
芥
川
龍
之
介

王子ム
ロ冊

「
黒
衣
聖
母
」

「イ
l
ル
の
ヴ
ィ
ナ
ス
」
と
の
比
較
分
析
を
通
じ
て
i
i
l

恵

一
、
は
じ
め
に
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芥
川
龍
之
介
の
「
黒
衣
聖
母
」
(
大
正

9
年
5
月
、
「
文
章
倶
楽
部
』
)
は
、

早
く
か
ら
堀
辰
雄
に
よ
り
、
メ
リ
メ
「
イ

i
ル
の
ヴ
ィ
ナ
ス
」
を
典
拠
と
し
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
民
。
盟
…
い
銅
像
と
い
う
特
異
な
テ

i
マ
、
銘
名
の
解
釈

の
二
重
性
な
ど
に
そ
の
類
似
点
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
典
拠
関
係
は
現
在
ほ
と
ん

ど
定
説
化
し
て
い
る
。
作
中
で
「
私
」
は
、
田
代
と
い
う
人
物
か
ら
、
稲
見
家

に
伝
わ
る
「
禍
を
転
じ
て
福
と
す
る
代
り
に
、
福
を
転
じ
て
禍
と
す
る
、
縁
起

の
惑
い
聖
母
」
の
「
伝
説
」
を
開
く
。
更
に
、
本
作
は
、
稲
見
君
か
ら
ゆ
ず
ら

れ
た
麻
利
耶
観
音
像
を
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
お
き
、
泊
代
君
が
「
私
」
に
向
っ
て

伝
承
を
語
る
冒
頭
と
最
後
の
場
面
の
開
に
、
田
代
君
の
語
り
が
そ
の
ま
ま
挿
入

さ
れ
る
入
れ
子
構
造
を
取
っ
て
い
る
。
「
黒
衣
聖
母
」
の
伝
説
は
、
援
数
の
人

物
達
の
証
言
を
経
て
、
体
験
者
で
あ
る
母
親
の
栄
か
ら
息
子
の
稲
見
へ
、
更
に

観
音
像
を
預
か
っ
た
国
代
か
ら
「
私
」
に
伝
わ
る
。
栄
の
弟
で
あ
る
茂
作
が
重

病
に
な
っ
た
時
、
祖
母
は
黒
衣
聖
母
に
、
自
分
が
生
存
し
て
い
る
間
に
は
、
茂

作
の
命
を
助
け
て
ほ
し
い
と
祈
っ
た
と
い
う
。
茂
作
の
命
は
助
か
っ
た
が
、
祖

母
は
そ
の
夜
死
ん
で
し
ま
う
。
従
来
の
研
究
は
、
「
せ
め
て
は
私
の
患
の
ご
ざ

い
ま
す
限
り
、
茂
作
の
命
を
御
助
け
下
さ
い
ま
し
」
と
い
う
祈
祷
文
と
、
「
麻

美

利
耶
観
音
は
約
束
通
り
、
祖
母
の
命
の
あ
る
間
は
、
茂
作
を
殺
さ
ず
に
置
い
た

の
で
す
」
と
い
う
最
後
の
一
文
の
皮
肉
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
を
め
ぐ
る

観
点
と
、
前
述
し
た
入
れ
子
構
造
か
ら
来
る
語
り
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
こ

つ
の
方
向
に
分
れ
て
き
た
。

更
に
前
者
は
、
本
作
か
ら
看
取
さ
れ
る
芥
川
の
宗
教
観
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

「
祖
母
の
死
か
ら
、
「
絶
対
・
永
遠
と
か
〈
彼
岸
的
〉
な
も
の
を
人
間
に
従
属
さ

せ
た
と
思
っ
た
(
錯
覚
し
た
)
と
き
、
人
間
が
陥
る
非
劇
」
を
指
摘
す
る
海
老

井
英
次
氏
の
論
は
、
そ
の
代
表
的
な
論
考
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
更
に
佐
藤
泰

正
氏
は
、
「
信
仰
に
ひ
そ
む
エ
ゴ
イ
ズ
ム
へ
の
痛
烈
な
問
い
か
け
」
を
軸
に
、
「
殉

教
」
に
対
す
る
「
心
理
的
」
関
心
や
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
「
シ
ニ
カ
ル
な
眼
」

な
ど
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
芥
川
の
「
切
支
丹
物
」
に
お
け
る
宗
教
性
の
「
矛

盾
」
を
踏
ま
え
、
本
作
か
ら
「
宗
教
性
」
以
上
の
意
味
を
採
っ
て
い
る
。
河
泰

一
淳
氏
も
「
変
え
ら
れ
な
い
事
実
」
と
し
で
あ
っ
た
「
茂
作
」
の
死
の
前
に
祖
母

を
殺
す
こ
と
で
、
麻
利
耶
観
音
の
「
悪
意
に
満
ち
た
業
」
と
し
て
祈
り
が
か
な

え
ら
れ
た
こ
と
を
も
と
に
、
作
品
か
ら
「
素
朴
な
〈
信
〉
の
在
り
方
に
樟
れ
つ

つ
、
逆
に
そ
の
底
に
し
ば
し
ば
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
所
在
を
見
逃
す
こ
と
の
で
き
ぬ

芥
川
の
〈
分
裂
〉
の
痛
み
」
を
読
ん
で
い
る
。

近
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
野
田
康
文
氏
が
読
者
行
為
と
の
関
連
の
中
で
本

作
を
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
の
語
り
が
焦
点
化
し
つ
つ
あ
る
。
氏
は
、
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最
初
に
聖
母
に
向
か
っ
て
「
正
式
な
祈
り
」
で
始
ま
っ
た
祖
母
の
祈
り
と
聖
母

の
意
味
が
、
読
者
行
為
の
過
程
で
ず
ら
さ
れ
、
最
後
に
は
「
信
仰
と
は
無
縁
の

蒐
集
家
の
テ

i
ブ
ル
の
上
」
に
置
か
れ
る
聖
母
像
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
過

程
に
注
目
し
た
。
更
に
西
原
子
博
氏
は
、
「
単
な
る
「
像
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た

も
の
を
、
読
者
に
神
と
し
て
読
ま
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
、
つ
ま
り
「
異
化
」

作
用
を
通
し
て
、
本
作
に
「
物
語
の
力
」
の
具
現
を
評
備
し
て
い
る
点
で
、
語

り
手
の
「
仕
掛
け
」
と
い
う
解
釈
の
可
能
性
を
提
示
し
た
。
こ
の
中
で
、
語
り

手
の
代
が
替
わ
る
毎
に
解
釈
が
打
ち
泊
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
語
り
手
た
ち
の

解
釈
が
「
並
置
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
恋
意
性
」
を
問
題
に
し
て
い
る
菅
井

(
8
)
 

美
里
氏
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
。

本
論
で
は
、
前
述
の
よ
う
な
語
り
と
構
造
の
問
題
に
着
目
し
な
が
ら
、
今
ま

で
前
景
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
メ
リ
メ
の
「
イ

i
ル
の
ヴ
ィ
ナ
ス
」
と
の
比
較

分
析
を
試
み
た
い
。
現
在
ま
で
黒
い
聖
母
象
と
い
う
題
材
的
な
類
似
し
か
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
典
拠
と
本
作
が
、
そ
の
構
留
に
お
い
て
も
強
い
関
連
性
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
黒
衣
聖
母
」
が
試
み
る
複
数
の
人
物
達
の
視

点
の
処
理
と
そ
の
作
品
の
意
思
を
問
い
産
す
こ
と
を
目
指
す
。

二
、
メ
リ
メ
「
イ
i
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」

円

i

プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ
リ
メ
「
イ

i
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
(
円
、
ω
〈
向
山
口

g
c
H
一z
m
)

宅

SEe-A

の
初
邦
訳
は
大
正
日
年
6
月
の
「
イ
ル
の
女
神
像
』
(
間
出
実
麿
・
石
川
開
訳
、

開
文
社
)
で
、
芥
川
は
英
訳
で
本
書
を
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
作
は
、
考
古
学
者
の
「
私
」
が
、
現
地
調
査
中
訪
れ
た
ベ
イ
オ
ラ

i
ド
氏

一
家
に
起
っ
た
、
思
い
ブ
ロ
ン
ズ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
に
ま
つ
わ
る
殺
人
事
件
を

扱
っ
て
い
る
。
ベ
イ
オ
ラ

i
ド
氏
の
娘
と
ア
ル
フ
オ
ン
ス
君
の
結
婚
式
の
日
、

ア
ル
フ
オ
ン
ス
君
は
テ
ニ
ス
試
合
に
邪
魔
に
な
っ
た
結
婚
指
輪
を
ヴ
ィ
ナ
ス
像

の
指
に
差
し
込
ん
で
お
く
。
し
か
し
不
思
議
に
も
ヴ
ィ
ナ
ス
像
の
指
が
曲
が
っ

た
ま
ま
、
指
輪
を
取
り
返
せ
な
か
っ
た
と
い
う
話
を
近
所
の
人
に
知
ら
せ
た
夜
、

ア
ル
フ
オ
ン
ス
君
は
巨
大
な
も
の
に
襲
わ
れ
殺
害
さ
れ
る
。
事
件
は
ヴ
ィ
ー
ナ

ス
像
に
よ
る
殺
人
と
さ
れ
、
「
私
」
は
そ
の
街
を
離
れ
る
。

本
作
は
、
メ
リ
メ
が
歴
史
記
念
物
監
視
官
と
し
て
の
活
動
中
行
っ
た
、
東
部

ピ
レ
ネ

1
地
方
を
背
景
に
し
た
調
査
旅
行
の
副
産
物
と
さ
れ
て
き
た
。
動
く
銅

像
や
、
指
輪
を
銅
像
に
与
え
る
話
は
、
メ
リ
メ
自
身
が
中
世
の
伝
説
か
ら
借
り

て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
自
筆
原
稿
に
も
「
一
八
三
四
年
に
イ
ル

で
発
見
さ
れ
た
古
代
彫
刻
と
、
そ
の
変
わ
っ
た
碑
文
に
つ
い
て
、
東
ピ
レ
ネ

i

県
評
議
会
委
員
ベ
ル
オ
ラ

i
ド
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
解
釈
に
つ
い
て
の
メ
リ

メ
氏
の
報
告
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
伝
説
化
さ
れ

て
い
る
出
来
事
と
、
そ
れ
を
伝
え
る
「
私
」
の
位
置
、
つ
ま
り
芥
出
の
「
黒
衣

聖
母
」
と
の
類
似
点
で
あ
り
、
メ
リ
メ
の
自
筆
原
稿
上
の
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ

た
、
自
作
の
虚
構
性
に
お
け
る
距
離
感
で
あ
る
。
奇
怪
な
出
来
事
を
如
何
に
本

当
ら
し
く
見
せ
か
け
る
の
か
を
試
み
る
の
が
、
本
作
の
狙
い
で
あ
る
と
見
え
る

の
だ
。

ハU

従
来
、
本
作
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
の
ロ
マ
ン
主
義
全
盛
期
の
お
年
代
に

百寸

流
行
し
た
、
幻
想
小
説
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か

し
、
美
術
・
考
現
学
者
で
あ
っ
た
メ
リ
メ
の
職
務
と
作
品
と
の
関
係
は
、
前
述

し
た
ヴ
ィ
ナ
ス
像
や
伝
説
に
関
す
る
作
者
の
知
識
の
反
映
を
読
み
と
る
根
拠
に

も
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
作
が
単
な
る
佳
異
を
扱
う
幻
想
小
説
に
止
ま
ら

ず
、
メ
リ
メ
の
合
理
主
義
者
と
し
て
の
意
識
を
反
映
し
て
る
点
で
、
多
様
な
解



釈
が
な
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
・

シ
ユ
ネ
一
ア
ー
ル
氏
は
、
「
科
学
と
理
性
」
へ
の
信
頼
、
「
唯
物
論
の
立
場
」
に
あ

り
無
神
論
者
で
あ
っ
た
メ
リ
メ
の
態
度
を
「
懐
疑
者
の
仮
面
」
と
し
、
「
ィ
ー

ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
に
メ
リ
メ
の
「
超
自
然
的
な
も
の
」
へ
の
「
不
安
」
が
反

映
さ
れ
て
い
る
と
説
く
。
森
茂
太
郎
氏
は
、
メ
リ
メ
の
「
不
信
仰
」
の
態
度
を

「
不
安
」
に
よ
る
「
甑
面
」
と
し
た
シ
ユ
ネ
デ
i
ル
氏
の
論
に
反
論
し
、
「
迷
信
」

や
「
信
仰
」
に
対
す
る
徹
底
し
た
懐
疑
が
、
メ
リ
メ
の
幻
想
小
説
を
書
く
た
め

の
条
件
で
あ
り
、
こ
の
点
が
他
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
幻
想
小
説
と
の
差
異
を

な
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
篠
田
知
和
基
氏
が
本
作
に
お
け
る
「
解
釈
の
多
様

性
」
を
指
摘
し
て
い
る
点
も
注
自
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
本
作
の
詳
細
な

作
品
分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
伝
説
化
の
過
程
を
探
っ
た
上
で
、
芥
川
の
「
黒
衣

聖
母
」
と
の
比
較
分
析
を
行
い
た
い
。
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素
人
の
古
代
学
者
の
ペ
イ
オ
ラ
ー
ド
氏
は
、
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
銘
に
関
す
る

覚
え
書
き
」
を
完
成
さ
せ
る
過
程
で
「
私
」
に
出
会
っ
て
い
る
。
ベ
イ
オ
ラ
ー

ド
氏
の
邸
宅
の
庭
で
発
掘
さ
れ
た
黒
い
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
を
、
不
吉
な
も
の
と
し

て
恐
れ
る
周
り
の
人
と
は
違
い
、
ベ
イ
オ
ラ
ー
ド
氏
は
像
を
信
奉
し
、
特
異
な

碑
文
の
解
釈
に
拘
る
。
彼
は
周
り
に
「
私
」
を
「
名
高
い
考
古
学
者
」
と
紹
介

し
て
お
り
、
「
忘
却
の
中
」
に
あ
る
、
自
分
た
ち
の
住
む
小
さ
な
町
と
、
後
に
自

ら
が
書
く
「
覚
え
書
き
」
を
、
「
私
」
が
世
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

「
覚
え
書
き
」
を
書
け
ず
彼
は
死
に
、
ノ
ー
ト
は
「
私
」
に
渡
さ
れ
る
が
、
肝

心
な
「
覚
え
書
き
」
は
そ
の
中
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
事
実
に

よ
り
「
私
」
の
語
り
に
よ
る
「
覚
え
書
き
」
の
内
容
は
、
信
活
性
を
欠
い
た
ま

ま
読
者
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
碑
文
に
関
す
る
二
人
の
解
釈
は
「
古
代

研
究
」
の
一
環
で
、
最
初
「
私
」
は
、
学
者
と
し
て
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
畿
を
観
察
し

て
い
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
で
起
っ
た
殺
人
事
件
を
「
私
」
が
目
撃
し
、

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
に
ま
つ
わ
る
伝
説
と
、
二
人
の
碑
文
に
関
す
る
解
釈
が
結
び
つ

く
こ
と
で
、
殺
人
事
件
の
不
思
議
さ
に
話
の
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
私
」
は
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
が
指
輪
を
握
っ
て
離
さ
な
か
っ
た
と
い
う
諮
問
を

最
初
は
信
じ
な
い
が
、
結
末
に
は
、
「
迷
信
的
な
恐
怖
」
を
感
じ
た
こ
と
を
「
白
状
」

す
る
に
至
る
。
「
高
名
の
考
古
学
者
」
で
あ
る
「
私
」
が
、
「
田
舎
」
の
町
に
起

き
た
殺
人
事
件
と
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
「
迷
信
」
に
飲
み
込
ま
れ
る
過
程
を
本

作
の
軸
に
据
え
、
読
み
を
進
め
た
い
。
後
に
触
れ
る
が
、
「
黒
衣
聖
母
」
に
も

登
場
す
る
、
聖
母
像
に
刻
ま
れ
た
肝
心
な
碑
文
の
解
釈
は
「
イ

i
ル
の
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
」
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
査
場
す
る
。

①
碑
文
「
わ
〉
〈
何
〉
7
A
〉
Z
、
吋
一
何
一
玄
」
に
関
す
る
「
私
」
の
解
釈

「
意
味
は
こ
つ
あ
り
ま
す
な
。
「
汝
を
愛
す
る
者
に
気
を
つ
け
よ
。
恋

人
た
ち
に
心
許
す
な
』
と
、
訳
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
の
山
〈
め

ど

U
S
Z
ヨ
で
は
り
っ
ぱ
な
ラ
テ
ン
語
と
は
言
え
る
か
ど
う
か
疑
問
で
す

か
ら
な
。
こ
の
女
性
の
悪
魔
的
な
表
情
を
見
る
と
、
む
し
ろ
芸
術
家
が
鑑

賞
者
に
向
か
っ
て
こ
の
恐
ろ
し
い
美
し
さ
に
対
し
て
注
意
せ
よ
、
と
警
告

し
て
い
る
も
の
と
信
じ
た
く
な
り
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
う
訳
し
て
み

、、

ま
し
ょ
う
か
な
。
「
も
し
こ
の
女
が
汝
を
愛
し
た
ら
、
気
を
つ
け
る
が
よ
い
』

で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
」

②
碑
文
「
吋
〈
月
一
∞
〈
円
、
」
に
関
す
る
ベ
イ
オ
ラ
i
ド
氏
の
解
釈

「
け
れ
ど
も
腕
に
小
さ
な
孔
が
見
え
ま
す
ね
。
そ
れ
は
何
か
、
た
と
え

ば
、
腕
輪
か
何
か
を
と
め
て
お
く
の
に
使
わ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
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が
、
そ
れ
を
こ
の
ミ
ロ
と
い
う
男
が
罪
滅
し
の
奉
納
品
に
捧
げ
た
の
で
す
。

ミ
ロ
は
恵
ま
れ
ざ
る
恋
人
だ
っ
た
の
で
す
。
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
こ
の
男
に
対

し
て
腹
を
立
て
て
い
た
の
で
す
な
。
そ
こ
で
こ
の
男
は
金
の
腕
輪
を
捧
げ

て
女
神
の
怒
り
を
鎮
め
た
の
で
す
。
(
略
)
恋
を
し
て
い
る
男
が
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
を
夢
に
見
る
。
そ
う
し
て
女
神
が
自
分
の
像
に
金
の
腕
輪
を
捧
げ
よ

と
命
じ
た
と
思
う
。
」

「
私
」
が
試
み
る
「
の
〉
〈
何
〉
玄
〉
Z
↓
開
沼
」
の
解
釈
は
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像

が
愛
す
る
こ
と
に
な
る
相
手
へ
の
警
告
と
し
て
、
ア
ル
フ
オ
ン
ス
君
の
殺
人
事

件
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ペ
イ
オ
ラ

i
ド
氏
が
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
象
を
ミ

ロ
の
作
品
と
し
、
女
神
に
腕
輪
を
捧
げ
た
と
す
る
話
は
、
ダ
イ
ヤ
の
指
輪
を
ヴ

ィ
ー
ナ
ス
像
に
は
め
る
ア
ル
フ
オ
ン
ス
君
の
話
と
結
び
つ
く
。
事
件
が
終
っ
た

時
点
で
整
理
さ
れ
る
過
程
で
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
に
私
の
注
意
が
向
け
ら
れ
る
の

は
自
然
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
例
え
ば
、
ア
ル
フ
オ
ン
ス
君
の
婚
約
者
で
あ
る

ピ
ユ
イ
ガ
リ
ィ
グ
の
形
容
に
も
次
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
る
。

マ
ド
モ
ア
ゼ
ル
・
ド
・
ピ
ュ
イ
ガ
リ
ィ
グ
は
十
八
で
あ
っ
た
。
い
か
に
も

し
な
や
か
な
、
き
ゃ
し
ゃ
な
か
ら
だ
の
つ
く
り
は
、
未
来
の
夫
の
筋
骨
た

く
ま
し
い
骨
張
っ
た
姿
と
は
対
照
を
つ
く
っ
て
い
た
。
美
し
い
ば
か
り
で

な
く
、
何
と
な
く
人
を
ひ
き
つ
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
(
略
)
け
れ
ど

も
そ
れ
は
、
州
判
例
同
組
制
州
創
剖
棋
倒
寸
川
刻
刊
斗
出
制
刻
刻
斗
出
叫

で
、
我
に
も
あ
ら
ず
、
私
は
主
人
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
思
い
出
し
た
。
私
は
心

中
に
こ
う
し
た
比
較
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
一
体
、
あ
の
像
に
認
め
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
す
ぐ
れ
た
美
し
さ
は
、
大
部
分
、
そ
の
牝
虎
の
よ
う
な
表

情
に
存
在
す
る
も
の
で
な
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
自
分
自
身
に
発
し

て
み
た
。

「
私
」
が
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
は
、
像
の
「
軽
蔑
、
皮
肉
、
残
忍
」

が
読
ま
れ
る
「
信
じ
あ
ら
れ
な
い
く
ら
い
美
し
い
」
表
情
に
惹
か
れ
、
ア
ル
フ

オ
ン
ス
婦
人
か
ら
「
悪
意
の
色
」
を
帯
び
た
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
想
像
す
る
場
面
に

お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
た
。
「
私
」
は
徐
々
に
殺
人
事
件
の
犯
人
を
ヴ
ィ
ー
ナ

ス
と
す
る
「
迷
信
」
に
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ア
ル
フ
オ
ン
ス
婦
人
の

殺
人
現
場
の
目
撃
談
は
、
そ
の
裏
付
け
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
結
婚
式
の
夜
、

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
が
夫
を
殺
害
し
た
と
い
う
彼
女
の
証
言
は
、
聴
覚
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
他
に
目
撃
者
は
い
な
い
。
ま
た
、
町
の
人
た
ち
は
「
偶
橡
」
に
対
す

る
恐
怖
を
持
っ
て
お
り
、
「
ヴ
ィ
!
ナ
ス
の
日
」
と
し
て
ベ
イ
オ
ラ
ー
ド
氏
が

決
め
た
金
曜
日
の
結
婚
式
は
、
元
々
タ
ブ

1
視
さ
れ
て
い
る
点
も
看
過
で
き
な

い
。
新
婦
は
そ
の
日
、
や
む
を
え
ず
式
を
挙
げ
て
お
り
、
新
婦
の
緊
張
は
、
披

露
宴
で
の
「
我
が
子
よ
、
ロ
ー
マ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
カ
タ
ロ

i
ニ
ユ
の
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
、
い
ず
れ
を
と
る
か
、
選
べ
か
し
」
と
い
う
ベ
イ
オ
ラ
!
ド
氏
の
言
葉
を

開
く
特
に
「
絶
頂
」
に
達
し
て
い
た
。
事
件
後
、
「
私
」
は
事
件
を
次
の
よ
う

に
諾
っ
て
い
る
。

ア
ル
フ
オ
ン
ス
君
の
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
を
最
後
に
見
た
と
い
う
下
男
の

供
述
を
筆
者
は
忘
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ア
ル
フ
オ
ン
ス
君
が

妻
の
部
屋
へ
こ
れ
か
ら
あ
が
っ
て
行
こ
う
と
い
う
そ
の
前
で
あ
っ
た
。
そ

の
下
男
を
呼
ん
で
、
心
配
そ
う
な
よ
う
す
で
、
私
が
ど
こ
に
い
る
か
、
知

っ
て
い
る
か
、
と
き
い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
下
男
は
私
の
姿
は
つ

い
ぞ
見
か
け
な
か
っ
た
、
と
答
え
た
。
す
る
と
ア
ル
フ
オ
ン
ス
氏
は
、
た

め
息
を
一
つ
吐
い
て
、
一
分
以
上
も
物
を
言
わ
ず
に
じ
っ
と
し
て
い
た
が
、

、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
か
ら
こ
う
一
言
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
ふ
ー
ん
、
そ
う
か
!
畜
生
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
の
人
も
つ
れ
て
行
か
れ
た
の
だ
ろ
う
!
」
私
は
そ
の
下
男
に
向
か
っ
て
、
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ア
ル
フ
オ
ン
ス
さ
ん
が
君
に
物
を
言
っ
た
時
は
ダ
イ
ヤ
の
指
輪
を
は
め
て

川
相
創
出
引
州

1
4剖
川
寸
刷
出
「
(
略
)
こ
の
男
に
い
ろ
い
ろ
と
き
き

た
だ
し
て
い
る
関
に
、
あ
の
ア
ル
フ
オ
ン
ス
婦
人
の
供
述
が
家
中
に
ひ
ろ

げ
た
迷
信
的
な
恐
怖
を
、
私
自
身
も
少
々
感
じ
て
来
た
。

こ
の
殺
人
事
件
後
の
容
疑
者
と
さ
れ
た
の
は
、
ア
ル
フ
オ
ン
ス
君
と
結
婚
式

の
前
に
ポ

i
ム
試
合
に
参
加
し
た
ス
ペ
イ
ン
人
で
あ
る
。
彼
は
ポ

l
ム
に
負
け

た
屈
辱
感
で
ア
ル
フ
オ
ン
ス
君
を
殺
害
し
た
こ
と
を
疑
わ
れ
る
が
、
彼
に
は
ア

リ
バ
イ
が
あ
る
。
作
品
で
直
接
叙
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
隠
さ
れ
て
い
る

容
疑
者
を
考
え
る
こ
と
は
容
易
く
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
の
発
掘
の
時
、
足
を
折
っ

た
男
か
、
そ
の
男
に
使
験
さ
れ
た
人
で
あ
る
は
ず
だ
。
元
の
よ
う
に
は
歩
け
な

く
な
っ
た
男
に
ベ
イ
レ
オ
ラ

i
ド
氏
は
お
金
を
や
っ
て
済
ま
せ
た
だ
け
で
な
く
、

「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
傷
を
負
わ
さ
れ
ざ
る
も
の
あ
る
や
?
」
と
言
っ
て
い
る
。
ベ

イ
オ
ラ

i
ド
氏
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
に
対
す
る
盲
信
的
な
崇
拝
は
、
町
の
人
に
も

知
ら
れ
て
お
り
、
作
品
の
冒
頭
部
分
に
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
に
石
を
投
げ
る
若
者
の

「
異
教
徒
の
時
分
の
鋼
」
が
「
ジ
ヤ
ン
・
コ
ル
の
脚
を
折
り
や
が
っ
た
」
と
言

う
言
葉
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
「
私
」
に
よ
り
以
上
の
可
能
性
は
打

ち
消
さ
れ
、
ア
ル
フ
オ
ン
ス
君
の
最
後
の
言
葉
を
伝
え
ら
れ
た
瞬
間
、
「
ダ
イ

ヤ
の
指
輪
」
を
握
っ
た
‘
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
を
想
像
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

「
私
」
の
現
場
の
説
明
と
推
測
に
よ
っ
て
、
殺
人
の
犯
人
は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像

に
な
る
。
し
か
し
、
理
性
的
に
事
件
を
見
る
時
考
え
ら
れ
る
い
つ
く
か
の
点
、

つ
ま
り
、
披
露
宴
の
ベ
イ
オ
ラ

i
ド
氏
の
言
葉
を
切
っ
掛
け
に
、
ア
ル
フ
オ
ン

ス
君
が
酔
っ
た
状
態
で
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
が
指
環
を
握
っ
た
幻
覚
を
見
、
偶
然

そ
の
日
、
彼
に
復
響
心
を
持
っ
て
い
た
人
物
に
よ
っ
て
殺
人
事
件
が
起
こ
る
可

能
性
、
ま
た
新
婦
が
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
に
対
す
る
恐
怖
と
殺
害
場
面
の
目
撃
か
ら

く
る
衝
撃
で
、
理
性
的
な
証
言
が
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
看
過

し
て
は
な
ら
な
い
。
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
銘
に
関
す
る
覚
書
」
は
、
「
私
」
の
ノ
!

ト
の
中
か
ら
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
作
中
に
書
か
れ
た
こ
人
の
議
論
や

碑
文
の
解
釈
に
は
信
湿
性
が
な
く
、
「
私
」
は
そ
の
話
を
自
分
が
語
り
た
い
方

向
に
操
作
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
最
後
に
、
像
を
鋳
つ
ぶ
し
鐘
に
し
て
鳴
ら
し

て
か
ら
、
「
す
で
に
ぶ
ど
う
が
二
度
も
凍
っ
た
」
と
い
う
「
悪
運
」
を
語
る
こ

と
で
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
に
対
す
る
「
迷
信
」
は
完
成
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
イ

i
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
は
、
題
さ
れ
た
事
件
の
解
釈
を

暗
示
し
、
事
件
を
歪
曲
し
て
い
く
人
物
た
ち
の
理
性
や
思
考
を
露
出
さ
せ
て
い

る
点
で
、
幻
想
と
伝
承
が
生
ま
れ
る
過
程
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ

う
な
問
題
は
、
芥
川
龍
之
介
の
「
黒
衣
聖
母
」
に
お
い
て
、
稲
見
二
家
の
不
思

議
な
出
来
事
が
、
複
数
の
人
物
に
よ
っ
て
一
語
り
継
が
れ
る
内
、
「
伝
説
」
化
す

る
過
程
と
無
関
係
で
は
な
い
。

、
芥
川
「
黒
衣
聖
母
」

「
黒
衣
聖
母
」
が
、
複
数
の
人
物
た
ち
の
語
り
を
ま
と
め
、
「
私
」
に
伝
え
る

稲
見
君
の
語
り
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
冒
頭
で
述
べ
た
。
本
節
で

は
、
お
栄
か
ら
息
子
へ
、
更
に
団
代
君
か
ら
「
私
」
へ
と
い
う
過
程
を
、
最
初

か
ら
整
理
し
て
み
る
。
ま
ず
、
お
栄
が
伝
え
る
、
弟
の
病
気
を
救
う
た
め
の
祖

母
の
祈
祷
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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耶
観
音
の
御
宮
の
前
に
座
り
な
が
ら
、
恭
し
く
額
に
十
字
を
切
っ
て
、
何

料
刻
剣
山
糾
州
引
創
刊
制
矧
矧
引
制
例
制
刷
出
さ
う
で
す
。
そ
れ
が
凡
そ

十
分
あ
ま
り
も
続
い
て
か
ら
、
祖
母
は
静
に
孫
娘
を
抱
き
起
こ
す
と
、
怖

刻
刻
似
出
掛
川
同
創
出
制
創
出
刻
、
自
分
の
隣
に
座
ら
せ
ま
し
た
。
さ
う

し
て
剤
閥
凶
利
矧
叫
叫
料
州
引
制
引
同
吋
こ
の
累
積
の
麻
利
市
中
観
音
へ
、

こ
ん
な
願
を
か
け
始
め
ま
し
た
。
「
(
略
)
も
し
唯
今
茂
作
の
身
に
万
一
の

事
で
も
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
制
矧
州
病
以
別
出
州
制
叫
叫
剖
縦
割
刑
制

斜
計
U
出
引
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(
略
)
私
も
と
る
年
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、

霊
魂
を
天
主
に
御
捧
げ
申
す
の
も
、
一
長
い
事
で
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
。
し

か
し
、
そ
れ
ま
で
に
は
矧
州
制
剤
制
ォ
村
頗
倒
刻
鮒
司
叫
斗
剖
川
剖
剖
出

μ出
叫
ォ
刈
刻
刻
頃
同
制
刻
司
d
剖
川
出
制
勺
何
卒
私
が
呂
を
つ
ぶ
り

ま
す
ま
で
で
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
死
の
天
使
の
御
鰐
が
茂
作
の

体
に
触
れ
ま
せ
ん
や
う
、
御
慈
悲
を
御
垂
れ
下
さ
い
ま
し
。
」

祖
母
は
お
栄
を
「
無
理
に
」
連
れ
て
い
き
、
麻
利
耶
観
音
へ
の
祈
り
を
向
か

せ
て
お
り
、
最
初
は
「
お
栄
に
も
わ
か
ら
な
い
」
言
葉
だ
っ
た
祈
祷
文
が
、
「
今

度
は
お
栄
に
も
わ
か
る
」
よ
う
な
言
葉
に
変
わ
る
。
祖
母
が
二
つ
の
祈
祷
を
分

け
て
い
た
と
も
読
め
る
が
、
お
栄
が
そ
の
い
ず
れ
か
を
無
意
識
に
選
択
し
て
覚

え
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
の
ち
の
祈
祷
の
内
容
は
、
幼
い
お
栄
に
強
い

印
象
を
残
し
て
お
り
、
こ
の
場
面
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
祖
母
の
視
点

よ
り
も
、
祈
り
を
開
く
お
栄
の
心
理
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
茂
作
が
死
ぬ
こ

と
で
「
世
嗣
ぎ
が
絶
え
て
し
ま
」
う
と
い
う
祖
母
の
言
葉
に
は
、
す
で
に
幼
い

お
栄
は
跡
継
ぎ
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
お
栄
が
ま
だ
「
婿
を

と
る
ほ
ど
の
年
」
で
は
な
い
が
、
「
不
慮
の
災
難
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
な
ん
だ
ら
、

大
方
年
頃
に
な
る
」
だ
ろ
う
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
世
嗣
ぎ
の
目
的
以
上
の

お
栄
の
意
味
は
な
く
、
お
栄
は
恐
怖
の
中
で
初
め
て
家
に
お
け
る
自
分
の
位
置

を
自
覚
す
る
と
見
ら
れ
る
。

①
祖
母
は
切
髪
の
頭
を
下
げ
て
、
熱
心
に
こ
う
祈
り
ま
し
た
。
す
る
と
そ

の
言
葉
が
終
っ
た
時
、
恐
る
恐
る
顔
を
撞
げ
た
お
栄
の
眼
に
は
、
気
の
せ

い
か
麻
利
耶
観
音
が
微
笑
し
た
や
う
に
見
え
た
と
云
ふ
の
で
す
。

②
さ
て
明
く
る
日
に
な
っ
て
見
る
と
、
成
程
祖
母
の
願
が
か
な
っ
た
か
、

茂
作
は
昨
日
よ
り
も
熱
が
下
っ
て
、
今
ま
で
は
ま
る
で
夢
中
だ
っ
た
の
が
、

次
第
に
正
気
さ
へ
つ
い
て
来
ま
し
た
。
こ
の
容
子
を
見
た
祖
母
の
喜
び
は
、

仲
々
口
に
は
尽
せ
ま
せ
ん
。
何
で
も
稲
見
の
母
親
は
、
そ
の
時
祖
母
が
笑

ひ
な
が
ら
、
一
挟
を
こ
ぼ
し
て
い
た
顔
が
、
未
に
忘
れ
ら
れ
な
い
と
か
云
っ

て
い
る
さ
う
で
す
。

祖
母
の
望
み
は
、
茂
作
の
世
嗣
ぎ
を
す
る
こ
と
を
見
な
が
ら
自
分
が
生
存
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
結
局
二
人
は
死
に
、
そ
の
後
、
お
栄
は
祖
母
の
言
葉
通

り
「
婿
」
を
取
り
、
怠
子
を
産
む
こ
と
で
世
嗣
ぎ
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
結
果
か
ら
考
え
た
時
、
祖
母
が
生
き
て
い
た
間
に
は

弟
が
死
な
な
か
っ
た
と
い
う
皮
肉
な
「
伝
説
」
の
結
末
に
は
、
祖
母
に
対
す
る

お
栄
の
憎
し
み
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
弟
の
病
気
と
世
嗣
ぎ
だ

け
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
な
ら
、
お
栄
の
世
嗣
ぎ
に
関
す
る
叙
述
は
必
要
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
り
、
お
栄
が
そ
れ
を
詳
し
く
覚
え
て
怠
子
に
関
か
せ
る
時
、
そ

の
中
に
は
、
担
母
の
望
み
と
は
反
対
に
、
自
分
一
人
が
生
き
残
っ
た
と
い
う
、

祖
母
へ
の
復
讐
に
近
い
感
情
が
あ
る
。
お
栄
は
弟
が
一
瞬
生
き
返
っ
た
こ
と
を

自
ら
が
喜
ん
だ
の
で
は
な
く
、
「
祖
母
が
笑
い
な
が
ら
、
涙
を
こ
ぼ
し
て
い
た

顔
」
、
「
祖
母
の
喜
び
」
だ
け
を
諾
っ
て
い
る
。
祖
母
の
祈
り
が
終
わ
っ
た
時
、
「
気

の
せ
い
か
麻
利
耶
観
音
が
微
笑
し
た
や
う
に
見
え
た
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
祖



母
の
利
巧
的
な
望
み
が
、
皮
肉
な
形
で
叶
っ
た
と
す
る
、
お
栄
の
心
理
が
反
映

さ
れ
て
お
り
、
お
栄
の
解
釈
に
よ
っ
て
二
人
の
死
は
伝
説
の
形
で
作
ら
れ
る
の

だ。
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稲
見
に
よ
る
話

次
に
、
前
述
の
話
を
稲
見
は
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
。

こ
の
麻
利
耶
観
音
は
、
私
の
手
に
は
ひ
る
以
前
、
新
潟
県
の
あ
る
町
の

稲
見
と
云
ふ
素
封
家
に
あ
っ
た
の
で
す
。
(
略
)
そ
の
稲
見
の
当
主
と
云

ふ
の
は
、
丁
度
私
と
同
期
の
法
学
士
で
、
こ
れ
が
会
社
に
も
間
関
係
す
れ

ば
、
銀
行
に
も
手
を
出
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
、
ま
あ
仲
々
の
事
業
家
な
の
で

す
。
そ
ん
な
関
係
上
、
私
も
一
二
度
稲
見
の
為
に
、
或
便
宜
を
計
っ
て
や

っ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
礼
心
だ
っ
た
の
で
せ
う
。
稲
見
は
或
年
上

京
し
た
序
に
、

u
d刻
園
側
州
側
利
戦
闘
剖
剖
利
問

U
利
引
矧
叫
出
の
で

す
。
私
の
所
諮
妙
な
伝
説
と
云
ふ
の
も
、
そ
の
時
稲
見
の
口
か
ら
開
い
た

の
で
す
が
、
彼
自
身
は
勿
論
さ
う
云
ふ
不
思
議
を
信
じ
て
ゐ
る
訳
で
も
何

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
母
親
か
ら
間
か
さ
れ
た
通
り
、
こ
の
聖
母
の

諒
は
れ
因
縁
を
ざ
っ
と
説
明
し
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。

稲
見
は
田
代
君
に
、
「
母
親
か
ら
間
か
さ
れ
た
通
り
」
話
を
伝
え
た
と
し
て

お
り
、
「
さ
う
云
ふ
不
思
議
を
信
じ
て
い
る
訳
で
も
な
ん
で
も
」
な
い
と
断
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
母
の
話
を
信
じ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
、
聖
母
像
に
ま
つ

わ
る
「
伝
説
」
を
他
人
に
聞
か
せ
る
理
由
は
な
い
。
尚
、
稲
見
は
「
法
学
士
」
で
、

「
仲
々
の
事
業
家
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
稲
見
家
と
い
う
「
素
封
家
」
の
相
続

人
で
も
あ
り
、
二
人
の
死
は
、
自
ら
の
位
置
に
と
っ
て
有
利
な
出
来
事
で
あ
っ

た
と
判
断
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
稲
見
と
お
栄
は
暗
黙
の
内
に
「
伝

説
」
の
出
来
事
を
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
、
稲
見
は
「
家
重
代
」
の
物
を
「
礼

心
」
に
渡
し
た
の
で
は
な
く
、
不
吉
な
伝
説
が
ま
つ
わ
る
聖
母
橡
を
田
代
君
へ

処
分
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
尚
、
話
が
お
栄
か
ら
稲
見
へ
、
そ
れ
か
ら

田
代
君
へ
と
伝
わ
る
時
、
そ
の
「
伝
説
」
の
内
容
は
ど
こ
ま
で
が
「
母
親
か
ら

時
か
さ
れ
た
通
り
」
の
話
な
の
か
は
す
で
に
不
分
明
で
あ
る
。

田
代
君
に
よ
る
話

「
ど
う
で
す
。
あ
な
た
に
は
こ
の
伝
説
が
、
ほ
ん
た
う
に
あ
っ
た
と
は
思

は
れ
ま
せ
ん
か
よ
私
は
た
め
ら
っ
た
。
(
略
)
「
私
は
ほ
ん
た
う
に
あ
っ

た
か
と
も
思
ふ
の
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
が
稲
見
家
の
聖
母
の
せ
ゐ
だ
っ
た

か
ど
う
か
は
、
疑
問
で
す
が
、

l
さ
う
云
へ
ば
、
ま
だ
あ
な
た
は
こ
の
麻

科
耶
観
音
の
台
座
の
銘
を
お
読
み
に
な
ら
な
か
っ
た
で
せ
う
。
御
覧
な

さ
い
。
此
処
に
刻
ん
で
あ
る
横
文
字
を
。

i
ロ
何
回
Z
何
司
〉
寸
〉
ロ
閉
山
口
ζ

ロ山()、コ

ω
E凶

H
N
k
f

月
間
耳
目
の
〉
Z
U
O
(
「
汝
の
祈
祷
、
神
々
の
定
め

給
う
所
を
動
か
す
べ
し
と
望
む
勿
れ
」
の
意
)
:
:
:
」

祖
母
と
茂
作
の
死
は
、
お
栄
と
稲
見
に
よ
っ
て
「
伝
説
」
化
さ
れ
、
田
代
君

に
伝
わ
る
。
団
代
君
が
そ
れ
を
「
ほ
ん
た
う
に
あ
っ
た
か
と
も
思
ふ
」
の
は
、

麻
利
耶
観
音
の
銘
の
解
釈
に
よ
っ
た
も
の
で
、
田
代
君
は
、
「
蒐
集
家
」
で
あ

る
た
め
ラ
テ
ン
語
の
銘
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
神
々
が
定
め
る
運
命
を

変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
普
通
の
銘
が
、
田
代
君
の
中
で
稲
見
家
の
伝

説
と
結
び
つ
き
、
「
こ
れ
は
禍
を
転
じ
て
福
と
す
る
代
り
に
、
揺
を
転
じ
て
禍

と
す
る
、
縁
起
の
悪
い
聖
母
だ
と
云
う
事
で
す
」
と
い
う
解
釈
と
共
に
、
「
実

際
さ
う
云
ふ
事
実
が
、
持
ち
主
に
あ
っ
た
」
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
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「
私
」
に
よ
る
話

「
処
が
実
際
さ
う
云
ふ
事
実
が
、
持
ち
主
に
あ
っ
た
と
云
ふ
の
で
す
。
」
「
ほ

ん
た
う
で
す
か
。
」
(
略
)
泊
代
君
は
私
よ
り
、
二
一
年
前
に
大
学
を
卒
業

し
た
、
秀
才
の
問
中
え
の
高
い
法
学
士
で
あ
る
。
旦
又
私
の
知
っ
て
ゐ
る
限

り
、
所
謂
超
自
然
的
現
象
に
は
す
謹
の
信
用
も
置
い
て
ゐ
な
い
、
教
養
に

富
ん
だ
新
思
想
家
で
あ
る
。
そ
の
田
代
君
が
こ
ん
な
事
を
云
ひ
出
す
以
上
、

ま
さ
か
そ
の
妙
な
伝
説
と
云
ふ
の
も
、
荒
麿
加
盟
…
稽
な
怪
談
で
は
あ
る
ま
い
。

l

寸
同
川
出
引
司
判
例
」
私
は
再
び
か
う
念
を
押
す
と
、
田
代
君
は
燐

す
の
火
を
徐
に
パ
イ
プ
へ
移
し
な
が
ら
、
「
さ
あ
、
そ
れ
は
あ
な
た
自
身

の
御
判
断
に
任
せ
る
よ
り
外
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
」

団
代
君
が
「
教
養
に
富
ん
だ
新
思
想
家
」
で
あ
り
、
「
伝
説
」
が
「
荒
唐
無

稽
な
怪
談
」
で
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
「
私
」
の
言
葉
と
、
そ
の
解
釈
を
「
あ

な
た
自
身
の
御
判
断
に
任
せ
る
」
と
い
う
田
代
君
の
言
葉
は
、
話
の
客
観
性
を

語
る
た
め
で
あ
る
が
、
す
で
に
複
数
の
人
物
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
る
話
に
よ

っ
て
「
伝
説
」
は
完
成
さ
れ
て
お
り
、
「
私
」
に
そ
の
信
態
性
を
判
断
す
る
余

地
は
な
い
。
「
私
」
が
「
ほ
ん
た
う
で
す
か
」
と
「
念
を
押
す
」
時
か
ら
、
伝

説
は
「
ほ
ん
た
う
」
に
起
き
た
出
来
事
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。

①
私
は
黙
っ
て
腕
を
組
ん
だ
盤
、
暫
く
は
こ
の
期
制
到
矧
制
労

υ川
劇
を

眺
め
て
ゐ
た
。
が
、
眺
め
て
ゐ
る
内
に
、
何
か
怪
し
い
表
矯
が
、
象
牙
の

顔
の
何
処
だ
か
に
、
漂
っ
て
ゐ
る
や
う
な
心
も
ち
が
し
た
。
い
や
、
笹
し

い
と
云
っ
た
の
で
は
物
足
り
な
い
。
私
に
は
そ
の
顔
全
体
が
、
あ
る
悪
意

剖
剖
別
対
糊
剣
を
様
ら
し
て
ゐ
る
や
う
な
気
さ
へ
し
た
の
で
あ
る
。

②
私
は
こ
の
組
制
引
利
剖
新
制
剤
引
制
刷
利
樹
矧
剖
へ
、
思
は
ず
無
気
味

な
眼
を
移
し
た
。
聖
母
は
黒
檀
の
衣
を
纏
っ
た
ま
ま
、
や
は
り
そ
の
美
し

い
象
牙
の
顔
に
、
或
悪
意
を
帯
び
た
瑚
笑
を
、
永
久
に
冷
然
と
湛
へ
て
ゐ

る
。
ー

「
私
」
は
伝
説
を
開
く
前
か
ら
、
聖
母
像
の
「
悪
意
を
帯
び
た
瑚
笑
」
を
見

て
お
り
、
そ
れ
が
伝
説
の
麻
科
部
観
音
の
悪
意
と
結
び
つ
く
。
私
が
伝
説
の
信

湿
性
を
「
判
断
」
す
る
こ
と
は
な
く
、
団
代
君
の
話
が
終
わ
っ
た
時
点
で
は
、

聖
母
像
へ
の
感
想
が
「
永
久
に
冷
然
と
湛
へ
て
い
る
」
表
情
に
変
り
、
「
運
命

そ
れ
自
身
」
と
し
て
書
か
れ
る
こ
と
で
稲
見
家
の
伝
説
が
結
ば
れ
る
。

四
、
お
わ
り
に

「
黒
衣
聖
母
」
が
多
数
の
先
行
論
に
お
い
て
、
祖
母
の
死
と
麻
利
耶
観
音
へ

の
祈
り
と
い
う
軸
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
時
、
そ
の
背
後
に
は
、
稲
見
家
の
「
伝
説
」

を
事
実
化
す
る
判
断
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
人
の
死
と
聖
母
と

は
関
係
が
な
く
、
登
場
人
物
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
欲
望
や
判
断
に
よ
っ
て
「
伝

説
」
を
作
り
出
し
、
受
け
止
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
伝
承
と
伝
説
化
に
お
い

て
働
く
語
り
の
作
為
を
露
出
し
て
い
る
点
は
、
メ
リ
メ
の
「
イ
l
ル
の
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
」
と
無
関
係
で
は
な
い
。
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
に
よ
る
殺
人
事
件
と
い
う
非
現

実
的
な
出
来
事
が
信
想
性
を
増
し
て
い
く
過
程
で
、
も
っ
と
も
疑
わ
し
く
な
る

の
は
、
事
件
の
客
観
性
を
裏
付
け
よ
う
と
す
る
「
私
」
の
視
点
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
「
黒
衣
聖
母
」
は
、
「
伝
説
」
が
伝
わ
る
過
程
で
歪
曲
さ
れ
て
い
く
「
私
」

の
視
点
を
目
を
向
け
、
語
り
の
客
観
性
を
問
う
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

YJ: 

堀
辰
雄
は
、
「
芥
川
龍
之
介
論
i
芸
術
家
と
し
て
の
彼
を
論
ず
i
」
(
昭
和
4



年
3
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
田
文
学
科
卒
業
論
文
)
に
お
い
て
、
こ
の
他
に
も
、

芥
川
の
「
或
恋
愛
小
説
」
と
メ
リ
メ
の
「
神
父
オ
オ
バ
ン
」
、
芥
川
の
「
湘
南
の
一
溺
」

と
メ
リ
メ
の
「
コ
ロ
ン
バ
」
の
影
響
関
係
を
述
べ
て
い
る
。

(
2
)

吉
田
精
一
氏
は
、
「
芥
川
龍
之
介
」
(
昭
和
口
年
2
丹
、
三
省
堂
)
に
お
い
て
、
「
悪

意
を
帯
び
た
階
笑
を
た
、
へ
て
」
人
に
禍
を
与
え
る
聖
母
蹴
音
は
、
イ
i
ル
の
ヴ
イ

ナ
ス
と
共
通
す
る
」
と
し
て
い
る
。
須
田
千
里
氏
は
、
「
芥
川
龍
之
介
「
切
支
丹
物
」

の
材
源
j

「
る
し
へ
る
」
「
じ
ゅ
り
あ
の
・
吉
助
」
吋
お
ぎ
ん
」
「
黒
衣
聖
母
」
「
奉
教

人
の
死
』
l
」
(
一
.
国
語
国
文
」
平
成
日
年
9
月
)
に
お
い
て
、
『
日
本
に
於
け
る
公
教

会
の
復
活
い
(
大
正
4
年
1
月
、
天
主
堂
)
中
の
「
第
十
八
章
九
州
各
地
方
に
於

け
る
昔
の
切
支
丹
」
「
三
パ
ス
チ
ア
ン
の
伝
説
」
を
も
う
一
つ
の
典
拠
と
し
て
い
る
。

本
警
は
、
本
作
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
の
出
典
と
も
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)

海
老
井
英
次
「
慰
問
衣
聖
母
」
(
三
好
行
雄
編
「
芥
川
竜
之
介
必
携
」
昭
和
必

年
3
丹
、
学
灯
社
)

(
4
)

佐
藤
泰
正
「
芥
川
と
切
支
丹
物
ー
そ
の
主
題
と
文
体
j

」
(
吋
毘
文
学
』
昭
和

臼
年
5
月
)

(
5
)

河
泰
摩
「
芥
川
龍
之
介
の
基
督
教
思
想
」
(
平
成
凶
年
5
丹
、
翰
林
書
房
)

(
6
)

野
田
康
文
「
芥
川
龍
之
介
「
黒
衣
聖
母
」
の
部
作
方
法

i
〈
少
女
〉
と
し
て

の
お
栄
の
視
点
|
」
(
「
比
較
思
想
研
究
』
平
成
同
年
ロ
月
)

(
7
)

西
原
千
博
「
黒
衣
聖
母
」
(
「
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
」
平
成
日
年
ロ
月
、
翰
林

書
一
房
)

(8) 
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菅
井
美
里
「
伝
承
と
そ
の
分
岐
|
芥
川
龍
之
介
「
黒
衣
聖
母
』
l
」
(
「
日
本

近
代
文
学
会
北
海
道
支
部
会
報
」
平
成
同
年
5
月
)

ウ
J

(
9
)

お
年

5
月
戸
白
河
町
〈
C
m
門
一
巾
印
ロ

E
H
玄
o
E
m
乙
(
「
阿
佐
界
評
論
」
)

3
i
 

宅

B
A

豆
諸
g
h
r
h
0
5
0
2
)

に
発
表
。
山
例
年
5
月
戸
山
〈

E
5
5一
一
乙
単
行
本
発
行
。

2
g
a
A
 

門
/

初
英
訳
は
、
部
「

dHm
ぐ巾コ

5
0同
区
内
」
(
「
寸
丘
町
田
∞
止
。
2
∞
名
門
)
町
立
玄
百
円
門
戸
三

〈
号
広
三
訳
、

z
m
t司
J

ヘO

ユ
ω
5
2
2
2
)
で
あ
る
。

(
問
)
杉
捷
夫
・
矢
野
常
有
訳
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
殺
人
』
の
「
訳
者
序
」
参
照
。

ハU

(
孔
)
お
年
前
後
の
書
翰
に
、
「
フ
レ
ハ

i
の
伝
え
る
中
世
の
伝
説
」
や
「
ル
カ

i

ノ
ス
」
か
ら
素
材
を
借
り
て
お
り
、
「
ル
カ

i
ノ
ス
」
に
は
、
「
フ
ィ
ロ
プ
セ
ウ
デ
!

の
中
で
入
を
殴
る
彫
橡
」
の
伝
説
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
「
指
輪
を
大
理
石
か
ブ

ロ
ン
ズ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
像
に
与
え
た
青
年
の
話
」
は
「
ポ
ン
タ
ヌ
ス
」
か
ら
借
り

た
と
い
う
が
、
「
フ
レ
ハ

i
」
と
、
「
ポ
ン
タ
ヌ
ス
」
の
典
拠
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
典
拠
関
係
に
つ
い
て
は
『
メ
リ
メ
全
集
」
(
昭
和
白
年
3
月
、
河
出
書
房

新
社
)
や
松
原
秀
一
氏
の
「
『
イ
i
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
と
「
教
父
伝
ピ
(
慶
応
義

塾
大
学
芸
文
学
会
「
芸
文
研
究
」
平
成
3
年
4
月
)
を
主
に
参
照
し
た
。

(
ロ
)
田
村
毅
「
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
」
(
田
村
毅
・
塩
川
徹
也
編
、
平
成
7
年
日
月
、

東
京
大
学
出
版
会
)

(
日
)
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
杉
本
圭
子
氏
の
「
古
代
の
逆
襲
i
メ
リ
メ
「
イ
i
ル

の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
試
論
」
(
明
治
学
院
大
学
言
語
文
化
研
究
所
ウ
一
言
語
文
化
」
平
成

日
年
3
月
)
の
論
考
が
代
表
的
で
あ
る
。

(
M
)

マ
ル
セ
ル
・
シ
ユ
ネ
デ
i
ル
「
フ
ラ
ン
ス
幻
想
文
学
史
」
(
渡
辺
明
夫
・
篠

田
知
和
基
訳
、
昭
和
白
年
8
月
、
国
書
刊
行
会
)

(
日
)
森
茂
太
郎
「
大
い
な
る
か
な
、
エ
ベ
ソ
ス
の
ア
ル
テ
ミ
ス
(
]
)
リ
メ
「
イ

i
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
を
め
ぐ
っ
て
」
(
九
州
大
学
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
研

究
会
♂
豆
一
乙
平
成
日
年
9
月
)

(
日
)
篠
田
知
和
基
「
フ
ラ
ン
ス
幻
想
文
学
展
望
」
(
「
静
岡
大
学
教
養
部
研
究
報
告
・

人
文
科
学
篇
」
昭
和
弘
年
同
月
)
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〔
付
記
〕
芥
川
龍
之
介
の
「
黒
衣
聖
母
」
本
文
は
初
出
に
拠
り
、
漢
字
は
新
字
体
に

改
め
た
。
山
引
用
文
中
の
傍
線
は
引
用
者
に
拠
る
。
メ
リ
メ
の
「
イ

i
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ

ス
」
本
文
は
、
芥
川
が
参
照
し
た
の
が
英
訳
で
あ
る
仮
定
の
下
、
昭
和
白
年
3
月
初

版
の
「
メ
リ
メ
全
集
い
(
石
川
側
訳
、
河
出
書
房
新
社
)
に
拠
っ
た
。
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