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「
舞
姫
」
の
作
品
内
容
を
論
じ
る
場
合
、
石
橋
忍
月
が
同
時
代
評
で

(
l
}
 

「
恋
愛
」
か
「
功
名
」
の
ど
ち
ら
を
と
る
か
を
中
心
問
題
と
し
た
よ
う
に
、

な
ん
ら
か
の
二
項
対
立
を
前
提
と
し
て
作
品
を
評
価
す
る
こ
と
が
多
い
。

忍
月
の
言
う
〈
恋
愛
／
功
名
〉
と
い
う
対
立
概
念
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
差
し

(
2
)
 

替
え
可
能
で
あ
り
、
〈
浪
漫
小
説
的
世
界
観
／
人
情
本
的
世
界
観
〉
〈
近

(
3
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代
／
前
近
代
〉
〈
西
洋
／
東
洋
〉
等
と
言
い
換
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の

中
身
は
相
互
に
関
係
し
て
お
り
、
〈
恋
愛
11

浪
漫
小
説
11

近
代
11

西
洋
II

エ
リ
ス
／
功
名
11

人
情
本
11

前
近
代
11

東
洋
11

豊
太
郎
〉
と
し
て
大
き
く

二
つ
の
対
立
概
念
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
舞
姫
」
は
、
こ
う
し
た

二
項
対
立
の
狭
間
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。

対
立
す
る
二
つ
の
概
念
の
真
ん
中
に
作
品
を
置
き
、
ど
ち
ら
の
概
念
を

志
向
し
て
い
る
と
す
る
か
に
よ
っ
て
評
価
を
決
め
る
こ
と
は
、
作
品
に
対

す
る
解
釈
に
常
に
二
面
性
を
与
え
る
結
果
と
な
る
。
例
え
ば
豊
太
郎
の
エ

リ
ス
を
捨
て
る
と
い
う
行
為
を
「
好
色
的
、
非
人
格
的
恋
愛
観
に
影
響
さ

れ
た
『
舞
姫
』
に
は
、
鵜
外
が
欲
し
た
と
思
は
れ
る
運
命
悲
劇
の
厳
し
い

は
じ
め
に

「
舞
姫
」

に
お
け
る
異
文
化
と
し
て
の
〈
恋
愛
〉

『
水
沫
集
』
と
い
う
枠
組
み
を
通
し
て
—

の
表
現
方
法

(
5〉

美
は
現
は
れ
」
て
い
な
い
と
批
判
す
る
論
に
対
し
て
、
同
じ
こ
と
を
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
近
代
文
化
の
本
質
受
容
の
不
可
能
性
あ
る
い
は
絶
望
を
表
白
す
る
」

た
め
に
意
図
的
に
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
評
価
す
る
論
が
出
て
く
る
と
い
っ

た
具
合
で
あ
る
。
「
舞
姫
」
を
一
一
項
対
立
の
狭
間
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉

え
る
限
り
、
そ
の
解
釈
は
、
前
近
代
社
会
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
近
代
性

を
志
向
す
る
作
品
と
し
て
評
価
す
る
か
、
近
代
性
を
獲
得
す
る
機
会
を
得

な
が
ら
前
近
代
社
会
に
回
婦
し
て
し
ま
っ
た
作
品
と
し
て
批
判
す
る
か
と

い
う
、
同
じ
カ
ー
ド
の
裏
表
の
よ
う
な
二
つ
の
意
見
に
分
か
れ
、
決
し
て

(
7
)
 

統
一
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
舞
姫
」
が
一
一
項
対
立
の
狭
間
で
評
価
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
作
品
が
完

全
な
〈
近
代
〉
的
小
説
で
も
〈
前
近
代
〉
的
小
説
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
う
し
た
解
釈
に
は
、
実
際
の
〈
近
代
小
説
〉

と
「
舞
姫
」
と
の
間
で
、
具
体
的
に
な
に
が
ど
う
違
っ
て
い
る
か
に
つ
い

て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
、

特
に
〈
恋
愛
〉
の
描
か
れ
方
を
中
心
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
「
舞
姫
」

と
〈
近
代
〉
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
〈
恋
愛
〉

に
焦
点
を
絞
る
の
は
、
「
舞
姫
」
が
〈
近
代
小
説
〉
で
は
な
い
と
い
う
と

武

藤

史

子
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き
、
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
と
の
〈
恋
愛
〉
の
あ
り
か
た
（
特
に
豊
太
郎
が
エ

リ
ス
を
捨
て
た
と
さ
れ
る
行
為
）
が
、
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
殆
ど
の
論
で
、
鵬
外
が
目
指
し
て
い
た
と
し
て
い
る
〈
近

代
〉
の
小
説
と
は
、
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
笹
淵
友
一

氏
は
〈
近
代
小
説
〉
の
具
体
例
と
し
て
、
「
悪
因
縁
」
「
地
裳
」
「
ふ
た

夜
」
「
埋
木
」
と
い
っ
た
、
鵡
外
が
「
舞
姫
」
発
表
と
前
後
し
て
翻
訳
、

(
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発
表
し
て
い
た
作
品
を
挙
げ
て
い
る
。
氏
の
論
文
以
後
、
「
舞
姫
」
と
比

較
さ
れ
る
〈
近
代
小
説
〉
は
、
概
ね
同
時
期
に
鶏
外
が
翻
訳
し
て
い
た
作

(
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品
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

〈
近
代
小
説
〉
に
つ
い
て
、
鵜
外
自
身
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
鴫
外
の
初
期
文
芸
評
論
が
、
ハ
イ
ゼ
並
び
に
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
の
文
学

理
論
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
詳
細
な
研
究

が
成
さ
れ
て
お
り
、
鵜
外
の
理
論
が
、
こ
の
二
人
の
文
学
理
論
に
か
な
り

依
存
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
鴫
外
が
翻
訳
し
た
作
品
の
な

か
に
、
ハ
イ
ゼ
が
「
ド
イ
ツ
短
篇
集
」
に
（
彼
の
文
学
理
論
に
沿
っ
て
）

選
ん
だ
作
品
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
鶴
外
自
身
も
「
舞
姫
」
発
表

と
前
後
し
て
発
表
し
た
自
分
の
翻
訳
作
品
に
、
何
ら
か
の
〈
近
代
〉
性
を

読
み
込
ん
で
い
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
も
、
「
舞
姫
」
と
比

較
す
る
〈
近
代
小
説
〉
の
具
体
例
と
し
て
、
同
時
期
に
鴫
外
が
発
表
し
た

翻
訳
作
品
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
ら
の
翻
訳
作
品
の
殆
ど
は
明
治

―
―
五
年
に
発
行
さ
れ
た
『
水
沫
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
「
舞
姫
」

と
翻
訳
作
品
と
を
比
較
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
作
品
集
を
基
本
的
な

”
場
“
と
し
て
設
定
す
る
。
翻
訳
作
品
の
な
か
で
〈
恋
愛
〉
が
ど
の
よ
う

翻
訳
作
品
に
み
る
〈
恋
愛
〉
の
表
現
方
法

な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
、
そ
の
結
果
を
「
舞
姫
」
に

あ
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
で
、
開
外
が
何
を
〈
近
代
小
説
〉
と
し
て
と
ら

え
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
自
分
の
作
品
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
か
を
探

り
た
い
。

『
水
沫
集
』
に
は
付
録
の
『
於
母
影
』
を
除
い
て
十
七
編
の
翻
訳
作
品

が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
恋
愛
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
男
女
の
関

係
を
扱
っ
て
い
る
作
品
は
「
ふ
た
夜
」
「
悪
因
縁
」
「
地
霙
」
「
う
き
よ

の
波
」
「
緑
薬
歎
」
「
玉
を
懐
い
て
罪
あ
り
」
「
埋
木
」
「
調
高
突
洋
絃

一
曲
」
「
折
薔
薇
」
の
九
編
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
物
語
の
展
開
の

し
か
た
が
よ
く
似
て
お
り
、
前
提
と
な
る
恋
愛
観
や
、
主
人
公
た
ち
の
お

か
れ
て
い
る
状
況
設
定
に
も
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。

翻
訳
作
品
で
語
ら
れ
て
い
る
男
女
の
物
語
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら

れ
る
。
―
つ
は
、
男
女
が
出
会
い
恋
に
落
ち
る
。
そ
の
関
係
は
一
一
人
の
周

囲
か
ら
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
が
、
二
人
の
思
い
は
よ
り
強
ま
る
。
し
か

し
様
々
な
事
情
か
ら
、
二
人
は
恋
愛
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
別

れ
別
れ
に
な
り
、
最
後
に
は
悲
劇
的
結
末
を
迎
え
る
、
と
い
う
も
の
。
も

ぅ
―
つ
は
、
処
女
と
思
わ
れ
る
女
が
結
婚
せ
ず
に
男
と
性
交
渉
を
持
ち

（
身
分
の
高
い
男
か
ら
強
姦
さ
れ
る
場
合
が
多
い
）
、
女
の
人
生
が
破
滅

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
個
々
の
作
品
に
則
し
て
ま
と
め
る
と
、

次
の
頁
の
表
の
よ
う
に
な
る
。
表
で
は
、
縦
軸
に
翻
訳
作
品
を
『
水
沫
集
』

の
掲
載
順
に
並
べ
、
横
軸
に
物
語
を
展
開
さ
せ
る
要
素
を
並
べ
た
。
枠
の
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な
か
に
は
、
横
軸
に
挙
げ
た
要
素
に
あ
た
る
も
の
が
縦
軸
の
作
品
中
に
存

在
す
る
場
合
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
が

書
き
込
ん
で
あ
る
。

表
を
み
る
と
、
上
の
「
地
震
」
を
除
い
た
五
編
と
、
下
の
三
編
と
が
、

そ
れ
ぞ
れ
共
通
し
た
物
語
の
展
開
要
素
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
複
数
の
作
品
に
見
ら
れ
る
共
通
し
た
物
語
展
開
を
、
以
下

話
型
と
表
記
す
る
。
『
水
沫
集
』
に
お
け
る
翻
訳
作
品
に
は
、
二
種
類
の

話
型
が
存
在
し
て
い
る
。
―
つ
は
様
々
な
障
害
を
抱
え
る
男
女
の
恋
の
物

語
で
あ
り
、
も
う
―
つ
が
処
女
の
悲
劇
の
物
語
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ

で
は
二
つ
の
物
語
を
、
自
由
恋
愛
の
話
型
と
処
女
の
話
型
と
す
る
。

自
由
恋
愛
の
話
型
の
例
と
し
て
、
「
ふ
た
夜
」
に
描
か
れ
て
い
る
物
語

を
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
舞
台
は
馬
を
扱
う
駅

舎
。
軍
の
仕
事
の
途
中
そ
こ
を
訪
れ
た
伯
爵
は
、
駅
長
の
娘
テ
レ
シ
ナ
と

心
を
通
わ
せ
る
。
伯
爵
は
「
愛
と
い
ふ
も
の
、
光
な
く
て
生
き
ん
は
か
ひ

な
か
ら
ん
」
と
思
う
男
で
あ
り
、
テ
レ
シ
ナ
は
、
人
か
ら
「
愛
な
く
し
て

結
び
し
縁
ほ
ど
か
な
し
き
も
の
は
な
し
」
と
言
わ
れ
た
言
葉
を
信
じ
て
い

る
。
二
人
は
互
い
を
好
ま
し
く
思
う
よ
う
に
な
り
、
テ
レ
シ
ナ
が
父
に
強

い
ら
れ
て
い
る
結
婚
相
手
を
嫌
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
伯
爵
は
、
彼
女

に
結
婚
を
申
し
込
む
。
し
か
し
二
人
の
立
場
の
違
い
や
、
娘
の
父
親
に
対

す
る
恐
れ
も
あ
っ
て
、
そ
の
申
し
出
は
決
し
て
現
実
的
な
も
の
と
は
う
け

と
ら
れ
な
い
。
結
局
口
づ
け
を
交
わ
し
た
だ
け
で
、
伯
爵
は
駅
舎
を
去
っ

て
ゆ
く
。

4
年
後
、
テ
レ
シ
ナ
の
面
影
を
忘
れ
か
ね
て
い
た
伯
爵
は
、
戦
争
の
途

中
再
び
駅
舎
を
訪
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
テ
レ
シ
ナ
の
姿
は
な
か
っ
た
。

主人公二人の関係

恋愛のきっかけ
障害

貞操を破る

男の地位

貞操を破った

男のその後

処女を失った

女のその後
主人公の最後

ふ た 夜1

関係はなし
一且惚れ

女は不幸のうちに死
に男は変化なし

亜心 因 縁I関係はなし
一月惚れ

女は殺され
男は自殺

地 震I
主人の娘と使用人

自然発生的
I身分

しな
れ

は
惚

係
且

関
一波のよき、う

身分
女が既婚者

女は変化なし
男は女のために死ぬ

緑 葉 歎I関係はなし
一且惚れ

人種
女は他の男と結婚
男は変化なし

玉を懐いて罪あり 1
師の娘と弟子

自然発生的
障害が取り除かれ
二人は結ばれる

埋 木
女は死に
男は落ちぶれる

調高癸洋絃ー曲
娘の親に

殺される
尼になる 女は尼になる

折 莱
回 紘微 変化なし 自殺 女は自殺
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父
に
強
い
ら
れ
て
結
婚
し
た
相
手
に
苦
労
さ
せ
ら
れ
、
彼
女
は
す
で
に
亡

く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
御
者
か
ら
テ
レ
シ
ナ
の
死
を
知
ら
さ
れ
た
伯

爵
は
、
そ
の
御
者
に
金
を
託
し
て
、
テ
レ
シ
ナ
の
娘
に
渡
し
て
く
れ
る
よ

う
に
頼
み
、
自
分
は
再
び
戦
場
に
戻
っ
て
い
く
。

「
ふ
た
夜
」
の
物
語
は
、
主
人
公
の
男
女
が
出
会
い
、
障
害
の
あ
る
恋

を
し
、
別
れ
、
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
て
終
わ
る
、
と
い
う
物
語
展
開
を

持
っ
て
い
る
。
「
悪
因
縁
」
「
う
き
よ
の
波
」
「
緑
葉
歎
」
も
、
物
語
の

展
開
の
仕
方
は
同
じ
で
あ
る
。
「
韮
を
懐
い
て
罪
あ
り
」
は
唯
一
ハ
ッ
ピ
ー

エ
ン
ド
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
異
質
だ
が
、
ラ
ス
ト
を
除

け
ば
同
じ
物
語
展
開
を
持
っ
て
い
る
。

「
玉
を
懐
い
て
罪
あ
り
」
で
〈
恋
愛
〉
の
主
体
と
な
る
の
は
、
飾
り
職

人
の
見
習
い
オ
リ
ヰ
工
、
と
、
彼
の
師
匠
の
娘
マ
デ
ロ
ン
で
あ
る
。
マ
デ

ロ
ン
の
父
カ
ル
ヂ
リ
ヤ
ッ
ク
の
反
対
に
よ
り
、
一
度
二
人
は
引
き
離
さ
れ

る
。
そ
の
後
オ
リ
ヰ
工
、
は
、
師
が
人
を
殺
す
現
場
を
目
撃
す
る
が
、
マ

デ
ロ
ン
が
受
け
る
衝
撃
を
思
う
と
告
発
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
口
止

め
が
わ
り
に
師
の
元
に
戻
ら
さ
れ
、
再
び
人
を
殺
そ
う
と
す
る
師
を
止
め

よ
う
と
し
て
、
今
度
は
師
が
逆
に
返
り
討
ち
に
あ
っ
て
殺
さ
れ
る
現
場
に

立
ち
会
い
、
師
匠
殺
し
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
父
親
の
非
道
を

マ
デ
ロ
ン
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
身
の
潔
白
を
証
明
で
き
な
い
ま

ま
、
無
実
の
罪
で
処
罰
さ
れ
か
け
る
オ
リ
ヰ
工
、
だ
が
、
す
ん
で
の
と
こ

ろ
で
真
犯
人
が
自
首
し
た
こ
と
に
よ
り
命
を
救
わ
れ
る
。
二
人
は
や
が
て

結
婚
し
、
オ
リ
ヰ
工
、
の
、
飾
り
職
人
と
し
て
の
成
功
を
暗
示
し
て
物
語

は
終
わ
る
。
こ
の
物
語
は
「
探
偵
小
説
」
で
あ
り
、
事
件
解
決
と
主
人
公

の
解
放
と
が
重
な
っ
て
い
る
た
め
、
幸
福
な
最
後
に
な
っ
て
い
る
が
、
全

体
と
し
て
自
由
恋
愛
の
話
型
に
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
処
女
の
話
型
だ
が
、
戯
曲
「
折
薔
薇
」
の
原
題
は
「
E
m
i
l
i
a
G
a
l
 

otti」
と
い
う
ヒ
ロ
イ
ン
の
名
前
で
あ
る
。
処
女
の
話
型
に
描
か
れ
て
い

る
の
は
、
処
女
の
、
特
に
肉
体
を
中
心
に
し
た
物
語
な
の
だ
。

エ
ミ
リ
ヤ
は
、
伯
爵
と
の
結
婚
を
間
近
に
ひ
か
え
る
娘
で
あ
る
。
彼
女

を
ガ
ス
タ
ル
ラ
の
殿
が
見
初
め
、
結
婚
前
に
な
ん
と
か
自
分
の
も
の
に
し

よ
う
と
す
る
。
は
じ
め
は
結
婚
を
遅
ら
せ
よ
う
と
す
る
が
、
伯
爵
が
応
じ

な
い
の
で
、
彼
を
部
下
に
殺
さ
せ
、
殿
は
エ
ミ
リ
ヤ
を
自
分
の
館
に
連
れ

て
い
く
。
そ
れ
を
知
っ
た
娘
の
父
親
が
、
娘
を
取
り
返
そ
う
と
館
に
向
か

う
が
、
殿
が
手
放
そ
う
と
し
な
い
の
を
知
り
、
娘
の
願
い
を
受
け
て
、
殿

に
手
込
め
に
さ
れ
る
前
に
娘
を
殺
し
て
や
る
。
す
な
わ
ち
「
風
の
ち
ら
さ

ぬ
そ
の
う
ち
に
、
花
を
折
」
る
の
で
あ
る
。
娘
の
死
に
驚
く
殿
に
、
父
親

は
天
上
で
神
の
裁
き
を
受
け
た
い
と
告
げ
る
が
、
地
上
で
殿
を
裁
け
る
も

の
は
い
な
い
。
物
語
は
最
後
、
神
に
対
す
る
殿
の
、
反
省
と
も
恨
み
と
も

つ
か
ぬ
台
詞
に
よ
っ
て
幕
を
閉
じ
る
。

処
女
の
話
型
は
、
美
し
い
乙
女
が
男
に
狙
わ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
り
、

な
お
か
つ
純
潔
を
守
る
た
め
に
は
命
を
も
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
語

る
物
語
で
あ
る
。
「
調
高
突
洋
絃
一
曲
」
で
は
、
処
女
を
奪
わ
れ
た
娘
は
、

相
手
と
の
結
婚
が
か
な
わ
な
い
た
め
、
尼
に
さ
せ
ら
れ
る
。
娘
を
犯
し
た

男
は
、
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
娘
の
父
親
の
裁
き
で
殺
さ
れ
る
が
、
軍
人

を
勝
手
に
裁
い
た
と
し
て
、
父
も
殺
さ
れ
か
け
る
。
場
を
収
め
た
の
は
神

な
ら
ぬ
国
王
の
出
現
で
あ
る
。
国
王
が
現
れ
な
け
れ
ば
こ
の
話
も
、
強
姦

者
に
つ
い
て
は
、
天
上
で
神
の
裁
き
を
待
っ
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
た
だ

ろ
う
。
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「
埋
木
」
に
お
け
る
処
女
の
話
型
は
、
主
人
公
で
あ
る
男
の
身
の
上
を

語
る
う
え
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
っ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
作
品

中
に
処
女
の
話
型
の
主
人
公
で
あ
る
女
と
、
物
語
全
体
の
主
人
公
で
あ
る

男
と
の
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
作
品
全
体
は
、
無
名
な
が
ら
才
能
あ
る

男
が
、
侶
用
し
て
い
た
師
に
裏
切
ら
れ
、
才
能
を
盗
ま
れ
、
落
ち
ぶ
れ
て

路
地
裏
に
埋
も
れ
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
と
い
う
話
で
、
処
女
の
話
は
師

の
裏
切
り
の
一
っ
と
し
て
出
て
く
る
。

男
に
は
婚
約
者
が
い
た
が
、
師
の
勧
め
る
仕
事
の
た
め
に
男
が
し
ば
ら

く
離
れ
て
い
る
間
に
、
そ
の
婚
約
者
は
、
男
の
師
と
肉
体
関
係
を
持
っ
て

し
ま
う
。
し
か
し
女
と
関
係
を
持
っ
た
あ
と
、
男
が
戻
る
前
に
そ
の
師
匠

は
消
え
て
し
ま
い
、
女
は
男
と
再
会
し
た
あ
と
す
ぐ
に
自
殺
す
る
。
処
女

云
々
を
正
面
か
ら
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
女
の
死
が
、
婚

約
者
以
外
の
男
と
、
結
婚
も
し
て
い
な
い
の
に
肉
体
関
係
を
持
っ
た
た
め

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女
の
処
女
を
奪
っ
た
当
の
相

手
は
、
罰
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
む
し
ろ
主
人
公
の
才
能
を
盗
ん
で
世
に

受
け
入
れ
ら
れ
、
出
世
の
道
を
歩
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。

「
地
霙
」
は
、
自
由
恋
愛
の
話
型
と
処
女
の
話
型
と
の
両
方
の
要
素
を

含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
特
殊
性
が
あ
る
。
作
品
の
二
人
は
身
分
の
差
を
越

え
て
愛
し
合
い
、
よ
っ
て
周
囲
か
ら
の
強
い
反
対
に
あ
う
。
そ
し
て
二
人

が
性
交
渉
を
も
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
女
は
罰
せ
ら
れ
、
尼
寺
に

入
れ
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
二
人
が
密
会
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
、

女
は
処
刑
さ
れ
か
け
る
。
そ
こ
を
地
震
が
襲
い
、
―
一
人
は
い
っ
た
ん
再
会

す
る
が
、
最
後
に
集
団
に
よ
っ
て
私
刑
に
あ
っ
て
殺
さ
れ
る
。

こ
の
作
品
は
、
自
由
恋
愛
と
処
女
と
の
二
つ
の
話
型
が
入
り
交
じ
っ
て

「
舞
姫
」
に
見
る
〈
恋
愛
〉
の
表
現

い
る
点
で
は
特
殊
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
要
素
は
き
ち
ん
と
描
か
れ

て
い
る
。
身
分
を
越
え
た
恋
愛
が
、
そ
も
そ
も
周
囲
か
ら
は
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
こ
に
未
婚
で
処
女
を
失
う
と
い
う
罪
が
加

わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
二
人
は
、
最
も
む
ご
た
ら
し
く
殺
さ
れ
る
結
果
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

鴎
外
の
翻
訳
し
た
作
品
に
描
か
れ
た
男
女
の
関
係
は
、
大
ま
か
に
分
類

す
れ
ば
、
自
由
恋
愛
に
つ
い
て
描
く
物
語
と
、
処
女
性
の
重
視
に
つ
い
て

描
く
物
語
と
の
二
つ
の
話
型
に
括
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
物
語
は
、
自
由
恋
愛
は
必
ず
障
害
が
あ
り
、
成
就
し
な
い
場
合
が
多

い
と
い
う
こ
と
と
、
女
は
結
婚
す
る
ま
で
死
ぬ
気
で
己
の
貞
操
を
守
ら
ね

ば
な
ら
ず
、
仮
に
犯
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
将
来
は
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
る
、

と
い
う
二
種
類
の
考
え
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
『
水
沫
集
」
と
い
う
枠
組

み
に
収
め
ら
れ
た
翻
訳
作
品
に
描
か
れ
た
〈
恋
愛
〉
（
あ
る
い
は
男
女
の

関
係
）
は
す
べ
て
、
こ
の
二
つ
の
考
え
に
基
づ
く
話
型
に
よ
っ
て
語
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

『
水
沫
集
」
に
収
録
さ
れ
た
翻
訳
作
品
の
〈
恋
愛
〉
は
、
自
由
恋
愛
の

話
型
と
処
女
の
話
型
と
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
舞

姫
」
は
、
〈
恋
愛
〉
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う

ヵ
「
舞
姫
」
の
物
語
を
ま
と
め
る
と
、
偶
然
の
出
会
い
（
恋
愛
の
き
っ
か

け
）
の
後
、
肉
体
関
係
を
含
む
恋
愛
が
成
立
（
貞
操
を
破
る
男
）
し
、
男
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の
周
囲
か
ら
の
否
定
（
障
害
）
が
あ
っ
て
、
二
人
は
別
れ
ね
ば
な
ら
な
く

な
り
、
女
が
発
狂
（
処
女
を
失
っ
た
女
）
し
て
、
二
人
の
関
係
は
悲
劇
的

に
終
わ
る
（
男
は
変
化
な
し
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
自
由
恋

愛
の
話
型
と
処
女
の
話
型
と
の
要
素
が
、
入
り
交
じ
る
形
で
描
か
れ
て
い

る
。
「
舞
姫
」
の
な
か
で
、
男
と
女
の
物
語
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
か
を
、
先
に
み
た
翻
訳
作
品
の
内
容
と
比
較
し
つ
つ
見
て
い
き
た
い
。

「
舞
姫
」
に
お
け
る
自
由
恋
愛
の
話
型
に
破
綻
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
身

分
、
人
種
の
差
を
越
え
て
一
一
人
は
愛
し
合
う
が
、
そ
れ
は
恋
人
た
ち
の
周

囲
か
ら
は
否
定
さ
れ
る
。
様
々
な
事
情
か
ら
二
人
は
分
か
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
り
、
最
後
に
は
悲
劇
的
結
末
を
迎
え
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
豊
太
郎
が
出
世
の
た
め
に
エ
リ
ス
と
の
恋
を

捨
て
た
こ
と
が
、
「
舞
姫
」
に
お
い
て
西
洋
の
〈
恋
愛
〉
を
描
く
上
で
の

破
綻
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
な
物
語
の
展
開

の
あ
り
方
は
、
翻
訳
作
品
に
お
け
る
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
翻
訳
作
品
に

お
け
る
〈
恋
愛
〉
も
、
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。
翻
訳
作
品
に
お
け
る
自
由
恋
愛
が
成
就
し
な
い
理
由
に
は
色
々
あ

る
が
、
そ
の
中
に
は
、
男
が
女
の
も
と
を
離
れ
る
物
語
も
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

恋
愛
の
成
就
が
な
い
ま
ま
男
が
女
の
も
と
を
去
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
悲

劇
が
導
き
出
さ
れ
る
話
と
し
て
は
、
「
ふ
た
夜
」
と
「
緑
葉
歎
」
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
男
の
行
為
が
疸
接
女
の
悲
劇

の
原
因
に
な
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
「
緑
葉
歎
」
に
お
け
る
悲
劇
の
直

接
の
原
因
は
、
別
れ
た
あ
と
久
し
ぶ
り
に
女
に
再
会
し
て
、
焼
け
棒
杭
に

火
が
付
い
た
男
の
気
持
ち
に
反
し
て
、
女
が
す
で
に
結
婚
し
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
「
ふ
た
夜
」
で
は
、
女
が
互
い
に
引
か
れ
あ
っ
た
相
手
と
で
は

な
く
、
親
の
決
め
た
相
手
と
結
婚
し
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
た
。
あ
ま
り

に
も
夫
に
苦
労
さ
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
か
つ
て
心
を
交
わ
し
た
男
が
再
び

訪
ね
た
と
き
に
は
、
彼
女
は
死
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ど

ち
ら
も
自
由
恋
愛
が
選
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
悲
劇
の
遠
因
に
な
っ
て

は
い
る
が
直
接
の
原
因
で
は
な
い
。

一
方
「
舞
姫
」
で
は
、
エ
リ
ス
が
豊
太
郎
が
彼
女
を
捨
て
た
と
思
っ
た

こ
と
が
、
直
接
エ
リ
ス
発
狂
の
引
き
金
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
本

来
物
語
を
悲
劇
に
導
く
た
め
の
要
因
に
す
ぎ
な
か
っ
た
は
ず
の
、
男
が
恋

愛
を
捨
て
た
と
い
う
、
い
わ
ば
物
語
の
な
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
―
つ
が
、

非
常
な
重
み
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ま
る
で
そ
れ
こ
そ
が

〈
恋
愛
〉
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
読
み
取
り
方
が
現
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
周
囲
の
反
対
に
よ
っ
て
〈
恋
愛
〉
を
あ
き
ら
め
る
と
い
う
行
為

そ
の
も
の
は
、
翻
訳
作
品
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
際
〈
恋
愛
〉
と
対

立
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
二
人
を
取
り
巻
く
環
境
で
あ
っ
て
、
別
れ
る
と

い
う
―
つ
の
行
為
で
は
な
い
。
例
え
ば
別
離
で
は
な
い
が
、
男
の
行
為
が

直
接
悲
劇
の
引
き
金
と
な
っ
て
い
る
物
語
と
し
て
「
悪
因
縁
」
が
あ
る
。

こ
の
作
品
で
男
は
、
誤
解
か
ら
女
を
殺
し
て
し
ま
う
が
、
こ
こ
で
も
本
質

的
な
悲
劇
の
原
因
は
、
男
が
誤
解
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
よ
う
な
周
囲
の

状
況
で
あ
っ
て
、
男
の
行
為
で
は
な
い
。
二
人
の
関
係
を
取
り
巻
く
環
境

の
描
か
れ
方
に
力
点
が
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
「
舞
姫
」
を
自
由
恋
愛
の
話

型
に
入
れ
て
読
む
こ
と
は
可
能
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

翻
訳
作
品
と
の
違
い
で
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
処
女
の
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話
型
に
つ
い
て
で
あ
る
。
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
は
、
正
式
に
結
婚
す
る
こ
と

な
く
同
棲
し
、
子
供
ま
で
も
う
け
て
い
る
。
翻
訳
作
品
に
お
け
る
処
女
の

話
型
で
は
、
こ
の
よ
う
な
物
語
展
開
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

翻
訳
作
品
の
中
で
、
正
式
な
結
び
つ
き
で
な
く
貞
操
を
犯
し
た
男
女
、

特
に
女
性
は
、
重
い
罪
を
犯
し
た
も
の
と
さ
れ
、
男
と
正
式
に
結
婚
で
き

な
け
れ
ば
、
必
ず
罰
と
し
て
そ
れ
な
り
の
処
分
を
受
け
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
「
舞
姫
」
の
エ
リ
ス
は
、
ご
く
自
然
に
同
棲
関
係
を
受
入
れ
、
子
供

が
出
来
る
ま
で
結
婚
を
言
い
だ
す
こ
と
も
な
い
。
二
人
の
同
棲
が
、
結
婚

を
絶
対
的
な
前
提
と
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
エ
リ
ス
の
「
縦
令

富
貴
に
な
り
玉
ふ
日
は
あ
り
と
も
、
わ
れ
を
ば
見
棄
て
玉
は
じ
」
と
い
う

言
葉
に
も
う
か
が
え
る
。
二
人
の
関
係
を
エ
リ
ス
は
、
捨
て
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
不
安
定
な
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
仮
に
結
婚
の
約
束
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
翻
訳
作
品
の
世
界
に
、
婚
前
交
渉
と
い
う
考
え
は
存

在
し
な
い
。
結
婚
も
せ
ず
に
同
棲
し
、
子
供
が
出
来
て
か
ら
よ
う
や
く
結

婚
を
迫
る
と
い
う
の
は
、
処
女
の
話
型
と
し
て
は
異
常
で
あ
る
。

本
来
な
ら
エ
リ
ス
を
罰
す
べ
き
周
囲
、
こ
の
場
合
は
彼
女
の
母
親
で
あ

る
が
、
そ
の
態
度
も
話
型
か
ら
外
れ
て
い
る
。
娘
に
売
春
め
い
た
行
為
を

迫
る
栂
は
「
悪
因
縁
」
に
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
実
際
の
性
交

は
、
決
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
母
親
は
娘
に
対
し

「
若
し
こ
れ
さ
へ
許
す
こ
と
あ
ら
ば
、
直
に
殺
さ
む
」
と
脅
し
ま
で
か
け

て
い
る
。
娘
に
積
極
的
に
売
春
を
迫
り
、
男
と
の
同
棲
を
許
す
よ
う
な
周

囲
の
描
き
方
も
、
翻
訳
作
品
に
お
け
る
処
女
の
話
型
に
は
当
て
は
ま
る
も

の
で
は
な
い
。

処
女
の
描
き
方
に
つ
い
て
、
石
橋
忍
月
と
の
論
争
の
な
か
で
鶴
外
自
身

も
触
れ
て
い
る
。
「
舞
姫
」
の
処
女
の
扱
い
に
つ
い
て
、
忍
月
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

今
本
編
の
主
人
公
太
田
な
る
も
の
は
可
憐
の
舞
姫
と
恩
愛
の
情
緒

を
断
て
り
、
無
専
の
舞
姫
に
残
忍
過
酷
を
加
へ
た
り
、
彼
を
玩
弄
し

彼
を
狂
乱
せ
し
め
終
に
彼
を
し
て
精
神
的
に
殺
し
た
り
而
し
て
今
其

人
物
の
性
質
を
見
る
に
小
心
翼
々
た
る
者
な
り
、
「
ユ
ン
グ
フ
ロ
イ

リ
ヒ
カ
イ
ト
」
の
尊
重
す
べ
き
を
知
る
者
な
り
、
果
し
て
然
ら
ば

「
真
心
の
行
為
は
性
質
の
反
証
な
り
」
と
云
へ
る
確
信
を
虚
妄
と
な

す
に
あ
ら
ざ
る
以
上
は
太
田
の
行
為
ー
ー
即
ち
エ
リ
ス
を
棄
て
て
掃

東
す
る
の
一
事
は
人
物
と
境
遇
と
行
為
と
の
関
係
支
離
滅
裂
な
る
も

の
と
謂
は
ざ
る
可
か
ら
ず

忍
月
の
提
起
し
た
問
題
は
、
疑
似
結
婚
生
活
の
よ
う
な
同
棲
関
係
を

（
あ
る
い
は
そ
の
処
女
を
も
ら
っ
た
相
手
を
）
功
名
心
か
ら
捨
て
た
男
の

性
質
が
弱
い
と
い
う
の
は
お
か
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
鴎
外
は
、
豊
太
郎
が
エ
リ
ス
と
関
係
を
持
っ
た
こ
と
と
、
エ
リ
ス
を

置
い
て
日
本
に
帰
っ
た
こ
と
と
を
区
別
し
て
答
え
て
い
る
。

太
田
生
は
エ
リ
ス
が
「
ユ
ン
グ
フ
ロ
イ
リ
ヒ
カ
イ
ト
」
を
傷
け
た

る
を
、
こ
れ
を
お
の
れ
が
悲
痛
、
感
慨
の
刺
激
に
よ
り
て
常
な
ら
ず

な
り
た
る
脳
髄
に
帰
せ
し
な
り
。
（
中
略
）
処
女
を
敬
す
る
心
と
、

不
治
の
精
神
病
に
係
り
し
女
を
其
母
に
委
託
し
、
存
活
の
資
を
残
し

て
去
る
心
と
は
、
何
故
に
両
立
す
べ
か
ら
ざ
る
か
。
若
太
田
が
エ
リ

ス
を
棄
て
た
る
は
、
エ
リ
ス
が
狂
す
る
前
に
在
り
て
、
其
処
女
を
敬

し
た
る
昔
の
心
に
負
き
し
は
こ
、
な
り
と
い
は
ゞ
、
是
れ
弱
性
の
人

の
境
遇
に
駆
ら
る
、
状
を
解
せ
ざ
る
言
の
み
。
（
中
略
）
太
田
が
処
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女
を
敬
せ
し
心
と
、
其
帰
東
の
心
と
は
、
其
両
立
す
べ
き
こ
と
を
疑

ふ
べ
か
ら
和
5

忍
月
が
「
ユ
ン
グ
フ
ロ
イ
リ
ヒ
カ
イ
ト
」
を
「
尊
重
」
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
処
女
を
犯
す
な
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
処
女
を
く
れ
た
女
を
捨

て
る
な
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
論
調
は
、
他
の
同
時
代
評
の
「
斯
て
彼
は

数
年
の
親
し
み
を
断
ち
、
但
し
正
義
の
為
に
断
に
非
ず
黄
金
虚
栄
の
為
め

に
断
」
と
か
「
親
愛
な
る
情
婦
を
気
死
し
て
名
誉
の
奴
隷
と
な
る
」
と
い
っ

た
内
容
と
同
じ
で
あ
る
。

閾
外
の
回
答
を
見
る
と
、
処
女
を
「
犯
し
た
」
こ
と
に
は
問
題
意
識
を

持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
と
捨
て
る
と
い
う
こ
と
が
つ
な
が
っ
て
い
な

い
。
そ
し
て
エ
リ
ス
を
捨
て
た
の
は
、
彼
女
が
正
気
を
失
っ
て
か
ら
で
あ

り
、
彼
女
が
発
狂
す
る
ま
で
は
、
周
囲
の
反
対
に
よ
っ
て
別
れ
さ
せ
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
た
だ
け
だ
と
答
え
て
い
る
。
処
女
は
犯
さ
れ
る
か
ど
う
か

が
問
題
だ
と
い
う
こ
と
と
、
自
由
恋
愛
は
周
囲
か
ら
反
対
さ
れ
る
と
い
う

認
識
は
、
翻
訳
作
品
に
描
か
れ
た
〈
恋
愛
〉
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
鴫
外
は
、
意
識
し
て
同
時
代
的
な
認
識
か
ら
離
れ
、
自
己
の
理
論
の

立
脚
点
と
し
て
、
翻
訳
の
理
論
を
用
い
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

鵬
外
の
処
女
に
関
す
る
認
識
は
、
忍
月
の
認
識
と
比
べ
れ
ば
、
翻
訳
作

品
に
よ
り
近
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
、
「
舞
姫
」
に
お
け
る
処
女

の
表
現
が
、
翻
訳
作
品
の
話
型
と
完
全
に
は
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
、

自
分
自
身
で
も
認
め
て
い
る
。
翻
訳
作
品
の
な
か
で
〈
恋
愛
〉
が
ど
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
を
、
か
な
り
正
確
に
把
握
し
て
い
た

鴫
外
が
、
「
舞
姫
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
ど
う
し
て
そ
の
話
型
を
崩
し

た
の
だ
ろ
う
か
。

物
語
を
展
開
さ
せ
る
要
素
に
注
意
し
て
、
も
う
一
度
こ
の
作
品
を
分
析

す
る
と
、
自
由
恋
愛
の
話
型
に
お
け
る
出
会
い
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
恋
愛

成
立
に
処
女
の
話
型
の
処
女
喪
失
と
が
重
な
る
。
そ
の
後
二
人
の
関
係
は
、

自
由
恋
愛
の
話
型
に
あ
る
よ
う
に
周
囲
の
反
対
に
あ
い
、
豊
太
郎
に
結
婚

の
意
思
が
な
い
と
思
っ
た
エ
リ
ス
は
発
狂
す
る
。
処
女
の
話
型
の
な
か
の
、

処
女
喪
失
に
対
す
る
罰
を
、
彼
女
は
こ
の
時
点
で
受
け
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
が
、
自
由
恋
愛
の
話
型
で
い
う
関
係
が
成
就
し
な
い
こ
と
と
重

な
っ
て
、
豊
太
郎
の
帰
国
に
よ
り
、
物
語
は
幕
を
閉
じ
る
。
先
の
表
と
比

較
す
る
と
、
こ
こ
に
は
自
由
恋
愛
と
処
女
と
、
両
方
の
話
型
の
要
素
が
書

き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
そ
の
書
き
方
は
、
自
由
恋
愛

の
話
型
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。
処
女
の
扱
い
が
、
翻
訳
作
品
と
比
べ

て
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
こ
こ
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

翻
訳
作
品
の
な
か
で
、
二
つ
の
話
型
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
は
「
地

震
」
だ
が
、
こ
の
作
品
は
「
舞
姫
」
と
は
逆
に
処
女
の
話
型
を
中
心
に
物

語
が
展
開
す
る
。
身
分
違
い
の
男
と
の
性
交
渉
が
発
覚
し
、
女
は
尼
に
さ

れ
る
。
一
一
人
の
関
係
は
そ
の
後
も
続
き
、
女
の
妊
娠
に
よ
っ
て
関
係
が
再

び
発
覚
、
女
の
処
刑
が
決
ま
る
。
偶
然
の
地
震
に
よ
っ
て
女
は
い
っ
た
ん

は
助
か
り
、
男
と
再
会
す
る
が
、
最
後
は
二
人
と
も
民
衆
に
殴
り
殺
さ
れ

る
。
処
女
の
話
型
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
要
素
に
自
由
恋
愛
の
話
型
と
の

共
通
点
を
書
き
込
ん
で
い
る
こ
の
作
品
は
、
ど
ち
ら
の
話
型
も
破
綻
な
く

描
か
れ
て
い
る
。

「
舞
姫
」
の
〈
恋
愛
〉
は
、
翻
訳
作
品
と
同
じ
く
、
自
由
恋
愛
と
処
女

と
の
両
方
の
話
型
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
自
由
恋
愛
の
話
型
を
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お
わ
り
に

物
語
の
中
心
に
据
え
た
こ
と
に
よ
り
、
処
女
の
話
型
に
歪
み
が
生
じ
た
の

で
あ
る
。

「
舞
姫
」
は
こ
れ
ま
で
〈
恋
愛
〉
か
〈
功
名
〉
か
と
い
う
二
項
対
立
の

な
か
で
捕
ら
え
ら
れ
が
ち
な
作
品
だ
っ
た
。
し
か
し
『
水
沫
集
』
に
収
録

さ
れ
て
い
る
翻
訳
作
品
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
「
舞
姫
」
の
〈
恋
愛
〉
が

翻
訳
作
品
と
同
じ
く
、
自
由
恋
愛
と
処
女
と
の
話
型
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
＾
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
と
の
関
係
が
成
就
し

な
か
っ
た
の
は
、
前
近
代
的
思
想
に
よ
る
限
界
や
、
当
時
の
明
治
政
府
の

置
か
れ
た
状
況
に
左
右
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
。
〈
恋
愛
〉
に
つ
い
て
、

翻
訳
作
品
と
同
じ
受
け
止
め
方
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
成
就
す

る
こ
と
な

V
終
わ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
「
舞
姫
」
の
〈
恋
愛
〉
は
、
翻
訳
作
品
と
完
全
に
同
じ
話
型
で

語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
「
舞
姫
」
の
話
型
の
崩
れ

を
、
自
由
恋
愛
の
話
型
に
処
女
の
話
型
が
混
入
し
て
い
る
た
め
と
仮
定
し

た
。
こ
れ
は
作
品
の
分
析
方
法
と
し
て
、
あ
く
ま
で
実
作
の
表
現
上
で
の

比
較
に
こ
だ
わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

鴫
外
が
、
西
洋
の
〈
文
学
〉
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て

い
た
か
に
つ
い
て
、
翻
訳
作
品
に
お
け
る
〈
恋
愛
〉
の
表
現
方
法
に
焦
点

を
当
て
て
分
析
し
た
。
鴎
外
が
そ
れ
を
自
分
の
作
品
に
移
入
す
る
上
で
、

そ
こ
に
は
鴎
外
独
自
の
作
為
が
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
作
為
の
過
程
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
鵡
外
が
〈
文
学
〉
を
ど
の
よ
う
な
形
で
表

現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
き
た
い
。

本
稿
で
は
、
話
型
を
通
し
て
、
翻
訳
作
品
と
「
舞
姫
」
と
の
共
通
点
、

相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
今
後
は
、
鵡
外
の
初
期
三
部
作
全
体
を
翻
訳

作
品
と
比
較
し
、
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
物
語
内
容
の
共
通
性
を
確
認
し

た
上
で
、
創
作
と
翻
訳
と
の
相
違
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

解
明
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
鶴
外
の
初
期
文
芸
理
論
に
み
ら
れ
る
、
側
写

の
方
法
や
単
稗
の
理
論
と
い
っ
た
鴎
外
独
自
の
文
学
理
論
や
、
同
時
代
の

日
本
の
、
文
学
に
対
す
る
要
請
の
影
響
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
論

的
な
面
か
ら
文
学
に
対
す
る
認
識
を
探
る
こ
と
で
、
鵜
外
が
〈
文
学
〉
を

ど
う
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

（註）

(
1
)

「
舞
姫
」
（
『
国
民
之
友
』
明
治
二
三
年
二
月
三
日
）

(
2
)
笹
淵
友
一
「
森
鵜
外
ー
自
我
の
覚
醒
と
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
ー
ー
」

『
浪
漫
主
義
文
学
の
誕
生
』
明
治
書
院
、
昭
和
一
―
―
―
―
一
年
一
月

(
3
)
矢
部
彰
「
「
舞
姫
』
考
」
『
文
芸
と
批
判
』
昭
和
六
三
年
一

0
月

(
4
)
金
子
幸
代
「
ド
イ
ツ
三
部
作
の
中
の
女
性
像
」
『
鵬
外
と
〈
女
性
〉

1

森
鴫
外
論
究
ー
』
大
東
出
版
社
、
平
成
三
年
―
一
月

(
5
)

註

(
2
)

に
同
じ

(
6
)

註

(
3
)

に
同
じ

(
7
)

「
舞
姫
」
の
解
釈
が
二
つ
の
正
反
対
な
結
論
に
別
れ
る
こ
と
に
対

し
て
小
森
陽
一
氏
は
『
文
体
と
し
て
の
物
語
」
（
筑
摩
書
房
、
昭

和
六
三
年
四
月
）
一
八
五
頁
で
「
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
書
か
れ
方
そ

れ
自
体
が
、
二
分
化
さ
れ
た
解
釈
を
一
元
化
、
あ
る
い
は
統
一
す
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る
機
能
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
8
)
註

(
2
)

に
同
じ
。
笹
淵
氏
は
、
翻
訳
作
品
に
は
「
真
の
愛
」
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
「
舞
姫
」
に
は
そ
れ
が
な
く
、
よ
り
「
人
情

本
」
的
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

(
9
)
平
岡
敏
夫
「
「
舞
姫
』
成
立
前
後
」
『
日
本
文
学
』
昭
和
五
五
年

二
月
（
翻
訳
作
品
と
の
比
較
か
ら
、
当
時
の
閾
外
が
お
か
れ
て
い

た
状
況
に
対
す
る
、
鵡
外
自
身
の
意
図
を
読
み
取
っ
て
い
る
）

青
田
寿
美
「
森
鵡
外
の
初
期
文
学
ー
ド
イ
ツ
短
編
小
説
理
論
と
ク

ラ
イ
ス
ト
受
容
を
通
し
て
ー
」
『
国
語
国
文
』
平
成
二
年
七
月

（
翻
訳
作
品
の
な
か
で
も
ク
ラ
イ
ス
ト
の
作
品
と
の
相
違
に
注
目

し
、
翻
訳
作
品
同
様
に
狂
う
エ
リ
ス
に
対
し
て
「
現
実
世
界
」
に

残
る
豊
太
郎
の
姿
を
「
鴫
外
が
現
在
取
る
べ
き
姿
勢
、
も
し
く
は

運
命
に
対
す
る
眼
差
」
の
表
出
と
し
て
い
る
）

(
1
0
)
小
堀
桂
一
郎
「
若
き
日
の
森
鵬
外
』
東
大
出
版
会
、
昭
和
四
四
年

1
0
月

(
1
1
)
松
木
博
氏
は
、
「
『
水
沫
集
』
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て
ー
ハ
イ
ゼ
の

小
説
を
軸
と
し
て
ー
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
昭
和
五
七
年
一
〇

月
）
で
、
『
水
沫
集
」
全
体
を
ハ
イ
ゼ
の
理
論
に
あ
て
は
め
て
論

じ
て
い
る
。

(
1
2
)
当
時
の
表
題
は
『
美
奈
和
集
』
だ
っ
た
。
そ
の
後
明
治
三
五
年
に

改
訂
版
が
『
水
沫
集
』
の
題
名
で
出
版
さ
れ
、
以
後
こ
の
表
記
が

続
い
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
も
以
下
『
水
沫
集
』
と
表
記
す
る
。

(13)
初
出
は
「
調
高
突
洋
絃
一
曲
」
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
二
年
一
月

三
日
！
二
月
一
四
日
「
緑
葉
歎
」
同
二
月
ニ
―

-
H
「
玉
を
懐
い
て

『
鴫
外
全
集
第
二

罪
あ
り
」
同
三
月
五
日

i
七
月
ニ
一
日
「
折
薔
薇
」
『
柵
草
紙
』

同
年
一

0
月
！
明
治
二
三
年
六
月
「
ふ
た
夜
」
「
読
売
新
聞
』
明

治
二
三
年
一
月
一

H
1
二
月
二
六
日
「
地
震
」
『
国
民
新
聞
』
同

年
三
月
一
七
日
！
二
六
日
「
悪
因
縁
」
『
国
民
之
友
』
同
年
四
月

！
七
月
「
埋
木
」
『
柵
草
紙
』
同
年
四
月
／
明
治
二
五
年
四
月

「
う
き
よ
の
波
」
『
国
民
之
友
』
明
治
二
三
年
八
月
！
―
一
月
、

の
順
で
あ
る
。

(
1
4
)
『
水
沫
集
』
の
収
録
方
法
に
、
創
作
と
翻
訳
と
の
区
別
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
当
時
の
読
者
に
対
し
て
区
別
な
く
提
示
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
大
正
四
年
に
初
期
の
創
作
作
品
だ
け
を
集
め

た
作
品
集
『
應
泥
』
が
出
た
後
の
大
正
五
年
に
も
「
水
沫
集
』
の

縮
刷
版
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
『
水
沫
集
』
と
い
う
枠
組
み
が
、

い
か
に
長
く
持
続
さ
れ
て
い
た
か
が
こ
こ
に
伺
え
る
。

(15)

『
鶴
外
全
集
第
一
巻
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
六
一
年
―
二
月
）
三

八
二
頁
。
鵬
外
の
文
章
は
、
以
下
こ
の
全
集
か
ら
引
用
す
る
。

(16)
同
前
書
三
九
三
頁

(
1
7
)
「
改
訂
水
沫
集
』
の
序
文
に
、
閾
外
自
身
が
こ
の
作
品
の
解
説
と

し
て
書
い
て
い
る
。

(18)

『
鵬
外
全
集
第
一
巻
』
三
一
四
頁

(19)

『
鵡
外
全
集
第
一
巻
』
四
一

1

一
八
頁

(20)
同
前
書
四
七
六
頁

(
2
1
)
(
1
)

に
同
じ

(22)

「
舞
姫
に
就
き
て
気
取
半
之
丞
に
与
ふ
る
書
」

二
巻
』
一
六
二
頁
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(23)

巖
本
善
治
「
国
民
之
友
新
年
付
録
」
（
『
女
学
雑
誌
』
明
治
二
三

年
一
月
）
。
野
口
寧
斎
「
舞
姫
を
読
み
て
」
（
『
志
が
ら
み
草
紙
』

明
治
二
三
年
一
月
）

(
2
4
)笹
淵
友
一
「
森
閾
外
—
自
我
の
覚
醒
と
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
ー
ー
」

「
浪
漫
主
義
文
学
の
誕
生
』
明
治
書
院
、
昭
和
三
三
年
一
月

(25)

桐
原
光
明
「
『
舞
姫
』
論
考
」
『
「
森
鵡
外
」
論
ー
知
ら
れ
ざ
る

側
面
』
暁
印
書
館
、
昭
和
六
一
年
―
一
月（

本
学
大
学
院
修
士
課
程
）
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