非
狂
気
の
対
立
﹂
を
感
受
し

﹁
狂
気
が
理
性
で
あ
り
︑
狂
気
意
識
が
狂
気
じ
た
い
の
隠
さ
れ
た
現
存
︑
そ
の
策
略
で
あ
る
﹂
事
態
を
誘
発
す
る
︑﹁
定
点
﹂
が
﹁
欠
如
﹂
し
た

﹁
批
判
的
な
狂
気
意
識16

﹂
が
そ
こ
に
発
動
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
は
﹁
狂
気
と
非
狂
気
の
対
立
﹂
の
可
逆
性
が
︿
現
実
／
非
現
実

の
相
対
性
﹀
の
主
題
に
そ
の
ま
ま
ス
ラ
イ
ド
さ
れ
︑﹁
定
点
﹂
の
﹁
欠
如
﹂
が
不
安
感
を
生
む
︒
実
際
に
﹁
影
﹂︵﹃
改
造
﹄
一
九
二
〇
・
九
︶
で

は
﹁
陳
彩
﹂
の
妻
﹁
房
子
﹂
の
性
的
領
域
へ
の
視
線
と
︿
狂
気
﹀
が
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
的
現
象
に
お
い
て
結
び
付
け
ら
れ
る
が
︑
そ
の
物
語

全
体
が
︑﹁
私
﹂
が
﹁
女
﹂
と
見
て
い
た
﹁﹃
影
﹄
の
映
画
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
﹁
落
ち
﹂
で
テ
ク
ス
ト
は
閉
じ
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
女
﹂
が

﹁
お
互
に
﹃
影
﹄
な
ん
ぞ
は
︑
気
に
し
な
い
や
う
に
し
ま
せ
う
ね
﹂
と
呟
く
の
で
あ
り
︑︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
を
示
唆
す
る
︿
狂
気
﹀
を

内
面
化
し
た
﹁
女
﹂
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
動
員
さ
れ
て
い
る
︒︿
狂
気
﹀
に
︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
を
見
出
し
︑
そ
こ
に
存
在
の

﹁
定
点
﹂
の
﹁
欠
如
﹂
と
し
て
の
︿
怪
異
﹀
を
演
出
し
よ
う
と
し
た
﹁
影
﹂
は
︑
同
時
代
の
﹁
批
判
的
な
狂
気
意
識
﹂
の
あ
り
方
の
み
に
依
拠
し



─ 185─

た
︵
そ
れ
故
に
貧
弱
な
︶
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
︒
た
だ
︑︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
を
帰
結
的
主
題
と
す
る
﹁
影
﹂
と
は
異
な
り
︑﹁
奇
怪
な

再
会
﹂
で
は
そ
の
証
言
が
物
語
の
進
行
過
程
の
各
所
︵﹁
五
﹂
末
尾
︑﹁
十
﹂︑﹁
十
三
﹂﹁
十
六
﹂
後
半
︑﹁
十
七
﹂
前
半
と
末
尾
︶
に
挿
入
さ
れ

る
︒
そ
こ
で
︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
を
示
す
証
言
は
︑
テ
ク
ス
ト
の
主
題
を
最
終
的
に
示
唆
す
る
解
釈
的
言
説
と
し
て
で
は
な
く
︑
テ
ク

ス
ト
を
起
動
す
る
機
能
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
︒
そ
れ
は
分
載
性
を
前
提
と
し
た
新
聞
小
説
と
し
て
の
戦
略
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

　

更
に
そ
こ
で
は
︑﹁
対
象
化
さ
れ
る
︿
狂
気
﹀﹂
と
は
別
の
形
態
で
も
︿
狂
気
﹀
が
見
出
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
Ｋ
﹂﹁
婆
さ
ん
﹂
の
饒
舌
な

証
言
的
語
り
と
は
別
に
︑
語
り
手
と
﹁
お
蓮
﹂
自
身
に
よ
っ
て
︑﹁
お
蓮
﹂
の
存
在
空
間
に
揺
曳
す
る
生
命
的
実
在
感
と
し
て
見
出
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
﹁
実
体
化
す
る
︿
狂
気
﹀﹂
で
あ
る
︒
一
貫
し
て
﹁
無
気
味
﹂
と
表
象
さ
れ
る
そ
の
︿
狂
気
﹀
は
︑﹁
対
象
化
さ
れ
る
︿
狂
気
﹀﹂
と
重
な
り

つ
つ
も
ず
れ
て
ゆ
き
︑
最
終
的
に
は
︿
怪
異
﹀
の
領
域
に
昇
華
さ
れ
る
︒
本
来
﹁
無
気
味
﹂
は
恣
意
的
な
感
覚
で
あ
る
が
︑﹁
怪
談
﹂
と
呼
ば
れ

る
言
説
の
場
合
の
よ
う
に
︑
そ
の
恣
意
性
ゆ
え
に
そ
れ
は
時
間
的
︑
空
間
的
限
定
を
超
え
て
拡
張
す
る
も
の
と
な
る
︒﹁
奇
怪
な
再
会
﹂
は
︑﹁
対

象
化
さ
れ
る
︿
狂
気
﹀﹂
の
物
語
と
い
う
外
貌
を
擬
装
し
な
が
ら
︑﹁
お
蓮
﹂
の
女
性
性
と
身
体
を
﹁
実
体
化
す
る
︿
狂
気
﹀﹂
と
し
て
消
費
す
る

テ
ク
ス
ト
で
あ
り
︑︿
狂
気
﹀
を
め
ぐ
る
そ
の
語
り
に
は
二
重
の
欲
望
が
抱
え
込
ま
れ
て
い
る17

︒
再
び
フ
ー
コ
ー
を
導
入
す
れ
ば
︑﹁
狂
気
の
性
質

を
定
め
る
こ
と
や
そ
の
資
格
を
な
く
さ
せ
る
こ
と
は
問
題
に
な
ら
ず
︑
一
種
の
実
体
的
存
在
と
し
て
狂
気
を
指
示
す
る
こ
と
だ
け
が
重
要
﹂
な

﹁
陳
述
的
な
狂
気
意
識18

﹂
が
︑﹁
批
判
的
な
狂
気
意
識
﹂
と
交
錯
し
つ
つ
そ
こ
に
顕
在
化
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
︒

　

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
テ
ク
ス
ト
内
で
の
﹁
奇
怪
﹂
な
事
象
の
呈
示
の
さ
れ
方
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
語
り
手
に
よ
っ
て
﹁
お
蓮
﹂
を
め

ぐ
る
様
々
な
﹁
奇
怪
﹂
と
︿
狂
気
﹀
が
専
有
的
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
︑
そ
の
﹁
お
蓮
﹂
自
身
が
そ
れ
を
自
発
的
に
﹁
発
見
﹂
す
る

と
い
う
体
裁
が
採
ら
れ
て
い
る
︒

お
蓮
は
何
時
か
大
勢
の
旅
客
と
︑
薄
暗
い
船
室
に
乗
り
合
つ
て
ゐ
る
︒︵
中
略
︶
乗
合
ひ
の
連
中
は
ど
う
し
た
訳
か
︑
皆
影
の
中
に
坐
つ
た

儘
︑
一
人
も
口
を
開
く
も
の
が
な
い
︒
お
蓮
は
だ
ん
だ
ん
こ
の
沈
黙
が
︑
恐
し
い
や
う
な
気
が
し
出
し
た
︒
そ
の
内
に
誰
か
が
彼
女
の
後

へ
︑
歩
み
寄
つ
た
ら
し
い
け
は
ひ
が
す
る
︒
彼
女
は
思
は
ず
振
り
向
い
た
︒
す
る
と
後
に
は
別
れ
た
男
が
︑
悲
し
さ
う
な
微
笑
を
浮
べ
な
が

ら
︑
ぢ
つ
と
彼
女
を
見
下
し
て
ゐ
る
︒
︙
︙
︙
︙
︙
︙
︙
︙
︙
︙
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﹁
金
さ
ん
︒﹂ 

︵
二
︶

　
﹁
金
さ
ん
﹂
へ
の
想
い
は
﹁
お
蓮
﹂
の
︿
狂
気
﹀
の
縦
軸
に
な
る
要
素
だ
が
︑
そ
れ
は
こ
の
﹁
夢
﹂
の
場
面
で
初
め
て
浮
上
す
る
︒
こ
の
直
後

の
﹁
お
蓮
は
彼
女
自
身
の
声
に
︑
明
け
方
の
眠
か
ら
覚
ま
さ
れ
た
﹂
の
一
節
は
︑﹁
お
蓮
﹂
の
︿
狂
気
﹀
を
構
成
す
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
構
造
を

象
徴
的
に
示
す
も
の
だ
︒
更
に
﹁
三
﹂
で
﹁
男
の
夢
を
見
た
二
三
日
後
﹂
に
﹁
ふ
と
﹁
身
上
判
断
︑
玄
象
道
人
﹂
と
云
ふ
旗
﹂
を
見
て
﹁
男
が
昨

今
ど
う
し
て
ゐ
る
か
︑
占
つ
て
貰
は
う
と
云
ふ
気
﹂
に
な
る
︒
そ
こ
で
﹁
滄
桑
の
変
﹂
の
幻
想
と
﹁
金
︑
金
︑
金
﹂
の
文
字
の
連
な
り
が
﹁
お

蓮
﹂
の
内
部
に
呼
び
込
ま
れ
︑
そ
の
文
字
を
長
火
鉢
の
灰
に
書
い
て
い
た
途
中
﹁
白
い
小
犬
﹂
に
出
会
う
︒﹁
五
﹂
ま
で
は
﹁
お
蓮
﹂
に
よ
る

﹁
奇
怪
﹂
の
主
体
的
﹁
発
見
﹂
が
主
調
で
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
小
犬
﹂
は
﹁
対
象
化
さ
れ
る
︿
狂
気
﹀﹂
の
領
域
で
は
捕
捉
し
難
い
存
在
と
し
て
以
後

重
要
な
役
割
を
果
た
す
︒﹁
五
﹂
末
尾
で
は
﹁
婆
さ
ん
﹂
の
﹁
何
し
ろ
薄
暗
い
ラ
ン
プ
の
光
に
︑
あ
の
白
犬
が
御
新
造
の
寝
顔
を
し
げ
し
げ
見
て

ゐ
た
事
も
あ
つ
た
ん
で
す
か
ら
﹂
と
の
発
言
で
﹁
小
犬
﹂
が
﹁
お
蓮
﹂
と
内
密
に
交
通
し
て
い
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
︑﹁
六
﹂
で
は
﹁
牧
野
﹂

に
﹁
此
処
の
家
へ
来
る
男
﹂
に
擬
さ
れ
た
後
﹁
二
人
の
枕
も
と
へ
は
い
つ
て
来
﹂
て
﹁
ぢ
つ
と
彼
等
を
眺
め
出
﹂
す
︒
そ
こ
で
﹁
お
蓮
は
何
だ
か

そ
の
眼
つ
き
が
︑
人
の
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
つ
た
﹂
と
︑
ま
た
も
﹁
お
蓮
﹂
が
自
ら
﹁
小
犬
﹂
の
﹁
奇
怪
﹂
を
感
受
す
る
︒﹁
八
﹂
で
は

﹁
昨
夜
の
夢
を
思
ひ
出
し
﹂
な
が
ら
﹁
手
水
を
使
ふ
為
に
肌
を
脱
い
だ
﹂﹁
お
蓮
﹂
の
背
中
に
﹁
小
犬
﹂
が
鼻
を
押
し
つ
け
る
が
︑﹁
彼
女
は
格
別

驚
き
も
せ
ず
︑
艶
い
た
眼
を
後
へ
投
げ
た
﹂
と
両
者
の
交
通
の
可
能
性
が
仄
め
か
さ
れ
る
︒
こ
の
﹁
小
犬
﹂
は
︑﹁
金
さ
ん
﹂
の
記
憶
を
想
起
さ

せ
る
象
徴
存
在
に
留
ま
ら
ず
︑
そ
の
性
的
欲
望
で
テ
ク
ス
ト
の
﹁
奇
怪
﹂
を
拡
張
す
る
実
体
存
在
で
あ
る
︒
そ
こ
で
﹁
お
蓮
﹂
は
﹁
小
犬
﹂
を
含

め
た
﹁
奇
怪
﹂
の
﹁
発
見
﹂
に
関
し
無
知
で
無
垢
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
が
︑
そ
こ
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
擬
装
性
が
あ
る
︒

　

そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
欲
動
を
示
す
も
う
一
つ
の
実
体
存
在
が
﹁
膃お

つ
と
せ
い

肭
獣
﹂
で
あ
る
︒﹁
十
四
﹂
で
﹁
田
宮
﹂
は
﹁
膃
肭
獣
﹂
の
﹁
赤
い
鑵

詰
﹂
を
﹁
お
蓮
﹂
に
渡
し
︑﹁
あ
な
た
は
気
の
ふ
さ
ぐ
の
が
病
だ
つ
て
云
ふ
か
ら
︑
こ
れ
を
一
つ
献
上
し
ま
す
﹂
と
語
る
︒
女
性
で
あ
る
﹁
お
蓮
﹂

の
﹁
憂
鬱
﹂
の
要
因
を
性
的
抑
圧
や
活
力
の
減
退
に
見
出
す
こ
の
視
線
が
︑
男
性
側
の
偏
見
と
好
奇
心
が
生
む
差
別
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い19

が
︑﹁
田
宮
﹂
は
﹁
牡
が
一
匹
ゐ
る
所
に
は
︑
牝
が
百
匹
も
く
つ
ゝ
い
て
ゐ
る
﹂﹁
膃
肭
獣
﹂
は
﹁
人
間
に
す
る
と
︑
牧
野
さ
ん
と

云
ふ
所
で
す
﹂﹁
だ
か
ら
一
つ
牧
野
さ
ん
だ
と
思
つ
て
﹂﹁
御
上
ん
な
さ
い
﹂
と
語
る
︒
つ
ま
り
そ
こ
で
は
性
的
イ
メ
ー
ジ
と
同
時
に
︑﹁
牧
野
＝
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膃
肭
獣
﹂
を
﹁
お
蓮
﹂
が
食
べ
る
と
い
う
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
的
イ
メ
ー
ジ
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒
社
会
化
さ
れ
た
男
性
性
を
過
剰
に
具
備
す

る
﹁
田
宮
﹂
に
よ
り
︑﹁
お
蓮
﹂
が
抱
え
る
﹁
実
体
化
す
る
︿
狂
気
﹀﹂
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
内
部
が
開
示
さ
れ
︑
そ
の
﹁
猟
奇
﹂
性
が
物
語
の
展
開

を
促
す
と
い
う
構
造
が
そ
こ
に
は
あ
る
︒
そ
こ
で
﹁
お
蓮
﹂
の
﹁
無
気
味
﹂
さ
は
︑﹁
田
宮
﹂
を
媒
介
に
し
て
性
的
な
要
素
と
化
合
し
︑
実
体
化

さ
れ
る
︒﹁
十
﹂
で
も
﹁
婆
さ
ん
﹂
が
﹁
あ
の
白
犬
が
病
み
つ
い
た
の
は
﹂﹁
田
宮
の
旦
那
が
御
見
え
に
な
つ
た
︑
丁
度
そ
の
明
く
る
日
で
す
よ
﹂

と
証
言
し
て
お
り
︑﹁
田
宮
﹂
が
テ
ク
ス
ト
の
﹁
奇
怪
﹂
の
拡
張
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
そ
し
て
﹁
十
五
﹂
で
は
﹁
剃
刀
﹂
を
手
に

﹁
牧
野
の
畜
生
め
﹂
と
呟
く
﹁
お
蓮
﹂
に
つ
い
て
語
り
手
が
﹁
何
時
か
彼
女
の
心
の
中
に
は
︑
狂
暴
な
野
性
が
動
い
て
ゐ
た
︒
そ
れ
は
彼
女
が
身

を
売
る
ま
で
に
︑
邪
慳
な
継
母
と
の
争
ひ
か
ら
︑
荒
む
儘
に
任
せ
た
野
性
だ
つ
た
﹂﹁
こ
の
数
年
間
の
生
活
が
押
し
隠
し
て
ゐ
た
野
性
だ
つ
た
﹂

と
説
明
す
る
︒
芥
川
テ
ク
ス
ト
に
頻
出
し
研
究
上
の
タ
ー
ム
で
も
あ
る
﹁
野
性20

﹂
が
こ
こ
で
使
わ
れ
る
の
だ
が
︑
そ
の
内
実
は
テ
ク
ス
ト
上
で
は

判
然
と
し
な
い
︒
畏
怖
と
好
奇
心
の
下
に
﹁
女
性
﹂
に
﹁
自
然
﹂
や
﹁
野
性
﹂
を
見
出
す
意
識
は
普
遍
的
な
も
の21

だ
が
︑
語
り
手
が
﹁
お
蓮
﹂
の

︿
狂
気
﹀
を
﹁
狂
暴
な
野
性
﹂
と
実
体
化
す
る
こ
と
で
︑﹁
お
蓮
﹂
は
類
型
化
さ
れ
た
典
型
的
な
︿
狂
女
﹀
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

３　

女
性
性
と
し
て
の
〈
狂
気
〉
の
消
費

　

ま
た
︑
テ
ク
ス
ト
の
︿
狂
気
﹀
表
象
に
お
い
て
は
︑﹁
十
二
﹂
で
突
然
来
訪
し
﹁
お
蓮
﹂
に
﹁
皮
肉
ら
し
い
調
子
な
ぞ
は
︑
不
思
議
な
程
罩
つ

て
ゐ
な
﹂
い
﹁
御
願
ひ
﹂
を
す
る
﹁
牧
野
の
妻
﹂
も
注
目
さ
れ
る
︒

　
﹁
い
え
︑
御
願
ひ
と
申
し
ま
し
た
所
が
︑
大
し
た
事
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
︑
─
実
は
近
々
に
東
京
中
が
︑
森
に
な
る
さ
う
で
ご
ざ
い

ま
す
か
ら
︑
そ
の
節
は
ど
う
か
牧
野
同
様
︑
私
も
御
宅
へ
御
置
き
下
さ
い
ま
し
︒
御
願
ひ
と
云
ふ
の
は
こ
れ
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
︒﹂

　

こ
の
奇
妙
な
振
舞
い
は
︑﹁
十
三
﹂
後
半
の
﹁
婆
さ
ん
﹂
の
語
り
で
﹁
お
蓮
﹂
の
妄
想
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
今
度
の
御
病
気

は
︑
あ
の
時
分
に
も
う
き
ざ
し
て
ゐ
た
﹂
と
さ
れ
︑﹁
お
蓮
﹂
が
﹁
御
玄
関
先
へ
︑
ぼ
ん
や
り
と
唯
坐
つ
て
い
﹂
る
前
で
﹁
あ
ち
ら
の
御
新
造
﹂

が
﹁
悪
丁
寧
な
嫌
味
の
あ
り
つ
た
け
を
並
べ
て
﹂
い
た
様
を
目
撃
し
た
と
語
ら
れ
る
︒
更
に
﹁
お
蓮
﹂
の
﹁
私
な
ん
ぞ
の
所
へ
来
て
も
︑
嫌
味

一
つ
云
は
な
い
ん
だ
か
ら
︑
あ
れ
が
ほ
ん
た
う
の
結
構
人
だ
ら
う
ね
﹂﹁
可
哀
さ
う
に
あ
の
人
は
︑
気
が
少
し
変
な
ん
だ
よ
﹂
と
の
発
言
を
紹
介
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し
︑﹁
十
二
﹂
の
描
写
が
﹁
お
蓮
﹂
の
幻
覚
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
︒
本
論
文
で
は
︑﹁
十
二
﹂
の
描
写
と
﹁
十
三
﹂
の
﹁
婆
さ
ん
﹂

の
証
言
の
ど
ち
ら
が
﹁
現
実
﹂
か
と
い
う
点
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
︒
重
要
な
の
は
︑
こ
こ
で
﹁
お
蓮
﹂
の
主
体
性
が
﹁
牧
野
の
妻
﹂
の
女
性

性
の
領
域
と
融
合
す
る
こ
と
で
︑
更
な
る
︿
狂
気
﹀
の
実
体
化
が
起
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
十
二
﹂
で
は
︑
続
い
て
﹁
そ
れ
が
猶
更
お
蓮
に

は
︑
す
べ
て
が
一
場
の
悪
夢
の
や
う
な
︑
気
味
の
悪
い
心
地
を
起
さ
せ
る
の
だ
つ
た
﹂
と
語
ら
れ
る
こ
と
で
︑﹁
お
蓮
﹂
は
﹁
牧
野
の
妻
﹂
の
女

性
性
の
内
部
に
︿
狂
気
﹀
を
﹁
発
見
﹂
し
︑
そ
の
﹁
気
味
の
悪
﹂
さ
を
感
受
す
る
存
在
と
し
て
主
体
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒
そ
れ
が
後
に
﹁
妄

想
﹂
と
さ
れ
る
こ
と
は
︑
そ
の
主
体
化
の
恣
意
性
を
擬
装
す
る
仕
掛
け
に
過
ぎ
な
い
︒
引
用
し
た
﹁
牧
野
の
妻
﹂
の
言
葉
の
中
で
﹁
そ
の
節
は

ど
う
か
牧
野
同
様
︑
私
も
御
宅
へ
御
置
き
下
さ
い
ま
し
﹂︵
傍
線
副
田
︶
と
︑
密
か
に
﹁
お
蓮
﹂
が
そ
の
状
況
の
主
体
者
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い

る
︵﹁
牧
野
﹂
を
自
宅
に
置
い
て
い
る
﹁
お
蓮
﹂
像
︶
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
︒
ま
た
︑﹁
十
三
﹂
で
﹁
何
時
か
興
奮
し
出
し
た
お
蓮
﹂
は
﹁
私
は
ど

う
な
つ
て
も
好
い
ん
で
す
け
れ
ど
﹂
と
﹁
牧
野
の
妻
﹂
の
台
詞
を
模
倣
し
つ
つ
﹁
御
新
造
を
捨
て
な
い
で
下
さ
い
﹂
と
懇
願
し
︑﹁
私
の
国
で
も

女
と
云
ふ
も
の
は
﹂
と
語
り
始
め
よ
う
と
す
る
が
﹁
牧
野
﹂
に
遮
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
﹁
お
蓮
﹂
が
﹁
牧
野
の
妻
﹂
に
抱
く
同
情
と
共
感
は
︑
そ
れ

が
﹁
妄
想
﹂
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑﹁
女
と
云
ふ
も
の
﹂︑
つ
ま
り
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
趣
向
的
に
﹁
加
工
﹂
さ
れ
続
け
た
領
域
が
孕
む
他
者
性
を
︑

日
本
／
中
国
の
対
比
項
の
導
入
を
含
め
て
露
出
さ
せ
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
は
﹁
牧
野
﹂
と
﹁
婆
さ

ん
﹂
に
よ
り
遮
断
︑
相
対
化
さ
れ
︑
そ
の
﹁
興
奮
﹂
は
﹁
憂
鬱
﹂
か
ら
﹁
野
性
﹂︑
そ
し
て
﹁
妄
想
﹂
の
モ
ー
ド
へ
と
変
換
さ
れ
る
︒
更
に
﹁
十

五
﹂
で
﹁
お
蓮
﹂
が
示
す
攻
撃
性
を
そ
の
﹁
妄
想
﹂
の
中
で
宥
め
る
の
が
︑
母
国
で
﹁
朋
輩
の
一
人
﹂
で
あ
っ
た
﹁
一
枝
さ
ん
﹂
で
あ
る
こ
と
も

象
徴
的
で
あ
る
︒
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
語
り
手
の
統
御
の
下
に
︑︿
狂
気
﹀
を
﹁
お
蓮
﹂
の
主
体
的
視
線
に
お
い
て
見
出
し
︑
そ
こ
で
女
性
性
を

配
列
︑
消
費
し
な
が
ら
︑︿
狂
気
﹀
を
﹁
奇
怪
﹂
と
し
て
複
合
的
に
発
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
テ
ク
ス
ト
の
欲
動
は
︑﹁
お
蓮
﹂
の
︿
内
面
﹀
を
︑
性

的
欲
望
を
含
め
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
渦
巻
く
放
埒
な
カ
オ
ス
と
し
て
実
体
化
す
る
こ
と
で
自
己
完
結
す
る
︒
当
然
そ
の
よ
う
な
表
象
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

配
置
は
偏
向
し
た
男
性
中
心
主
義
的
視
線
に
基
づ
く
も
の
だ
が
︑
従
来
の
芥
川
研
究
で
は
無
難
に
処
理
さ
れ
て
き
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
︑
芥
川
テ

ク
ス
ト
の
︿
狂
気
﹀
表
象
を
生
み
出
す
欲
動
の
構
造
を
如
実
に
示
す
︑
い
わ
ば
﹁
不
用
意
な
﹂
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
︒﹁
お

蓮
﹂
の
︿
狂
気
﹀
は
︑﹁
Ｋ
脳
病
院
の
患
者
の
一
人
﹂
と
し
て
の
﹁
お
蓮
─
本
名
は
孟
蕙
蓮
﹂
が
写
っ
た
﹁
古
写
真
﹂
と
︑﹁
十
六
﹂﹁
十
七
﹂
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で
﹁
婆
さ
ん
﹂
に
代
わ
っ
て
語
り
始
め
る
﹁
Ｋ
﹂︵
語
り
手
﹁
私
﹂
の
﹁
友
人
﹂
で
あ
る
こ
と
が
テ
ク
ス
ト
内
で
三
回
強
調
さ
れ
て
い
る
︶
に
よ

っ
て
最
終
的
に
対
象
化
さ
れ
︑
意
味
的
に
同
定
さ
れ
る
︒﹁
影
﹂
で
も
﹁
書
記
の
今
西
﹂
が
所
有
す
る
﹁
房
子
﹂
の
写
真
が
︿
狂
気
﹀
の
中
核
と

な
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
︑
そ
の
﹁
房
子
﹂
は
︿
狂
気
﹀
を
見
出
さ
れ
る
二
次
元
の
対
象
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
対
象
化
さ
れ

た
︿
狂
気
﹀
は
︑﹁
古
写
真
﹂
の
中
の
﹁
お
蓮
﹂
と
同
じ
く
︑﹁︽
そ
れ
は

0

0

0

＝
か
つ
て

0

0

0

＝
あ
っ
た

0

0

0

︾22

﹂︵
傍
点
原
文
︶
も
の
と
し
て
歴
史
化
さ
れ
る
︒

西
山
康
一
は
︑
大
正
中
期
の
﹁
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
﹂
の
中
で
﹁
人
々
は
︿
狂
気
﹀
以
外
に
も
様
々
な
︿
他
者
﹀
的
存
在
を
欲
望

し
︑
ま
た
実
際
そ
れ
を
見
出
し
消
費
す
る
こ
と
で
︑
彼
ら
と
の
境
界
線
を
ま
す
ま
す
自
明
の
も
の
と
し
て
い
っ
た
﹂
が
﹁
そ
う
し
た
境
界
作
り

と
可
視
化
の
共
犯
関
係
の
中
で
︑
逆
説
的
に
も
本
当
の
意
味
で
の
︿
他
者
﹀
性
が
見
失
わ
れ
て
ゆ
く
﹂
と
す
る23

が
︑
一
九
二
一
年
の
﹁
奇
怪
な

再
会
﹂
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
明
快
な
構
図
で
︿
狂
気
﹀
が
処
理
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
︒
そ
こ
で
は
︿
狂
気
﹀︵﹁
お
蓮
﹂︶
と
︿
正
常
﹀︵﹁
お

蓮
﹂
以
外
の
登
場
人
物
と
語
り
手
と
読
者
︶
と
の
間
に
︿
正
常
﹀
側
か
ら
境
界
線
が
引
か
れ
る
︵︿
狂
気
﹀
の
対
象
化
︶
と
同
時
に
︑︿
狂
気
﹀
側

︵﹁
お
蓮
／
女
性
﹂︶
か
ら
も
そ
れ
が
上
書
き
さ
れ
︵︿
狂
気
﹀
の
実
体
化
︶︑
そ
こ
で
﹁
対
象
化
さ
れ
る
︿
狂
気
﹀﹂
に
回
収
さ
れ
な
い
グ
ロ
テ
ス
ク

な
︿
狂
気
﹀
の
内
部
が
開
示
さ
れ
る
の
だ
︒
そ
こ
で
﹁
お
蓮
﹂
は
︿
狂
気
﹀
の
所
有
者
か
つ
発
見
者
と
い
う
二
重
化
さ
れ
た
主
体
と
し
て
消
費
さ

れ
︑
そ
の
﹁
野
性
﹂
と
﹁
妄
想
﹂
の
内
に
趣
向
と
し
て
の
︿
怪
異
﹀
が
醸
成
さ
れ
る
︒
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
自
ら
の
物
語
を
最
初
か
ら
﹁
奇
怪
﹂

と
し
て
枠
付
け
し
︑
そ
こ
に
自
在
な
想
像
力
を
発
現
さ
せ
な
い

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
︑
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
言
説
空
間
に
棲
息
し
よ
う
と
し
た
の

だ
︒︿
狂
気
﹀
の
対
象
化
と
共
に
︑
女
性
性
の
領
域
で
︿
狂
気
﹀
を
貪
欲
に
消
費
す
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
﹁
消
費
さ
れ

る
言
葉
﹂
の
一
つ
の
モ
ー
ド
を
示
し
て
い
る24

︒
た
だ
︑
そ
こ
で
︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
の
主
題
を
展
開
し
つ
つ
︑
そ
れ
を
語
り
の
内
部
で

断
片
化
し
︑
テ
ク
ス
ト
を
起
動
す
る
機
能
と
し
て
用
い
た
こ
と
は
︑
そ
の
﹁
構
え
﹂
か
ら
の
離
脱
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
そ
の

︿
狂
気
﹀
表
象
自
体
は
女
性
性
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
依
拠
し
た
薄
弱
な
も
の
だ
が
︑
そ
れ
が
﹁
可
能
性
と
し
て
の
︿
怪
異
﹀﹂
と
し
て
の
新
た
な

方
法
論
の
フ
ェ
ー
ズ
を
呼
び
寄
せ
た
と
い
う
面
も
否
定
で
き
な
い
︒
こ
れ
以
降
︑
芥
川
テ
ク
ス
ト
の
︿
狂
気
﹀
表
象
は
︑
小
説
表
現
の
方
法
的
試

行
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
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４　
〈
狂
気
〉
表
象
の
構
造
と
同
時
代
言
説

　

芥
川
テ
ク
ス
ト
の
︿
狂
気
﹀
は
作
家
論
的
側
面
や
後
期
テ
ク
ス
ト
で
の
あ
り
方
が
注
目
さ
れ
が
ち
だ
が
︑
一
九
二
〇
年
前
後
か
ら
そ
れ
は
様
々

な
設
定
で
使
用
さ
れ
て
い
た
︒
同
じ
く
﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄
連
載
の
﹁
路
上
﹂︵
一
九
一
九
・
六
・
三
〇
～
八
・
八
︶
の
﹁
二
十
五
﹂
か
ら
﹁
二

十
九
﹂
に
は
﹁
俊
助
﹂
が
﹁
初
子
﹂﹁
辰
子
﹂
と
共
に
﹁
癲
狂
院
﹂
を
見
学
す
る
場
面
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
初
子
﹂
が
構
想
す
る
小

説
の
中
で
﹁
女
主
人
公
﹂
を
﹁
最
後
に
ど
こ
か
の
癲
狂
院
で
︑
絶
命
﹂
さ
せ
る
場
面
を
書
く
た
め
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
︑﹁
熱
心
に
﹂﹁
好
奇
心

に
満
ち
た
眼
を
輝
か
せ
て
﹂﹁
患
者
﹂
を
観
察
す
る
﹁
初
子
﹂
は
︑
小
説
戧
作
と
い
う
特
権
化
さ
れ
た
意
義
の
下
に
︿
狂
気
﹀
を
非
日
常
的
ト
ピ

ッ
ク
ス
と
し
て
貪
欲
に
求
め
る
消
費
者
で
あ
っ
た
︒
こ
の
場
面
の
描
写
は
︑
明
治
三
〇
年
代
か
ら
展
開
さ
れ
る
﹁︿
精
神
病
院
参
観
記
﹀
と
い
う

言
説
ジ
ャ
ン
ル25

﹂
の
系
譜
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
︑
本
質
的
に
﹁
新
た
な
対
象
を
見
出
す
こ
と
で
は
な
く
︑
既
に
獲
得
さ
れ

て
い
る
観
念
の
枠
組
の
投
影
な
い
し
再
確
認
で
し
か
な
い26

﹂
そ
の
よ
う
な
︿
狂
気
﹀
の
﹁
見
学
﹂
は
︑︿
狂
気
﹀
を
め
ぐ
る
当
時
の
一
般
的
な
消

費
形
態
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
﹁
実
際
厳
密
な
意
味
で
は
︑
普
通
正
気
で
通
つ
て
ゐ
る
人
間
と
精
神
病
患
者
と
の
境
界
線
が
︑
存
外
は
つ

き
り
し
て
ゐ
な
い
の
で
す
︒
況
ん
や
か
の
天
才
と
称
す
る
連
中
に
な
る
と
︑
ま
づ
精
神
病
者
と
の
間
に
︑
全
然
差
別
が
な
い
と
云
つ
て
も
差
支
へ

あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
﹁
ロ
ム
ブ
ロ
ゾ
オ
﹂
に
言
及
し
つ
つ
語
る
﹁
癲
狂
院
﹂
の
説
明
者
﹁
新
田
﹂
は
︑︿
狂
気
﹀
を
医
学
的
に
対
象
化
す
る
存
在
と

し
て
登
場
す
る
︒﹁
こ
の
連
中
が
死
ん
だ
後
で
︑
脳
髄
を
出
し
て
見
る
と
ね
︑
う
す
赤
い
皺
の
重
な
り
合
つ
た
上
に
︑
ま
る
で
卵
の
白
味
の
や
う

な
物
が
︑
ほ
ん
の
指
先
程
︑
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
ん
だ
よ
﹂﹁
つ
ま
り
磐
梯
山
の
爆
発
も
︑
ク
レ
マ
ン
ソ
オ
へ
出
し
た
辞
職
届
も
︑
女
た
ら
し
の
大
学

生
も
︑
皆
そ
の
白
味
の
や
う
な
物
か
ら
出
て
来
る
ん
だ
︑
我
々
の
思
想
や
感
想
だ
つ
て
─
ま
あ
︑
他
は
推
し
て
知
る
べ
し
だ
ね
﹂
と
語
る
そ
の

言
葉
も
ま
た
︑︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
を
︿
正
常
／
狂
気
﹀
の
枠
組
み
内
で
示
唆
す
る
︒﹁
狂
人
﹂
の
﹁
脳
髄
﹂
を
め
ぐ
る
こ
の
言
説
は
︑

﹁
或
阿
呆
の
一
生
﹂
の
﹁
二　

母
﹂︵﹃
改
造
﹄
一
九
二
七
・
一
〇
︶
で
も
﹁
母
﹂
へ
の
回
想
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
実
際

に
﹁
脳
髄
﹂
は
︑
一
九
二
〇
年
前
後
の
精
神
医
学
に
お
け
る
重
要
な
研
究
対
象
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
脳
内
の
器
質
的
機
能
に
注
目
す
る
病
理
学

的
視
線
は
一
八
世
紀
中
盤
の
メ
ッ
ケ
ル
の
実
験
以
降
顕
在
化
し
た27

も
の
で
あ
ろ
う
が
︑
近
代
日
本
へ
の
移
入
に
つ
い
て
小
林
洋
介
は
︑
呉
秀
三
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﹃
精
神
病
学
集
要
﹄︵
一
八
九
四
︑
九
五　

太
暭
庵
︶
が
﹁
精
神
病
を
﹁
脳
髄
病
﹂
と
規
定
﹂
し
﹁
精
神
病
学
ハ
医
学
ト
シ
テ
ハ
脳
髄
病
理
学
﹂
と

の
認
識
を
示
し
て
い
る
と
し
て
︑
そ
こ
に
﹁
精
神
病
﹂
を
﹁
脳
・
神
経
系
と
い
う
身
体
の
病

0

0

0

0

と
し
て
扱
﹂︵
傍
点
原
文
︶
う
思
想
を
見
出
し
て
い

る28

︒
一
九
二
〇
年
代
に
は
︑
そ
の
認
識
が
よ
り
大
衆
化
さ
れ
て
普
及
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
九
二
一
年
八
月
六
日
の
﹃
読
売
新
聞
﹄
五
面
に
は

﹁
完
成
に
近
附
い
た
脳
髄
の
研
究
﹂
の
見
出
し
で
﹁
東
大
の
杉
田
博
士
が
率
先
で　

全
世
界
中
の
鳥
獣
六
百
余
種
を
集
め　

人
類
の
脳
と
の
比
較

研
究　

学
界
最
大
の
蒐
集
﹂
と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒﹁
杉
田
直
樹
博
士
が
主
と
な
つ
て
昨
年
四
月
以
来
莫
大
の
費
用
を
投
じ
﹂
た
﹁
脳

髄
﹂
蒐
集
に
よ
り
﹁
人
類
精
神
機
能
乃
至
脳
髄
其
物
と
の
細
密
な
比
較
研
究
を
組
織
的
に
開
始
す
る
筈
﹂
で
あ
り
︑﹁
人
間
な
り
其
他
動
物
其
物

の
本
来
を
研
究
す
る
に
は
勿
論
必⎝

マ
マ
⎠

　

で
も
あ
﹂
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
﹁
先
き
に
文
部
省
か
ら
交
附
さ
れ
た
科
学
奨
励
資
金
に
よ
る
研

究
と
し
て
﹃
日
本
人
脳
髄
皮
質
の
解
剖
研
究
﹄
も
一
段
落
を
告
げ
た
処
な
の
で
﹂
と
の
記
述
も
あ
り
︑﹁
脳
髄
﹂
に
お
い
て
精
神
が
病
理
学
的
・

解
剖
学
的
視
座
か
ら
対
象
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
の
記
事
に
は
﹁
脳
髄
﹂
上
の
﹁
卵
の
白
味
の
や
う
な
物
﹂
が
︿
狂
気
﹀
の
実
体
で

あ
る
と
す
る
言
説
は
見
ら
れ
な
い29

が
︑﹁
人
間
な
り
其
他
動
物
其
物
の
本
来
﹂
を
生
み
出
す
中
核
器
官
と
し
て
﹁
脳
髄
﹂
が
意
味
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
小
林
秀
雄
﹁
一
ツ
の
脳
髄
﹂︵﹃
青
銅
時
代
﹄
一
九
二
四
・
七
︶
の
﹁
自
分
の
脳
髄
を
ガ

ラ
ス
張
り
の
飾
り
箱
に
入
れ
て
︑
毀
れ
る
か
毀
れ
る
か
と
思
ひ
乍
ら
捧
げ
て
行
く
様
な
気
持
ち
﹂
に
繫
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
頭
の
内
側
﹂
の

﹁
痒
﹂
さ
で
あ
り
︑
い
つ
の
間
に
か
﹁
重
い
石
塊
に
代
つ
て
ゐ
た
﹂﹁
脳
髄
﹂
は
︑﹁
私
﹂
の
自
意
識
と
身
体
を
め
ぐ
る
象
徴
性
を
付
与
さ
れ
て
い

る
︒
た
だ
︑﹁
路
上
﹂
で
﹁
う
す
赤
い
皺
の
重
な
り
合
つ
た
上
に
︑
ま
る
で
卵
の
白
味
の
や
う
な
物
が
︑
ほ
ん
の
指
先
程
︑
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
﹂
と

執
拗
に
描
写
さ
れ
る
﹁
脳
髄
﹂
は
︑
そ
の
よ
う
な
象
徴
的
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
﹁
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
的
快
楽30

﹂
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
い
う

枠
組
み
を
超
え
た
︑
解
剖
学
的
欲
望
が
も
た
ら
し
た
グ
ロ
テ
ス
ク
な
身
体
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
︑﹁
奇
怪
な
再
会
﹂
で
は
﹁
小
犬
﹂
の
﹁
鼻
先
﹂
や

﹁
膃
肭
獣
﹂
の
実
在
感
と
し
て
そ
れ
は
浮
上
し
︑
テ
ク
ス
ト
の
﹁
無
気
味
﹂
さ
を
構
成
し
て
い
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
芥
川
テ
ク
ス
ト
の
︿
狂
気
﹀

は
︑
旧
来
の
文
学
的
主
題
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
り
つ
つ
も
︑
同
時
に
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
同
時
代
の
記
号
表
現
と
接
続
し
︑
そ
こ
に
新
た

な
表
現
的
試
み
を
発
動
さ
せ
る
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
﹁
奇
怪
な
再
会
﹂
で
は
︑︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
に
︿
狂
気
﹀

を
主
題
的
に
寄
り
添
わ
せ
る
﹁
対
象
化
さ
れ
る
︿
狂
気
﹀﹂
と
︑
そ
れ
を
超
え
て
︿
狂
気
﹀
を
﹁
無
気
味
﹂
と
し
て
消
費
し
よ
う
と
す
る
﹁
実
体
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化
す
る
︿
狂
気
﹀﹂
が
交
錯
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

５　
「
自
伝
」
と
〈
狂
気
〉
の
「
風
景
」

　

そ
の
よ
う
な
︿
狂
気
﹀
表
象
は
︑
一
九
二
〇
年
代
中
盤
に
な
る
と
更
な
る
転
換
を
示
す
︒﹁
私
の
母
は
狂
人
だ
つ
た
﹂
と
の
一
文
で
始
ま
る

﹁
点
鬼
簿
﹂︵﹃
改
造
﹄
一
九
二
六
・
一
〇
︶
は
︑﹁
母
﹂﹁
初
ち
や
ん
﹂﹁
父
﹂
を
め
ぐ
る
﹁
自
伝
﹂
の
体
裁
を
採
っ
て
い
る
︒
そ
れ
が
実
際
の
芥
川

の
現
実
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
︑
や
は
り
そ
の
冒
頭
の
一
文
は
暴
力
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
︒
よ
っ
て
そ
れ
は
自
伝
的
告
白
と
し

て
受
容
さ
れ
︑
作
家
の
過
去
を
真
摯
に
対
象
化
し
た
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た31

︒
そ
の
意
味
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
冒
頭
の
一
文
の
強
烈
な

意
味
性
に
お
い
て
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
読
み
を
統
御
さ
れ
る
こ
と
を
最
初
か
ら
意
図
し
て
い
る
︒
従
来
の
芥
川
研
究
で
も
自
立
し
た
虚
構
と
し
て
読

む
こ
と
が
回
避
さ
れ
て
き
た32

こ
の
テ
ク
ス
ト
を
︑
芥
川
の
︿
狂
気
﹀
表
象
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
上
で
再
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　

芥
川
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
︑﹁
自
伝
﹂
と
い
う
言
説
形
態
は
﹁
大
導
寺
信
輔
の
半
生
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
二
五
・
一
︶
と
﹁
或
阿
呆
の
一
生
﹂

で
も
用
い
ら
れ
︑﹁
彼
﹂︵﹃
女
性
﹄
一
九
二
七
・
一
︶︑﹁
彼　

第
二
﹂︵﹃
新
潮
﹄
同
・
一
︶︑﹁
歯
車
﹂
で
も
部
分
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒﹁
自

伝
﹂
は
書
き
手
の
過
去
を
物
語
化
す
る
言
説
ジ
ャ
ン
ル
だ
が
︑
そ
れ
は
常
に
恣
意
的
で
あ
り
︑
そ
の
正
確
さ
を
外
部
か
ら
計
測
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
︒
ゆ
え
に
﹁
自
伝
﹂
は
︑
戦
後
芸
術
の
場
で
は
メ
タ
的
な
方
法
論
と
し
て
も
用
い
ら
れ
︑
三
島
由
紀
夫
﹁
仮
面
の
告
白
﹂︵
一
九
四
九　

河
出
書
房
︶
や
寺
山
修
司
﹁
誰
か
故
郷
を
想
は
ざ
る
﹂︵
一
九
六
八
・
一
〇　

芳
賀
書
店
︶︑
井
上
光
晴
の
晩
年
を
追
っ
た
映
画
﹁
全
身
小
説
家
﹂

︵
原
一
男
監
督　

一
九
九
四
︶
等
の
実
践
を
生
ん
だ
︒
た
だ
︑
そ
れ
で
も
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
﹁
自
伝
﹂
の
特
権
性
は
強
力
で
あ
り
︑
作
家
の
実

体
化
が
小
説
の
読
み
の
前
提
で
あ
っ
た
一
九
二
〇
年
代
に
は
そ
れ
は
よ
り
強
固
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑﹁
点
鬼
簿
﹂
冒
頭
の
一
文
は
︑︿
狂

気
﹀
表
象
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
が
冒
頭
に
置
か
れ
る
こ
と
で
︑
対
象
化
さ
れ
た
︿
狂
気
﹀
の
帰
結
像
に
は
留
ま
ら
な
い
︑
テ
ク
ス
ト

の
新
た
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
起
動
す
る
起
点
と
し
て
の
機
能
を
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
そ
の

語
り
に
お
け
る
記
憶
の
想
起
形
態
と
そ
こ
に
投
影
さ
れ
た
リ
リ
シ
ズ
ム
で
あ
る
︒﹁
僕
は
い
つ
か
西
廂
記
を
読
み
︑
土
口
気
泥
臭
味
の
語
に
出
合

つ
た
時
に
忽
ち
僕
の
母
の
顔
を
︑
─
瘦
せ
細
つ
た
横
顔
を
思
ひ
出
し
た
﹂﹁
そ
れ
か
ら
そ
の
手
巾
に
は
﹁
ア
ヤ
メ
香
水
﹂
と
云
ふ
香
水
の
匂
の
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し
て
ゐ
た
こ
と
も
覚
え
て
ゐ
る
﹂
等
の
﹁
一
﹂
の
記
述
に
特
徴
的
な
の
は
︑﹁
死
者
た
ち
﹂
の
記
憶
が
︑
そ
の
現
場
や
事
後
に
感
受
さ
れ
た
嗅
覚

や
味
覚
の
領
域
で
断
片
的
に
浮
上
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
一
﹂
末
尾
で
も
﹁
僕
﹂
が
﹁
香
炉
﹂
を
持
ち
人
力
車
で
谷
中
に
向
か
う
情
景
が
描

か
れ
︑﹁
二
﹂
の
﹁
初
ち
や
ん
﹂
の
回
想
で
は
そ
の
顔
が
﹁
熟
し
た
杏
の
や
う
に
ま
る
ま
る
し
て
ゐ
る
﹂
と
さ
れ
る
︒﹁
三
﹂
で
は
﹁
父
﹂
の
記
憶

と
し
て
﹁
当
時
新
ら
し
か
つ
た
果
物
や
飲
料
﹂
が
羅
列
さ
れ
﹁
僕
は
当
時
新
宿
に
あ
つ
た
牧
場
の
外
の
槲
の
葉
か
げ
に
ラ
ム
酒
を
飲
ん
だ
こ
と
を

覚
え
て
ゐ
る
︒
ラ
ム
酒
は
非
常
に
ア
ル
コ
オ
ル
分
の
少
な
い
︑
橙
黄
色
を
帯
び
た
飲
料
だ
つ
た
﹂
と
細
部
が
記
述
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
過
去
の

感
情
や
出
来
事
を
物
語
的
に
意
味
化
す
る
語
り
よ
り
も
︑
非
意
味
的
な
嗅
覚
や
味
覚
の
領
域
に
こ
だ
わ
っ
て
し
ま
う
語
り
の
方
が
優
位
化
さ
れ
て

い
る
の
だ
︒
そ
し
て
﹁
三
﹂﹁
四
﹂
で
は
そ
こ
に
俳
句
的
リ
リ
シ
ズ
ム
が
投
影
さ
れ
る33

︒

僕
は
僕
の
父
の
葬
式
が
ど
ん
な
も
の
だ
つ
た
か
覚
え
て
ゐ
な
い
︒
唯
僕
の
父
の
死
骸
を
病
院
か
ら
実
家
へ
運
ぶ
時
︑
大
き
い
春
の
月
が
一

つ
︑
僕
の
父
の
柩
車
の
上
を
照
ら
し
て
ゐ
た
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
る
︒ 

︵
三
︶

が
︑
特
に
そ
の
日
だ
け
は
肉
体
的
に
弱
つ
て
ゐ
た
せ
ゐ
か
︑
春
先
の
午
後
の
日
の
光
の
中
に
黒
ず
ん
だ
石
塔
を
眺
め
な
が
ら
︑
一
体
彼
等
三

人
の
中
で
は
誰
が
幸
福
だ
つ
た
ら
う
と
考
へ
た
り
し
た
︒

　
　
　
　
　

か
げ
ろ
ふ
や
塚
よ
り
外
に
住
む
ば
か
り

　

僕
は
実
際
こ
の
時
ほ
ど
︑
か
う
云
ふ
丈
草
の
心
も
ち
が
押
し
迫
つ
て
来
る
の
を
感
じ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
︒ 

︵
四
︶

　

こ
こ
で
は
﹁
死
者
た
ち
﹂
と
の
社
会
的
係
累
や
感
情
よ
り
も
︑
そ
の
存
在
と
死
の
叙
情
的
感
触
の
方
が
強
く
呼
び
込
ま
れ
︑
そ
こ
で
︿
狂
気
﹀

は
書
き
手
を
特
権
化
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
と
な
る
︒
た
だ
︑﹁
二
﹂
末
尾
で
は
︑
生
き
て
い
れ
ば
﹁
四
十
を
越
し
て
ゐ
る
﹂﹁
初
ち
や
ん
﹂
が
﹁
或
は

芝
の
実
家
の
二
階
に
茫
然
と
煙
草
を
ふ
か
し
て
ゐ
た
僕
の
母
の
顔
に
似
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
﹂
と
︑︿
狂
気
﹀
と
し
て
の
﹁
母
﹂
と
接
続
さ
れ

た
上
で
︑﹁
時
々
幻
の
や
う
に
僕
の
母
と
も
姉
と
も
つ
か
な
い
四
十
恰
好
の
女
人
が
一
人
︑
ど
こ
か
か
ら
僕
の
一
生
を
見
守
つ
て
ゐ
る
や
う
に
感

じ
て
ゐ
る
﹂
と
語
ら
れ
る
︒
そ
も
そ
も
﹁
僕
の
生
ま
れ
る
前
に
突
然
夭
折
し
た
姉
﹂﹁
初
ち
や
ん
﹂
へ
の
回
想
は
﹁
自
伝
﹂
と
し
て
は
逸
脱
的
で

あ
り
︑
そ
こ
で
浮
上
す
る
﹁
僕
の
一
生
を
見
守
つ
て
ゐ
る
﹂﹁
女
人
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
も
︑
そ
の
回
想
さ
れ
た
記
憶
の
枠
内
に
回
収
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
︒
そ
こ
に
は
語
り
手
の
現
在
的
な
思
い
な
し
が
混
入
し
て
い
る
︒
更
に
﹁
こ
れ
は
珈
琲
や
煙
草
に
疲
れ
た
僕
の
神
経
の
仕
業
で
あ
ら
う
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か
？　

そ
れ
と
も
又
何
か
の
機
会
に
実
在
の
世
界
へ
も
面
か
げ
を
見
せ
る
超
自
然
の
力
の
仕
業
で
あ
ら
う
か
？
﹂
と
自
問
自
答
が
誘
発
さ
れ
︑

そ
の
﹁
女
人
﹂
は
語
り
手
﹁
僕
﹂
の
現
在
的
な
︿
狂
気
﹀
の
位
相
と
接
続
さ
れ
る
︒﹁
女
人
﹂
が
生
み
出
し
た
テ
ク
ス
ト
の
こ
の
裂
け
目
に
お
い

て
︑
語
り
手
の
現
在
を
迂
回
し
︑
過
ぎ
去
っ
た
記
憶
の
内
に
﹁
死
者
た
ち
﹂
を
語
ろ
う
と
し
た
テ
ク
ス
ト
の
あ
り
方
は
流
動
化
す
る
︒
そ
こ
で

は
﹁
奇
怪
な
再
会
﹂
と
は
異
な
る
形
で
︿
狂
気
﹀
と
女
性
性
が
化
合
し
︑
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
新
た
な
事
態
を
誘
発
し
て
い
る
の
だ
︒﹁
点
鬼
簿
﹂

は
︑﹁
死
者
た
ち
﹂
の
物
語
を
非
認
識
的
な
記
憶
と
リ
リ
シ
ズ
ム
で
再
構
成
し
︑︿
狂
気
﹀
を
﹁
風
景
﹂
化
し
よ
う
と
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た34

が
︑
そ
こ
で
は
﹁
自
伝
﹂
の
形
式
︑
及
び
そ
こ
で
語
ら
れ
る
存
在
が
も
は
や
語
り
手
の
現
在
と
接
続
し
て
い
な
い
と
い
う
前
提
が
不
可
欠
で
あ
っ

た
︒
つ
ま
り
﹁
自
伝
﹂
と
し
て
の
﹁
点
鬼
簿
﹂
の
︿
狂
気
﹀
表
象
は
︑﹁
死
者
た
ち
﹂
と
非
認
識
的
領
域
で
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立

す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

そ
し
て
︑︿
狂
気
﹀
表
象
を
め
ぐ
る
表
現
の
方
法
的
試
行
と
し
て
そ
の
先
に
生
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
﹁
河
童
﹂︵﹃
改
造
﹄
一
九
二
七
・
三
︶
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
は
﹁
或
精
神
病
院
の
患
者
︑
─
第
二
十
三
号
が
誰
に
で
も
し
や
べ
る
話
﹂
と
冒
頭
で
テ
ク
ス
ト
の

﹁︿
狂
人
の
一
人
称
語
り35

﹀﹂
性
が
暴
露
さ
れ
る
の
だ
が
︑
同
時
に
そ
の
﹁
誰
に
で
も
し
や
べ
る
話
﹂
自
体
が
﹁
異
界
迷
入
譚
﹂
と
し
て
の
自
立
し

た
物
語
ユ
ニ
ッ
ト
を
構
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
︑
テ
ク
ス
ト
の
最
後
で
そ
れ
が
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︵
そ
こ
で
説
明
的
語
り
手
は
再
浮
上

し
な
い
︶︒
そ
こ
で
は
テ
ク
ス
ト
が
﹁
異
界
迷
入
譚
﹂
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑︿
現
実
／
非
現
実
の
相
対
性
﹀
の
﹁
構
え
﹂
は
無
効
化
さ
れ
て
い

る
︒
そ
こ
で
の
︿
狂
気
﹀
は
︑
も
は
や
特
権
化
さ
れ
た
主
題
で
は
な
い36

︒﹁
或
精
神
病
院
の
患
者
﹂
の
語
り
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
︑︿
現
実
／
非

現
実
の
相
対
性
﹀
へ
の
帰
結
を
前
提
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
﹁
河
童
﹂
は
︑
実
際
は
そ
の
意
味
的
帰
結
を
テ
ク
ス
ト
の
内
部
で
形
骸
化

さ
せ
た
上
で
︑
そ
の
﹁
異
界
迷
入
譚
﹂
の
形
式
に
お
い
て
自
ら
の
﹁
書
く
こ
と
﹂
の
歴
史
性
を
網
羅
的
に
対
象
化
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た37

︒
そ

の
意
味
で
︑
一
九
二
〇
年
代
の
芥
川
テ
ク
ス
ト
は
︑︿
狂
気
﹀
と
い
う
濃
密
な
意
味
的
表
象
の
場
に
お
い
て
常
に
自
ら
を
制
約
さ
れ
つ
つ
も
︑
同

時
に
そ
の
制
約
に
お
い
て
自
ら
の
言
葉
を
押
し
開
い
て
ゆ
く
と
い
う
表
現
の
現
場
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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注1 
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
﹃
狂
気
の
歴
史
─
古
典
主
義
時
代
に
お
け
る
─
﹄︵
原
著
一
九
七
二　

田
村
俶
訳　

一
九
七
五　

新
潮
社
︶
第
二
部
﹁
序
論
﹂

p190-193

2 

注
1
フ
ー
コ
ー
同
書
第
三
部
第
一
章p384-385

は
﹁
古
典
主
義
が
閉
じ
こ
め
て
き
た
﹂﹁
狂
気
﹂
の
﹁
理
性
と
非
理
性
と
が
混
じ
り
あ
﹂
う
﹁
様
々
の

イ
マ
ー
ジ
ュ
﹂
が
一
八
世
紀
末
に
解
放
さ
れ
︑﹁
心
の
妄
想
︑
欲
望
の
狂
気
︑
制
限
を
つ
け
ぬ
厚
か
ま
し
い
要
求
の
な
か
で
の
愛
と
死
と
の
気
違
い
じ
み

た
対
話
﹂
が
﹁
サ
デ
ィ
ス
ム
﹂
と
し
て
出
現
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒

3 

近
代
以
前
の
日
本
で
は
そ
れ
は
主
に
﹁
狂
女
物
﹂
と
い
う
物
語
的
意
匠
で
消
費
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

4 

小
林
洋
介
は
﹃︿
狂
気
﹀
と
︿
無
意
識
﹀
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
─
戦
間
期
文
学
の
一
断
面
﹄︵
二
〇
一
三　

笠
間
書
院
︶p7

で
﹁
戦
間
期
に
︿
心
身
﹀
は
︑

具
体
的
に
は
︑︿
狂
気
﹀
の
表
象
︑
及
び
︑︿
無
意
識
﹀
を
中
心
と
し
た
深
層
心
理
の
表
象
と
い
う
形
で
︑
小
説
の
主
調
と
な
っ
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒

5 

注
１
フ
ー
コ
ー
同
書
第
三
部
第
五
章p559-560

6 

経
済
学
的
側
面
か
ら
そ
の
転
換
を
考
察
し
た
山
本
芳
明
﹃
文
学
者
は
つ
く
ら
れ
る
﹄︵
二
〇
〇
〇　

ひ
つ
じ
書
房
︶
や
︑﹁
懸
賞
小
説
﹂
登
場
以
降
の
活

字
文
化
の
浸
透
に
直
面
し
た
作
家
達
の
﹁
文
字
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
﹂
を
検
証
し
た
紅
野
謙
介
﹃
投
機
と
し
て
の
文
学　

活
字
・
懸
賞
・
メ
デ
ィ
ア
﹄

︵
二
〇
〇
三　

新
曜
社
︶
が
代
表
的
で
あ
る
︒

7 

一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
中
村
光
夫
︑
福
田
恆
存
︑
大
岡
昇
平
が
展
開
し
た
﹁
藪
の
中
﹂
論
争
以
降
︑
そ
の
語
り
の
構
造
自
体
が
何
ら
か
の
主
題
性
を
孕

む
メ
タ
的
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
︑﹁
藪
の
中
﹂
は
特
権
化
さ
れ
て
き
た
︒

8 

庄
司
達
也
編
﹃
芥
川
龍
之
介
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄︵
二
〇
一
五　

鼎
書
房
︶
の
﹁
狂
気
／
心
理
﹂
の
項p55

︵
一
柳
廣
孝
執
筆
︶︒

9 

西
村
清
和
は
﹃
視
線
の
物
語
・
写
真
の
哲
学
﹄︵
一
九
九
七　

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
︶p177

で
︑
女
性
﹁
ヒ
ス
テ
リ
ー
﹂
患
者
の
臨
床
写
真
や
そ
の
公
開

の
場
に
﹁
臨
床
と
い
う
場
に
お
け
る
見
る
こ
と
の
エ
ー
ト
ス
︑
医
者
と
患
者
︑
一
方
的
に
見
る
も
の
と
一
方
的
に
見
ら
れ
る
も
の
の
特
異
な
関
係
が
顕

在
化
し
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒

10 

注
9
同
書p176

で
西
村
は
︑
写
真
の
﹁
現
実
と
幻
想
が
と
け
あ
う
こ
と
で
奥
行
き
を
も
っ
た
驚
異
の
世
界
﹂
が
﹁
わ
れ
わ
れ
の
が
わ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

の
物
語
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

11 

西
山
康
一
﹁︿
狂
気
﹀
と
ス
キ
ャ
ン
ダ
リ
ズ
ム　

芥
川
龍
之
介
﹁
二
つ
の
手
紙
﹂
に
お
け
る
手
紙
公
開
形
式
の
意
味
﹂︵﹃
芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌　

１
﹄

︹
二
〇
〇
七
・
三　

芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌
の
会
︺
所
収
︶p48

は
︑︿
狂
気
﹀
を
描
い
た
テ
ク
ス
ト
の
﹁
受
け
手
で
あ
る
一
般
読
者
は
︑
知
識
と
し
て
よ
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り
も
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
提
示
す
る
︿
狂
気
﹀
的
世
界
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
的
な
面
だ
け
を
─
︿
正
常
﹀
と
︿
異
常
﹀
の
内
実
を
問
う
こ
と
は
も
は
や
な
く
︑

自
ら
の
︿
正
常
﹀
な
世
界
か
ら
は
通
常
窺
い
知
れ
な
い
︑
社
会
の
裏
面
や
個
人
の
内
面
に
潜
む
︿
異
常
﹀
な
世
界
が
︑
ち
ょ
っ
と
し
た
ス
リ
ル
感
と
と

も
に
過
激
に
可
視
化
さ
れ
る
感
覚
を
求
め
て
―
よ
り
興
味
本
位
に
消
費
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
﹂
と
し
︑
そ
こ
に
﹁
二
つ
の
手
紙
﹂
の
形
式
の
意
味

を
見
出
し
て
い
る
︒﹁︿
負
の
内
面
﹀
を
可
視
化
す
る
装
置
﹂
と
し
て
の
当
時
の
︿
狂
気
﹀
の
消
費
に
関
す
る
こ
の
指
摘
は
的
確
だ
が
︑
本
論
文
は
︿
狂

気
﹀
を
め
ぐ
る
そ
の
視
線
や
認
識
の
水
準
を
踏
ま
え
つ
つ
︑︿
狂
気
﹀
と
し
て
の
女
性
性
の
複
合
的
な
消
費
の
場
と
し
て
﹁
奇
怪
な
再
会
﹂
を
捉
え
る
︒

12 

一
柳
廣
孝
﹃
無
意
識
と
い
う
物
語　

近
代
日
本
と
﹁
心
﹂
の
行
方
﹄︵
二
〇
一
四　

名
古
屋
大
学
出
版
会
︶
が
︑
芥
川
の
フ
ロ
イ
ト
受
容
を
含
め
た
大
正

期
の
﹁
無
意
識
﹂
の
受
容
と
展
開
の
様
相
を
総
合
的
に
考
察
し
て
い
る
︒

13 

大
内
郁
﹁
日
本
に
お
け
る1920

～30

年
代
のH

.

プ
リ
ン
ツ
ホ
ル
ン
﹃
精
神
病
者
の
芸
術
性
﹄
の
受
容
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂︵﹃
千
葉
大
学
人

文
社
会
科
学
研
究
﹄
第
16
号　

二
〇
〇
八
・
三
︶
は
︑
ド
イ
ツ
で
一
九
二
二
年
に
出
版
さ
れ
た
Ｈ
・
プ
リ
ン
ツ
ホ
ル
ン
の
﹃
精
神
病
者
の
芸
術
性
﹄

︵B
ildnerei der G

eisteskranken
︶
が
︑
日
本
で
は
小
笠
原
道
生
や
野
村
章
恒
︑
式
場
隆
三
郎
と
い
っ
た
﹁
科
学
者
﹂
た
ち
に
受
容
さ
れ
︑
同
書
の

﹁
狂
人
画
﹂
が
同
時
代
の
芸
術
表
現
の
領
域
と
交
錯
す
る
形
で
一
九
二
三
年
以
降
に
彼
ら
を
中
心
に
し
て
問
題
化
さ
れ
た
そ
の
様
相
を
詳
細
に
論
じ
て

い
る
︒

14 

小
林
洋
介
は
注
4
同
書p48-49

で
﹁︿
狂
気
﹀
を
通
し
て
人
間
心
理
を
描
く
こ
と
︒
あ
る
い
は
︿
狂
人
﹀
を
通
し
て
現
代
社
会
の
本
質
を
暴
く
こ
と
﹂

が
﹁
文
学
の
み
な
ら
ず
︑
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
・
芸
術
の
︑
共
通
の
性
質
で
も
あ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒

15 

田
中
純
﹁
正
月
文
壇
評
﹂︵﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一
九
二
〇
・
一
・
一
一
︶︒

16 

注
1
フ
ー
コ
ー
同
書p190

17 

注
12
同
書p151-152

で
一
柳
は
﹁
記
述
す
る
﹁
私
﹂
／
Ｋ
の
語
り
／
婆
さ
ん
の
語
り
と
い
う
入
れ
子
型
の
三
重
構
造
の
な
か
で
︑
下
位
か
ら
上
位
へ
向

か
う
階
梯
で
の
情
報
選
択
の
有
無
︑
記
述
の
基
準
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
た
め
︑
本
来
三
重
の
語
り
に
よ
っ
て
焦
点
を
結
ぶ
べ
き
お
蓮
の
姿
は
︑
さ

ま
ざ
ま
な
不
確
定
要
素
に
よ
っ
て
迷
宮
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
﹂
と
し
て
︑
そ
こ
に
﹁
幻
想
文
学
﹂
と
し
て

の
テ
ク
ス
ト
の
あ
り
方
と
そ
の
表
現
的
欠
陥
を
見
出
し
て
い
る
︒

18 

注
1
フ
ー
コ
ー
同
書p192

19 

﹁
影
﹂
で
も
﹁
房
子
﹂
に
﹁
陳
彩
﹂
が
﹁
そ
れ
は
神
経
衰
弱
に
違
ひ
な
い
さ
﹂
と
電
話
で
語
る
場
面
が
冒
頭
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
に
女
性
性
を

意
味
化
す
る
差
別
的
視
線
は
︑
当
時
の
芥
川
テ
ク
ス
ト
の
︿
狂
気
﹀
表
象
に
お
け
る
前
提
条
件
で
あ
っ
た
︒

20 

清
水
康
次
﹁﹁
野
性
﹂
の
系
譜
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄
一
九
八
九
・
二
︶
が
そ
の
代
表
的
な
論
文
で
あ
る
が
︑
芥
川
テ
ク
ス
ト
の
﹁
野
性
﹂
を
作
家
論
的
に
実
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体
化
し
て
そ
こ
に
系
譜
性
を
見
出
す
視
点
は
も
は
や
有
効
で
は
な
い
︒

21 
若
桑
み
ど
り
は
﹃
絵
画
を
読
む　

イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
入
門
﹄︵
一
九
九
三　

N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
︶p146

で
︑
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
ネ
﹁
テ
ン
ペ
ス
タ
﹂︵
一
五
〇

八
頃
︶
の
男
女
像
に
﹁
女
性
は
自
然
の
生
命
力
を
代
表
し
︑
男
性
は
文
明
的
な
力
を
代
表
し
て
い
る
﹂
図
像
と
し
て
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
︒

22 

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
﹃
明
る
い
部
屋　

写
真
に
つ
い
て
の
覚
書
﹄︵
原
著
一
九
八
〇　

花
輪
光
訳　

一
九
八
五　

み
す
ず
書
房
︶p94

23 

注
11
西
山
同
論
文p51

24 

一
柳
廣
孝
は
注
8
同
書
の
﹁
怪
異
﹂
の
項p54

で
﹁
大
正
期
は
狂
気
を
め
ぐ
る
言
説
が
整
理
さ
れ
︑
心
理
学
や
精
神
医
学
に
も
と
づ
く
新
た
な
言
説
布

置
が
な
さ
れ
た
時
代
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
か
つ
て
の
怪
異
が
心
理
学
や
精
神
医
学
の
問
題
に
落
と
し
込
ま
れ
︑
脳
や
神
経
が
見
せ
る
幻
覚
と
し
て
再

編
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
っ
た
﹂
と
し
て
︑﹁
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
に
は
︑
こ
う
し
た
眼
差
し
の
変
容
を
意
識
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒

25 

柴
市
郎
﹁︿
狂
気
﹀
を
め
ぐ
る
言
説
─
︿
精
神
病
者
監
護
法
﹀
の
時
代
﹂︵﹃
メ
デ
ィ
ア
・
表
象
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
─
明
治
三
十
年
代
の
文
化
研
究
﹄

︹
一
九
九
七　

小
沢
書
店
︺
所
収
︶p117

26 

注
25
柴
同
論
文p119

27 

注
1
フ
ー
コ
ー
同
書p241-243　

ま
た
︑
江
口
重
幸
は
﹁
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
と
フ
ラ
ン
ス
精
神
医
学
の
黄
金
時
代
﹂︵
Ｙ
・
リ
ー
パ
﹃
女
性
と
狂
気
﹄︹
和

田
ゆ
り
え
・
谷
川
多
佳
子
訳　

一
九
九
三　

平
凡
社
︺
解
説
︶p291

で
︑
一
八
二
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
ブ
ル
セ
や
バ
イ
ル
等
に
よ
っ
て
狂
気
を

﹁
病
ん
だ
器
官
が
原
因
と
説
明
﹂
す
る
﹁
実
証
主
義
的
医
学
﹂
が
盛
ん
に
な
り
︑﹁
病
理
解
剖
﹂
も
一
八
三
〇
年
代
ま
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
と
指
摘
し
て

い
る
︒

28 

注
４
小
林
同
書p51　

な
お
小
林
は
同
書p58

で
﹁
遅
く
と
も
昭
和
初
期
に
は
︑
精
神
病
が
脳
・
神
経
系
の
病
で
あ
る
と
い
う
知
識
は
︑
一
部
の
知
識

層
だ
け
の
専
有
物
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
﹂
と
指
摘
す
る
が
︑
芥
川
テ
ク
ス
ト
や
本
論
文
で
引
用
し
た
新
聞
記
事
か
ら
見
る
限
り
︑
そ
の
知
識
は
一
九

二
〇
年
前
後
に
は
既
に
一
般
に
普
及
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

29 

注
1
フ
ー
コ
ー
同
書p242

は
︑
メ
ッ
ケ
ル
の
実
験
に
お
い
て
女
性
患
者
の
﹁
脳
の
灰
状
物
質
が
極
度
に
青
白
く
︑
骨
髄
の
物
質
が
き
わ
め
て
白
い
﹂
こ

と
が
確
認
さ
れ
︑
そ
れ
が
﹁
固
く
な
っ
た
卵
白
の
よ
う
で
あ
っ
た
﹂
と
表
現
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
の
﹁
脳
髄
﹂
表
象
の
枠
組
み
が
日
本

に
も
移
入
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

30 

注
11
西
山
同
論
文p47

31 

廣
津
和
郎
﹁
文
芸
雑
観
﹂︵﹃
報
知
新
聞
﹄
一
九
二
六
・
一
〇
・
一
八
～
二
〇
︶
は
﹁
点
鬼
簿
﹂
の
﹁
底
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
作
者
の
さ
び
し
さ
に
は
︑
十

分
な
真
実
が
感
ぜ
ら
れ
る
﹂
と
す
る
︒
宇
野
浩
二
は
﹁
も
つ
と
も
真
剣
に
な
つ
て
︑
書
か
れ
た
作
品
﹂﹁
芥
川
の
哀
傷
の
作
品
﹂︵﹃
芥
川
龍
之
介
﹄
一
九
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五
三　

文
芸
春
秋
新
社
︶
と
の
評
価
を
示
し
て
い
る
︒

32 
小
澤
純
は
注
8
同
書
の
﹁
点
鬼
簿
﹂
の
項p136

で
﹁
本
作
に
よ
っ
て
芥
川
が
初
め
て
重
い
﹁
告
白
﹂
を
し
た
と
い
う
強
力
な
解
釈
コ
ー
ド
は
根
強
い
﹂

と
指
摘
し
て
い
る
︒

33 

篠
崎
美
生
子
﹁
内
藤
丈
艸
の
季
節　

説
話
と
近
代
と
芥
川
﹂︵﹃
芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌　

１
﹄
二
〇
〇
七
・
三
︶p37

は
︑﹁
点
鬼
簿
﹂
の
﹁︿
丈
艸
説
話
﹀

は
︑
芥
川
家
で
は
な
く
実
父
母
と
新
原
家
に
つ
い
て
﹁
告
白
﹂
を
始
め
た
﹁
僕
﹂
自
身
の
心
境
を
効
果
的
に
表
象
す
る
た
め
の
借
景
に
用
い
ら
れ
て
い

る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒

34 

佐
伯
彰
一
﹃
物
語
芸
術
論
─
谷
崎
・
芥
川
・
三
島
﹄︵
一
九
七
九　

講
談
社
︶
の
︑﹁
点
鬼
簿
﹂
以
後
﹁
せ
き
を
切
っ
た
よ
う
に
︑
狂
気
へ
の
親
し
み

が
︑
さ
ら
に
は
狂
気
と
い
う
ペ
ル
ソ
ナ
が
﹂﹁
芥
川
の
作
品
に
氾
濫
し
は
じ
め
﹂
た
と
す
る
指
摘
は
重
要
だ
が
︑
佐
伯
は
﹁
点
鬼
簿
﹂
で
は
な
く
﹁
歯
車
﹂

等
の
最
晩
年
テ
ク
ス
ト
に
﹁
狂
気
﹂
の
﹁
聖
化
﹂
を
見
出
し
て
い
る
︒

35 

注
４
小
林
同
書p105

36 

注
4
同
書p141

で
小
林
は
﹁
河
童
の
国
の
物
語
は
︑︿
狂
人
﹀
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
︑
人
間
に
対
す
る
︿
告
発
﹀︿
啓
示
﹀
と
し

て
の
効
果
を
決
定
的
に
増
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
﹂
と
そ
の
﹁︿
狂
人
﹀
の
手
記
﹂
性
を
高
く
評
価
す
る
が
︑﹁
河
童
﹂
で
の
︿
狂
気
﹀
が
一
九
二

七
年
時
点
で
も
な
お
︑
世
界
の
相
対
性
・
自
己
反
転
性
を
示
唆
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
題
で
あ
り
得
た
の
か
︑
と
い
う
点
は
非
常
に
疑
問
で
あ
る
︒

37 

︿
狂
気
﹀
表
象
を
め
ぐ
る
﹁
河
童
﹂
の
方
法
的
意
義
に
つ
い
て
は
改
め
て
別
稿
で
論
ず
る
予
定
で
あ
る
︒


