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T
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m
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T
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要
約平

安
時
代
に
菅
原
孝
標
女
と
思
し
き
女
性
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
夜
の
寝
覚
』
は
、

人
間
心
理
を
追
究
し
た
そ
の
書
き
ぶ
り
が
「
心
理
小
説
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
。

で
は
、
そ
の
書
き
ぶ
り
は
西
洋
の
「
心
理
小
説
」
と
言
わ
れ
る
も
の
と
ど
の
よ
う
に

同
じ
で
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
十
七
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
の
宮

廷
で
書
か
れ
た
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
と
の
比
較
を
行
っ
た
。

ま
ず
見
え
て
き
た
の
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
「
母
」
の
教
育
を
経
て
一
人
の
女
性
と
し

て
自
立
を
果
た
そ
う
と
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
両
作
の
共
通
性
で
あ
っ

た
。
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
恋
を
経
て
、「
愛
の
不
信
」
へ
と
た
ど
り
着
く
。
そ
の
中
で
、

日
本
の
王
朝
物
語
は
「
寝
取
ら
れ
男
」
の
妻
へ
の
愛
情
を
描
く
と
い
う
違
い
も
見
え

て
き
た
。

最
大
の
違
い
は
、
そ
の
結
末
に
あ
る
。『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
決
然

と
自
ら
の
意
思
で
男
を
振
り
切
っ
て
出
家
を
果
た
す
の
に
対
し
て
、『
夜
の
寝
覚
』
の

ヒ
ロ
イ
ン
は
、
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
と
同
じ
く
ら
い
「
愛
の
不
信
」
を
感
じ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
し
が
ら
み
に
と
ら
わ
れ
て
結
局
出
家
を
果
た
せ
な
い
。
こ
れ
は
『
源

氏
物
語
』
の
紫
の
上
を
受
け
継
ぐ
造
型
で
、
日
本
の
王
朝
物
語
の
典
型
と
も
言
え
る

だ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
に
葛
藤
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
一
生
を
突
き
詰
め
、
そ
の
心
理
を

描
き
通
し
た
と
こ
ろ
に
『
夜
の
寝
覚
』
の
心
理
小
説
と
し
て
の
特
色
が
あ
る
の
だ
っ

た
。以

上
、
両
作
の
比
較
を
通
し
て
、
特
に
『
夜
の
寝
覚
』
の
特
色
を
考
察
し
た
。

A
bstract

“Y
oru
no
N
ezam
e”
has
been
evaluated
as
a
“psychologicalnovel”
for

its
w
riting
style
that
pursues
psychology.
So
how
is
the
style
of

w
riting
sim
ilar
to
and
different
from
w
hat
is
called
a
W
estern

“psychological
novel”?
T
herefore,
in
this
paper,
I
com
pared
it
w
ith

“Princess
ofCleves”w
ritten
atthe
French
courtin
the
17th
century.

T
he
first
thing
that
cam
e
to
m
y
attention
w
as
the
sim
ilarity
betw
een
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the
tw
o
w
orks,
in
w
hich
theheroine
is
depicted
trying
to
becom
e

independent
as
a
w
om
an
after
being
educated
by
her
“m
other.”A
fter

being
loved
by
m
en,the
heroines
have
arrived
at
a
“distrust
oflove”.

T
his
differs
is
apparent,from
Japanese
dynasty
stories
depict
the
love

ofa
“cuckold
m
an”for
his
w
ife.

T
he
biggest
difference
is
in
the
ending.In
contrast
to
the
heroine
of

“Princess
ofCleves”
w
ho
decidedlyshook
offthe
m
an
by
her
ow
n
w
ill

and
becam
e
a
sister,the
heroine
of“Y
oru
no
N
ezam
e”
is
caught
upin

entanglem
ents
and
is
unable
to
becom
e
a
m
onk
in
the
end.
Even

though
she
feels
as
m
uch
“distrustoflove”as
M
rs.Cleve.T
he
purpose

of
“Y
oru
no
N
ezam
e”
as
a
psychological
novel
is
that
it
exploresthe

life
ofsuch
a
conflicted
heroine
and
depicts
the
psychology
ofit.

T
hrough
the
com
parison
ofthe
tw
o
w
orks,this
paper
has
considered

the
characteristics
of“Y
oru
noN
ezam
e”in
particular.

は
じ
め
に

平
安
後
期
に
菅
原
孝
標
女
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
思
し
き
『
夜
の
寝
覚
』
は
、

古
く
よ
り
女
主
人
公
ひ
と
り
の
あ
り
様
、
特
に
彼
女
の
心
理
を
丹
念
に
描
い
た
も
の

と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
つ
と
に
鎌
倉
時
代
の
物
語
評
論
『
無
名

草
子
』
は
「
は
じ
め
よ
り
、
た
だ
、
人
ひ
と
り
の
こ
と
に
て
、
散
る
心
も
な
く
、
し

め
じ
め
と
あ
は
れ
に
、
心
入
り
て
作
り
出
で
け
む
ほ
ど
思
ひ
や
ら
れ
て
、
あ
は
れ
に

あ
り
が
た
き
も
の
に
て
は
べ
れ
」（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
無
名
草
子
』
小
学
館

平
成
一
一
年
）
と
述
べ
て
い
る
し
、
昭
和
の
中
村
真
一
郎
も
「
よ
り
単
純
な
人
物

関
係
と
シ
チ
ュ
エ
イ
シ
ョ
ン
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
ひ
と
つ
、
愛
慾
に
追
わ
れ
る
あ
る

一
組
の
男
女
の
姿
だ
け
を
、
ど
こ
ま
で
も
追
求
す
る
。
そ
の
追
求
の
し
つ
こ
さ
の
点

で
は
、『
源
氏
』
よ
り
も
、
近
代
の
小
説
家
の
作
品
に
、
更
に
近
づ
い
て
い
る
」「
心

理
小
説
の
時
代
の
作
品
に
も
近
似
し
て
い
る
」（『
王
朝
文
学
論
』
新
潮
社

昭
和
四

六
年
）
と
書
い
て
い
る
。

本
論
文
で
特
に
考
え
た
い
の
は
、
時
に
『
源
氏
物
語
』
以
上
と
さ
れ
る
そ
の
『
夜

の
寝
覚
』
の
特
色
、
つ
ま
り
「
人
間
の
内
面
」「
心
理
」
を
追
究
し
た
と
こ
ろ
が
、
い

わ
ゆ
る
西
洋
の
「
心
理
小
説
」
と
ど
れ
だ
け
近
似
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
本
論
で
は
、
そ
の
「
心
理
小
説
」
の
代
表
と
し
て
、
十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の

小
説
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
を
取
り
上
げ
、『
夜
の
寝
覚
』
と
比
較
検
討
し
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。

な
ぜ
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
か
と
言
え
ば
、
本
作
は
中
村
真
一
郎
が
「
フ
ラ
ン
ス

心
理
小
説
の
傑
作
と
な
り
、
新
た
な
伝
統
と
な
っ
た
」
と
位
置
づ
け
、
ま
た
永
田
千

奈
が
「
フ
ラ
ン
ス
恋
愛
心
理
小
説
の
歴
史
は
、『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
に
始
ま
」（『
ク

レ
ー
ヴ
の
奥
方
「
解
説
」』
光
文
社

平
成
二
八
）
る
と
す
る
、「
心
理
小
説
」
の
嚆

矢
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
が
国
で
正
面
か

ら
取
り
上
げ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
非
常
に
少
な
く
、
日
本
の
文
学
作
品
と
ど
う
関

係
す
る
の
か
、
比
較
す
る
こ
と
で
何
が
見
え
て
く
る
の
か
、
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て

は
い
な
い
。
い
わ
ば
未
開
拓
の
課
題
だ
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
散
発
的
に
『
源
氏
物
語
』
と
の
比
較
考
察
は
な
さ
れ
て
き
た
。
先
に

あ
げ
た
中
村
真
一
郎
も
「
実
に
よ
く
似
た
作
品
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
両
作
の
検
討
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に
的
を
絞
っ
た
先
行
研
究
が
、
福
井
芳
男
、
藤
原
克
己
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は

そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
紹
介
し
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
実
は
『
源
氏
物
語
』
以
上
に

『
夜
の
寝
覚
』
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
と
近
し
い
の
だ
と
い
う
こ
と

を
述
べ
、
そ
の
両
作
の
類
似
と
差
異
を
通
し
て
『
夜
の
寝
覚
』
の
特
質
を
明
ら
か
に

す
る
と
い
う
手
順
を
踏
み
た
い
と
思
う
。

以
上
が
本
論
の
見
通
し
で
あ
る
。

な
お
、
本
論
に
お
け
る
本
文
の
引
用
は
『
源
氏
物
語
』
は
岩
波
文
庫
版
『
源
氏
物

語
』（
岩
波
書
店

平
成
二
九
年
）、『
夜
の
寝
覚
』
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
夜

の
寝
覚
』（
小
学
館

平
成
八
年
）、『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
は
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫

版
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』（
光
文
社

平
成
二
八
年
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
。

一
本
節
で
ま
ず
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
福
井
芳
男
の
「
フ
ラ
ン
ス
王
朝
時
代
の
小

説
（
ク
レ
ー
ヴ
公
の
奥
方
）
と
源
氏
物
語
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
一
二
-一
四

昭
和
五
五

年
十
二
月
）
で
あ
る
。
福
井
論
文
に
は
様
々
、
示
唆
に
富
む
指
摘
が
見
受
け
ら
れ
る

が
、
中
で
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
以
下
の
指
摘
で
あ
る
。

ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
夫
人
の
小
説
は
、
ひ
と
り
の
女
性
が
夫
以
外
の
男
性
を
恋
い

慕
い
、
不
貞
に
ふ
み
切
る
か
ど
う
か
心
の
中
で
激
し
く
悩
む
と
い
っ
た
小
説
で

あ
る
。
ひ
と
り
の
女
性
の
心
の
様
々
な
動
き
を
描
写
す
る
も
の
で
、こ
れ
は『
源

氏
物
語
』
と
は
全
く
異
な
っ
た
世
界
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
『
か
げ
ろ
う
日
記
』

の
方
に
親
縁
性
を
感
じ
て
し
ま
う
。

ギ
ャ
ラ
ン
ト
リ
ー
と
雅
び
と
に
似
通
っ
た
点
が
あ
り
な
が
ら
『
源
氏
物
語
』
と

『
ク
レ
ー
ヴ
公
の
奥
方
』
の
愛
の
世
界
が
全
く
異
質
な
点
は
、『
源
氏
物
語
』
の

女
性
た
ち
は
、
名
高
き
色
好
み
の
光
源
氏
に
や
す
や
す
と
身
を
委
ね
、
葛
藤
は

そ
の
後
か
ら
出
て
く
る
。
三
の
宮
の
苦
悩
は
は
げ
し
い
心
の
葛
藤
な
の
で
あ
ろ

う
か
、あ
る
い
は
二
人
の
男
に
身
を
ゆ
だ
ね
た
罪
の
お
の
の
き
で
あ
っ
た
の
か
。

福
井
の
言
う
『
か
げ
ろ
う
（
蜻
蛉
）
日
記
』
に
は
「
ひ
と
り
の
女
性
が
夫
以
外
の

男
性
を
恋
い
慕
い
、
不
貞
に
ふ
み
切
る
か
ど
う
か
心
の
中
で
激
し
く
悩
む
」
と
い
う

内
容
は
な
く
（
強
い
て
言
え
ば
下
巻
の
、
藤
原
遠
度
と
の
や
り
取
り
に
不
貞
の
匂
い

が
微
か
に
感
じ
取
れ
な
く
も
な
い
）、
さ
ほ
ど
の
親
縁
性
は
な
い
と
も
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
感
覚
に
は
一
理
あ
る
。（『
か
げ
ろ
う
日
記
』と
同
じ
よ
う
に
）「
ひ
と
り
の
女
性
」

の
「
心
の
様
々
な
動
き
を
描
写
す
る
」
と
い
う
、
そ
の
点
に
こ
そ
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥

方
』
の
最
大
の
特
色
が
あ
る
か
ら
だ
。『
源
氏
物
語
』
と
い
っ
た
ん
は
比
較
し
な
が
ら

も
、
や
は
り
差
異
が
目
立
つ
と
い
う
の
が
福
井
論
文
の
大
ま
か
な
主
旨
で
あ
る
。

な
お
「『
源
氏
物
語
』
の
女
性
た
ち
は
、
名
高
き
色
好
み
の
光
源
氏
に
や
す
や
す
と

身
を
委
ね
、
葛
藤
は
そ
の
後
か
ら
出
て
く
る
」
と
い
う
指
摘
も
興
味
深
い
。
も
ち
ろ

ん
、
朝
顔
姫
君
や
空
蝉
の
よ
う
に
、
や
す
や
す
と
は
身
を
委
ね
な
い
女
君
も
出
て
く

る
が
、お
お
む
ね
福
井
の
指
摘
通
り
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
六
条
御
息
所
し
か
り
、

朧
月
夜
し
か
り
、
あ
る
い
は
藤
壺
に
し
て
も
拒
む
よ
う
な
態
度
を
示
し
つ
つ
も
何
度

か
源
氏
に
身
を
委
ね
、
そ
の
後
葛
藤
す
る
。
ま
ず
性
交
渉
あ
り
き
の
『
源
氏
物
語
』

と
、
夫
で
あ
る
ク
レ
ー
ヴ
公
と
し
か
性
交
渉
を
持
た
な
い
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
は
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相
当
に
違
う
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
の
違
い
は
「
愛
を
拒
否
し
て
魂
の
憩
い
を
得
よ
う
と
し
た
」「
愛
の
不
信
」
に
あ

る
と
福
井
は
述
べ
る
。『
源
氏
物
語
』
中
で
強
い
て
そ
う
し
た
人
物
を
探
す
と
す
れ

ば
、
宇
治
大
君
の
造
形
が
近
い
か
と
思
わ
れ
る
（
１
）
が
、
大
君
は
結
局
終
生
夫
を

持
た
ず
、
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
の
最
大
の
魅
力
と
言
え
る
「
夫
以
外
の
男
性
を
恋
い
慕
」

う
点
は
異
な
る
。「
夫
以
外
の
男
性
を
恋
い
慕
い
」
な
が
ら
も
、「
愛
の
不
信
」
を
貫

く
ヒ
ロ
イ
ン
と
そ
の
葛
藤
を
描
く
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
と
、『
源
氏
物
語
』
と
の
間

に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
見
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
「
両
作
品
と
も
に
、
愛
の
永
続
性
に
対
す
る
不
信
と
い
う

こ
と
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
」
と
述
べ
、
両
作
は
「
愛
の
不
信
」
と
い

う
点
で
も
共
通
す
る
と
指
摘
す
る
藤
原
克
己
の
論
（
２
）
が
あ
り
、
併
せ
て
こ
れ
に

も
触
れ
て
お
き
た
い
。

藤
原
は
宇
治
大
君
の
思
念
と
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
の
言
葉
と
を
比
較
し
、
上
記
の
指

摘
に
い
た
る
（
３
）
の
だ
が
、
さ
ら
に
「
小
説
の
組
成
」
や
「
リㅟ

アㅟ

リㅟ

ズㅟ

ムㅟ

のㅟ

質ㅟ

のㅟ

よㅟ

うㅟ

なㅟ

もㅟ

のㅟ

（
傍
点
本
文
マ
マ
）」
も
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
と
『
源
氏
物
語
』
は
近

い
も
の
が
あ
る
と
論
じ
る
。
つ
ま
り
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
に
あ
る
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル

な
構
図
（
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
を
占
有
す
る
者
は
彼
女
か
ら
愛
さ
れ
ず
、
彼
女
か
ら
愛
さ

れ
る
者
は
占
有
で
き
な
い
）、
そ
し
て
周
到
に
準
備
さ
れ
た
構
成
、
展
開
と
い
う
も
の

が
、『
源
氏
物
語
』に
も
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
具
体
的
に
言
え
ば『
源

氏
物
語
』
が
「
型
」
が
反
復
、
変
奏
さ
れ
る
、
い
わ
ば
音
楽
的
構
成
に
な
っ
て
い
る

点
、
か
つ
は
女
性
の
個
性
と
人
生
が
「
緊
密
な
統
一
感
を
も
っ
て
描
き
出
」
さ
れ
て

い
る
点
、『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
と
類
似
し
て
い
る
、
と
藤
原
は
述
べ
る
。
そ
の
よ
う

な
組
成
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
（
近
代
小
説
に
お
け
る
即
物
的
、
描
写
的
な
リ
ア

リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
）
あ
る
種
の
「
写
実
性
」
に
よ
っ
て
、
両
作
は
象
ら
れ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

藤
原
の
指
摘
の
中
で
特
に
興
味
深
い
の
は
、
女
性
た
ち
の
自
立
心
の
強
さ
と
い
う

共
通
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
一
方
で
『
源
氏
物
語
』
で
は
男
か
ら
女
へ
の
恋
の

情
念
は
描
か
れ
る
が
、「
女
の
男
に
対
す
る
恋
の
情
念
は
、
そ
れ
が
真
正
面
か
ら
描
か

れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
『
源
氏
物
語
』
に
お

い
て
女
君
の
恋
の
情
念
が
真
正
面
か
ら
描
か
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
（
４
）。

こ
の
問
題
は
、
後
に
『
夜
の
寝
覚
』
と
の
比
較
を
し
て
い
く
際
に
改
め
て
考
え
た
い
。

以
上
、
二
本
の
先
行
研
究
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
で
、
問
題
の
所
在
が
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
ず
は
「
愛
の
不
信
」
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
は
「
一

人
の
女
性
」
の
「
心
の
様
々
な
動
き
を
描
写
」
す
る
中
で
特
に
「
愛
の
不
信
」
が
中

心
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
対
し
て
『
源
氏
物
語
』
は
一
部
の
女
性
に
そ
う
し

た
モ
チ
ー
フ
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
は
っ
き
り
と
「
愛
の
不
信
」
を
心
に
抱
き
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
登
場
人
物
は
少
な
い
。
そ
の
よ
う
な
違
い
が
、

先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、「
女
性
の
自
立
心
」
と
い
う
共

通
点
も
見
い
だ
さ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
で
は
そ
の
（
自
立
し

た
女
性
か
ら
の
）
恋
情
と
い
う
も
の
が
描
か
れ
る
こ
と
―
―
そ
れ
が
「
愛
人
へ
の
想

い
を
夫
に
告
白
す
る
」
と
い
う
ヒ
ロ
イ
ン
の
特
異
な
行
動
に
結
び
つ
い
て
い
る
―
―

も
『
源
氏
物
語
』
と
の
違
い
と
し
て
見
え
て
き
た
。

そ
れ
ら
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
で
は
『
夜
の
寝
覚
』
を
『
ク
レ
ー
ヴ
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の
奥
方
』と
切
り
結
ば
せ
る
と
何
が
見
え
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
次
節
以
下
で
、

明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
『
夜
の
寝
覚
』
は
『
源
氏
物

語
』
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
新
た
な
世
界
を
切
り
開
い
た
と
称
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。

近
代
心
理
小
説
の
祖
で
あ
る
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
と
、
よ
り
近
接
す
る
も
の
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
両
作
の
具
体
的
な
比
較
検
討
に
移
り
た
い
。

二
『
夜
の
寝
覚
』
の
前
半
部
に
お
い
て
、
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

が
対
の
君
と
い
う
女
性
で
あ
る
。
対
の
君
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
筆
者
は
集
中
的
に

そ
の
意
義
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
（
５
）。
対
の
君
が
『
夜
の
寝
覚
』
前
半
部
の
物
語

世
界
の
大
部
分
を
構
築
、
領
導
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
彼
女
の
最
も
重
要
な
意

義
の
一
つ
が
、
ヒ
ロ
イ
ン
（
中
の
君
）
の
母
代
わ
り
と
し
て
、
何
く
れ
と
な
く
ヒ
ロ

イ
ン
の
世
話
を
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

物
語
に
は
以
下
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

君
だ
ち
の
御
方
離
れ
ず
、
思
ひ
後
見
き
こ
ゆ
る
な
か
に
も
（
中
略
）
た
だ
こ
の

御
身
に
添
ひ
て
起
き
臥
し
た
ま
ふ
を
、
大
臣
も
、「
い
と
よ
か
ん
め
り
。
こ
の
御

方
に
あ
づ
か
り
て
、
お
ぼ
し
う
し
ろ
め
」
と
て
、
よ
ろ
づ
に
う
ち
あ
づ
け
た
ま

へ
れ
ば
、

（（
対
の
君
は
）
娘
た
ち
の
お
側
を
離
れ
ず
、
お
世
話
を
申
し
上
げ
て
い
た
中
で

も
、（
中
略
）
た
だ
中
の
君
様
に
寄
り
添
っ
て
起
き
伏
し
な
さ
っ
て
い
る
の
を
、

大
臣
も「
非
常
に
良
い
こ
と
の
よ
う
だ
。
中
の
君
の
こ
と
を
す
べ
て
管
理
し
て
、

後
見
し
て
く
だ
さ
い
」
と
、
万
事
に
つ
け
て
お
任
せ
な
さ
る
の
で
、）（
二
四
～

二
五
頁
）

か
つ
て
拙
稿
で
も
取
り
上
げ
た
が
、
彼
女
は
時
に
ヒ
ロ
イ
ン
の
内
面
を
作
り
だ
し

て
い
る
。

「
姫
君
、
年
ま
さ
り
た
ま
ひ
て
、
い
か
に
う
つ
く
し
き
御
程
な
ら
む
。（
中
略
）」

な
ど
言
ひ
て
、
う
ち
泣
き
な
ど
す
る
は
、
さ
す
が
に
御
耳
と
ど
ま
り
て
、
年
の

数
添
ひ
た
ま
ふ
け
ぢ
め
に
や
、
身
の
憂
さ
も
あ
は
れ
も
、
あ
り
し
よ
り
け
に
、

思
ひ
知
ら
れ
た
ま
ふ
を
り
多
か
り
。

（「
姫
様
は
、
年
も
重
ね
な
さ
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
可
愛
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
か

（
中
略
）」
な
ど
と
言
っ
て
、（
対
の
君
が
）
少
し
泣
い
た
り
す
る
様
子
に
（
中
の

君
は
）
さ
す
が
に
耳
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
、
一
つ
年
を
取
っ
た
せ
い
だ
ろ
う
か
、

我
が
身
の
憂
さ
も
悲
哀
も
、
以
前
よ
り
は
っ
き
り
と
思
い
知
ら
れ
る
折
が
多
い

の
で
あ
っ
た
）（
二
二
一
～
二
二
二
頁
）

こ
の
箇
所
は
『
新
編
全
集
』
の
頭
注
で
「
意
思
を
持
つ
女
性
と
し
て
の
女
主
人
公

へ
」「
中
の
君
変
貌
の
き
ざ
し
を
み
て
よ
い
」（
二
二
一
頁
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
ヒ

ロ
イ
ン
が
い
わ
ゆ
る
「
自
立
し
た
女
性
」
と
な
っ
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
る
貴
重
な

場
面
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
自
立
し
た
女
性
」
が
描
か
れ
る
際
に
、
世
話
を
し
、

時
に
物
事
を
教
え
諭
し
て
「
教
育
」
す
る
女
性
の
存
在
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
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こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
「
母
」
な
る
女
性
の
「
教
育
」
が
あ
る
種
の
指

針
と
な
り
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
「
自
立
」
を
助
け
て
い
く
と
い
う
構
図
が
見
ら
れ
る
の
だ
。

対
の
君
に
よ
っ
て
「
教
育
」
さ
れ
た
「
子
ど
も
を
い
つ
く
し
む
気
持
ち
」
が
こ
の
後
、

ヒ
ロ
イ
ン
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
要
素
と
な
っ
て
い
く
。

同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
に
も
当
て
は
ま
る
。

ヒ
ロ
イ
ン
、
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
は
母
親
で
あ
る
シ
ャ
ル
ト
ル
夫
人
に
大
切
に
「
教
育
」

さ
れ
て
育
つ
。

社
交
と
は
距
離
を
お
き
、
そ
の
間
ず
っ
と
一
人
娘
の
教
育
に
心
を
砕
い
て
き
た

の
だ
。
こ
こ
で
言
う
教
育
と
は
、
知
性
や
美
貌
を
磨
く
こ
と
が
す
べ
て
で
は
な

い
。
徳
を
授
け
、
徳
を
愛
す
る
こ
と
を
教
え
て
き
た
の
だ
。（
中
略
）
夫
だ
け
を

愛
し
、
夫
か
ら
愛
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
、
女
性
が
幸
せ
に
な
る
唯
一
の
方
法
だ
と

い
う
の
だ
。（
二
八
頁
）

彼
女
は
結
果
的
に
夫
以
外
の
男
を
愛
し
て
し
ま
い
、
こ
の
教
育
か
ら
は
一
部
反
し

て
し
ま
う
も
の
の
、
理
性
で
は
ず
っ
と
こ
の
教
え
を
守
ろ
う
と
意
図
し
続
け
る
。
こ

の
教
え
に
従
順
で
あ
ろ
う
と
し
て
（
夫
か
ら
愛
さ
れ
よ
う
と
し
て
）
夫
に
愛
人
へ
の

想
い
を
告
白
し
た
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
母
か
ら
の
教
育
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
か

分
か
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
（
６
）。

ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
年
上
の
女
性
（≒

母
）
の
「
教
育
」
を
経
て
、
自
立

し
た
女
性
と
し
て
歩
を
進
め
て
い
く
。『
夜
の
寝
覚
』
に
つ
い
て
言
え
ば
、
実
母
は
既

に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
対
の
君
は
（
年
上
の
女
性
で
は
あ
る
が
）
失
敗
も
す
る
「
姉
」

的
な
立
ち
位
置
で
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
『
落
窪
物
語
』
の
あ
こ
き
と
い
う
侍
女

が
ま
さ
に
こ
う
し
た
「
姉
」
的
な
女
性
で
あ
り
、
そ
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
し
い
（
７
）。

改
め
て
考
え
れ
ば
日
本
の
王
朝
物
語
に
お
い
て
、
実
母
不
在
の
姫
君
は
非
常
に
多

い
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
俊
蔭
女
も
そ
う
で
あ
る
し
、『
源
氏
物
語
』
の
紫
の
上
も
そ

う
で
あ
る
。
後
期
物
語
で
も
『
狭
衣
物
語
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
源
氏
の
宮
は
幼
く
し
て

実
母
と
死
別
し
て
い
る
し
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
至
っ
て
は
尼
姫
君
、
唐
后
、
吉

野
姫
君
と
主
要
ヒ
ロ
イ
ン
の
全
員
が
実
母
と
生
別
、
あ
る
い
は
死
別
し
て
い
る
。
つ

ま
り
平
安
朝
の
物
語
で
は
、
母
と
の
紐
帯
を
絶
た
れ
、
自
立
を
支
え
る
「
教
育
」
が

十
分
に
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
女
君
の
生
き
様
を
語
る
と
い
う
文
学
的
営
為
が
繰
り
返

し
な
さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

そ
う
し
た
傾
向
の
中
、
実
母
で
は
な
い
が
実
母
の
親
戚
（
実
母
の
姪
。
つ
ま
り
対

の
君
は
ヒ
ロ
イ
ン
に
と
っ
て
は
従
姉
に
あ
た
る
）
で
あ
り
、
実
母
に
準
ず
る
働
き
を

す
る
対
の
君
と
い
う
存
在
が
い
る
『
夜
の
寝
覚
』
は
特
異
な
作
品
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。『
落
窪
物
語
』
も
女
性
の
自
立
を
描
こ
う
と
し
た
物
語
だ
っ
た
が
、『
夜
の

寝
覚
』
は
『
落
窪
物
語
』
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
書
か
れ
て
い
る
（
８
）。『
夜
の
寝
覚
』

に
は
『
落
窪
物
語
』
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
自
立
的
な
女
性
を
描
き
た
い
と
い
う
思
い

が
あ
っ
た
と
思
し
い
。
寝
覚
の
上
は
、
そ
の
後
、
自
立
し
た
母
と
し
て
多
く
の
子
ど

も
た
ち
を
養
育
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
年
上
の
女
性
か
ら
「
教
育
」
を
受

け
る
と
い
う
点
が
自
立
に
際
し
て
重
要
で
あ
り
、
そ
の
点
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
と

も
共
通
し
て
く
る
と
い
う
の
は
非
常
に
興
味
深
い
事
象
だ
ろ
う
。

「
母
」
な
る
存
在
に
教
育
を
受
け
た
ヒ
ロ
イ
ン
。
彼
女
た
ち
が
夫
を
持
ち
な
が
ら
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も
別
に
、
自
ら
そ
れ
と
は
異
な
る
男
性
を
思
慕
し
て
い
く
の
は
、
あ
る
い
は
自
然
な

流
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
次
節
で
は
そ
の
夫
と
の
結
婚
の
模
様
、
そ
し
て
そ
の
後

に
訪
れ
る
恋
の
有
り
様
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三
成
長
し
た
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
男
た
ち
の
評
判
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
。『
ク
レ
ー
ヴ

の
奥
方
』
で
も
ヒ
ロ
イ
ン
、
シ
ャ
ル
ト
ル
嬢
（
の
ち
の
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
）
は
そ
の
美

貌
で
男
た
ち
を
惹
き
つ
け
る
。

宮
廷
に
、
皆
の
視
線
を
惹
き
つ
け
る
美
し
い
女
性
が
現
れ
た
。
完
璧
な
美
と
い

う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
、
美
し
い
も
の
な
ど
見

慣
れ
て
い
る
は
ず
の
宮
廷
の
人
々
で
さ
え
、
う
っ
と
り
し
て
し
ま
う
よ
う
な
美

し
さ
な
の
で
あ
る
。（
二
七
頁
）

後
に
夫
と
な
る
ク
レ
ー
ヴ
公
も
「
シ
ャ
ル
ト
ル
嬢
に
見
と
れ
て
い
た
」（
三
十
頁
）

「
シ
ャ
ル
ト
ル
嬢
の
美
し
さ
と
人
柄
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
」（
三
一
頁
）
と
、
そ
の
外
見

的
な
美
貌
に
魅
惑
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
繰
り
返
し
描
写
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、『
夜
の
寝
覚
』
で
は
ど
う
か
。
周
知
の
と
お
り
、
平
安
朝
に
お
け
る
良
家
の

令
嬢
は
普
段
、
男
の
前
に
顔
を
出
す
と
い
っ
た
こ
と
を
し
な
い
。
男
た
ち
の
心
を
惹

き
つ
け
る
の
は
ヒ
ロ
イ
ン
の
弾
く
楽
器
の
音
色
で
あ
る
。

夜
更
け
て
人
静
ま
り
ぬ
る
ほ
ど
に
、
い
と
近
く
、
吹
き
か
ふ
風
に
つ
け
て
、
琴

の
声
、
一
つ
に
掻
き
合
は
せ
ら
れ
て
い
と
お
も
し
ろ
く
聞
こ
ゆ
る
に
、
お
ど
ろ

き
た
ま
ひ
て
（
中
略
）
筝
の
琴
は
、
弾
く
ら
む
人
ゆ
か
し
く
心
と
ど
ま
り
て
、

や
を
ら
入
り
た
ま
へ
れ
ど

（
夜
が
更
け
て
人
も
寝
静
ま
っ
た
こ
ろ
、
と
て
も
近
く
、
吹
き
付
け
て
く
る
風

に
と
も
な
っ
て
、
楽
器
の
音
が
一
つ
に
合
わ
さ
っ
て
と
て
も
趣
深
く
聞
こ
え
て

く
る
こ
と
に
驚
き
な
さ
っ
て
（
中
略
）、
筝
の
琴
は
、
弾
い
て
い
た
だ
ろ
う
女
の

こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
心
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
、（
男
は
）
そ
っ
と
中
に
侵

入
な
さ
っ
た
の
だ
が
）（
二
六
～
二
八
頁
）

後
に
ヒ
ロ
イ
ン
、
寝
覚
の
上
を
恋
い
慕
い
続
け
る
こ
と
に
な
る
男
主
人
公
も
、
そ

の
恋
は
右
記
の
よ
う
に
彼
女
の
「
琴
の
声
」
を
聞
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
さ
っ
と

屋
敷
の
中
に
侵
入
し
た
と
あ
る
か
ら
、そ
の
惑
乱
の
ほ
ど
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
後
、

男
主
人
公
は
惑
乱
し
た
ま
ま
、
寝
覚
の
上
と
強
引
に
契
り
を
交
わ
す
こ
と
に
な
る
。

琴
の
音
色
の
魔
力
は
容
貌
以
上
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

な
お
、
琴
の
音
色
に
よ
っ
て
恋
心
を
催
す
の
は
男
主
人
公
だ
け
で
は
な
い
。
原
作

本
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
箇
所
な
の
で
、
改
作
本
で
引
用
す
る
（
９
）。

寝
殿
、
渡
殿
構
け
た
る
御
住
ま
ひ
な
れ
ば
、
遠
か
ら
ぬ
程
に
て
立
ち
聞
き
給
ふ

に
、
さ
ら
に
類
な
く
（
中
略
）
明
日
ま
で
思
ひ
な
が
ら
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
、
今

宵
に
限
り
ぬ
べ
く
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
る
。

（
寝
殿
は
渡
り
廊
下
を
構
え
た
住
ま
い
な
の
で
、
遠
く
な
い
と
こ
ろ
で
立
ち
聞

心理小説としての『夜の寝覚』と『クレーヴの奥方』7



き
を
な
さ
っ
て
い
る
と
、
ま
っ
た
く
比
類
な
い
音
色
で
（
中
略
）
明
日
ま
で
思

い
を
我
慢
で
き
そ
う
に
な
く
、
今
夜
で
決
着
を
つ
け
て
し
ま
お
う
と
い
う
考
え

で
心
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
）

（『
中
世
王
朝
物
語
全
集
夜
寝
覚
物
語
』
一
一
〇
～
一
一
一
頁
）

男
主
人
公
の
ラ
イ
バ
ル
に
当
た
る
宮
の
中
将
と
い
う
男
が
、
寝
覚
の
上
の
琴
の
音

色
を
聞
き
つ
け
て
激
し
く
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
明
日
ま
で
我
慢
で
き

ず
、
今
夜
の
う
ち
に
想
い
を
遂
げ
た
い
と
思
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
相
当

な
欲
求
と
言
え
よ
う
（
こ
の
欲
求
は
、
後
に
寝
覚
の
上
を
誘
拐
す
る
と
い
う
計
画
に

繋
が
っ
て
い
く
）。

そ
し
て
、
中
将
が
こ
の
音
色
の
素
晴
ら
し
さ
を
帝
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
帝
も
寝
覚

の
上
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
本
人
の
容
貌
で
は
な
く
、
楽
器
の
音
色
が
男
た

ち
を
惹
き
つ
け
る
と
い
う
の
は
和
洋
の
比
較
と
し
て
興
味
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
男
た
ち
の
求
愛
の
的
に
な
る
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
が
、
結
婚
の
決
め
手

は
大
き
く
異
な
る
。『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
の
世
界
で
は
女
性
の
主
体
性
が
い
か
ん

な
く
発
揮
さ
れ
、
か
つ
そ
う
す
る
こ
と
が
社
会
全
体
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
と
言
う

べ
き
だ
ろ
う
。「
シ
ャ
ル
ト
ル
嬢
は
、
自
分
も
ク
レ
ー
ヴ
公
に
つ
い
て
は
良
い
印
象

を
も
っ
て
い
る
、
結
婚
し
て
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
と
答
え
た
」（
四
七
頁
）
と
、
本

人
の
意
思
が
明
確
に
表
明
さ
れ
、
結
婚
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
平
安
朝
の
結

婚
に
女
性
本
人
の
意
思
は
介
在
す
る
は
ず
も
な
く

こ
こ
も
散
逸
し
て
し
ま
っ
て

い
る
箇
所
だ
が

改
作
本
を
見
て
も
、
原
作
本
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
回
想
を
見

て
も
、ヒ
ロ
イ
ン
の
父
親
の
意
向
で
結
婚
が
決
ま
っ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る（
10
）。

こ
の
違
い
も
西
洋
と
日
本
の
差
に
起
因
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
か
。

た
だ
結
婚
が
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
直
後
、
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
の
身
に
恋

が
降
り
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
点
は
共
通
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
は
結

婚
し
た
後
も
夫
に
愛
情
を
持
て
ず
、
母
か
ら
「
夫
に
愛
情
を
も
つ
よ
う
熱
心
に
説
」

（
五
十
頁
）
か
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
ヌ
ム
ー
ル
公
と
出
会
っ

て
恋
に
落
ち
た
。「
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
の
心
に
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
ヌ
ム
ー
ル
公

の
姿
が
強
く
深
く
刻
ま
れ
て
し
ま
っ
た
」（
五
七
頁
）
と
物
語
は
語
っ
て
い
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
も
、
恋
は
結
婚
直
後
に
や
っ
て
く
る
。
結
婚
が
決
ま
っ
た
寝
覚
の

上
の
も
と
に
、
男
主
人
公
が
忍
び
込
ん
で
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
彼
の
熱
心

な
口
説
き
に
、
寝
覚
の
上
は
気
持
ち
を
揺
り
動
か
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

女
君
、
こ
よ
な
う
馴
れ
ぬ
る
心
地
し
て
、
先
々
の
や
う
に
疎
ま
し
と
は
お
ぼ
え

ず
、
い
と
な
つ
か
し
う
あ
は
れ
な
る
気
配
の
み
見
え
ま
さ
る
に
、
わ
り
な
く
心

移
り
果
て
て
、
今
宵
ば
か
り
と
思
す
に
、
心
細
し
。

（
女
君
は
、
は
な
は
だ
し
く
男
に
親
し
み
が
持
て
る
気
持
ち
に
な
っ
て
、
こ
れ

ま
で
の
よ
う
に
疎
ま
し
い
と
は
思
わ
れ
ず
、（
男
が
）
大
変
親
し
み
や
す
く
愛
情

に
満
ち
た
様
子
に
ば
か
り
見
え
て
く
る
の
で
、
こ
の
上
も
な
く
心
が
移
り
切
っ

て
、
逢
瀬
は
今
夜
限
り
と
思
う
に
つ
け
て
心
細
い
）

（『
夜
寝
覚
物
語
』
一
四
二
頁
）

こ
の
辺
り
も
原
作
本
が
現
存
し
な
い
が
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
（
改
作
本
で
挙
げ
た
）

場
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
『
無
名
草
子
』『
風
葉
和
歌
集
』
な
ど
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
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で
あ
る
（
11
）。「
こ
よ
な
う
馴
れ
ぬ
る
」、
つ
ま
り
男
に
こ
の
上
も
な
い
親
し
み
を
感

じ
て
い
る
こ
と
に
く
わ
え
て
「
わ
り
な
く
」、
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
に
気
持
ち
が
移
っ

て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
る
。『
風
葉
和
歌
集
』
に
よ
れ
ば
、
男
の
も
と
に
ヒ
ロ
イ
ン
の

魂
が
さ
ま
よ
い
出
て
歌
を
詠
ん
だ
場
面
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
だ
と
す
れ
ば
王
朝
の
貴

族
女
性
と
し
て
は
出
色
の
描
写
と
言
え
よ
う
。
夫
を
持
ち
な
が
ら
別
の
男
に
心
惹
か

れ
て
し
ま
う
と
い
う
女
は
『
源
氏
物
語
』
の
空
蝉
に
先
蹤
が
あ
る
と
は
い
え
、「
な
つ

か
し
」「
あ
は
れ
」「
わ
り
な
く
心
移
り
果
て
」
と
い
っ
た
そ
の
心
内
の
明
瞭
さ
、
激

し
さ
は
と
て
も
空
蝉
な
ど
の
比
で
は
な
い
。
今
後
、
こ
の
恋
が
物
語
の
主
題
と
な
っ

て
い
く
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
に
十
分
の
心
内
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、『
ク
レ
ー

ヴ
の
奥
方
』
と
重
な
っ
て
く
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

結
婚
と
、
そ
の
直
後
の
恋
。
女
性
を
主
人
公
に
据
え
た
「
心
理
小
説
」
と
し

て
、
二
つ
の
物
語
は
、
こ
れ
以
後
、
こ
の
恋
の
行
方
を
語
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

特
に
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
自
ら
の
恋
心
に
対
し
て
ど
う
処
置
を
し
て
い
く
の
か
。
彼
女
の

言
動
に
沿
っ
て
、
そ
の
比
較
、
考
察
を
し
て
い
き
た
い
。

四
本
節
で
ま
ず
考
え
た
い
の
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
夫
に
別
の
男
の
存
在
を
知

ら
れ
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。

『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
に
お
け
る
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
の
ひ
と
つ
の
山
場
に
な
っ

て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
宮
廷
を
離
れ
た
が
る
理
由
を
夫
に
尋
ね
ら
れ
た
ク

レ
ー
ヴ
夫
人
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

私
が
宮
廷
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
は
、
訳
が
あ
り
ま
す
。
私
の
よ

う
な
年
齢
の
女
性
が
陥
り
が
ち
な
危
険
を
避
け
た
い
か
ら
で
す
。（
一
九
一
頁
）

「
陥
り
が
ち
な
危
険
」
つ
ま
り
、
恋
に
身
を
や
つ
し
か
ね
な
い
「
危
惧
」
に
触
れ

る
。
は
っ
き
り
と
男
の
名
前
を
口
に
し
た
わ
け
で
も
、
そ
の
思
い
の
丈
を
縷
々
述
べ

た
わ
け
で
も
な
く
、
ず
い
ぶ
ん
遠
回
し
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
夫
に
そ

の
よ
う
な
「
危
惧
」
を
述
べ
た
点
は
、
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
の
独
自
性
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

妻
の
心
に
別
の
男
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
ク
レ
ー
ヴ
公
の
嫉
妬
は
ま
す
ま
す
燃
え

上
が
り
、
つ
い
に
は
彼
を
死
に
追
い
や
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、『
夜
の
寝
覚
』
の
寝
覚
の
上
は
、
自
ら
の
口
で
何
か
を
伝
え
る
わ
け
で
は
な

い
。
彼
女
の
妊
娠
し
た
体
が
、
夫
に
男
の
存
在
を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

御
腹
の
い
と
高
う
、
こ
ち
た
く
苦
し
げ
に
な
り
ま
さ
り
給
ふ
を
、
程
近
く
な
り

ぬ
る
に
こ
そ
あ
め
れ
と
思
せ
ど
、
い
つ
ば
か
り
ぞ
と
問
ひ
き
こ
え
給
は
ば
、
い

と
か
た
は
ら
い
た
か
る
べ
け
れ
ば
、
た
だ
押
し
込
め
て
、
隠
れ
あ
る
べ
き
こ
と

な
ら
ね
ば
、
た
だ
な
ら
ぬ
御
心
地
の
祈
り
ど
も
さ
ま
ざ
ま
は
じ
め
さ
せ
給
ふ
。

（
中
略
）
大
将
殿
は
、
世
の
聞
き
耳
、
わ
れ
も
人
も
心
に
く
か
ら
ず
軽
々
し
き
に

思
ひ
言
は
れ
ん
、
苦
し
う
嘆
か
し
か
り
し
こ
と
も
、
こ
と
の
よ
ろ
し
か
り
し
と

き
の
こ
と
な
り
け
り
、
い
と
小
さ
く
弱
げ
な
る
御
身
に
、
い
た
う
暑
き
頃
ほ
ひ

に
、
苦
し
げ
に
お
は
す
れ
ば
、
あ
る
に
も
あ
ら
ず
お
ぼ
え
給
ひ
て
（
お
腹
が
非

常
に
盛
り
上
っ
て
、
動
く
の
も
煩
わ
し
く
苦
し
そ
う
に
な
っ
て
い
く
一
方
で
あ
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ら
れ
る
の
を
、（
夫
大
将
は
）
出
産
も
間
近
な
の
だ
と
お
思
い
に
な
る
け
れ
ど
、

予
定
日
は
い
つ
ご
ろ
だ
と
お
聞
き
す
る
と
し
た
ら
面
目
な
い
こ
と
に
違
い
な
い

の
で
、
た
だ
心
に
押
し
込
め
て
い
る
。
隠
せ
る
こ
と
で
も
な
い
の
で
、
並
一
通

り
で
な
く
加
持
祈
祷
な
ど
を
様
々
、
始
め
さ
せ
な
さ
る
。（
中
略
）
大
将
殿
は
、

世
間
が
聞
き
耳
を
立
て
て
、
自
分
も
妻
も
下
品
に
軽
々
し
く
噂
を
立
て
ら
れ
る

だ
ろ
う
と
苦
々
し
く
思
っ
た
が
、
そ
れ
も
寝
覚
の
上
の
体
調
が
悪
く
な
い
と
き

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
非
常
に
小
さ
く
弱
々
し
い
お
身
体
で
、
と
て
も
暑
い
時
節

に
苦
し
げ
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
大
将
殿
は
気
も
動
転
さ
れ
る
ば
か
り
で
）

（『
夜
寝
覚
物
語
』
一
九
〇
頁
）

ク
レ
ー
ヴ
夫
人
は
恋
を
し
て
い
る
こ
と
を
自
分
の
口
で
夫
に
伝
え
る
一
方
、
寝
覚

の
上
は
恋
を
し
て
い
る
こ
と
が
自
分
の
体
で
夫
に
伝
わ
る
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い

る
。「
心
理
小
説
」、
こ
と
に
女
性
を
主
軸
に
据
え
た
「
女
の
物
語
」
の
主
人
公
と
し

て
、
こ
の
両
人
は
相
似
性
を
持
つ
。
夫
（
大
将
）
が
妻
の
口
で
は
な
く
体
で
（
＝
妊

娠
で
）
他
の
男
へ
の
恋
を
知
る
と
い
う
点
は
、
確
か
に
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
と
の

大
き
な
差
異
で
は
あ
ろ
う
が
、
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
も
執
拗
に
迫
ら
れ
た
結
果
、
よ
う
や

く
「
危
惧
」
を
吐
露
さ
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
（
12
）。
こ
こ
で
は
、「
妻

の
恋
を
知
っ
た
夫
の
反
応
」
と
い
う
差
異
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。

寝
覚
の
上
の
夫
、
大
将
は
「
い
つ
の
妊
娠
だ
と
聞
け
ば
妻
は
極
ま
り
が
悪
い
だ
ろ

う
」
と
妻
を
慮
り
、
粛
々
と
祈
祷
の
準
備
を
始
め
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

自
分
の
子
ど
も
で
は
な
い
子
ど
も
を
妊
娠
し
て
病
悩
す
る
妻
に
対
し
て
、「
あ
る
に

も
あ
ら
ず
お
ぼ
え
給
ふ
」
と
身
も
世
も
な
く
心
配
し
、
献
身
的
に
看
病
す
る
の
で
あ

る
。
妻
が
完
全
に
肉
体
的
に
寝
取
ら
れ
て
お
り
、
大
将
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
愛
情
深
く
世
話
を
す
る
姿
は
非
常
に
印
象
的
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
こ
こ
に
日
本
の
王
朝
物
語
の
特
質
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。

例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
寝
取
ら
れ
た
妻
に
対
し
て
夫
が
愛
情
を
抱

き
つ
つ
、
献
身
的
に
世
話
を
す
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。

宮
は
、
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
な
や
み
わ
た
り
給
ふ
さ
ま
の
な
ほ
い
と
心
ぐ
る

し
く
、
か
く
思
ひ
放
ち
た
ま
ふ
に
つ
け
て
は
、
あ
や
に
く
に
、
う
き
に
紛
れ
ぬ

恋
し
さ
の
苦
し
く
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
渡
り
給
ひ
て
見
た
て
ま
つ
り
給
ふ
に
つ
け

て
も
、
胸
い
た
く
い
と
ほ
し
く
お
ぼ
さ
る
。
御
祈
り
な
ど
さ
ま
〴
〵
に
せ
さ
せ

給
ふ
。

（
宮
は
非
常
に
可
愛
ら
し
く
、
病
悩
が
続
き
な
さ
っ
て
い
る
様
子
が
や
は
り
何

と
い
っ
て
も
心
苦
し
く
、
こ
の
よ
う
に
愛
想
を
尽
か
し
な
さ
っ
た
の
に
、
そ
れ

に
反
し
て
つ
ら
い
こ
と
に
紛
れ
ら
れ
な
い
宮
へ
の
恋
し
さ
が
苦
し
く
思
わ
れ

る
。
部
屋
を
訪
ね
て
様
子
を
見
申
し
上
げ
な
さ
る
に
つ
け
て
も
、
胸
が
痛
く
、

い
じ
ら
し
く
お
思
い
に
な
る
。
加
持
祈
祷
を
様
々
さ
せ
な
さ
る
。）

（『
源
氏
物
語
』「
若
菜
下
」
五
七
四
頁
）

光
源
氏
は
宮
（
女
三
宮
）
の
密
通
、
妊
娠
に
気
づ
い
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
あ
や
に
く
に
、
う
き
に
紛
れ
ぬ
恋
し
さ
」
を
感
じ
、「
御
祈
り
な
ど
さ
ま
〴
〵
に
」

用
意
し
て
世
話
を
す
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
に
言
え
ば
似
た
よ
う
な
場
面
は
『
浜

松
中
納
言
物
語
』
に
も
あ
る
。
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影
の
や
う
に
あ
さ
ま
し
く
痩
せ
細
り
、
そ
の
人
と
見
え
ぬ
ま
で
弱
う
、
い
み
じ

な
が
ら
、
あ
え
か
に
ら
う
た
き
こ
と
ま
さ
り
て
、
も
の
な
ど
は
か
ば
か
し
う
お

ぼ
え
ぬ
け
し
き
に
、
絶
え
入
り
ぬ
ば
か
り
に
な
る
を
見
る
に
、
せ
む
か
た
な
く

か
な
し
け
れ
ば
、
宮
な
る
僧
ど
も
召
し
て
、
読
経
は
じ
め
さ
せ
、
願
ど
も
立
て

さ
せ
給
ふ
。

（
影
の
よ
う
に
驚
く
ほ
ど
痩
せ
細
り
、
本
当
に
そ
の
人
か
と
思
わ
れ
な
い
ほ
ど

弱
々
し
く
、
ひ
ど
い
あ
り
さ
ま
だ
が
、
た
お
や
か
で
可
愛
ら
し
い
魅
力
は
増
し

て
い
る
。
食
事
な
ど
も
ろ
く
に
採
ら
れ
な
い
様
子
で
息
も
絶
え
絶
え
な
の
を
見

る
と
、
堪
え
よ
う
も
な
く
悲
し
く
愛
し
い
の
で
、
宮
中
に
お
仕
え
し
て
い
る
僧

侶
た
ち
を
召
し
て
、
読
経
を
始
め
さ
せ
、
願
な
ど
を
お
立
て
に
な
る
。）（『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集

浜
松
中
納
言
物
語
』
四
二
二
頁
）

主
人
公
（
中
納
言
）
は
、
将
来
的
に
妻
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
女
（
吉
野
姫
君
）

が
男
と
契
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
い
や
、
他
の
男

と
契
っ
た
か
ら
こ
そ
、
傍
線
部
「
あ
え
か
に
ら
う
た
き
こ
と
ま
さ
り
」
と
彼
は
感
じ

る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
『
夜
の
寝
覚
』
の
大
将
は
そ
の
よ
う
な
「
妻
の
恋
に
寛
容
な
年
上
夫
た
ち
」

の
一
人
と
し
て
存
在
す
る
の
だ
が
、『
夜
の
寝
覚
』
の
独
自
性
は
そ
の
先
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
寛
容
な
気
持
ち
で
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
愛
し
て
く
れ
た
夫
を
、
そ
の

死
後
、
寝
覚
の
上
は
幾
度
と
な
く
思
い
返
す
の
だ
。
本
文
を
見
て
み
た
い
。

「
な
か
な
か
、
か
か
る
に
つ
け
て
も
、
も
し
長
ら
ふ
る
命
も
あ
ら
ば
、
恨
め
し

き
節
多
く
、
心
劣
り
し
た
ま
ふ
べ
き
人
ぞ
か
し
」
と
思
ふ
に
、
亡
き
昔
の
み
恋

し
く
、「
我
は
我
」
と
う
ち
な
が
め
ら
れ
て
、

山
の
端
の
心
ぞ
つ
ら
き
め
ぐ
り
あ
へ
ど
か
く
て
の
ど
か
に
す
ま
じ
と
思
へ

ば

（
四
八
八
～
四
八
九
頁
）

（「（
離
れ
離
れ
で
い
る
な
ら
と
も
か
く
）
か
え
っ
て
こ
う
し
て
そ
ば
に
い
る
に
つ

け
て
、
も
し
私
の
命
が
長
ら
え
る
と
す
れ
ば
（
男
主
人
公
は
）
恨
め
し
い
と
こ
ろ
も

多
く
、
き
っ
と
見
劣
り
し
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
お
人
で
あ
る
こ
と
よ
」
と
思
う
の

で
、
亡
き
夫
と
の
昔
の
こ
と
だ
け
が
恋
し
く
、「
私
は
私
な
の
だ
」
と
自
然
と
ぼ
ん
や

り
物
思
い
に
沈
ん
で
、

山
の
端
の
心
が
つ
ら
い
こ
と
で
す
。
月
と
巡
り
合
っ
て
も
、
こ
の
ま
ま
の
ど
か

に
澄
み
照
ら
せ
な
い
と
思
う
か
ら
（
あ
な
た
の
心
が
つ
ら
い
こ
と
で
す
。
巡
り

会
え
た
に
せ
よ
、
こ
の
ま
ま
の
ど
か
に
住
め
な
い
と
思
う
か
ら
））

自
分
を
変
わ
ら
ず
愛
し
て
く
れ
る
男
主
人
公
と
同
衾
し
な
が
ら
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
心

は
男
の
愛
と
溶
け
合
え
な
い
。『
新
編
全
集
』
の
頭
注
が
「
外
側
か
ら
の
障
害
は
す
で

に
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
心
の
相
違
が
あ
ら
わ
に
際
立
つ
こ
と
に
な
る
」（
四
八
九
頁
）

と
述
べ
る
通
り
で
、
も
う
結
婚
へ
の
障
害
は
何
も
な
い
の
に
、
か
つ
て
の
夫
、
大
将

の
こ
と
が
心
か
ら
離
れ
な
い
。
亡
夫
と
比
べ
れ
ば
、
今
の
恋
人
（
男
主
人
公
）
は
「
恨

め
し
き
節
多
く
、
心
劣
り
し
た
ま
ふ
べ
き
人
」
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
、『
源
氏

物
語
』
と
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
た
「
愛
の
不
信
」
と
い
う

テ
ー
マ
を
『
夜
の
寝
覚
』
も
持
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
「
不
信
」
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は
亡
夫
の
懐
古
に
基
づ
い
て
い
る
。
い
わ
ば
亡
夫
の
寛
容
さ
が
新
た
な
物
語
展
開
を

引
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
展
開
は
、
寝
覚
の
上
が
満
た
さ
れ
な
い
現
実
の
中
で
過
去
を
美
化

し
て
い
る
だ
け
と
も
捉
え
得
る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
寝
覚
の
上

が
そ
の
「
過
去
」
に
と
ら
わ
れ
、
男
主
人
公
と
悲
劇
的
に
す
れ
違
っ
て
い
く
こ
と
が
、

『
夜
の
寝
覚
』
後
半
部
の
主
旋
律
で
あ
る
こ
と
は
動
く
ま
い
。
男
主
人
公
も
、
帝
も
、

ヒ
ロ
イ
ン
に
恋
慕
す
る
の
だ
が
、
そ
の
狂
お
し
い
ま
で
の
執
着
は
ヒ
ロ
イ
ン
に
現
世

忌
避
の
思
い
を
強
め
さ
せ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

「
こ
の
世
は
、
さ
は
れ
や
。
か
ば
か
り
に
て
、
飽
か
ぬ
こ
と
多
か
る
契
り
に
て
、

や
み
も
し
ぬ
べ
し
。
後
の
世
を
だ
に
、
い
か
で
と
思
ふ
を
、
さ
す
が
に
す
が
す

が
し
く
思
ひ
た
つ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
絆
が
ち
に
な
り
ま
さ
る
こ
そ
、
心
憂
け
れ
」

と
、
夜
の
寝
覚
絶
ゆ
る
世
な
く
と
ぞ
。

（「
こ
の
世
は
、
も
う
な
る
よ
う
に
な
れ
。
こ
の
程
度
で
、
満
足
で
き
な
い
こ
と

ば
か
り
の
宿
命
で
終
わ
り
に
し
て
し
ま
お
う
。
せ
め
て
来
世
だ
け
で
も
ど
う
に

か
…
…
と
思
う
け
れ
ど
、
や
は
り
清
々
し
く
出
家
を
思
い
立
つ
こ
と
は
で
き
な

い
し
が
ら
み
ば
か
り
増
え
て
い
く
の
は
、
何
と
も
つ
ら
い
こ
と
だ
」
と
寝
覚
め

が
ち
の
夜
が
絶
え
る
時
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。）（
五
四
六
頁
）

末
尾
の
一
文
を
あ
げ
た
。
寝
付
け
ぬ
ヒ
ロ
イ
ン
の
、
た
め
ら
い
が
ち
な
思
念
が
描

か
れ
て
い
る
。（
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
の
よ
う
に
）
出
家
し
た
い
が
、
彼
女
に
は
子
ど
も
た

ち
が
い
る
。
現
世
に
愛
想
を
尽
か
し
な
が
ら
も
、
出
家
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
宙
づ
り

に
な
っ
た
ま
ま
、『
夜
の
寝
覚
』
は
終
わ
る
。

そ
の
点
で
は
、『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
の
方
は
単
純
明
快
で
あ
る
。
ク
レ
ー
ヴ
夫
人

は
「
別
の
女
性
を
慕
う
あ
な
た
の
姿
を
見
る
日
が
来
る
で
し
ょ
う
」（
二
九
四
頁
）
と

男
主
人
公
に
言
い
放
ち
、「
好
き
だ
っ
た
人
の
い
る
場
所
に
は
戻
る
ま
い
と
決
め
て

い
た
。
そ
こ
で
、
宮
廷
に
戻
ら
な
い
と
い
う
確
固
た
る
決
意
は
誰
に
も
明
か
さ
ぬ
ま

ま
、
静
養
を
口
実
に
修
道
院
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
」（
三
〇
五
頁
）
と
、
自
ら
の

意
思
の
ま
ま
行
動
し
て
い
く
。「
信
仰
に
身
を
捧
げ
」（
三
〇
七
頁
）
る
こ
と
が
で
き

た
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
は
、寝
覚
の
上
が
求
め
た
、か
く
あ
り
た
い
理
想
の
姿
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
。

男
と
女
は
結
局
、分
か
り
合
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
婚
、あ
る
い
は
一
生
を
誓
っ

た
強
い
愛
情
、
ど
ん
な
強
い
絆
で
結
ば
れ
た
か
に
見
え
て
も
、
永
遠
に
あ
て
に
で
き

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
諦
念
」
が
、
こ
の
二
つ
の
作
品
に
共
通
し
て
流

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
二
人
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
共
通
し
て
「
愛
の
不
信
」

に
行
き
つ
く
わ
け
だ
が
、
決
然
と
出
家
を
果
た
し
、
男
女
の
愛
欲
の
世
界
と
き
っ
ぱ

り
決
別
し
た
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
（
13
）
と
、「
愛
の
不
信
」
を
感
じ
な
が
ら
も
出
家
で
き

な
い
寝
覚
の
上
と
い
う
の
は
非
常
に
対
極
的
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
の
紫
の
上
も
こ
の
よ
う
な
「
諦
念
」
を
覚
え
、
出
家

を
望
み
な
が
ら
も
果
た
せ
ず
に
死
を
迎
え
た
女
君
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
『
源
氏

物
語
』
で
試
さ
れ
た
こ
と
を
一
人
の
女
主
人
公
の
人
生
と
し
て
構
築
し
直
し
、
愛
欲

の
世
界
で
葛
藤
し
続
け
る
女
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
据
え
た
の
は
、
や
は
り
『
夜
の
寝

覚
』
独
自
の
達
成
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
悟
り
な
が
ら
も
女
と
し
て
（
妻
と
し

て
、
母
と
し
て
）
生
き
続
け
さ
せ
ら
れ
る
悲
哀
が
、
寝
覚
の
上
に
は
あ
る
。『
ク
レ
ー
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ヴ
の
奥
方
』と
比
較
す
る
こ
と
で
、改
め
て
寝
覚
の
上
が
背
負
っ
て
い
る
文
学
的
テ
ー

マ
が
見
え
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

こ
こ
ま
で
、『
夜
の
寝
覚
』
と
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
と
の
比
較
を
通
し
て
、
日
本

の
王
朝
物
語
の
特
質
、特
に『
夜
の
寝
覚
』の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
ク
レ
ー

ヴ
夫
人
も
寝
覚
の
上
も
、「
男
と
女
は
分
か
り
合
え
な
い
」
と
い
う
諦
念
を
受
け
て
造

型
さ
れ
て
お
り
、「
愛
の
不
信
」
に
行
き
つ
く
点
、
共
通
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
っ
た
。

彼
女
た
ち
は
夫
を
持
ち
な
が
ら
も
他
の
男
へ
の
恋
心
を
抱
き
、
し
か
し
、
夫
の
死
後

も
そ
の
恋
に
身
を
委
ね
な
い
冷
め
た
心
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
彼
女
た
ち
の
そ
の

「
心
」
の
苦
悩
や
葛
藤
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
文
学
史
に
刻
む
「
古
典
」
と
し
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
比
較
か
ら
日
本
の
王
朝
物
語
が
、
母
不
在
の
中
で
女
性
が
自
ら
の

人
生
を
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
を
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
こ

と
、
そ
の
中
で
特
に
『
夜
の
寝
覚
』
は
『
落
窪
物
語
』
を
参
照
し
つ
つ
、
年
上
女
性

か
ら
の
「
教
育
」
を
も
と
に
自
立
し
た
（
精
神
的
な
自
立
を
果
た
し
て
も
必
ず
し
も

社
会
の
な
か
で
常
に
意
志
的
に
振
る
舞
え
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
）
女
性
像
を

構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
し
か
し
、
寝
覚
の
上
は
ク
レ
ー
ヴ

夫
人
同
様
、「
愛
の
不
信
」
を
抱
き
な
が
ら
、
様
々
な
し
が
ら
み
に
縛
ら
れ
て
出
家
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
母
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
「
さ
す
が
に

す
が
す
が
し
く
思
ひ
た
つ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
絆
が
ち
に
な
り
ま
さ
る
」（
五
四
六
頁
）
自

分
に
、
寝
覚
の
上
は
気
づ
か
さ
れ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
が
思
う
に
任
せ
ぬ
宙
づ
り
に
な
っ

て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
『
夜
の
寝
覚
』
の
最
大
の
文
学
的
魅
力
で
あ
ろ
う
。
一
方
の

ク
レ
ー
ヴ
夫
人
は
、
永
田
が
「
解
説
」
で
述
べ
て
い
た
よ
う
に
「
意
志
的
で
行
動
力

の
あ
る
女
性
」（
三
二
三
頁
）
で
あ
り
、「
こ
う
し
た
近
代
性
も
ま
た
、
こ
の
作
品
が

今
も
読
ま
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
」（
三
二
四
頁
）
な
の
で
あ
っ
た
。
二
人
の
ヒ
ロ
イ
ン

の
懸
隔
は
甚
だ
し
く
大
き
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
両
作
は
「
愛
の
不
信
」
と
い
う
点
で
は
共
通
し
な
が
ら
も
、
違
い

の
先
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
最
大
の
文
学
的
特
色
が
あ
っ

た
、
と
言
え
よ
う
。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
、
あ
る
種
当
た
り
前
の
こ
と
を
確
認
し
た

だ
け
だ
っ
た
が
、
世
界
文
学
の
中
で
の
『
夜
の
寝
覚
』
の
立
ち
位
置
が
少
し
で
も
確

認
で
き
た
と
す
れ
ば
望
外
の
こ
と
で
あ
る
。
御
批
正
を
お
願
い
し
た
い
。

注（
１
）
な
お
空
蝉
に
関
し
て
は
、
永
田
千
奈
も
「
光
源
氏
を
拒
ん
だ
女
」
と
し
て
、
そ
の
類
似

性
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
空
蝉
の
場
合
は
源
氏
と
契
り
を
結
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
う

え
に
、
か
つ
空
蝉
は
い
わ
ゆ
る
「
め
や
す
く
も
て
つ
け
て
も
あ
り
つ
る
中
の
品
」（「
帚

木
」
一
七
六
頁
）
に
過
ぎ
ず
、
光
源
氏
に
と
っ
て
は
藤
壺
や
紫
の
上
と
い
っ
た
対
等
な

恋
の
相
手
で
は
な
い
。
事
実
、
夕
顔
と
い
う
新
た
な
女
の
前
に
、
源
氏
の
関
心
は
す
ぐ

に
そ
ち
ら
に
向
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
点
、
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
と
の
類
似
性
は
そ
う
大
き

い
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
空
蝉
自
身
の
、
光
源
氏
を
憎
か
ら
ず
思
い
な
が
ら
も
そ
の
求

め
を
拒
も
う
と
す
る
心
理
の
葛
藤
は
「
帚
木
」
巻
後
半
を
中
心
に
確
か
に
描
写
さ
れ
て

お
り
、
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
と
の
類
似
性
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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（
２
）
藤
原
克
己
「『
源
氏
物
語
』
と
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』」（『
文
字
の
都
市
―
―
世
界
の
文

学
・
文
化
の
現
在
十
講
』
東
京
大
学
出
版
会

平
成
十
九
年
）

（
３
）
藤
原
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
特
に
宇
治
大
君
に
関
し
て
は
男
の
愛
と
い
う
も
の
へ
の
不

信
、
そ
し
て
、
そ
の
不
信
ゆ
え
に
自
分
が
発
す
る
愛
を
も
信
じ
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う

「
愛
の
不
信
」
が
よ
く
表
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
も
『
源
氏
物
語
』
特
に
宇
治
十

帖
の
段
階
で
、
日
本
文
学
に
心
理
小
説
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
な
お
、「
愛
の
不
信
」
の
内
実
に
つ
い
て
泉
敏
夫
は
「「
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
」
に

お
け
る
告
白
の
意
味
」（『
神
戸
女
学
院
大
学
論
集
』
一

昭
和
六
十
年
七
月
）
で
「
愛

の
不
信
は
ヌ
ム
ー
ル
公
の
愛
に
関
す
る
も
の
」
と
し
、
自
分
の
「
ヌ
ム
ー
ル
公
に
対
す

る
愛
は
不
変
」
だ
と
信
じ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
な
お
考
え
た
い
。

（
４
）
わ
ず
か
に
宇
治
中
の
君
が
、
夫
で
あ
る
匂
宮
に
恋
の
情
念
ら
し
き
も
の
を
表
出
す
る
場

面
が
「
総
角
」
巻
に
あ
り
、
か
つ
て
そ
れ
を
『
夜
の
寝
覚
』
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
た

こ
と
が
あ
る
。「
ヒ
ロ
イ
ン「
中
の
君
」と
い
う
呼
称
―
―「
中
の
君
」と
は
何
か
」（『『
夜

の
寝
覚
』
か
ら
読
む
物
語
文
学
史
』
新
典
社

令
和
二
年
初
出
平
成
二
四
年
）
も
併
せ

て
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
５
）『『
夜
の
寝
覚
』
か
ら
読
む
物
語
文
学
史
』（
新
典
社

令
和
二
年
）
第
一
章
「『
夜
の
寝

覚
』
を
読
む
」
参
照
の
こ
と
。

（
６
）
ジ
ュ
リ
ー
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
「
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
見
る
恋
愛
観
―
―
十
二
世
紀
か
ら
十
八

世
紀
前
半
ま
で
」（『
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
芸
学
部
研
究
報
告
「
人
文
」』
五
二

平
成

十
五
年
三
月
）
で
、「
母
の
教
え
を
遵
守
す
る
彼
女
の
精
神
」
が
ヒ
ロ
イ
ン
の
出
家
を
必

然
の
も
の
と
し
て
い
る
と
す
る
。

（
７
）
拙
稿
「『
落
窪
物
語
』
あ
こ
き
の
役
割
―
―
も
う
一
人
の
「
女
主
人
公
」
と
し
て
」（『『
夜

の
寝
覚
』
か
ら
読
む
物
語
文
学
史
』
新
典
社

令
和
二
年
）
に
て
詳
し
く
論
じ
た
。

（
８
）
足
立
繭
子
「『
夜
の
寝
覚
』
発
端
部
と
継
子
物
語
―
―
《
母
》
物
語
と
し
て
の
位
相
」（『
中

古
文
学
論
攷
』
一
二
号

平
成
三
年
十
二
月
）
に
詳
し
い
。

（
９
）
改
作
本
『
夜
寝
覚
物
語
』
は
十
四
世
紀
頃
の
成
立
で
、
特
に
後
半
部
に
関
し
て
は
独
自

の
物
語
展
開
を
持
つ
た
め
原
作
本
『
夜
の
寝
覚
』
と
の
懸
隔
は
相
当
な
も
の
と
思
わ
れ

る
。
た
だ
中
間
の
原
作
本
欠
落
部
の
内
容
に
関
し
て
は
、『
無
名
草
子
』
が
原
作
本
を
評

し
た
個
所
と
、
改
作
本
と
の
間
に
大
き
な
ず
れ
は
な
く
、
改
作
本
は
原
作
本
に
比
較
的

忠
実
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
同
一
視
可
能
な
の
か
、
な
お
慎
重
に
考
え
た
い

と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

（
10
）『
蜻
蛉
日
記
』
に
関
し
て
は
そ
れ
が
さ
ら
に
明
確
で
、
本
人
（
道
綱
母
）
が
「
便
な
き
こ

と
」
と
、
兼
家
と
の
交
際
を
躊
躇
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
親
が
半
ば
強
引
に
文
通

さ
せ
、
結
婚
を
さ
せ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
11
）『
風
葉
和
歌
集
』
で
は
、「
ね
ざ
め
の
ひ
ろ
さ
は
の
准
后
、
心
に
も
あ
ら
ず
お
い
関
白
に

む
か
へ
ら
れ
て
、
な
げ
き
侍
け
る
こ
ろ
、
わ
か
関
白
の
ゆ
め
に
見
え
侍
け
る
歌
」
と
あ

り
、「
物
お
も
ふ
に
あ
く
が
れ
い
で
ゝ
う
き
み
に
は
そ
ふ
た
ま
し
ひ
も
な
く
〳
〵
ぞ
ふ

る
」（『
寝
覚
物
語
欠
巻
部
資
料
集
成
』
一
八
頁
）
と
い
う
ヒ
ロ
イ
ン
の
歌
を
載
せ
る
。

男
主
人
公
に
物
思
い
を
し
て
、
魂
が
彼
の
方
に
い
く
ほ
ど
の
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
12
）な
お
、『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』か
ら
ち
ょ
う
ど
二
百
年
後
に
書
か
れ
た
ト
ル
ス
ト
イ
の『
ア

ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
で
は
、
自
分
の
口
で
は
っ
き
り
と
夫
に
対
し
て
愛
人
へ
の
想
い

を
告
白
す
る
女
主
人
公
が
描
か
れ
る
。
そ
の
ア
ン
ナ
に
比
べ
れ
ば
、
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
の

表
出
ぶ
り
は
非
常
に
慎
ま
し
や
か
で
あ
る
。

（
13
）
林
修
は
こ
の
出
家
を
「
女
に
よ
る
女
の
生
の
認
識
、
そ
し
て
性
の
認
識
の
た
め
の
決
断

と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
（「〈
平
穏
〉
の
希
求
、〈
女
〉
の
希
求
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥

方
』
の
生
涯
」（『
言
語
文
化
研
究
』
八

平
成
二
年
三
月
）。
ま
さ
に
紫
の
上
や
寝
覚
の

上
が
し
た
か
っ
た
決
断
を
、
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
は
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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