
PDF issue: 2025-04-05

ヒトガタのユートピアをめざして—澁澤龍彥
「ぼろんじ」論—

細沼, 祐介

(出版者 / Publisher)
法政大学大学院

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
大学院紀要 = Bulletin of graduate studies / 大学院紀要 = Bulletin of
graduate studies

(巻 / Volume)
70

(開始ページ / Start Page)
212

(終了ページ / End Page)
200

(発行年 / Year)
2013-03

(URL)
https://doi.org/10.15002/00008633



　
　
　
　
　

序
論

　

澁
澤
龍
彥
の
小
説
作
品
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
は
、
河
出
書
房
よ
り
発
行
の
「
文
藝
」
一
九
八
二
年

十
一
月
号
に
発
表
さ
れ
、
の
ち
に
前
後
に
連
載
さ
れ
て
い
た
一
連
の
小
説
群
と
と
も
に
単
行
本

で
あ
る
『
ね
む
り
姫
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
三
年
十
一
月
）
に
収
め
ら
れ
た
。

　

従
来
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
澁
澤
作
品
に
あ
っ
て
、
後
期
小
説
群
の
な

か
で
も
発
表
時
期
的
に
中
間
点
に
位
置
す
る
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
は
独
立
し
た
研
究
の
対
象
と
さ
れ

る
こ
と
が
少
な
く
、
目
立
っ
た
論
も
あ
ま
り
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
「
生
長
す
る
」
作

家
と
評
さ
れ
る
澁（
註
一
）
澤
の
作
品
を
総
合
的
に
読
み
解
く
に
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
中
継
点
と
な
る

作
品
を
積
極
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
ぼ
ろ
ん
じ
」

に
は
澁
澤
が
生
涯
の
仕
事
を
通
じ
て
追
求
し
て
い
た
主
題
が
色
濃
く
存
在
し
て
お
り
、
こ
う
し

た
点
か
ら
も
こ
の
作
品
を
考
察
す
る
こ
と
は
澁
澤
研
究
に
と
っ
て
大
き
な
価
値
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

な
お
、「
ぼ
ろ
ん
じ
」
は
作
中
で
明
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
原
作
を
持
っ
た
小
説
で
あ
る
。

原
作
を
元
に
創
作
す
る
こ
と
は
澁
澤
の
小
説
創
作
の
方
法
と
し
て
は
珍
し
く
な
い
が
、
松
山
俊

太
郎
が
全
集
版
の
「
解
題
」
で
指
摘
し
て
い（
註
二
）
る
よ
う
に
、『
ね
む
り
姫
』
収
録
作
品
中
で
原
作

が
明
示
さ
れ
て
い
る
作
品
は
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
原
作
明
示
の
理
由
に
つ

い
て
、
松
山
は
「
下
敷
き
の
あ
る
こ
と
は
た
や
す
く
見
抜
か
れ
る
が
、
加
筆
し
創
案
し
た
部
分

の
大
き
い
、
自
信
作
だ
っ
た
」
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
説
的
に
、「
ぼ
ろ
ん
じ
」

に
は
澁
澤
が
原
作
に
強
く
依
存
し
て
い
る
箇
所
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な

ら
ず
、
事
実
松
山
に
よ
れ
ば
、

主
人
公
・
茨
木
智
雄
が
岩
淵
に
至
る
、
全
五
五
枚
中
の
二
五
枚
ま
で
が
、『
夜
窓
鬼
談
』

に
収
ま
る
「
茨
城
智
雄
」
で
は
、
漢
文
三
千
字
に
相
当
し
、
こ
こ
ま
で
は
筋
書
き
が
完
全

に
一
致
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
原
作
の
二
千
字
を
ほ
と
ん
ど
読
み
下
し
に
近
い
形
で
、

一
五
枚
た
ら
ず
の
仮
名
混
り
文
に
書
き
改
め
た
も
の
に
、
一
〇
枚
あ
ま
り
の
追
加
を
分
散

し
た
も
の
で
あ
る
。

と
断
言
す
る
ほ
ど
そ
の
割
合
は
多
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
前
半
部
も
ま
た
一
概
に
閑
却
し
て
い

い
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
も
「
一
○
枚
あ
ま
り
の
追
加
」
に
象
徴
さ
れ
る
変
更
点
が
含
ま
れ

て
お
り
、
原
文
を
ほ
ぼ
丸
ご
と
受
容
し
つ
つ
も
、
あ
え
て
書
き
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
の
変
更
点
は
そ
の
ま
ま
澁
澤
の
強
い
意
図
が
読
み
取
れ
る
箇
所
で
あ

る
と
判
断
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
後
半
部
に
書
き
加
え
ら
れ
た
純
粋
な
澁
澤
の
創
意
を
整
理
す
る
と
、
以
下

の
三
点
に
集
約
で
き
る
。

ヒ
ト
ガ
タ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
め
ざ
し
て―

―

澁
澤
龍
彥
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
論―

―

人
文
科
学
研
究
科　

日
本
文
学
専
攻

修
士
課
程
２
年　
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一
、
岩
淵
の
宿
に
お
け
る
遠
隔
視

　

二
、
お
馨
に
よ
る
男
装
の
旅
程
と
男
子
変
成
の
夢

　

三
、
熱
海
に
お
け
る
両
者
融
合
の
顛
末

　

こ
の
三
点
以
外
に
も
、
松
山
に
よ
れ
ば
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
配
列
組
み
替
え
な
ど
の
工
夫

は
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
物
語
の
主
題
を
転
換
さ
せ
て
い
る
の
は
こ
の
三
点

で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
そ
澁
澤
の
創
作
意
図
の
一
端
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た

点
を
踏
ま
え
て
松
山
は
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
を
「〈
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
融
合
〜
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ

ス
復
元
〉
の
物
語
」
と
し
て
定
義
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
理
解
は
小
倉（
註
三
）
斉
や
奥
野
健（
註
四
）
男
ら
に
も

共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
今
ま
で
の
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
解
釈
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
て
行
わ
れ
た
両
者
の
融
合
を
、
一
対
一
の
対

等
な
結
合
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
本
当
に
正
し
い
理
解
な
の
だ
ろ
う
か
。
智
雄
と
お
馨
を
一

種
の
「
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
」
と
し
、
こ
の
両
者
が
対
等
に
結
び
つ
く
こ
と
を
「
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ

ノ
ス
復
元
」
と
し
て
定
義
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
両
者
の
力
関
係
が
拮
抗
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
後
に
指
摘
す
る
が
、
両
者
の
関
係
は
絶
対
的
に
智
雄
の
方
が
優
勢
で
あ
り
、
実

際
に
は
作
品
の
構
成
上
、
お
馨
が
こ
う
し
た
理
想
的
存
在
で
あ
る
智
雄
を
一
方
的
に
追
い
求
め

る
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
が
あ
る
以
上
、
従
来
な
さ
れ
て
き
た
「〈
ド
ッ
ペ
ル
ゲ

ン
ガ
ー
融
合
〜
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
復
元
〉の
物
語
」と
い
う
読
み
に
は
多
少
の
違
和
感
が
残
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
点
を
中
心
に
、
澁
澤
に
よ
っ
て
随
所
に
盛
り
込
ま
れ
た
創
意
が
持
つ
意
味

の
検
証
を
行
い
な
が
ら
、
既
存
の
解
釈
を
乗
り
越
え
、
よ
り
深
く
澁
澤
文
学
の
系
統
に
コ
ミ
ッ

ト
し
た
理
解
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　

一
、
ヒ
ト
ガ
タ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
不
変
の
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス

　
　
　
　
　
　
　

―
―

茨
木
智
雄

　
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
は
、
文
中
に
挟
み
込
ま
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
よ
っ
て
便
宜
的
に
四
つ
の
節
に
区

分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
の
節
は
澁
澤
に
よ
る
註
と
し
て
の
働
き
が
主
で
あ
る
た
め
割
愛

す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
は
視
点
人
物
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

　

第
一
節―
―

第
一
の
智
雄
の
物
語

　

第
二
節―
―

お
馨
の
物
語

　

第
三
節―

―

第
二
の
智
雄
の
物
語

こ
の
な
か
で
原
作
の
影
響
が
最
も
濃
厚
な
の
は
第
一
節
で
あ
り
、
序
論
で
引
用
し
た
松
山
の

指
摘
に
お
け
る
「
岩
淵
に
至
る
」
ま
で
の
物
語
は
ほ
ぼ
こ
こ
に
相
当
す
る
。
と
は
い
え
、
松
山

も
引
用
箇
所
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
創
意
は
既
に
第
一
節
か
ら
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず

は
こ
の
第
一
節
に
お
け
る
茨
木
智
雄
の
描
写
か
ら
見
て
い
こ
う
。

　
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
冒
頭
の
茨
木
智
雄
に
関
す
る
記
述
は
、
少
々
長
い
が
以
下
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　

弟
の
智
雄
は
年
わ
ず
か
に
十
七
歳
、
兄
よ
り
は
よ
ほ
ど
ク
ー
ル
な
性
質
で
、
攘
夷
も
開

港
も
ど
こ
吹
く
風
と
い
っ
た
て
い
た
ら
く
、
天
下
を
論
じ
国
事
を
憂
え
る
青
年
た
ち
の
中

に
あ
っ
て
、
み
ず
か
ら
は
徹
底
し
た
ノ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
を
標
榜
し
て
い
た
。
い
や
、

標
榜
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
智
雄
の
存
在
自
体
が
そ
れ
を
語
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
智
雄
に
お
い
て
ま
ず
第
一
に
ひ
と
の
注
意
を
ひ
い
た
の

は
、そ
の
内
部
よ
り
も
む
し
ろ
外
面
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
智
雄
は
標
致
繊
麗
、

花
容
な
ら
び
な
く
、
あ
た
か
も
女
人
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
あ
ま
り
に
美
し
い
の
で
、
と

て
も
天
下
を
論
じ
国
事
を
憂
え
る
と
い
っ
た
、
野
暮
な
こ
と
に
か
か
ず
ら
っ
て
い
る
余
地

は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
外
貌
が
美
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、

政
治
的
関
心
が
あ
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
法
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
女
人
の
ご
と
く
と

ノ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
と
、
こ
の
二
つ
が
重
な
れ
ば
、
ひ
と
は
そ
れ
を
偶
然
と
は
思
わ
な

い
だ
ろ
う
。
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た
だ
し
、
智
雄
を
惰
弱
な
男
と
思
っ
た
ら
そ
れ
こ
そ
大
間
違
い
で
あ
っ
た
。
父
や
兄
に

似
て
、
智
雄
は
若
く
し
て
す
で
に
武
技
百
般
に
精
熟
し
て
い
た
し
、
と
り
わ
け
柔
や
わ
らの
術
に

長
じ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
青
年
ら
し
か
ら
ぬ
政
治
的
超
然
主
義
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
僚

の
な
か
で
彼
を
畏
敬
し
な
い
も
の
と
て
な
か
っ
た
。

一
方
で
、
原
作
の
「
茨
城
智
雄
」
は
以
下
の
よ
う
に
極
め
て
簡
潔
に
智
雄
を
描
き
出
す
。
現

代
語
訳
か
ら
引
用
し
よ
う
。

　

弟
の
智
雄
は
そ
の
と
き
十
七
歳
で
あ
っ
た
が
、
美
し
い
顔
立
ち
で
、
ほ
っ
そ
り
と
し
た

体
つ
き
は
一
見
女
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
彼
も
武
技
に
精
熟
し
、
特
に
柔
術
に
す
ぐ
れ
て

お
り
、
同
輩
の
者
た
ち
か
ら
畏
敬
さ
れ
て
い（
註
五
）
た
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
比
較
す
れ
ば
そ
の
差
は
歴
然
で
あ
ろ
う
。
原
作
に
見
ら
れ
る
三
つ
の

要
素
、
つ
ま
り
、

　

一
、「
十
七
歳
」
と
い
う
年
齢

　

二
、「
女
の
よ
う
に
も
見
え
る
」
と
さ
れ
る
容
姿

　

三
、「
武
技
に
精
熟
し
、
特
に
柔
術
に
す
ぐ
れ
」
て
い
た
た
め
、「
同
輩
」
か
ら
「
畏
敬
」
さ

れ
て
い
た
こ
と

の
三
点
は
余
す
こ
と
な
く
受
け
継
い
で
い
る
も
の
の
、
澁
澤
は
こ
こ
で
あ
え
て
更
に
筆
を
尽
く

す
こ
と
で
「
ノ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
」
と
い
う
特
徴
を
執
拗
に
書
き
加
え
、
更
に
こ
の
「
ノ
ン
・

ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
」
の
理
由
と
し
て
一
種
の
女
性
性
を
も
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

澁
澤
自
身
も
こ
こ
で
は
「
も
と
よ
り
外
貌
が
美
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
政
治
的
関
心
が
あ
っ

て
い
け
な
い
と
い
う
法
は
な
い
」
と
予
防
線
は
張
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
二
つ
の
要
素
が

相
互
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
澁
澤
自
身
に
と
っ
て
は
論
理
的
に
自
明
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

　

智
雄
が
自
身
の
女
性
的
な
要
素
を
増
大
さ
せ
、
つ
い
に
は
女
装
に
至
る
こ
と
に
つ
い
て
、
小

倉
斉
は
註
三
で
示
し
た
論
文
に
お
い
て
、「〈
内
な
る
女
性
＝
ア
ニ
マ
〉
の
表
出
」
で
あ
り
、
女

装
行
為
は
「
一
種
の
衣
装
交
換
（
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ズ
ム
）
で
あ
り
、
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ヌ

ス
の
創
造
行
為
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
の
背
景
に
は
、
小
倉
自
身
も
引
い
て
い

る
よ
う
に
、
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
に
つ
い
て
述
べ
た
澁
澤
に
よ
る
以
下
の
発
言
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
衣
装
交
換
の
儀
式
の
主
な
機
能
は
、
人
間
が
自
己
の
外
に
脱
出
す
る
こ
と
、

そ
の
特
殊
な
立
場
（
男
性
ま
た
は
女
性
の
立
場
）
を
超
越
す
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
社
会

の
組
織
に
先
行
す
る
、
超
歴
史
的
な
立
場
を
取
り
戻
す
こ
と
、
つ
ま
り
、
人
間
を
し
て
ア

ン
ド
ロ
ギ
ュ
ヌ
ス
た
ら
し
め
る
こ
と
な
の
で
あ（
註
五
）
る
。

こ
の
言
葉
を
踏
ま
え
れ
ば
、
澁
澤
が
冒
頭
の
智
雄
に
つ
い
て
の
描
写
で
企
図
し
た
こ
と
が
よ

り
明
瞭
に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
澁
澤
に
と
っ
て
男
で
あ
り
な
が
ら
女
性
で
も
あ
り
う

る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
「
立
場
」
と
そ
こ
に
纏
わ
る
種
々
の
束
縛
（
社
会
性
な
ど
）
を
「
超

越
す
る
」こ
と
が
で
き
る
状
態
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
の
束
縛
の
代
表
的
な
も
の
こ
そ
が「
天

下
を
論
じ
国
事
を
憂
え
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
「
政
治
的
」
束
縛
で
あ
り
、

許
容
さ
れ
た
「
ノ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
」
と
は
こ
こ
か
ら
の
解
放
、「
超
越
」
の
状
態
そ
の
も

の
で
あ
る
。
原
作
で
提
示
さ
れ
た
「
女
の
よ
う
に
も
見
え
る
」
と
い
う
特
徴
は
、
あ
く
ま
で
も

智
雄
に
よ
る
女
装
の
旅
路
を
導
き
出
す
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
の
機
能
が
強
く
、
ま
た
そ
の

女
装
の
旅
路
が
持
つ
構
成
上
の
意
味
は
、
続
く
化
け
物
退
治
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
予
告
す
る
た
め

の
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か
し
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
で
の
そ
れ
は
そ
う
し
た
物
語
上
の
工
夫
と
い
う

意
義
を
超
え
た
、
よ
り
深
い
澁
澤
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
智
雄
の
性
質
の
変
化
に
つ
い
て
、
松
山
は
前
掲
の
「
解
題
」
に
お
い
て
、「『
ね
む

り
姫
』
に
登
場
す
る
人
物
の
中
で
、
い
ち
ば
ん
澁
澤
自
身
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
智

雄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
重
ね
合
わ
せ
の
根
拠
に
つ
い
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て
は
、
智
雄
と
い
う
名
前
と
、
澁
澤
の
本
名
龍
雄
と
の
類
似
を
挙
げ
る
程
度
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
解
釈
に
よ
り
踏
み
込
ん
だ
推
論
を
付
け
足
す
の
で
あ
れ
ば
、
澁
澤
自
身
が
持
つ
極
度
の

現
実
嫌
悪
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
澁
澤
は
安
保
闘
争
の
渦
中
で
あ
る
六
〇
年
代
、
サ
ド
裁

判
の
被
告
と
な
る
と
い
う
、
文
学
史
上
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
か
つ
ま
た
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア

ル
な
束
縛
を
受
け
た
経
験
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
好
ま
ざ
る
事
態
で
も
あ
っ（
註
七
）
た
。

以
降
澁
澤
は
急
速
に
、
少
な
く
と
も
表
面
上
は
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
言
説
を
放
棄
す
る
。

　

智
雄
は
謂
わ
ば
こ
う
し
た
束
縛
か
ら
既
に
し
て
解
放
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
り
、安
直
に「
澁

澤
自
身
の
投
影
」
と
す
る
よ
り
も
、澁
澤
の
一
種
の
理
想
の
投
影
と
考
え
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。

　

ま
た
一
方
で
、
智
雄
の
両
性
具
有
的
性
質
を
、
男
性
と
女
性
と
い
う
区
分
を
自
由
に
往
復
す

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
直
せ
ば
、
こ
れ
は
澁
澤
の
変
身
願
望
の
成
就
さ
れ
た

状
態
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。「
人
間
性
と
は
、
わ
た
し
に
は
空
虚
な
先
入
見
で
あ

る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
の
で
あ（
註
八
）
る
」
と
述
べ
る
澁
澤
に
と
っ
て
、「
人
間
」
で
あ
る
こ
と
に

留
ま
ら
せ
る
「
人
間
性
」
の
概
念
と
同
様
、
固
有
の
性
に
縛
り
付
け
る
性
別
と
い
う
概
念
も
ま

た
、
厭
わ
し
い
「
先
入
見
」、
束
縛
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う（
註
九
）
か
。

　

実
際
、
こ
れ
以
降
の
第
一
節
の
記
述
に
お
い
て
も
、
智
雄
自
身
が
己
の
女
装
（
更
に
踏
み
込

め
ば
自
身
の
女
性
性
の
発
露
）
を
極
め
て
肯
定
的
に
考
え
て
い
る
描
写
が
見
ら
れ
る
。
己
の
女

装
を
鏡
で
眺
め
、「
智
雄
は
お
の
れ
の
女
装
に
満
足
」
す
る
が
、
こ
れ
は
原
作
に
は
な
い
、
澁

澤
独
自
の
挿
入
句
で
あ
る
。
ま
た
小
仏
に
て
山
賊
の
一
党
に
歩
み
寄
る
智
雄
の
姿
は
、
己
の
美

貌
を
強
く
意
識
し
、
そ
の
美
貌
を
以
て
男
達
を
弄
ぼ
う
と
す
る
意
図
に
満
ち
て
お
り
、
そ
の
大

胆
さ
の
背
景
に
は
保
険
と
し
て
の
優
れ
た
武
術
の
腕
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
半
ば
戯
れ
る

よ
う
に
己
の
両
性
具
有
性
を
誇
る
智
雄
の
姿
は
、
気
分
次
第
で
あ
る
立
場
を
選
択
し
て
演
じ
つ

つ
、
同
時
に
そ
の
立
場
が
持
つ
一
切
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
一
種
の
理
想
的
な
状
態
に
あ
る
こ
と

が
理
解
で
き
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
で
取
り
上
げ
た
智
雄
に
関
す
る
描
写
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
女
装
の
旅
路

以
前
の
も
の
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
小
倉
の
論
は
、
こ
こ
か
ら
始
ま
る
旅
路
に
一
種
の
イ
ニ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
を
読
み
取
っ
て
お
り
、
こ
の
旅
路
を
通
し
て
次
第
に
智
雄
は
己
の
「〈
内

な
る
女
性
＝
ア
ニ
マ
〉
の
表
出
」
を
行
い
、
最
終
的
に
お
馨
と
の
「
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ヌ
ス
的
結

合
」
を
成
就
さ
せ
る
物
語
と
し
て
、
第
一
節
・
第
三
節
に
跨
っ
た
智
雄
の
物
語
を
解
釈
し
て
い

る
。
こ
の
観
点
は
、
言
葉
は
少
な
い
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
「
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
復
元
」
と

し
て
物
語
を
捉
え
た
松
山
の
解
釈
と
同
根
の
発
想
か
ら
成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ

う
。
当
然
そ
こ
に
は
人
間
の
性
別
は
神
が
両
性
具
有
の
人
間
を
二
つ
に
引
き
裂
い
た
が
故
に
生

ま
れ
た
と
す
る
、
プ
ラ
ト
ン
の
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
観
が
根
強
く
横
た
わ
っ
て
お
り
、
こ
う
し

た
理
解
の
結
果
、
智
雄
は
元
来
あ
る
べ
き
だ
っ
た
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
の
姿
に
「
復
元
」
す
る

た
め
に
、
松
山
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
の
片
割
れ
」
で
あ
る
お
馨
を
求
め

て
い
る
の
だ
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
智
雄
の
性
質
を
鑑
み
れ
ば
、
智
雄
は
既
に
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ

ノ
ス
と
し
て
の
要
件
を
、
現
実
的
な
レ
ベ
ル
で
満
た
し
た
存
在
だ
と
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
先
に
引
い
た
澁
澤
の
言
葉
に
倣
え
ば
、
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
で
あ
る
こ
と
が
、
人
間

が
「
特
殊
な
立
場
」
か
ら
「
超
越
」
す
る
こ
と
で
あ
る
以
上
、「
女
人
の
ご
と
く
」
と
さ
れ
る

美
貌
を
持
ち
、「
ノ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
」
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
智
雄
は
、
旅
を
経

験
し
お
馨
と
融
合
す
る
ま
で
も
な
く
、
既
に
あ
る
種
の
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
で
あ
ろ
う
。
女
装

は
単
純
に
智
雄
の
こ
の
内
在
す
る
性
質
を
表
象
と
し
て
表
面
化
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

　

実
際
に
旅
の
途
中
で
智
雄
が
遭
遇
す
る
二
つ
の
事
件
は
、「
荒
く
れ
お
と
こ
」
と
「
大
猴
」

と
い
う
強
い
男
性
性
を
持
っ
た
存
在
に
性
の
対
象
と
さ
れ
た
か
ら
発
生
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
智
雄
が
お
馨
と
融
合
し
な
く
と
も
明
確
な
女
性
性
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
に
他

な
ら
な
い
。
ま
た
、
第
三
節
に
お
い
て
お
馨
と
融
合
し
た
智
雄
は
、
結
果
と
し
て
「
奇
妙
な
感

覚
を
味
わ
」
い
、
お
馨
の
意
識
に
引
き
摺
ら
れ
る
形
で
「
ち
ょ
っ
と
悲
し
い
よ
う
な
、
な
つ
か

し
い
よ
う
な
気
持
」
を
感
じ
た
だ
け
で
、
身
体
的
な
変
化
や
融
合
へ
の
自
覚
と
い
っ
た
顕
在
化

し
た
変
化
は
一
切
な
く
、「
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」。
つ
ま
り
第
一
節
の
智
雄
と
、
第
三
節

で
お
馨
と
融
合
し
た
智
雄
と
の
間
に
は
、
質
的
な
差
異
は
表
面
上
全
く
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ

209

Hosei University Repository



る
。
こ
の
両
者
の
性
質
を
比
較
し
て
、
後
者
の
み
を
「
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
復
元
」
の
状
態
に

あ
る
と
す
る
の
は
些
か
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
澁
澤
が
原
作
で
は「
茨
城
智
雄
」

で
あ
っ
た
主
人
公
の
名
を
、
あ
え
て
「
茨
木
智
雄
」
と
改
め
た
の
も
、
茨
木
童
子
と
い
う
伝
説

上
の
女
装
（
な
い
し
は
女
体
）
の
鬼
と
二
重
写
し
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
。ま

た
、
性
に
関
す
る
描
写
と
し
て
は
、
以
下
の
場
面
も
ま
た
極
め
て
印
象
的
で
あ
る
。

　

智
雄
は
肘
を
ま
げ
て
、
埃
だ
ら
け
の
床
の
上
に
ご
ろ
り
と
横
臥
す
る
と
、
な
ん
と
な
く

着
物
の
裾
を
分
け
、
湯
巻
の
下
に
手
を
す
べ
ら
せ
て
、
お
の
れ
の
睾
丸
を
掌
で
軽
く
そ
っ

と
握
っ
て
み
た
。
女
の
衣
装
を
身
に
つ
け
な
が
ら
、
男
の
し
る
し
を
握
っ
て
い
る
自
分
の

姿
を
想
像
す
る
と
、
わ
れ
な
が
ら
お
か
し
く
な
っ
た
。（
中
略
）
智
雄
は
そ
の
状
態
に
満

足
す
る
と
、次
に
は
所
在
な
さ
に
陽
物
を
い
ら
っ
た
。
そ
れ
も
こ
れ
も
智
雄
の
癖
で
あ
る
。

澁
澤
は
こ
の
行
為
を
単
純
に
「
癖
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
箇
所
は
原
作
に
は
な
い

部
分
で
あ
り
、
智
雄
の
両
性
具
有
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
等
閑
に
は
し
が
た
い
部
分
で
あ
る
。
こ

こ
で
智
雄
は
自
身
の
「
陽
物
」
に
触
れ
る
と
い
う
非
常
に
男
性
的
な
行
為
を
行
っ
て
い
る
が
、

一
方
で
彼
は
自
身
が
「
女
の
衣
装
」
を
纏
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
客
観
視
し
た
う
え
で
、
強

く
意
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
直
後
の
「
大
猴
」
と
の
や
り
と
り
に
お
い
て
、
智
雄
は
「
大
猴
」

の
「
陰
所
」
を
あ
く
ま
で
も
女
性
と
し
て
手
で
な
ぶ
り
、
計
略
と
は
い
え
「
大
猴
」
を
大
い
に

喜
ば
せ
る
。
以
上
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
智
雄
の
こ
の
「
癖
」
は
、
男
性
で
あ
る
己
の

「
陽
物
」
を
女
性
と
し
て
慰
め
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
既
に
こ
こ
に
は
対
象

を
必
要
と
し
な
い
生
殖
の
形
態
が
成
就
し
て
お
り
、
こ
の
窮
極
の
自
己
完
結
性
は
そ
の
ま
ま
ア

ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
の
特
質
に
還
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

一
方
で
己
の
欲
望
の
対
象
が
己
自
身
と
な
り
う
る
状
況
は
、
自
己
愛
が
完
全
に
満
た
さ
れ

た
状
態
に
も
他
な
ら
な
い
。
松
山
は
前
掲
の
「
解
題
」
に
て
、
こ
の
自
己
愛
と
い
う
点
に
注
目

し
、
以
下
の
よ
う
な
解
釈
を
行
う
。

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
と
し
て
だ
け
な
ら
と
も
か
く
、
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
の
片
割
れ
で

も
あ
る
、
お
馨
を
、
智
雄
に
〈
影
〉
と
し
て
吸
収
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
と
、
男
装
の
お

馨
を
智
雄
と
区
別
の
つ
か
な
い
ほ
ど
似
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
と
も
に
、
澁
澤
の
強
度

の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
原
因
と
す
る
も
の
だ
と
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
解
釈
自
体
の
是
非
は
と
も
か
く
、「
澁
澤
の
強
度
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
の
指
摘
と
、「
ア

ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
の
片
割
れ
」
で
あ
る
は
ず
の
お
馨
が
「
智
雄
に
〈
影
〉
と
し
て
吸
収
」
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
へ
の
疑
問
の
提
示
は
、
極
め
て
重
大
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。

　

澁
澤
は
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
以
前
の
エ
ッ
セ
イ
に
て
、
近
親
相
姦
に
つ
い
て
以
下
の
意
見
を
述
べ

て
い
る
。

私
は
元
来
、
近
親
相
姦
と
は
こ
の
上
も
な
く
甘
美
な
も
の
だ
、
と
い
う
抜
き
が
た
い
固
定

観
念
を
い
だ
い
て
い
る
人
間
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
お
そ
ら
く
、
ウ
ル
リ
ヒ
の
よ
う
に
、
相

手
の
な
か
に
自
分
の
自
己
愛
を
投
入
し
、
し
か
も
そ
れ
を
自
分
の
目
で
眺
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
状
況
を
つ
い
想
像
し
て
し
ま
う
た
め
で
は
な
い
か
、
と
思

っ
て
い
（
註
一
〇
）
る
。

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
論
理
を
整
理
す
れ
ば
、
近
親
相
姦
は
「
相
手
の
な
か
に
自
分
の
自
己

愛
を
投
入
し
、
し
か
も
そ
れ
を
自
分
の
目
で
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的

状
況
」
で
あ
る
か
ら
「
甘
美
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
あ
れ
ば
、
智
雄
の
置
か
れ
て

い
る
状
況
は
、
近
親
相
姦
と
い
う
回
り
道
を
経
る
こ
と
な
く
、
自
身
を
内
部
で
男
女
そ
れ
ぞ
れ

に
分
割
し
、
客
観
視
す
る
こ
と
で
、「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
状
況
」
に
至
っ
て
い
る
、
あ
る
意
味
で

理
想
的
な
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
状
況
」
の
在
り
方
の
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一
つ
と
し
て
、
澁
澤
は
別
の
箇
所
で
以
下
の
よ
う
に
も
表
現
し
て
い
る
。

超
越
的
な
一
つ
の
目
的
を
求
め
て
出
発
し
た
鳥
た
ち
は
、
結
局
、
長
い
旅
路
の
果
て
に
、

自
分
自
身
に
回
帰
し
た
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
神
の
探
索
の
旅
は
、
同

時
に
ま
た
、
隠
さ
れ
た
自
我
の
探
索
の
旅
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
主

体
と
客
体
の
一
致
、
光
と
影
の
融
合
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
足
り
な
い
。
ア
ン

リ
・
コ
ル
バ
ン
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
独
特
の
愛
の
観
念
に
つ
い
て
、「
神
的
な
愛
と
は
、
神

的
な
客
体
へ
の
愛
の
転
移
で
は
な
く
、
人
間
的
愛
の
主
体
的
変
貌
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（『
イ
ス
ラ
ム
哲
学
史
』）
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
ア
ッ
タ
ー
ル
の
鳥
た
ち
こ
そ
、
ま
さ

に
主
体
的
変
貌
を
と
げ
て
、
愛
と
、
愛
す
る
者
と
、
愛
さ
れ
る
対
象
と
の
三
位
一
体
を
実

現
し
た
の
だ
と
も
い
え
る
だ
ろ
（
註
一
一
）
う
。

　
「
愛
す
る
」
己
と
「
愛
さ
れ
る
対
象
」
で
あ
る
己
が
共
に
自
分
自
身
と
し
て
一
体
と
な
る
こ

の
「
三
位
一
体
」
の
形
態
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
既
に
智
雄
の
内
部
に
成
立

し
て
い
る
。「
三
位
一
体
」
の
観
念
は
後
期
澁
澤
小
説
の
中
心
と
な
る
観
念
の
一（
註
一
二
）
つ
で
あ
り
、

智
雄
が
そ
れ
を
成
就
し
た
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
ぼ
ろ
ん
じ
」
と
い
う
小
説
に
お
い

て
も
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　

澁
澤
は
、
自
身
が
小
説
を
通
し
て
生
涯
追
求
し
た
「
三
位
一
体
」
の
構
図
を
、「
ぼ
ろ
ん
じ
」

に
お
い
て
は
作
品
内
部
に
二
重
に
設
定
し
た
。
つ
ま
り
第
一
節
で
智
雄
が
体
現
す
る
既
に
完
成

し
た
第
一
の
「
三
位
一
体
」
と
、
第
二
節
に
て
こ
の
第
一
の
「
三
位
一
体
」
自
体
を
「
愛
さ
れ

る
対
象
」
と
し
て
お
馨
が
追
い
求
め
、
そ
の
結
果
、
第
三
節
で
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
第
二
の

「
三
位
一
体
」
の
二
つ
で
あ
る
。

煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
、
解
釈
の
微
妙
な
「
愛
」
と
い
う
観
念
を
一
旦
外
に
置
き
、「
愛

す
る
者
」
と
「
愛
さ
れ
る
対
象
」
の
二
項
で
、
以
上
の
二
つ
の
「
三
位
一
体
」
を
整
理
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
の
「
三
位
一
体
」

「
愛
す
る
者
」
…
…
自
身
に
対
す
る
行
為
の
主
体
と
し
て
の
智
雄

「
愛
さ
れ
る
対
象
」
…
…
自
身
に
よ
る
行
為
の
対
象
と
し
て
の
智
雄

第
二
の
「
三
位
一
体
」

「
愛
す
る
者
」
…
…
お
馨

「
愛
さ
れ
る
対
象
」
…
…
「
三
位
一
体
」
と
し
て
の
智
雄

既
に
完
成
さ
れ
た
理
想
と
し
て
の
智
雄
は
、
単
な
る
単
性
の
女
性
で
し
か
な
い
お
馨
か
ら
す

れ
ば
、
人
の
形
を
し
た
理
想
郷
で
あ
り
、
旅
路
の
果
て
に
至
る
べ
き
一
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し

て
存
在
し
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
、「
い
ち
ば
ん
澁
澤
自
身
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
智

雄
で
あ
る
」
と
い
う
松
山
の
解
釈
は
、
半
分
正
し
く
、
一
方
で
半
分
誤
謬
を
含
む
こ
と
に
な
る
。

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
投
影
さ
れ
て
い
る
の
は
澁
澤
の
理
想
、
澁
澤
が
こ
う
あ
り
た

い
と
望
む
自
己
の
像
な
の
だ
。

な
ら
ば
、
こ
う
あ
り
た
い
と
い
う
志
向
の
主
体
と
し
て
の
澁
澤
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ

を
具
現
化
す
る
の
が
、
も
う
一
人
の
主
人
公
で
あ
る
お
馨
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

二
、
欲
望
す
る
オ
ブ
ジ
ェ
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
巡
礼
者―

―

お
馨

澁
澤
の
女
性
観
、
特
に
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
範
疇
に
お
け
る
女
性
の
役
割
は
、
あ
く
ま
で
も

男
性
の
主
体
的
欲
望
に
対
し
て
純
粋
に
客
体
に
徹
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

ま
ず
明
ら
か
な
こ
と
は
、
女
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
支
配
す
る
本
質
的
な
要
素
の
一
つ

が
、
自
己
の
内
部
に
欲
望
の
芽
を
育
て
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
相
手
の
う
ち
に
欲

望
を
掻
き
立
て
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
相
手
の
欲
望
を
生
ぜ
し
め
、
次

い
で
自
分
も
そ
れ
を
共
有
す
る
。
だ
か
ら
女
に
お
け
る
欲
望
と
は
、
一
般
に
、
彼
女
が
相

手
の
男
の
な
か
に
目
覚
め
さ
せ
る
欲
望
の
函
数
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
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女
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
技
巧
の
な
か
で
、
最
大
の
働
き
を
示
す
も
の
は
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー

（
媚
態
）
で
あ
る
が
、
こ
の
媚
態
と
は
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
客
体
に
な
ろ
う
と
す
る
演
技

に
ほ
か
な
る
ま
い
。（
中
略
）
女
の
セ
ッ
ク
ス
と
は
、
だ
か
ら
欲
望
す
る
の
で
は
な
く
て
、

本
質
的
に
欲
望
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
（
註
一
三
）
る
。

こ
う
し
た
観
念
に
基
づ
い
た
行
為
の
な
か
で
最
も
象
徴
的
な
も
の
が
視
線
に
纏
わ
る
も
の

で
あ
り
、
澁
澤
の
作
品
の
な
か
で
〈
見
る
〉
男
性
と
〈
見
ら
れ
る
〉
女
性
と
い
う
構
図
は
繰
り

返
し
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
で
も
同
様
で
あ
り
、
岩
淵
の
宿
で

の
遠
隔
視
の
場
面
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
こ
で
も〈
見
る
〉の
は
男
で
あ
る
智
雄
で
あ
り
、〈
見

ら
れ
る
〉
の
は
女
で
あ
る
お
馨
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、第
一
節
に
お
い
て
、第
一
の
智
雄
の
物
語
に
組
み
込
ま
れ
る
形
で
登
場
す
る
お
馨
は
、

ま
さ
し
く
「
酔
っ
ぱ
ら
い
」
に
「
欲
望
さ
れ
る
」
存
在
で
あ
り
、
無
力
さ
故
に
抵
抗
で
き
な
い

と
い
う
点
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
完
全
な
る
客
体
に
過
ぎ
な
い
。
物
語
上
の
役
割
と
し
て
も
、

こ
の
場
面
の
お
馨
は
あ
く
ま
で
も
智
雄
が
「
武
技
百
般
に
精
熟
し
て
」
い
る
こ
と
を
示
す
た
め

の
道
具
に
過
ぎ
ず
、
一
種
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
存
在
に
留
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
お
馨
は
物
語
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
客
体
と
し
て
の
存
在
を
次
第
に
逸
脱
し

て
い
く
。
第
二
節
で
語
ら
れ
る
お
馨
の
物
語
は
、
彼
女
が
智
雄
を
「
欲
望
」
し
て
追
い
求
め
る

物
語
で
あ
り
、
本
稿
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
既
に
完
結
し
た
存
在
で
あ
る
智
雄
の
世
界
に

他
者
と
し
て
積
極
的
に
割
り
込
む
構
図
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
お
馨
の
欲
望
は
、
当
初
の
常
識
的
な
恋
愛
の
感
情
を
大
き
く
離
れ
、
つ
い
に
は
相

手
と
同
一
化
し
た
い
と
い
う
よ
り
深
刻
な
も
の
へ
と
変
化
と
遂
げ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
お
馨

は
〈
見
ら
れ
る
〉
意
識
を
常
に
持
ち
な
が
ら
も
智
雄
を
積
極
的
に
欲
望
し
、
追
い
求
め
る
、
一

種
男
性
的
な
役
割
を
獲
得
し
、
智
雄
は
〈
見
る
〉
権
利
は
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
対
象
と

し
て
欲
望
さ
れ
る
客
体
と
し
て
の
性
質
、
つ
ま
り
は
一
種
の
女
性
的
な
役
割
を
一
方
的
に
付
与

さ
れ
る
と
い
う
構
図
が
成
立
す
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
明
確
に
お
馨
の
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
化

を
示
す
も
の
で
あ
り
、「
ぼ
ろ
ん
じ
」
作
中
に
お
い
て
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
化
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
智
雄
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
と
表
裏
一
体
の
現
象
で
あ
る
。
ま
た
、
逆
説
的
に
捉
え
れ

ば
、
対
象
を
必
要
と
せ
ず
自
己
の
み
を
志
向
す
る
智
雄
と
結
ば
れ
る
に
は
、
お
馨
自
身
が
智
雄

に
な
る
し
か
な
く
、
そ
れ
は
結
果
的
に
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
化
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
述

べ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
お
馨
自
身
の
変
化
は
、
智
雄
を
目
指
す
旅
路
の
進
行
と
シ
ン
ク
ロ
し
て
深
化
を
続
け
、

彼
女
を
次
第
に
智
雄
そ
の
も
の
へ
と
近
づ
け
て
い
く
。

以
上
の
よ
う
な
変
化
の
一
端
は
実
際
に
は
既
に
第
一
節
、
遠
隔
視
の
場
面
に
も
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

　

そ
の
う
ち
に
は
、
そ
の
松
並
木
を
す
た
す
た
歩
い
て
い
る
少
年
を
、
ど
こ
か
で
一
度
た

し
か
に
見
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
て
、
妙
に
落
ち
着
か
な
い
気
分
に
さ
え
な

っ
て
き
た
。
い
や
、
見
た
こ
と
が
あ
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
あ
い
つ
は
お
れ
に
よ
く
似
て

い
る
で
は
な
い
か
。
つ
い
に
そ
う
思
い
至
っ
た
と
き
、
智
雄
は
総
身
に
水
を
浴
び
せ
ら
れ

た
よ
う
な
、
不
安
と
快
味
の
ま
じ
り
合
っ
た
、
一
種
い
う
に
い
わ
れ
ぬ
シ
ョ
ッ
ク
に
佇
立

し
な
が
ら
お
の
の
い
た
。

　

こ
こ
で
智
雄
は
お
馨
の
姿
を
一
方
的
に
〈
見
る
〉
こ
と
で
所
有
し
、
あ
る
意
味
で
は
客
体
化

す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
し
か
し
智
雄
が
感
じ
た
の
は
「
快
味
」
と
「
不
安
」
で
あ
り
、

こ
の
事
態
に
「
お
の
の
」
く
ほ
ど
の
衝
撃
を
覚
え
て
い
る
。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
快
味
」
の
感
覚
と
「
不
安
」
の
感
情
が
並
立
す
る
の
は
些
か
矛

盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
腑
分
け
し
て
考
え
れ
ば
自
然
な
共
存
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で

き
る
。
こ
こ
で
智
雄
が
感
じ
て
い
る
「
快
味
」
は
自
分
自
身
を
対
象
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
よ

る
、
自
己
愛
に
基
づ
い
た
快
感
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
快
味
」
は
他
者
で
あ
る

お
馨
に
自
己
を
投
影
し
、
完
全
に
己
の
鏡
像
、
影
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
。
一
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方
で
智
雄
は
既
に
確
認
し
た
が
如
く
、
自
己
完
結
し
た
人
間
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
身

と
同
レ
ベ
ル
に
近
い
状
態
に
あ
り
、
か
つ
ま
た
完
全
に
他
者
で
あ
る
と
い
う
許
容
し
が
た
い
存

在
を
見
た
が
た
め
に
、「
不
安
」
を
覚
え
る
の
だ
。
こ
う
し
た
智
雄
の
反
応
か
ら
導
き
出
せ
る

の
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
第
一
に
、
遠
隔
視
さ
れ
た
時
点
で
既
に
お
馨
が
智
雄
に
「
快
味
」
と
「
不
安
」
を
覚
え

さ
せ
る
ほ
ど
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
化
＝
智
雄
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
次
に
、
智
雄
が
「
不

安
」
を
覚
え
、
ま
た
こ
の
場
面
以
降
こ
の
遠
隔
視
を
省
み
る
描
写
が
な
い
こ
と
か
ら
、
智
雄
に

と
っ
て
お
馨
は
求
め
る
対
象
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
特
に
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
提
示

し
た
融
合
時
の
智
雄
の
反
応
同
様
、
両
者
の
関
係
が
小
倉
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
無
意
識
レ
ベ

ル
で
二
人
が
引
き
合
っ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
お
馨
が
智
雄

を
一
方
的
に
追
い
求
め
る
関
係
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
変
化
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
第
二
節
に
お
け
る
お
馨
の
物
語
を
一
度
時
系
列
に

沿
っ
た
形
で
整
理
し
て
み
よ
う
。

Ａ
、
智
雄
へ
の
思
慕

Ｂ
、
男
子
変
成
の
夢

Ｃ
、
男
装
し
て
の
出
立

Ｄ
、
鮒
の
救
出
、「
ぼ
ろ
ん
じ
」
か
ら
の
印
籠
贈
与

Ｅ
、
山
賊
ら
に
よ
る
危
難
の
回
避

Ｆ
、「
観
音
霊
場
の
岩
風
呂
」
で
の
入
浴

Ｇ
、
消
滅
、
融
合

以
上
の
よ
う
に
Ａ
か
ら
Ｇ
ま
で
の
七
つ
に
出
来
事
に
区
分
し
て
み
れ
ば
、
Ｃ
か
ら
Ｇ
ま
で
の

出
来
事
が
全
て
智
雄
の
事
績
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

Ｃ
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
智
雄
の
女
装
の
旅
路
と
重
な
り
合
う
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
Ｄ

に
含
ま
れ
る
二
つ
の
要
素
、
つ
ま
り
鮒
の
救
出
と
印
籠
獲
得
に
つ
い
て
は
、
や
や
時
間
の
前
後

が
あ
る
も
の
の
、
前
者
は
作
中
で
「
智
雄
の
ま
ね
を
し
て
い
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
鮒
は
浅
草
で
の
事
件
に
お
け
る
お
馨
そ
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
智
雄
は

剣
を
持
っ
た
侍
を
素
手
で
打
ち
倒
す
ほ
ど
の
力
を
最
初
か
ら
持
っ
て
お
り
、
こ
の
力
で
山
賊
や

妖
怪
を
退
け
た
も
の
の
、
お
馨
に
は
そ
の
力
は
な
い
。
故
に
、
時
間
、
な
い
し
は
因
果
関
係
を

前
後
さ
せ
て
、
鮒
を
救
出
し
た
こ
と
で
智
雄
の
力
の
代
替
物
と
な
る
印
籠
を
入
手
さ
せ
た
。
そ

れ
以
後
も
こ
の
力
は
智
雄
の
武
術
と
同
等
の
機
能
を
有
し
、
お
馨
は
こ
の
印
籠
に
よ
っ
て
Ｅ
の

場
面
で
の
山
賊
の
襲
撃
に
対
し
危
難
を
回
避
す
る
ば
か
り
か
、
智
雄
同
様
歓
待
ま
で
受
け
る
こ

と
に
な
る
。

Ｆ
・
Ｇ
に
つ
い
て
は
第
三
節
の
智
雄
の
行
動
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
後
述
す
る
こ

と
に
す
る
が
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
お
馨
の
旅
路
が
智
雄
（
な
い
し
は
智
雄
的
存
在
）
へ
の
変

貌
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
確
認
し
て
き
た
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
化
の
旅
路
は
、
本
来
ア
ン
ド
ロ

ギ
ュ
ノ
ス
で
は
な
い
お
馨
が
単
独
で
歩
む
に
は
些
か
無
理
が
あ
る
。
故
に
澁
澤
は
原
作
以
上
に

観
音
に
よ
る
霊
験
を
強
調
し
、
求
め
る
者
で
あ
る
お
馨
が
求
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
智
雄
に
近
づ

く
た
め
の
、
様
々
な
仲
立
ち
を
与
え
て
い
る
。

普
通
の
少
女
で
あ
っ
た
お
馨
が
変
化
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
Ｂ
で
発
生

し
た
男
子
変
成
の
夢
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
観
音
そ
の
も
の
が
夢
と
し
て
お
馨
の
元
に
登
場
し
、

彼
女
に
直
接
働
き
か
け
る
。
夢
の
舞
台
は
「
観
音
さ
ま
の
霊
場
」
と
さ
れ
る
岩
風
呂
で
あ
り
、

示
現
し
た
観
音
に
与
え
ら
れ
た
「
宝
剣
」
を
飲
み
込
み
、お
馨
は
「
自
分
が
男
に
な
っ
た
の
だ
」

と
悟
る
。
こ
の
場
面
は
夢
の
舞
台
、
そ
し
て
起
こ
っ
た
現
象
か
ら
考
え
て
、
Ｆ
・
Ｇ
を
先
取
り

し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
を
換
言
す
れ
ば
、
Ｂ
で
精
神
的
に
成
就
し
た
ア

ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
化
が
完
全
に
成
立
し
た
の
が
Ｇ
の
場
面
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
夢
の
構
造
は
お
馨
の
物
語
そ
の
も
の
と
も
対
応
関
係
に
も
あ
り
、
観
音

の
助
言
に
よ
る
決
意
（
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
）、「
宝
剣
」
を
「
必
死
の
思
い
で
」
飲
み
込
む
苦
難
（
Ｄ
・

Ｆ
）、
そ
し
て
変
成
の
成
就
（
Ｆ
・
Ｇ
）
と
、
お
馨
の
物
語
全
体
を
予
告
し
た
よ
う
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
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Ｂ
の
経
験
に
よ
っ
て
、
Ａ
ま
で
の
お
馨
の
内
部
は
確
実
に
変
化
し
た
。
Ａ
ま
で
の
彼
女
の
願

い
は
「
智
雄
が
生
き
て
い
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
い
つ
の
日
か
、
智
雄
に
め
ぐ
り
あ

う
幸
運
が
や
っ
て
こ
な
い
も
の
か
と
い
う
こ
と
」
で
し
か
な
い
。
し
か
し
観
音
は
彼
女
の
願
い

に
応
え
る
と
い
う
形
で
登
場
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
善
男
子
に
な
れ
」
と
い
う
指
示
と
、
そ

れ
に
伴
う
助
力
を
行
う
。
結
果
と
し
て
、
お
馨
は
「
な
つ
か
し
い
ひ
と
と
同
じ
す
が
た
、
同
じ

か
た
ち
に
な
り
た
い
」
と
い
う
別
の
願
い
に
辿
り
着
き
、実
際
に
男
装
を
行
っ
た
と
き
に
は
「
身

も
心
も
は
れ
ば
れ
と
し
た
気
持
」
に
な
る
ほ
ど
、
智
雄
と
の
同
一
化
が
本
願
に
す
り
替
わ
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
奇
妙
な
こ
と
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ｆ
・
Ｇ
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
観
音
の
あ
る
意
味
で
は
強
引
な
助
力
は
、
そ
の

後
の
お
馨
の
物
語
に
も
絶
え
間
な
く
登
場
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
松
山
は
「
解
題
」
に
て

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

最
後
に
、「『
ぼ
ろ
ん
じ
』
と
い
う
題
に
は
特
別
の
意
味
は
な
い
。
云
々
。」
と
言
っ
て

い
る
の
は
、
音
が
気
に
入
っ
て
い
た
の
は
本
当
に
し
て
も
、
意
味
が
な
い
と
い
う
の
は
嘘

で
あ
ろ
う
。

　

な
ぜ
な
ら
こ
の
作
品
で
の
〈
ぼ
ろ
ん
じ
（
梵
論
字
）
＝
虚
無
僧
〉
は
観
音
菩
薩
ま
た
は

そ
の
眷
属
の
〈
化
身
〉
で
あ
っ
て
、
観
音
自
身
と
と
も
に
お
馨
を
導
く
決
定
的
存
在
で
あ

る
の
だ
か
ら
。

　

こ
う
し
て
考
え
れ
ば
、
お
馨
の
物
語
に
お
け
る
Ｂ
以
降
の
現
象
は
、
全
て
観
音
の
霊
験
に
よ

る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
そ
の
霊
験
は
、
当
初
の
お
馨
の
願
い
を
正
し
く
成

就
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
恣
意
的
に
屈
折
さ
せ
て
叶
え
る
働
き
を
持
っ
て
お
り
、
某

か
の
作
為
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
て
お
馨
の
意
図
を
超
え
る
形
で
物
語
を
動
か
し
て
い
く
観
音
と
は
果
た

し
て
何
者
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
答
え
は
明
確
で
あ
り
、
お
馨
自
身
が
作
中
で
以
下
の
よ
う
に

表
現
し
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　

も
し
か
し
た
ら
観
音
は
自
分
に
、
男
な
れ
と
い
う
暗
示
を
あ
た
え
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
お
馨
は
思
っ
た
。
仏
法
に
も
変
成
男
子
と
い
う
言
葉
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
観
音
さ

ま
御
自
身
に
も
、
変
成
男
子
と
疑
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
十
分
な
証
拠
が
あ
る
。
観
音
さ
ま

の
よ
う
に
、
お
馨
は
自
分
も
男
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
。

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
観
音
も
ま
た
変
成
男
子
、
す
な
わ
ち
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
で

あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
お
馨
が
明
確
に
智
雄
へ
の
志
向
の
裏
側
に
、
観
音
と
の
同
一
化
を
も
想

定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
お
馨
の
物
語
と
は
、
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
で
あ
る
智
雄
を

目
指
す
た
め
に
、
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
た
る
観
音
の
助
力
を
得
て
、
自
身
が
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ

ス
と
な
る
物
語
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

以
上
の
事
柄
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
稿
第
一
章
で
提
示
し
た
第
二
の
「
三
位
一
体
」
構
造
で
、

敢
え
て
割
愛
し
た
「
愛
」
に
該
当
す
る
も
の
こ
そ
が
観
音
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
構
造
が
成
就
し
た
時
点
で
、
三
者
は
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
で
あ
る
と
い
う
属
性
を
以
て
等

価
と
な
り
、
観
音
の
超
越
的
な
霊
験
に
よ
っ
て
、
求
め
る
お
馨
と
求
め
ら
れ
る
智
雄
は
両
性
具

有
性
を
媒
介
に
一
挙
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
前
述
の
「
三
位
一
体
」
構
造

に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
二
の
「
三
位
一
体
」

「
愛
」
…
…
観
音
、
な
い
し
は
観
音
の
霊
験

「
愛
す
る
者
」
…
…
お
馨

「
愛
さ
れ
る
対
象
」
…
…
「
三
位
一
体
」
と
し
て
の
智
雄

　

ま
た
、
よ
り
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
澁
澤
が
こ
の
「
三
位
一
体
」
構
造
を
小
説
内
で
実
際

に
用
い
た（
註
一
四
）
例
を
援
用
す
れ
ば
、
次
の
構
図
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
見
る
自
己
」
…
…
お
馨
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「
見
ら
れ
る
自
己
」
…
…
智
雄

　
「
永
遠
に
自
己
を
見
て
い
る
自
己
」
…
…
観
音

こ
こ
で
の
〈
見
る
〉〈
見
ら
れ
る
〉
は
あ
く
ま
で
も
行
為
一
般
に
対
す
る
主
客
の
別
を
象
徴

し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
た
め
、
実
際
に
は
〈
見
ら
れ
る
〉
場
面
の
あ
る
お
馨
は
「
見
る
自
己
」

と
し
て
も
成
立
す
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
観
音
の
役
割
を
、
物
語
の
外
部
か
ら
「
永
遠
に
自
己
を
見
て
い
る
自
己
」
と

し
て
捉
え
た
場
合
、
以
下
の
Ｇ
の
場
面
に
纏
わ
る
矛
盾
を
も
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

な
ぜ
と
も
な
く
、
彼
女
は
自
分
が
見
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
な

ら
な
か
っ
た
が
、
も
う
そ
ん
な
こ
と
に
は
頓
着
し
な
か
っ
た
。
そ
の
自
分
を
見
て
い
る
目

は
、
も
し
そ
ん
な
目
が
ど
こ
か
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
や
自
分
を
い
つ
く
し

む
目
、
な
つ
か
し
む
目
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
と
思
っ
た
。
そ
う
思
う
と
、
む
し

ろ
見
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
に
、
一
種
の
か
ぎ
り
な
い
浄
福
感
を
お
ぼ
え
る
ま
で
に

な
っ
て
、
彼
女
は
湯
の
中
か
ら
容
易
に
出
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
湯
気
に
あ

た
っ
て
失
神
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
か
ま
わ
な
い
。
自
分
を
見
て
い
る
強
い
視

線
に
吸
収
さ
れ
て
、
つ
い
に
は
お
の
れ
の
実
体
が
失
せ
て
し
ま
う
ま
で
に
、
見
ら
れ
つ
づ

け
て
い
た
い
と
彼
女
は
痛
切
に
願
っ
た
。

　

こ
の
場
面
で
お
馨
を
見
て
い
る
「
目
」
の
持
ち
主
に
つ
い
て
、
小
倉
は
以
下
の
よ
う
な
解
釈

を
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
視
線
は
、
智
雄
の
視
線
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
正
確
に
は
、
智
雄
そ
っ
く

り
の
姿
に
な
っ
た
お
馨
自
身
が
温
泉
の
湯
に
映
り
、
そ
の
視
線
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
温
泉
の
水
面
が
水
鏡
の
役
割
を
果
た
し
、
実
存
の
お
馨
と
鏡
像
の
お
馨
＝
お
馨

の
ア
ニ
ム
ス
で
あ
る
智
雄
と
の
逆
転
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
お
馨
の
実
体

は
消
滅
し
、
そ
れ
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
、
翌
日
の
熱
海
に
智
雄
が
登
場
す
る
こ
と
に
な

る
。

と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
智
雄
が
積
極
的
に
お
馨
を
求
め
る
描
写
は
作
中

に
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
現
実
の
智
雄
が
お
馨
を
〈
見
る
〉
の
は
岩
淵
で
の
遠
隔
視
の
一
件
だ
け

で
あ
る
。
故
に
こ
こ
で
小
倉
は
「
お
馨
の
ア
ニ
ム
ス
」
を
想
定
し
、
現
実
の
智
雄
に
代
替
し
て

い
る
が
、
既
に
こ
の
「
ア
ニ
ム
ス
」
は
お
馨
に
と
っ
て
「
い
つ
く
し
む
目
、
な
つ
か
し
む
目
」

と
し
て
好
意
的
に
感
知
さ
れ
て
お
り
、
お
馨
に
無
無
関
心
な
存
在
で
あ
っ
た
智
雄
の
そ
れ
と
は

重
ね
が
た
い
。
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
視
線
の
主
を
「
お
馨
の
ア
ニ
ム
ス
」
＝
智
雄
と
直
接
結

び
つ
け
る
よ
り
は
、仲
立
ち
す
る
も
の
と
し
て
の
観
音
を
据
え
た
ほ
う
が
よ
り
正
確
で
あ
ろ
う
。

観
音
は
水
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
お
馨
を
自
身
に
吸
収
し
、
次
に
智
雄
に
再
び
吸
収
さ
せ

た
。
い
う
ま
で
も
な
く
観
音
は
、
あ
く
ま
で
現
実
的
な
レ
ベ
ル
で
成
立
し
て
い
る
智
雄
ら
ア
ン

ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
的
存
在
よ
り
も
更
に
高
次
な
存
在
で
あ
り
、
智
雄
と
お
馨
に
内
在
す
る
両
性
具

有
性
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
裏
付
け
る
の
が
、
第
三
節
で
の
以
下
の
場

面
で
あ
る
。

　

昨
夜
と
ひ
と
し
く
、
月
あ
き
ら
か
な
空
に
は
光
み
ち
て
、
そ
れ
が
湯
の
お
も
て
に
ち
ら

ち
ら
と
照
り
は
え
て
い
た
。
湯
け
む
り
の
か
げ
に
は
だ
れ
の
す
が
た
も
見
え
な
か
っ
た

が
、岩
の
上
に
立
っ
た
智
雄
に
は
、妙
に
ひ
と
の
け
は
い
が
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
。

む
ろ
ん
、
そ
れ
は
気
の
せ
い
に
す
ぎ
な
か
ろ
う
。
湯
の
お
も
て
に
自
分
の
影
が
映
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
足
か
ら
先
に
、
ざ
ぶ
り
と
勢
い
よ
く
湯
の
な
か
に
身
を
沈
め
る

と
、
あ
た
か
も
剣
が
鞘
に
も
ど
っ
た
よ
う
に
、
自
分
の
か
ら
だ
が
何
も
の
か
の
影
に
や
ん

わ
り
と
抱
き
と
め
ら
れ
包
み
込
ま
れ
た
よ
う
な
気
が
し
て
、
一
瞬
、
智
雄
は
い
ぶ
か
し
ん

だ
。
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こ
の
場
面
の
描
写
で
は
「
影
」
と
い
う
表
現
に
注
意
が
向
き
が
ち
で
あ
る
が
、「
剣
が
鞘
に

も
ど
っ
た
よ
う
に
」と
い
う
表
現
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｂ
の
夢
を
見
た
お
馨
は
、

観
音
に
与
え
ら
れ
た
「
宝
剣
」
を
得
る
こ
と
で
、
擬
似
的
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
と
し
て
の
性
質

を
得
て
い
る
。
故
に
、
こ
こ
で
の
「
剣
」
は
お
馨
の
両
性
具
有
性
の
象
徴
、
ひ
い
て
は
Ｂ
以
降

の
お
馨
と
観
音
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
て
観
音
に
よ
っ
て
「
剣
」
と
し
て
象

徴
化
さ
れ
た
お
馨
が
、
あ
く
ま
で
も
「
鞘
」
と
し
て
の
智
雄
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

観
音
の
仲
立
ち
の
継
続
的
な
存
在
を
示
す
重
要
な
証
左
で
あ
ろ
う
。こ
う
し
た
仲
立
ち
の
結
果
、

本
来
男
性
器
の
モ
チ
ー
フ
と
さ
れ
る
べ
き
「
宝
剣
」
が
お
馨
に
、
女
性
器
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る

べ
き
「
鞘
」
が
智
雄
に
託
さ
れ
、
相
互
の
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
的
な
要
素
が
、
観
念
上
で
あ
り

な
が
ら
極
め
て
肉
感
的
な
感
覚
を
伴
っ
て
一
体
と
な
る
と
い
う
美
し
い
結
末
に
至
る
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　

結
論

　

以
上
、
二
章
に
亘
っ
て
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
、
改
変
に
乏
し
く
筋
書
き
と
し

て
は
原
話
を
外
れ
な
い
智
雄
の
そ
れ
よ
り
も
、
お
馨
を
こ
そ
主
人
公
と
し
て
語
ら
れ
た
物
語
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
原
作
で
あ
る
「
茨
城
智
雄
」
は
そ
の
題
名
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、

あ
く
ま
で
も
智
雄
の
冒
険
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
が
、「
ぼ
ろ
ん
じ
」
で
は
大
幅
に
そ
の
主
題

を
変
更
し
て
い
る
。
こ
の
主
題
変
更
の
ほ
と
ん
ど
は
、
作
中
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
観
音
の
操
作

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
お
り
、
原
作
に
お
い
て
は
恋
愛
を
志
向
し
、
結
婚
で
終
わ
る
は
ず

の
お
馨
の
物
語
を
、
主
体
で
あ
る
お
馨
の
意
志
さ
え
無
視
す
る
形
で
ね
じ
曲
げ
て
し
ま
っ
て
い

る
。

　

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
智
雄
と
お
馨
は
そ
れ
ぞ
れ
が
澁
澤
の
あ
る
一
面
を
体
現
し
た
存
在

と
な
っ
て
い
る
。
智
雄
に
関
し
て
は
先
に
引
用
し
た
松
山
の
発
言
等
か
ら
も
理
解
は
容
易
で
あ

ろ
う
が
、
お
馨
に
も
澁
澤
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
や
や
抵
抗
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。し
か
し
お
馨
の
よ
う
に
常
識
的
存
在
で
あ
り
な
が
ら
超
越
的
な
存
在
を
志
向
す
る
人
物
に
、

澁
澤
が
自
己
を
仮
託
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
に
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り

で
あ
（
註
一
五
）
る
。

　

故
に
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
は
、
理
想
的
な
自
己
と
、
そ
う
あ
ろ
う
と
す
る
自
己
の
関
係
性
に
つ
い

て
、
原
作
と
い
う
既
存
の
枠
組
み
を
書
き
換
え
る
こ
と
で
、
後
者
の
側
か
ら
描
い
た
小
説
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
前
掲
の
「
三
位
一
体
」
の
構
造
を
援
用
し
て
、
観
音
に
も
ま
た
澁
澤
の
像
が

重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
澁
澤
は
観
音
の
手
を
借
り
る
こ
と
で
、
お
馨
に
単

な
る
憧
れ
で
は
な
い
、
自
己
理
想
化
の
願
い
を
与
え
、
そ
の
た
め
の
助
力
さ
え
行
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
観
音
の
存
在
は
作
品
内
の
枠
組
み
を
超
越
し
て
、
現
実
に
存
在
す
る
作
家
の
機
能
を

象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、「
ぼ
ろ
ん
じ
」
と
い
う
小
説
そ
の
も
の
が
、
澁
澤
の
こ
う

し
た
意
図
を
反
映
し
た
作
品
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
と
い
う
題
名
に
意
味
が
な
い
と
い
う
の
は
、
松
山
の
指
摘
し
た
と
お
り
澁
澤

の
一
種
の
韜
晦
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
と
い
う
言
葉
が
観
音
の
眷
属
を
意
味
し
て
い

る
以
上
、
小
説
と
し
て
の
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
も
ま
た
、
智
雄
と
お
馨
、
ひ
い
て
は
物
語
全
体
に
対

し
て
観
音
と
し
て
振
る
舞
う
澁
澤
の
ス
タ
ン
ス
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
「
見
る
自
己
」、「
見
ら
れ
る
自
己
」、「
永
遠
に
己
を
見
て
い
る
自
己
」
と
い
う
構
図
に
己
自

身
を
仮
託
し
、
旅
と
い
う
概
念
で
ま
と
め
あ
げ
た
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
は
、
遺
作
で
あ
る
『
高
丘
親

王
航
海
記
』
で
示
し
た
到
達
点
を
別
の
方
法
で
成
立
さ
せ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味

に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

註
解

（
註
一
） 「
澁
澤
龍
彥
は
、
ゆ
っ
く
り
と
変
貌
し
つ
づ
け
る
タ
イ
プ
の
作
家
だ
っ
た
。
い
や
、
変
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貌
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
生
長
と
い
っ
た
ほ
う
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
。（
中
略
）

澁
澤
龍
彥
の
三
十
数
年
に
わ
た
る
文
章
家
と
し
て
の
生
活
は
、日
々
に
生
長
す
る「
私
」

自
身
と
の
対
峙
の
過
程
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。」（
巖
谷
國
士
「「
旅
」
の
は

じ
ま
り
」『
澁
澤
龍
彥
考
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
〇
年
二
月
）

（
註
二
） 「
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
段
階
で
、
依
拠
し
た
文
章
の
存
在
す
る
こ
と
を
言
明
し
た
、『
ね

む
り
姫
』
に
お
け
る
唯
一
の
作
品
で
あ
る
。」
松
山
俊
太
郎
「
解
題
」『
澁
澤
龍
彥
全
集
』

第
一
九
巻
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
四
年
十
二
月
）。

　

な
お
、
こ
の
「
解
題
」
で
松
山
は
原
典
で
あ
る
石
川
鴻
斎
『
夜
窓
鬼
談
』
と
「
ぼ

ろ
ん
じ
」
と
の
極
め
て
詳
細
な
比
較
を
行
っ
て
お
り
、
本
稿
で
行
う
原
典
と
の
比
較

は
多
く
を
こ
の
「
解
題
」
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
お
く
。

（
註
三
） 

小
倉
斉
「「
ぼ
ろ
ん
じ
」（『
ね
む
り
姫
』
所
収
）
を
読
む―

―

〈
超
越
〉
に
向
か
う
旅

―
―

」（「
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
」
第
三
〇
号
、
愛
知
淑
徳
大
学
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）。

な
お
、
本
文
中
で
指
摘
し
た
よ
う
に
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
に
関
す
る
独
立
し
た
論
文
は
、

管
見
に
よ
る
な
か
で
は
こ
の
一
つ
だ
け
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
本
稿
の
立
論

に
大
い
に
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。

（
註
四
） 

奥
野
健
男
「
小
説
家
と
し
て
の
澁
澤
龍
彥
」（「
ユ
リ
イ
カ　

総
特
集　

澁
澤
龍
彥
」

第
二
〇
巻
第
七
号
、
青
土
社
、
一
九
八
八
年
六
月
）

（
註
五
） 

石
川
鴻
斎
著
、
小
倉
斉
・
高
柴
慎
治
訳
注
『
夜
窓
鬼
語
』（
春
風
社
、
二
〇
〇
三
年
一

二
月
）

（
註
六
） 

澁
澤
龍
彥
「
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ヌ
ス
に
つ
い
て
」（『
夢
の
宇
宙
誌
』
美
術
出
版
社
、
一

九
六
四
年
）

（
註
七
） 「
こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
文
章
の
な
か
で
、
サ
ド
裁
判
に
関
す
る
も
の
だ
け
は
、
否
応
な

し
に
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
っ
て
、
わ
た
し
に
は
残
念
で
た
ま
ら
な
い
。」（
澁
澤

龍
彥
「
あ
と
が
き
」『
神
聖
受
胎
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
二
年
三
月
）

（
註
八
）
澁
澤
龍
彥
「
あ
と
が
き
」（『
夢
の
宇
宙
誌
』
前
掲
書
）

（
註
九
） 

以
上
の
よ
う
な
解
釈
を
裏
付
け
る
発
言
と
し
て
、
澁
澤
は
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て

い
る
。

「
僕
は
性
差
を
混
合
す
る
の
が
好
き
だ
か
ら
、
観
念
と
し
て
も
っ
と
も
美
し
い
性
は
、

両
性
具
有
だ
と
思
う
の
。

歌
舞
伎
の
女
形
、
あ
れ
は
男
が
演
る
か
ら
い
い
ん
で
あ
っ
て
、
女
が
女
を
演
じ
た
と

こ
ろ
で
何
の
不
思
議
も
な
い
。
性
差
が
顕
然
と
し
た
う
え
で
チ
ェ
ン
ジ
す
る
か
ら
面

白
い
わ
け
だ
し
、
最
も
文
化
的
と
い
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
。」（「
ク
ロ
ワ
ッ
サ

ン
別
冊
」
一
九
八
三
年
一
二
月
）

な
お
引
用
は
『
澁
澤
龍
彥
全
集
』
別
巻
二
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
六
月
）

に
拠
っ
た
。

（
註
一
〇
） 

澁
澤
龍
彥
「
近
親
相
姦
、
鏡
の
な
か
の
千
年
王
国
」（『
城
と
牢
獄
』
青
土
社
、
一

九
八
〇
年
六
月
）

（
註
一
一
） 

澁
澤
龍
彥
「
円
環
の
渇
き
」（『
思
考
の
紋
章
学
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
七
年

五
月
）

（
註
一
二
） 

後
期
小
説
に
お
け
る
「
三
位
一
体
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、拙
論
「
澁
澤
龍
彥
「
鳥

と
少
女
」
論―

自
意
識
を
巡
る
三
つ
の
自
己
に
つ
い
て―

」（「
法
政
大
学
院
紀
要
」

第
六
八
号
、
法
政
大
学
大
学
院
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
で
既
に
述
べ
た
。

（
註
一
三
） 

澁
澤
龍
彥
「
女
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」（『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』
桃
源
社
、
一
九
六

七
年
一
二
月
）

（
註
一
四
） 「
見
る
自
己
と
見
ら
れ
る
自
己
、
永
遠
に
自
己
を
見
て
い
る
自
己
、
こ
う
い
う
視
点

を
お
の
れ
の
も
の
に
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
あ
の
金
色
堂
の
ミ
イ
ラ
は
、
私
と
は

な
ん
の
関
係
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ば
私
自
身
を
モ
デ
ル
に
し
た
、
私
の
作
品

の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。私
は
八
百
数
十
年
、私
自
身
で
は
な
い
が
、

私
自
身
に
等
し
い
存
在
を
、
飽
き
も
せ
ず
見
つ
づ
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
も
な

り
ま
し
ょ
う
。」（
澁
澤
龍
彥
「
金
色
堂
異
聞
」『
唐
草
物
語
』
河
出
書
房
新
社
、
一
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九
八
一
年
七
月
）

（
註
一
五
） 
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、磯
田
光
一「
月
の
王
の
末
裔―

―

澁
澤
龍
彥
再
考
」（「
文

藝
」
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
五
年
九
月
号
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
註
一
二
で

挙
げ
た
拙
論
も
同
様
の
立
場
を
取
る
も
の
で
あ
る
。

　

※ 

な
お
、「
ぼ
ろ
ん
じ
」
本
文
の
引
用
は
全
て
『
澁
澤
龍
彥
全
集
』
第
一
九
巻
（
前
掲
書
）

に
よ
る
。
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