
三島由紀夫「禁色」におけるくもう一つの物語〉

三
島
由
紀
夫
「
禁
色
」
に
お
け
る
(
も
う
一

-
女
た
ち
の
交
錯
の
様
相
-

つ
の
物
語
)

中
　
元
　
さ
お
り

は
じ
め
に

「
禁
色
」
　
は
、
老
作
家
の
槍
俊
輔
が
、
女
性
を
愛
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
世

の
美
青
年
南
悠
一
を
換
り
、
過
去
に
自
分
を
裏
切
っ
て
き
た
女
た
ち
に
復
讐
を
企

て
る
物
語
で
あ
る
。
「
精
神
性
の
或
る
過
剰
」
　
(
一
)
　
「
精
神
性
の
或
る
過
度
の
露

出
」
　
(
一
)
　
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
醜
貌
の
俊
輔
は
、
精
神
を
持
た
ず
絶
対
的
な

肉
体
の
美
を
備
え
た
悠
一
に
、
か
つ
て
持
ち
得
な
か
っ
た
青
春
時
代
の
理
想
と
芸

術
の
美
を
み
る
。

と
こ
ろ
で
「
禁
色
」
は
、
第
一
部
の
終
了
か
ら
第
二
部
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
、

十
ケ
月
の
空
白
期
間
が
存
在
す
る
。
そ
の
間
、
三
島
は
始
め
て
の
世
界
一
周
旅
行

に
旅
立
っ
て
い
る
。
こ
の
旅
で
ギ
リ
シ
ャ
を
訪
れ
た
こ
と
が
、
三
島
に
と
っ
て
衝

撃
的
な
体
験
と
な
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
島
は
　
「
私

(
1
)

の
遍
歴
時
代
」
　
で
、
そ
の
と
き
「
生
れ
て
は
じ
め
て
、
私
は
太
陽
と
握
手
し
た
」

と
語
り
、
「
自
分
の
改
造
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
直
面
し
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

三
島
は
、
過
剰
な
精
神
と
美
と
し
て
君
臨
す
る
肉
体
の
相
克
と
い
う
自
己
の
問
題

意
識
に
つ
い
て
、
作
家
と
作
品
と
い
う
関
係
を
通
し
て
　
「
禁
色
」
　
で
追
究
を
試
み

(
2
)

た
と
い
え
る
。
そ
の
意
気
込
み
は
　
「
二
十
代
の
仕
事
を
総
決
算
し
よ
う
と
思
ふ
」

と
い
う
自
負
の
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
。

し
か
し
、
「
禁
色
」
は
、
後
年
に
作
者
自
ら
「
い
た
づ
ら
に
ゴ
テ
ゴ
テ
し
た
」
(
「
私

の
遍
歴
時
代
」
)
　
と
看
倣
し
て
も
い
る
よ
う
に
、
同
性
愛
の
問
題
や
芸
術
論
、
精

神
と
肉
体
や
美
に
つ
い
て
の
観
念
論
が
展
開
す
る
、
複
雑
な
様
相
を
呈
し
た
小
説

で
も
あ
る
。
「
こ
の
小
説
は
非
常
に
力
を
入
れ
て
書
い
て
い
る
。
む
し
ろ
力
を
入

れ
す
ぎ
て
書
い
て
い
る
の
で
、
読
み
に
く
く
な
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
や
晦
渋
に
な

(
3
)

っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
ず
い
ぶ
ん
あ
る
」
　
と
、
中
村
光
夫
は
早
い
段
階
で
　
「
禁

色
」
　
の
問
題
点
を
暴
い
た
。
さ
ら
に
、
奥
野
健
男
は
　
「
強
引
に
築
き
あ
げ
た
積
木

の
王
国
」
　
と
喩
え
、
「
構
成
的
、
方
法
的
に
矛
盾
に
陥
り
、
作
品
そ
れ
自
体
が
破

(
4
)

綻
」
　
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

た
し
か
に
　
「
禁
色
」
　
に
は
、
奥
野
が
指
摘
す
る
作
者
の
文
学
観
や
芸
術
観
に
加

え
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
や
美
へ
の
観
念
的
な
言

説
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
圧
締
さ
れ
て
詰
め
込
ま
れ
た
印
象
が
あ
る
。
三
島
が

「
二
十
代
の
総
決
算
」
　
た
ら
し
め
よ
う
と
意
気
込
ん
だ
こ
と
が
か
え
っ
て
、
「
禁

色
」
　
を
多
分
に
問
題
含
み
な
小
説
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た

め
　
「
禁
色
」
　
は
、
三
島
の
初
期
の
集
大
成
と
な
る
長
編
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
決

定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
ず
に
き
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
『
三
島
由
紀
夫
研
究

⑤
』
(
平
成
二
十
年
一
月
、
鼎
書
房
)
　
で
　
「
禁
色
」
　
が
特
集
さ
れ
、
多
様
な
角
度

(
5
)

か
ら
の
再
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
意
義
深
い
。
様
々
な
要
素
の
集
合

体
と
し
て
　
「
禁
色
」
　
を
捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
従
来
の
読
み
を
一
端
留
保
し
、
も

つ
れ
合
っ
た
糸
を
ほ
ぐ
す
よ
う
な
作
業
を
行
う
こ
と
で
、
新
た
な
糸
口
を
見
つ
け
、

読
み
解
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
本
論
稿
も
ま
た
、
様
々
な
要

素
が
入
り
組
ん
だ
　
「
禁
色
」
　
を
、
八
女
た
ち
の
物
語
)
　
と
い
う
新
た
な
視
点
を
糸

口
に
し
て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
は
　
「
美
の
創
造
者
で
あ
り
か
つ
美
の
体
現
者
で
あ
る
と
い
う
も
っ
と
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も
根
源
的
な
モ
チ
ー
フ
」
　
(
奥
野
健
男
)
　
に
つ
い
て
や
、
槍
俊
輔
が
語
る
芸
術
論

に
つ
い
て
主
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
俊
輔
と
悠
一
と
い
う
男
と
男
の
関

係
に
主
軸
を
据
え
た
読
み
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
　
「
禁
色
」
　
は
、
男
の
世
界

を
措
い
た
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
悠
一
が
同
性
愛
の
世
界
を
出
入
り
す
る
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
俊
輔
と
悠
一
の
関
係
性
だ
ろ
う
。

例
え
ば
日
高
佳
紀
は
、
俊
輔
か
ら
悠
一
に
与
え
ら
れ
た
五
十
万
円
に
注
目
し
、
「
金

銭
を
仲
立
ち
に
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
関
係
性
と
し
て
の
ホ
モ
ソ
ー
シ

ャ
リ
テ
ィ
は
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
隣
接
す
る
極
め
て

危
う
さ
を
含
ん
だ
モ
デ
ル
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
」
　
と
、
緊
密
な
　
「
男
同
士
の

紐
帯
」
　
の
存
在
を
指
摘
し
、
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
が
　
「
対
話
」
　
と
い
う
形
式
で
展

(
6
)

開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
禁
色
」
　
が
男
と
男
の
関
係
を
主
軸
に
展
開
し
て
い
る
一
方
で
、
悠

一
と
俊
輔
を
め
ぐ
る
女
た
ち
の
世
界
が
物
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な

い
。
と
く
に
悠
一
の
妻
で
あ
る
康
子
と
、
悠
一
に
魅
か
れ
る
鏑
木
夫
人
は
、
悠
一

と
俊
輔
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
関
係
を
単
に
補
強
す
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
く
、

は
っ
き
り
と
し
た
固
有
性
　
(
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
)
　
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
。
悠
一
と

俊
輔
を
め
ぐ
り
、
彼
女
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
め
ま
ぐ
る
し
い
変
容
を
み
せ
て
い
る

の
だ
。
し
た
が
っ
て
　
「
禁
色
」
　
に
お
い
て
、
女
た
ち
の
世
界
は
、
決
し
て
物
語
の

後
景
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
禁
色
」
　
の
多
層
的
な
構
造
を
支

え
る
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
点
に
つ
い
て
、
田
中
美
代
子
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

作
者
は
こ
こ
で
再
び
、
瓦
解
し
た
霊
的
な
神
殿
の
修
復
を
図
ろ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
槍
俊
輔
の
女
性
へ
の
復
讐
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
無
惨
に
断

(
7
)

ち
切
ら
れ
た
女
性
的
世
界
と
の
〝
精
神
的
な
関
係
〃
の
復
讐
で
あ
る
。

そ
し
て
　
「
こ
の
物
語
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
因
縁
に
つ
な
が
れ
た

〝
俊
輔
と
康
子
〃
の
関
係
」
で
あ
る
と
、
康
子
の
存
在
を
積
極
的
に
評
価
し
、
「
禁

色
」
　
を
女
の
世
界
か
ら
読
む
こ
と
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
小
説
に

は
、
俊
輔
と
康
子
の
関
係
の
み
に
収
赦
し
き
れ
な
い
、
さ
ら
に
多
様
な
女
た
ち
の

交
錯
の
様
相
が
え
が
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
悠
一
と
俊
輔
に
関
係
し
て
い
く

女
た
ち
の
物
語
は
、
「
男
同
士
の
紐
帯
」
に
い
か
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
の
か
、

そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
物
語
ら
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
多
層
的
な

「
禁
色
」
　
の
世
界
を
読
み
解
く
新
た
な
一
視
点
と
し
た
い
。

一
、
物
語
を
突
き
動
か
す
女
た
ち

槍
俊
輔
は
、
悠
一
を
侃
偏
と
し
て
、
長
年
憎
悪
の
対
象
で
あ
っ
た
女
た
ち
に
復

讐
を
お
こ
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
物
語
の
大
き
な
流
れ
に
引
き
ず
ら
れ
る
か

の
よ
う
に
、
男
の
世
界
に
よ
る
、
女
の
世
界
へ
の
復
讐
譚
と
し
て
　
「
禁
色
」
　
は
読

ま
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
康
子
や
鏑
木
夫
人
な
ど
の
復
讐
さ
れ
る
側
の
女
た
ち

の
存
在
は
不
当
な
ま
で
に
見
過
ご
さ
れ
、
取
り
残
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
た
し

か
に
、
女
た
ち
の
物
語
は
俊
輔
と
悠
一
に
よ
る
復
讐
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
呼
び

起
こ
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
傍
流
と
も
い
え
る
こ
の
流
れ
は
、
物
語
の
中
心

に
向
か
っ
て
作
用
し
て
い
く
力
を
内
包
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
康
子

や
鏑
木
夫
人
と
い
っ
た
女
の
世
界
は
、
男
た
ち
の
物
語
を
突
き
動
か
し
て
い
く
の

だ
。た

と
え
ば
、
「
禁
色
」
　
は
康
子
の
描
写
で
幕
が
開
く
。

康
子
が
腰
を
下
ろ
し
て
ゐ
る
の
は
、
膝
の
寝
椅
子
に
な
が
な
が
と
伸
ば
し

た
俊
輔
の
毛
布
に
包
ま
れ
た
足
の
上
で
あ
る
。
そ
れ
は
重
か
っ
た
。
俊
輔
は

何
か
好
色
な
冗
談
を
言
は
う
か
と
思
っ
た
。
が
、
黙
っ
て
ゐ
た
。
も
の
も
の

し
い
蝉
の
声
が
こ
の
沈
黙
を
深
め
た
。

俊
輔
の
右
膝
に
は
非
時
に
お
こ
る
神
経
痛
の
発
作
が
あ
っ
た
。
発
作
の

前
に
は
深
部
に
霧
の
や
う
な
痛
み
の
予
感
が
あ
る
。
老
い
て
脆
く
な
っ
た

膝
蓋
骨
は
、
少
女
の
温
か
い
肉
の
重
み
に
永
く
耐
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
お
ぼ
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つ
か
な
い
。
し
か
し
か
す
か
に
増
し
て
く
る
痛
み
を
こ
ら
へ
て
ゐ
る
俊
輔

の
表
情
に
、
一
種
校
滑
な
快
感
が
う
か
ん
で
ゐ
た
。

や
う
や
く
俊
輔
が
か
う
言
っ
た
。

「
ど
う
も
膝
が
痛
い
ん
だ
よ
、
康
子
ち
ゃ
ん
。
足
を
今
横
の
は
う
へ
退
け
る

か
ら
そ
こ
へ
掛
け
て
お
く
れ
」

康
子
は
一
瞬
生
真
面
目
な
目
の
い
ろ
で
、
気
づ
か
は
し
げ
に
俊
輔
の
顔
を

眺
め
た
。
俊
輔
は
笑
っ
て
ゐ
た
。
康
子
は
彼
を
蔑
ん
だ
。
　
(
一
)

こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
俊
輔
の
膝
の
上
に
腰
掛
け
た
媚
態
に
満
ち
た
康
子
の

姿
で
あ
り
、
俊
輔
に
蔑
み
の
視
線
を
投
げ
る
の
は
印
象
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

康
子
の
媚
態
は
、
俊
輔
に
　
「
こ
ん
な
気
持
は
久
し
ぶ
り
だ
」
　
(
一
)
　
と
い
う
衝
動

を
起
こ
さ
せ
、
俊
輔
を
　
「
愚
行
」
　
へ
と
駆
り
立
て
る
こ
と
で
物
語
が
始
ま
っ
て
い

く
。
「
禁
色
」
　
が
　
「
愚
行
」
　
へ
の
復
讐
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、

ま
さ
し
く
冒
頭
に
登
場
す
る
康
子
は
、
物
語
全
体
を
発
動
さ
せ
、
牽
引
す
る
存
在

と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
「
禁
色
」
　
の
主
軸
と
な
る
人
物
で
あ
る
俊
輔
と
悠
一
の
出
会
い
も
、
康

子
へ
の
　
「
愚
行
」
　
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
康
子
に
よ
っ
て
導
き
出

さ
れ
た
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
気
違
ひ
じ
み
た
五
十
万
円
の
慈
善
興
行
は
、
彼
の
お
そ
ら
く
最
後
の
恋
、

出
不
精
な
老
人
を
夏
の
さ
か
り
に
伊
豆
半
島
の
南
端
に
ま
で
駆
り
立
て
た

恋
、
そ
し
て
又
し
て
も
み
じ
め
な
愚
行
に
、
憐
れ
む
べ
き
失
意
に
終
っ
た
恋
、

こ
の
十
何
度
目
か
の
莫
迦
々
々
し
く
叙
情
的
な
恋
に
捧
げ
ら
れ
た
供
養
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
　
　
(
二
)

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
禁
色
」
　
は
、
「
最
後
の
恋
」
　
で
あ
る
康
子
へ

の
　
「
愚
行
」
　
と
、
そ
れ
へ
の
復
讐
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
生
成
さ
れ
て
い
く
物
語
と

ひ
と
ま
ず
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
康
子
は
悠
一
と
の
関
係
に
お
い
て
も
物
語
を
動
か
す
力
を
持
っ
て
い
る
。

「
欲
情
の
懸
命
の
模
写
」
　
(
四
)
　
と
な
っ
た
初
夜
は
、
悠
一
に
　
「
こ
ん
な
こ
と
を

や
っ
た
奴
は
、
あ
と
に
も
先
に
も
一
人
も
ゐ
な
い
。
僕
一
人
な
ん
だ
」
　
(
四
)
　
と

い
う
絶
望
的
な
孤
独
感
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、
康
子
と
の
結
婚
を
機
に
、
孤
独

を
癒
す
た
め
に
同
類
を
求
め
て
、
悠
一
は
同
性
愛
の
世
界
へ
と
実
際
に
踏
み
出
し

て
い
く
。
そ
れ
は
、
「
禁
色
」
　
の
中
心
と
な
る
、
新
た
な
物
語
が
展
開
す
る
き
っ

か
け
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
悠
一
が
足
を
踏
み
出
し
た
同
性
愛
の
世
界
は
「
感

性
の
密
林
」
　
の
ご
と
き
、
男
た
ち
の
灼
熱
的
な
世
界
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ

は
純
粋
に
男
だ
け
の
世
界
と
し
て
成
立
し
て
は
い
な
い
。

こ
の
男
ば
か
り
の
世
界
に
は
、
し
か
し
或
る
巨
大
な
女
の
影
が
投
影
し
て

ゐ
た
。
悉
く
が
こ
の
見
え
な
い
女
の
影
に
お
び
え
、
あ
る
も
の
は
こ
の
影
に

挑
戦
し
、
あ
る
も
の
は
諦
観
し
、
あ
る
も
の
は
抵
抗
の
あ
げ
く
に
敗
北
し
、

あ
る
も
の
は
は
じ
め
か
ら
阿
っ
た
。
悠
一
は
自
分
が
そ
の
例
外
者
で
あ
る
こ

と
を
信
じ
た
。
次
に
は
例
外
者
で
あ
ろ
う
と
こ
れ
努
め
た
。
せ
め
て
奇
怪
な

影
の
影
響
を
、
と
る
に
た
ら
ぬ
些
事
の
上
に
と
ど
め
や
う
と
努
力
し
た
。

(八)

悠
一
が
属
す
る
男
だ
け
の
世
界
は
、
常
に
女
の
影
の
脅
威
に
縁
取
ら
れ
て
い
る

の
だ
。
女
を
嫌
悪
し
、
男
だ
け
の
　
「
密
林
の
世
界
」
　
を
志
向
す
る
に
し
て
も
、
ま

ず
世
界
の
成
立
に
は
女
の
存
在
が
必
須
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
物
語
の
展
開
に
お
い
て
、
男
の
世
界
と
女
の
世
界
は
ど
の
よ
う
に

有
機
的
に
連
関
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
大
き
く
変
化
し
て
い
く
主
人

公
悠
一
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
自
律
的
に
変
貌
し
て
い
く
の
で
は

な
く
、
彼
を
取
り
巻
く
女
た
ち
に
突
き
動
か
さ
れ
、
変
化
し
て
い
く
。
康
子
の
存

在
が
、
悠
一
を
同
性
愛
の
世
界
に
向
か
わ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に

も
述
べ
た
が
、
と
り
わ
け
康
子
の
出
産
と
い
う
出
来
事
は
、
悠
一
を
現
実
に
直
面

す
る
場
へ
と
直
接
的
に
動
か
し
て
い
く
。
悠
一
に
、
自
分
の
　
(
不
実
の
結
晶
)
　
が
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生
ま
れ
て
来
る
瞬
間
に
挑
戦
さ
せ
、
彼
自
身
の
存
在
の
根
底
を
揺
る
が
す
　
(
決
定

的
な
瞬
間
)
　
へ
と
促
す
こ
と
で
、
物
語
全
体
の
流
れ
を
大
き
く
動
か
し
て
い
く
の

だ
。も

ち
ろ
ん
、
悠
一
に
変
容
を
迫
り
、
作
用
し
て
い
く
女
は
康
子
だ
け
に
限
ら
れ

て
は
い
な
い
。
俊
輔
の
説
得
と
と
も
に
悠
一
を
結
婚
へ
と
向
か
せ
て
い
く
の
は
、

急
病
で
倒
れ
る
悠
一
の
母
親
の
存
在
で
あ
る
。
病
床
の
母
親
の
　
「
何
と
か
悠
一
が

お
嫁
さ
ん
を
も
ら
ふ
の
を
見
て
か
ら
死
に
た
ひ
」
　
(
二
)
　
と
い
う
訴
え
は
、
悠
一

に
　
「
自
分
が
結
婚
の
決
心
を
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
感
じ
」
　
(
二
)
　
さ
せ
る
に
い
た

る
。
母
親
は
病
気
の
力
に
よ
っ
て
、
悠
一
を
結
婚
と
い
う
局
面
へ
連
れ
出
し
、
そ

の
結
果
、
同
性
愛
者
と
し
て
の
悠
一
が
始
動
し
て
い
く
の
だ
。

康
子
と
と
も
に
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
鏑
木
夫
人
の
存
在
で
あ
る
。
「
禁
色
」

の
初
出
で
は
、
第
一
部
の
結
末
　
(
十
八
章
)
　
で
、
鏑
木
夫
人
は
夫
と
悠
一
の
情
事

を
目
撃
し
た
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
自
殺
す
る
設
定
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
す
ぐ
に
作
者
に
よ
っ
て
　
「
改
訂
広
告
」
　
が
出
さ
れ
、
続
く
第
二
部
で
鏑
木

夫
人
を
生
き
返
ら
せ
る
と
い
う
異
例
の
事
態
が
お
こ
っ
て
い
る
。
作
者
は
こ
の
改

訂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
弁
解
し
て
い
る
。

第
一
部
の
末
尾
で
夫
人
を
自
殺
さ
せ
る
こ
と
は
、
当
初
の
プ
ラ
ン
で
も
あ
っ

た
が
、
雑
誌
の
最
終
回
の
原
稿
で
、
計
画
ど
は
り
に
夫
人
を
殺
し
て
か
ら
、

私
は
早
ま
っ
た
と
思
っ
た
。
こ
の
人
物
に
は
書
く
に
つ
れ
て
愛
着
が
増
し
て

(
8
)

来
て
を
り
、
殺
す
に
は
惜
し
い
女
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
論
は
、
テ
ク
ス
ト
内
の
物
語
構
造
に
対
す
る
、
作
者
三
島
の
意
図
を
探
る
こ

と
を
目
的
と
は
し
て
い
な
い
た
め
、
鏑
木
夫
人
と
い
う
登
場
人
物
に
作
者
が
ど
の

よ
う
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
か
は
こ
こ
で
議
論
し
な
い
。
し
か
し
、
第
二
部
に
お

け
る
鏑
木
夫
人
の
存
在
感
は
第
一
部
を
優
に
凌
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ

る
。
鏑
木
夫
人
は
テ
ク
ス
ト
の
展
開
そ
の
も
の
を
支
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
、

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
康
子
と
鏑
木
夫
人
の
女

の
世
界
は
悠
一
に
変
化
を
促
す
大
き
な
力
と
し
て
、
悠
一
が
帰
属
し
て
い
る
男
た

ち
の
世
界
に
対
噂
し
て
い
る
の
だ
。

二
、
現
実
を
映
し
出
す
(
鏡
)
　
-
康
子
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
物
語
を
牽
引
す
る
存
在
で
あ
る
康
子
は
ど
の
よ
う
に
し
て
悠
一
に
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
く
の
か
、
詳
細
に
検
討
し
た
い
。

康
子
と
の
夫
婦
生
活
は
、
悠
一
に
と
つ
て
　
「
欲
情
の
懸
命
の
模
写
」
　
(
四
)
　
で

し
か
な
く
、
欲
望
が
存
在
し
な
い
、
空
虚
な
も
の
で
し
か
な
い
。
悠
一
は
そ
の
「
模

写
」
　
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
特
異
で
複
雑
な
手
続
き
を
必
要
と
す
る
。

…
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
悠
一
の
寝
床
に
は
、
も
う
一
人
の
美
し
い
雄
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
鏡
が
、
女
と
の
間
に
介
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
助
け
を
借
り
ず
に
は
、
成
功
は
覚
束
な
か
っ
た
。
彼
は
目
を

つ
ぶ
っ
て
女
を
抱
い
た
。
そ
の
と
き
悠
一
は
自
分
の
肉
体
を
思
ひ
描
い
て
ゐ

た
の
で
あ
る
。
暗
室
の
内
の
二
人
は
か
う
し
て
徐
々
に
四
人
に
な
っ
た
。
と

い
ふ
の
は
、
実
在
の
悠
一
と
少
年
に
変
容
し
た
康
子
と
の
購
ひ
が
、
女
を
愛

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
像
さ
れ
た
仮
構
の
悠
一
と
実
在
の
康
子
と
の
購
ひ

と
、
同
時
に
進
行
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
(
四
)

こ
の
　
「
鏡
」
　
は
、
悠
一
が
俊
輔
に
同
性
愛
に
つ
い
て
告
白
し
た
場
面
で
獲
得
し

た
ナ
ル
シ
ス
の
鏡
で
あ
る
。
そ
の
時
悠
一
は
自
分
の
姿
を
映
し
出
し
た
鏡
に
、
「
美

し
い
彼
自
身
を
は
じ
め
て
見
」
　
(
二
)
、
「
自
分
を
美
し
い
と
感
じ
る
こ
と
を
自
分

に
許
し
」
　
(
二
)
　
て
い
る
。
ま
た
、
男
た
ち
と
の
行
為
に
お
い
て
も
ナ
ル
シ
ス
の

鏡
は
出
現
す
る
。
彼
ら
は
悠
一
自
身
を
映
し
出
す
ナ
ル
シ
ス
の
鏡
で
あ
り
、
悠
一

は
そ
こ
に
現
れ
た
美
へ
の
陶
酔
に
よ
っ
て
身
を
ま
か
せ
て
い
く
。
し
か
し
、
こ
れ

は
相
手
を
消
失
さ
せ
、
自
己
か
ら
発
し
自
己
に
回
収
さ
れ
て
い
く
だ
け
の
孤
独
な

欲
求
で
し
か
な
い
。
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一
方
、
康
子
は
二
人
の
間
に
介
在
す
る
ナ
ル
シ
ス
の
鏡
を
飛
び
越
え
、
そ
の
鏡

を
脅
か
す
反
面
鏡
と
し
て
悠
一
の
姿
を
照
ら
し
出
し
、
彼
を
取
り
巻
く
現
実
を
克

明
に
映
し
出
し
て
い
く
。
と
り
わ
け
、
康
子
の
存
在
が
鏡
と
し
て
強
烈
に
悠
一
自

身
を
映
し
出
す
の
は
、
出
産
の
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
悠
一
は
嘔
吐
を
催
し
な

が
ら
も
、
「
妻
の
肉
体
の
裏
返
し
に
さ
れ
た
怖
し
い
部
分
」
　
(
二
十
五
)
　
に
直
面
す

る
。

し
か
し
こ
の
と
き
、
苦
し
み
の
絶
頂
に
ゐ
る
妻
の
顔
と
、
か
つ
て
悠
一
の

嫌
悪
の
源
で
あ
っ
た
あ
の
部
分
が
真
紅
に
も
え
上
っ
て
ゐ
る
の
と
を
、
見
比

べ
て
ゐ
た
悠
一
の
心
は
、
変
貌
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
男
女
の
嘆
賞
に
ゆ
だ
ね
ら

れ
、
た
だ
見
ら
れ
る
た
め
だ
け
に
存
在
し
て
ゐ
た
悠
一
の
美
貌
は
、
は
じ
め

て
そ
の
機
能
を
と
り
も
ど
し
、
今
や
た
だ
見
る
だ
け
に
存
在
し
て
ゐ
た
。
ナ

ル
シ
ス
は
自
分
の
顔
を
忘
れ
た
。
彼
の
目
は
鏡
の
ほ
か
の
対
象
に
む
か
つ
て

ゐ
た
。
か
く
も
苛
烈
な
醜
さ
を
見
つ
め
る
こ
と
が
、
彼
自
身
を
見
る
こ
と
と

お
な
じ
に
な
っ
た
。
　
(
二
十
五
)

こ
の
場
面
で
、
悠
一
は
大
き
く
変
貌
し
て
い
く
。
常
に
自
分
の
姿
し
か
見
る
こ

と
の
な
か
っ
た
悠
一
が
、
出
産
す
る
康
子
の
圧
倒
的
な
存
在
の
肉
迫
に
よ
っ
て
、

目
の
前
の
他
者
を
凝
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
視
線
は
さ
ら
に
自
己
を
と
り
ま

く
現
実
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
渡
辺
み
え
こ
は
こ
の
悠
一
の
変
化
に
つ
い
て
、

「
妻
の
　
「
真
紅
の
肉
」
　
の
凝
視
に
よ
り
、
欲
望
が
持
て
な
か
っ
た
　
(
女
)
　
に
対
し

て
、
同
じ
肉
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
共
感
が
喚
起
」
　
さ
れ
た
と
し
、
康
子
が
悠
一

(
9
)

を
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
康
子
の
　
「
真
紅
の
肉
」

は
、
現
実
そ
の
も
の
を
映
し
出
す
鏡
と
し
て
、
悠
一
に
対
し
て
他
者
と
し
て
の
女

の
存
在
と
い
う
現
実
を
強
烈
な
形
で
突
き
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
見
ら
れ
る
」
　
対
象
で
あ
っ
た
悠
一
は
、
康
子
の
出
産
で
　
「
見
る
」
　
こ
と
を
強

い
ら
れ
る
。
そ
こ
で
康
子
が
悠
一
に
突
き
つ
け
る
の
は
、
欲
望
の
な
い
ま
ま
に
肉

の
連
鎖
に
加
担
し
た
結
果
と
し
て
の
(
罪
の
実
質
)
が
、
現
に
存
在
す
る
と
い
う
、

悠
一
に
と
つ
て
の
逃
れ
ら
れ
な
い
現
実
で
あ
る
。
嫌
悪
の
対
象
で
あ
る
康
子
の
肉

体
は
、
偽
り
の
欲
望
の
実
質
を
生
み
出
す
自
然
の
強
靭
な
力
で
、
悠
一
が
二
人
の

間
に
介
在
さ
せ
て
い
た
ナ
ル
シ
ス
の
鏡
を
打
ち
砕
き
、
そ
の
代
わ
り
に
、
悠
一
が

見
る
べ
き
現
実
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
悠
一
に
と
つ
て
、
男

た
ち
の
世
界
で
認
識
す
る
、
す
べ
て
が
自
己
の
美
に
還
元
さ
れ
る
絶
対
的
な
世
界

か
ら
、
彼
を
取
り
巻
く
現
実
に
直
面
さ
せ
る
相
対
的
な
世
界
へ
と
、
認
識
の
変
容

を
迫
る
も
の
で
も
あ
る
。

一
方
、
康
子
自
身
も
妊
娠
、
出
産
を
体
験
す
る
こ
と
で
大
き
く
変
貌
し
て
い
く
。

自
分
の
体
内
に
も
う
一
つ
の
世
界
を
抱
え
た
康
子
に
は
、
「
外
側
の
世
界
は
単
な

る
余
剰
」
　
(
二
十
三
)
　
に
す
ぎ
ず
、
悠
一
が
も
た
ら
す
漠
た
る
不
安
を
の
み
込
ん

で
い
く
。
悠
一
の
同
性
愛
を
告
発
す
る
手
紙
を
受
け
と
つ
た
康
子
の
冷
静
さ
は
、

こ
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
悠
一
が
女
を
愛
さ
な
い
と
い
う
根
源
的
な
問
題

に
さ
え
、
も
は
や
康
子
は
動
じ
な
い
の
だ
。

悠
一
の
冷
た
い
仕
打
ち
、
彼
の
す
げ
な
い
拒
否
、
彼
の
遅
い
帰
宅
、
彼
の
外

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

泊
、
彼
の
秘
密
、
彼
が
決
し
て
女
を
愛
さ
な
い
こ
と
、
そ
の
明
証
の
前
に
は
、

密
告
状
な
ど
些
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
康
子
は
動
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
向
う

側
の
世
界
に
住
ん
で
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
(
三
十
一
)

康
子
は
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
様
々
な
現
実
の
　
「
向
う
側
の
世
界
」
、
つ
ま
り
絶

対
的
な
世
界
の
住
人
と
化
し
、
絶
対
的
な
悠
一
の
美
の
前
に
、
精
神
的
な
繋
が
り

の
み
の
関
係
へ
と
移
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
康
子
は
悠
一
と
は
逆

に
、
同
性
愛
を
拒
絶
す
る
相
対
的
な
世
界
を
　
「
単
な
る
余
剰
」
　
と
し
、
絶
対
的
世

界
の
住
人
へ
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
康
子
の
変
化
は
、
悠

一
が
　
(
見
ら
れ
る
)
　
存
在
か
ら
　
(
見
る
)
　
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
で
、
絶
対
的

世
界
か
ら
相
対
的
な
世
界
へ
と
移
行
し
て
い
く
の
と
は
逆
で
あ
り
、
や
は
り
こ
の

場
に
お
い
て
も
二
人
の
間
に
す
れ
違
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

康
子
に
つ
い
て
、
武
田
勝
彦
は
　
「
聖
母
マ
リ
ア
の
ご
と
き
、
久
遠
の
女
性
で
あ
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っ
て
、
そ
の
強
靭
な
力
で
悠
一
を
人
間
へ
と
復
帰
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
」

(lO)

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
田
中
美
代
子
も
武
田
論
を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
康
子
の

(
聖
母
性
)
　
を
指
摘
す
る
。

孤
閏
に
打
ち
捨
て
ら
れ
た
康
子
は
、
試
練
の
果
て
に
ひ
た
す
ら
精
神
的
に
浄

化
さ
れ
、
次
第
に
聖
母
像
に
昇
華
し
て
ゆ
く
か
の
よ
う
だ
。
エ
ロ
ス
に
見
放

さ
れ
た
懐
胎
は
ほ
と
ん
ど
単
性
生
殖
の
様
相
を
お
び
る
。
(
中
略
)
　
「
精
神
」

が
存
分
に
乾
め
ら
れ
、
「
官
能
」
　
「
感
性
」
　
「
美
貌
」
　
が
称
揚
さ
れ
、
追
究
さ

れ
る
こ
の
小
説
を
、
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
の
は
、
実
は
、
こ
の
康
子
の
自

(lこ

己
犠
牲
、
淑
徳
、
無
償
の
愛
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

悠
一
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
康
子
の
姿
は
、
両
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
無

償
の
愛
」
　
を
も
っ
た
　
「
聖
母
」
　
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら

れ
よ
う
。
そ
れ
は
悠
一
の
母
親
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
よ
り
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

母
親
は
ル
ド
ン
で
見
か
け
た
悠
一
の
姿
に
嫌
悪
感
を
抱
く
の
だ
。

彼
女
　
(
引
用
者
注
・
悠
一
の
母
)
　
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
、
こ
の
二
晩
に
見
た

地
獄
の
光
景
を
思
ひ
う
か
べ
た
。
一
通
の
拙
い
手
紙
の
ほ
か
に
は
、
か
つ
て

彼
女
が
予
備
知
識
を
も
た
な
か
っ
た
現
象
が
そ
こ
に
在
っ
た
。
た
と
へ
や
う

も
な
い
気
味
の
悪
さ
、
怖
ろ
し
さ
、
い
や
ら
し
さ
、
醜
さ
、
ぞ
っ
と
す
る
不

快
、
嘔
吐
を
催
ほ
す
や
う
な
違
和
感
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
上
の
嫌
悪
を
そ
そ
る

現
実
が
そ
こ
に
在
っ
た
。
　
(
二
十
八
)

悠
一
の
母
親
が
　
「
あ
ら
ゆ
る
感
覚
上
の
嫌
悪
」
　
を
し
か
感
じ
な
い
の
に
対
し
、

康
子
の
　
(
聖
母
性
)
　
は
際
立
っ
た
か
た
ち
で
語
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
康
子
に
は
(
聖
母
像
)
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
、

さ
ら
な
る
変
貌
が
あ
る
。
異
性
愛
者
の
仮
面
を
つ
け
て
旅
行
か
ら
戻
り
、
家
庭
に

再
登
場
す
る
悠
一
を
迎
え
る
康
子
は
　
「
別
の
女
」
　
(
三
十
一
)
　
で
あ
る
。
そ
れ
ま

で
は
、
悠
一
の
美
の
前
に
　
「
絶
対
的
な
世
界
」
　
(
三
十
一
)
　
を
見
て
お
り
、
「
そ
の

世
界
に
住
ん
で
ゐ
た
と
き
、
彼
女
の
愛
は
い
か
な
る
明
証
に
も
屈
し
な
か
っ
た
」

(
三
十
一
)
の
だ
が
、
今
は
も
は
や
そ
の
「
絶
対
的
な
世
界
」
の
住
人
で
は
な
い
。

良
人
と
し
て
多
分
親
切
す
ぎ
た
悠
一
は
、
わ
ざ
わ
ざ
鏑
木
夫
人
の
力
を
借
り

て
、
妻
を
そ
れ
ま
で
住
ん
で
ゐ
た
灼
熱
し
た
静
け
さ
の
愛
の
領
域
か
ら
、
お

よ
そ
不
可
能
の
存
在
し
な
い
透
明
で
自
在
な
領
域
か
ら
、
雑
然
と
し
た
相
対

的
な
愛
の
世
界
へ
と
引
き
ず
り
下
ろ
し
た
の
で
あ
る
。
　
(
三
十
一
)

現
実
の
相
対
的
な
世
界
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
悠
一
は
、
再
び
康
子
を
「
雑

然
と
し
た
相
対
的
な
愛
の
世
界
」
　
へ
と
引
き
ず
り
下
ろ
す
。
そ
こ
で
康
子
が
生
き

延
び
る
術
は
、
「
精
神
的
な
聾
唖
者
」
　
(
三
十
一
)
　
に
な
る
こ
と
し
か
な
い
。

…
し
か
る
に
す
で
に
康
子
は
自
若
と
し
て
ゐ
て
、
生
活
の
中
に
腰
を
落
ち
つ

け
、
渓
子
を
育
て
な
が
ら
、
老
醜
の
年
齢
ま
で
、
悠
一
の
家
を
離
れ
な
い
覚

悟
を
固
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
　
(
三
十
一
)

康
子
は
空
虚
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
至
る
こ
と
と
な
る
。
彼
女
は
相
対
的
な
現
実
世

界
に
住
む
空
虚
な
　
(
聖
母
)
　
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
悠
一
が
鏑
木
夫
人
の
力

を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
だ
。
康
子
が
最
後
に
み
せ
た
こ
の
空
虚
な

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
性
は
、
俊
輔
の
莫
大
な
遺
産
を
手
に
し
て
新
た
な
人
生
を
歩
み
出
す

悠
一
に
、
ど
こ
か
空
々
し
い
明
る
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。
男
の
世
界
が
常

に
女
の
影
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
、
康
子
の
変
貌
を
物
語

る
、
「
禁
色
」
　
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
物
語
は
、
「
禁
色
」
　
と
い
う
テ
ク
ス
ト
全
体

に
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
。

三
、
救
済
と
偽
証
の
様
相
-
鏑
木
夫
人
に
つ
い
て

56



三島由紀夫「禁色」におけるくもう一つの物語〉

次
に
、
鏑
木
夫
人
の
存
在
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

「
禁
色
」
　
の
語
り
手
は
俊
輔
の
女
性
観
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

俊
輔
が
恋
し
裏
切
ら
れ
る
女
は
、
彼
の
唯
一
の
美
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
精
神

性
を
、
頑
と
し
て
理
解
し
な
い
女
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
は

本
当
の
女
、
正
真
正
銘
の
女
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
俊
輔
は
美
し
い
女
を
し

か
嘗
て
愛
さ
ず
、
己
の
美
に
自
足
し
、
精
神
性
に
よ
っ
て
何
ら
補
は
れ
る
必

要
を
認
め
な
い
メ
ツ
サ
リ
イ
ヌ
を
し
か
愛
さ
な
か
っ
た
。
　
(
一
)

鏑
木
夫
人
は
俊
輔
に
と
っ
て
ま
さ
に
、
「
本
当
の
女
、
正
真
正
銘
の
女
」
　
だ
っ

た
。
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
た
め
に
、
俊
輔
の
「
唯
一
の
長
所
で
も
あ
り
唯
一
の
美
」

で
あ
る
と
こ
ろ
の
精
神
を
足
蹴
に
し
、
「
愚
行
」
　
へ
と
駆
り
立
て
た
。
夫
人
が
「
全

く
精
神
性
を
も
た
な
い
と
こ
ろ
に
恋
し
た
」
　
(
十
六
)
　
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
悠

一
へ
の
恋
を
通
し
て
、
彼
女
は
次
第
に
俊
輔
の
求
め
る
女
性
像
か
ら
承
離
し
て
い

く
。
こ
の
変
容
は
、
悠
一
が
　
「
全
く
精
神
を
も
た
な
い
こ
と
の
反
作
用
」
　
(
六
)

に
よ
っ
て
鏑
木
夫
人
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
鏑
木
夫
人
は
悠
一
と
の
間
に
　
「
母
親
と
息
子
の
間
の
愛
を
は
ば
む
や
う

な
或
る
禁
忌
」
　
(
六
)
　
を
直
感
す
る
。
こ
れ
は
後
に
悠
一
の
庇
護
者
的
な
立
場
に

移
行
し
て
い
く
こ
と
の
予
兆
で
も
あ
る
。

悠
一
の
罪
に
あ
や
か
り
た
さ
に
、
彼
女
は
自
分
の
罪
の
悉
く
を
披
渡
し
た
。

悠
一
の
悪
徳
の
高
み
に
昇
る
た
め
に
、
自
分
の
悪
徳
を
丹
念
に
積
み
上
げ
て

み
せ
た
。
こ
の
青
年
と
の
血
縁
関
係
を
証
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
息
子
を
庇

ふ
た
め
に
、
進
ん
で
罪
を
着
や
う
と
す
る
母
親
を
宛
ら
に
、
彼
女
は
お
の
が

非
行
を
あ
ば
き
立
て
、
し
か
も
そ
の
告
白
が
青
年
の
心
に
与
へ
る
影
響
を
度

外
視
し
て
ゐ
る
点
で
、
ほ
と
ん
ど
母
性
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
さ
へ
達
し
て
ゐ
た
。

(
十
九
)

鏑
木
夫
人
は
こ
こ
で
明
ら
か
に
、
悠
一
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
自

分
だ
け
だ
と
い
う
、
(
母
性
愛
)
　
を
自
覚
し
て
い
く
。
一
方
、
俊
輔
は
　
「
俺
は
こ

の
美
し
い
青
年
に
肉
感
を
感
じ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
」
　
と
、
悠
一
に
対
す
る
欲

望
に
根
ざ
し
た
愛
に
気
づ
き
、
そ
れ
ま
で
の
庇
護
者
と
し
て
の
資
格
を
逸
す
る
こ

と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
新
た
な
庇
護
者
と
し
て
鏑
木
夫
人
が
、
悠
一
に
よ
っ
て
呼

び
寄
せ
ら
れ
た
の
だ
。

で
は
、
悠
一
の
肉
親
で
あ
る
実
の
母
親
の
立
場
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
い
と
も
簡
単
に
母
親
自
身
の
手
に
よ
っ
て
鏑
木
夫
人
に
譲
渡
さ
れ
て
し
ま

う
。
鏑
木
夫
人
が
語
る
悠
一
と
の
偽
り
の
男
女
関
係
を
信
じ
込
む
こ
と
で
、
息
子

が
同
性
愛
者
で
あ
る
と
い
う
現
実
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
た
母
親
は
、
「
夫
人

の
中
に
、
自
分
よ
り
も
も
つ
と
母
親
ら
し
い
も
の
を
見
出
し
て
」
　
(
二
十
九
)
　
い

く
の
だ
。
そ
し
て
、
「
悠
一
の
こ
と
は
、
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
」

(
二
十
九
)
　
と
、
息
子
の
愛
人
に
頭
を
下
げ
る
と
い
う
奇
矯
な
行
動
を
と
る
こ
と

と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
悠
一
の
母
親
は
　
「
母
親
の
特
権
を
放
棄

し
」
　
(
二
十
九
)
、
鏑
木
夫
人
に
槌
る
こ
と
で
自
己
を
保
と
う
と
す
る
の
だ
。
常
軌

を
逸
し
た
行
動
へ
と
母
親
を
駆
り
立
て
た
の
は
、
世
間
一
般
の
規
範
意
識
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
彼
女
は
同
性
愛
者
と
し
て
の
息
子
の
姿
に
激
し
い
嫌
悪
を
抱
く
。

そ
れ
は
、
「
気
品
あ
る
道
徳
の
力
」
　
(
二
十
八
)
　
を
信
奉
す
る
者
に
と
っ
て
受
け
入

れ
難
い
現
実
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
彼
女
は
　
「
嫌
悪
に
値
す
る
無
教
養
で
下
品

な
事
柄
」
　
(
二
十
八
)
　
と
い
う
認
識
で
し
か
、
息
子
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
、
皮
肉
な
事
態
を
招
く
。

鏑
木
夫
人
は
悠
一
と
の
旅
の
間
に
、
「
お
の
が
困
難
な
愛
の
位
置
付
け
」
(
三
十
)

に
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
自
身
の
愛
を
変
容
さ
せ
て
い
く
。
「
悠
一
の
住
ん
で
ゐ
る

観
念
の
中
に
だ
け
住
み
、
悠
一
の
見
て
ゐ
る
世
界
だ
け
を
信
じ
」
　
(
三
十
)
　
る
こ

と
を
選
択
し
、
康
子
が
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
悠
一
の
観
念
の
世
界
の
住
人
へ
と
成

り
代
わ
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
だ
。

鏑
木
夫
人
の
母
性
に
つ
い
て
、
高
橋
新
太
郎
は
　
「
己
の
性
的
偏
向
が
暴
か
れ
る
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窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た
悠
一
は
、
鏑
木
夫
人
の
母
性
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
救
済

(【巴

さ
れ
る
こ
と
を
希
う
」
　
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
田
中
美
代
子
は
、
二
人
の
関
係

を
　
「
眠
れ
る
エ
ン
デ
ユ
ミ
オ
ー
ン
と
月
の
女
神
」
　
に
な
ぞ
ら
え
、
「
こ
こ
で
父
性

(-e

は
瞑
目
し
、
聖
な
る
母
が
立
ち
上
が
る
」
　
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
鏑
木
夫
人
の

救
済
は
物
語
の
方
向
を
変
転
さ
せ
、
俊
輔
が
企
ん
だ
復
讐
を
失
敗
へ
と
動
か
す
き

っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

悠
一
を
救
い
出
す
人
間
が
妻
の
康
子
で
は
な
く
、
鏑
木
夫
人
な
の
は
な
ぜ
な
の

だ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
は
、
悠
一
に
と
つ
て
自
分
を
庇
護
し
て
く
れ
る
母
性
が

必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
　
「
進
ん
で
罪
を
着
や
う
と
す
る
母
親
」

の
存
在
で
あ
る
。
康
子
の
自
己
犠
牲
的
な
　
(
聖
母
性
)
　
と
は
異
な
る
、
鏑
木
夫
人

の
　
「
母
性
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
　
に
よ
る
救
済
で
あ
る
。

妻
を
苦
悩
の
な
か
に
残
し
て
出
た
旅
か
ら
か
へ
つ
て
、
悠
一
は
妻
の
目
ざ
め

に
何
事
を
期
待
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
の
恕
さ
れ
る
こ
と
に

馴
れ
た
心
は
切
望
し
、
信
じ
る
こ
と
に
馴
れ
た
無
事
は
夢
み
て
ゐ
た
。
こ
の

瞬
間
の
彼
の
感
情
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
ね
が
は
な
い
、
し
か
し
ね
が
ふ
こ
と

よ
り
他
に
術
を
知
ら
な
い
乞
食
の
感
情
の
や
う
で
あ
る
。
　
(
三
十
一
)

あ
く
ま
で
も
悠
一
は
妻
で
あ
る
康
子
に
は
、
自
分
の
罪
に
加
担
せ
ず
恕
し
て
く

れ
る
、
清
浄
な
聖
母
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
悠
一
が
鏑
木

夫
人
を
共
犯
に
仕
立
て
、
そ
の
母
性
に
よ
っ
て
窮
地
を
脱
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、

皮
肉
に
も
康
子
に
と
っ
て
　
「
雑
然
と
し
た
相
対
的
な
愛
の
世
界
へ
と
引
き
ず
り
下

ろ
」
　
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
悠
一
の

願
い
と
は
裏
腹
に
、
康
子
は
　
「
別
の
女
」
　
へ
と
変
貌
し
、
相
対
的
な
日
常
に
身
を

沈
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
だ
。

ま
た
、
鏑
木
夫
人
が
悠
一
の
日
常
や
生
活
に
属
さ
な
い
、
外
部
の
人
間
で
あ
る

こ
と
は
重
要
だ
。
異
性
愛
者
の
顔
を
固
守
し
よ
う
と
す
る
悠
一
に
と
つ
て
、
家
庭

は
聖
域
と
し
て
守
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
同
性
愛
者
の
良
人
と
い
う
矛
盾
は
、
表

面
的
に
で
も
払
拭
す
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
策
略
に
手
を
貸
す
べ
き

人
物
は
、
悠
一
の
日
常
や
生
活
に
組
み
込
ま
れ
な
い
鏑
木
夫
人
を
お
い
て
他
に
な

い
だ
ろ
う
。
鏑
木
夫
人
は
母
性
を
武
器
に
、
自
ら
共
犯
者
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と

で
、
悠
一
の
絶
対
的
世
界
の
住
人
と
な
り
、
救
済
者
と
な
る
の
だ
。
そ
し
て
、
鏑

木
夫
人
の
庇
護
者
へ
の
変
化
は
、
俊
輔
(
父
性
)
　
に
代
わ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

世
間
一
般
の
規
範
意
識
に
縛
ら
れ
て
悠
一
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
実
母
に
も
代
わ

り
、
ま
た
妻
の
康
子
に
も
代
わ
り
、
完
全
な
も
の
と
な
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
悠
一
の
大
き
な
問
題
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
悠
一
が
社
会
に

対
し
て
、
徹
底
し
て
異
性
愛
者
と
し
て
の
立
場
を
担
造
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
。

そ
れ
は
母
親
が
体
現
し
て
い
る
規
範
意
識
に
、
悠
一
自
身
が
絡
め
と
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
悠
一
に
と
つ
て
救
い
と
な

る
道
は
、
同
性
愛
者
と
し
て
の
自
己
の
存
在
が
妻
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
ど

で
は
更
々
な
い
。
む
し
ろ
、
異
性
愛
者
と
し
て
の
仮
面
を
我
も
の
と
す
る
た
め
に
、

表
面
上
だ
け
で
も
異
性
愛
者
と
し
て
の
規
範
に
属
す
る
か
の
よ
う
に
身
を
処
す
る

こ
と
の
で
き
る
人
間
を
必
要
と
し
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
悠
一
は
単
な
る
救
済
者
と

し
て
の
母
を
求
め
た
の
で
は
な
く
、
同
性
愛
者
と
い
う
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
に
直
面
す
る
こ
と
を
回
避
し
て
く
れ
、
相
対
的
な
現
実
の
世
界
の
中
で
異
性
愛

者
と
し
て
の
自
己
を
保
証
し
て
く
れ
る
防
波
堤
の
よ
う
な
存
在
を
求
め
て
い
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
鏑
木
夫
人
に
担
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
禁
色
」
　
と
い
う
小
説

は
、
悠
一
の
庇
護
者
が
俊
輔
で
あ
っ
た
と
き
の
、
男
対
男
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な

関
係
性
か
ら
、
鏑
木
夫
人
の
力
を
得
て
偽
造
し
た
、
男
と
女
の
偽
り
の
異
性
愛
的

な
関
係
性
へ
と
移
行
し
て
い
く
の
だ
。

お
わ
り
に

小
説
家
槍
俊
輔
は
自
身
の
作
品
と
、
生
活
を
峻
別
し
て
き
た
。
彼
の
生
活
は
愚

行
に
よ
る
呪
誼
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
作
品
の
飾
り
と
す
る
こ
と
は

許
さ
な
か
っ
た
。
俊
輔
に
と
っ
て
女
た
ち
と
は
、
生
活
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
絶
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ち
難
い
憎
悪
に
満
ち
た
生
活
で
あ
る
。
そ
し
て
感
性
の
象
徴
で
あ
り
、
破
壊
を
も

た
ら
し
、
俊
輔
の
精
神
の
世
界
を
脅
か
す
存
在
で
あ
る
。
芸
術
的
な
肉
体
美
を
も

つ
南
悠
一
の
内
面
に
自
分
の
精
神
を
付
与
し
、
俊
輔
の
観
念
の
形
象
で
あ
る
芸
術

作
品
に
仕
立
て
あ
げ
る
こ
と
で
、
愚
行
の
原
因
と
な
っ
た
女
た
ち
へ
の
復
讐
を
試

み
よ
う
と
す
る
。
た
し
か
に
あ
る
程
度
ま
で
こ
の
計
画
は
成
功
を
み
た
。

し
か
し
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
悠
一
は
女
た
ち
に
よ
っ
て
大
き
く
変
貌
し
て

い
く
。
彼
女
ら
が
悠
一
に
映
し
出
す
現
実
は
、
彼
に
強
く
変
容
を
迫
る
も
の
だ
っ

た
の
だ
。
感
性
の
世
界
の
住
人
で
あ
っ
た
女
た
ち
が
精
神
を
も
ち
は
じ
め
た
こ
と

は
、
悠
一
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
だ
。
悠
一
は
変
貌
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、

俊
輔
の
理
想
か
ら
次
第
に
逸
脱
し
て
い
く
。
現
実
と
格
闘
し
、
世
俗
的
な
日
常
に

向
か
っ
て
歩
い
て
い
く
の
だ
。
悠
一
は
俊
輔
の
観
念
の
象
徴
で
あ
る
芸
術
作
品
か

ら
脱
却
し
、
女
た
ち
が
象
徴
し
て
い
た
現
実
の
世
界
の
側
に
移
行
す
る
。
そ
れ
は

俊
輔
の
過
剰
な
精
神
に
満
ち
た
観
念
の
世
界
の
敗
北
で
あ
る
。
悠
一
が
変
貌
し
て

い
く
様
子
は
、
俊
輔
と
の
関
係
に
よ
る
男
た
ち
の
物
語
と
い
う
枠
組
み
か
ら
外
れ
、

「
禁
色
」
　
に
お
け
る
　
(
も
う
一
つ
の
物
語
)
　
で
あ
る
女
た
ち
の
物
語
の
な
か
で
生

成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
悠
一
の
上
に
夢
想
し
た
芸
術
作
品

の
中
に
芸
術
家
で
あ
る
俊
輔
が
一
人
と
り
残
さ
れ
て
い
く
過
程
を
物
語
っ
た
悲
劇

で
も
あ
る
。

絶
対
的
な
美
の
象
徴
と
し
て
悠
一
は
自
律
的
な
存
在
で
は
な
い
。
悠
一
自
身
に

は
絶
対
的
美
と
し
て
君
臨
し
続
け
る
よ
う
な
力
は
な
い
の
で
あ
る
。
俊
輔
に
よ
っ

て
美
を
認
識
さ
せ
ら
れ
、
ま
た
彼
を
取
り
巻
く
人
間
た
ち
の
欲
望
に
よ
っ
て
存
在

せ
し
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
し
て
康
子
や
鏑
木
夫
人
と
い
っ
た
女

た
ち
に
よ
っ
て
現
実
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
絶
対
性
は
も
ろ
く

も
崩
さ
れ
、
相
対
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
悠
一
は
女
た
ち
が
紡
ぎ
出
す
　
(
も

う
一
つ
の
物
語
)
　
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
で
、
俊
輔
の
手
を
離
れ
、
芸
術
作

品
か
ら
脱
却
し
て
い
く
。
「
君
は
現
実
に
は
決
し
て
影
響
さ
れ
な
い
が
、
現
実
に

対
し
て
は
た
へ
ず
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゐ
る
」
　
(
三
十
三
)
　
と
俊
輔
は
語
る
。
彼
の

死
の
間
際
の
こ
の
発
言
は
、
現
実
の
悠
一
の
変
貌
を
知
り
な
が
ら
も
、
今
な
お
求

め
続
け
る
彼
の
作
品
と
し
て
の
悠
一
の
絶
対
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
一
方
で
、

皮
肉
に
も
自
ら
の
死
の
予
言
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
理
想
の
美
、
芸
術
作
品

と
し
て
の
　
「
も
う
一
人
の
悠
〓
　
(
三
十
三
)
　
に
対
す
る
俊
輔
の
希
求
は
も
は
や

芸
術
家
の
虚
妄
と
な
り
は
て
、
自
ら
の
力
で
生
を
終
え
る
こ
と
で
完
成
さ
せ
る
こ

と
と
な
る
。

康
子
は
空
虚
な
　
(
聖
母
)
　
と
な
り
、
鏑
木
夫
人
は
庇
護
者
へ
と
変
化
す
る
。
そ

の
よ
う
な
彼
女
ら
の
変
容
を
語
る
　
(
も
う
一
つ
の
物
語
)
　
は
、
悠
一
と
俊
輔
の
ホ

モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
関
係
に
影
響
を
与
え
、
「
禁
色
」
　
と
い
う
物
語
全
体
を
突
き
動

か
し
て
い
く
力
を
も
っ
て
い
る
の
だ
。
俊
輔
の
死
に
よ
っ
て
精
神
は
敗
北
す
る
。

こ
こ
で
三
島
は
自
身
の
過
剰
な
感
受
性
、
精
神
に
決
別
し
、
現
実
に
向
か
っ
て
い

く
悠
一
の
姿
を
描
く
こ
と
で
「
肉
体
的
な
存
在
感
」
を
手
に
し
た
。
二
十
代
を
「
総

決
算
」
　
し
て
、
作
家
と
し
て
新
た
な
世
界
へ
歩
み
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
決
意
が

感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
悠
一
の
背
後
に
康
子
の
冷
や
や
か
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
影
を

落
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
は
か
ら
ず
も
そ
の
後
の
三
島
の
行
く
先
を
暗
示
す
る
か

の
よ
う
で
も
あ
る
。
理
想
を
追
究
し
、
死
に
よ
っ
て
完
成
さ
せ
る
と
い
う
芸
術
家

の
虚
妄
は
　
「
禁
色
」
　
で
敗
北
を
き
し
た
。
し
か
し
後
年
の
三
島
は
、
理
想
を
希
求

す
る
姿
と
、
死
に
よ
る
完
成
そ
の
も
の
に
傾
斜
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、

こ
の
点
に
関
す
る
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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*
テ
キ
ス
ト
は
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
第
三
巻
』
(
平
成
十
三
年
二
月
、
新
潮
社
)
　
を

使
用
し
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
な
お
、
「
禁
色
」
　
の
初
出
は
、
第
一
部
「
禁
色
」
　
(
第
一
章

～
第
十
八
草
)
は
、
『
群
像
』
誌
上
に
お
い
て
昭
和
二
十
六
年
一
月
か
ら
十
月
、
第
二
部
「
秘

楽
」
　
(
十
九
章
～
第
三
十
三
章
)
　
は
、
『
文
学
界
』
誌
上
に
お
い
て
昭
和
二
十
七
年
八
月
か

ら
二
十
八
年
八
月
に
連
載
さ
れ
た
。
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注

(
1
)
　
三
島
由
紀
夫
　
「
私
の
遍
歴
時
代
」
　
(
『
東
京
新
聞
』
、
昭
和
三
十
八
年
一
月
十
日
～

五
月
二
十
三
日
)

(
2
)
　
三
島
由
紀
夫
　
「
『
禁
色
』
は
廿
代
の
総
決
算
」
　
(
『
図
書
新
聞
』
、
昭
和
二
十
六
年

十
二
月
)

(
3
)
　
「
創
作
合
評
」
　
(
『
群
像
』
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
)

(
4
)
　
奥
野
健
男
　
「
『
禁
色
』
-
反
世
界
の
構
築
と
破
局
」
　
(
『
三
島
由
紀
夫
伝
説
』
、
平

成
五
年
二
月
、
新
潮
社
)

(
5
)
『
三
島
由
紀
夫
研
究
⑤
禁
色
』
に
は
、
創
作
ノ
ー
ト
を
利
用
し
た
分
析
を
お
こ
な

っ
た
井
上
隆
史
の
　
「
『
禁
色
』
論
-
「
精
神
性
」
　
の
喜
劇
と
芸
術
至
上
主
義
」
、

俊
輔
と
悠
一
の
対
話
の
様
相
か
ら
捉
え
た
日
高
佳
紀
の
「
交
換
と
模
倣
-
『
禁
色
』

に
お
け
る
《
対
話
》
の
回
路
」
、
「
禁
色
」
　
の
童
話
性
に
着
目
し
た
池
野
美
穂
「
『
禁

色
』
の
童
話
-
不
完
全
な
現
実
と
、
虚
構
の
現
実
」
、
モ
デ
ル
問
題
と
同
時
代
言

説
を
扱
っ
た
山
中
剛
史
　
「
『
禁
色
』
の
中
の
禁
色
-
(
モ
デ
ル
)
　
と
い
う
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
、
「
禁
色
」
　
の
観
念
的
で
人
工
的
な
様
を
論
じ
た
松
本

徹
「
異
形
な
小
説
『
禁
色
』
」
　
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
未
だ
決
定
的
な
評

価
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
　
「
禁
色
」
　
の
再
評
価
に
向
け
た
動
き
と
な
る
べ

き
論
考
で
あ
る
。

(
6
)
　
日
高
佳
紀
　
「
交
換
と
模
倣
-
『
禁
色
』
に
お
け
る
《
対
話
》
　
の
回
路
」
　
(
『
三
島

由
紀
夫
研
究
⑤
禁
色
』
、
平
成
二
十
年
一
月
、
鼎
書
房
)

(
7
)
　
田
中
美
代
子
　
「
さ
ま
ざ
ま
な
変
容
1
「
禁
色
」
　
序
説
-
」
　
(
『
三
島
由
紀
夫
論
集

1
　
三
島
由
紀
夫
の
時
代
』
、
平
成
十
三
年
三
月
、
勉
誠
出
版
)

(
8
)
　
三
島
由
紀
夫
　
「
改
訂
広
告
」
　
(
『
群
像
』
、
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
)

(
9
)
　
渡
辺
み
え
こ
　
「
『
完
壁
な
美
』
・
青
春
か
ら
の
快
癒
-
三
島
由
紀
夫
『
禁
色
』
を

め
ぐ
っ
て
」
　
(
『
國
學
院
雑
誌
』
、
平
成
九
年
十
一
月
)

(
1
0
)
　
武
田
勝
彦
　
「
『
禁
色
』
論
-
西
欧
の
批
評
に
答
え
て
」
　
(
『
三
島
由
紀
夫
現
代
の

エ
ス
プ
リ
』
、
昭
和
四
十
六
年
三
月
、
至
文
堂
)

(
1
1
)
　
(
7
)
　
に
同
じ

(
1
2
)
　
高
橋
新
太
郎
　
「
『
禁
色
』
断
章
」
　
(
『
解
釈
と
鑑
賞
』
、
平
成
四
年
九
月
)

(
1
3
)
　
田
中
美
代
子
　
「
世
界
模
型
と
し
て
の
小
説
　
「
禁
色
」
」
　
(
『
三
島
由
紀
夫
神
の
影

法
師
』
、
平
成
十
八
年
十
月
、
新
潮
社
)

(
な
か
も
と
　
さ
お
り
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
)
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