
膝

尾

の

形

象

|
|
「
虞
美
人
草
」
に
お
け
る
初
期
短
篇
の
投
影
|
|

「
虞
美
人
箪
」
研
究
史
に
お
い
て
、
従
来
主
流
を
占
め
て
き
た
の
は
、
作
者
激
石
は
、
女
主

人
公
藤
尾
を
徹
底
的
に
否
定
し
て
い
る
、
と
い
う
読
み
取
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

虞
美
人
草
は
い
や
に
な
っ
た
。
早
く
女
を
殺
し
て
仕
舞
た
い
。
熱
く
て
・
つ
る
さ
く
っ
て

馬
鹿
げ
て
ゐ
る
。
是
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
言
な
り
。

(
明
治
四
十
年
七
月
十
六
日
高
浜
清
宛
)

虞
美
人
草
は
毎
日
か
い
て
ゐ
る
。
藤
尾
と
い
ふ
女
に
そ
ん
な
同
情
を
も
っ
て
は
い
け
な

い
。
あ
れ
は
嫁
な
女
だ
。
詩
的
で
あ
る
が
大
人
し
く
な
い
。
徳
義
心
が
歓
乏
し
た
女
で
あ

る
。
あ
い
つ
を
仕
舞
に
殺
す
の
が
一
お
の
主
窓
で
あ
る
。
う
ま
く
殺
せ
な
け
れ
ば
助
け
て

や
る
。
然
し
助
か
れ
ば
猶
々
藤
尾
な
る
も
の
は
駄
目
な
人
聞
に
な
る
。
最
後
に
哲
学
を
つ

け
る
。
此
哲
学
は
一
つ
の
セ
オ
リ
ー
で
あ
る
。
僕
は
此
セ
オ
リ
ー
を
説
明
す
る
為
め
に
全

篇
を
か
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
決
し
て
あ
ん
な
女
を
い
h

と
思
っ
ち
ゃ
い
け
な

い
。
小
夜
子
と
い
ふ
女
の
方
が
い
く
ら
可
憐
だ
か
分
り
ゃ
し
な
い
。

(
同
七
月
十
九
日
小
宮
豊
隆
宛
)

以
上
は
、
「
虞
美
人
草
」
連
載
中
に
書
か
れ
た
舎
簡
の
一
部
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
な
る

ほ
ど
、
乙
れ
ら
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
藤
尾
は
、
獄
石
に
よ
っ
て
全
面
的
に
否
定
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
「
詩
的
で
あ
る
が
大
人
し
く
な
い
」
と
言
う
激
石
の
心
情
は
、

そ
の
ま
ま
、
「
虞
美
人
草
」
の
「
詩
趣
は
あ
る
。
道
義
は
な
い
」
(
十
一
一
)
と
い
う
乙
と
ば
に
、

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
虞
美
人
草
」
の
主
要
な
登
場
人
物
の
う
ち
、
甲
野
欽
五
回
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト

的
苦
悶
が
、
早
い
時
期
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
し
、
ま
た
近
年
、
小
野
清
三
へ
の
照
射

も
、
石
嶋
淳
子
氏
、
伊
豆
利
彦
氏
、
佐
藤
泰
正
氏
な
ど
の
詳
細
な
論
稿
の
中
で
な
さ
れ
て
き
て

い
る
(
注
1
)
。

け
れ
ど
も
、
藤
尾
に
つ
い
て
の
論
及
は
、
従
来
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
前
掲
の
書

簡
な
ど
か
ら
、
獄
石
は
藤
尾
の
否
定
者
で
あ
る
と
い
う
読
み
方
が
、
長
い
間
常
識
と
な
っ
て
き

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

例
え
ば
、
石
崎
等
氏
は
、

「
虚
構
と
時
間
|
|
『
虞
美
人
草
』
に
つ
い
て
|
|
」

(
『
評
言

赤

井

恵

子

と
椛
想
』
第
2
瞬
・
昭
叩
・

7
)
の
中
で
、
前
掲
の
書
簡
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

司
令
。

も
ち
ろ
ん
、
藤
尾
と
い
う
人
物
に
対
し
て
、
激
石
自
身
が
否
定
的
な
見
解
を
い
だ
い
て
い

た
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
公
表
を
考
え
な
い
書
簡
の
中
で
あ
る
と
は
い
え

「
早
く
女
を
殺
し
て
仕
舞
た
い
」
(
明
羽
・

7
・
日
高
浜
虚
子
宛
)
と
書
く
く
ら
い
だ
か

ら
冷
淡
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
乙
と
は
確
か
で
あ
る
。

藤
尾
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
前
掲
の
書
簡
が
占
め
て
き
た
比
重
は
、
相
当
大
き
い
よ
う
で

ゑ

7hv
。

が
、
し
か
し
、
従
来
の
諸
論
は
、
そ
れ
ら
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
実
際
の
藤
尾
の
形
象
に
つ

い
て
は
、
作
品
の
内
実
を
省
み
る
こ
と
が
、
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、

私
の
長
い
間
抱
き
続
け
て
き
た
索
が
な
疑
問
で
あ
る
。

何
と
い
っ
て
も
、
藤
尾
は
、
作
中
で
、
作
者
に
よ
っ
て
最
も
多
く
の
形
容
、
し
か
も
美
的
形

容
を
与
え
ら
れ
た
女
性
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
否
定
し
、
消
し
去
る
べ
き
当
の
登
場
人
物
を
語

る
際
、
あ
の
よ
う
に
作
者
は
霞
舌
に
な
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
藤
尾
に
与
え
ら
れ
た
「
詩
趣
」

は
、
「
道
義
」
の
欠
如
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
大
き
い
。
私
は
、
ま
ず
、
果

た
し
て
激
石
は
、
藤
尾
の
徹
底
的
な
否
定
者
た
り
え
た
の
か
、
と
い
う
問
い
直
し
か
ら
始
め
て

み
た
い
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、
藤
尾
の
描
写
の
中
に
は
、
時
と
し
て
、
嫌
悪
ど
こ
ろ
か
、
思
い
も
か
け
な
い
ほ

ど
の
深
い
音
色
を
響
か
せ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
も
、
私
は
、
乙
の
藤
尾
と
い
う

女
性
の
存
在
を
、
一
度
根
底
か
ら
洗
い
直
す
必
要
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

藤
尾
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
が
、
従
来
、
全
く
な
さ
れ
て
乙
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
昭
和
四
十
一
年
に
、
大
岡
信
氏
が
、
「
藤
尾
を
描
写
す
る
激
石
の
筆
は
、
読
む
方
が
は
ら

は
ら
す
る
ほ
ど
高
い
調
子
を
帯
び
て
い
る
」
と
書
き
、
藤
尾
の
造
型
の
背
後
に
、
初
期
の
「
夢

の
女
性
」
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
か
け
を
行
な
っ
て
い
る
(
注
2
)
し、

昭
和
四
十
七
年
に
は
、
畑
有
三
氏
が
、
や
は
り
、
「
藤
尾
と
い
う
女
性
の
存
在
の
意
義
の
大
き

さ
」
に
注
目
し
て
い
る
(
注
3
)
。

こ
の
よ
う
に
、
早
く
'
か
ら
着
服
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
、
文
脈
に
即

- 13-



し
て
の
詳
細
な
指
摘
は
、
捨
て
置
か
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
乙
で
私
は
、

本
文
分
析
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
藤
尾
の
形
象
に
つ
い
て
、
若
干
の
事
を
述
ぺ
て
み
た
い
の
で

み
の
ヲ
令
。

甲
野
欽
吾
や
小
野
清
三
に
つ
い
て
、
作
者
と
か
か
わ
る
深
く
切
実
な
問
題
が
、
従
来
、
文
章

に
即
し
て
掘
り
起
こ
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
な
ぜ
、
藤
尾
の
形
象
化
の
問
題
は
、
正
面
か

ら
と
ら
え
ら
れ
る
乙
と
が
少
な
か
っ
た
の
か
。
今
、
し
ば
ら
く
、
そ
の
理
由
を
私
な
り
に
考

え
て
み
た
い
。

「
虞
美
人
草
」
に
お
け
る
美
文
的
表
現
を
、
乙
の
作
品
が
、
激
石
に
と
っ
て
は
初
の
新
関
連

載
小
説
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
作
品
の
外
在
的
条
件
に
結
び
つ
け
て
説
乙
う
と
す
る
傾
向

は
、
長
い
研
究
史
に
お
い
て
も
相
当
根
強
か
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
厚
化
粧
」

の
文
体
に
、
読
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
を
、
何
ら
か
認
め
る
傾
向
で
あ
る
。
直
載
に
言
え
ば
、

乙
の
「
意
識
的
美
文
」
へ
の
警
戒
の
ゆ
え
に
、
藤
尾
に
関
す
る
問
題
追
求
は
、
置
か
れ
た
ま
ま

に
な
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
作
者
は
、
特
に
藤
尾
を
描
く
際
、
晦
渋
な
形
容
認
叩
を
ふ
ん

だ
ん
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
藤
尾
の
形
象
を
と
ら
え
る
際
に
、
そ
の
美
文

に
密
脅
し
て
、
正
面
か
ら
把
握
す
る
乙
と
は
危
険
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
何
割
か
を
差
し
引

く
必
要
が
あ
る
、
と
で
も
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
、
ず
っ
と
潜
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

.っか。た
し
か
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
初
の
新
関
連
載
小
説
に
対
す
る
激
石
の
窓
識
過
剰
は
、
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
連
載
中
に
書
か
れ
、
こ
の
作
品
へ
の
言
及
を
合
む
舎
簡
の
数
は
、
多
い
。
ま

た
、
翌
年
の
、
「
夢
十
夜
」
連
載
の
頃
の
断
片
の
中
に
は
、
「
新
聞
小
説
ノ
普
通
ノ
小
説
ト
奥
ナ

ル
所
」
と
題
さ
れ
た
メ
モ
も
あ
る
(
注
4
)
。

し
か
し
、
そ
の
意
識
過
剰
を
、
す
ぐ
さ
ま
「
厚
化
粧
」
の
文
休
採
用
の
主
要
因
と
考
え
て
よ
い

も
の
だ
ろ
う
か
。
書
簡
に
し
ろ
、
断
片
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
も
の
か
ら
は
、
淑
石
の
其
窓
は
汲

み
取
り
が
た
い
。

作
者
自
ら
は
端
的
に
何
も
語
っ
て
い
な
い
、
い
や
語
る
は
ず
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
な

ら
ば
、
坂
本
浩
氏
が
、
「
『
虞
美
人
草
』
の
諸
問
題
|
|
新
聞
小
説
の
常
道
|
|
」
で
説
い
て

い
る
よ
う
に
(
注
5
)
、
わ
れ
わ
れ
自
ら
が
、
新
聞
小
説
の
条
件
を
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う

か
。
氏
は
、
六
つ
の
条
件
を
提
出
し
、
そ
れ
ら
全
て
が
、
演
劇
的
手
法
に
共
通
す
る
乙
と
か

ら
、
「
虞
美
人
草
」
の
作
品
世
界
を
、
「
構
築
さ
れ
た
演
劇
的
世
界
」
と
み
て
い
る
。
さ
ら

に
、
氏
は
、
主
題
は
、
「
道
義
の
必
要
性
」
で
あ
る
と
述
ぺ
、
そ
し
て
、
乙
の
作
品
の
表
現
に

は
、
文
学
の
本
旨
を
、
「
自
然
の
彫
琢
」
に
み
る
作
者
の
志
向
が
う
か
が
え
る
、
と
し
て
い
る
。

論
の
最
初
に
、
新
聞
小
説
の
条
件
を
置
く
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
は
、
示
唆
さ
れ
る
と
こ

ろ
も
あ
る
が
、
逆
に
そ
れ
ら
の
条
件
を
敷
街
し
て
い
け
ば
、
今
度
は
、
作
ロ
聞
に
内
在
的
な
も
の

が
残
ら
な
く
な
る
と
い
う
危
険
も
、
出
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
自
身
は
、
ど
う
し
て
も
、
外
在
的
な
観
点
か
ら
作
品
を
規
定
す
る
乙
と
に
は
た
め
ら
い
を

覚
え
る
。
文
体
の
採
用
と
い
う
乙
と
に
関
し
て
も
、
そ
乙
に
は
、
作
家
の
態
度
に
と
ど
ま
ら
な

い
、
も
っ
と
深
く
切
実
な
問
題
も
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
や
は
り
、
詳
細
な
本
文
分

析
の
上
に
立
っ
て
、
藤
尾
の
「
詩
趣
」
の
内
実
を
問
う
こ
と
が
、
ま
ず
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
『
設
虚
集
』
の
短
穏
を
読
み
解
く
際
に
要
す
る
注
意
力
を
、
乙
の
長
篇
の
上
に
払
っ
て

い
け
ば
、
藤
尾
の
造
型
に
つ
い
て
も
、
文
体
の
採
用
に
つ
い
て
も
、
獄
石
の
深
岡
山
に
由
来
す
る

問
題
を
掘
り
起
こ
す
乙
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
推
測
す
る
。

t
け
な
は

藤
尾
が
登
場
す
る
の
は
、
第
二
章
の
冒
頭
で
あ
る
。
「
紅
を
弥
生
に
包
む
笠
酎
な
る
に
、

ロ

苦

あ

め

つ

弘

，

L
十
h

・

!

I

春
を
拙
ん
ず
る
紫
の
波
き
一
点
を
、
天
地
の
限
れ
る
な
か
に
、
鮮
か
に
滴
ら
し
た
る
が
如
き

女
」
云
々
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
春
、
紫
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
、
華
や
か
に
美
し
い
女
で

あ
る
。
が
、
徹
底
的
に
我
に
と
ら
わ
れ
た
嫌
な
女
で
あ
る
こ
と
は
、
随
所
に
語
ら
れ
て
い
る
。

作
者
の
藤
尾
評
価
は
、
表
向
き
は
、
「
藤
尾
は
己
れ
の
為
に
す
る
愛
を
解
す
る
。
人
の
為
に
す

る
愛
の
、
存
在
し
得
る
や
と
考
へ
た
事
も
な
い
。
詩
趣
は
あ
る
。
道
義
は
な
い
」
(
十
ニ
)
に
、

き
わ
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

彼
女
は
、
第
十
三
弦
で
、
甲
野
欽
吾
が
宗
近
糸
子
に
語
っ
た
如
く
、
現
代
に
あ
り
ふ
れ
た
、

新
し
い
女
で
あ
り
、
「
文
明
の
詩
人
」
小
野
清
三
に
英
語
を
習
い
、
人
工
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

の
輝
き
を
賛
美
す
る
、
い
わ
ば
、
文
明
の
先
端
を
常
に
走
り
た
が
る
女
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、

乙
の
女
が
、
や
が
て
破
滅
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
作
中
に
し
つ
こ
い
ほ
ど
引
か
れ

た
伏
線
に
よ
っ
て
、
容
易
に
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。
二
、
三
そ
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

き
か逆

し
ま
に
天
国
を
辞
し
て
奈
落
の
暗
き
に
落
つ
る
セ

l
タ
ン
の
身
を
切
る
地
獄
の
風
は

ア
ラ
イ
ド
ブ
ラ
イ
ド

我
l

我
!
と
叫
ぶ
。
(
十
二
)

仁
司
し
み

「
御
前
の
様
に
楽
の
多
い
も
の
は
危
な
い
よ
」

藤
尾
は
恩
は
ず
黒
髪
に
波
を
打
た
し
た
。
陥
と
見
上
げ
る
上
か
ら
兄
は
分
っ
た
か
と
矢

え

も

且

と

み

よ

か

張
り
見
下
し
て
ゐ
る
。
何
事
と
も
知
ら
ず
「
決
及
の
御
代
し
ろ
し
召
す
人
の
最
後
ぞ
、
斯

く
あ
り
て
こ
そ
」
と
云
ふ
匂
を
明
か
に
思
ひ
出
す
。
(
十
二
)
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そ
し
て
ま
た
、
彼
女
は
常
に
動
的
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
る
。

静
か
な
る
笠
の
、
遠
き
世
に
心
を
奪
ひ
去
ら
ん
と
す
る
を
、
黒
き
除
の
さ
と
動
け
ば
、
見

る
人
は
、
あ
な
や
と
我
に
帰
る
。
半
滴
の
ひ
ろ
が
り
に
、
一
瞬
の
短
か
き
を
伽
叫
ん
で
、
疾

風
の
威
を
作
す
は
、
春
に
居
て
春
を
制
す
る
深
き
眼
で
あ
る
。
(
二
)

む
や
み
な
「
ホ
h

b

〉
」
と
い
う
ヒ
ス
テ
リ
ー
性
の
笑
い
方
を
し
、
「
張
り
の
あ
る
眉
」
を
持

ち
、
針
先
に
た
と
え
ら
れ
る
指
、
「
張
り
切
る
ば
か
り
に
細
長
い
足
」
を
し
て
い
る
。
日
常
の

言
動
は
、
ス
ピ
ー
ド
感
に
あ
ふ
れ
で
お
り
、
彼
女
の
動
作
は
、
第
十
九
章
で
甲
野
欽
吾
の
い

う
、
、
}
，
日
に

f
¥生
に
向
か
っ
て
進
む
」
人
間
た
ち
、
死
を
忘
れ
、
道
義
を
毘
悶
す
る
人
々
の
、

』

さ

日

「
一
位
山
戯
る
。
騒
ぐ
。
欺
く
。
閉
弄
す
る
。
馬
鹿
に
す
る
。
踏
む
。
蹴
る
」
な
ど
の
挙
止
そ
の

も
の
で
あ
る
。

乙
乙
ま
で
は
、
彼
女
は
、
皮
相
な
近
代
的
自
我
を
身
に
つ
け
た
、
嫌
悪
す
べ
き
「
文
明
の
淑

女
」
で
し
か
な
い
。
第
一
章
の
末
尾
で
、
甲
野
欽
五
日
は
、
小
刀
細
工
の
好
き
な
人
聞
は
、
死
と

会
6
・

』

L」

い
う
真
に
突
き
当
た
っ
て
は
じ
め
て
思
い
知
る
、
と
宗
近
一
に
言
う
。
乙
の
甲
野
の
認
識
は
、

第
十
九
章
で
、
悲
劇
論
と
し
て
、
さ
ら
に
遠
大
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

も
つ

E

「
:

J

(

略
)
・
:
人
も
わ
れ
も
、
尤
も
忌
み
同
時
へ
る
死
は
、
遂
に
忘
る
可
か
ら
ざ
る
永
劫

カ

A
ゼ

M

v

b

r

の
陥
努
な
る
事
を
知
る
。
陪
努
の
周
囲
に
朽
ち
か
h

る
道
義
の
縄
は
妄
り
に
飛
び
超
ゆ
べ

か
ら
ざ
る
を
知
る
。
縄
は
新
た
に
張
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
を
知
る
。
第
二
義
以
下
の
活
動
の
無
意

し
か

味
な
る
事
を
知
る
。
而
し
て
始
め
て
悲
劇
の
偉
大
な
る
を
悟
る
。
:
:
:
」

こ
の
道
義
の
セ
オ
リ
ー
で
一
篇
を
貫
き
、
藤
尾
と
い
う
「
文
明
の
淑
女
」
を
断
罪
す
る
こ
と
、

そ
れ
が
作
者
の
表
向
き
の
意
図
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
創
作
メ
モ
を
見
て
も
、

第
一
章
と
結
章
に
お
け
る
「
死
」
の
照
応
は
、
顕
在
し
て
い
る
(
注
6
)
。

し
か
し
、
先
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に
、
私
は
、
ど
う
も
作
者
は
藤
尾
を
嫌
悪
し
て
い
る
だ
け
で

は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
藤
尾
の
身
に
つ
い
た
、
二
十
世
紀
の
「
詩
趣
」
に
、
作
者
は
、
充

分
皮
相
さ
を
与
え
て
は
い
る
が
、
ま
た
そ
の
詩
的
美
に
も
、
相
当
の
比
重
を
置
い
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

藤
尾
の
し
た
た
か
な
詩
怯
の
前
に
、
小
野
清
三
な
ど
は
、
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。

「
あ
な
た
が
|
|
あ
な
た
に
嫉
妬
な
ん
て
、
そ
ん
な
も
の
は
、
今
だ
っ
て
:
:
:
L
と
い
う
小
野
の
言

葉
に
「
あ
り
ま
す
よ
」
と
藤
尾
は
答
え
る
の
だ
が
、
そ
の
有
様
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

女
の
聾
は
静
か
な
る
春
風
を
ひ
や
り
と
斬
っ
た
。
詩
の
国
に
遊
ん
で
ゐ
た
男
は
、
急
に

足
を
外
し
て
下
界
に
落
ち
た
。
落
ち
て
見
れ
ば
只
の
人
で
あ
る
。
相
手
は
寄
り
付
け
ぬ
高

こ
ち
ら

い
崖
の
上
か
ら
、
此
方
を
見
下
し
て
ゐ
る
。
自
分
を
こ
ん
な
所
に
蹴
落
と
し
た
の
は
誰
だ

と
考
へ
る
限
も
な
い
。
(
ニ
)

こ
こ
に
拙
か
れ
て
い
る
の
は
、
小
野
を
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
二
千
年
の
昔
に
い
ざ
な
っ
て
お
い

て
、
す
ぐ
さ
ま
現
実
に
立
ち
返
ら
せ
る
藤
尾
の
姿
で
あ
る
。
乙
の
く
だ
り
は
、
「
草
枕
」
第
十

章
の
那
美
の
姿
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
ま
で
一
枚
の
回
も
描
け
な
い
画
工
が
、
実
体
よ
り
影
を

描
く
乙
と
か
ら
始
め
て
み
よ
う
、
い
や
、
や
っ
ぱ
り
影
で
は
だ
め
だ
、
と
、
鏡
が
池
の
水
面
か

ら
岩
屋
を
見
上
げ
て
い
く
、
そ
し
て
、
そ
の
虚
の
突
端
に
那
美
を
見
つ
け
て
非
常
に
驚
く
場
面

で
あ
る
。
長
い
の
で
、
一
部
を
略
し
て
引
用
す
る
。

一
一
層
の
事
、
実
物
を
や
め
て
影
丈
描
く
の
も
一
一
興
だ
ら
う
0

・
:
(
中
略
)
・
・

ゑ

奇
慢
な
も
の
で
、
影
丈
眺
め
て
居
て
は
一
向
笠
に
な
ら
ん
。
実
物
と
見
比
べ
て
工
夫
が

ひ
E
み

し
て
見
度
く
な
る
。
余
は
水
面
か
ら
除
を
転
じ
て
、
そ
ろ
り
/
¥
と
上
の
方
へ
視
線
を
移

し
て
行
く
。
:
・
(
中
略
)
:
・
ゃ
う
や
く
登
り
詰
め
て
、
余
の
双
眼
が
今
危
綴
の
頂
き
に
達

ひ
き

し
た
る
と
き
、
余
は
蛇
に
腕
ま
れ
た
萎
の
如
く
、
は
た
り
と
室
筆
を
取
り
落
し
た
。

み

ε

い
ろ

緑
り
の
校
を
通
す
夕
日
を
背
に
、
暮
れ
ん
と
す
る
晩
春
の
蒼
黒
く
骸
頭
を
彩
ど
る
中

〈
わ
か

に
、
楚
然
と
し
て
織
り
出
さ
れ
た
る
女
の
顔
は
、
|
|
花
下
に
余
を
驚
か
し
、
ま
ぼ
ろ
し

に
余
を
驚
ろ
か
し
、
振
袖
に
余
を
驚
か
し
、
風
呂
場
に
余
を
驚
か
し
た
る
女
の
顔
で
あ
る
。

那
美
に
し
ろ
、
藤
尾
に
し
ろ
、
共
に
、
影
や
詩
を
追
う
男
を
冷
笑
す
る
か
の
よ
う
な
態
度
で
あ

る
。
「
草
枕
」
で
那
美
が
図
工
に
演
じ
て
み
せ
た
様
々
な
八
驚
か
し

V
に
通
じ
る
乙
と
を
、
藤
尾

も
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

藤
尾
は
、
ま
た
、
こ
の
前
に
も
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
年
齢
の
話
題
か
ら
、
自
分
の
歳
の
乙
と

を
言
い
だ
し
、
小
野
を
狼
狽
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
乙
と
に
つ
い
て
、
作
者
は
少
し
あ
と
で

乙
う
書
く
。

一
人
と
一
人
と
戦
ふ
時
、
勝
つ
も
の
は
必
ず
女
で
あ
る
。
男
は
必
ず
負
け
る
。
具
象
の
鰭

つ一一小ほ

の
中
に
飼
は
れ
て
、
個
盟
の
粟
を
啄
ん
で
は
嬉
し
げ
に
羽
持
き
す
る
も
の
は
女
で
あ
る
。

(一一)

一
見
、
作
者
は
、
藤
尾
の
し
た
た
か
さ
を
、
手
管
に
還
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ

が
、
対
社
会
意
識
の
ま
る
で
な
い
、
小
ざ
か
し
い
女
の
知
恵
之
し
て
、
嫌
味
を
合
ん
で
語
ら
れ

て
い
る
乙
と
は
、
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
登
場
人
物
の
行
為
か
ら
、
女
は
、
男
は
、
と
響
匂

を
抽
出
し
て
み
せ
る
作
者
の
筆
の
背
後
に
、
私
は
、
新
聞
読
者
へ
の
迎
合
と
い
う
こ
と
に
と
ど

ま
ら
な
い
、
も
っ
と
何
ら
か
の
深
い
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
旅
露
行
」
で
、

夫
ア
l
サ
l
王
の
前
で
王
妃
ギ
ニ
ギ
ア
が
も
ら
す
笑
い
を
、
「
女
の
笑
ふ
と
き
川
町
か
ふ
い
」
と

書
い
て
い
た
よ
う
に
。

「
草
枕
」
に
お
い
て
淑
石
は
、
郡
美
の
顔
を
、
「
悟
り
と
迷
い
が
一
軒
の
家
に
喧
嘩
を
し
な

が
ら
も
同
居
し
」
た
顔
だ
と
書
き
、
彼
女
を
、
二
十
世
紀
文
明
の
毒
を
か
ぶ
っ
た
女
と
し
て
描
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き
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
彼
女
に
、
八
オ
フ
ェ
リ
ヤ
1
|
流
れ
る
女

V
と
い
う
、
原
質
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
た
。
そ
の
郡
美
と
藤
尾
が
、
あ
る
点
で
重
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
先
ほ
ど

の
藤
尾
の
小
野
へ
の
態
度
に
も
、
獄
石
の
深
層
部
と
か
か
わ
る
も
の
が
あ
り
そ
う
に
思
え
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
先
に
私
は
、
藤
尾
を
描
く
作
者
の
筆
致
が
、
時
と
し
て
質
を
か
え
て

い
る
と
述
ぺ
た
の
だ
が
、
例
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。
第
二
章
、
プ
ル
タ
l
ク
英

雄
伝
中
の
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
死
に
涙
ぐ
む
藤
尾
が
、
母
の
呼
び
か
け
に
気
づ
か
ず
に
い
る
場
面

で
あ
る
。

ひ

さ

し

ほ

担

除

女
の
眼
は
漸
く
に
頁
を
離
れ
た
。
波
を
打
つ
隔
髪
の
、
白
い
額
に
接
く
下
か
ら
、
骨
張

4
れ
な
b

ら
ぬ
細
い
鼻
を
ゑ
け
て
、
紅
を
寸
に
織
る
唇
が
1

1
層
を
そ
と
滑
っ
て
、
頼
の
末
と
し
つ

l

ど

く
り
落
ち
合
ふ
限
…
か

|
-
F草
木
て
〉
な
よ
や
か
に
退
い
て
行
く
馳
喉
が
|
|
次
第
と
現

実
世
界
に
競
り
出
し
て
来
る
。

「
な
に
?
」
と
藤
尾
は
答
へ
た
。
室
と
夜
の
問
に
立
つ
人
の
、
笠
と
夜
の
聞
の
返
事
で

あ
る
。

乙
の
「
室
と
夜
の
間
」
と
い
う
言
葉
は
、
明
治
三
十
七
年
の
断
片
に
、
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
性

格
」
と
し
て
脅
か
れ
、
さ
ら
に
以
後
の
作
品
の
中
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
幽
明
の
境
、
ま
た
は
夢
と
現
実
の
あ
わ
い
を
意
味
し
、
さ
ら
に
、
女
性
の
背
景
と
な
っ
て

い
る
場
合
も
あ
る
。
(
例
え
ば
、
「
草
枕
」
第
六
章
で
、
振
袖
を
湿
っ
た
那
美
は
、
「
夜
と
笠
の

苛

ま

ひ

ま

は

ろ

し

境
」
を
歩
む
が
、
そ
れ
を
見
た
画
工
は
、
「
黒
い
所
が
本
来
の
住
居
で
、
し
ば
ら
く
の
幻
影

か
A
せ
い

を
、
元
の
俵
な
る
冥
漢
の
哀
に
牧
め
れ
ば
こ
そ
、
か
や
う
に
開
詞
の
態
度
で
、
有
と
無
の
聞
に

鐙
這
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
」
と
評
し
て
い
る
。
)

そ
し
て
、
こ
の
時
の
、
「
そ
と
」
、
「
し
っ
く
り
」
、
「
な
よ
や
か
に
」
な
ど
の
ま
ろ
や
か

な
藤
尾
の
誌
か
れ
方
は
、
他
の
箇
所
の
、
角
立
っ
た
女
と
し
て
の
そ
れ
と
は
、
明
瞭
に
異
な
っ

て
い
る
。
む
し
ろ
、
作
者
の
必
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
文
明
の
淑
女
」
と
い
う
性
格
を
超
え
た

も
の
が
、
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。

同
じ
よ
う
な
藤
尾
の
描
写
は
、
実
は
、
も
う
一
箇
所
あ
る
。
第
十
二
章
、
洗
い
髪
を
乾
か
し

な
が
ら
、
明
る
み
を
忌
ん
で
、
考
え
ご
と
を
し
て
い
る
藤
尾
を
書
い
た
場
面
で
あ
る
o

そ
乙
で

は
、
彼
女
は
、
小
夜
子
を
連
れ
て
い
た
小
野
へ
の
復
啓
を
企
て
て
い
る
。
我
執
の
権
化
さ
な
が

ら
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
先
ほ
ど
の
、
二
千
年
昔
の
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
と
同
化
す
る
、
い

わ
ば
夢
に
諜
う
藤
尾
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
場
に
現
れ
た
義
兄
の
甲
野
欽
吾
は
、
次
の
よ
う
に
咳
い
て
い
る
。

「
又
夢
か
」
と
欽
吾
は
立
っ
た
優
、
癖
の
な
い
洗
髪
を
見
下
し
た
。

平
ま
か
d

し

も

仁

「
何
で
す
」
と
云
ひ
な
り
女
は
、
顔
を
向
け
直
し
た
。
赤
僚
蛇
の
首
を
箆
げ
た
時
の
様
で

か
げ

S
L

あ
る
。
黒
い
髪
に
陽
炎
を
砕
く
。

乙
の
甲
野
の
一
言
は
、
見
の
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
重
要
性
に
気

づ
い
た
論
者
に
越
智
治
雄
氏
が
い
る
が
、
氏
は
、
乙
の
他
に
も
、
幻
影
と
し
て
美
し
い
藤
尾
の

描
写
を
幾
っ
か
挙
げ
、
甲
野
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
彼
女
も
ま
た
「
本
来
夢
み
る
存
在
」
で
あ
ろ

う
、
と
指
摘
し
て
い
る
(
注
7
)
。

消
し
去
ら
れ
る
べ
き
「
文
明
の
淑
女
」
が
持
つ
、
乙
の
意
外
な
点
に
、
一
史
に
検
討
を
加
え
て

み
た
い
。
今
度
は
、
死
の
床
に
あ
る
藤
尾
を
描
写
し
た
場
面
、
す
な
わ
ち
第
十
九
章
に
眼
を
転

弘
事

t
f
c
d
v
'り

じ
て
み
よ
う
。
藤
尾
の
亡
骸
の
有
様
を
綴
る
作
者
の
筆
に
は
、
嫌
悪
の
微
塵
も
う
か
が
え
な

い
。
さ
な
が
ら
藤
尾
碩
と
で
も
い
っ
た
様
相
を
、
乙
の
章
は
呈
し
は
じ
め
て
い
る
。

そ
の
最
た
る
も
の
が
、
可
凡
て
が
美
く
し
い
。
美
く
し
い
も
の
の
な
か
に
棋
は
る
人
の
顔
も

美
く
し
い
。
踊
る
限
山
民
誌
に
閉
ぢ
た
。
障
る
限
を
眠
っ
た
藤
尾
の
眉
は
、
額
は
、
黒
髪
は
、

天
女
の
如
く
美
く
し
い
」
と
い
う
、
賛
美
の
部
分
で
あ
る
。
第
十
二
章
で
、
「
奈
落
の
暗
き
に

落
つ
る
セ

l
タ
ン
」
が
、
乙
乙
で
は
、
「
天
女
」
に
昇
格
し
て
い
る
。
乙
の
調
子
は
、
ま
た
、

し
か
怯
担

「
議
露
行
」
の
結
末
の
、
「
ヱ
レ

l
ン
の
屍
は
凡
て
の
屍
の
う
ち
に
て
最
も
美
し
い
」
で
始
ま

る
清
純
な
乙
女
ヱ
レ

l
ン
の
遺
骸
を
描
写
し
た
場
面
の
情
調
と
、
非
常
に
よ
く
似
て
き
て
い

る。
藤
尾
の
身
体
の
う
ち
、
最
も
鮮
や
か
に
生
動
し
て
い
た
服
、
眉
、
髪
が
ー
そ
の
動
き
を
止
め

シ
ー
ト

た
時
、
そ
の
顔
は
真
に
美
し
い
の
で
あ
る
。
動
か
な
く
な
っ
た
時
計
が
、
敷
布
の
上
に
置
か
れ

て
い
る
が
、
こ
の
時
計
は
、
常
に
藤
尾
の
身
近
に
あ
り
、
そ
れ
を
彼
女
か
ら
譲
り
受
け
る
男
は

す
な
わ
ち
彼
女
の
夫
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
い
わ
く
つ
き
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
宗
近
一
の
手
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
今
や
、
装
飾
の
ガ
ー
ネ
ッ
ト
玉
は
、
「
へ
し
ゃ
げ
た

斡
の
時
仇
如
く
」
で
あ
り
、
何
と
も
不
気
味
で
無
惨
な
有
様
を
呈
し
て
い
る
。
も
は
や
時
を
刻

む
事
が
で
き
な
く
な
っ
た
乙
の
時
計
の
み
に
く
さ
と
、
今
は
死
の
床
に
あ
る
、
時
代
の
先
端
を

走
っ
て
い
た
藤
尾
の
美
し
さ
は
、
全
く
対
照
的
に
書
か
れ
て
い
る
。

作
者
は
、
の
ぺ
つ
幕
な
し
に
動
い
て
い
た
藤
尾
と
い
う
嫌
な
女
を
停
止
さ
せ
、
死
の
世
界
に

お
い
や
り
、
そ
の
死
に
顔
を
賛
美
し
た
。
死
の
世
界
こ
そ
が
、
彼
女
の
安
住
の
地
で
あ
る
の

だ
、
と
暗
に
書
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
乙
う
考
え
て
く
れ
ば
、
第
十
九
章
に
、
表
徴
は
、

い
く
ら
で
も
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
藤
尾
の
乱
れ
た
髪
に
、
母
は
、
「
今
日
迄
の
浮
世
と
恩
」
っ
て
、
精
も
久
れ
て
冷

E
a

電
ま
こ
&
そ

ら
な
い
。
そ
し
て
、
ま
た
、
藤
尾
の
横
た
わ
る
聞
は
、
「
幽
冥
」
で
あ
り
、
母
は
、
「
襖
の
此

p
り方

」
か
ら
、
娘
の
亡
僚
を
の
ぞ
き
込
む
の
で
あ
る
。

い
や
、
何
よ
り
象
徴
的
な
文
章
は
、
枕
辺
に
逆
さ
に
立
て
ら
れ
た
銀
問
併
を
描
写
し
た
箇
所
で
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あ
る
。
乙
こ
で
、
題
名
を
除
い
て
作
中
で
は
た
だ
一
か
所
、
「
虞
美
人
草
」
の
名
が
出
て
き
て
、

藤
尾
の
「
紫
」
が
、
そ
の
花
の
色
で
あ
る
乙
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

き
か逆

に
立
て
た
の
は
二
枚
折
の
銀
扉
で
あ
る
。
一
一
則
に
冴
へ
返
る
月
の
色
を
方
六
尺
の
な

む

よ

や

か

日

か

り

か

い

か
に
、
会
釈
も
な
く
緑
青
を
使
っ
て
、
桑
腕
な
る
茎
を
乱
る
る
許
に
描
た
。
不
規
則
に
ぎ

め

こ

ぎ

り

じ

か

ろ

〈

L
弔

う

い

h
t
ひ

も

て

σ
ひ
ら
主
ほ
告

、
さ
/
¥
を
白
む
鋸
業
を
描
い
た
。
緑
青
の
尽
き
る
茎
の
頭
に
は
、
薄
い
加
を
掌
程
の
大
さ

仕
か
h
，

h
v
〈

に
描
た
。
茎
を
弾
け
ば
、
ひ
ら
/
¥
と
落
つ
る
許
に
軽
く
措
た
。
吉
野
紙
を
柏
ま
し
て
幾

重
一
の
帥
訟
を
、
絞
り
に
畳
み
込
ん
だ
様
に
描
い
た
。
色
は
赤
に
描
い
た
。
紫
に
描
い
た
。
凡

L
あ
か
ね

て
が
銀
の
中
か
ら
生
へ
る
。
銀
の
中
に
咲
く
。
落
つ
る
も
銀
の
中
と
思
は
せ
る
程
に
拙
い

ら
〈
か
ん
は
う
hv
つ

た
。
|
|
花
は
虞
美
人
草
で
あ
る
。
落
款
は
抱
一
で
あ
る
。

乙
の
銀
扉
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
藤
尾
の
生
そ
の
ま
ま
だ
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う

か
。
第
二
章
の
冒
頭
で
、
夢
の
内
に
点
じ
ら
れ
た
鮮
や
か
な
紫
の
星
と
し
て
登
場
し
、
死
ん
で

幽
冥
の
内
に
横
た
え
ら
れ
た
藤
尾
と
、
「
凡
て
が
銀
の
中
か
ら
生
へ
る
。
銀
の
中
に
咲
く
。
落

つ
る
の
も
銀
の
中
と
息
は
せ
る
程
に
措
」
か
れ
た
虞
美
人
草
の
花
は
、
「
銀
」
を
「
幽
冥
」
に

置
き
か
え
れ
ば
、
ぴ
た
り
と
照
応
し
て
く
る
。

先
ほ
ど
か
ら
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
夢
、
影
、
死
と
か
か
わ
り
を
も
っ
藤
尾
の
姿
は
、
小

説
の
途
中
に
見
え
隠
れ
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
第
六
章
で
、
「
死
ん
ぢ
や
詰
ら
な
い
」
と
笑
い

む
か
ふ
が
は

と
ば
す
糸
子
に
対
し
て
、
「
墓
の
向
側
」
を
知
る
藤
尾
が
舎
か
れ
て
い
る
が
、
乙
れ
な
ど
も
、
彼

女
の
破
滅
と
し
て
の
死
を
予
想
さ
せ
る
も
の
と
し
て
は
、
調
子
が
は
ず
れ
て
い
る
。
そ
の
筆
の

滑
り
方
は
、
少
し
ば
か
り
、
場
面
か
ら
の
浮
き
上
が
り
を
感
じ
さ
せ
な
い
で
も
な
い
。

藤
尾
を
描
く
際
、
時
お
り
作
者
は
、
思
わ
ず
、
そ
の
女
が
「
文
明
の
淑
女
」
で
あ
る
乙
と
を

忘
れ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
、
彼
女
の
「
詩
趣
」
は
、
作
者
が
知
ら
ず
知

ら
ず
に
与
え
た
原
質
的
な
も
の
に
よ
っ
て
、
皮
相
さ
を
減
じ
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
彼
女
の

死
は
、
宗
近
一
に
よ
っ
て
、
暖
炉
の
角
に
ぶ
つ
け
ら
れ
て
こ
わ
れ
た
時
計
の
停
止
と
等
し
い
も

の
、
つ
ま
り
、
断
罪
と
し
て
の
死
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
本
来
の
住
居
」
へ
の
八
往
生

V
で
も

あ
っ
た
。

私
の
考
え
を
乙
乙
で
要
約
し
て
お
く
と
、
「
文
明
の
淑
女
」
藤
尾
は
、
「
本
来
の
住
居
」
で

あ
る
冥
府
に
帰
る
べ
き
女
性
と
し
て
の
要
素
を
、
秘
か
に
肱
与
さ
れ
て
い
た
、
そ
し
て
、
作
者

淑
石
は
、
実
際
に
、
彼
女
を
冥
府
に
返
し
、
生
を
免
れ
た
人
間
と
し
て
、
そ
の
死
に
顔
に
賛
を

与
え
て
い
る
、
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

は

E
か

第
一
章
に
、
甲
野
欽
豆
口
が
天
を
臨
ん
で
際
想
に
ふ
け
る
場
面
が
あ
る
。
彼
は
、
「
忍
な
る
心
」

を
持
っ
て
、
「
返
な
る
国
」
を
慕
う
。
そ
し
て
、
小
野
清
三
は
、
暗
い
水
底
か
ら
潔
い
出
た
存

在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
乙
の
二
人
は
、
一
方
は
天
、
他
方
は
水
底
と
、
と
も
に
、
「
泣
な

る
国
」
に
触
れ
う
る
存
在
で
あ
る
が
、
ま
た
藤
尾
も
、
そ
の
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
(
注
8
)
。

む
ろ
ん
、
乙
の
女
は
、
二
人
の
男
た
ち
の
、
現
実
世
界
で
の
生
き
が
た
さ
を
共
有
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
精
神
的
苦
悩
を
知
る
は
ず
も
な
い
。
が
、
彼
女
は
、
そ
れ
と
知
ら
ず

に
、
実
府
を
「
本
来
の
住
居
」
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
女
で
あ
り
、
こ
の
女
が
、
二
人
の
男
に

及
ぼ
す
影
山
初
力
の
何
と
大
き
い
乙
と
だ
ろ
う
か
。
第
十
一
章
の
博
覧
会
の
情
景
は
、
そ
の
こ
と

を
端
的
に
語
っ
て
い
る
。
文
明
の
象
徴
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
絶
え
間
な
く
動
き
続
け
て

光
を
発
し
、
夜
天
を
焦
が
し
、
黒
い
水
を
照
ら
し
出
す
。
「
文
明
の
淑
女
」
藤
尾
が
、
二
十
世

紀
の
八
詩
趣

V
で
も
っ
て
男
た
ち
に
向
か
う
有
様
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
詩
趣
」
の
背

後
に
は
、
ま
た
、
ひ
と
つ
の
暗
い
世
界
が
、
控
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

実
府
に
お
も
む
く
女
性
、
あ
る
い
は
、
冥
府
と
何
ら
か
の
か
た
ち
で
つ
な
が
る
女
性
は
、
激

石
の
初
期
短
お
に
、
し
ば
し
ば
そ
の
姿
を
現
わ
す
。

「
幻
影
の
盾
」
に
お
い
て
は
、
盾
の
内
な
る
世
界
で
の
恋
愛
の
成
就
を
、
主
人
公
ヰ
リ
ア
ム

に
示
唆
し
た
、
赤
衣
の
女
、
ま
た
、
ヰ
リ
ア
ム
よ
り
先
に
盾
の
内
に
お
も
む
い
て
い
た
ク
ラ

ラ
。
「
産
露
行
」
の
、
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
ゃ
、
ヱ
レ
l
ン
。
ま
た
、
「
草
枕
」
の
那
美
の
造
型

に
は
、
初
期
短
篇
の
女
性
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
集
大
成
さ
れ
て
い
る
が
、
彼

女
に
つ
い
て
は
、
前
章
で
す
で
に
触
れ
た
。

藤
尾
は
、
乙
れ
ら
の
女
性
た
ち
と
、
激
石
の
女
性
に
対
す
る
原
イ
メ
ー
ジ
を
、
共
有
し
て
い

る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
、
彼
女
た
ち
は
、
そ
ん
な
に
も
冥
府
と
度
々
か
か
わ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
。

そ
こ
に
は
、
激
石
自
身
の
、
智
内
府
へ
の
陸
憶
が
、
う
か
が
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
引
用
す
る
の
は
、
明
治
四
十
年
頃
の
断
片
で
あ
る
。

わ
が
呼
ぶ
震
は
1
1
0
わ
が
呼
ぶ
声
は

あ
h

わ
が
呼
ぶ
撃
は
ー
ー
な
ど
て

よ
み
に
ー
ー
な
に
と
て

よ
み
に
聞
え
.
ざ
る

甲
野
欽
五
日
は
、
「
越
な
る
国
」
を
思
い
な
が
ら
も
、
自
分
の
身
の
捨
て
方
と
し
て
は
、
死
を
、

無
能
で
あ
る
と
否
定
し
て
い
た
が
、
乙
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
ま
ま
激
石
自
身
の
思
い
で
も

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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「
返
な
る
国
」
を
追
慕
す
る
し
か
な
い
男
た
ち
は
幽
冥
の
境
に
た
た
ず
ん
で
彼
方
に
呼
び
か

け
る
。
そ
し
て
、
女
た
ち
は
、
彼
ら
の
目
前
を
、
い
と
も
自
由
に
、
ま
た
静
か
に
、
往
還
し
て



い
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
始
ま
り
に
お
い
て
は
、
き
ち
ん
と
構
築
さ
れ
た
思
想
小
説
で
あ
っ
た
「
虞
美
人

草
」
に
も
、
初
期
短
篇
か
ら
の
本
源
的
な
命
題
が
、
奥
深
く
潜
ん
で
い
る
。
甲
野
欽
吾
の
冷
徹

な
現
実
観
察
と
現
実
認
識
に
始
ま
っ
て
終
わ
る
乙
の
小
説
が
内
包
す
る
詩
性
は
、
も
は
や
否
定

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
、
例
え
ば
、
結
末
の
成
就
し
た
盾
の
内
の
恋
愛
世
界
に
、
暗
い
留
り
を
与
え
て

い
た
「
幻
影
の
盾
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、
興
味
あ
る
問
題
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
「
虞
美
人

草
」
も
「
幻
影
の
盾
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
逆
の
方
向
か
ら
出
発
し
て
い
な
が
ら
、
結
局
は
、
作
品

構
造
が
非
常
な
近
接
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
幻
影
の

盾
」
を
合
む
『
濠
虚
築
』
の
構
造
と
も
無
縁
な
事
柄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

徹
頭
徹
尾
、
道
義
の
セ
オ
リ
ー
で
貫
か
れ
た
か
に
み
え
る
乙
の
小
説
に
、
ま
だ
、
「
草
枕
」
、

「
窪
露
行
」
、
「
幻
影
の
盾
」
と
い
っ
た
作
品
の
影
が
、
濃
く
投
じ
て
い
る
。
「
虞
美
人
草
」

を
合
め
て
、
こ
れ
ら
の
四
作
品
は
、
全
て
、
女
性
と
そ
の
死
と
い
う
問
題
を
合
み
、
ま
た
全

て
、
い
わ
ゆ
る
美
文
徐
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
お
そ
ら
く
、
「
草
枕
」
ま
で

の
、
自
然
発
生
的
な
美
文
と
、
「
虞
美
人
草
」
の
「
意
識
的
美
文
」
と
は
、
そ
う
隔
た
る
も
の

で
は
あ
る
ま
い
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
敵
石
の
作
品
を
概
観
し
て
み
る
と
、
冥
府
と
つ
な
が
り
を
持
つ
女
性

の
系
譜
は
、
新
体
詩
「
鬼
央
寺
の
一
夜
」
(
明
治
三
十
七
年
頃
)
あ
た
り
に
ま
で
湖
る
乙
と
が
で

き
る
。
乙
の
詩
の
中
に
、
「
珪
露
行
」
の
ヱ
レ
l
ン
の
遺
書
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と

は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
注
9
)
が
、
乙
の
詩
に
登
場
す
る
女
の
内
に
は
、
ヱ
レ

l
ン
の

み
な
ら
ず
、
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
ゃ
、
那
美
に
通
じ
る
イ
メ
ー
ジ
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
愛
、

紫
に
治
け
が
た
く
/
恨
、
碧
り
と
凝
る
を
見
よ
」
と
い
う
一
句
な
ど
は
、
「
虞
美
人
草
」
の

八
紫
の
女

V
、
愛
の
水
に
浸
し
て
も
ふ
や
け
な
い
我
執
の
女
を
想
起
さ
せ
な
い
で
も
な
い
(
注

O
)

。
い
や
、
何
よ
り
も
、
「
百
里
に
迷
ふ
旅
心
」
を
抱
え
た
男
に
、
「
未
了
の
緑
に
阻
は
れ
」
た

女
が
冥
府
よ
り
歌
を
お
く
る
、
と
い
う
設
定
そ
の
も
の
は
、
以
後
の
美
文
の
作
品
の
中
で
、
種

々
に
変
奏
さ
せ
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
部
分
的
に
組
み
込
ま
れ
た
り
し
て
い
く
パ
タ
ー
ン
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
未
了
の
緑
」
と
い
う
乙
と
を
抜
き
に
し
て
も
、
乙
の
パ
タ
ー
ン
は
、
度

々
後
期
の
作
口
聞
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

「
鬼
央
寺
の
一
夜
」
、
「
水
底
の
感
」
な
ど
の
、
詩
の
時
験
的
世
界
と
、
美
文
の
作
品
世
界

は
、
深
い
と
こ
ろ
で
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
淑
石
に
と
っ
て
は
、
美
文
と
い
う
形
態
も
ま

た
、
ひ
と
つ
の
痛
切
な
詩
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
虞
美
人
草
」
も
ま
た
、
特
に
藤
尾
の
形
象
を
詳
細
に
考
え
て
い
け
ば
、
そ
れ
を
と
ら
え
う

る
作
品
で
あ
る
乙
と
は
、
私
が
、
今
ま
で
、
長
き
に
わ
た
っ
て
述
ぺ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

お
あ
り
に

結
局
、
私
は
、
藤
尾
と
、
初
期
短
篇
の
女
性
た
ち
と
の
つ
な
が
り
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
っ
た
。

藤
尾
の
造
型
の
う
ち
に
存
在
し
た
、
滋
石
の
文
明
批
判
と
、
原
質
的
な
想
念
が
、
激
石
の
内
部

で
ど
う
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
次
の
段
階
の
問
題
に
は
、
い
ま
だ
触
れ
え
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
「
虞
美
人
草
」
一
作
内
で
片
付
け
る
乙
と
の
で
き
な
い
、
大
き
な
広
が

り
を
持
つ
問
題
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
性
急
な
結
論
を
避
け
る
べ
く
、
再
考
を
期
し
た
い
。

注

本
文
の
引
用
は
、
『
激
石
全
集
』
(
昭
和
判
|
位
、
岩
波
害
賠
)
に
よ
る
o

た
だ
し
振
り
仮

名
は
、
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
に
付
け
た
。
ま
た
、
旧
漢
字
等
の
表
記
に
つ
い
て

は
、
印
刷
の
都
合
上
一
部
改
め
た
所
が
あ
る
。

ー
、
石
嶋
氏
・
「
『
虞
美
人
草
』
論
」
(
『
国
文
』
昭
0
・
7
)
、
伊
豆
氏
・
「
『
虞
美
人
草
』
の

世
界
」
(
『
文
学
』
昭
0
・
日
、
ロ
)
佐
藤
氏
・
「
『
虞
美
人
草
』
一
面
|
|
モ
チ
ー
フ
の

所
在
を
め
ぐ
っ
て

l
l」
(
『
日
本
文
学
研
究
』
昭
臼
・

u)
。

2
、
「
藤
尾
と
そ
の
他
の
女
た
ち
|
|
淑
石
の
ヒ
ロ
イ
ン
」
(
『
婦
人
之
友
』
昭
4
・
9
)
。

3
、
「
『
虞
美
人
草
』
」
(
「
日
本
文
学
」
昭
U
・
6
)
。

4
、
『
激
石
全
集
』
第
十
三
巻
釦
頁
。

5
、
『
夏
目
激
石
|
|
作
品
の
深
照
世
界
|
|
』
(
明
治
容
院
、
昭
引
で

4
)
所
収
。
氏
は
、

こ
の
論
の
あ
と
の
方
で
、
「
私
は
初
め
に
新
聞
小
説
の
条
件
⑥
と
し
て
、
簡
潔
な
、
魅
力

的
な
文
休
を
挙
げ
た
が
、
『
虞
美
人
草
』
の
創
作
に
当
た
っ
て
作
者
が
そ
の
こ
と
を
意
識

し
て
、
こ
の
よ
う
な
美
文
的
表
現
を
取
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
に
限
っ
て
い

え
ば
、
こ
の
こ
と
は
い
さ
さ
か
的
は
ず
れ
の
感
が
な
く
は
な
い
」
と
し
、
「
虞
美
人
草
」

の
文
体
が
、
当
時
の
文
壇
情
勢
に
お
い
て
は
新
し
い
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
乙
と

を
述
ぺ
て
い
る
。

6
、
『
激
石
全
然
』
第
十
三
巻

m
l
m一良。

7
、
『
激
石
私
論
』
(
角
川
書
広
、
昭
必
・

6
〉
、
「
喜
劇
の
時
代
|
|
『
虞
美
人
草
』
|
|
」
、

ま
た
、
「
淑
石
と
夢
の
極
点
」
(
『
国
文
学
』
昭

ω
・
日
)
に
お
い
て
、
氏
は
、
乙
の
点

を
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
、
藤
尾
の
内
部
に
「
夢
と
開
化
」
の
二
極
が
存
在
す
る
乙
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
な
お
、
氏
が
、
そ
の
論
中
に
挙
げ
た
藤
尾
の
描
写
は
、
二
、
三
私
が
本
稿
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の
中
で
言
及
し
た
も
の
と
重
な
る
こ
と
を
、
乙
乙
で
乙
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。

8
、
同
越
の
指
摘
が
、
竹
盛
天
雄
氏
の
、
「
二
つ
の
「
返
な
る
」
も
の
|
|
『
虞
美
人
草
』
周

辺
」
(
『
国
文
学
』
昭
0
・
U
)
に
あ
る
。
氏
も
ま
た
藤
尾
の
死
の
内
に
、
滋
石
の
「
無
意
識

の
『
還
な
る
』
も
の
へ
の
憧
恨
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

9
、
江
藤
淳
氏
『
淑
石
と
ア
l
サ

l
王
伝
説
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
印
・

9
)
m
l
m頁。

叩
、
乙
の
場
合
、
「
紫
」
は
、
「
伶
数
搭
」
な
ど
に
も
あ
る
「
嬰
血
の
恨
み
」
と
い
う
言
葉
か

ら
、
対
句
的
に
導
き
出
さ
れ
て
き
た
色
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
一
夜
」
に
も
、
「
女

は
藤
紫
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
淑
石
の
好
み
の
問
題
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ

が
、
や
は
り
何
か
背
景
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(日・

8
・
1
一
柄
了
)
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