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４　
映
画
「
人
で
な
し
の
女
」
と
「
人
で
な
し
の
恋
」

「
人
で
な
し
の
恋
」
発
表
の
直
前
、
乱
歩
は
「
映
画
い
ろ
い
ろ
」

（『
婦
人
公
論
』
一
九
二
六
年
六
月
）
の
な
か
で
マ
ル
セ
ル
・
レ
ル
ビ

エ
監
督
製
作
の
映
画
「
人
で
な
し
の
女
」（
一
九
二
三
年
、
フ
ラ
ン

ス
）
に
言
及
し
、
同
作
に
お
け
る
「
フ
ラ
ッ
シ
ュ
の
描
写
法
」
に
つ

い
て
、映

画
『
人
で
な
し
の
女
』
で
は
、
最
後
の
電
気
仕
掛
け
の
活
動

す
る
場
面
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
で
、
カ
ト
ラ
ン
の
一
つ
と
こ
ろ
を
見

つ
め
た
顔
が
、
や
っ
ぱ
り
適
度
の
間
隔
を
お
い
て
パ
ッ
パ
ッ
と

現
わ
れ
る
、
あ
れ
だ
。
私
の
経
験
に
よ
る
と
、
あ
れ
の
な
い
フ

ラ
ッ
シ
ュ
は
気
が
抜
け
た
よ
う
で
、
ま
る
で
効
果
が
出
な
い
。

フ
ラ
ッ
シ
ュ
の
描
写
法
を
小
説
に
応
用
す
る
場
合
に
も
、
こ
ん

な
と
こ
ろ
が
大
切
で
は
な
い
か
と
思
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
同
作
は
一
九
二
六
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
日

本
各
地
で
封
切
公
開
さ
れ
た
無
声
映
画
で
あ
り
、
乱
歩
自
身
も
そ
の

際
に
観
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
人
で
な
し
の
恋
」
は
『
サ
ン
デ
ー

毎
日
』（
秋
季
特
別
号
、
一
九
二
六
年
一
〇
月
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

た
め
、
映
画
を
観
た
直
後
に
執
筆
発
表
し
た
可
能
性
も
高
い
。
ま
た
、

浅
草
に
あ
っ
た
東
京
館
が
出
し
た
広
告
（『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、
一
九

二
六
年
四
月
二
三
日
）
に
、「
人
間
の
生
死
を
自
由
に
す
る
奇
想
天
外

な
る
機
械
と
殺
人
ラ
ジ
オ
、
美
貌
の
科
学
者
と
時
め
く
歌
姫
を
回
り

艶
め
か
し
き
怪
談

―
江
戸
川
乱
歩
「
人
で
な
し
の
恋
」
論
（
下
）

石

川

　

巧



3

て
圧
倒
的
壮
絶
感
と
愕
然
的
大
活
躍　

奇
々
怪
々
深
刻
と
活
劇
錯
覚

の
大
怪
異
劇
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
同
作
は
ス
ト
ー

リ
ー
、
演
出
、
美
術
、
撮
影
な
ど
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
当
時
の
常

識
を
覆
す
「
奇
想
天
外
」
な
も
の
だ
っ
た
。
当
然
、
そ
の
評
価
に
は

賛
否
両
論
あ
り
、
一
般
の
観
客
に
は
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

見
立
て
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
映
画
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
技
法
に
関

心
を
も
ち
、
小
説
に
も
援
用
し
た
い
と
考
え
て
い
た
乱
歩
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
ア
イ
デ
ィ
ア
の
宝
庫
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
人
で
な
し
の
女
」
は
、
魅
惑
的
な
女
性
歌
手
ク
レ
ー
ル
・
レ
ス
コ

と
、
機
械
の
発
明
に
熱
中
す
る
美
貌
の
科
学
者
エ
イ
ナ
ー
ル
・
ノ
ー

ル
セ
ン
を
主
人
公
と
し
、
二
人
の
恋
愛
に
嫉
妬
す
る
あ
ま
り
毒
蛇
を

つ
か
っ
て
ク
レ
ー
ル
を
殺
害
し
よ
う
と
す
る
イ
ン
ド
の
偉
大
な
王
・

ジ
ョ
ラ
が
脇
を
固
め
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
彼
女
の
棲
む
パ
リ
郊

外
の
モ
ダ
ン
な
屋
敷
に
は
、
世
界
中
か
ら
名
士
が
集
ま
っ
て
く
る
。

あ
る
日
、
サ
ロ
ン
で
の
宴
に
遅
れ
て
や
っ
て
き
た
エ
イ
ナ
ー
ル
は
彼

女
に
魅
了
さ
れ
る
が
、
肝
心
の
ク
レ
ー
ル
は
「
私
は
ひ
と
り
で
世
界

旅
行
に
出
発
す
る
」、「
私
を
引
き
止
め
る
何
か
が
あ
れ
ば
別
よ
」
と

挑
発
し
、
富
や
名
誉
に
は
も
う
魅
力
が
な
い
と
い
う
態
度
を
み
せ
る
。

宴
の
あ
い
だ
、
ず
っ
と
彼
女
に
無
視
さ
れ
て
い
た
エ
イ
ナ
ー
ル
は
「
あ

な
た
に
拒
絶
さ
れ
た
ら
自
殺
し
ま
す
」
と
告
げ
る
が
、
ク
レ
ー
ル
は

「
そ
ん
な
命
、
大
し
た
価
値
な
し
ね
」
と
言
い
放
っ
て
ナ
イ
フ
を
差
し

だ
す
。
絶
望
し
た
エ
イ
ナ
ー
ル
は
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
の
ア
ク
セ
ル
を
踏

み
続
け
、
崖
か
ら
転
落
死
し
て
し
ま
う
。

事
件
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
な
り
、
ク
レ
ー
ル
に
は
男
を
破
滅
さ
せ

た
性
悪
女
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
。
自
責
の
念
に
囚
わ
れ
た
彼
女

は
、
見
知
ら
ぬ
初
老
の
男
に
案
内
さ
れ
て
エ
イ
ナ
ー
ル
の
遺
体
と
対

面
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
は
そ
の
遺
体
は
作
り
物
で
、
案
内
人
の

男
こ
そ
変
奏
し
た
エ
イ
ナ
ー
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
、

あ
ら
た
め
て
事
の
真
相
を
語
り
、
彼
女
に
数
々
の
実
験
装
置
を
見
せ

る
。
そ
の
な
か
に
は
、
い
ま
こ
こ
で
喋
っ
た
声
を
即
座
に
全
世
界
へ

と
伝
え
る
ラ
ジ
オ
や
全
世
界
の
映
像
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
だ
す
テ

レ
ビ
も
あ
る
。
エ
イ
ナ
ー
ル
は
そ
れ
ら
の
装
置
を
使
っ
て
ク
レ
ー
ル

の
歌
声
を
世
界
に
発
信
し
、
世
界
中
の
人
々
が
歓
喜
す
る
様
子
を
映

し
出
し
て
み
せ
る
。
時
を
忘
れ
て
う
っ
と
り
し
た
彼
女
は
、
こ
れ
こ

そ
「
自
分
を
引
き
止
め
て
く
れ
る
か
何
か
」
だ
と
確
信
す
る
。
だ
が
、

二
人
を
ず
っ
と
追
跡
し
、
嫉
妬
の
炎
を
燃
や
し
て
い
た
ジ
ョ
ラ
は
毒

蛇
を
使
っ
て
ク
レ
ー
ル
を
殺
害
し
て
し
ま
う
。
映
画
の
ラ
ス
ト
シ
ー

ン
で
は
、
亡
骸
を
受
け
取
っ
た
エ
イ
ナ
ー
ル
が
彼
女
を
生
き
返
ら
せ

る
た
め
の
危
険
な
実
験
に
挑
ん
で
成
功
し
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ク
レ
ー

ル
と
真
実
の
愛
を
誓
い
合
う
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
る
。

「
人
で
な
し
の
女
」
と
「
人
で
な
し
の
恋
」
は
三
角
関
係
の
構
図
が

酷
似
し
て
い
る
。
妖
艶
な
歌
姫
ク
レ
ー
ル
の
役
ど
こ
ろ
は
と
も
か
く
、
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自
ら
が
希
求
す
る
女
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
絶
望

し
て
自
殺
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
美
貌
の
エ
イ
ナ
ー
ル
、
二
人
の
関
係

に
嫉
妬
し
女
を
殺
そ
う
と
す
る
ジ
ョ
ラ
は
、
ま
さ
に
門
野
と
「
私
」

そ
の
も
の
で
あ
る
。
毎
夜
の
よ
う
に
「
土
蔵
の
二
階
」
ひ
き
籠
る
門

野
の
姿
は
、
自
分
の
研
究
所
に
籠
っ
て
実
験
に
没
頭
す
る
エ
イ
ナ
ー

ル
の
姿
に
重
な
る
。「
人
で
な
し
の
女
」
は
愛
す
る
女
の
「
声
」
を
全

世
界
の
聴
衆
に
伝
え
よ
う
と
す
る
男
を
描
い
た
無
声
映
画
で
あ
り
、

「
声
」
を
発
す
る
こ
と
／
「
声
」
を
聞
く
こ
と
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
と

い
っ
て
よ
い
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
人
で
な
し
の
恋
」
に
お
け
る

「
声
」
や
「
音
」
の
表
象
と
重
な
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

こ
の
映
画
で
は
、
エ
イ
ナ
ー
ル
が
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
で
疾
走
す
る
場

面
や
最
後
に
ク
レ
ー
ル
を
蘇
ら
せ
る
場
面
な
ど
に
、
カ
ッ
ト
を
多
用

す
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
技
法
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
。
上
映
時
間
が
一

三
五
分
と
い
う
当
時
と
し
て
は
異
例
の
長
さ
で
あ
る
た
め
、
と
き
に

は
観
客
を
退
屈
さ
せ
る
場
面
も
あ
り
必
ず
し
も
評
判
は
よ
く
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
そ
こ
に
は
冗
長
と
疾
走
を
意
図
的
に
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
で
弛
緩
と
緊
張
を
作
り
だ
そ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
精
し
く
は
後
述
す
る
が
、
こ
う
し
た
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

の
技
法
や
緊
張
と
弛
緩
の
組
み
合
わ
せ
方
な
ど
は
乱
歩
自
身
が
「
映

画
い
ろ
い
ろ
」（
前
出
）
で
賞
讃
し
て
い
た
技
法
で
あ
り
、
そ
れ
を

「
人
で
な
し
の
恋
」
に
活
か
し
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、「
人
で
な
し
の
女
」
が
完
全
復
元
ラ
ウ
ン
ド
版
と
し
て
公
開

さ
れ
た
際
、
海
野
弘
が
「
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
時
代
絵
巻
―
―
マ
ル
セ

ル
・
レ
ル
ビ
エ
『
人
で
な
し
の
女
』」（『
人
で
な
し
の
女
』
公
式
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
、
東
急
文
化
村
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
の
な
か
で
原
題
の

「L’ IN
H

U
M

A
IN

E

」（
イ
ニ
ュ
ー
メ
ン
）
に
言
及
し
、「
男
を
破
滅
さ

せ
る
悪
魔
的
な
女
」
と
い
う
意
味
と
「
実
験
室
で
つ
く
り
だ
さ
れ
る

人
造
人
間
」
と
い
う
意
味
の
ダ
ブ
ル
・
ミ
ー
ニ
ン
グ
で
あ
る
と
指
摘

し
、
邦
題
の
「
人
で
な
し
の
恋
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
よ
り
は
「
超
人

間
」、「
超
女
性
」
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
エ
イ
ナ
ー
ル
は
、

「
人
で
な
し
の
恋
」
に
お
い
て
「
人
造
人
間
」
の
役
割
を
与
え
ら
れ
る

「
人
形
」
そ
の
も
の
だ
と
い
え
る
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
映
画
で
は
エ

イ
ナ
ー
ル
の
表
情
を
ア
ッ
プ
で
捉
え
る
際
に
二
つ
の
映
像
を
二
重
露

出
す
る
手
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
人
で
な
し
の

恋
」
に
お
い
て
、
過
去
の
自
分
と
い
ま
の
自
分
を
使
い
分
け
な
が
ら

独
白
す
る
「
私
」
の
あ
り
よ
う
に
も
通
じ
て
い
る
だ
ろ
う
。

以
上
は
、
映
画
を
観
た
乱
歩
が
そ
こ
か
ら
得
た
ア
イ
デ
ィ
ア
や
技

法
を
直
接
的
に
援
用
と
思
わ
れ
る
事
柄
だ
が
、
そ
れ
と
と
も
に
興
味

深
い
の
は
、
同
作
を
大
々
的
に
取
り
あ
げ
て
映
画
時
評
（『
キ
ネ
マ
旬

報
』
一
九
二
六
年
四
月
一
一
日
）
を
執
筆
し
た
清
水
千
代
太
が
、
そ

の
な
か
で
邦
題
の
「
人
で
な
し
」
と
い
う
表
現
に
強
い
関
心
を
示
し
、
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人
で
な
し
と
は
不
人
情
だ
と
か
没
義
道
だ
と
か
い
ふ
意
味
で
は

な
い
。
即
ち
普
通
日
本
語
に
所
謂
人
で
な
し
の
意
味
で
は
な
い
。

（
中
略
）
勿
論
こ
れ
が
誤
訳
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。l’ Inhum

aine

を
直
訳
し
た
の
で
、
其
の
意
味
は
夏
目
漱
石
の
「
草
枕
」
にマ
マ

所

謂
非
人
情
と
一
脈
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
肉
食
好
色
の
仏
蘭

西
人
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
「
草
枕
」
の
非
人
情
の
や
う
に
淡
々

た
る
も
の
で
は
な
く
、
も
つ
と
脂
つ
濃
い
、
謂
は
ば
半
可
通
の

非
人
情
で
あ
ら
う
。
恋
愛
な
ど
に
は
風
馬
牛
で
、
普
通
の
感
激

な
ど
は
受
入
れ
な
い
女
と
い
ふ
程
の
意
味
で
あ
る
。（
中
略
）
人

で
な
し
の
女
ク
レ
エ
ル
・
レ
ス
コ
オ
が
機
械
と
い
ふ
不
可
思
議

な
魅
力
を
持
つ
た
生
き
も
の
に
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
感
激
を
覚

え
、
一
旦
毒
死
し
た
が
機
械
の
力
に
よ
つ
て
蘇
り
同
時
に
非
人

情
の
殻
を
脱
ぎ
棄
て
る
と
い
ふ
の
が
此
の
映
画
の
荒
筋
で
、
前

半
に
於
て
人
で
な
し
の
女
が
如
何
に
人
で
な
し
で
あ
る
か
を
描

き
、
後
半
に
於
て
人
で
な
し
の
女
が
新
し
い
魅
惑
に
熱
中
し
て

後
更
生
す
る
ま
で
を
描
い
て
ゐ
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
清
水
は
、「
人
で
な
し
」
と

い
う
表
現
が
夏
目
漱
石
の
「
草
枕
」
に
相
通
ず
る
よ
う
な
「
非
人
情
」

を
意
味
し
て
い
る
と
し
、
特
に
映
画
の
後
半
に
お
い
て
「
人
で
な
し

の
女
ク
レ
エ
ル
・
レ
ス
コ
オ
が
不
可
思
議
な
魅
力
を
持
つ
た
生
き
も

の
に
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
感
激
を
覚
え
」、「
非
人
情
の
殻
を
脱
ぎ
棄

て
る
」
と
い
う
展
開
を
作
品
の
骨
格
に
据
え
て
い
る
。
い
っ
た
ん
毒

死
し
た
人
間
が
機
械
の
力
に
よ
っ
て
蘇
る
と
い
う
荒
唐
無
稽
な
設
定

は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
清
水
が
特
筆
し
て
い
る
点
は
、
ま
さ
し
く
人

形
へ
の
愛
情
を
募
ら
せ
て
い
く
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
「
非
人
情
の
殻

を
脱
ぎ
棄
て
る
」
門
野
と
見
事
に
重
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、「
人
で
な
し
の
恋
」
に
お
け
る
門
野
は
、
あ
る
意
味
で
、
映

画
「
人
で
な
し
の
女
」
に
お
い
て
エ
イ
ナ
ー
ル
と
ク
レ
ー
ル
に
付
与
さ

れ
て
い
た
特
徴
を
同
時
に
引
き
受
け
る
存
在
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
乱
歩
が
こ
の
映
画
か
ら
触
発
さ
れ
た
も
の
を

掘
り
下
げ
、
そ
れ
を
自
身
の
小
説
に
活
か
そ
う
と
し
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
と
考
え
る
。「
人
で
な
し
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
魅
惑
的

な
意
味
合
い
を
感
受
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
小
説
の
タ
イ
ト
ル
に
使

い
つ
つ
、
機
械
を
人
形
に
替
え
、
門
野
を
両
性
具
有
的
な
存
在
に
仕

立
て
あ
げ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
乱
歩
の
優
れ
た
構
想
力
が
表
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５　
武
家
の
家
柄
と
若
衆
文
化

と
こ
ろ
で
、
前
章
に
お
い
て
門
野
を
両
性
具
有
的
な
存
在
と
称
し

た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
門
野
は
人
形
と
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の
睦
言
に
お
い
て
声
色
を
使
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
〈
人
形
愛
〉
に

目
覚
め
た
男
性
が
自
ら
の
男
性
性
に
も
と
づ
い
て
願
望
を
叶
え
よ
う

と
す
る
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
の
な
か
に
あ
る
女
性
性
を
人

形
に
仮
託
し
、
女
性
に
な
り
き
ろ
う
と
す
る
遊
戯
に
も
み
え
る
。
つ

ま
り
、
門
野
の
行
為
は
自
分
が
男
性
と
し
て
人
形
に
恋
を
し
て
い
る

よ
う
に
も
取
れ
る
し
、
自
分
自
身
が
人
形
に
な
り
き
っ
て
、
女
性
の

よ
う
な
声
色
を
出
し
て
み
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
悦
楽
だ
っ
た
と
も
取

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
映
画
「
人
で
な
し
の
女
」
に
お
い
て
、
エ
イ
ナ
ー

ル
の
表
情
を
二
重
露
出
す
る
手
法
が
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
前
章

で
指
摘
し
た
が
、
そ
う
し
た
二
重
性
は
門
野
の
表
象
に
も
活
か
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、「
私
」
の
語
り
の
な
か
で
、
旧
家
と
し
て
の
門
野
家
お
よ

び
武
家
の
家
柄
が
偏
執
的
と
思
え
る
ほ
ど
頻
出
し
、
そ
こ
で
「
私
」

の
関
心
が
若
衆
文
化
の
伝
統
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も
無
縁
で

は
な
い
。
作
品
の
冒
頭
近
く
で
門
野
を
紹
介
す
る
と
き
の
「
水
ぎ
わ

立
つ
た
殿
御
ぶ
り
」
に
は
じ
ま
り
、
作
品
内
に
は
「
門
前
に
勢
揃
い
」

す
る
「
御
婚
礼
の
行
列
」、
幾
人
い
る
か
も
わ
か
ら
な
い
「
召
使
た

ち
」、
蔵
の
な
か
に
収
め
ら
れ
た
「
先
祖
か
ら
伝
わ
つ
た
古
い
書
物
」

や
「
昔
な
が
ら
の
雪
洞
」
な
ど
、「
私
」
は
い
つ
も
門
野
の
容
貌
や
性

格
の
背
後
に
こ
れ
ら
の
古
め
か
し
い
世
界
を
感
受
し
て
い
る
。
な
か

で
も
、「
七
」
か
ら
「
八
」
に
か
け
て
、
土
蔵
の
長
持
の
な
か
か
ら
人

形
を
発
見
す
る
前
後
の
描
写
に
は
、
ま
さ
に
「
骨
董
屋
の
店
先
」
を

彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
光
景
が
延
々
と
描
か
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
「
私
」
が
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
の
は
、
旧
家

の
歴
史
に
ま
つ
わ
る
身
分
や
家
柄
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、「
先
祖
以

来
の
さ
ま
ざ
ま
の
古
め
か
し
い
品
々
」
が
醸
し
だ
す
精
神
文
化
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
冒
頭
場
面
で
門
野
の
「
水
ぎ
わ
立
つ
た
殿
御
ぶ
り
」

を
紹
介
す
る
と
き
、「
私
」
は
さ
り
げ
な
く
「
女
ぎ
ら
い
と
い
う
噂
す

ら
あ
つ
た
」
と
記
す
が
、
こ
の
何
気
な
い
言
葉
は
の
ち
に
次
の
よ
う

な
言
説
へ
と
接
続
さ
れ
る
。

	

あ
な
た
は
も
し
、
博
物
館
の
片
隅
な
ぞ
で
、
ふ
と
古
め
か
し

い
人
形
に
出
あ
つ
て
、
そ
の
あ
ま
り
の
生
々
し
さ
に
、
な
ん
と

も
知
れ
ぬ
戦
慄
を
ば
感
じ
な
す
つ
た
こ
と
は
な
い
で
し
よ
う
か
。

そ
れ
が
も
し
女
児
人
形
や
稚
児
人
形
で
あ
つ
た
時
に
は
、
そ
れ

の
持
つ
、
こ
の
世
の
ほ
か
の
夢
の
よ
う
な
魅
力
に
、
び
つ
く
り

な
す
つ
た
こ
と
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
あ
な
た
は
お
み
や
げ
人

形
と
い
わ
れ
る
も
の
の
、
不
思
議
な
凄
味
を
ご
存
知
で
い
ら
つ

し
や
い
ま
し
よ
う
か
。
或
い
は
又
、
往
昔
衆
道
の
盛
ん
で
ご
ざ

い
ま
し
た
時
分
、
好
き
者し
や

た
ち
が
、
馴
染
の
色
若
衆
の
似
顔
人

形
を
刻
ま
せ
て
、
日
夜
愛
撫
し
た
と
い
う
、
あ
の
奇
態
な
事
実

を
御
存
知
で
い
ら
つ
し
や
い
ま
し
よ
う
か
。
／
い
い
え
、
そ
の
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よ
う
な
遠
い
こ
と
を
申
さ
ず
と
も
、
例
え
ば
、
文
楽
の
浄
瑠
璃

人
形
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
伝
説
、
近
代
の
名
人
安
本
亀
八
の

生
人
形
な
ぞ
を
ご
承
知
で
ご
ざ
い
ま
し
た
な
ら
、
私
が
そ
の
時
、

た
だ
一
個
の
人
形
を
見
て
、
あ
の
よ
う
に
驚
い
た
心
持
を
、
充

分
お
察
し
下
さ
る
こ
と
が
出
来
る
と
存
じ
ま
す
。

こ
こ
で
の
「
私
」
は
、
ま
ず
「
博
物
館
」
で
出
遭
う
よ
う
な
人
形

に
つ
い
て
説
き
は
じ
め
る
。
実
体
験
と
し
て
で
は
な
く
、「
博
物
館
」

で
学
ん
だ
知
識
を
通
し
て
人
形
に
お
け
る
「
こ
の
世
の
ほ
か
の
夢
の

よ
う
な
魅
力
」
を
問
い
か
け
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
「
衆し
ゅ

道ど
う

」

「
若わ
か
し
ゅ
う衆」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
武
家
社
会
に
お
け
る
男
色
、
す
な
わ

ち
、
男
同
士
の
同
性
愛
、
少
年
愛
を
指
す
表
現
で
あ
り
、
嫁
入
り
し

た
ば
か
り
の
「
十
九
の
小
娘
」
が
事
前
に
知
っ
て
い
た
こ
と
と
は
思

え
な
い
。「
好
き
者
た
ち
が
、
な
じ
み
の
色
若
衆
の
似
顔
人
形
を
刻
ま

せ
て
、
日
夜
愛
撫
し
た
と
い
う
、
あ
の
奇
態
な
事
実
」
を
聞
き
手
に

説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
相
応
の
学
習
が
必
要
だ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
あ
と
の
場
面
に
は
、「
私
が
長
持
の
中
で
見
つ
け
ま

し
た
人
形
は
、
後
に
な
つ
て
門
野
の
お
父
さ
ま
に
、
そ
つ
と
お
尋
ね

し
て
知
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
っ
た
台
詞
が
あ
る
た
め
、
彼

女
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
衆
道
／
若
衆
文
化
に
関
す
る
知
識
は
、
門

野
の
死
後
に
遺
品
な
ど
を
整
理
す
る
な
か
で
徐
々
に
修
得
し
て
き
た

知
識
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
 1
。
つ
ま
り
「
私
」
は
、
結
婚
前
か

ら
門
野
の
周
辺
に
「
女
ぎ
ら
い
と
い
う
噂
す
ら
あ
つ
た
」
こ
と
を
知
っ

て
い
た
が
、
彼
の
死
後
に
な
っ
て
衆
道
／
若
衆
文
化
に
つ
い
て
学
び
、

か
つ
て
の
武
士
た
ち
が
「
馴
染
の
色
若
衆
の
似
顔
人
形
を
刻
ま
せ
て
、

日
夜
愛
撫
し
た
と
い
う
、
あ
の
奇
態
な
事
実
」
を
知
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
衆
道
／
若
衆
文
化
に
つ
い
て
の
関
心
は
、
門
野
の
そ
れ

で
は
な
く
、「
私
」
自
身
の
動
機
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
門
野
が
人
形
と
の
睦
言
で
ひ
と
り
悦
楽
に
浸
る
た

め
に
用
い
て
い
た
声
色
も
ま
た
、
そ
れ
と
同
様
の
機
能
を
担
っ
て
い

た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
門
野
は
対
象
と
な
る
人
形
そ
の
も
の

を
愛
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
人
形
と
い
う
道
具
に
自
分
の
「
声
」

を
付
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
を
他
者
化
し
、
自
分
の
な
か
に
封

印
し
て
い
た
本
来
の
欲
望
を
抱
き
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
実
際
、
作
中
の
声
色
に
お
い
て
、
人
形
に
与
え
ら
れ
て
い

る
台
詞
は
「
こ
の
よ
う
な
逢
う
瀬
を
続
け
て
い
て
は
、
あ
た
し
、
あ

な
た
の
奥
様
に
す
み
ま
せ
ん
わ
ね
」、「
嬉
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
な

た
の
よ
う
な
美
し
い
方
に
、
あ
の
ご
立
派
な
奥
様
を
さ
し
お
い
て
、

そ
れ
ほ
ど
に
思
つ
て
い
た
だ
く
と
は
、
私
は
ま
あ
、
な
ん
と
い
う
果

報
者
で
し
よ
う
。
嬉
し
う
ご
ざ
い
ま
す
わ
」
の
二
箇
所
の
み
で
あ
る
。

こ
の
作
品
を
〈
人
形
愛
〉
の
物
語
と
し
て
読
み
進
め
て
き
た
読
者
は
、

恐
ら
く
そ
れ
を
女
性
の
声
色
で
発
せ
ら
れ
た
「
声
」
と
し
て
認
識
す
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る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
い
っ
た
ん
、
そ
の
先
入
観
を
取
り
払
い
、
若
衆

文
化
に
耽
溺
し
た
人
々
が
「
馴
染
の
色
若
衆
の
似
顔
人
形
」
を
愛
撫

す
る
光
景
に
重
ね
て
み
た
ら
、
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
な
く
意
味
が
通
っ

て
し
ま
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
「
あ
な
た
の
よ
う
な
美
し
い

方
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
異
性
愛
的
な
賞
讃
よ
り
も
ナ
ル
シ
シ
ズ

ム
の
匂
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
門
野
が
人
形
そ
の
も
の
を
愛
し
て

い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
自
分
自
身
の
封
印
さ
れ
た
同
性
愛
嗜
好
や
ナ

ル
シ
シ
ズ
ム
に
溺
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
謎
を
解
き
明
か
す
こ
と
で

は
な
い
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
そ
の
謎
を
携
え
た
ま
ま
十
年
以
上
の

時
間
を
生
き
て
き
た
「
私
」
が
、
い
ま
だ
そ
の
こ
と
に
答
え
を
見
い

だ
せ
ず
、
夫
で
あ
っ
た
門
野
へ
の
恋
慕
と
疑
惑
を
忘
却
で
き
な
い
ま

ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
私
」
の
独
白
は
、
ま

さ
に
そ
う
し
た
解
き
明
か
さ
れ
る
見
込
み
の
な
い
謎
に
向
け
て
投
企

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
人
で
な
し
の
恋
」
を
論
じ
る
際
に
よ
く
引
用
さ
れ
る

江
戸
川
乱
歩
の
文
章
に
、
そ
の
名
も
「
人
形
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』

一
九
三
一
年
一
月
一
四
日
～
一
七
日
、
一
九
日
・
五
回
連
載
）
と
い

う
随
筆
が
あ
る
 2
。
こ
こ
で
、「
人
間
に
恋
は
出
来
な
く
と
も
、
人
形

に
は
恋
が
出
来
る
。
人
間
は
う
つ
し
世
の
影
、
人
形
こ
そ
永
遠
の
生

物
。
と
い
う
妙
な
考
え
が
、
昔
か
ら
私
の
空
想
世
界
に
巣
食
っ
て
い

る
」
と
綴
っ
た
乱
歩
は
、

あ
る
大た
い

家け

の
お
姫
様
の
寝
室
で
、
夜
毎
に
ボ
ソ
ボ
ソ
と
人
の
話

声
が
す
る
。
ふ
と
そ
れ
を
聞
き
付
た
乳
母
が
、
怪
し
ん
で
、
唐

紙
の
外
か
ら
立
聞
き
し
て
い
る
と
も
知
ら
ず
、
中
の
話
声
は
な0

ん
な
ん

0

0

0

と
し
て
続
く
の
だ
。
／
相
手
は
正
し
く
若
い
男
の
声
、

さ
さ
や
く
は
恋
の
睦
言
で
あ
る
。
い
や
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

二
人
は
ど
う
や
ら
一
つ
し
と
ね
に
枕
を
並
べ
て
い
る
気
配
だ
。

（
中
略
）
こ
れ
は
ま
あ
、
ど
う
し
た
こ
と
だ
。
姫
が
枕
を
並
べ

て
、
寝
物
語
り
を
交
し
て
い
た
の
は
、
生
き
た
人
間
で
は
な
く

て
、
日
頃
姫
の
愛
蔵
す
る
、
紫
の
振
袖
な
ま
め
か
し
い
、
若
衆

姿
の
人
形
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
六
七
歳
の
時
分
に
聞
い
た
こ
の

怖
い
美
し
い
話
が
、
そ
の
後
ず
っ
と
私
の
心
に
こ
び
り
つ
い
て
、

今
で
も
忘
れ
ら
れ
ぬ
。
私
は
嘗
て
、「
人
で
な
し
の
恋
」
と
い
う

小
説
を
書
い
て
、
此
幼
時
の
夢
を
読
者
に
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

と
記
し
、
自
ら
「
若
衆
姿
の
人
形
」
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、

古
川
誠
は
「
江
戸
川
乱
歩
の
ひ
そ
か
な
る
情
熱
―
同
性
愛
研
究
家
と

し
て
の
乱
歩
」（『
国
文
学	  

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
四
年
一
二
月
）
に

お
い
て
、
乱
歩
の
同
性
愛
体
験
に
「
少
年
期
の
同
性
愛
」
と
「
成
人

の
同
性
愛
」
が
あ
る
こ
と
、
後
者
に
つ
い
て
は
『
孤
島
の
鬼
』
に
そ
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の
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、『
孤
島
の
鬼
』
に
お
い

て
、
主
人
公
が
自
分
に
思
い
を
寄
せ
る
男
か
ら
「
君
は
美
し
い
」
と

言
わ
れ
た
刹
那
、
自
分
が
「
女
性
に
化
し
て
」
眼
の
前
に
い
る
「
こ

の
美
貌
の
青
年
は
、
私
の
夫
で
あ
る
と
い
う
、
異
様
な
観
念
」
に
襲

わ
れ
る
場
面
を
、「
こ
こ
に
説
明
さ
れ
た
私
の
心
境
は
ま
さ
に
か
げ
ま

的
な
同
性
愛
者
の
そ
れ
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

『
孤
島
の
鬼
』
に
描
か
れ
た
こ
の
「
異
様
な
観
念
」
は
、「
人
で
な

し
の
恋
」
に
お
け
る
門
野
か
ら
人
形
へ
の
思
慕
、
お
よ
び
、「
私
」
か

ら
門
野
へ
の
思
慕
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
形
愛
と
死
者
へ
の
愛
は
、
い
ず
れ
も
果
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
永

遠
の
ひ
と
り
芝
居
で
あ
り
、「
観
念
」
の
世
界
で
し
か
成
就
し
な
い
。

「
私
」
は
門
野
が
人
形
に
し
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
死
ん
だ
門
野

の
記
憶
を
「
毎
夜
」
の
よ
う
に
抱
き
し
め
、
そ
こ
に
自
ら
の
「
観
念
」

を
移
植
し
た
か
ら
こ
そ
、
い
ま
こ
う
し
て
衆
道
文
化
に
精
通
し
、
聞

き
手
に
向
か
っ
て
滔
々
と
教
え
諭
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
同
性
愛
嗜
好
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
相
手
の
見
て
い
た
場
所
に
立
っ
て
世
界
を
眺
め
、
相
手
の
眼
に

見
え
る
光
景
を
自
分
も
享
受
し
た
い
と
い
う
「
異
様
な
観
念
」
な
の

で
あ
る
。

「
私
」
が
事
後
的
に
こ
う
し
た
精
神
文
化
を
学
ん
だ
理
由
は
、
も
ち

ろ
ん
、
門
野
が
な
ぜ
自
分
を
娶
っ
た
の
か
を
確
か
め
た
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
夫
の
本
当
の
姿
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
、
作
品
を
読
む
と
門
野
自
身
も
武
家
の
家
柄
に
生
ま
れ
た
嫡
子
と

い
う
矜
持
を
も
っ
て
生
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
作

品
の
最
後
に
門
野
が
自
害
す
る
シ
ー
ン
は
、

	

そ
こ
に
は
夫
の
と
、
人
形
の
と
、
二
つ
の
む
く
ろ
が
折
り
重

な
つ
て
、
板
の
間
は
血
潮
の
海
、
二
人
の
そ
ば
に
家い
え
じ
ゆ
う
だ
い

重
代
の
名

刀
が
、
血
を
啜
つ
て
こ
ろ
が
つ
て
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
人

間
と
土
く
れ
と
の
情
死
、
そ
れ
が
滑
稽
に
見
え
る
ど
こ
ろ
か
、

な
ん
と
も
知
れ
ぬ
厳
粛
な
も
の
が
、
サ
ー
ッ
と
私
の
胸
を
引
き

し
め
て
、
声
も
出
ず
涙
も
出
ず
、
た
だ
も
う
茫
然
と
、
そ
こ
に

立
ち
つ
く
す
ほ
か
は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
門
野
は
人
形
と
「
情
死
」
す
る
に
あ
た
っ
て
、

代
々
家
宝
と
さ
れ
て
き
た
「
名
刀
」
を
選
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
場
面
を
語
る
「
私
」
は
、
む
し
ろ
「
名
刀
」
を
主
体
に
据
え
、「
血

を
啜
っ
て
こ
ろ
が
っ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
人
間

の
命
は
果
敢
な
く
絶
え
、「
血
を
啜
つ
て
こ
ろ
が
つ
て
い
た
」「
名
刀
」

は
、
そ
の
美
し
さ
を
永
遠
に
保
つ
の
だ
ろ
う
と
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な

予
感
が
働
い
て
い
る
。
門
野
が
死
を
選
ん
だ
背
景
に
は
、「
拝
領
」
の

人
形
を
破
壊
さ
れ
た
シ
ョ
ッ
ク
と
と
も
に
、「
一
人
子
」
の
跡
継
と
し
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て
こ
の
家
を
護
り
、
子
孫
を
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命

を
背
負
わ
さ
れ
た
自
分
を
解
放
し
て
や
り
た
い
と
い
う
願
望
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
跡
継
ぎ
を
産
ん
で
く
れ
そ
う
な
若
い
娘

を
娶
り
、
日
々
夫
婦
の
営
み
に
励
ん
で
み
た
も
の
の
、
そ
の
生
活
に

堪
え
ら
れ
な
か
っ
た
門
野
は
、
自
ら
死
を
選
ぶ
こ
と
で
こ
の
家
が
背

負
っ
て
き
た
旧
家
の
重
圧
そ
の
も
の
を
絶
っ
て
し
ま
お
う
と
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
人
称
独
白
体
の
語
り
に
お
い
て
、
門
野
は

常
に
「
私
」
に
よ
っ
て
視
ら
れ
る
存
在
、
想
像
さ
れ
る
主
体
だ
が
、

少
な
く
と
も
、「
血
を
啜
つ
て
こ
ろ
が
つ
て
い
た
」「
名
刀
」
に
は
、

彼
が
最
期
に
残
し
た
ダ
イ
イ
ン
グ
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の
機
能
が

与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

６　
「
人
で
な
し
の
恋
」
は
い
か
に
し
て
怪
談
と
な
る
の
か

江
戸
川
乱
歩
は
戦
後
に
書
い
た
「
怪
談
入
門
」（『
宝
石
』
一
九
四

八
年
六
月
～
一
九
四
九
年
七
月
・
一
〇
回
連
載
）
と
い
う
随
筆
の
な

か
で
、
ポ
ー
や
ウ
エ
ル
ズ
ら
の
「
超
自
然
小
説
」
と
自
作
の
「
押
絵

と
旅
す
る
男
」「
鏡
地
獄
」「
人
で
な
し
の
恋
」
が
、
近
似
し
た
「
着

想
」
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、「
ハ
ハ
ア
、
す
る
と

自
分
も
随
分
怪
談
を
書
い
て
い
た
の
だ
な
と
一
種
の
驚
き
を
感
じ
た
」

と
漏
ら
し
て
い
る
。
自
分
が
愛
読
す
る
萩
原
朔
太
郎
の
「
猫
町
」
と

ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
の
中
篇
「
古
風
な
妖
術
」
が
、「
酷
似
し
た
幻
想
」

で
あ
る
こ
と
、
谷
崎
潤
一
郎
の
「
人
面
疽
」
と
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ル
ー

カ
ス
・
ホ
ワ
イ
ト
の
「
ル
ク
ン
ド
ゥ
ー
」
が
「
同
じ
着
想
を
別
の
形

で
取
り
扱
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、「
そ
う
す
る
と
、「
猫
町
」

も
怪
談
で
あ
る
し
、
谷
崎
氏
の
初
期
の
作
品
に
は
「
ハ
ッ
サ
ン
・
カ

ン
の
妖
術
」
そ
の
他
幾
つ
か
の
怪
談
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
」

と
結
論
付
け
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
「
怪
談
入
門
」
に
は
、「
日
本
で
は
南
北
の
怪
談
劇
か

ら
馬
琴
、
京
伝
の
読
本
、
更
ら
に
草
双
紙
の
残
虐
怪
談
に
至
る
ま
で
、

残
虐
と
怪
談
と
は
切
っ
て
も
切
れ
ぬ
関
係
に
あ
っ
た
が
、
西
洋
で
も

こ
の
両
者
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ポ
ー
の
「
黒
猫
」
ホ
フ
マ

ン
の
「
砂
男
」
な
ど
そ
の
一
例
で
あ
る
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
記
述
を
読
む
限
り
、
乱
歩
に
と
っ
て
「
人
で
な
し
の
恋
」
が
怪
談

の
ひ
と
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
 3
。

た
だ
し
、
乱
歩
が
こ
う
し
た
「
残
虐
」
の
す
べ
て
を
好
ん
だ
わ
け

で
は
な
い
。「
情
史
類
略
」（『
幻
影
城
』
岩
谷
書
店
、
一
九
五
一
年
五

月
）
と
い
う
随
筆
に
「
恋
愛
怪
談
」
と
い
う
項
目
を
立
て
た
乱
歩
は
、

「
遊
仙
窟
」、「
牡
丹
燈
記
」（
牡
丹
燈
籠
）、
上
田
秋
成
の
「
菊
花
の

約
」、
幸
田
露
伴
の
「
対
髑
髏
」
な
ど
を
「
忘
れ
難
い
感
銘
」
を
残
し

た
作
品
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
論
を
立
て
て
い
る
。
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こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
愛
情
、
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
美
人
、

怪
談
の
恋
愛
は
、
た
と
え
閨
房
が
描
か
れ
て
い
て
も
、
不
思
議

に
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
感
じ
を
持
っ
て
い
る
。
非
現
実
の
、
夢
幻

の
美
し
さ
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
中
に
奇
妙
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ

ム
が
あ
る
。
美
女
は
凡
て
凄
艶
で
あ
る
。
凄
い
ほ
ど
の
な
ま
め

か
し
さ
、
怖
い
ほ
ど
の
美
し
さ
、
情
慾
と
恐
怖
が
超
自
然
の
通

路
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
、
恐
ろ
し
さ
と
艶
か
し
さ
の
混
り
合
っ

た
一
種
云
い
難
き
色
調
が
生
れ
る
。
怪
談
の
中
で
恋
愛
怪
談
が

特
別
の
座
を
占
め
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

乱
歩
に
と
っ
て
の
怪
談
は
、
人
間
の
情
愛
や
奇
縁
を
基
調
と
し
、

そ
れ
が
恐
ろ
し
い
も
の
、
無
気
味
な
も
の
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
て

い
く
瞬
間
の
な
ま
め
か
し
さ
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、「
怖
い
ほ
ど
の
美
し
さ
」、「
情
慾
と
恐
怖
が
超
自
然

の
通
路
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
」、「
恐
ろ
し
さ
と
艶
か
し
さ
の
混
り
合
っ

た
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
相
反
す
る

情
動
を
同
時
に
獲
得
す
る
こ
と
へ
の
期
待
が
あ
る
。
乱
歩
が
め
ざ
す

怪
談
は
、
ベ
ク
ト
ル
の
異
な
る
二
つ
の
要
素
が
「
超
自
然
の
通
路
」

で
結
び
つ
く
こ
と
で
、「
現
実
の
企
て
及
ば
ざ
る
美
し
さ
」
や
「
奇
妙

な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
が
生
成
さ
れ
る
世
界
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
乱
歩
は
「
人
で
な
し
の
恋
」
を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
怪

談
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
作
品
内
で
唯
一

「
怪
談
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
「
六
」
の
場
面
を
引
用
し

て
み
た
い
。

	

も
し
や
何
か
の
生
霊
が
、
門
野
に
魅
入
つ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
よ
う
か
。
生
来
憂
鬱
で
、
ど
こ
と
な
く
普
通
の
人
と
違

つ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
、
蛇
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
門
野
に
は
（
そ

れ
故
に
又
、
私
は
あ
れ
ほ
ど
も
、
あ
の
人
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
）
そ
う
し
た
、
生
霊
と
い
う
よ
う
な
、
異

形
の
も
の
が
、
魅
入
り
易
い
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
な
ど

と
考
え
ま
す
と
、
は
て
は
、
門
野
自
身
が
、
何
か
こ
う
魔
性
の

も
の
に
さ
え
見
え
出
し
て
、
な
ん
と
も
形
容
の
出
来
な
い
、
変

な
気
持
に
な
つ
て
ま
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
／
い
つ
そ
の
こ

と
、
里
へ
帰
つ
て
、
一
伍ぶ

一し

什じ
う

を
話
そ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
門

野
の
親
御
さ
ま
た
ち
に
、
こ
の
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
よ
う
か
。

私
は
余
り
の
怖
さ
不
気
味
さ
に
幾
度
か
そ
れ
を
決
心
し
か
け
た

の
で
す
け
れ
ど
、
で
も
、
ま
る
で
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
、
怪
談

め
い
た
事
柄
を
、
う
か
つ
に
云
い
出
し
て
は
、
頭
か
ら
笑
わ
れ

そ
う
で
、
か
え
つ
て
恥
を
か
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
つ
て
は
な
ら

ぬ
と
、
娘
心
に
も
ヤ
ツ
と
こ
ら
え
て
、
一
日
二
日
は
、
そ
の
決

心
を
延
ば
し
て
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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こ
の
場
面
で
は
、「
怪
談
」
と
い
う
言
葉
の
周
辺
に
「
生
霊
」、

「
蛇
」、「
異
形
の
も
の
」、「
魔
性
の
も
の
」、「
怖
さ
」、「
無
気
味
さ
」

と
い
っ
た
表
現
を
配
置
し
て
、
眼
の
前
の
現
実
を
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し

げ
に
見
せ
る
演
出
が
施
さ
れ
て
い
る
。
恐
ろ
し
い
も
の
を
恐
ろ
し
い

言
葉
で
表
象
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
泉
鏡
花
が
「
怪
異
と
表
現
法
」

（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
〇
九
年
四
月
一
日
）
の
な
か
で
指
摘
し
た

「
不
思
議
」
を
「
不
思
議
ら
し
く
書
い
て
は
不
可
ま
せ
ん
」
と
い
う
警

告
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
れ
は
下
手
な
怪
談
の
典
型
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
て
露
骨
に
恐
怖
を
煽
る
表
現
に
は
「
恐
ろ
し

さ
と
艶
め
か
し
さ
の
混
り
合
っ
た
」
要
素
な
ど
微
塵
も
感
じ
ら
れ
ず
、

た
だ
た
だ
聞
き
手
を
恐
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
演
出
が
施
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
の
言
葉
は
、
無
気
味
や
恐
怖
を
語

れ
ば
語
る
ほ
ど
無
気
味
や
恐
怖
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
よ
う
な
錯
誤

を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
作
品
の
終
盤
で
「
私
」
が
み
せ
る
の
は
、
い
わ
ゆ

る
懺
悔
譚
と
し
て
の
語
り
口
で
あ
る
。

	

人
で
な
し
の
恋
、
こ
の
世
の
ほ
か
の
恋
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
恋
を
す
る
も
の
は
、
一
方
で
は
、
生
き
た
人
間
で
は

味
わ
う
こ
と
の
出
来
な
い
、
悪
夢
の
よ
う
な
、
或
い
は
又
お
伽

噺
話
の
よ
う
な
、
不
思
議
な
歓
楽
に
魂
を
し
び
ら
せ
な
が
ら
、

し
か
し
又
一
方
で
は
、
絶
え
間
な
き
罪
の
呵
責
に
責
め
ら
れ
て
、

ど
う
か
し
て
そ
の
地
獄
を
逃
れ
た
い
と
、
あ
せ
り
も
が
く
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。
門
野
が
私
を
娶
つ
た
の
も
、
無
我
夢
中
に
私
を

愛
し
よ
う
と
努
め
た
の
も
、
皆
そ
の
は
か
な
い
苦
悶
の
跡
に
過

ぬ
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
／
そ
う
思
え
ば
、
あ
の
睦
言
の

「
京
子
に
済
ま
ぬ
云
云
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
も
解
け
て
来
る
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。
夫
が
人
形
の
た
め
に
女
の
声
色
を
使
つ
て
い

た
こ
と
も
、
疑
う
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
あ
、
私
は
、
な
ん

と
い
う
月
日
の
下
に
生
れ
た
女
で
ご
ざ
い
ま
し
よ
う
。

こ
こ
で
は
、「
悪
夢
」
と
「
お
と
ぎ
話
」、「
不
思
議
な
歓
楽
」
と

「
絶
え
間
な
き
罪
の
呵
責
」
と
い
っ
た
対
語
表
現
が
駆
使
さ
れ
、
い
か

に
も
乱
歩
が
狙
う
怪
談
に
接
近
し
て
い
く
気
配
を
み
せ
て
い
る
。
だ

が
、
よ
く
よ
く
そ
の
語
り
に
耳
を
傾
け
て
い
る
と
、
そ
れ
は
門
野
へ

の
呪
詛
で
あ
り
わ
が
身
を
襲
っ
た
因
果
へ
の
嘆
き
に
終
始
し
て
い
る
。

引
用
部
の
最
後
に
あ
る
「
あ
あ
、
私
は
、
何
と
い
う
月
日
の
も
と
に

生
れ
た
女
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど

芝
居
が
か
っ
た
台
詞
に
し
か
聞
こ
え
な
い
。

こ
う
し
た
懺
悔
譚
は
、
作
品
の
終
盤
に
さ
し
か
か
っ
て
も
延
々
と

続
け
ら
れ
る
。
聞
き
手
が
厭
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
気
を
回
し

た
「
私
」
は
、「
さ
て
私
の
懺
悔
話
と
申
し
ま
す
の
は
、
実
は
こ
れ
か
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ら
あ
と
の
、
恐
ろ
し
い
出
来
事
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。
長
々
と

つ
ま
ら
な
い
お
し
や
べ
り
を
し
ま
し
た
上
に
、「
ま
だ
つ
づ
き
が
あ
る

の
か
」
と
、
さ
ぞ
、
う
ん
ざ
り
な
さ
い
ま
し
よ
う
が
、
い
い
え
、
ご

心
配
に
は
及
び
ま
せ
ん
。
そ
の
要
点
と
申
し
ま
す
の
は
、
ほ
ん
の
わ

ず
か
な
時
間
で
、
す
つ
か
り
お
話
し
出
来
る
こ
と
な
の
で
ご
ざ
い
ま

す
か
ら
。
／
び
つ
く
り
な
す
つ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
恐
ろ
し
い

出
来
事
と
申
し
ま
す
の
は
、
実
は
こ
の
私
が
人
殺
し
の
罪
を
犯
し
た

お
話
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
っ
た
調
子
で
注
意
を
惹
き
つ
け
よ
う
と

す
る
。
見
世
物
小
屋
の
客
引
き
よ
ろ
し
く
、
で
ま
か
せ
の
よ
う
な
口

上
を
述
べ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
作
品
の
見
せ
場
と
な
り
得
た
は
ず
の

人
形
破
壊
シ
ー
ン
で
も
、

	

え
え
、
ま
ま
よ
こ
の
人
形
め
の
、
艶
め
か
し
い
し
や
ッ
面
を
、

叩
き
の
め
し
て
、
手
足
を
引
き
ち
ぎ
つ
て
し
ま
つ
た
な
ら
、
門

野
と
て
ま
さ
か
相
手
の
な
い
恋
も
で
き
は
す
ま
い
。
そ
う
思
う

と
、
も
う
一
刻
も
猶
予
が
な
ら
ず
、
そ
の
晩
、
念
の
た
め
に
、

も
う
一
度
夫
と
人
形
と
の
逢
う
瀬
を
確
か
め
た
上
、
翌
早
朝
、

蔵
の
二
階
へ
駈
け
上
つ
て
、
と
う
と
う
人
形
を
滅
茶
々
々
に
引

つ
ち
ぎ
り
、
眼
も
鼻
も
口
も
わ
か
ら
ぬ
よ
う
に
叩
き
つ
ぶ
し
て

し
ま
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
中
略
）
／
そ
う
し
て
、
ち
よ
う

ど
人
間
の
轢
死
人
の
よ
う
に
、
人
形
の
首
、
胴
、
手
足
と
ば
ら

ば
ら
に
な
つ
て
、
昨
日
に
変
る
醜
い
む
く
ろ
を
さ
ら
し
て
い
る

の
を
見
ま
す
と
、
私
は
や
つ
と
胸
を
さ
す
る
こ
と
が
出
来
た
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。

と
い
っ
た
調
子
で
、
ほ
と
ん
ど
歌
舞
伎
の
責
め
場
 4
を
模
倣
す
る
よ

う
な
通
俗
的
な
描
写
に
終
始
し
て
い
る
。「
ち
よ
う
ど
人
間
の
轢
死
人

の
よ
う
に
」
と
い
う
直
喩
を
用
い
た
り
し
て
、
聞
き
手
の
想
像
に
訴

え
る
よ
う
な
語
り
方
を
し
て
い
る
。「
十
年
以
前
」
の
回
想
で
あ
る
は

ず
な
の
に
、「
昨
日
に
変
る
醜
い
む
く
ろ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
出

来
事
の
因
果
関
係
を
克
明
に
す
る
。
こ
の
と
き
の
「
私
」
は
完
全
に

逆
上
し
常
軌
を
逸
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
う
し
た
混
乱
の
痕
跡
は

見
事
に
払
拭
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
私
」
の
語
り
の
着
地
点
と
も

い
え
る
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

	

見
れ
ば
、
私
に
叩
き
ひ
し
が
れ
て
、
半
ば
残
つ
た
人
形
の
唇

か
ら
、
さ
も
人
形
自
身
が
血
を
吐
い
た
か
の
よ
う
に
、
血
潮
の

筋
が
一
と
し
ず
く
、
そ
の
首
を
抱
い
た
夫
の
腕
の
上
に
タ
ラ
リ

と
垂
れ
て
、
そ
し
て
人
形
は
、
断
末
魔
の
不
気
味
な
笑
い
を
笑

つ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
人
で
な
し
の
恋
」
と
い
う
作
品
を
武
士
の
家
柄
や
若
衆
文
化
と
の
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因
縁
譚
と
し
て
完
結
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
場
面
で
の
主
役
は
、

当
然
、
二
人
の
そ
ば
で
「
血
を
啜
つ
て
こ
ろ
が
つ
て
い
た
」「
名
刀
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
破
壊
さ
れ
た
人
形
は
「
土
く
れ
」
と
な
り
、

人
間
が
「
む
く
ろ
」
と
な
っ
て
転
が
つ
て
い
る
な
か
で
、「
血
を
啜
つ

て
こ
ろ
が
つ
て
い
た
」「
名
刀
」
に
こ
そ
美
の
様
式
が
備
わ
っ
て
い
る

と
い
え
る
。
だ
が
、
最
後
の
最
後
で
乱
歩
は
そ
う
し
た
因
縁
譚
よ
り

も
唇
か
ら
一
滴
の
血
を
垂
ら
す
人
形
の
表
情
を
捉
え
る
こ
と
を
重
視

し
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
拝
領
」
の
人
形
も
武
士
の
家
柄
を
伝
え
る
も
の

で
は
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
断
末
魔
の
不
気
味
な
笑
い
を
笑
つ
て
い

る
」
と
い
う
同
義
反
復
的
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
物
語
を

三
角
関
係
の
愛
憎
劇
と
し
て
収
斂
さ
せ
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
か
つ
て
、

種
村
季
弘
は
「
人
形
幻
想
」（『
影
法
師
の
誘
惑
』
河
出
文
庫
、
一
九

九
一
年
一
二
月
）
の
な
か
で
、「
人
形
は
最
後
に
は
壊
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
同
じ
人
形
で
も
、
手
足
を
捥
が
れ
た
り
、
髪
が
脱
け
落
ち

た
り
、
中
の
藁
が
内
臓
の
よ
う
に
は
み
出
し
た
り
、
汚
さ
れ
た
り
し

て
い
る
人
形
が
、
新
し
い
人
形
よ
り
も
は
る
か
に
妖
し
い
魅
惑
を
湛

え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
あ
の
背
後
の
虚
無
が
傷
口
の
よ

う
に
生
々
し
く
そ
こ
に
露
出
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
」
と
論
じ

た
が
、
こ
の
場
面
に
も
そ
れ
と
相
通
ず
る
認
識
が
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の
描
写
に
読
者
の
背
筋
を
寒
く
さ

せ
る
よ
う
な
迫
力
が
あ
る
か
と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
な
っ

て
い
な
い
。
人
形
の
「
不
気
味
な
笑
い
」
は
、
当
然
、「
私
」
か
ら
夫

を
奪
っ
て
「
情
死
」
を
遂
げ
た
こ
と
を
勝
ち
誇
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
ま
で
、
二
人
の
睦
言
を
門
野
の
「
声
色
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る

会
話
と
し
て
理
解
し
て
き
た
読
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
い
か
に
も
唐

突
な
印
象
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
人
形
に
生
霊
の
よ
う
な
も
の
が
憑
依
し
て
門
野
を
魅
惑
し
て

い
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
描
き
方
が
で

き
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
石
井
明
は
「
憑
依
す
る
幽
霊
」（『
円

朝	  

牡
丹
燈
籠
―
怪
談
噺
の
深
淵
を
さ
ぐ
る
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇

九
年
九
月
）
の
な
か
で
、「
怪
談
に
登
場
す
る
幽
霊
」
を
「
死
者
の
霊

魂
が
形
象
化
し
て
、
生
前
の
ま
ま
の
姿
で
現
れ
る
も
の
」
と
「
霊
魂

が
直
接
姿
を
現
す
こ
と
は
な
く
、
第
三
者
の
身
体
に
憑
依
し
て
、
そ

の
人
の
肉
体
と
声
を
借
り
て
生
前
の
恨
み
を
述
べ
る
も
の
」
が
あ
る

と
指
摘
し
、「
非
業
に
死
ん
だ
人
の
怨
念
が
、
身
内
の
人
や
ま
っ
た
く

無
関
係
の
人
の
身
体
を
借
り
て
、
言
葉
や
身
振
り
な
ど
で
意
思
を
表

わ
し
て
、
復
讐
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
」
よ
う
な
物
語
が
後
者
の
典
型

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
旧
家
の
蔵
の
長
持
に
収
め
ら
れ
た
人
形

は
「
憑
依
す
る
幽
霊
」
を
表
現
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
道
具
立
て
に

違
い
な
い
。

当
然
、
乱
歩
も
そ
の
程
度
の
こ
と
は
想
定
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

随
筆
「
人
形
」（
前
出
）
の
な
か
で
全
国
各
地
に
伝
わ
る
人
形
伝
承
を
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紹
介
し
、「
今
昔
妖
談
集
」
な
ど
も
精
読
し
て
い
た
乱
歩
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
乱
歩
は
こ
の
作
品
を
そ
の
よ
う
な
体
裁
に
せ
ず
、
門
野

の
「
声
色
」、
す
な
わ
ち
、
ひ
と
り
芝
居

0

0

0

0

0

を
「
声
」
の
フ
レ
ー
ム
と
し

た
。
す
べ
て
は
門
野
の
人
形
に
対
す
る
偏
愛
的
な
妄
想
で
あ
っ
た
と

い
う
か
た
ち
で
読
者
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
結
果
、「
人
で
な
し

の
恋
」
の
語
り
は
、
い
ま
こ
こ
で
た
だ
一
度
き
り
「
懺
悔
」
さ
れ
た

言
葉
に
の
み
与
え
ら
れ
る
緊
迫
感
を
も
ち
得
て
い
な
い
。
何
度
も
何

度
も
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
様
々
な
演
出
や
効
果
が
加
わ
っ
て
し

ま
っ
た
お
話
し

0

0

0

に
な
っ
た
。

だ
が
、「
人
で
な
し
の
恋
」
は
本
当
に
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
は
ピ
グ
マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
の
ひ
と
つ
に

類
型
化
さ
れ
る
だ
け
の
凡
庸
な
物
語
な
の
だ
ろ
う
か
。
―
―
こ
の
疑

問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
拙
稿
「
艶
め
か
し
き
怪
談

―「
人
で
な
し

の
恋
」
論
（
上
）」（『
大
衆
文
化
』
二
〇
二
〇
年
九
月
）
の
第
一
章
で

述
べ
た
問
題
編
成
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
作

品
の
読
者
が
最
初
に
躓
く
の
は
、
そ
も
そ
も
「
私
」
は
誰
に
向
か
っ

て
語
り
か
け
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
「
十
年
以
前
」
の
出
来
事
を
い
ま

告
白
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
、
最
後
ま
で
「
私
」
と

対
峙
す
る
聞
き
手
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
聞
き
手
は

一
度
も
言
葉
を
発
し
な
い
し
、「
私
」
の
問
い
か
け
や
言
い
訳
に
対
し

て
の
相
槌
も
打
た
な
い
。「
私
」
は
語
り
の
随
所
で
聞
き
手
が
眼
の
前

に
い
る
か
の
よ
う
な
素
振
り
を
見
せ
る
し
、「
私
」
が
聞
き
手
に
返
答

し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
聞
き
手
の
存
在
が
作

品
中
に
明
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
人
で
な
し
の
恋
」

は
、
そ
も
そ
も
聞
き
手
な
ど
い
な
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
聞
き
手
が
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
こ
に
い
る
か
の

よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
私
」
は
、
誰
も
聞
い
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
応
答
し
、
相
槌
を
う
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

に
お
い
て
、「
人
で
な
し
の
恋
」
は
ホ
ラ
ー
そ
の
も
の
で
あ
る
 5
。

「
私
」
は
、
誰
も
い
な
い
場
所
に
ひ
と
り
座
を
占
め
、「
十
九
歳
」

の
娘
時
代
の
場
景
を
生
き
い
き
と
再
現
し
つ
つ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
か

ら
長
い
時
間
が
経
過
し
た
い
ま
の
認
識
を
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
ひ

と
り
語
り
を
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
門
野
が
人
形
に
し
て
い
た
の
と

同
じ
「
声
色
」
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
門
野
が
「
情
死
」
を
遂
げ

て
か
ら
と
い
う
も
の
、
毎
日
の
よ
う
に
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
こ

と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
内

容
は
、
構
成
や
細
部
の
表
現
、
そ
し
て
臨
場
感
を
醸
し
だ
す
た
め
の

演
出
な
ど
す
べ
て
に
お
い
て
洗
練
さ
れ
、
物
語
と
し
て
の
高
い
完
成

度
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
っ
け
ん
、
理
性
的
か

つ
客
観
的
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
出
来
事
が
、
実
は
テ
ー
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プ
レ
コ
ー
ダ
の
よ
う
に
倦
む
こ
と
な
く
反
復
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、

そ
こ
に
は
あ
る
の
は
狂
気
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

ま
た
、
乱
歩
が
い
う
「
恋
愛
怪
談
」
に
照
ら
し
て
い
え
ば
、
こ
の

作
品
の
語
り
が
恐
ろ
し
い
の
は
、
そ
う
し
た
飽
く
な
き
反
復
の
根
底

に
死
ん
だ
門
野
へ
の
強
い
愛
慕
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
私
」
は
あ
の

出
来
事
の
あ
と
も
ず
っ
と
人
形
へ
の
憎
悪
と
嫉
妬
を
持
続
さ
せ
、
門

野
を
一
途
に
思
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
も
彼
と
同
じ
よ
う

に
「
声
色
」
を
使
っ
て
の
ひ
と
り
語
り
に
没
入
し
、
門
野
を
自
分
の

な
か
に
感
じ
よ
う
と
す
る
。
愛
情
と
呪
詛
が
絡
み
合
っ
た
「
私
」
の

「
声
」
は
、
誰
も
聞
き
手
が
い
な
い
場
所
に
滔
々
と
響
く
。
誰
か
が
そ

れ
を
止
め
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
「
声
」
が
止
む
こ
と
は
な
い
。「
人

で
な
し
の
恋
」
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
自
閉
世

界
の
語
り
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

【
注
】

1	

宮
本
和
歌
子
は
「
江
戸
川
乱
歩
「
人
で
な
し
の
恋
」
論
」（『
江
戸
川
乱
歩
論　

一
人
二
役
の
世
界
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
二
年
四
月
））
の
な
か
で
、「
若
衆

人
形
に
関
し
て
は
、
文
政
九
年
・
一
八
二
六
年
柳
亭
種
彦
『
還
魂
紙
料
』
に
絵

入
り
で
説
明
さ
れ
て
お
り
、「
む
か
し
若
衆
人
形
と
い
ふ
物
あ
り
、
こ
れ
は
婦

人
の
雛
と
ハ
製
作
異
に
し
て
小
児
の
玩
具
に
も
あ
ら
ず　

却
て
大
人
の
愛
興
せ

し
も
の
な
り
と
ぞ　

む
か
し
の
人
情
お
も
ひ
や
る
べ
し
」
と
書
か
れ
、
雛
人
形

や
、
子
供
の
愛
玩
用
と
は
異
な
り
、
大
人
が
性
的
な
用
途
で
用
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

2	

江
戸
川
乱
歩
「
人
形
」（
前
出
）
に
は
、「
昭
和
四
年
の
暮
、
大
井
某
と
い
う

人
が
、
蒲
田
の
古
道
具
屋
で
、
古
い
等
身
大
の
女
人
形
を
買
求
め
、
家
へ
帰
っ

て
そ
の
箱
を
開
く
と
、
生
き
た
様
な
美
人
人
形
の
顔
が
ニ
ッ
コ
リ
笑
っ
た
と
い

う
の
で
、
大
井
某
は
発
狂
し
て
し
ま
っ
た
。（
中
略
）
調
べ
て
見
る
と
、
箱
の

フ
タ
に
古
風
な
筆
跡
で
「
古
式
部
」
と
人
形
の
名
が
書
い
て
あ
る
。
段
々
元
の

持
主
を
探
っ
た
所
が
、
三
十
年
程
前
に
、
熊
本
の
或
る
士
族
か
ら
出
た
も
の
で
、

そ
の
男
は
、
こ
の
人
形
と
二
人
切
り
で
、
孤
独
な
生
活
を
営
ん
で
い
た
が
、
人

形
の
髪
な
ど
も
、
手
ず
か
ら
、
色
々
な
形
に
結
っ
て
や
っ
た
り
す
る
の
を
、
近

所
の
人
が
見
か
け
た
、
と
い
う
こ
と
ま
で
分
っ
た
。（
中
略
）
熊
本
の
武
士
が
、

孤
独
の
住
居
で
、
唯
一
の
相
手
の
人
形
の
髪
を
結
っ
て
や
っ
て
い
る
有
様
を
想

像
す
る
と
、
私
は
ほ
ほ
え
ま
し
く
、
そ
の
武
士
の
心
持
に
同
館
出
来
る
様
な
気

が
す
る
の
だ
。（
中
略
）「
今
昔
妖
談
集
」
と
い
う
本
に
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
話

が
出
て
い
る
。
／
「
い
つ
の
頃
よ
り
か
、
京
大
阪
の
在
番
の
歴
歴
、
も
て
遊
び

と
す
る
こ
と
あ
り
、
大
阪
竹
田
山
本
の
類
の
細
工
人
の
工
夫
に
て
、
女
の
人
形

を
人
程
に
お
し
ら
へ
（
中
略
）
ぜ
ん
ま
い
か
ら
く
り
に
て
、
手
足
を
引
し
め
自

由
に
動
く
こ
と
生
け
る
人
の
如
し
」
菅
谷
と
い
う
武
士
が
、
江
戸
の
遊
女
「
白

梅
」
と
い
う
も
の
に
似
せ
て
、
こ
の
人
形
を
造
ら
せ
、
あ
る
夜
、
そ
の
人
形
と

た
わ
む
れ
て
い
る
時
「
い
か
に
白
梅
、
そ
な
た
は
我
を
か
あ
い
く
思
ひ
給
ふ
か
」

と
尋
ね
て
見
る
と
、
人
形
口
を
動
か
し
て
「
如
何
に
も
、
い
と
し
う
こ
そ
」
と

答
え
た
。
／
驚
い
た
菅
谷
は
、
き
つ
ね
、
た
ぬ
き
の
業
な
ら
ん
と
、
枕
許
の
わ

き
差
取
っ
て
「
白
梅
」
の
人
形
を
真
二
つ
に
し
て
し
ま
っ
た
。
／
こ
れ
は
京
都

の
出
来
事
だ
が
、
丁
度
そ
れ
と
時
を
同
じ
う
し
て
、
江
戸
吉
原
の
本
物
の
白
梅
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太
夫
は
、
初
会
の
客
に
斬
り
殺
さ
れ
て
い
た
。（
初
会
の
客
の
こ
と
故
、
殺
害

の
理
由
は
少
し
も
な
か
っ
た
の
だ
）
と
い
う
話
で
あ
る
」
と
あ
る
。

3	

「
怪
談
入
門
」（
前
出
）
で
は
以
下
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。「《
セ
イ

ヤ
ー
ズ
編
『
探
偵
怪
奇
恐
怖
小
説
集
』
の
目
次
分
類
》　

Ａ　

マ
ク
ロ
コ
ズ
モ

ス
（
超
自
然
怪
談
）　

１
幽
霊
、
化
け
物　

２
魔
術
的
恐
怖
＝
妖
魔
、
吸
血
鬼
、

フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
の
（
人
形
怪
談
）、
憑
き
も
の
、
怨
霊　

３
悪
夢
、

幻
影　

Ｂ　

マ
イ
ク
ロ
コ
ズ
モ
ス
（
人
間
そ
の
も
の
の
恐
ろ
し
さ
）　

１
疾
病
、

狂
気　

２
血
み
ど
ろ
、
残
虐　
《
乱
歩
の
分
類
》
一
、
透
明
怪
談　

二
、
動
物

怪
談　

三
、
植
物
怪
談　

四
、
絵
画
、
彫
刻
（
人
形
）
の
怪
談　

五
、
音
又
は

音
楽
の
怪
談　

六
、
鏡
と
影
の
怪
談　

七
、
別
世
界
怪
談
（
四
次
元
怪
談
）　

八
、

疾
病
、
死
、
死
体
の
怪
談　

九
、
二
重
人
格
、
分
身
の
怪
談　

そ
の
他
、「
幽

霊
化
物
が
そ
の
ま
ま
姿
を
現
わ
す
素
朴
な
怪
談
、
化
物
屋
敷
、
ウ
イ
ッ
チ
な
ど

の
妖
術
、
吸
血
鬼
、
ウ
エ
ア
ウ
ル
フ
、
動
物
の
憑
き
物
な
ど
無
数
の
テ
ー
マ
が

あ
る
が
、
私
の
今
語
り
た
く
思
う
実
例
は
大
体
右
の
九
項
目
に
含
ま
れ
る
よ
う

で
あ
る
」　

以
上
の
分
類
に
拠
れ
ば
、
乱
歩
の
分
類
に
拠
れ
ば
、「
人
で
な
し
の

恋
」
は
「
四
、
絵
画
、
彫
刻
（
人
形
）
の
怪
談
」
の
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

4	

弱
者
の
立
場
に
あ
る
主
人
公
が
強
者
の
立
場
に
あ
る
者
に
よ
っ
て
肉
体
的
、

精
神
的
に
責
め
ら
れ
た
り
困
難
な
状
況
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
り
し
て
苦
悩
す
る

姿
を
見
せ
場
と
す
る
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
法
。
文
化
文
政
期
以
降
の
歌

舞
伎
で
広
く
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

5	

戸
田
山
和
久
は
『
恐
怖
の
哲
学　

ホ
ラ
ー
で
人
間
を
読
む
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版

新
書
、
二
〇
一
六
年
一
月
）
の
な
か
で
フ
ロ
イ
ト
に
言
及
し
、「
不
気
味
な
も

の
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
知
っ
て
い
た
が
抑
圧
さ
れ
隠
さ
れ
て

い
た
、
馴
染
み
の
あ
る
何
か
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
だ
」
と
説
き
、「
不
気

味
な
も
の
」
を
「
ひ
と
」
の
対
極
に
置
く
。「
ひ
と
」
と
い
う
概
念
に
は
本
来

的
に
「
マ
ト
モ
な
ひ
と
」
と
い
う
抑
圧
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
含
ま
れ
て
お
り
、

文
化
は
そ
れ
を
勝
手
に
押
し
つ
け
て
く
る
が
、
不
気
味
な
も
の
が
活
躍
す
る
ホ

ラ
ー
に
は
抑
圧
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
を
解
体
す
る
力
が
あ
る
と
い
う
。

ま
た
、
不
気
味
な
も
の
は
、
本
来
あ
り
え
な
い
能
力
を
も
っ
て
い
た
り
、
複
数

の
も
の
が
寄
せ
集
め
ら
れ
て
い
た
り
す
る
不
純
な
存
在
、
穢
れ
た
存
在
で
あ
る

か
ら
こ
そ
既
存
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
揺
る
が
し
、「
マ
ト
モ
な
ひ
と
」
の
文
化
が

何
を
抑
圧
し
て
き
た
か
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
ジ
キ
ル
と
ハ
イ

ド
、
ド
リ
ア
ン
・
グ
レ
イ
、
狼
男
な
ど
の
事
例
を
あ
げ
て
い
る
。

※		

本
稿
で
は
江
戸
川
乱
歩
自
身
が
校
閲
を
施
し
、
生
前
最
後
に
発
行
さ
れ
た
『
江

戸
川
乱
歩
全
集　

第
十
一
巻
』（
春
陽
堂
、
一
九
五
五
年
六
月
）
を
決
定
稿
と

み
な
し
、「
人
で
な
し
の
恋
」
本
文
に
つ
い
て
は
同
全
集
を
底
本
と
し
た
。
本

文
の
ル
ビ
は
適
宜
割
愛
し
た
。
江
戸
川
乱
歩
に
よ
る
そ
れ
以
外
の
言
説
は
『
江

戸
川
乱
歩
全
集
』（
光
文
社
文
庫
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
科

学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
近
代
日
本
探
偵
小
説
研
究
の
基
盤
研
究　

資
料

の
調
査
・
保
存
・
公
開
と
そ
の
活
用
」（
代
表
・
浜
田
雄
介
、
科
研
番
号

19 H
01232

）
に
関
す
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
立
教
大
学
文
学
部
教
授
）




