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は
じ
め
に

大
正
時
代
に
活
躍
し
て
い
た
日
本
知
識
人
の
一
部
は
、
近
代
化
の
急
速
な
発
展
に

伴
い
、
失
い
つ
つ
あ
る
「
精
神
的
故
郷
」
を
幼
少
時
か
ら
熟
読
し
て
き
た
漢
文
学
を

通
じ
て
中
国
と
い
う
土
地
に
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
中
国
と
日
本
を

つ
な
ぐ
鉄
道
や
航
船
が
日
に
日
に
便
利
に
な
る
に
つ
れ
て
、
大
正
時
代
の
知
識
人
は

次
か
ら
次
へ
と
中
国
の
旅
に
出
た
が
、
谷
崎
潤
一
郎
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
渡
航
者
の

一
人
に
数
え
ら
れ
る
。
一
九
一
八
年
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
ま
る
二
ヶ
月
に
渡
る

谷
崎
の
中
国
行
は
、
北
京
、
漢
口
、
九
江
、
南
京
、
蘇
州
、
上
海
、
杭
州
を
カ
バ
ー

す
る
と
同
時
に
、「
才
子
佳
人
」
の
逸
話
を
誇
る
江
南
地
区
に
集
中
し
た
。
そ
し
て
、

こ
の
旅
か
ら
結
晶
し
た
作
品
と
し
て
、
紀
行
文
「
蘇
州
紀
行
」、「
廬
山
日
記
」、「
秦

淮
の
夜
」、
戯
曲
「
蘇
東
坡
」、
エ
ッ
セ
ー
「
支
那
劇
を
観
る
記
」、「
支
那
の
料
理
」、

「
支
那
趣
味
と
云
ふ
こ
と
」、「
奉
天
時
代
の
杢
太
郎
氏
」、
小
説
「
西
湖
の
月
」、「
或

る
漂
泊
者
の
俤
」、「
天
鵞
絨
の
夢
」、「

人
」、『
鶴
唳
』
な
ど
が
あ
る
。
以
上
の
作

品
群
は
エ
ッ
セ
イ
「
支
那
趣
味
と
云
ふ
こ
と
」
に
ち
な
ん
で
谷
崎
潤
一
郎
の
「
支
那

趣
味
」
シ
リ
ー
ズ
と
さ
れ
て
き
た
。

な
か
ん
ず
く
、
小
説
「
西
湖
の
月
」
は
最
初
に
「
青
磁
色
の
女
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
で
一
九
一
九
年
六
月
『
改
造
』
に
発
表
さ
れ
て
ま
も
な
く
、
同
年
九
月
に
一
度
改

稿
さ
れ
『
近
代
情
痴
集
』
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ま
た
修
正
を
加
え
ら
れ
て

一
九
四
七
年
『
私
』
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
谷
崎
の
改
稿
過
程
に
着
目
す
る

こ
と
に
よ
り
、
宮
内
淳
子
氏
は
「
谷
崎
が
第
二
稿
で
行
っ
た
こ
と
は
、
小
姐
の
自
殺

の
理
由
を
記
し
」
て
、
そ
し
て
「
西
湖
を
愛
し
西
湖
畔
で
夭
折
し
た
蘇
小
小
と
麗
小

姐
を
重
ね
合
わ
せ
た
」
と
示
唆
的
に
指
摘
し
て
い
る①
。
ま
た
「
酈
小
姐
」
の
よ
う
な

谷
崎
の
描
く
と
こ
ろ
の
中
国
人
女
性
に
関
し
て
、
西
原
大
輔
氏
は
谷
崎
が
中
国
の
文

化
を
「
静
的
な
も
の
」
と
み
な
し
た
だ
け
に
中
国
女
性
は
「
生
き
た
対
話
の
相
手
」

で
は
な
く
「
風
景
の
一
部
と
し
て
一
方
的
に
鑑
賞
さ
れ
る
存
在
」
で
し
か
な
い
と
論

断
し
て
い
る
が
、
筆
者
も
賛
同
す
る②
。
一
方
に
お
い
て
、
中
国
の
研
究
者
李
雁
南
氏

は
「
西
湖
の
月
」
を
そ
れ
と
同
じ
く
西
湖
を
舞
台
に
す
る
小
説
「
天
鵞
絨
の
夢
」
と

比
較
し
な
が
ら
、
谷
崎
の
描
き
出
し
た
「
江
南
」
の
虚
構
性
を
打
ち
出
し
、
西
湖
を

静
か
に
流
れ
た
少
女
の
「
身
体
」
に
対
す
る
描
き
方
を
通
し
て
両
作
品
の
異
同
性
を

論
じ
た③
。
さ
ら
に
、「
少
女
」
と
「
病
」
に
着
眼
し
つ
つ
、
陳
玲
氏
は
「
子
供
で
も

な
」
く
「
性
的
身
体
を
持
た
」
な
い
「
少
女
」
と
「
病
」
の
関
係
性
を
解
釈
し
よ
う

と
し
て
い
る④
。
要
す
る
に
、「
酈
小
姐
」
は
中
国
古
典
文
学
、
と
り
わ
け
明
清
文
学
に

あ
り
が
ち
な
「
才
子
佳
人
」
文
化
の
表
象
と
捉
え
ら
れ
、
所
謂
「
東
洋
趣
味
」
を
あ

【
ク
ィ
ア
理
論
と
日
本
文
学
―
世
界
文
学
と
の
接
点
を
求
め
て
】
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ら
わ
す
典
型
的
な
存
在
と
し
て
解
読
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、「
西
湖
の
月
」
発
表
の
二
年
後
に
、
谷
崎
は
一
九
二
二
年
一
月
の

『
中
央
公
論
』
に
寄
稿
し
た
随
筆
「
支
那
趣
味
と
云
ふ
こ
と
」
の
中
で
以
下
の
よ
う
に

感
慨
深
く
告
白
し
て
い
る
。

横
浜
へ
移
転
し
て
来
て
、
活
動
写
真
の
仕
事
を
し
、
西
洋
人
臭
い
街
に
住
ま
い
、

西
洋
館
に
住
ん
で
居
な
が
ら
も
、私
の
デ
ス
ク
の
左
右
に
あ
る
書
棚
の
上
に
は
、

亜
米
利
加
の
活
動
雑
誌
と
共
に
高
青
邱
や
呉
梅
村
が
載
っ
て
居
る
。
私
は
仕
事

や
創
作
の
為
め
に
心
身
が
疲
れ
た
時
、
屡
々
そ
れ
ら
の
雑
誌
や
支
那
人
の
詩
集

を
手
に
取
っ
て
見
る
。
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ピ
ク
チ
ュ
ア
・
マ
ガ
ヂ
ン
や
、
シ
ャ
ド

オ
・
ラ
ン
ド
や
、
フ
オ
オ
ト
オ
・
プ
レ
エ
・
マ
ガ
ヂ
ン
な
ど
を
開
く
時
、
私
の

空
想
は
ハ
リ
ー
ウ
ッ
ド
の
キ
ネ
マ
王
国
の
世
界
に
飛
び
、
限
り
な
い
野
心
が
燃

え
立
つ
よ
う
に
感
ず
る
が
、
さ
て
一
と
度
高
青
邱
を
繙
く
と
、
た
っ
た
一
行
の

五
言
絶
句
に
接
し
て
さ
え
、
そ
の
閑
寂
な
境
地
に
惹
き
入
れ
ら
れ
て
、
今
迄
の

野
心
や
活
発
な
空
想
は
水
を
浴
び
た
よ
う
に
冷
え
て
し
ま
う
。

す
な
わ
ち
、「
高
青
邱
や
呉
梅
村
」
の
詩
集
に
代
表
さ
れ
る
漢
文
学
は
「
亜
米
利
加

の
活
動
雑
誌
」
が
象
徴
す
る
欧
米
文
化
に
対
置
さ
れ
て
、
欧
米
文
化
に
よ
っ
て
「
燃

え
立
つ
」「
野
心
」
や
「
空
想
」
を
「
閑
寂
な
境
地
」
に
導
く
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
谷
崎
の
中
に
絡
み
合
う
中
国
古
典
文
化
と
欧
米
文
化
の
実
態
が
余
す
と
こ
ろ
な

く
表
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
精
神
的
葛
藤
は
、「
西
湖
の
月
」
の
直
後
に
発
表
さ

れ
た
「

人
」（「
中
央
公
論
」、
一
九
二
〇
年
一
月
〜
十
月
）
の
「
林
真
珠
」
像
に
お
け

る
東
西
融
合
の
「
混
血
」
的
性
格
に
よ
っ
て
端
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
、

「
林
真
珠
」
の
登
場
は
「
酈
小
姐
」
像
に
固
定
化
し
た
、谷
崎
の
「
東
洋
趣
味
」
の
内

実
を
読
み
直
す
可
能
性
を
提
供
し
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
本
稿
は
「
西
湖
の
月
」

に
お
け
る
「
酈
小
姐
」
イ
メ
ー
ジ
を
再
検
討
し
つ
つ
、
そ
の
成
立
と
漢
文
学
、
欧
米

文
学
と
の
関
連
性
、
ま
た
漢
文
学
と
欧
米
文
学
に
対
す
る
谷
崎
の
矛
盾
心
理
が
こ
の

女
性
像
に
ど
の
よ
う
に
投
射
し
た
の
か
を
解
明
し
て
み
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
視
座
か
ら
こ
の
江
南
女
性
像
に
内
在
す
る
バ
イ
ヤ
ス
に
つ
い
て
分
析
し
て

お
く
。

一
、差
異
化
さ
れ
た
「
酈
小
姐
」
像

―
方
法
と
し
て
の
漢
詩
文

「
西
湖
の
月
」
に
お
い
て
「
酈
小
姐
」
の
初
登
場
は
以
下
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
て

い
る
。言

う
ま
で
も
な
く
彼
ら
の
服
装
も
亦
、北
方
に
比
べ
れ
ば
濃
厚
で
絢
爛
で
あ
る
。

金
魚
が
游
い
で
居
る
よ
う
な
、
と
言
う
形
容
詞
は
よ
く
聞
く
言
葉
だ
が
、
彼
等

の
服
装
は
全
く
金
魚
だ
。
金
魚
が
ぎ
ら
ぎ
ら
と
鱗
を
水
に
光
ら
せ
つ
つ
游
い
で

居
る
の
だ
。
お
ま
け
に
中
国
で
は
体
格
の
小
柄
な
女
を
貴
し
と
す
る
風
が
あ
っ

て
、
婦
人
は
一
体
に
唐
子
人
形
の
如
く
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
し
た
小
さ
い
の
が
多
い

の
だ
か
ら
、
尚
更
金
魚
と
言
う
形
容
が
当
て
は
ま
る
訳
だ
…
…
毒
々
し
く
燃
え

立
つ
よ
う
な
衣
裳
の
中
に
、
そ
の
女
だ
け
は
た
っ
た
一
人
瀟
洒
と
し
た
薄
い
青

磁
色
の
上
衣
を
着
け
て
、
白
繻
子
の
靴
を
穿
い
て
居
る
の
が
、
金
魚
の
中
に
変

わ
り
色
の
緋
鯉
が
一
尾
交
っ
た
よ
う
な
す
が
す
が
し
い
感
じ
を
与
え
る
。

つ
ま
り
、
江
南
女
性
の
「
濃
厚
で
絢
爛
」
な
姿
が
「
金
魚
」
の
よ
う
に
「
私
」
の

目
に
映
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
金
魚
」
が
主
に
江
南
女
性
の
「
小
柄
な
」
体

格
に
対
す
る
喩
え
だ
と
語
り
手
は
強
調
し
て
い
る
が
、
中
華
民
国
成
立
初
期
と
い
う

時
代
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、「
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
し
た
」
と
い
う
形
容

詞
は
ま
だ
纏
足
し
た
ま
ま
の
江
南
女
性
の
歩
く
姿
を
ほ
の
め
か
し
て
い
よ
う
。
そ
れ

を
谷
崎
の
紀
行
文
「
秦
淮
の
夜
」
に
あ
る
「
水
浅
黄
の
木
綿
の
上
着
を
着
た
、
色
の
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黒
い
、
金
魚
の
よ
う
に
目
玉
の
飛
び
出
た
、
厚
い
唇
の
反
り
返
っ
た
、
何
処
と
な
く

鈍
重
な
気
分
に
充
ち
た
顔
立
ち
」
と
い
う
よ
う
な
秦
淮
河
畔
の
妓
女
の
顔
の
大
写
し

と
リ
ン
ク
さ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
こ
で
の
「
金
魚
」
は
皮
肉
な
意
味
合
い
を
持
つ
負

の
イ
メ
ー
ジ
へ
の
比
喩
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
か
つ
、
金
魚
が
中
国
に
発
祥

す
る
「
観
賞
魚
」
で
あ
る
こ
と
は
、江
南
女
性
に
あ
る
「
観
賞
性
」
＝
「
見
ら
れ
る
」

性
格
を
増
幅
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
、
周
り
の
「
金
魚
」
に
引
き
立
て
ら
れ
た
ま
ま
、「
私
」
は
「
金
魚
の
群

れ
」
に
混
じ
っ
た
「
緋
鯉
」
の
よ
う
に
、「
目
立
っ
て
美
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
」「
令
嬢

風
の
女
」
を
発
見
し
た
が
、
後
文
で
分
か
っ
て
く
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
登
場
す
る
女

性
は
即
ち
「
酈
小
姐
」
で
あ
る
。「
酈
小
姐
」
が
擬
せ
ら
れ
る
「
緋
鯉
」
は
漢
詩
文
で

頻
繁
に
使
わ
れ
て
き
た
動
物
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
西
湖
の
月
」
に
も
触

れ
ら
れ
た
詩
人
白
楽
天
は
「
緋
鯉
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
愛
用
し
た
が
、
例
え
ば
「

湖

緑
愛
白
鴎
飛
、

水
清
憐
紅
鯉
肥
」（「
酔
後
走
筆
酬
劉
五
主
簿
長
句
之
贈
兼
簡
張
大
賈

二
十
四
先
輩
昆
季
」）、「
紅
鯉
二
三
寸
、
白
蓮
八
九
枝
」（「
草
堂
前
新
開
一
池
、
養
魚
種

荷
、
日
有
幽
趣
」）、「
朝
盤
鱠
紅
鯉
、
夜
烛
舞
青
娥
」（「
松
江
亭
携
楽
観
魚
宴
宿
」）
な
ど

の
詩
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
に
お
い
て
、「
西
湖
の
月
」
で
谷
崎
は
「
三
潭
印
月
」、

「
雷
峰
夕
照
」、「
柳
浪
聞
鶯
」
と
い
う
「
西
湖
十
景
」
の
三
景
を
取
り
上
げ
た
が
、
そ

の
ほ
か
に
花
の
下
で
緋
鯉
を
見
物
す
る
と
い
う
「
花
港
観
魚
」
も
「
西
湖
十
景
」
に

数
え
ら
れ
る
。
な
お
か
つ
、
テ
ク
ス
ト
の
前
半
に
出
て
い
る
「
西
湖
佳
話
」
の
第
五

巻
「
孤
山
隠
跡
」
に
お
い
て
、
谷
崎
が
慕
う
詩
人
林
和
靖
は
「
書
長
無
事
、
坐
観
花

港
之
魚
」
と
い
う
趣
味
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
谷
崎
は
以
上
の
よ
う

な
漢
詩
文
に
よ
り
「
緋
鯉
」
イ
メ
ー
ジ
を
抽
出
し
た
と
推
定
で
き
よ
う
。
が
、「
金

魚
」
に
比
べ
る
と
「
緋
鯉
」
は
よ
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

そ
れ
も
所
詮
中
国
の
詩
人
や
文
人
が
愛
用
し
た
動
物
の
詩
的
意
象
で
あ
り
、
西
湖
の

自
然
環
境
と
緊
密
に
関
係
し
た
観
賞
さ
れ
る
＝
「
見
ら
れ
る
」
も
の
だ
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、「
濃
厚
で
絢
爛
」
な
服
装
を
着
て
「
唐
子
人
形
の
如

く
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
し
た
小
さ
い
」
江
南
女
性
の
な
か
で
、「
青
磁
色
の
上
衣
」
に
背
の

高
い
「
酈
小
姐
」
は
俗
離
れ
と
差
異
化
さ
れ
た
が
、
風
景
性
に
お
い
て
は
変
わ
り
は

な
い
。
例
え
ば
「
西
湖
佳
話
」
の
第
二
巻
「
白
堤
政
跡
」
の
な
か
で
こ
う
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
る
。
杭
州
を
た
っ
た
白
居
易
は
常
に
気
が
塞
い
だ
り
し
た
た
め
、
周
り

の
人
は
そ
の
原
因
を
白
居
易
が
妓
女
「
商
玲
瓏
」
に
未
練
が
あ
る
と
想
定
し
た
が
、

白
居
易
は
彼
ら
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
返
答
し
た
の
で
あ
る
。

商
玲
瓏
は
思
い
や
り
が
あ
る
が
、
湖
山
を
点
景
し
て
、
朝
夕
詩
酒
の
興
を
添
え

る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
彼
女
は
既
に
行
雲
流
水
に
な
り
、
気
に
か
か
る
ほ
ど
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
私
が
懐
か
し
い
の
は
た
だ
南
北
の
双
峰
、
西
湖
に
ほ
か
な
ら

な
い
。（
拙
訳
）

即
ち
、
白
居
易
に
と
っ
て
妓
女
「
商
玲
瓏
」
は
西
湖
の
風
景
を
背
景
と
し
て
、
そ

れ
に
結
び
つ
い
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
意
味
を
持
つ
点
景
人
物
或
は
風
景
の
一
部
で

し
か
な
い
。
そ
の
よ
う
に
「
西
湖
」
と
い
う
ト
ポ
ス
に
置
か
れ
た
女
性
像
が
風
景
化

さ
れ
る
傾
向
は
同
じ
「
西
湖
佳
話
」
の
第
三
巻
「
六
橋
才
跡
」
に
あ
る
蘇
東
坡
の
妾

と
な
っ
た
芸
妓
「
朝
雲
」
―
「
西
湖
の
月
」
に
も
そ
れ
が
一
言
触
れ
ら
れ
た
が

―

に
も
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
逸
話
に
触
発
さ
れ
て
そ
れ
を
一
歩
進
め
て
敷
衍
し
た
の

が
、
谷
崎
が
創
作
し
た
戯
曲
「
蘇
東
坡
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ひ
い
て
、
以
上
の
よ

う
な
西
湖
に
関
す
る
漢
詩
文
に
あ
る
女
性
像
に
烙
印
さ
れ
た
「
風
景
性
」
を
、
谷
崎

は
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
「
酈
小
姐
」
イ
メ
ー
ジ
に
盛
り
込
ん
だ
と
言
え
る
。
後
文
で

「
練
絹
の
よ
う
な
柔
か
い
波
を
顫
わ
せ
て
居
る
浅
黄
色
の
西
湖
の
水
と
、爽
や
か
な
秋

の
朝
の
外
気
と
が
、
あ
る
エ
ッ
フ
ェ
ク
ト
を
其
の
容
貌
の
上
に
加
え
て
居
た
せ
い
」

で
「
酈
小
姐
」
の
顔
が
「
一
層
美
し
く
感
ぜ
ら
れ
た
」
と
同
時
に
、「
彼
女
は
こ
と
さ

ら
自
分
の
姿
を
湖
山
の
風
光
の
画
面
の
中
へ
容
れ
ん
が
為
め
に
「
青
磁
色
の
上
衣
と

ズ
ボ
ン
」
を
選
ん
だ
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
描
写
は
、「
緋
鯉
」
の
よ
う
な
「
酈
小
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姐
」
と
西
湖
風
景
と
の
高
度
の
融
合
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
谷
崎
の
姿
勢
を
裏
づ
け

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
作
の
最
初
の
タ
イ
ト
ル
が
「
青
磁
色
の
女
」
だ
っ
た

一
つ
の
理
由
は
「
青
磁
色
の
上
衣
と
ズ
ボ
ン
」
と
西
湖
と
の
一
体
性
を
示
唆
で
き
る

こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、  

脱
古
典
化
さ
れ
た
「
酈
小
姐
」
像

―
方
法
と
し
て
の
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー

「
緋
鯉
」
の
よ
う
な
「
酈
小
姐
」
は
「
す
っ
き
り
と
華
奢
な
姿
」、「
繊
細
を
極
め
て

居
る
」
指
、「
鹿
の
脚
の
よ
う
な
」「
優
雅
な
楚
々
と
し
た
感
じ
が
あ
る
」
両
脚
、「
き
ゃ

し
ゃ
」
な
手
首
を
持
つ
江
南
少
女
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、「
私
」
は
「
繊
弱
」

に
見
え
る
彼
女
と「
神
韻
縹
渺
と
し
て
風
に
吹
か
れ
て
消
え
て
し
ま
い
そ
う
な
、弱
々

し
い
柳
腰
花
顔
の
姿
態
」
を
持
つ
「
中
国
式
美
人
の
典
型
」
と
意
識
的
に
区
別
し
よ

う
と
し
た
。
こ
の
「
中
国
式
美
人
の
典
型
」
の
好
例
は
ほ
か
で
も
な
く
テ
ク
ス
ト
の

結
末
で
「
私
」
が
想
起
し
た
「
蘇
小
小
」
で
あ
る
。
こ
の
結
末
に
お
い
て
は
た
し
か

に
宮
内
淳
子
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
、「
蘇
小
小
」
は
西
湖
に
ゆ
か
り
の
あ
る
早
世
し
た

「
佳
人
」
と
い
う
意
味
で
「
酈
小
姐
」
と
通
底
し
て
い
る
。『
西
湖
佳
話
』
の
「
西
泠

韻
跡
」
に
お
け
る
「
蘇
小
小
」
の
容
貌
に
関
す
る
描
写
に
は
「
砕
剪
名
花
為
貌
、
細

揉
嫩
柳
成
腰
」
と
い
う
名
句
が
あ
る
。『
西
湖
佳
話
』
に
あ
る
「
蘇
小
小
」
と
「
西
湖

の
月
」
に
お
け
る
「
酈
小
姐
」
の
容
貌
に
お
け
る
最
も
顕
著
な
差
異
は
、前
者
は
「
柳

腰
花
顔
」
で
「
満
面
容
光
」、
つ
ま
り
元
気
い
っ
ぱ
い
で
顔
色
が
よ
い
の
に
対
し
て
、

後
者
は
「
や
や
卵
黄
色
を
帯
び
た
冷
め
た
い
青
白
い
色
を
し
て
居
る
」
皮
膚
を
し
て

い
る
「
病
的
な
美
」
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
こ
で
「
酈
小
姐
」
に
あ
る

「
病
的
な
美
」
は
強
調
さ
れ
て
「
蘇
小
小
」
イ
メ
ー
ジ
と
相
対
化
さ
れ
た
理
由
を
突
き

止
め
る
た
め
に
、「
西
湖
の
月
」
の
改
稿
か
ら
繙
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
四
七
年
三
月
全
国
書
房
発
行
の
『
私
』
に
収
録
さ
れ
た
「
西
湖
の
月
」
の
定

稿
に
お
い
て
、
サ
マ
ン
作
、
堀
口
大
学
訳
の
「
相
伴
」
の
終
り
の
三
連
が
削
除
さ
れ

た
こ
と
が
既
に
宮
内
淳
子
氏
の
調
査
に
よ
り
判
明
し
た⑤
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
宮
内
氏

は
「
サ
マ
ン
詩
抄
」
全
体
を
引
用
し
つ
つ
、
詩
抄
に
あ
る
詩
句
が
「
西
湖
の
月
」、
こ

と
に
江
南
少
女
が
溺
死
す
る
場
面
に
あ
る
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
論
断
し

た⑥
。
言
い
換
え
る
と
、「
西
湖
の
月
」
に
お
け
る
「
酈
小
姐
」
イ
メ
ー
ジ
の
成
立
は
欧

米
文
学
に
深
く
関
与
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
宮
内
氏
の
鋭
い
指
摘
に
筆
者
も
頷

け
る
が
、「
西
湖
の
月
」
の
定
稿
に
お
け
る
サ
マ
ン
詩
の
削
除
以
降
、
本
作
は
欧
米
文

学
の
色
合
い
を
払
拭
さ
れ
き
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
完
全
な
る
「
東
洋
趣
味
」
或
は
「
支

那
趣
味
」
小
説
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、「
西
湖
の
月
」
に
お
い
て
欧

米
文
学
の
色
合
い
は
果
た
し
て
微
塵
も
残
留
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
西
湖
の
月
」
の
テ
ク
ス
ト
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
満
ち
溢
れ
る
不
気
味
さ
や
、既

述
し
た
「
酈
小
姐
」
の
「
病
的
な
美
」
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
と
、
短
い
生
涯
に
そ

の
文
学
で
異
彩
を
放
っ
た
ア
メ
リ
カ
作
家
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
を
想
起
さ
せ

る
。
小
林
秀
雄
は
早
く
も
「
ポ
オ
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
模
倣
は
、谷
崎
氏
の
作
品
に
、

特
に
そ
の
初
期
の
短
篇
に
見
ら
れ
る
…
…
ポ
オ
は
人
も
知
る
通
り
、異
常
な
恐
駭
や
、

偏
奇
を
愛
し
た
。
谷
崎
氏
も
亦
こ
れ
ら
の
も
の
を
愛
し
た
」
と
提
示
し
た
。
ま
た
、

そ
れ
に
宮
永
孝
氏
は
『
ポ
ー
と
日
本　

そ
の
受
容
の
歴
史
』
に
お
い
て
、
谷
崎
が

「
ポ
ー
を
初
め
て
知
っ
た
の
は
」「
中
学
か
第
一
高
等
学
校
の
学
生
時
分
」
だ
と
推
定

し
て
、
彼
が
「
少
な
く
と
も
「
黒
猫
」「
陥
と
振
子
」「
ベ
レ
ニ
ス
」「
リ
ジ
ィ
ア
」

「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
」「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」「
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の
地

所
」「
ラ
ン
ダ
ー
の
別
荘
」「
黄
金
虫
」
な
ど
を
読
ん
で
い
た
」
と
述
べ
て
い
る⑦
。
さ

ら
に
、
吉
美
顕
氏
は
論
著
『
谷
崎
に
お
け
る
女
性
美
の
変
遷
―
西
洋
文
学
と
の
関
係

を
中
心
と
し
て
―
』
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
に
日
本
文
壇
に
対
す
る
ポ
ー
の
影
響
に

論
及
し
て
い
る
。

明
治
中
期
か
ら
ポ
ー
の
探
偵
小
説
、
病
的
な
要
素
の
小
説
は
人
々
の
関
心
を
引
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絡
み
合
う
漢
詩
文
と
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー

―
谷
崎
潤
一
郎
「
西
湖
の
月
」
に
お
け
る
酈
小
姐
像
を
手
が
か
り
に

7

い
た
。
こ
れ
は
、
ポ
ー
の
翻
訳
の
面
で
は
、
量
に
お
い
て
も
質
に
お
い
て
も
大

き
く
進
ん
だ
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ポ
ー
が
日
本
の
文
芸
思
潮
に
取
り

込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、ポ
ー
に
関
す
る
大
正
期
の
概
観
で
あ
る
。

大
正
期
の
ポ
ー
の
文
学
の
世
界
は
も
っ
と
細
分
化
的
に
研
究
さ
れ
、
外
国
文
学

と
し
て
定
着
し
た
の
は
、
大
正
期
に
活
動
に
し
た
作
家
た
ち
、
佐
藤
春
夫
や
谷

崎
潤
一
郎
に
よ
っ
て
で
あ
り
、こ
の
作
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る⑧
。

要
す
る
に
、
明
治
中
期
以
降
の
日
本
で
ポ
ー
の
小
説
に
あ
る
「
病
的
な
要
素
」
は

既
に
当
時
の
作
家
た
ち
の
注
目
を
集
め
て
、
そ
れ
か
ら
大
正
期
に
な
る
と
谷
崎
潤
一

郎
ら
を
代
表
と
す
る
文
学
者
に
愛
読
さ
れ
、
し
か
も
彼
ら
の
文
学
に
「
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
さ
て
、
ポ
ー
に
あ
る
「
病
的
な
要
素
」
と
谷
崎
「
西

湖
の
月
」
と
の
関
係
性
を
考
察
す
る
。

「
西
湖
の
月
」
の
発
表
前
後
に
、谷
崎
は
「
金
色
の
死
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」、一
九
一
四

年
十
二
月
四
〜
七
日
）、「
魔
術
師
」（「
新
小
説
」、
一
九
一
七
年
一
月
）、「
活
動
写
真
の
現

在
と
将
来
」（「
新
小
説
」、
一
九
一
七
年
九
月
）、「
白
昼
鬼
語
」（「
大
阪
毎
日
新
聞
」「
東

京
日
日
新
聞
」、
一
九
一
八
年
五
月
二
十
三
日
〜
七
月
十
日
）
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

ポ
ー
を
取
り
上
げ
て
い
る
一
方
、
彼
が
中
国
の
旅
に
出
る
直
前
（
一
九
一
八
年
七
、
八

月
）
に
ポ
ー
の
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」（
谷
崎
は
「
ア
ッ
シ
ヤ
ア
家
の
覆
滅
」
と
訳

し
た
が
）
を
翻
訳
し
て
二
回
に
分
載
し
た
。
だ
が
、二
回
分
の
結
末
に
谷
崎
が
「
今
回

は
も
っ
と
沢
山
書
く
つ
も
り
で
居
た
が
、
執
筆
の
途
中
で
風
邪
に
か
か
っ
た
の
で
、

已
む
を
得
ず
こ
ん
な
短
い
物
を
載
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
号
に
は
大
い
に
奮
発
し

て
沢
山
載
せ
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と
気
合
を
い
れ
た
よ
う
に
予
告
し
た
が
、
翻
訳
は

結
局
未
完
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
完
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」が
残
し
た
余
韻
は
谷
崎
の
脳
裏
に
い
か
に
響
い
て
い
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
興
味
深
い
こ
と
に
、ち
ょ
う
ど
谷
崎
の
訳
文
が
途
切
れ
た
と
こ
ろ
に
、

「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
の
登
場
人
物
「
私
」
の
昔
の
親
友
だ
っ
た
「
ロ
デ
リ
ッ

ク
・
ア
ッ
シ
ャ
ー
」
の
様
子
は
以
下
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

顔
色
は
死
人
の
よ
う
だ
。
大
き
く
て
水
を
た
た
え
た
よ
う
に
光
る
目
は
、
ほ
か

に
類
が
な
か
ろ
う
。い
く
ぶ
ん
薄
め
の
唇
は
き
わ
め
て
血
色
に
乏
し
い
の
だ
が
、

そ
の
描
き
出
す
曲
線
に
は
格
別
の
美
し
さ
が
あ
る
。
鼻
は
上
品
な
ユ
ダ
ヤ
型
な

が
ら
、そ
の
わ
り
に
小
鼻
が
ふ
く
ら
ん
で
い
る
。
す
っ
き
り
し
た
顎
の
輪
郭
は
、

す
っ
き
り
し
て
い
る
分
だ
け
気
力
に
欠
け
る
と
も
見
ら
れ
そ
う
だ
。

即
ち
、「
私
」
の
目
に
映
っ
た
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
」
は
「
上
品
な
ユ
ダ
ヤ
型
」
の
鼻
を

も
ち
な
が
ら
、「
き
わ
め
て
血
色
に
乏
し
い
」
唇
、「
す
っ
き
り
し
た
」
顎
や
「
死
人

の
よ
う
」
な
顔
色
で
病
的
状
態
に
あ
る
。
し
か
も
彼
の
「
蒼
白
な
顔
の
色
」
は
数
日

後「
怪
奇
な
白
さ
を
帯
び
て
い
た
」。
そ
う
い
う
描
写
に
呼
応
し
て
い
る
よ
う
に
、「
酈

小
姐
」
は
「
希
臘
風
の
秀
で
た
鼻
」
や
「
上
品
さ
が
あ
る
」
顔
立
ち
を
し
て
い
る
が
、

「
青
白
い
と
言
う
よ
り
」「
青
さ
が
濃
い
た
め
に
少
し
黒
ず
ん
で
居
る
く
ら
い
」
の
血

色
や
、「
病
人
じ
み
た
、
昂
ら
な
い
、
ぐ
っ
た
り
と
疲
れ
た
よ
う
な
趣
の
あ
る
」
表
情

と
い
う
「
病
的
な
美
」
の
持
ち
主
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
谷
崎
が
訳
し
損
な
っ
た
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
に
あ
る
「
病
的

な
要
素
」
は
「
酈
小
姐
」
像
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
病
的
な

要
素
」
と
い
う
の
は
、
人
物
の
「
病
的
」
な
容
貌
以
外
に
「
病
」
そ
の
も
の
や
「
病

的
」
な
道
具
も
包
摂
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
宮
内
氏
の
調
査
に
よ
り
、
谷
崎
は
「
西

湖
の
月
」
の
第
二
稿
（『
近
代
情
痴
集
』、
新
潮
社
、
一
九
一
九
年
九
月
八
日
）
や
第
三
稿

の
結
末
で
以
下
の
内
容
を
書
き
加
え
た
の
で
あ
る

―
「
酈
小
姐
」
は
「
肺
結
核
に

感
染
し
た
」
が
、
治
療
を
断
念
し
て
「
阿
片
を
呑
ん
だ
上
に
、
望
山
橋
の
ほ
と
り
か

ら
毒
に
痺
れ
た
体
を
清
い
水
底
へ
沈
め
た
の
だ
そ
う
」で
あ
る
。
こ
こ
で
二
つ
の「
病

的
な
要
素
」
は
テ
ク
ス
ト
の
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
「
肺

結
核
」
と
「
阿
片
」
で
あ
る
。
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ま
ず
、
以
上
羅
列
し
た
谷
崎
の
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
ポ
ー
の
作
品
の
な
か
で
、「
阿

片
」
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
重
要
な
道
具
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小
説
「
ア
ッ
シ
ャ
ー

家
の
崩
壊
」
の
冒
頭
で
「
こ
れ
を
見
て
い
る
と
魂
に
ず
っ
し
り
と
重
み
が
か
か
り
、

も
し
現
世
に
た
と
え
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
阿
片
の
中
毒
者
が
夢
か
ら
醒
め

き
ら
ず
、
い
つ
も
の
現
実
に
戻
さ
れ
る
こ
と
が
苦
々
し
く
、
目
の
前
が
晴
れ
て
し
ま

う
の
が
厭
わ
し
い
と
で
も
言
う
し
か
な
い
よ
う
な
憂
鬱
を
覚
え
て
い
た
」
と
い
う
、

「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
館
」
の
陰
鬱
さ
を
形
容
す
る
く
だ
り
が
あ
る
。
ま
た
、小
説
「
リ

ジ
ィ
ア
」
に
お
い
て
「
阿
片
」
は
物
語
の
構
成
や
展
開
に
と
っ
て
不
可
欠
な
道
具
に

な
っ
た

―
ま
ず
「
あ
の
輝
き
は
阿
片
が
生
み
出
す
夢
の
よ
う
に
」
と
い
う
私
が
リ

ジ
ィ
ア
の
絶
世
の
美
貌
を
賛
美
す
る
比
喩
は
伏
線
に
な
り
、リ
ジ
ィ
ア
の
死
後
「
私
」

は
「
阿
片
が
病
み
つ
き
と
な
り
、
そ
の
支
配
力
に
搦
め
と
ら
れ
て
い
た
の
で
、
私
が

為
す
こ
と
に
も
、
人
に
命
じ
る
こ
と
に
も
、
そ
う
し
た
夢
想
か
ら
生
じ
る
色
合
い
が

出
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
あ
る
ば
か
り
か
、「
阿
片
」
の
作
用
で
「
私
」
は
死
体
の
復

活
な
ど
を
「
幻
視
」
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
阿
片
」
は
妻
の
逝
去
に
よ
る
現
実

的
苦
痛
を
し
ず
め
る
霊
薬
と
な
っ
た
。
総
じ
て
言
う
と
、ポ
ー
の
文
学
に
お
け
る「
阿

片
」
の
表
象
す
る
陰
鬱
性
、
幻
覚
性
や
、
そ
れ
の
鎮
痛
薬
と
し
て
の
機
能
や
死
亡
と

の
至
近
距
離
性
は
、「
西
湖
の
月
」
で
「
酈
小
姐
」
が
入
水
自
殺
に
対
す
る
恐
怖
を
抑

え
る
機
能
を
持
つ
「
阿
片
」
と
は
異
曲
同
工
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、「
酈

小
姐
」が
罹
患
し
た「
肺
結
核
」と
い
う
疾
病
は
ま
た
ポ
ー
文
学
の
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
で
あ
る
。
例
え
ば
「
リ
ジ
ィ
ア
」、「
モ
レ
ラ
」
や
「
ア
ナ
ベ
ル
・
リ
ー
」
に
は
ヒ

ロ
イ
ン
が
肺
結
核
に
か
か
っ
た
と
思
し
き
ふ
し
が
見
ら
れ
る⑨
。
ポ
ー
が
「
肺
結
核
」

と
い
う
病
の
文
学
化
に
抱
く
執
念
は
、
彼
の
周
り
に
い
る
四
人
の
重
要
な
女
性

―

母
、
愛
人
、
養
母
、
妻
が
相
次
い
で
肺
結
核
で
病
死
し
た
こ
と
に
由
来
し
た
と
目
さ

れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ポ
ー
の
文
学
が
特
徴
と
す
る
「
病
的
な
要
素
」
は
「
酈

小
姐
」
像
の
成
立
に
大
き
な
影
を
落
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

三
、  

収
斂
・
融
合
さ
れ
た
ポ
ー
と
漢
詩
文

―
「
美
女
の
死
」
と
「
永
久
性
」

ポ
ー
は
「
病
的
な
傾
向
、
詩
の
音
楽
面
」
を
備
え
る
と
と
も
に
、「
美
と
頽
廃
、
死

の
戦
慄
に
満
ち
た
作
品
で
悪
魔
主
義
の
始
祖
」⑩

で
も
あ
っ
た
。
換
言
す
る
と
、
ポ
ー

文
学
に
お
け
る
「
病
的
な
要
素
」
は
ほ
と
ん
ど
死
亡
、
特
に
若
い
美
女
の
死
亡
と
深

く
関
わ
る
。
た
し
か
に
、「
美
女
の
死
」
は
ポ
ー
の
短
い
文
学
生
涯
に
渡
る
重
要
な
モ

チ
ー
フ
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
ポ
ー
自
身
も
『
詩
作
の
哲
学
』（T

h
e P

h
ilosoph

y 

of C
om

position
,1846

）
に
お
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

I asked m
yself-”O

f all m
elan

ch
oly topics,w

h
at,accordin

g to th
e 

u
n

iversal u
n

derstan
din

g of m
an

kin
d,is th

e m
ost m

elan
ch

oly?”
D

eath
-w

as th
e obviou

s rep
ly.”A

n
d w

h
en

,”I said
,”is th

is m
ost 

m
elan

ch
oly of topics m

ost poetical?”F
rom

 w
h

at I h
ave already 

explain
ed at som

e len
gth

,th
e an

sw
er,h

ere also,is obviou
s-”W

h
en

 

it m
ost closely a

llies itself to B
ea

u
ty:th

e d
ea

th
,th

en
,of a 

beau
tifu

l w
om

an
 is,u

n
qu

estion
ably,th

e m
ost poetical topic in

 th
e 

w
orld-equ

ally is beyon
d dou

bt th
at th

e lips best su
ited for su

ch
 

topic are th
ose of a bereaved lover.”

⑪

以
上
の
引
用
の
下
線
部
を
日
本
語
で
拙
訳
し
て
要
約
す
る
と
、
死
は
美
と
緊
密
に

関
連
す
る
際
に
こ
そ
最
も
詩
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
美
女
の
死
は
疑
い
も
な
く
一
番

詩
意
に
富
ん
だ
テ
ー
マ
に
な
る
。
そ
う
い
っ
た
文
学
的
方
法
論
を
取
り
入
れ
ら
れ
た

小
説
と
し
て
、「
ベ
レ
ニ
ス
」（
一
八
三
五
年
）、「
モ
レ
ラ
」（
一
八
三
五
年
）、「
リ
ジ
ィ

ア
」（
一
八
三
八
年
）、「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」（
一
八
三
九
年
）、「
楕
円
形
の
肖
像
」

（
一
八
四
二
年
）
や
詩
「
大
鴉
」（
一
八
四
五
年
）
な
ど
が
数
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
美
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女
の
死
」
を
具
体
的
に
表
出
す
る
際
に
、
ポ
ー
は
死
ん
だ
美
女
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

す
る
、
つ
ま
り
「
死
体
凝
視
」
と
い
う
手
法
を
愛
用
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
の
引
用

は
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
に
あ
る
「
私
」
と
ア
ッ
シ
ャ
ー
と
一
緒
に
彼
の
双
子

の
妹
「
レ
デ
ィ
・
マ
ド
ラ
イ
ン
」
の
病
死
し
た
遺
体
を
仮
埋
葬
し
た
場
面
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
視
線
が
死
者
に
落
ち
て
い
た
の
は
、
わ
ず
か
な
時
間
だ

け
で
あ
る
。
見
れ
ば
畏
怖
を
感
じ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
若
い
盛
り
の
女
性

を
埋
葬
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
病
は
、
重
度
の
強
硬
症
を
伴
う
疾
病
の
例
に
洩

れ
ず
、
胸
元
や
顔
に
ほ
ん
の
り
赤
み
が
差
し
た
か
の
よ
う
な
偽
装
を
見
せ
て
い

た
の
だ
し
、
ま
た
不
審
な
ま
で
に
消
え
や
ら
ぬ
笑
み
が
唇
に
あ
る
の
だ
か
ら
、

こ
れ
が
死
ん
で
い
る
顔
だ
と
思
う
と
恐
ろ
し
く
も
あ
っ
た
の
だ
。

「
私
」
が
見
た
「
レ
デ
ィ
・
マ
ド
ラ
イ
ン
」
の
死
体
は
、「
胸
元
や
顔
に
ほ
ん
の
り

赤
み
が
差
し
た
か
の
よ
う
な
偽
装
」
や
唇
に
あ
る
「
消
え
や
ら
ぬ
笑
み
」
か
ら
ま
だ

生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
と
類
似
し
た
く
だ
り
が
「
リ
ジ
ィ
ア
」
に

も
見
受
け
ら
れ
る
。

私
は
意
を
決
し
て
、
集
中
し
て
、
死
体
か
ら
目
を
離
さ
ず
に
見
張
っ
て
い
た
。

ど
れ
だ
け
待
っ
た
の
か
、
つ
い
に
謎
に
光
を
投
げ
か
け
る
現
象
ら
し
き
も
の
が

生
じ
た
。
も
う
間
違
い
は
な
い
。
ご
く
薄
く
、
ほ
ん
の
り
染
ま
っ
た
と
わ
か
る

く
ら
い
の
色
が
頬
に
出
て
、
ま
た
瞼
に
埋
も
れ
て
い
た
微
細
な
血
管
に
も
、
わ

ず
か
な
色
が
に
じ
ん
だ
。

「
私
」
に
凝
視
さ
れ
た
第
二
の
妻
「
ロ
ウ
ィ
ー
ナ
」
の
死
体
も
、「
レ
デ
ィ
・
マ
ド

ラ
イ
ン
」
の
死
体
と
同
じ
よ
う
に
血
色
を
取
り
戻
し
た
か
の
ご
と
く
ど
こ
と
な
く
生

き
て
い
る
気
配
が
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
酈
小
姐
」
の
死
体
は
以
下
の
よ
う
に
大

写
し
に
さ
れ
て
い
る
。

両
手
を
胸
の
上
に
組
ん
で
、
安
ら
か
に
身
を
横
え
て
居
る
様
子
か
ら
判
断
す
る

の
に
、
恐
ら
く
は
覚
悟
の
自
殺
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
其
の
表
情
に
微
塵

も
苦
悶
の
痕
を
留
め
て
居
な
い
の
は
、
ど
う
云
う
死
に
方
を
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
？
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
死
ん
だ
の
で
は
な
く
、
す
や
す
や
と
眠
っ
て
居
る
の
か

と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
顔
は
穏
や
か
に
且
生
々
し
く
輝
い
て
居
る
。
私
は
舷

か
ら
出
来
る
だ
け
外
へ
半
身
を
乗
り
出
し
て
、
屍
骸
の
首
の
上
へ
自
分
の
顔
を

持
っ
て
行
っ
た
。

溺
死
し
た
「
酈
小
姐
」
の
顔
は
「
す
や
す
や
と
眠
っ
て
居
る
の
か
と
思
わ
れ
る
ほ

ど
」「
輝
い
て
居
る
」
＝
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
私
」

は
彼
女
の
死
体
を
観
察
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
「
半
身
を
乗
り
出
し
」
て
「
屍
骸
の

首
の
上
へ
自
分
の
顔
を
持
っ
て
行
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
「
ロ
ウ
ィ
ー

ナ
」
や
「
レ
デ
ィ
・
マ
ド
ラ
イ
ン
」
な
ど
に
お
け
る
ポ
ー
の
死
体
凝
視
の
手
法
と
無

縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
ポ
ー
的
な
方
法
が
テ
ク
ス
ト
の
裏
に
稼
働
し
て

い
る
こ
と
こ
そ
、「
東
京
某
々
新
聞
」
の
「
特
派
員
」
で
あ
る
「
私
」
が
何
回
も
会
っ

て
き
て
、
し
か
も
好
感
を
抱
く
少
女
の
死
体
を
見
た
瞬
間
、
そ
れ
を
凝
視
す
る
こ
と

に
夢
中
に
な
り
、
少
し
の
恐
怖
も
覚
え
な
け
れ
ば
彼
女
を
即
時
に
救
助
し
よ
う
と
も

し
な
い
真
意
で
あ
る
。
こ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
描
写
が
、「
西
湖
の
月
」
の
底
流
で

あ
る
幻
想
性
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
も
う
一
つ
看

過
で
き
な
い
の
は
、「
酈
小
姐
」
が
嵌
め
て
い
る
「
金
の
腕
時
計
」
が
「
未
だ
に
生
き

て
時
を
刻
ん
で
居
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
を
隠
喩
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
は
「
西
湖
の
月
」
と
同
様
に
西
湖
を
舞
台
に
し
て
、
そ
れ
に
前
後
し
て
発

表
さ
れ
た
「
天
鵞
絨
の
夢
」
を
補
助
線
と
す
れ
ば
よ
り
明
瞭
に
な
る
。
そ
の
な
か
で

も
同
じ
く
山
東
少
女
の
「
死
体
」（
実
際
は
昏
迷
状
態
だ
が
）
が
西
湖
の
湖
面
を
流
れ
て
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い
た
場
面
が
あ
る
が
、
そ
の
「
死
体
」
に
対
し
て
語
り
手
に
よ
る
以
下
の
叙
述
が
あ

る
。

こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
屍
骸
に
な
る
な
ら
、「
死
」
は
「
生
」
よ
り
も
遥
か
に
望
ま

し
い
こ
と
の
よ
う
に
さ
え
感
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
彼
女
の
姿
に
現
れ
て
居
る「
死
」

は
、
暗
い
淋
し
い
灰
色
の
も
の
で
は
な
く
、
金
剛
石
よ
り
も
美
し
い
「
永
遠
の

光
」
を
持
っ
た
宝
石
な
の
で
す⑫
。

要
す
る
に
、
西
湖
を
背
景
に
湖
面
を
流
れ
た
「
山
東
少
女
」
の
「
死
」
に
は
あ
る

永
久
性
を
獲
得
で
き
た
。
同
様
の
こ
と
は
西
湖
の
水
面
に
浮
か
ん
で
い
る「
酈
小
姐
」

の
死
体
に
も
適
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、「
さ
さ
や
か
な

微
か
な
針
」
が
「
チ
ョ
キ
チ
ョ
キ
と
動
い
て
行
く
」「
酈
小
姐
」
の
腕
時
計
が
依
然
と

し
て
時
間
を
刻
み
続
け
て
い
る
の
は
そ
の
ま
ま
西
湖
に
早
世
し
た
こ
と
に
よ
る
永
久

性
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ま
さ
に
李
雁
南
氏
が
既
に
主
張
し
た
よ
う
に
、「「
西
湖
の
月
」
に
お
い
て
女
性
の

死
体
は
永
遠
の
美
の
象
徴
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
」
る⑬
。
ま
た
、
エ
ッ
セ
イ
「
活
動

写
真
の
現
在
と
将
来
」（「
新
小
説
」、
一
九
一
七
年
九
月
一
日
）
に
お
い
て
谷
崎
は
こ
う

強
調
し
て
い
る
。

人
間
の
容
貌
と
言
う
も
の
は
、
た
と
え
ど
ん
な
に
醜
い
顔
で
も
、
其
れ
を
じ
っ

と
見
詰
め
て
居
る
と
、
何
と
な
く
其
処
に
神
秘
な
、
崇
厳
な
、
或
る
永
遠
な
美

し
さ
が
潜
ん
で
居
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。予
は
活
動
写
真
の「
大

映
し
」
の
顔
を
眺
め
る
際
に
、
特
に
其
の
感
を
深
く
す
る
。

以
上
の
言
説
を
「
西
湖
の
月
」
に
リ
ン
ク
さ
せ
て
考
え
る
と
、「
大
映
し
」
さ
れ
た

よ
う
な
「
酈
小
姐
」
の
顔
な
い
し
死
体
も
凝
視
さ
れ
る
こ
と
で
、「
金
の
腕
時
計
」
が

表
象
し
て
い
る
「
或
る
永
遠
な
美
し
さ
」
が
見
出
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
「
永
遠
な
美
し
さ
」
＝
永
久
性
を
加
味
さ
れ
た
う
え
で
、「
美
女
の
死
」
と

い
う
ポ
ー
の
方
法
は
テ
ク
ス
ト
の
結
末
に
お
け
る
「
薄
命
の
佳
人
を
悼
む
」
漢
詩
文

の
言
説
に
上
塗
り
さ
れ
て
収
斂
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、

ポ
ー
が
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
た
「
美
女
の
死
」
と
中
国
の
文
人
、詩
人
た
ち
が
生
産
、

再
生
産
し
続
け
て
き
た
「
佳
人
薄
命
」
に
ま
つ
わ
る
言
説
に
、
美
し
い
女
性
が
死
ん

だ
と
い
う
自
明
的
な
共
通
性
が
内
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、「
私
」
に
凝

視
さ
れ
た
「
酈
小
姐
」
の
死
体
が
「
腕
時
計
」
に
よ
り
永
久
性
を
付
与
さ
れ
た
の
に

対
し
て
、「
蘇
小
小
」
は
そ
れ
ま
で
の
中
国
文
学
者
に
よ
る
膨
大
な
関
連
言
説
に
よ
り

西
湖
と
深
く
関
わ
る
文
化
的
記
号
と
し
て
不
滅
的
象
徴
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と

こ
ろ
で
、
二
人
の
女
性
表
象
は
通
底
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
ポ
ー
の
方
法
と
漢
詩
文

の
言
説
が
統
合
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

「
支
那
趣
味
と
云
ふ
こ
と
」
の
な
か
で
、谷
崎
潤
一
郎
は
漢
文
学
の
教
養
を
身
に
つ

け
た
と
同
時
に
欧
米
文
学
や
文
化
の
洗
礼
も
受
け
た
こ
と
で
彼
の
内
部
に
生
起
し

た
、
両
者
の
衝
突
、
矛
盾
に
対
す
る
思
い
悩
み
を
告
白
し
て
い
る
。
こ
の
葛
藤
を
抱

え
込
み
な
が
ら
、
谷
崎
は
一
九
一
八
年
に
人
生
最
初
の
異
国
旅
行

―
中
国
の
旅
に

出
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
彼
の
発
表
し
た
中
国
体
験
に
基
づ
い
た
作
品
は
体
験
自
体

だ
け
で
な
く
、漢
文
学
と
欧
米
文
学
の
対
決
を
も
内
包
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。「
西

湖
の
月
」
に
お
い
て
こ
の
対
決
の
実
態
は
「
酈
小
姐
」
と
い
う
江
南
少
女
像
を
通
し

て
屈
折
し
つ
つ
展
開
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、「
酈
小
姐
」
の
初
登
場
し
た
場
面
で
彼
女
の
服
装
や
容
貌
は
「
緋
鯉
」
と
い

う
比
喩
に
よ
っ
て
同
じ
列
車
に
い
る
江
南
女
性
と
一
線
を
画
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
あ

る
「
緋
鯉
」
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
、
女
性
像
を
風
景
化
す
る
傾
向
の
あ
る
漢
詩
文
、
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特
に
西
湖
に
関
連
す
る
も
の
は
大
い
に
寄
与
し
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
か
く
し
て

「
酈
小
姐
」
像
が
二
回
目
に
ホ
テ
ル
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
出
現
し
た
と
き
に
、彼
女
と
西
湖

の
風
景
と
の
融
合
性
ひ
い
て
「
西
湖
佳
話
」
に
代
表
さ
れ
る
漢
詩
文
と
の
関
連
性
が

前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
一
方
で
、「
病
的
な
美
」
を
も
っ
て
蘇
小
小
を
代
表
と
す
る

「
柳
腰
花
顔
」と
い
う
中
国
の
古
典
文
学
に
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
図
式
的
な
美

人
表
象
と
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
酈
小
姐
」
の
「
病
的
な
美
」
の
背
後

に
、
谷
崎
が
親
し
ん
だ
ア
メ
リ
カ
作
家
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
方
法
（
論
）
は

機
能
し
て
い
る
と
推
定
で
き
る
。
そ
の
う
え
で
、
ポ
ー
の
方
法
は
こ
こ
か
ら
「
酈
小

姐
」
イ
メ
ー
ジ
の
塑
像
に
あ
た
っ
て
の
主
導
的
要
素
と
し
て
、
ま
た
小
説
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス

―
「
酈
小
姐
」
の
死
体
が
西
湖
の
湖
面
に
浮
か
ん
で
い
る
場
面
に
ま
で

「
美
女
の
死
」
と
い
う
テ
ー
マ
や
「
死
体
凝
視
」
と
い
う
手
法
に
な
り
、「
酈
小
姐
」

像
を
強
力
に
映
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
美
女
の
死
」
と
い
う
テ
ー

マ
に
「
永
久
性
」
を
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
谷
崎
は
「
酈
小
姐
」
と
「
蘇
小
小
」

の
死
を
一
体
化
し
た
う
え
で
、
ポ
ー
の
文
学
的
方
法
や
漢
詩
文
の
言
説
を
テ
ク
ス
ト

の
結
末
で
統
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
西
湖
の
月
」
が

内
包
し
て
い
る
「
東
洋
趣
味
」
或
は
所
謂
谷
崎
式
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
つ

い
て
検
討
す
る
際
に
、
ポ
ー
の
文
学
的
方
法
や
テ
ー
マ
の
介
在
性
を
一
つ
の
重
要
な

主
軸
と
し
て
看
過
で
き
な
く
な
る
。

一
方
に
お
い
て
、
中
国
の
古
代
文
人
が
往
々
に
し
て
女
性
を
「
モ
ノ
」
と
し
て
賞

玩
し
た
り
、
詠
唱
し
た
り
し
た
が⑭
、
谷
崎
は
彼
が
内
面
化
し
た
漢
詩
文
に
あ
る
女
性

言
説
を
「
酈
小
姐
」
像
に
取
り
入
れ
た
さ
い
に
、
そ
う
し
た
中
国
文
人
の
姿
勢
に
内

在
す
る
性
差
別
意
識
を
剔
抉
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。
ま
た
、
い
つ
も
「
見
る
」
側
に
あ
る
男
権
文
化
は
女
性
の
身
体
を
「
水
」、「
芦
」

や
「
花
」
な
ど
自
然
性
を
備
え
る
「
モ
ノ
」
に
喩
え
て
、
女
性
の
身
体
を
「
自
然
」

に
客
体
化
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
男
性
の
支
配
地
位
を
（
再
）
確
認
し
よ
う
と
す

る⑮
。
そ
れ
を
「
西
湖
の
月
」
と
結
び
付
け
て
考
え
る
と
、「
見
ら
れ
る
」
し
か
も
「
書

か
れ
る
」
側
に
あ
る
「
酈
小
姐
」
像
は
「
緋
鯉
」、「
鹿
」
等
の
動
物
ひ
い
て
は
西
湖

の
「
風
景
」
な
ど
に
自
然
化
さ
れ
て
、
主
体
性
を
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、「
書

く
」「
見
る
」
側
に
あ
る
書
き
手
・
語
り
手
の
男
性
性
、
支
配
性
を
（
再
）
確
認
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
ボ
ー
ボ
ワ
ー
ル
は
ポ
ー
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
「
美
女

の
死
」
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
論
及
し
て
い
る
。

都
市
や
国
家
だ
け
で
な
く
、
抽
象
的
な
観
念
的
存
在
や
制
度
も
女
の
顔
を
し
て

い
る
…
…
男
が
自
分
の
前
に
本
質
的
な
他
者
と
し
て
お
く
〈
理
想
〉、そ
れ
を
男

は
女
性
化
す
る
。〈
魂
〉
と
〈
イ
デ
ア
〉
で
あ
る
女
は
、ま
た
両
者
の
仲
介
者
で

も
あ
る
…
…
女
は
そ
の
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
燦
然
た
る
輝
き
の
な
か
で
崇

め
た
て
ま
つ
ら
れ
る
。
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
ー
の
青
褪
め
た
女
の
死
者
た
ち
は
、
水

の
よ
う
に
、
風
の
よ
う
に
、
思
い
出
の
よ
う
に
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
い⑯
。

ポ
ー
の
文
学
に
お
け
る
「
青
褪
め
た
女
の
死
者
た
ち
」
は
「
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な

い
」
＝
実
体
性
を
持
て
な
い
「
抽
象
的
な
観
念
的
存
在
」
で
あ
り
、〈
理
想
〉
で
も
あ

る
と
い
う
。
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
は
、
日
本
の
男
性
作
家
が
「
女
に
勝
手
な
夢

を
託
し
た
り
、
解
釈
し
た
り
し
て
き
た
が
、
彼
ら
が
描
い
た
夢
の
女
と
現
実
の
女
性

と
の
距
離
の
大
き
さ
こ
そ
が
、
男
の
内
面
の
風
景
を
絢
爛
た
る
も
の
に
し
た
」
と
い

う
水
田
宗
子
氏
の
指
摘
で
あ
る⑰
。
谷
崎
潤
一
郎
も
水
田
氏
の
い
う
日
本
男
性
作
家
の

一
人
と
し
て
、
己
が
愛
読
す
る
漢
詩
文
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
〈
西
湖
〉
と
い
う

ト
ポ
ス
に
対
す
る
憧
憬
と
幻
想
＝
〈
理
想
〉・〈
勝
手
な
夢
〉
を
私
淑
し
た
ポ
ー
の
方

法
で
「
酈
小
姐
」
の
「
病
的
」
な
虚
像
に
付
与
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
谷

崎
が
「
酈
小
姐
」
を
「
見
る
」
目
線
は
ポ
ー
の
視
座
や
方
法
を
媒
介
と
し
た
た
め
、

「
日
本
男
性
」
／
「
中
国
女
性
」
の
権
力
関
係
の
対
立
構
図
に
、「
欧
米
男
性
」
／
「
中

国
女
性
」
と
い
う
も
う
一
重
の
二
項
対
立
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

言
い
換
え
る
と
、「
日
本
」
と
「
欧
米
」
と
い
う
二
重
に

―
厳
密
に
言
え
ば
ポ
ー
の
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方
法
＝
欧
米
文
学
を
主
調
低
音
に
し
て
構
築
さ
れ
た
男
性
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
な
か

で
、「
中
国
女
性
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
構
築
し
た
男
性
主
体
の

〈
理
想
〉、〈
夢
〉
の
拠
り
所
或
は
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
西
湖
の
月
」
の
テ
ク
ス
ト
は

全
体
的
に
漢
詩
文
的
な
情
緒
を
漂
わ
せ
て
い
る
も
の
の
、
中
国
女
性
像
「
酈
小
姐
」

の
塑
像
は
谷
崎
潤
一
郎
の
男
性
中
心
的
な
独
り
よ
が
り
の
姿
勢
を
暴
露
し
て
い
る
ば

か
り
か
、
当
時
谷
崎
の
な
か
に
あ
る
、
ポ
ー
の
方
法
が
表
象
す
る
「
欧
米
崇
拝
」
が

漢
詩
文
を
代
表
と
す
る
「
東
洋
趣
味
」
を
凌
駕
し
、
引
率
し
て
い
る
一
面
も
現
前
化

さ
せ
た
。
最
後
に
、「
病
的
」
で
阿
片
を
呑
ん
だ
中
国
女
性
「
酈
小
姐
」
の
イ
メ
ー
ジ

が
ア
ヘ
ン
戦
争
、
日
清
戦
争
以
来
弱
体
化
し
て
い
っ
た
中
華
民
国
を
表
象
し
た
一
方

で
、
上
述
し
た
対
立
構
図
は
中
華
民
国
と
そ
れ
を
蚕
食
し
つ
つ
あ
る
欧
米
列
強
と
帝

国
日
本
の
国
家
間
の
権
力
関
係
に
も
一
致
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
既
に
論
及
し
て
き
た
よ
う
に
、「
私
」
が
「
酈
小
姐
」
を
「
見
る
」
目
線

か
ら
男
性
中
心
的
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
た
優
越
感
が
端
的
に
読

み
取
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
「
女
性
の
身
体
が
審
美
対
象
に
な
っ
た
瞬
間

既
に
性
的
快
感
が
注
入
さ
れ
た
」⑱

と
い
う
莫
其
遜
氏
の
指
摘
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、

「
酈
小
姐
」
の
身
体
を
執
拗
に
水
と
共
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
魚
類
に
喩
え
た
り
、

彼
女
の
溺
死
し
た
死
体
を
物
好
き
に
凝
視
し
続
け
た
り
す
る
「
私
」
の
姿
勢
や
行
動

は
、「
女
性
」
と
「
水
」
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
作
者
谷
崎
潤
一
郎
の
嗜
好

或
は
執
念
を
ほ
の
め
か
し
た
一
方
で
、
彼
の
「
性
的
快
感
」
の
独
自
性
或
は
所
謂
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
〈
倒
錯
性
〉
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
も
ま
さ
に
「
酈
小
姐
」

と
い
う
中
国
女
性
イ
メ
ー
ジ
に
投
射
さ
れ
た
「
異
端
者
」
と
名
乗
っ
た
谷
崎
潤
一
郎

の
「
異
端
性
」
＝
ク
ィ
ア
ネ
ス
（qu

eern
ess

）
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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一
年
、
五
三
頁

⑪　

W
illiam

s,M
ich

ael JS.A
 w

orld of w
ords:lan

gu
age an

d displacem
en

t 

in
 th

e fiction
 of E

dgar A
llan

 P
oe

（D

）.D
u

ke U
n

iversity P
ress.1988.p5.

⑫　
『
日
本
幻
想
文
学
集
成
5　

谷
崎
潤
一
郎
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
一
年
七
月
十
三

日
、
一
一
〇
頁

⑬　

李
雁
南
、
前
掲
論
文
、
一
一
六
頁

⑭　

楊
秀
芝
・
田
美
麗
著
『
身
体
・
性
別
・
欲
望
』、
武
漢
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
三
年

二
月
。
引
用
は
同
書
の
デ
ジ
タ
ル
版
を
参
照
、
筆
者
拙
訳
。

⑮　

同
上

⑯　
『
第
二
の
性
』
を
原
文
で
読
み
直
す
会
訳
、『
決
定
版　

第
二
の
性
―
Ⅰ
事
実
と
神

話
』、
新
潮
社
、
二
○
○
一
年
四
月
一
日
、
三
六
五
〜
三
六
六
頁

⑰　

水
田
宗
子「
女
へ
の
逃
走
と
女
か
ら
の
逃
走

―
近
代
日
本
文
学
の
男
性
像

―
」、

『
日
本
文
学
』
四
一
（
一
一
）、
一
九
九
二
年
、
七
頁

⑱　

莫
其
遜
著
『
従
身
体
到
心
霊
：
当
代
身
体
研
究
与
性
別
批
評
』、
人
民
日
報
出
版
社
、

二
〇
一
五
年
十
二
月
、
デ
ジ
タ
ル
版
、
二
○
二
〇
年
六
月
十
日
に
参
照



一
三

絡
み
合
う
漢
詩
文
と
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー

―
谷
崎
潤
一
郎
「
西
湖
の
月
」
に
お
け
る
酈
小
姐
像
を
手
が
か
り
に
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【
付
記
】
断
り
が
な
い
限
り
、
谷
崎
潤
一
郎
の
小
説
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
引
用

は
全
て
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
五
年
五
月
〜
二
〇
一
七
年

二
月
）
に
よ
る
；
「
西
湖
佳
話
」
の
引
用
はk

in
dle

デ
ジ
タ
ル
版
、
墨
浪
子
著
「
西

湖
佳
話
」
に
よ
る
；
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
関
連
の
テ
ク
ス
ト
引
用
は
全
て
エ
ド

ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
著
、
小
川
高
義
訳
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
／
黄
金
虫
」（
光

文
社
、
二
〇
一
六
年
五
月
二
〇
日
）
に
よ
る
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


