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日
本
近
現
代
文
学
で
は
「
老
人
文
学
」
と
言
わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
老
い
と
性
の
問
題
が
描
か
れ
続
け
て
き
た
。
女
性
作
家
と
し
て
、
こ
の
問
題

に
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
の
が
円
地
文
子
で
あ
る
。
円
地
は
「
老
女
も
の
」
と
言
わ
れ
る
作
品
を
多
く
残
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
『
小
町
変
相
』
は
「
小
野

小
町
」
の
伝
説
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
、
生
涯
独
身
を
貫
い
た
美
人
女
優
、
後
宮
麗
子
を
主
人
公
に
据
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
他
の
「
老
女
も
の
」
と
比

べ
て
特
異
な
存
在
で
あ
る
。 

 

本
稿
で
は
、
ま
ず
『
小
町
変
相
』
の
登
場
人
物
が
抱
え
る
「
美
し
さ
」
ゆ
え
の
苦
悩
に
注
目
す
る
。
そ
の
苦
悩
の
背
景
に
は
、「
美
」
＝
「
若
さ
」
と
い
う

男
性
的
価
値
観
が
内
在
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、「
見
ら
れ
る
性
」「
産
む
性
」
と
し
て
の
社
会
的
抑
圧
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
触
れ
た
。
ま
た
、
肉
体
的
な
衰

え
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
主
人
公
が
、
性
的
な
欲
求
を
満
た
す
た
め
の
手
段
と
し
て
「
憑
霊
的
な
力
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ

し
て
、
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
に
お
い
て
、
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
信
楽
夫
人
に
も
注
目
し
た
。
夫
人
が
記
し
た
と
さ
れ
る
「
小
町
私
見
」
に
よ
れ

ば
、
小
町
伝
説
の
背
景
に
は
、
美
貌
の
女
性
の
悲
哀
と
と
も
に
、
そ
れ
を
追
い
か
け
る
男
性
の
心
理
も
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
析
の
上
で
、
夫
人
は
麗

子
に
魅
入
ら
れ
た
夫
と
そ
の
対
象
で
あ
る
麗
子
に
も
同
情
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
信
楽
夫
人
の
存
在
に
よ
っ
て
、
麗
子
や
信
楽
の
人
間
性
が
深
め
ら
れ
て
い

る
と
論
じ
た
。 
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はは
じじ
めめ
にに  

日
本
近
現
代
文
学
に
お
い
て
老
人
文
学
と
い
え
ば
、
川
端
康
成
の
「
山

の
音
」
（
昭
和
二
十
四
年
九
月
―
昭
和
二
十
九
年
四
月
）
「
眠
れ
る
美
女
」

（『
新
潮
』
昭
和
三
十
五
年
一
月
―
昭
和
三
十
六
年
一
月
）
や
谷
崎
潤
一
郎

の
「
瘋
癲
老
人
日
記
」（
『
中
央
公
論
』
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
―
昭
和
三
十

七
年
五
月
）
な
ど
が
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
男
性
で
あ
る
作

家
自
身
の
老
い
と
と
も
に
主
人
公
も
年
を
重
ね
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
に

伴
う
肉
体
の
衰
え
や
死
の
不
安
だ
け
で
な
く
、
老
齢
ゆ
え
の
性
の
問
題
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
主
人
公
た
ち
は
、
老
い
の
中
で
変
化
し
て
い
く

肉
体
と
変
化
し
な
い
欲
望
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
た
め
に
悪
戦
苦
闘
し
な

が
ら
も
、
自
己
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
肯
定
し
、
性
的
な
欲
望
と
と
も

に
残
さ
れ
た
人
生
を
生
き
抜
い
て
い
た
。

一
方
、
女
性
の
立
場
か
ら
性
を
追
求
し
た
の
が
円
地
文
子
で
あ
る
。
円

地
と
い
え
ば
、
家
父
長
制
の
も
と
で
抑
圧
さ
れ
た
女
性
の
生
き
ざ
ま
を
描

き
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
性
描
写
も
含
め
、「
女
の
業
」
や
「
女
の
執
念
」

を
描
い
た
作
家
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
円
地
自
身
も
自
認
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
円
地
に
と
っ
て
女
の
人
生
や
性
の
問
題
を
描
く
こ
と
が
生

涯
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

円
地
も
男
性
作
家
同
様
に
、
自
身
の
老
い
と
と
も
に
主
人
公
に
も
年
を

重
ね
さ
せ
て
い
っ
た
。
小
笠
原
美
子
に
よ
れ
ば
、「
妖
」（
『
中
央
公
論
』
昭

和
三
十
一
年
九
月
）
が
「
老
い
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
最
初
の
作
品
で
あ
る
と

い
う
。
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
「
老
女
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
の
主
人
公

は
、
癌
の
既
往
歴
や
職
業
が
円
地
自
身
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
そ
の
中
で
、
女

優
で
あ
り
生
涯
独
身
を
貫
き
通
し
た
後
宮
麗
子
が
主
人
公
で
あ
る
『
小
町

変
相
』（
講
談
社

昭
和
四
十
年
五
月
）
は
、
特
異
な
設
定
と
言
え
る
。
こ

の
特
異
な
主
人
公
の
設
定
を
通
し
て
、
円
地
が
何
を
表
現
し
た
か
っ
た
の

か
本
稿
に
お
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一一

作作
中中
論論
文文
「「
小小
野野
小小
町町
にに
つつ
いい
てて
のの
私私
見見
」」  

『
小
町
変
相
』
の
根
幹
と
も
言
え
る
作
中
論
文
「
小
野
小
町
に
つ
い
て
の

私
見
」（
＝
以
下
「
私
見
」
と
記
す
）
は
、「
あ
な
め
伝
説
」
や
「
卒
都
婆
小

町
」
の
よ
う
に
小
野
小
町
に
関
す
る
晩
年
の
零
落
物
語
が
発
生
し
た
理
由

を
分
析
し
て
い
る
。
細
川
涼
一
は
「
中
世
は
家
父
長
制
社
会
が
成
立
し
た

時
代
」
で
あ
り
「
母
性
機
能
を
発
揮
し
な
い
未
婚
女
性
に
対
す
る
男
性
の

立
場
か
ら
の
女
性
蔑
視
」
が
あ
り
、
母
性
の
「
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
女
性
の

末
路
」
を
哀
れ
に
描
い
た
の
が
小
町
落
魄
説
話
で
あ
る
と
い
う
（
１
）
。
長

年
、
女
性
の
生
き
ざ
ま
を
題
材
に
し
て
き
た
円
地
に
と
っ
て
、
小
町
伝
説

が
興
味
を
引
く
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
実
際
、
単
行
本

の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、「
こ
の
作
品
の
主
題
は
四
五
年
来
、
意
中
に
あ
っ

た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
小
町
変
相
』
の
「
後
記
」
に
は
「
こ

の
作
品
の
考
証
に
つ
い
て
前
田
善
子
氏
著
「
小
野
小
町
」
に
多
く
の
こ
と

を
教
え
ら
れ
ま
し
た
」
と
書
か
れ
、
感
謝
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
田
善
子

の
『
小
野
小
町
』
は
昭
和
十
八
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。「
私
見
」
に
記
さ

れ
て
い
る
小
町
の
解
釈
の
多
く
は
、
前
田
の
考
え
に
類
似
し
て
い
る
も
の

の
、
円
地
が
前
田
の
『
小
野
小
町
』
を
い
つ
手
に
取
っ
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
小
町
伝
説
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
円
地
に

と
っ
て
前
田
の
本
が
小
説
の
創
作
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
前
田
も
円
地
も
小
町
伝
説
に
対
し
て
、
生
涯
独
身
を
貫
く
女

性
の
不
遇
な
末
路
を
女
性
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
な
い
時
代
ゆ
え
の
宿
命

と
捉
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
円
地
特
有
の
理
論
に
当
た
る
の
が
次
の

2

箇
所
で
あ
る
。

小
町
の
晩
年
の
悲
惨
な
放
浪
生
活
を
語
る
者
は
常
に
男
性
で
あ
っ
て
、

彼
ら
の
中
に
は
家
を
持
た
ぬ
美
女
、
夫
や
子
を
持
た
ぬ
美
女
に
対
す

る
恐
怖
心
の
入
り
交
じ
っ
た
あ
く
ど
い
憎
悪
が
貯
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。

由
来
、
男
の
内
に
は
女
に
対
す
る
無
限
な
恐
怖
心
が
潜
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
女
が
家
婦
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

通
力
を
失
っ
た
よ
う
な
錯
覚
を
持
つ
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。（
第
三
章

小
町
私
見
）

つ
ま
り
、
円
地
は
残
酷
な
小
町
伝
説
を
通
し
て
、
男
性
に
潜
在
す
る
性

役
割
に
基
づ
く
女
性
へ
の
差
別
意
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
に

の
み
着
目
す
れ
ば
、
円
地
な
り
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
『
小
町
変
相
』
に
お
い

て
披
露
し
た
こ
と
に
な
る
。

ゆ
の
ま
え
知
子
は
「
小
町
伝
説
」
に
つ
い
て
「
美
女
落
魄
の
典
型
と
さ
れ

て
き
た
が
、
同
時
に
エ
イ
ジ
ズ
ム
思
想
の
原
型
で
も
あ
る
」
と
、
長
年
語
り

継
が
れ
て
き
た
伝
説
に
隠
さ
れ
た
女
性
差
別
に
光
を
当
て
た
こ
と
を
円
地

の
功
績
と
指
摘
す
る
（
２
）
。
ま
た
有
元
伸
子
は
、
こ
の
「
私
見
」
に
触
れ
、

「
小
町
説
話
の
発
生
と
享
受
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
に
よ
っ
て
考
察
す
る

点
で
、
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批

評
の
か
な
り
早
い
時
期
に
お
け
る
達
成
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま

い
」
と
高
く
評
価
す
る
（
３
）
。 

こ
れ
ら
の
指
摘
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、『
小
町
変
相
』
の
先
行
研
究
の

多
く
は
、
こ
の
「
私
見
」
に
記
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
高
く
評
価
し
て
い

る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
小
町
伝
説
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
や
ジ
ェ
ン
ダ

ー
の
観
点
か
ら
の
考
察
が
十
分
可
能
で
あ
る
。
そ
の
小
町
伝
説
を
下
敷
き

に
し
た
『
小
町
変
相
』
が
女
性
研
究
者
の
関
心
を
引
き
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究

の
対
象
と
な
さ
れ
て
き
た
の
は
当
然
の
結
果
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、「
私
見
」
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
作
品
全
体
に
ど
の
よ
う
に

影
響
し
、
麗
子
の
人
生
に
ど
う
反
映
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ

て
は
い
な
い
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
須
浪
敏
子
が
「
女
一
般
が
結
婚
し
子
ど
も

を
産
む
こ
と
で
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
し
た
時
代
の
ド
グ
マ

か
ら
、
大
物
女
優
の
麗
子
さ
え
逃
れ
が
た
か
っ
た
」
と
、
麗
子
の
苦
悩
の
因

を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
敗
北
を
指
摘
し

て
い
る
の
み
で
あ
る
（
４
）
。 

だ
が
、
麗
子
の
苦
悩
や
葛
藤
の
あ
り
か
を
探
れ
ば
、
そ
れ
が
ジ
ェ
ン
ダ

ー
規
範
に
限
ら
ず
、
美
に
対
す
る
執
着
を
基
に
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。
麗
子
の
苦
悩
は
常
に
「
若
い
美
し
い
役
が
演
じ
ら
れ
な
」
い
、「
美
し

い
と
見
物
に
思
い
こ
ま
せ
る
こ
と
が
」
で
き
な
く
な
る
と
い
う
、「
美
し
い

女
優
」
と
し
て
の
地
位
が
老
い
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

改
め
て
、
先
の
「
私
見
」
の
引
用
箇
所
に
注
目
す
れ
ば
「
家
を
持
た
ぬ
美
女
、

夫
や
子
を
持
た
ぬ
美
女
」
と
男
性
の
憎
悪
の
対
象
は
、
美
貌
の
女
性
に
限

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
す
る
と
、
こ
の
『
小
町
変
相
』
全
体
が

「
美
し
さ
」
ゆ
え
の
苦
悩
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

だ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
小
野
小
町
と
い
う
日
本
を
代
表
す
る
「
美

女
」
伝
説
を
下
敷
き
に
し
た
『
小
町
変
相
』
に
対
し
て
、
麗
子
と
い
う
「
美

女
」
の
苦
悩
の
背
景
に
潜
む
も
の
に
光
を
当
て
て
い
く
。

ま
た
、「
私
見
」
の
筆
者
が
「
家
婦
」
の
代
表
と
も
言
え
る
信
楽
の
妻
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
信
楽
の
妻
は
、

な
ぜ
夫
を
魅
了
し
、
左
遷
の
憂
き
目
に
遭
わ
せ
た
後
宮
麗
子
と
重
な
る
「
小

野
小
町
」
に
対
し
て
「
思
い
や
り
の
あ
る
言
葉
」
を
述
べ
て
い
る
の
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
四
節
で
分
析
を
試
み
る
。

二
節
以
下
で
は
、
美
貌
の
女
性
の
苦
悩
の
原
因
に
焦
点
を
当
て
、
考
察

3
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箇
所
で
あ
る
。

小
町
の
晩
年
の
悲
惨
な
放
浪
生
活
を
語
る
者
は
常
に
男
性
で
あ
っ
て
、

彼
ら
の
中
に
は
家
を
持
た
ぬ
美
女
、
夫
や
子
を
持
た
ぬ
美
女
に
対
す

る
恐
怖
心
の
入
り
交
じ
っ
た
あ
く
ど
い
憎
悪
が
貯
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。

由
来
、
男
の
内
に
は
女
に
対
す
る
無
限
な
恐
怖
心
が
潜
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
女
が
家
婦
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

通
力
を
失
っ
た
よ
う
な
錯
覚
を
持
つ
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。（
第
三
章

小
町
私
見
）

つ
ま
り
、
円
地
は
残
酷
な
小
町
伝
説
を
通
し
て
、
男
性
に
潜
在
す
る
性

役
割
に
基
づ
く
女
性
へ
の
差
別
意
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
に

の
み
着
目
す
れ
ば
、
円
地
な
り
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
『
小
町
変
相
』
に
お
い

て
披
露
し
た
こ
と
に
な
る
。

ゆ
の
ま
え
知
子
は
「
小
町
伝
説
」
に
つ
い
て
「
美
女
落
魄
の
典
型
と
さ
れ

て
き
た
が
、
同
時
に
エ
イ
ジ
ズ
ム
思
想
の
原
型
で
も
あ
る
」
と
、
長
年
語
り

継
が
れ
て
き
た
伝
説
に
隠
さ
れ
た
女
性
差
別
に
光
を
当
て
た
こ
と
を
円
地

の
功
績
と
指
摘
す
る
（
２
）
。
ま
た
有
元
伸
子
は
、
こ
の
「
私
見
」
に
触
れ
、

「
小
町
説
話
の
発
生
と
享
受
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
に
よ
っ
て
考
察
す
る

点
で
、
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批

評
の
か
な
り
早
い
時
期
に
お
け
る
達
成
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま

い
」
と
高
く
評
価
す
る
（
３
）
。 

こ
れ
ら
の
指
摘
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、『
小
町
変
相
』
の
先
行
研
究
の

多
く
は
、
こ
の
「
私
見
」
に
記
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
高
く
評
価
し
て
い

る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
小
町
伝
説
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
や
ジ
ェ
ン
ダ

ー
の
観
点
か
ら
の
考
察
が
十
分
可
能
で
あ
る
。
そ
の
小
町
伝
説
を
下
敷
き

に
し
た
『
小
町
変
相
』
が
女
性
研
究
者
の
関
心
を
引
き
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究

の
対
象
と
な
さ
れ
て
き
た
の
は
当
然
の
結
果
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、「
私
見
」
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
作
品
全
体
に
ど
の
よ
う
に

影
響
し
、
麗
子
の
人
生
に
ど
う
反
映
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ

て
は
い
な
い
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
須
浪
敏
子
が
「
女
一
般
が
結
婚
し
子
ど
も

を
産
む
こ
と
で
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
し
た
時
代
の
ド
グ
マ

か
ら
、
大
物
女
優
の
麗
子
さ
え
逃
れ
が
た
か
っ
た
」
と
、
麗
子
の
苦
悩
の
因

を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
敗
北
を
指
摘
し

て
い
る
の
み
で
あ
る
（
４
）
。 

だ
が
、
麗
子
の
苦
悩
や
葛
藤
の
あ
り
か
を
探
れ
ば
、
そ
れ
が
ジ
ェ
ン
ダ

ー
規
範
に
限
ら
ず
、
美
に
対
す
る
執
着
を
基
に
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。
麗
子
の
苦
悩
は
常
に
「
若
い
美
し
い
役
が
演
じ
ら
れ
な
」
い
、「
美
し

い
と
見
物
に
思
い
こ
ま
せ
る
こ
と
が
」
で
き
な
く
な
る
と
い
う
、「
美
し
い

女
優
」
と
し
て
の
地
位
が
老
い
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

改
め
て
、
先
の
「
私
見
」
の
引
用
箇
所
に
注
目
す
れ
ば
「
家
を
持
た
ぬ
美
女
、

夫
や
子
を
持
た
ぬ
美
女
」
と
男
性
の
憎
悪
の
対
象
は
、
美
貌
の
女
性
に
限

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
す
る
と
、
こ
の
『
小
町
変
相
』
全
体
が

「
美
し
さ
」
ゆ
え
の
苦
悩
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

だ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
小
野
小
町
と
い
う
日
本
を
代
表
す
る
「
美

女
」
伝
説
を
下
敷
き
に
し
た
『
小
町
変
相
』
に
対
し
て
、
麗
子
と
い
う
「
美

女
」
の
苦
悩
の
背
景
に
潜
む
も
の
に
光
を
当
て
て
い
く
。

ま
た
、「
私
見
」
の
筆
者
が
「
家
婦
」
の
代
表
と
も
言
え
る
信
楽
の
妻
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
信
楽
の
妻
は
、

な
ぜ
夫
を
魅
了
し
、
左
遷
の
憂
き
目
に
遭
わ
せ
た
後
宮
麗
子
と
重
な
る
「
小

野
小
町
」
に
対
し
て
「
思
い
や
り
の
あ
る
言
葉
」
を
述
べ
て
い
る
の
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
四
節
で
分
析
を
試
み
る
。

二
節
以
下
で
は
、
美
貌
の
女
性
の
苦
悩
の
原
因
に
焦
点
を
当
て
、
考
察

3
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を
行
う
。

二二

後後
宮宮
麗麗
子子  

「
美
し
い
」
人
間
は
、
恵
ま
れ
て
い
る
。
容
姿
端
麗
で
あ
る
こ
と
は
、
異

性
の
目
を
引
き
、
愛
さ
れ
る
可
能
性
を
増
す
。
一
般
的
に
は
、
そ
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
美
し
い
」
が
ゆ
え
の
苦
し
み
を
理
解
す

る
こ
と
は
、「
美
し
さ
」
を
も
ち
得
な
い
人
間
に
は
困
難
で
あ
る
。

だ
が
、「
美
し
さ
」
は
人
を
魅
了
す
る
一
方
で
、
苦
し
み
を
与
え
る
こ
と

も
あ
る
。
東
畑
開
人
は
著
書
の
中
で
「
美
を
病
む
」
と
い
う
言
葉
を
「
美
し

さ
や
醜
さ
に
囚
わ
れ
て
、
あ
る
い
は
圧
倒
さ
れ
て
、
自
ら
が
生
の
苦
し
み

に
苛
ま
れ
る
こ
と
」
と
定
義
し
て
い
る
（
５
）
。 

こ
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
な
ら
ば
、「
美
し
さ
」
に
囚
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え

に
苦
悩
の
渦
に
飲
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
が
後
宮
麗
子
で
あ
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
美
し
さ
」
と
は
、
そ
も
そ
も
基
準
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
主
観
的
な

も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
美
人
女
優
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
人
物
は
、
大
衆
か
ら

美
的
な
存
在
と
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
に
も
、

加
齢
は
必
ず
訪
れ
、「
若
さ
」
と
い
う
表
面
的
な
美
し
さ
を
奪
い
去
っ
て
い

く
。豪

華
な
三
面
鏡
の
前
で
、
自
分
の
姿
を
映
す
麗
子
は
、
顔
や
首
の
「
頽

廃
」
を
直
視
し
、
自
身
の
老
い
を
実
感
す
る
。
そ
し
て
、
「
美
し
い
女
優
」

で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
こ
の
先
困
難
に
な
る
こ
と
を
予
感
す
る
。
男
性
を

「
見
る
性
」
、
女
性
を
「
見
ら
れ
る
性
」
と
区
別
し
た
場
合
、
麗
子
は
「
見

ら
れ
る
性
」
と
し
て
今
ま
で
当
た
り
前
の
よ
う
男
性
か
ら
羨
望
や
好
意
の

ま
な
ざ
し
を
向
け
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
加
齢
に
よ
る
容
貌
の
衰
え
に
よ

っ
て
、
そ
の
優
越
感
が
麗
子
か
ら
奪
い
去
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
代
り
、
今
ま

で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
「
悔
い
」
や
嫉
妬
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。

麗
子
は
、
人
生
で
最
も
愛
し
た
出
雲
路
正
吾
と
の
関
係
を
思
い
出
す
。

そ
れ
は
、
麗
子
の
人
生
で
最
も
悔
い
を
感
じ
る
関
係
で
も
あ
っ
た
。
舞
台

を
捨
て
き
れ
ず
、
結
婚
に
踏
み
切
れ
な
い
麗
子
は
女
優
仲
間
の
梅
乃
に
正

吾
を
奪
わ
れ
た
。
梅
乃
は
、
不
器
量
で
あ
り
な
が
ら
も
「
努
力
型
」
の
人
間

で
あ
り
、
そ
こ
に
惚
れ
込
ん
だ
正
吾
の
養
母
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
、
あ
っ

さ
り
と
正
吾
の
妻
の
座
を
射
止
め
た
。

「
美
」
と
「
醜
」
の
対
立
な
ら
ば
、
圧
倒
的
に
「
美
」
が
強
い
と
誰
も
が

思
っ
て
い
る
。
だ
が
、
醜
い
梅
乃
に
、「
人
気
盛
り
の
美
貌
を
誇
り
に
し
て

い
た
」
麗
子
は
敗
北
し
た
。
さ
ら
に
、
美
し
さ
を
失
い
つ
つ
あ
る
麗
子
に
対

し
て
、
六
十
歳
を
過
ぎ
た
梅
乃
は
「
不
自
然
な
ほ
ど
若
く
生
き
生
き
」
し
て

い
る
と
い
う
。
こ
の
梅
乃
の
姿
は
、
美
し
い
人
間
は
醜
い
人
間
よ
り
も
優

位
で
あ
る
と
い
う
麗
子
の
価
値
観
に
揺
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
と
同
時

に
、
若
さ
を
維
持
さ
せ
て
い
る
梅
乃
に
対
し
て
、「
一
体
ど
ん
な
美
容
法
を

実
行
し
て
い
る
の
」
か
と
詮
索
す
る
麗
子
か
ら
は
「
若
さ
」
＝
「
美
し
さ
」

と
い
う
価
値
基
準
が
強
調
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
麗
子
は
梅
乃
の
若
さ
の
理
由
を
「
若
い
男
に
で
も
あ
の
執
っ

こ
い
情
熱
を
傾
け
て
」
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
。
こ
こ
か
ら
、
若
い

異
性
と
関
係
を
も
つ
こ
と
が
、
若
返
り
に
繋
が
る
と
い
う
思
想
が
明
ら
か

に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
麗
子
は
夏
彦
を
誘
惑
し
、
性
的
な
関
係
を
持
つ
よ

う
に
迫
る
。
し
か
し
、
夏
彦
は
こ
れ
ま
で
の
男
性
た
ち
と
違
い
、「
美
人
っ

て
い
う
の
は
う
つ
ろ
い
易
い
ん
だ
ね
」
と
「
青
年
の
冴
え
た
瞳
」
で
麗
子
の

「
老
衰
」
を
見
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

で
は
、
夏
彦
は
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
麗
子
に
魅
了
さ
れ
て
行
っ
た
の

か
。夏

彦
に
は
麗
子
と
出
会
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
若
い
女
性
に
対
し
て
吐
き

気
を
催
す
よ
う
な
「
不
思
議
な
変
化
」
が
生
じ
て
い
く
。
ま
た
、
麗
子
の
肉

4

体
に
対
し
て
も
「
時
の
惨
酷
な
破
壊
力
を
感
じ
さ
せ
る
肉
体
の
衰
頽
が
、

麗
子
か
ら
離
れ
た
時
、
逆
に
も
っ
と
も
生
々
し
い
女
性
美
と
し
て
感
覚
さ

れ
る
不
可
思
議
」
に
囚
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
信
楽
に
麗
子
と
の
関
係
を

指
摘
さ
れ
れ
ば
、「
僕
は
変
態
じ
ゃ
な
い
」
と
答
え
つ
つ
も
麗
子
の
肉
体
を

「
廃
頽
の
極
致
の
不
可
思
議
な
醍
醐
味
」
と
感
じ
、
未
練
が
残
る
。

こ
の
よ
う
に
「
不
思
議
」「
不
可
思
議
」
と
表
現
さ
れ
る
夏
彦
の
心
情
か

ら
、
夏
彦
が
何
ら
か
の
力
に
よ
っ
て
麗
子
に
導
か
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
こ
れ
は
、
後
に
発
表
さ
れ
る
「
遊
魂
」（
『
新
潮
』
昭
和
四
十
五
年

一
月
）
や
『
彩
霧
』（
新
潮
社

昭
和
五
十
一
年
九
月
）
の
な
か
で
確
立
さ

れ
る
「
憑
霊
的
な
力
」
の
前
段
階
と
見
做
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、「
憑
霊
的
な
力
」
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
『
女
面
』（
講
談
社

昭
和
三
十
三
年
十
月
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
栂
尾
三
重
子
が
書
い
た
作
中

論
文
「
野
々
宮
記
」
で
は
、
六
条
御
息
所
に
対
し
て
世
評
と
は
異
な
る
観
点

か
ら
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
六
条
御
息
所
を
「
男
に
頼
り
き

ら
な
い
独
立
性
」
を
持
っ
た
人
物
と
し
た
上
で
、「
憑
霊
的
な
能
力
に
よ
っ

て
、
自
分
の
意
志
を
必
ず
他
に
伝
え
、
そ
れ
を
遂
行
さ
せ
ね
ば
や
ま
ぬ
霊

女
」
と
評
し
て
い
る
。
麗
子
は
こ
の
六
条
御
息
所
の
「
憑
霊
的
な
能
力
」
を

継
承
し
、
こ
れ
を
駆
使
し
て
、
夏
彦
の
中
に
入
り
込
み
関
係
を
持
つ
に
至

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
憑
霊
的
な
力
」
と
は
肉
体
的
な
魅
力
を

失
っ
た
高
齢
女
性
が
若
い
男
性
と
関
係
を
持
つ
た
め
の
救
済
手
段
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
遊
魂
」
以
後
は
さ
ら
に
幻
想
性
が
増
し
、「
自
分
の
う
ち
に
く
ぐ
も
っ

て
い
て
、
折
々
自
分
に
話
し
か
け
て
い
た
声
は
、
今
日
、
一
つ
の
形
に
凝
っ

て
、
自
分
の
う
ち
か
ら
さ
ま
よ
い
出
て
行
」
く
よ
う
に
な
り
、
相
手
の
男
性

の
「
心
と
身
体
の
奥
処
に
ま
で
自
分
が
沁
み
通
っ
て
」
行
っ
た
感
覚
を
残

す
。「
蛇
の
声
」（
『
海
』
昭
和
四
十
五
年
四
月
）
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
自

由
自
在
に
な
り
、「
現
実
」
と
「
仮
現
」
の
境
界
線
は
曖
昧
に
な
り
、
新
聞

記
事
で
読
ん
だ
被
害
者
家
族
の
心
に
同
化
す
る
ま
で
に
至
る
。

次
の
疑
問
は
、「
憑
霊
的
な
力
」
を
駆
使
し
、
夏
彦
と
性
的
な
関
係
を
結

ん
だ
麗
子
が
実
際
に
回
春
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

夏
彦
と
交
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
麗
子
の
中
に
残
っ
て
い
た
自
己

憧
憬
は
根
こ
そ
ぎ
引
き
ぬ
か
れ
た
と
言
っ
て
よ
か
っ
た
。
麗
子
は
自

分
一
人
だ
け
で
憎
み
つ
づ
け
て
来
た
肉
体
の
衰
え
の
一
つ
一
つ
の
特

徴
を
、
こ
の
若
い
用
捨
の
な
い
仕
打
ち
で
余
す
と
こ
ろ
な
く
え
ぐ
り

出
さ
れ
た
と
思
っ
た
。
二
つ
の
身
体
が
か
ら
み
合
っ
て
恍
惚
の
境
を

さ
ま
よ
っ
て
い
る
時
で
も
麗
子
は
狂
お
し
く
喘
ぎ
乱
れ
る
息
の
下
で
、

眼
の
外
れ
に
静
脈
の
瑞
々
し
く
盛
上
っ
た
滑
ら
か
な
夏
彦
の
腕
に
と

り
つ
い
て
い
る
自
分
の
腕
の
微
細
な
皺
を
畳
み
こ
ん
だ
艶
の
な
い
萎

み
よ
う
を
疑
い
な
く
見
取
っ
て
、
老
婆
の
犯
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
み

じ
め
さ
を
感
じ
た
。（
第
五
章

滝
め
ぐ
り
）

夏
彦
と
の
関
係
に
よ
っ
て
麗
子
の
劣
等
感
は
強
ま
り
、
麗
子
は
「
老
婆

く
さ
さ
を
丸
だ
し
」
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
、
麗
子
は
精
神
の
均
衡
を

崩
し
、
回
春
に
失
敗
し
た
の
か
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
指
摘

す
る
。女

性
は
性
愛
に
お
い
て
一
般
に
男
性
よ
り
も
自
己
愛
的
で
あ
る
。
女

性
に
お
い
て
は
自
己
愛
は
自
分
の
肉
体
全
体
を
対
象
と
す
る
。
彼
女

は
相
手
の
愛
撫
と
視
線
を
と
お
し
て
自
分
の
肉
体
が
魅
力
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
恍
惚
の
う
ち
に
自
覚
す
る
。
彼
女
の
相
手
が
彼
女
を

欲
望
し
つ
づ
け
る
な
ら
ば
、
彼
女
は
自
分
の
容
色
の
衰
え
を
余
裕
の

あ
る
気
持
ち
で
甘
受
す
る
。
し
か
し
相
手
に
冷
淡
な
そ
ぶ
り
が
み
え

る
や
い
な
や
、
自
分
の
衰
退
を
感
じ
て
心
が
傷
つ
き
、
自
分
の
姿
を

5
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体
に
対
し
て
も
「
時
の
惨
酷
な
破
壊
力
を
感
じ
さ
せ
る
肉
体
の
衰
頽
が
、

麗
子
か
ら
離
れ
た
時
、
逆
に
も
っ
と
も
生
々
し
い
女
性
美
と
し
て
感
覚
さ

れ
る
不
可
思
議
」
に
囚
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
信
楽
に
麗
子
と
の
関
係
を

指
摘
さ
れ
れ
ば
、「
僕
は
変
態
じ
ゃ
な
い
」
と
答
え
つ
つ
も
麗
子
の
肉
体
を

「
廃
頽
の
極
致
の
不
可
思
議
な
醍
醐
味
」
と
感
じ
、
未
練
が
残
る
。

こ
の
よ
う
に
「
不
思
議
」「
不
可
思
議
」
と
表
現
さ
れ
る
夏
彦
の
心
情
か

ら
、
夏
彦
が
何
ら
か
の
力
に
よ
っ
て
麗
子
に
導
か
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
こ
れ
は
、
後
に
発
表
さ
れ
る
「
遊
魂
」（
『
新
潮
』
昭
和
四
十
五
年

一
月
）
や
『
彩
霧
』（
新
潮
社

昭
和
五
十
一
年
九
月
）
の
な
か
で
確
立
さ

れ
る
「
憑
霊
的
な
力
」
の
前
段
階
と
見
做
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、「
憑
霊
的
な
力
」
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
『
女
面
』（
講
談
社

昭
和
三
十
三
年
十
月
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
栂
尾
三
重
子
が
書
い
た
作
中

論
文
「
野
々
宮
記
」
で
は
、
六
条
御
息
所
に
対
し
て
世
評
と
は
異
な
る
観
点

か
ら
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
六
条
御
息
所
を
「
男
に
頼
り
き

ら
な
い
独
立
性
」
を
持
っ
た
人
物
と
し
た
上
で
、「
憑
霊
的
な
能
力
に
よ
っ

て
、
自
分
の
意
志
を
必
ず
他
に
伝
え
、
そ
れ
を
遂
行
さ
せ
ね
ば
や
ま
ぬ
霊

女
」
と
評
し
て
い
る
。
麗
子
は
こ
の
六
条
御
息
所
の
「
憑
霊
的
な
能
力
」
を

継
承
し
、
こ
れ
を
駆
使
し
て
、
夏
彦
の
中
に
入
り
込
み
関
係
を
持
つ
に
至

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
憑
霊
的
な
力
」
と
は
肉
体
的
な
魅
力
を

失
っ
た
高
齢
女
性
が
若
い
男
性
と
関
係
を
持
つ
た
め
の
救
済
手
段
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
遊
魂
」
以
後
は
さ
ら
に
幻
想
性
が
増
し
、「
自
分
の
う
ち
に
く
ぐ
も
っ

て
い
て
、
折
々
自
分
に
話
し
か
け
て
い
た
声
は
、
今
日
、
一
つ
の
形
に
凝
っ

て
、
自
分
の
う
ち
か
ら
さ
ま
よ
い
出
て
行
」
く
よ
う
に
な
り
、
相
手
の
男
性

の
「
心
と
身
体
の
奥
処
に
ま
で
自
分
が
沁
み
通
っ
て
」
行
っ
た
感
覚
を
残

す
。「
蛇
の
声
」（
『
海
』
昭
和
四
十
五
年
四
月
）
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
自

由
自
在
に
な
り
、「
現
実
」
と
「
仮
現
」
の
境
界
線
は
曖
昧
に
な
り
、
新
聞

記
事
で
読
ん
だ
被
害
者
家
族
の
心
に
同
化
す
る
ま
で
に
至
る
。

次
の
疑
問
は
、「
憑
霊
的
な
力
」
を
駆
使
し
、
夏
彦
と
性
的
な
関
係
を
結

ん
だ
麗
子
が
実
際
に
回
春
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

夏
彦
と
交
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
麗
子
の
中
に
残
っ
て
い
た
自
己

憧
憬
は
根
こ
そ
ぎ
引
き
ぬ
か
れ
た
と
言
っ
て
よ
か
っ
た
。
麗
子
は
自

分
一
人
だ
け
で
憎
み
つ
づ
け
て
来
た
肉
体
の
衰
え
の
一
つ
一
つ
の
特

徴
を
、
こ
の
若
い
用
捨
の
な
い
仕
打
ち
で
余
す
と
こ
ろ
な
く
え
ぐ
り

出
さ
れ
た
と
思
っ
た
。
二
つ
の
身
体
が
か
ら
み
合
っ
て
恍
惚
の
境
を

さ
ま
よ
っ
て
い
る
時
で
も
麗
子
は
狂
お
し
く
喘
ぎ
乱
れ
る
息
の
下
で
、

眼
の
外
れ
に
静
脈
の
瑞
々
し
く
盛
上
っ
た
滑
ら
か
な
夏
彦
の
腕
に
と

り
つ
い
て
い
る
自
分
の
腕
の
微
細
な
皺
を
畳
み
こ
ん
だ
艶
の
な
い
萎

み
よ
う
を
疑
い
な
く
見
取
っ
て
、
老
婆
の
犯
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
み

じ
め
さ
を
感
じ
た
。（
第
五
章

滝
め
ぐ
り
）

夏
彦
と
の
関
係
に
よ
っ
て
麗
子
の
劣
等
感
は
強
ま
り
、
麗
子
は
「
老
婆

く
さ
さ
を
丸
だ
し
」
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
、
麗
子
は
精
神
の
均
衡
を

崩
し
、
回
春
に
失
敗
し
た
の
か
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
指
摘

す
る
。女

性
は
性
愛
に
お
い
て
一
般
に
男
性
よ
り
も
自
己
愛
的
で
あ
る
。
女

性
に
お
い
て
は
自
己
愛
は
自
分
の
肉
体
全
体
を
対
象
と
す
る
。
彼
女

は
相
手
の
愛
撫
と
視
線
を
と
お
し
て
自
分
の
肉
体
が
魅
力
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
恍
惚
の
う
ち
に
自
覚
す
る
。
彼
女
の
相
手
が
彼
女
を

欲
望
し
つ
づ
け
る
な
ら
ば
、
彼
女
は
自
分
の
容
色
の
衰
え
を
余
裕
の

あ
る
気
持
ち
で
甘
受
す
る
。
し
か
し
相
手
に
冷
淡
な
そ
ぶ
り
が
み
え

る
や
い
な
や
、
自
分
の
衰
退
を
感
じ
て
心
が
傷
つ
き
、
自
分
の
姿
を
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嫌
悪
し
て
、
他
人
の
前
に
姿
を
さ
ら
す
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
。 

（
シ
モ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル

朝
吹
三
吉
訳
『
老
い
』
下
巻

人
文
書
院
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
、
原
著
昭
和
四
十
五
年
）

こ
の
指
摘
は
、
麗
子
が
精
神
の
均
衡
を
崩
す
要
因
を
読
み
解
く
鍵
と
な

る
だ
ろ
う
。
夏
彦
は
今
ま
で
麗
子
を
取
り
巻
い
て
き
た
男
た
ち
の
よ
う
に
、

麗
子
を
崇
拝
し
な
け
れ
ば
、
愛
し
て
も
い
な
い
。
単
に
「
憑
霊
的
な
力
」
に

よ
っ
て
麗
子
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
事
実
を
麗
子
は
夏

彦
と
の
性
行
為
の
中
で
、
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
麗
子
の
美
意
識
か
ら
麗
子
の
肉
体
や
夏
彦
と
の
関
係

は
逸
脱
し
て
い
た
。
皺
の
刻
ま
れ
た
肉
体
で
性
行
為
を
行
う
こ
と
に
麗
子

は
抵
抗
を
感
じ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
恋
愛
や
性
交
を
若
い
男
女
の
特

権
と
考
え
る
価
値
観
が
潜
ん
で
い
る
。

た
と
え
ば
、「
狐
火
」（
『
群
像
』
昭
和
四
十
四
年
一
月
）
の
志
緒
が
「
年

を
と
っ
て
も
の
を
書
く
な
ん
て
、
恋
を
す
る
の
と
同
じ
く
ら
い
気
味
悪
い

こ
と
だ
」
と
い
う
発
言
や
「
遊
魂
」
の
「
私
は
息
子
の
よ
う
な
年
の
男
が
好

き
に
な
っ
た
っ
て
、
何
も
は
ず
か
し
が
っ
た
り
す
る
必
要
は
な
い
と
思
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
の
皮
膚
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
着
物
は
そ
れ
を

素
直
に
受
け
取
ら
な
い
」
と
い
う
発
言
が
あ
る
。
こ
の
発
言
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
円
地
作
品
の
主
人
公
た
ち
は
高
齢
女
性
が
恋
愛
感
情
を
持
つ
こ

と
に
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
る
。
倉
田
容
子
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「〈
老
女
〉

の
恋
愛
は
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
「
あ
る
べ
き
姿
」
か
ら
の
逸
脱
で

あ
り
、「
美
学
」
に
適
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
（
６
）
。
麗
子
は
自
分
の
美
の
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
老
い
た
肉
体
と
「
年

甲
斐
も
な
い
」
若
い
男
性
と
の
関
係
の
中
で
、
苦
し
み
が
増
し
て
い
く
。
そ

れ
は
、
い
つ
し
か
「
夏
彦
に
対
す
る
強
い
憎
悪
」
か
ら
「
彼
を
金
輪
際
自
分

の
手
か
ら
抜
け
出
さ
せ
ま
い
と
す
る
執
着
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。

麗
子
の
苦
し
み
の
根
源
は
、
二
つ
あ
る
。
ま
ず
一
つ
は
、
麗
子
自
身
に
潜

在
す
る
「
若
さ
」
と
「
美
し
さ
」
の
同
一
視
に
端
を
発
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
癌
の
再
発
が
発
覚
し
て
も
、
治
療
を
行
う
こ
と
を
拒
む
。
そ
れ
は
、
放

射
線
治
療
に
よ
っ
て
、
老
い
衰
え
て
「
み
じ
め
な
姿
」
を
曝
し
た
く
な
い
た

め
で
あ
っ
た
。
麗
子
は
延
命
よ
り
も
、
最
期
ま
で
「
美
し
い
女
優
」
と
し
て

舞
台
に
立
ち
続
け
る
こ
と
を
決
め
る
。
こ
の
決
断
は
、「
小
町
伝
説
」
で
語

ら
れ
て
き
た
「
醜
い
形
骸
を
人
に
蔑
ま
れ
、
汚
な
ま
れ
な
が
ら
老
い
朽
ち
」

て
い
っ
た
小
町
の
末
路
に
対
す
る
反
抗
で
あ
る
。
麗
子
は
、
男
た
ち
に
嘲

笑
わ
れ
る
末
路
で
は
な
く
、
最
期
ま
で
「
憧
憬
の
対
象
」
と
し
て
生
を
全
う

す
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
実
際
、
そ
の
最
期
は
老
女
の
小
町
の
扮
装
を
落

と
し
、「
前
よ
り
も
更
に
美
し
い
幻
の
小
町
」
の
姿
に
変
身
し
た
姿
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
麗
子
の
「
内
股
」
に
滲
む
血
は
若
い
女
性
の
象
徴
で
あ
り
再
生

産
能
力
の
象
徴
と
い
え
る
「
月
経
」
と
も
受
け
取
れ
る
。
舞
台
一
筋
に
生

き
、「
若
い
美
し
い
役
」
を
演
じ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
麗
子
に
と
っ

て
は
、
本
望
と
も
い
え
る
最
期
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

二
つ
目
の
原
因
は
、
子
宮
癌
の
発
生
で
あ
る
。
ま
ず
、
子
宮
癌
に
よ
っ
て

「
子
宮
を
全
部
え
ぐ
り
取
っ
て
し
ま
っ
た
」
麗
子
は
、「
穴
な
し
」
小
町
と

の
別
名
を
持
つ
小
野
小
町
を
演
じ
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
る
と
「
一
座
の
者

が
自
分
を
揶
揄
し
て
い
る
」
と
感
じ
る
。
ま
た
、
執
拗
に
梅
乃
が
子
宝
に
恵

ま
れ
た
こ
と
を
妬
む
麗
子
か
ら
は
、
子
宮
の
喪
失
が
「
産
む
性
」
か
ら
の
逸

脱
を
強
く
感
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
結
婚
・
出
産
を
女
性
の
成

功
と
見
做
す
時
代
に
お
い
て
は
、
女
優
と
し
て
の
成
功
も
麗
子
の
自
尊
心

の
支
え
と
は
な
り
き
れ
ず
、「
何
と
も
証
明
の
出
来
な
い
脱
落
感
」
に
苛
ま

れ
る
。

次
に
、
子
宮
癌
と
性
行
為
の
因
果
関
係
が
麗
子
に
不
安
を
与
え
て
い
る

こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
病
気
と
性
交
が
結
び
つ
き
、
性
交
に
対
す
る
不
浄

感
が
麗
子
の
中
に
性
に
対
す
る
倫
理
的
葛
藤
を
生
じ
さ
せ
た
。
そ
し
て
、

6

性
の
享
受
を
妨
げ
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
円

地
の
他
の
作
品
に
も
当
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
、「
耳
瓔
珞
」（
『
群
像
』
昭

和
三
十
二
年
四
月
）
の
滝
子
は
、
癌
に
よ
っ
て
空
洞
化
し
た
子
宮
の
場
所

を
「
死
口
」
と
呼
び
、
男
性
と
の
性
的
関
係
が
子
宮
癌
の
再
発
を
促
す
と
恐

怖
心
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
夫
と
の
接
触
を
避
け
る
よ
う
に
な
り
、

夫
の
不
貞
に
も
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
子
宮
癌
発
生
後

か
ら
性
に
対
す
る
意
識
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
円
地
文
学
を
貫
く
テ
ー
マ
で
あ
る
た
め
、
今
後
も

さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
（
７
）
。 

結
局
の
と
こ
ろ
、
麗
子
の
苦
悩
の
因
を
探
る
と
、
自
己
愛
に
辿
り
つ
く
。

ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
は
自
ら
に
恋
し
、
数
々
の
求
愛
を
拒
み
、
最
期
は
叶
わ
ぬ

恋
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
自
身
の
胸
に
刃
を
刺
し
た
。
麗
子
も
自
身
の
美
し

い
姿
を
守
る
た
め
に
、
命
を
縮
め
た
。
麗
子
が
勝
間
つ
ね
に
発
し
た
「
男
を

愛
す
る
よ
り
も
私
自
身
を
愛
す
女
な
の
ね
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
が
、「
美
を

病
み
」
、「
自
己
愛
」
に
生
き
た
麗
子
の
本
質
な
の
だ
ろ
う
。

三三

信信
楽楽
高高
見見  

『
小
町
変
相
』
の
男
性
主
人
公
と
も
い
え
る
信
楽
高
見
は
、「
狷
介
な
人

柄
で
、
無
類
な
醜
男
」
と
し
て
表
現
さ
れ
、
内
面
外
面
と
も
に
醜
く
社
会
性

や
協
調
性
を
欠
く
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
信
楽
は

一
貫
し
て
麗
子
の
恋
愛
対
象
と
は
見
做
さ
れ
な
い
。
ま
た
三
十
年
以
上
に

渡
り
、
信
楽
は
麗
子
を
愛
し
て
い
る
が
、
そ
の
麗
子
は
現
実
の
麗
子
と
は

乖
離
し
て
い
る
。
信
楽
の
愛
す
る
麗
子
と
は
、「
麗
子
を
触
媒
に
し
て
」
彼

自
身
が
作
り
上
げ
た
「
幻
の
麗
子
」
で
あ
る
。

幻
の
麗
子
は
あ
る
時
は
、
母
親
の
よ
う
に
や
さ
し
く
僕
を
か
き
抱
い

て
く
れ
た
し
、
あ
る
時
に
は
、
魔
女
の
よ
う
に
惨
酷
に
僕
の
首
筋
を

摑
ん
で
、
き
ゃ
し
ゃ
な
腕
に
よ
く
あ
れ
ほ
ど
力
が
あ
る
と
思
う
ほ
ど
、

僕
を
鞭
打
っ
た
り
足
蹴
に
し
た
り
し
た
…
…
そ
う
し
て
そ
の
時
僕
は

麗
子
に
苛
ま
れ
る
こ
と
に
や
さ
し
く
扱
わ
れ
る
以
上
の
歓
喜
を
見
出

し
て
い
た
の
だ
。（
第
四
章

渇
き
）

こ
の
引
用
か
ら
、
信
楽
は
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
的
指
向
を
持
つ
と

同
時
に
、
母
性
を
備
え
た
女
性
を
理
想
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
し
、
三
十
年
ぶ
り
に
二
人
が
再
会
す
る
と
、
信
楽
が
長
年
抱
い
て
き
た

「
こ
の
上
な
く
残
忍
な
こ
の
上
な
く
情
け
深
い
」「
美
化
」
さ
れ
た
麗
子
像

は
崩
壊
し
、
麗
子
は
「
普
通
の
女
」
に
変
化
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
麗
子

が
子
宮
を
喪
失
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
子
宮
は
、
女
性
性
の
象
徴
で
あ

る
。
ま
た
、
子
ど
も
を
育
む
は
ず
の
子
宮
は
、
母
性
に
直
結
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
子
宮
を
喪
失
し
た
麗
子
は
、
信
楽
の
求
め
る
女
性
像
か
ら

逸
脱
す
る
。
麗
子
を
性
的
対
象
と
し
て
見
做
せ
な
く
な
っ
た
信
楽
は
、
劇

作
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
る
。

『
小
町
変
相
』
で
は
、「
男
の
性
欲
は
女
に
比
し
て
著
し
く
観
念
的
な
誘

発
を
う
け
る
」
と
い
う
よ
う
に
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
し
出
て
く

る
。
ま
た
、
信
楽
は
「
現
実
に
経
験
し
た
こ
と
と
、
自
分
の
頭
に
妄
想
し
た

こ
と
と
の
間
が
朦
朧
と
し
て
く
る
」
と
い
う
。
信
楽
の
妄
想
の
中
で
は
、
麗

子
は
信
楽
の
求
め
に
応
じ
て
素
直
に
服
を
脱
ぎ
、
信
楽
に
体
を
許
す
。
ま

さ
に
、
信
楽
の
性
愛
観
と
は
観
念
的
な
も
の
で
、
そ
こ
に
麗
子
の
人
間
性

は
介
在
し
な
い
。
そ
の
観
念
の
源
は
、
自
然
や
芸
術
作
品
で
あ
り
、
生
身
の

女
性
で
は
な
い
。
信
楽
が
、
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
に
涙
を
流
し
、
ス
ト
リ
ッ
プ

に
「
感
興
を
起
す
も
の
が
な
い
」
と
不
機
嫌
に
な
る
の
は
、
生
身
の
女
性
の

肉
体
が
「
観
念
の
上
で
の
後
宮
麗
子
と
の
歓
会
を
妨
げ
る
」
か
ら
だ
と
い

う
。
そ
こ
で
、
万
葉
集
の
長
歌
や
北
斎
の
「
木
曽
路
の
奥
阿
弥
陀
ヶ
滝
」
か
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性
の
享
受
を
妨
げ
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
円

地
の
他
の
作
品
に
も
当
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
、「
耳
瓔
珞
」（
『
群
像
』
昭

和
三
十
二
年
四
月
）
の
滝
子
は
、
癌
に
よ
っ
て
空
洞
化
し
た
子
宮
の
場
所

を
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死
口
」
と
呼
び
、
男
性
と
の
性
的
関
係
が
子
宮
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再
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促
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と
恐

怖
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。
そ
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た
め
、
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ふ
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。
こ
の
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、
子
宮
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発
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に
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す
る
意
識
に
変
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が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
円
地
文
学
を
貫
く
テ
ー
マ
で
あ
る
た
め
、
今
後
も

さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
（
７
）
。 

結
局
の
と
こ
ろ
、
麗
子
の
苦
悩
の
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と
、
自
己
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ソ
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叶
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縮
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葉
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。
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信
楽
高
見
は
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狷
介
な
人
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で
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無
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」
と
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表
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面
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と
も
に
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社
会
性

や
協
調
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を
欠
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人
物
と
し
て
設
定
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て
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そ
れ
ゆ
え
、
信
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は
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て
麗
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の
恋
愛
対
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は
見
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な
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。
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、
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は
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の
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。
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の
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る
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は
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麗
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を
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で
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。
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を
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な
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に
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あ
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ど
力
が
あ
る
と
思
う
ほ
ど
、

僕
を
鞭
打
っ
た
り
足
蹴
に
し
た
り
し
た
…
…
そ
う
し
て
そ
の
時
僕
は

麗
子
に
苛
ま
れ
る
こ
と
に
や
さ
し
く
扱
わ
れ
る
以
上
の
歓
喜
を
見
出

し
て
い
た
の
だ
。（
第
四
章

渇
き
）

こ
の
引
用
か
ら
、
信
楽
は
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
的
指
向
を
持
つ
と

同
時
に
、
母
性
を
備
え
た
女
性
を
理
想
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
し
、
三
十
年
ぶ
り
に
二
人
が
再
会
す
る
と
、
信
楽
が
長
年
抱
い
て
き
た

「
こ
の
上
な
く
残
忍
な
こ
の
上
な
く
情
け
深
い
」「
美
化
」
さ
れ
た
麗
子
像

は
崩
壊
し
、
麗
子
は
「
普
通
の
女
」
に
変
化
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
麗
子

が
子
宮
を
喪
失
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
子
宮
は
、
女
性
性
の
象
徴
で
あ

る
。
ま
た
、
子
ど
も
を
育
む
は
ず
の
子
宮
は
、
母
性
に
直
結
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
子
宮
を
喪
失
し
た
麗
子
は
、
信
楽
の
求
め
る
女
性
像
か
ら

逸
脱
す
る
。
麗
子
を
性
的
対
象
と
し
て
見
做
せ
な
く
な
っ
た
信
楽
は
、
劇

作
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
る
。

『
小
町
変
相
』
で
は
、「
男
の
性
欲
は
女
に
比
し
て
著
し
く
観
念
的
な
誘

発
を
う
け
る
」
と
い
う
よ
う
に
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
し
出
て
く

る
。
ま
た
、
信
楽
は
「
現
実
に
経
験
し
た
こ
と
と
、
自
分
の
頭
に
妄
想
し
た

こ
と
と
の
間
が
朦
朧
と
し
て
く
る
」
と
い
う
。
信
楽
の
妄
想
の
中
で
は
、
麗

子
は
信
楽
の
求
め
に
応
じ
て
素
直
に
服
を
脱
ぎ
、
信
楽
に
体
を
許
す
。
ま

さ
に
、
信
楽
の
性
愛
観
と
は
観
念
的
な
も
の
で
、
そ
こ
に
麗
子
の
人
間
性

は
介
在
し
な
い
。
そ
の
観
念
の
源
は
、
自
然
や
芸
術
作
品
で
あ
り
、
生
身
の

女
性
で
は
な
い
。
信
楽
が
、
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
に
涙
を
流
し
、
ス
ト
リ
ッ
プ

に
「
感
興
を
起
す
も
の
が
な
い
」
と
不
機
嫌
に
な
る
の
は
、
生
身
の
女
性
の

肉
体
が
「
観
念
の
上
で
の
後
宮
麗
子
と
の
歓
会
を
妨
げ
る
」
か
ら
だ
と
い

う
。
そ
こ
で
、
万
葉
集
の
長
歌
や
北
斎
の
「
木
曽
路
の
奥
阿
弥
陀
ヶ
滝
」
か
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ら
「
女
と
滝
、
女
と
水
、
男
に
と
っ
て
は
形
の
定
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る

無
限
の
魅
力
」
を
見
出
す
。
そ
の
本
物
を
見
る
た
め
、
夏
彦
を
従
え
て
日
光

に
行
き
、「
湯
滝
」
の
「
二
又
に
分
れ
た
間
の
岩
根
に
撓
や
か
な
若
葉
の
灌

木
を
挿
ん
で
い
る
」
姿
か
ら
、「
類
い
稀
な
美
女
の
羞
恥
を
伴
わ
な
い
交
合

の
姿
体
」
を
連
想
す
る
。

こ
の
本
物
を
見
れ
ば
き
っ
と
、
お
れ
も

原

母

ウ
ル
ム
ッ
タ
ー

の
懐
ろ
に
帰
っ
て
、

甦
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
っ
た
の
だ
…
…
つ
ま
り
後
宮
麗
子
を
女
と

し
て
抱
け
る
と
い
う
確
証
を
得
ら
れ
る
と
思
っ
た
の
だ
よ
。（
第
五
章

滝
め
ぐ
り
（
夏
彦
の
日
記
）） 

こ
の
「

原

母

ウ
ル
ム
ッ
タ
ー

」
に
つ
い
て
は
、『
小
町
変
相
』
に
限
ら
ず
『
彩
霧
』
や

「
冬
の
旅
」（
『
新
潮
』
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
）
で
も
確
認
で
き
る
言
葉
で

あ
る
。『
彩
霧
』
に
お
い
て
、「

原

母

ウ
ル
ム
ッ
タ
ー

」
と
は
「
地
に
深
く
根
ざ
し
、
万
物

を
生
み
、
万
物
を
生
き
つ
づ
け
さ
せ
る
生
命
の
根
源
で
所
詮
男
の
勝
つ
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
須
浪
敏
子
は
、
こ
の
「

原

母

ウ
ル
ム
ッ
タ
ー

」

を
「
新
し
い
命
を
吐
き
出
し
、
ま
た
呑
み
こ
ん
で
宇
宙
の
無
限
の
命
を
再

生
す
る
両
性
具
有
的
太
女
神
（G

r
e
at
 G
o
dd
e
ss

）
の
意
で
円
地
が
用
い
て

い
る
こ
と
は
、
そ
の
用
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
」
と
解
釈
し
て
い
る
（
８
）
。

須
浪
の
指
摘
に
従
う
な
ら
ば
、
信
楽
は
滝
に
挟
ま
る
若
木
か
ら
〈
新
し
い

生
命
〉
の
誕
生
を
見
た
。
そ
し
て
「
普
通
の
女
」
に
成
り
下
が
っ
た
麗
子
の

尊
厳
を
回
復
さ
せ
る
と
同
時
に
、
性
的
な
欲
求
の
回
復
も
図
ろ
う
と
し
た
。

つ
ま
り
、
円
地
は
、
再
生
産
機
能
を
持
つ
女
性
の
男
性
に
対
す
る
優
位
性

を
「

原

母

ウ
ル
ム
ッ
タ
ー

」
と
い
う
言
葉
に
込
め
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
創
作
合
評
（『
群
像
』
昭
和
四
十
年
二
月
）
で
は
、
こ
の

滝
か
ら
性
器
を
連
想
す
る
こ
と
に
対
し
て
疑
問
の
声
が
上
が
る
。
平
林
た

い
子
が
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
「
女
が
書
い
て
い
る
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
間
違
い
な
い
で
す
か
」
と
問
い
か
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
武
田
泰

淳
は
「
日
本
文
学
の
美
と
伝
統
は
性
器
を
直
視
す
る
精
神
な
の
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
そ
れ
を
や
め
よ
う
と
す
る
精
神
な
の
で
あ
る
か
」、
さ
ら
に
「
ぼ

く
自
身
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
ぼ
く
は
女
性
の
性
器
に
つ
い
て
直
視

し
た
い
と
い
う
気
持
ち
と
反
対
の
気
持
ち
な
の
で
す
」
と
否
定
的
な
意
見

を
述
べ
る
。

武
田
の
意
見
に
対
し
て
、
円
地
は
「
あ
ら
れ
も
な
い
言
葉
」（
『
群
像
』
昭

和
四
十
年
四
月
）
の
中
で
、
男
性
の
性
は
「
著
し
く
観
念
性
が
強
く
、
色
々

な
刺
激
に
よ
っ
て
、
自
分
の
性
を
補
足
し
よ
う
と
す
る
の
も
中
年
以
後
の

特
徴
」
と
し
、
谷
崎
潤
一
郎
の
「
鍵
」（『
中
央
公
論
』
昭
和
三
十
一
年
）
と

「
瘋
癲
老
人
日
記
」
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
男
は
女
よ
り
も
遙

か
に
多
く
女
の
肉
体
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
…
…
そ
う
し
て
そ
の
興
味
の

芯
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
性
器
に
対
す
る
愛
着
」
だ
と
反
論
す
る
。

『
小
町
変
相
』
だ
け
で
は
腑
に
落
ち
な
か
っ
た
信
楽
の
性
欲
の
回
復
理

由
が
「
あ
ら
れ
も
な
い
言
葉
」
を
併
せ
読
む
こ
と
で
納
得
が
い
く
よ
う
に

な
る
。
つ
ま
り
、「
性
器
を
重
大
視
」
す
る
男
性
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
連
想

さ
せ
る
滝
の
姿
か
ら
信
楽
は
性
的
刺
激
を
受
け
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な

い
か
。

円
地
が
繰
り
返
す
女
性
の
「

原

母

ウ
ル
ム
ッ
タ
ー

」
性
と
男
性
の
「
性
器
の
重
大
視
」

と
い
う
問
題
は
、
ど
ち
ら
も
円
地
に
と
っ
て
重
要
な
理
論
で
あ
る
。
だ
が
、

男
性
の
観
念
の
象
徴
と
も
言
え
る
「

原

母

ウ
ル
ム
ッ
タ
ー

」
を
強
調
し
て
お
き
な
が
ら

も
、
信
楽
の
性
欲
回
復
策
と
し
て
、
性
器
を
連
想
さ
せ
る
「
二
又
に
分
れ

た
」
滝
を
用
意
し
て
い
る
時
点
で
、
円
地
の
理
論
が
分
裂
し
て
い
る
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

円
地
は
『
小
町
変
相
』
を
「
女
の
眼
で
男
と
い
ふ
も
の
を
見
た
」
と
表
現

8

し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
女
の
眼
」
か
ら
見
た
男
性
の
性
の
限
界
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

信
楽
は
、
自
身
の
醜
い
容
貌
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
非
社
会
性

の
反
動
の
よ
う
に
、
美
人
女
優
に
恋
を
し
、
麗
子
の
姿
か
ら
「
華
麗
な
幻
を

ゆ
め
み
つ
づ
け
」
て
生
き
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
麗
子
は
信
楽
に
よ
っ
て

作
り
上
げ
ら
れ
た
幻
想
で
あ
っ
た
。
信
楽
も
ま
た
麗
子
同
様
に
「
美
を
病

む
」
人
間
で
あ
り
、
女
性
を
「
見
ら
れ
る
性
」「
産
む
性
」
と
い
う
枠
組
み

の
中
で
価
値
づ
け
る
男
性
の
代
表
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

四四

信信
楽楽
夫夫
人人  

信
楽
が
、
他
者
と
の
関
係
構
築
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
そ
れ
は
家
庭
の
中
で
も
同
じ
だ
っ
た
の
か
。
麗
子
と
の
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
に
よ
っ
て
北
海
道
に
左
遷
さ
れ
た
信
楽
は
、
極
寒
の
地
で
息
子
を
亡

く
し
、
妻
も
肺
病
に
な
り
、
家
族
を
失
う
。
信
楽
夫
人
は
、
妻
子
が
い
な
が

ら
も
麗
子
に
魅
了
さ
れ
た
信
楽
を
夫
扱
い
し
な
か
っ
た
。
信
楽
も
、
妻
が

残
し
た
「
小
町
私
見
」
に
対
し
て
「
妻
は
あ
の
文
章
で
、
麗
子
の
魅
力
に
魅

入
ら
れ
た
僕
に
蟷
螂
の
斧
を
ふ
る
っ
て
」
い
る
と
言
う
よ
う
に
、
妻
の
自

分
に
対
す
る
恨
み
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
信
楽
の
妄
想
に
は
「
捻
挫

し
た
足
首
と
罅
の
入
っ
た
腰
骨
」
に
、
死
ん
だ
妻
が
「
床
の
横
に
坐
っ
て
痛

む
骨
を
撓
め
」
る
と
い
っ
た
残
酷
な
人
物
と
し
て
現
れ
る
。

ま
た
、
夏
彦
の
想
像
す
る
信
楽
夫
人
も
「
彼
女
は
吐
く
息
も
臭
く
、
痩
せ

か
れ
て
い
た
が
眼
に
紫
の
光
が
宿
っ
て
凄
ま
じ
く
輝
い
て
い
た
」
よ
う
に

映
る
。
つ
ま
り
、
信
楽
夫
人
の
姿
は
怨
念
を
抱
え
た
女
性
と
し
て
男
性
の

目
に
は
映
っ
て
い
る
。
ま
た
、
須
浪
は
「
小
町
私
見
」
に
つ
い
て
「
家
を
守

り
子
を
育
て
る
平
凡
な
主
婦
で
あ
っ
た
信
楽
夫
人
は
、
〝
女
は
結
婚
し
子

を
産
み
育
て
る
も
の
〟
と
の
通
俗
哲
学
で
麗
子
を
裁
い
て
い
る
」
と
し
、

「
怨
念
と
恥
の
か
な
た
の
愛
を
信
じ
ら
れ
な
い
夫
人
は
、
ま
た
、
女
の
美

し
さ
に
つ
い
て
も
、
若
さ
（
生
物
的
盛
り
）
以
上
の
も
の
を
想
像
で
き
る
人

で
は
な
い
」
と
信
楽
夫
人
を
「
凡
庸
」「
芸
術
を
解
さ
な
い
」
人
物
と
し
て

非
難
し
て
い
る
。
果
た
し
て
、
本
当
に
信
楽
夫
人
と
は
「
怨
念
」
に
ま
み
れ

た
、「
凡
庸
」
な
人
物
だ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
信
楽
夫
人
の
人
物
像
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

ま
ず
、「
小
町
私
見
」
の
筆
者
は
誰
な
の
か
、
こ
こ
で
改
め
て
定
義
し
た

い
。
た
と
え
ば
、
須
浪
は
「
信
楽
の
多
少
の
加
筆
」
を
認
め
つ
つ
、
大
筋
は

「
信
楽
の
妻
が
書
き
残
し
た
も
の
」
と
定
義
す
る
。
一
方
、
野
口
裕
子
は
、

「「
私
見
」
の
筆
者
は
信
楽
高
見
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
」
い
と
し
、「「
合
作
」

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
限
り
な
く
信
楽
作
に
近
い
「
合
作
」
な
の
で
あ

る
」
と
定
義
し
て
い
る
（
９
）
。 

し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
を
辿
る
と
、
夏
彦
が
「
私
見
」
の
文
章
を
「
ち
ょ
っ

と
て
に
を
は

、

、

、

、

の
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
た
め
、
国
文

学
者
の
信
楽
が
書
い
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、「
お
終
い
の
と
こ

ろ
は
僕
が
書
き
加
え
た
の
だ
」
と
い
う
信
楽
の
言
葉
か
ら
も
、
本
稿
に
お

い
て
は
末
尾
の
み
を
信
楽
に
よ
る
加
筆
と
し
、
そ
れ
以
外
は
夫
人
が
書
き

記
し
た
も
の
と
す
る
。

信
楽
夫
人
は
、「
小
町
私
見
」
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
「
史
料
」
に
拠
る

の
で
は
な
く
、「
小
町
歌
集
」
の
中
の
歌
か
ら
「
自
分
流
」
に
想
像
し
た
と

い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
私
見
」
に
は
夫
人
の
価
値
観
が
多
く
含
ま
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
夫
人
が
小
野
小
町
に
麗
子
を
、
伝
説
を
形
成
し

た
男
た
ち
に
信
楽
高
見
を
重
ね
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
夫

人
に
よ
れ
ば
「
小
野
小
町
」
に
は
、「
言
い
寄
る
男
を
歌
で
誑
か
し
な
が
ら
、

実
際
に
は
身
近
く
寄
せ
つ
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
驕
慢
な
猛
々
し
さ
は
ど

こ
に
も
窺
え
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
た
め
、
後
世
に
語
ら
れ
る
小
町
伝

説
は
「
受
身
な
守
勢
を
保
ち
続
け
る
こ
と
の
中
に
の
み
女
の
美
を
発
見
し

9
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し
て
い
る
。
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に
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し
、
麗
子
の
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ら
「
華
麗
な
幻
を

ゆ
め
み
つ
づ
け
」
て
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き
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。
し
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し
、
そ
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は
信
楽
に
よ
っ
て

作
り
上
げ
ら
れ
た
幻
想
で
あ
っ
た
。
信
楽
も
ま
た
麗
子
同
様
に
「
美
を
病

む
」
人
間
で
あ
り
、
女
性
を
「
見
ら
れ
る
性
」「
産
む
性
」
と
い
う
枠
組
み

の
中
で
価
値
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け
る
男
性
の
代
表
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
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な
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も
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だ
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た
の
か
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子
と
の
ス
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ダ
ル
に
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海
道
に
左
遷
さ
れ
た
信
楽
は
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の
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息
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亡
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を
失
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信
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し
な
か
っ
た
。
信
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も
、
妻
が

残
し
た
「
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町
私
見
」
に
対
し
て
「
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は
あ
の
文
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で
、
麗
子
の
魅
力
に
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入
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た
僕
に
蟷
螂
の
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を
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る
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て
」
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る
と
言
う
よ
う
に
、
妻
の
自

分
に
対
す
る
恨
み
を
感
じ
て
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る
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そ
れ
ゆ
え
、
信
楽
の
妄
想
に
は
「
捻
挫
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足
首
と
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の
入
っ
た
腰
骨
」
に
、
死
ん
だ
妻
が
「
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の
横
に
坐
っ
て
痛

む
骨
を
撓
め
」
る
と
い
っ
た
残
酷
な
人
物
と
し
て
現
れ
る
。

ま
た
、
夏
彦
の
想
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す
る
信
楽
夫
人
も
「
彼
女
は
吐
く
息
も
臭
く
、
痩
せ

か
れ
て
い
た
が
眼
に
紫
の
光
が
宿
っ
て
凄
ま
じ
く
輝
い
て
い
た
」
よ
う
に

映
る
。
つ
ま
り
、
信
楽
夫
人
の
姿
は
怨
念
を
抱
え
た
女
性
と
し
て
男
性
の

目
に
は
映
っ
て
い
る
。
ま
た
、
須
浪
は
「
小
町
私
見
」
に
つ
い
て
「
家
を
守

り
子
を
育
て
る
平
凡
な
主
婦
で
あ
っ
た
信
楽
夫
人
は
、
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女
は
結
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し
子

を
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み
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る
も
の
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と
の
通
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学
で
麗
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を
裁
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て
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る
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と
し
、
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と
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の
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を
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夫
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、
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の
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し
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も
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（
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以
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も
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を
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で
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で
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と
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夫
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凡
庸
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術
を
解
さ
な
い
」
人
物
と
し
て

非
難
し
て
い
る
。
果
た
し
て
、
本
当
に
信
楽
夫
人
と
は
「
怨
念
」
に
ま
み
れ

た
、「
凡
庸
」
な
人
物
だ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
信
楽
夫
人
の
人
物
像
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
く
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ま
ず
、「
小
町
私
見
」
の
筆
者
は
誰
な
の
か
、
こ
こ
で
改
め
て
定
義
し
た

い
。
た
と
え
ば
、
須
浪
は
「
信
楽
の
多
少
の
加
筆
」
を
認
め
つ
つ
、
大
筋
は

「
信
楽
の
妻
が
書
き
残
し
た
も
の
」
と
定
義
す
る
。
一
方
、
野
口
裕
子
は
、

「「
私
見
」
の
筆
者
は
信
楽
高
見
で
な
け
れ
ば
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ら
な
」
い
と
し
、「「
合
作
」

で
あ
る
と
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て
も
、
そ
れ
は
限
り
な
く
信
楽
作
に
近
い
「
合
作
」
な
の
で
あ

る
」
と
定
義
し
て
い
る
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９
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し
か
し
、
テ
ク
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を
辿
る
と
、
夏
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が
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の
文
章
を
「
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の
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、
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。
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と
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は
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が
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た
の
だ
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と
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う
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言
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ら
も
、
本
稿
に
お

い
て
は
末
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の
み
を
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加
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と
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以
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は
夫
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が
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た
も
の
と
す
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夫
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は
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町
私
見
」
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
「
史
料
」
に
拠
る

の
で
は
な
く
、「
小
町
歌
集
」
の
中
の
歌
か
ら
「
自
分
流
」
に
想
像
し
た
と

い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
私
見
」
に
は
夫
人
の
価
値
観
が
多
く
含
ま
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
夫
人
が
小
野
小
町
に
麗
子
を
、
伝
説
を
形
成
し

た
男
た
ち
に
信
楽
高
見
を
重
ね
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
夫

人
に
よ
れ
ば
「
小
野
小
町
」
に
は
、「
言
い
寄
る
男
を
歌
で
誑
か
し
な
が
ら
、

実
際
に
は
身
近
く
寄
せ
つ
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
驕
慢
な
猛
々
し
さ
は
ど

こ
に
も
窺
え
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
た
め
、
後
世
に
語
ら
れ
る
小
町
伝

説
は
「
受
身
な
守
勢
を
保
ち
続
け
る
こ
と
の
中
に
の
み
女
の
美
を
発
見
し
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よ
う
と
す
る
時
代
に
な
っ
て
、
小
町
を
好
色
と
か
驕
慢
と
か
呼
ん
で
憎
悪

す
る
感
情
に
変
っ
て
行
っ
た
」
と
い
う
推
測
に
至
る
。
さ
ら
に
、
夫
人
の
主

張
は
「
男
の
内
に
は
女
に
対
す
る
無
限
な
恐
怖
心
が
潜
在
し
て
い
る
」
が

「
そ
れ
は
女
が
家
婦
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
通
力
を
失
っ
た
よ
う

な
錯
覚
を
持
つ
」
と
い
う
。

注
目
す
べ
き
は
「
あ
な
め
伝
説
」
に
つ
い
て
、「
僧
の
手
で
薄
一
本
を
引

き
ぬ
い
て
貰
っ
た
こ
と
で
成
仏
す
る
と
い
う
終
結
自
体
さ
え
、
小
町
に
と

っ
て
は
言
い
よ
う
の
な
い
侮
辱
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
小
町
を
擁
護
す

る
見
解
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
夏
彦
が
「
小
町
に
ど
う
し

て
あ
れ
ほ
ど
思
い
や
り
の
あ
る
言
葉
が
述
べ
ら
れ
た
の
か
」
と
疑
問
に
思

う
ほ
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
夫
人
は
小
町
に
対
し
て
同
情
的
な
ま
な
ざ
し

を
向
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
夫
人
が
小
町
伝
説
を
通
し
て
美

貌
の
女
性
の
不
幸
な
側
面
と
美
貌
の
女
性
へ
の
男
性
の
一
方
的
な
恋
慕
及

び
憎
悪
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
夫
人
は
麗
子
に
対
し
て
も
同
情
的
な
立
場
を
示
し
、
一
方

的
に
好
意
を
寄
せ
る
信
楽
側
に
原
因
が
あ
る
と
の
考
え
に
至
っ
た
。
そ
の

た
め
、
須
浪
の
「
麗
子
を
裁
い
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
は
当
て
は
ま
ら
な
い

と
考
え
る
。

さ
ら
に
夫
人
は
、
小
野
小
町
の
内
面
に
目
を
向
け
ず
、
男
た
ち
が
自
己

の
内
な
る
幻
想
の
小
町
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
小
町
に
限
ら
ず
「
家
婦
」
と
な
っ
た
女
性
た
ち
の
苦
し
み

に
も
通
じ
る
。
手
に
入
ら
な
い
美
女
を
追
い
求
め
、
最
終
的
に
は
憎
悪
と

い
う
感
情
を
傾
け
る
男
性
た
ち
の
背
後
に
は
、
決
し
て
男
性
に
と
っ
て
「
人

生
で
最
高
、
最
美
の
対
象
」
と
な
ら
な
い
女
性
た
ち
が
い
る
。
小
町
的
美
女

が
「
男
の
つ
く
り
出
し
た
惨
酷
物
語
の
女
主
人
公
」
と
し
て
君
臨
し
続
け

る
の
に
対
し
て
、「
家
婦
」
と
な
り
「
通
力
」
を
失
っ
た
女
た
ち
は
注
目
さ

れ
る
こ
と
も
な
く
男
性
の
影
に
な
り
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

夫
人
の
「
私
見
」
か
ら
は
未
婚
・
既
婚
を
問
わ
ず
男
性
に
苦
し
め
ら
れ
る
女

性
全
般
に
対
す
る
憐
み
が
感
じ
ら
れ
る
。

で
は
な
ぜ
、
夫
人
は
小
町
に
愛
着
を
示
し
、
た
っ
た
一
人
で
小
町
に
ゆ

か
り
の
あ
る
地
へ
足
を
運
ん
だ
の
か
。
そ
れ
は
、
信
楽
が
「
私
見
」
の
最
後

に
書
き
記
し
た
よ
う
に
、
夫
人
が
「
不
毛
」
な
人
物
だ
か
ら
で
は
な
い
。
夫

人
は
、
伝
説
を
形
成
し
た
男
た
ち
の
心
理
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

麗
子
に
魅
入
ら
れ
た
夫
の
心
情
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

「
私
見
」
に
「
私
は
文
献
の
研
究
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
正
確
な
こ

と
は
世
の
識
者
の
教
え
を
俟
つ
」
と
夫
人
は
記
し
て
い
る
。
「
世
の
識
者
」

で
あ
る
は
ず
の
夫
に
、
夫
人
は
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

夫
婦
関
係
が
破
綻
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
、
夫
が
情

熱
を
傾
け
る
国
文
学
と
麗
子
と
い
う
小
町
的
な
美
女
を
探
求
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
不
義
理
な
夫
を
少
し
で
も
理
解
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

夫
人
は
、「
私
見
」
で
「
女
の
性
の
中
に
深
く
爪
を
食
い
こ
ま
せ
た
男
の

憎
し
み
と
悲
し
み
を
同
時
に
味
わ
う
思
い
が
す
る
」
と
記
し
た
。
自
分
を

裏
切
っ
た
夫
の
心
の
中
に
潜
む
「
悲
し
み
」
に
思
い
を
馳
せ
る
夫
人
は
、
信

楽
や
夏
彦
が
想
像
す
る
よ
う
な
「
怨
念
」
だ
け
を
抱
え
た
女
性
だ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。『
小
町
変
相
』
に
お
い
て
、
麗
子
も
信
楽
も
他
者
の
内
面

を
思
い
や
る
と
い
う
視
点
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
己
の
内

面
に
つ
い
て
も
、
自
分
自
身
で
語
る
と
い
う
こ
と
が
全
く
な
い
。
麗
子
に

は
つ
ね
、
信
楽
に
は
夏
彦
と
い
う
解
説
者
を
通
し
て
し
か
、
読
者
は
両
者

の
内
面
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
な
か

で
、
信
楽
夫
人
こ
そ
他
者
の
内
面
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
唯
一
の
人
物

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
夫
人
は
、
小
野
小
町
と
い
う
伝
説
の
人

物
を
通
し
て
、
美
貌
の
女
性
と
そ
れ
を
追
う
男
性
の
心
理
に
迫
り
、
心
を

通
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
夫
の
心
情
さ
え
も
く
み
取
ろ
う
と
し
た

10

の
だ
ろ
う
。

おお
わわ
りり
にに  

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、『
小
町
変
相
』
は
円
地
の
「
老
女
も
の
」
の
中

で
も
特
異
な
設
定
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
加
齢
と
容
貌
の
衰
退
と
い
う

女
性
特
有
の
老
い
の
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
れ
に
伴
う
高
齢
女
性
の

性
愛
観
を
赤
裸
々
に
描
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
麗
子
の
苦
し
み
の
背
景

に
は
「
若
さ
」
＝
「
美
し
さ
」
と
い
う
価
値
基
準
が
あ
り
、
美
し
さ
の
維
持

に
は
男
性
の
存
在
が
不
可
欠
と
い
う
価
値
観
が
存
在
し
て
い
た
。
麗
子
の

価
値
観
の
裏
に
は
、
男
性
が
求
め
る
理
想
的
な
女
性
像
の
内
在
化
が
あ
る
。

麗
子
は
常
に
、
男
性
的
な
観
点
か
ら
自
己
評
価
を
行
い
「
見
ら
れ
る
性
」

「
産
む
性
」
と
し
て
の
自
己
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
望
む
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

老
い
と
と
も
に
失
わ
れ
る
美
貌
と
生
殖
能
力
の
消
滅
と
い
う
現
実
を
乗
り

越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
女
優
と
し
て
成
功
を
収

め
て
も
、
な
お
妻
・
母
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
役
割
に
就
か
ず
に
生
き
て

来
た
こ
と
に
悔
い
を
感
じ
る
。
信
楽
は
、
ま
さ
に
麗
子
を
「
理
想
の
女
性
」

と
い
う
枠
組
み
で
縛
り
付
け
る
異
性
の
象
徴
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

女
性
は
加
齢
と
と
も
に
男
性
を
惹
き
つ
け
る
肉
体
的
魅
力
が
減
少
し
て

い
く
。
そ
れ
で
も
異
性
を
求
め
る
気
持
ち
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
こ
で
、
円

地
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
に
直
面
し
た
高
齢
女
性
へ
の
救
済
手
段

と
し
て
「
憑
霊
的
な
力
」
を
与
え
、
高
齢
に
な
っ
て
も
な
お
男
性
を
魅
了
す

る
力
を
主
人
公
に
授
け
た
。
こ
の
「
憑
霊
的
な
力
」
は
、
後
の
「
老
女
も
の
」

に
も
重
要
な
ア
イ
テ
ム
と
し
て
継
承
さ
れ
、
円
地
は
次
々
と
高
齢
女
性
の

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
焦
点
を
当
て
た
作
品
を
描
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、『
小
町
変
相
』
は
一
連
の
「
老
女
も
の
」
の
端
緒
と
も
位
置
付
け

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、『
小
町
変
相
』
の
優
れ
た
点
と
い
え
ば
「
小
野
小
町
」
の
伝
説
と

麗
子
の
人
生
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
貌
の
女
性
の
光
と
影

が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
し

て
、
信
楽
夫
人
と
い
う
存
在
を
通
し
て
美
に
囚
わ
れ
た
男
女
の
悲
哀
を
客

観
的
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
も
、
作
品
に
よ
り
深
み
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

『
女
坂
』（
角
川
書
店

昭
和
三
二
年
三
月
）
を
代
表
作
と
す
る
円
地
は
、

「
家
父
長
制
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
抑
圧
さ
れ
る
女
性
を
描
い
て
き
た
。

『
小
町
変
相
』
に
お
い
て
は
、「
見
ら
れ
る
性
」「
産
む
性
」
と
い
う
枠
組
み

を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
へ
の
抑
圧
の
一
形
態
を
明
ら
か
に
し
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
作
品
の
読
解
を
通
し
て
、
円
地
が
繰
り
返
し
描
い
て
き
た

女
性
へ
の
抑
圧
が
、
家
庭
と
い
う
狭
い
範
囲
か
ら
社
会
と
い
う
広
範
囲
に

拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
円
地
は
終
生
変
わ
ら
ず
、
女
性
の
生

き
方
に
問
題
意
識
を
持
ち
、
そ
れ
を
抉
り
出
す
こ
と
に
人
生
を
賭
け
て
き

た
こ
と
が
伺
え
る
。

冒
頭
で
触
れ
た
男
性
作
家
達
が
描
く
老
い
の
苦
し
み
と
、
円
地
が
描
く

女
性
の
老
い
の
苦
し
み
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。「
老
い
」
と
い
う
現
象

に
対
す
る
男
女
差
は
今
後
も
考
察
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
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。
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【
注
】

（
１
）

細
川
涼
一
「
小
野
小
町
説
話
の
展
開
」（
『
女
の
中
世
』
日
本
エ

デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部

平
成
元
年
八
月
）。 

（
２
）

ゆ
の
ま
え
知
子
「
「
老
女
」
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
―
―
ト
ー

マ
ス
・
マ
ン
『
欺
か
れ
た
女
』
と
円
地
文
子
『
小
町
変
相
』
」

（
樋
口
恵
子
編
『
エ
イ
ジ
ズ
ム

お
ば
あ
さ
ん
の
逆
襲
』
（
ニ

ュ
ー
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
・
レ
ヴ
ュ
ー

v
o
l
.
4

）
学
陽
書
房

平

成
四
年
十
二
月
）

（
３
）

有
元
伸
子
「
小
町
変
奏
―
―
近
代
文
学
に
み
る
小
野
小
町
像
の

継
承
と
展
開
」
（
山
根
巴
・
横
山
邦
治
編
『
近
代
文
学
の
形
成

と
展
開
』
和
泉
書
院

平
成
十
年
二
月
）

（
４
）

須
浪
敏
子
『
円
地
文
子
論
』（
お
う
ふ
う

平
成
十
年
九
月
）

（
５
）

東
畑
開
人
『
美
と
深
層
心
理
学
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会

平

成
二
十
四
年
六
月
）

（
６
）

倉
田
容
子
『
語
る
老
女

語
ら
れ
る
老
女
―
―
日
本
近
現
代
文

学
に
み
る
女
の
老
い
』
（
學
藝
書
林

平
成
二
十
二
年
二
月
）

（
７
）

日
本
性
教
育
協
会
編
『
が
ん
患
者
・
家
族
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ

ィ
』
（
性
科
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

v
o
l
.
1
0
 

日
本
性
教
育
協
会

平
成
十
七
年
六
月
）
に
よ
れ
ば
、
婦
人
科
系
癌
再
発
後
に
患
者

か
ら
「
セ
ッ
ク
ス
す
る
と
女
性
ホ
ル
モ
ン
が
活
発
に
な
っ
て
、

自
分
の
が
ん
が
悪
く
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
心
配
の
声

を
聞
く
こ
と
が
あ
る
と
、
癌
研
究
会
有
明
病
院
の
医
師
伊
藤
良

則
氏
が
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
癌
治
療
後
に
は
心
理
的
・
身
体

的
の
両
面
か
ら
様
々
な
変
化
が
生
じ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
医

学
的
な
側
面
か
ら
も
、
検
証
が
必
要
な
課
題
で
あ
る
た
め
、
今

後
詳
し
く
検
証
し
て
い
き
た
い
。

（
８
）

（
４
）
と
同
じ
。

（
９
）

野
口
裕
子
『
円
地
文
子
の
軌
跡
』（
和
泉
書
院

平
成
十
五
年

七
月
）
。 

※
本
稿
に
お
け
る
円
地
文
子
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
、
全
て
『
円
地
文
子
全

集
』（
新
潮
社
）
に
拠
っ
た
。
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Fumiko Enchi “Komachihenso”:
A Study about the Life of “Beautiful Women”

AKAGI Tomomi

In modern Japanese literature, the issue of “aging and sexuality” has been 
depicted in the genre of “Rōjinbungaku” (literature written by, and concerning, 
senior people). Fumiko Enchi, one of the most prominent female writers in 
Japan, addressed this issue head-on. Enchi left a number of completed works 
which are called “Rōjyomono” (literary works describing old women). Among 
these works is Komachihenso. This novel is based on the legend of 
Ononokomachi (a beautiful female waka poet), and is characteristic in the sense 
that the main character of the story is a beautiful woman named Reiko Ushirogu,
an actress who remained unmarried all her life.

First of all, this study focused on the suffering caused by the beautiful 
appearance of the women in this novel (Reiko, and other characters). It aimed 
to analyze the background of such a suffering. From this study, I found some 
potential leads which could be regarded as some of the causes of their suffering. 
For example, masculine way of thinking, such as the tendency to regard “youth” 
as an absolute requirement for “beauty”, could be internalized in women’s
minds. It could be this internalization that leads them to stressful situations. 
Another lead could be the repression from the people who look at women as 
“the sex to be seen” or “the childbearing sex”. This study also revealed that the 
main character, Reiko, is relying on spiritual power to overcome the problem 
of physical decline, as well as to fulfill her sexual desires.

Moreover, in this study, I pointed out the importance of Mrs.Shigaraki, one 
of the characters in this novel. This character had not been focused on in 
previous studies. In “Komachishiken”, an essay about Ononokomachi which is 
written by Mrs.Shigaraki herself, she analyzed the sorrows of beautiful women, 
as well as the mentality of men who cannot help but to seek beautiful women. 
As a result of her analysis, she came to feel a kind of sympathy for Reiko and 
Mr. Shigaraki (her own husband), even though they had both committed 
infidelity. If we take into account this conclusion that she comes to, I put 
forward the idea that her existence enabled to describe the personality of Reiko 
and Mr. Shigaraki in a more in-depth fashion.
Keywords: Ononokomachi, aging, sexuality
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