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は
じ
め
に

　

澁
澤
龍
彥
に
よ
る
小
説
集
『
ね
む
り
姫
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
三
・

一
一
）
は
派
手
な
ピ
ン
ク
と
黄
緑
を
配
色
し
た
ア
ー
ル
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
風
の
装
丁

を
し
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
澁
澤
本
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
大
き
く
異
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。
編
集
者
の
平
出
隆
は
こ
の
装
丁
が
澁
澤
自
身
の
要
望
を
基
に

作
ら
れ
た
こ
と
を
明
か
し
、「〝
物
語
〞
の
新
し
い
領
域
に
踏
み
入
っ
た
と
い
う

意
識
が
、
装
丁
ま
で
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
」
の
で
は
な
い
か
と

記
し
て
い
る①
。
澁
澤
は
「
小
説
と
い
う
よ
り
、
私
の
書
く
も
の
は
物
語
と
呼
ん

だ
ほ
う
が
近
い
で
あ
ろ
う②
」
と
後
に
語
る
が
、『
ね
む
り
姫
』
の
前
作
に
あ
た

る
小
説
集
『
唐
草
物
語
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
一
・
七
）
に
お
い
て
、

約
二
〇
年
ぶ
り
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
に
戻
っ
て
き
た
澁
澤
が
踏
み
入
っ
た

「〝
物
語
〞
の
新
し
い
領
域
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
ね
む
り
姫
』
の
表
題
作
「
ね
む
り
姫
」（『
文
藝
』
一
九
八
二
・
五
）
を
取

り
上
げ
た
同
時
代
評
で
は
「
現
在
「
物
語
」
の
可
能
性
が
批
評
の
題
目
に
な
っ

て
い
る
中
で
、「
ね
む
り
姫
」
は
語
り
の
自
由
さ
で
物
語
の
条
件
や
制
約
を
の

り
こ
え
、
の
り
こ
え
た
所
に
物
語
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
っ
た
印
象
を
う
け

る③
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
跡
上
史
郎
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
澁
澤
の
「「
物
語
」

的
な
試
み
が
、
同
時
代
と
の
緊
張
感
の
な
か
で
、
積
極
的
な
意
味
あ
い
を
も
っ

て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
」
が
う
か
が
い
知
れ
よ
う④
。
本
稿
で
は
蓮
見
重
彥
に
代

表
さ
れ
る
「
物
語
批
判
」
と
澁
澤
の
関
係
性
を
主
題
に
と
る
こ
と
は
し
な
い
が
、

物
語
の
類
型
化
が
指
摘
さ
れ
、
物
語
の
不
可
能
が
叫
ば
れ
た
そ
の
時
代
に
、
澁

澤
が
創
作
の
世
界
で
の
活
動
を
本
格
化
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
は

同
時
に
、
既
存
の
作
品
の
表
現
や
着
想
が
下
敷
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
澁
澤
小

説
の
性
質
に
深
く
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
だ
。

　

本
稿
は
『
ね
む
り
姫
』
の
表
題
作
「
ね
む
り
姫
」
に
注
目
し
、
そ
の
典
拠
に

澁
澤
龍
彥
「
ね
む
り
姫
」
論
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つ
い
て
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
。
澁
澤
は
、「
ぼ
く
の
小
説
に
は
、
い
ろ
ん
な

仕
掛
け
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
見
抜
い
て
く
れ
る
読
者
が
最
高
な
ん
で
す
」
と

述
べ
る
が⑤
、「
い
ろ
ん
な
仕
掛
け
」
の
一
つ
と
し
て
、
典
拠
が
持
つ
作
用
を
見

逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
澁
澤
小
説
の
「
最
高
の
読
者
」
と
し
て
「
ね
む
り

姫
」
の
創
作
の
方
法
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
で
、
澁
澤
小
説
の
性
質
を
捉
え

直
す
と
共
に
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、「
物
語
」
に
対
峙
す
る
澁
澤
の
姿
に
迫

る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、「
ね
む
り
姫
」
と
ジ
ャ
ン
・
ロ
ラ
ン

　
『
澁
澤
龍
彥
全
集
19
巻
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
四
・
一
二
）
の
解
題
で

は
、
松
山
俊
太
郎
の
手
に
よ
っ
て
、「
ね
む
り
姫
」
が
完
成
に
至
る
ま
で
の
道

程
を
探
る
手
が
か
か
り
と
な
る
、「〝
創
作
メ
モ
〞」
の
存
在
が
明
か
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
松
山
の
明
か
し
た
「〝
創
作
メ
モ
〞」
を
起
点
に
、「
ね
む
り
姫
」

の
典
拠
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　
「
ね
む
り
姫
」
の
文
中
に
現
わ
れ
る
の
は
、
①
『
論
語
』、
②
『
平
家
物

語
』、
③
『
明
月
記
』、
④
『
観
無
量
寿
経
』、
⑤
『
少
将
滋
幹
の
母
』、
⑥

『
撰
集
抄
』
の
六
点
で
、
こ
の
作
品
の
構
成
に
必
須
な
の
は
③ 

④
の
み
で

あ
る
。

　

と
は
い
え
、
澁
澤
に
と
っ
て
最
初
の
中
編
物
語
な
の
で
あ
る
か
ら
、
尋

常
の
準
備
で
足
り
た
わ
け
は
な
い
。

〝
創
作
メ
モ
〞
に
見
ら
れ
る
書
名
・
著
者
名
を
、
で
き
る
だ
け
「
ね
む
り

姫
」
の
進
行
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
記
さ
れ
た
ま
ま
に
抽
き
出
す
と
、

つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る

―

⑴
Ｊ
・
ロ
ラ
ン
、
⑵
「
浄
土
教
絵
画
」、
⑶
「
墳
墓
」、
⑷
「
平
安
時

代
」、
⑸
「
大
語
園
」、
⑹
村
山
修
一
、
⑺
「
絵
巻
物
と
民
俗
」、
⑻

「
小
説
平
家
」、
⑼
「
北
条
九
代
記
」、
⑽
「
明
月
記
」、
⑾
「
無
縁
・
公

界
・
楽
」、
⑿
「
連
環
記
」、
⒀
「
こ
と
ば
の
栞
」、
⒁
ト
ー
マ
ス
・
マ

ン
、
⒂
「
広
文
庫
」、
⒃
「
東
方
綺
譚
」、
⒄
露
伴
、
⒅
古
語
辞
典
、
⒆

今
昔
、
⒇
岩
波
古マ
　
　
　
　
　
　
マ

典
文
庫
サ
ク
引
。

　

右
は
、
参
照
し
た
文
献
の
一
斑
を
示
す
の
み
で
あ
っ
て
、
完
成
ま
で
に

博
捜
し
た
書
物
は
百
点
に
達
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う⑥
。

　

解
題
で
松
山
は
こ
の
よ
う
に
「〝
創
作
メ
モ
〞」
の
存
在
を
明
か
し
、
そ
の
上

で
そ
の
殆
ど
は
些
細
な
換
骨
奪
胎
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、「
ね
む
り
姫
」
は

「
澁
澤
の
純
粋
な
創
作
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
の

『
綺
想
礼
讃
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
〇
・
一
）
で
、
こ
れ
は
「
直
し
よ
う
が

な
い
」
過
誤
で
あ
り
、「
こ
の
作
品
も
、
Ｊ
・
ロ
ラ
ン
の
種
本
な
し
に
は
成
立

し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
自
ら
の
記
述
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

澁
澤
の
小
説
が
既
存
の
作
品
や
そ
の
表
現
、
着
想
を
下
敷
き
と
し
て
書
か
れ

て
い
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、「
ね
む
り
姫
」
も
ま
た
例
外

澁
澤
龍
彥
「
ね
む
り
姫
」
論
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で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
も
種
本
な
し
に
は
「
成
立
し
え
な
い
」
と
い
う
の

だ
か
ら
、「
ね
む
り
姫
」
の
「
Ｊ
・
ロ
ラ
ン
の
種
本
」
へ
の
依
存
度
は
相
当
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
松
山
は
種
本
に
つ
い
て
、「
原
作
の
和
訳
も
了
え
て
い
る
の

で
、「
ね
む
り
姫
」
と
の
対
比
も
含
め
た
、
国
書
刊
行
会
版
『
澁
澤
龍
彥
の
物

語
宇
宙
』
と
い
う
大
冊
を
計
画
し
て
い
る⑦
」
と
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
こ
の
大

冊
が
日
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
く
、「
ね
む
り
姫
」
の
研
究
史
に
お
い
て
も

「
Ｊ
・
ロ
ラ
ン
の
種
本
」
の
存
在
は
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
先

ず
は
こ
の
種
本
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

松
山
は
「
種
本
」
の
名
は
明
か
し
て
い
な
い
が
、
調
査
の
結
果
、「
夢
ち
が

え
」
の
典
拠
の
一
つ
で
あ
る
、「princess O

ttila
」
を
収
録
し
た
『Princesses 

d

’ivoire et d

’ivresse

』（O
llendorff

、
一
九
〇
二⑧
）
所
収
の
「La Prin-

cesse sous verre

」
と
い
う
短
編
が
、「
ね
む
り
姫
」
の
典
拠
で
あ
る
ら
し

い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
内
容
は
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る⑨
。

　

美
し
く
繊
細
な
王
女
ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド
は
、
母
で
あ
る
オ
ク
シ
タ
ニ
ー
妃
を
早

く
に
失
い
、
女
中
た
ち
と
共
に
宮
廷
か
ら
離
れ
た
城
で
暮
ら
し
て
い
た
。
父
で

あ
る
王
は
愛
娘
を
「
ク
リ
ス
マ
ス
ロ
ー
ズ
」
と
呼
ん
で
可
愛
が
っ
て
い
た
が
、

ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド
は
十
六
歳
と
六
か
月
に
な
っ
た
あ
る
日
、
ま
る
で
眠
っ
て
い
る

か
の
よ
う
な
昏
睡
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
困
っ
た
王
は
八
方
手
を
尽
く
し
た
が
、

ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド
が
目
覚
め
る
様
子
は
な
く
、
司
教
の
提
案
に
よ
り
王
女
を
ガ
ラ

ス
の
柩
に
入
れ
て
王
国
中
の
礼
拝
堂
や
修
道
院
を
巡
礼
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
巡
礼
を
は
じ
め
て
五
年
が
経
っ
て
も
、
王
女
は
目
を
覚
ま
さ
な
い
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
王
女
を
連
れ
た
一
行
は
ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド
の
従
兄
に
し
て
、
山

賊
の
頭
に
落
ち
ぶ
れ
て
い
た
オ
ッ
ト
ー
王
子
の
一
団
に
襲
わ
れ
、
王
女
は
山
賊

た
ち
が
連
れ
て
い
た
獰
猛
な
犬
の
群
れ
に
両
手
を
食
い
ち
ぎ
ら
れ
て
し
ま
う
。

王
は
痛
ま
し
い
姿
と
な
っ
た
ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド
を
見
て
激
怒
し
、
オ
ッ
ト
ー
の
首

に
懸
賞
を
か
け
た
が
、
王
子
は
逃
げ
お
お
せ
、
ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド
が
目
覚
め
る
様

子
も
相
変
わ
ら
ず
な
か
っ
た
。
時
が
流
れ
、
ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド
や
オ
ッ
ト
ー
の
こ

と
を
知
る
人
も
少
な
く
な
っ
た
こ
ろ
、
眠
り
つ
づ
け
る
王
女
は
、
そ
の
扱
い
に

困
っ
た
聖
職
者
に
よ
っ
て
小
舟
に
の
せ
ら
れ
、
河
に
流
さ
れ
る
。
流
さ
れ
た
小

舟
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
の
夜
、
年
老
い
て
修
道
院
長
と
な
っ
た
オ
ッ
ト
ー
が

小
ミ
サ
を
行
っ
て
い
る
修
道
院
の
近
く
で
止
ま
っ
た
。
舟
の
中
の
〈
ガ
ラ
ス
の

中
の
王
女
〉（
ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド
）
は
超
自
然
的
な
光
を
輝
き
放
ち
、
そ
の
額
に

は
み
ず
み
ず
し
く
開
花
し
た
ク
リ
ス
マ
ス
ロ
ー
ズ
が
冠
さ
れ
て
い
て
、
食
い
ち

ぎ
ら
れ
た
は
ず
の
両
手
に
は
大
き
な
赤
い
ば
ら
の
花
束
が
握
ら
れ
て
い
た
。

オ
ッ
ト
ー
は
そ
の
様
子
を
見
て
跪
き
、
ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド
が
天
に
召
さ
れ
た
こ
と
、

彼
女
が
彼
を
許
し
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
自
身
も
ま
た
死
に
ゆ
く
こ
と
を
理
解
し

た
。
彼
は
一
晩
中
土
手
に
跪
い
て
祈
り
を
さ
さ
げ
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
朝
、
王
女

を
の
せ
た
舟
は
ゆ
っ
く
り
と
河
を
下
っ
て
消
え
て
い
っ
た
。

　

舞
台
設
定
こ
そ
中
世
の
日
本
で
は
な
い
が
、
近
親
関
係
に
あ
る
男
女
の
生
い

立
ち
か
ら
物
語
が
は
じ
ま
り
、
昏
睡
し
た
女
と
零
落
し
た
男
の
様
子
が
語
ら
れ
、

澁
澤
龍
彥
「
ね
む
り
姫
」
論
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両
者
の
邂
逅
が
女
の
両
手
首
喪
失
に
結
び
つ
き
、
時
を
経
て
、
男
女
の
存
在
が

忘
れ
去
ら
れ
た
頃
、
女
は
小
舟
に
入
れ
ら
れ
て
川
に
流
さ
れ
、
宗
教
に
従
事
す

る
よ
う
に
な
っ
た
男
と
再
び
邂
逅
し
物
語
が
終
焉
を
迎
え
る
と
い
う
展
開
は

「
ね
む
り
姫
」
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
文
を
も
う
少
し
詳
密

に
対
応
さ
せ
て
み
る
と
、
両
作
品
の
類
似
性
は
容
易
く
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、

ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド
と
珠
名
姫
の
外
見
的
特
徴
を
比
べ
よ
う
。
ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド
が

そ
れ
は
え
も
言
わ
れ
ず
美
し
く
繊
細
な
王
女
で
、
見
目
う
る
わ
し
い
華
奢

な
手
足
は
蝋
細
工
の
人
形
を
思
わ
せ
た
。
透
き
と
お
る
肌
は
た
い
そ
う
柔

和
で
、
ま
る
で
た
え
ず
ゆ
ら
め
き
、
些
細
な
風
に
も
消
え
て
し
ま
う
ろ
う

そ
く
の
炎
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。

と
評
さ
れ
る
の
に
対
し
「
ね
む
り
姫
」
の
珠
名
姫
は

小
づ
く
り
な
美
貌
の
持
主
で
、
蒼
味
を
お
び
る
ま
で
に
透
き
と
お
っ
た
、

或紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

る
種
の
貝
の
真
珠
層
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
皮
膚
の
色
を
し
て
い
た
。
し

か
も
皮
膚
の
下
に
、
ほ
ん
の
少
し
の
風
で
も
吹
け
ば
た
ち
ま
ち
消
え
て
し

ま
い
そ
う
な
、
小
さ
な
蝋
燭
の
ゆ
ら
め
く
焔
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
内紘
紘
紘
部
か

ら紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

貝
殻
の
蒼
み
を
ほ
ん
の
り
明
る
ま
せ
て
い
る
と
い
っ
た
ふ
ぜ
い
で
あ
る
。

と
評
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
を
比
べ
て
み
れ
ば
、
そ
の
対
応
関
係
は
明
ら
か
で

あ
り
、
ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド
の
外
見
的
特
徴
に
波
線
部
の
よ
う
な
「
貝
」
の
イ
メ
ー

ジ
を
付
随
さ
せ
て
、
珠
名
姫
が
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
構
成
上
の
類
似
点
と
し
て
、「
名
前
」
に
関
す
る
言
葉
遊
び
の
仕
掛

け
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。「La Princesse sous verre

」
に
お
い
て
、
ベ

ル
ト
ラ
ッ
ド
に
つ
け
ら
れ
た
「
ク
リ
ス
マ
ス
ロ
ー
ズ
」
と
い
う
呼
び
名
は
物
語

の
終
わ
り
に
作
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ガ
ラ
ス
の
柩
の
中
で
ベ
ル
ト
ラ
ッ
ド

の
額
に
冠
さ
れ
た
「
み
ず
み
ず
し
く
開
花
し
た
ク
リ
ス
マ
ス
ロ
ー
ズ
」
が
そ
れ

で
あ
る
。
澁
澤
は
「
円
環
の
渇
き
」（『
文
藝
』
一
九
七
六
・
八
）
で
鳥
の
王
シ

モ
ル
グ
を
探
し
て
い
た
三
十
羽
の
鳥
が
、
あ
る
時
、
自
分
た
ち
が
三
十
羽
の
鳥

（
ペ
ル
シ
ア
語
で
シ
ー
・
モ
ル
グ
は
三
十
羽
の
鳥
）
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、

自
分
た
ち
こ
そ
が
ま
さ
し
く
探
し
て
い
た
鳥
の
王
シ
モ
ル
グ
で
あ
る
と
理
解
す

る
物
語
や
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
（
腫
れ
た
足
の
意
）
が
自
分
の
腫
れ
た
足
の
原

因
を
知
る
こ
と
で
、
自
分
が
ま
さ
し
く
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
を
知
る

様
子
を
紹
介
し
、
こ
の
よ
う
な
「
名
前
」
を
用
い
た
一
種
の
言
葉
遊
び
が
、

「
自
分
自
身
に
回
帰
す
る
端
緒
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
奇
妙
に
共
通
し
て
い

る
と
し
て
、「
元
来
、
詩
人
あ
る
い
は
悲
劇
作
者
は
、
因
果
関
係
の
領
域
に
円

環
的
時
間
を
投
影
し
て
、
回
帰
の
形
式
を
つ
く
り
出
す
こ
と
を
好
む
も
の
な
の

か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
遊
び
に
よ
る
回
帰
形
式
は
、

澁
澤
が
好
ん
だ
「
時
間
の
回
帰
性
あ
る
い
は
円
環
構
造
を
主
題
と
し
た
珍
重
す

べ
き
小
説
」
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
遊
び
は

「
ね
む
り
姫
」
の
終
末
で
は
「
ツ
ム
と
ツ
ム
ジ
と
は
語
源
を
同
じ
く
す
る
も
の

だ
」
と
、
つ
む
じ
丸
の
名
前
と
紡
錘
の
作
用
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
場
面
に
現
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

澁
澤
龍
彥
「
ね
む
り
姫
」
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こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
両
作
品
の
類
似
点
は
多
岐
に
お
よ
ぶ
が
、
最

後
に
両
作
品
の
関
係
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
決
定
的
な
証
拠
と
し
て
、
珠
名
姫

の
母
の
死
に
つ
い
て
語
っ
た
一
文
「
一
般
の
意
見
で
は
、
彼
女
の
生
命
を
ち
ぢ

め
た
の
は
、
そ
の exilée 

の
傷
心
に
よ
る
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
た
め
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
の
に
」
を
挙
げ
た
い
。
こ
の
文
に
対
応
す
る
「La Princesse 

sous verre

」
の
一
文
は
「Cette obsession d

’exilée avait abrégé ses 

jours, c

’était du m
oins le bruit accrédité dans le peuple

」
で
あ
り
、

訳
文
は
「
こ
の
現
実
逃
避
の
妄
執
が
王
妃
の
寿
命
を
縮
め
た
、
と
い
う
の
が
、

ひ
と
ま
ず
民
衆
の
信
じ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
」
と
な
っ
て
い
る
。
傍
線
部
に
注
目

す
る
と
、
共
に
「exilée

」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「exilé

」
と
い
う
単
語
の
女
性
形
で
、
名
詞
と
形

容
詞
の
二
通
り
の
使
用
方
法
が
あ
る
単
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
そ
のex-

ilée

の
傷
心
」
と
い
う
文
脈
上
、「
ね
む
り
姫
」
の
「exilée
」
を
名
詞
と
考
え

て
話
を
進
め
て
い
き
た
い
。
と
こ
ろ
が
、
名
詞
の
「exilée

」
は
辞
書
で
は
追

放
さ
れ
た
人
や
亡
命
者
を
指
す
単
語
で
あ
り
、
直
訳
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
。

形
容
詞
は
文
脈
に
合
わ
な
い
た
め
、
こ
の
単
語
は
訳
文
の
よ
う
に
単
語
本
来
の

意
味
か
ら
離
れ
た
翻
訳
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
単
語
を
解
釈

す
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
フ
ラ
ン
ス
語
の
運
用
能
力
に
長
け
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
。
仮
に
澁
澤
が
、
思
い
つ
き
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
を
本
文
に
挿
入

し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
難
解
な
単
語
を
わ
ざ
わ
ざ
使
用

す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
単
語
は
「La Princesse 

sous verre

」
か
ら
、
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が

自
然
で
あ
る
。
以
上
よ
り
「La Princesse sous verre

」
が
「
ね
む
り
姫
」

の
典
拠
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
、
松
山
が
指
摘
し

た
「
Ｊ
・
ロ
ラ
ン
の
種
本
」
に
相
違
あ
る
ま
い
。

二
、「
ね
む
り
姫
」
と
『
眠
れ
る
森
の
美
女
』

　

こ
こ
で
、
従
来
「
ね
む
り
姫
」
の
典
拠
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
き
た
『
眠
れ

る
森
の
美
女
』
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
先
行
研
究
で
は
、
松
山
が

『
眠
れ
る
森
の
美
女
』
は
「〈
ね
む
り
姫
・
紡
錘
・
姫
の
運
命
を
左
右
す
る
男
〉

と
い
う
、
三
題
噺
を
提
供
し
た
に
す
ぎ⑩
」
な
い
と
し
た
一
方
で
、
安
西
晋
二
は

『
眠
れ
る
森
の
美
女
』
が
持
つ
性
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
に
言
及
し
、「「
ね
む
り
姫
」

の
モ
チ
ー
フ
が
「
眠
れ
る
森
の
美
女
」
に
あ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
「
三
題
噺
の
提
供
」
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
内
在
す
る
性
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る⑪
。
こ
の

「
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
」
に
つ
い
て
は
、
小
倉
斉
も
考
察
を
加
え
て
い
る
た
め
、

参
照
さ
れ
た
い⑫
。
こ
の
よ
う
に
、『
眠
れ
る
森
の
美
女
』
に
つ
い
て
は
諸
氏
に

よ
っ
て
既
に
十
分
に
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
も
う
一
つ
補
強
の

意
を
こ
め
て
「
輪
鼓
」
に
つ
い
て
記
述
を
加
え
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
「
ね
む
り
姫
」
本
文
の
言
葉
を
借
り
る
と
、「
輪
鼓
と
い
う
の
は
、
中
く
び
れ

澁
澤
龍
彥
「
ね
む
り
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」
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の
鼓
の
か
た
ち
を
し
た
一
種
の
独
楽
で
、
二
本
の
棒
の
あ
い
だ
に
張
っ
た
糸
の

上
に
こ
れ
を
の
せ
、
回
転
さ
せ
な
が
ら
空
中
高
く
撥
ね
あ
げ
て
あ
そ
ぶ
も
の
」

で
あ
り
、
つ
む
じ
丸
は
こ
れ
を
愛
用
し
て
い
た
。「
或
る
日
、
つ
む
じ
丸
が
中

庭
で
し
き
り
に
輪
鼓
を
引
い
て
い
る
と
、
対
屋
の
御
簾
の
か
げ
か
ら
珠
名
姫
が

好
奇
の
目
で
じ
っ
と
こ
れ
を
眺
め
て
い
た
」
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
輪
鼓
」

は
つ
む
じ
丸
に
珠
名
姫
を
引
き
寄
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

何
故
な
ら
、
こ
の
時
、
珠
名
姫
の
顔
に
は
「
あ
り
や
な
し
や
の
微
笑
が
浮
か
ん

で
」
お
り
、
こ
れ
は
「
頭
に
つ
む
じ
が
渦
を
巻
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
な

に
も
独
楽
ま
で
ま
わ
さ
な
く
て
も
よ
か
り
そ
う
な
も
の
な
の
に
」
と
珠
名
姫
が

「
心
中
に
考
え
て
い
た
」
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
独
楽
に
よ
る
渦
と
つ
む
じ

丸
の
つ
む
じ
の
渦
の
類
似
性
の
面
白
さ
が
珠
名
姫
を
引
き
寄
せ
て
い
る
の
だ
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、「
輪
鼓
」
は
辞
書
に
よ
る
と
、
紡
錘

に
装
置
し
て
、
し
ら
べ
糸
を
巻
き
つ
け
て
紡
錘
を
回
転
さ
せ
る
の
に
用
い
る
具

の
名
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、『
眠
れ
る
森
の
美
女
』
に
お
い

て
姫
を
眠
り
に
陥
れ
る
「
紡
錘
」
を
作
用
さ
せ
る
道
具
こ
そ
「
輪
鼓
」
な
の
で

あ
る
。
珠
名
姫
が
「
輪
鼓
」
を
引
く
つ
む
じ
丸
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
様
子

は
、『
眠
れ
る
森
の
美
女
』
に
お
い
て
姫
が
糸
車
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
て
い
く
姿

と
重
ね
ら
れ
、
つ
む
じ
丸
が
持
つ
「
輪
鼓
」
と
珠
名
姫
の
出
会
い
は
、「
紡
錘
」

な
い
し
「
姫
の
ね
む
り
の
原
因
」
が
動
き
出
す
契
機
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
輪
鼓
」
が
、『
眠
れ
る
森
の
美
女
』
と
の
関
係
か
ら
「
紡
錘
」

を
動
か
す
存
在
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
珠
名
姫
を
の
せ
た
小
舟
が
、「
な
に
も

の
か
に
否
応
な
く
吸
い
寄
せ
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
」
動
き
出
し
た
こ
と
に
も
説

明
が
つ
く
。
行
者
と
な
っ
た
つ
む
じ
丸
は
最
後
の
水
想
観
を
行
う
直
前
に
、
護

法
童
子
で
あ
る
尻
切
蜻
蛉
に
「
輪
鼓
」
を
引
か
せ
て
お
り
、
時
を
同
じ
く
し
て
、

「
紡
錘
の
よ
う
な
舳
先
を
微
妙
に
ふ
る
わ
せ
」
る
小
舟
が
動
き
出
し
て
い
る
た

め
だ
。
つ
ま
り
、「
な
に
も
の
か
」
と
は
「
輪
鼓
」
を
持
つ
つ
む
じ
丸
で
あ
り
、

「
紡
錘
の
よ
う
な
」
小
舟
は
つ
む
じ
丸
が
「
輪
鼓
」
を
引
か
せ
た
が
た
め
に
、

水
想
観
を
行
っ
て
い
る
つ
む
じ
丸
の
下
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

小
倉
は
澁
澤
の
小
説
に
登
場
す
る
オ
ブ
ジ
ェ
は
「
そ
れ
ぞ
れ
明
確
な
意
味
を
も

ち
、
物
語
の
大
き
な
謎
を
解
き
明
か
す
手
が
か
り
と
し
て
機
能
し
て
い
る
」
と

指
摘
し
て
い
る
が⑬
、「
輪
鼓
」
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
役
割
を
与
え
ら
れ
た
オ

ブ
ジ
ェ
な
の
だ
ろ
う
。「La Princesse sous verre

」
で
は
、
ベ
ル
ト
ラ
ッ

ド
の
眠
り
に
き
っ
か
け
ら
し
い
も
の
は
な
く
、
オ
ッ
ト
ー
の
下
に
ベ
ル
ト
ラ
ッ

ド
を
乗
せ
た
小
舟
が
流
れ
つ
く
こ
と
に
も
説
明
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

「
ね
む
り
姫
」
の
物
語
が
動
き
出
す
た
め
に
は
呪
術
的
オ
ブ
ジ
ェ
「
輪
鼓
」
の

登
場
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
輪
鼓
」
は
『
眠
れ
る
森
の
美
女
』
と
「
ね

む
り
姫
」
を
繋
ぎ
、
物
語
を
動
か
す
重
要
な
要
素
と
し
て
作
用
し
て
い
る
の
だ
。

三
、
つ
む
じ
丸
の
造
形
と
そ
の
歴
史
性

　
「〝
創
作
メ
モ
〞」
に
話
を
戻
そ
う
。「
ね
む
り
姫
」
の
舞
台
は
日
本
の
中
世
で

澁
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あ
る
が
、
こ
れ
は
、「La Princesse sous verre

」
と
の
大
き
な
相
違
点
と

い
え
る
。「
中
世
の
説
話
で
す
ね
、
面
白
い
の
は
。
平
安
末
期
の
院
政
期
か
ら

中
世
に
か
け
て
の
時
が
い
ち
ば
ん
面
白
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
（
中
略
）
来
年

か
ら
「
文
藝
」
に
、
ま
た
少
し
長
い
の
を
連
載
す
る
の
だ
け
ど
、
そ
れ
は
三
ヶ

月
に
一
篇
ぐ
ら
い
の
ペ
ー
ス
で
や
る
ん
で
、
そ
れ
で
も
少
し
そ
っ
ち
の
方
を

や
っ
て
み
よ
う
か
な
ん
て
（
中
略
）
そ
ん
な
事
を
漠
然
と
思
っ
て
い
る
ん
で

す
」
と
は
「
ね
む
り
姫
」
執
筆
前
の
澁
澤
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
が⑭
、
ど
う

や
ら
澁
澤
は
、
か
な
り
意
図
的
に
中
世
と
い
う
舞
台
設
定
を
採
用
し
て
い
た
よ

う
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
設
定
と
物
語
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
安
西
は
「
ね
む
り

姫
」
で
は
「
物
語
の
外
枠
か
ら
歴
史
的
な
信
憑
性
の
獲
得
が
目
論
ま
れ
て
」
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑮
。
こ
こ
で
は
安
西
同
様
に
特
に
つ
む
じ
丸
の
造
形
に

注
目
し
、「〝
創
作
メ
モ
〞」
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
。『
古
今
著
聞

集
』
の
翻
案
や
『
明
月
記
』
の
引
用
と
い
っ
た
、
天
竺
冠
者
（
つ
む
じ
丸
）
の

造
形
に
お
け
る
、
史
的
資
料
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
は
、
安
西
に
よ
っ
て
既

に
指
摘
が
あ
る
通
り
だ
が
、
こ
れ
ら
の
史
的
資
料
に
お
け
る
天
竺
冠
者
に
は
幼

年
期
と
入
獄
以
後
の
記
述
が
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、「
ね
む
り
姫
」
に
お

い
て
、「
つ
む
じ
丸
」、「
行
者
」
で
あ
る
時
の
天
竺
冠
者
の
造
形
は
天
竺
冠
者

の
史
的
資
料
以
外
の
も
の
に
依
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

先
ず
は
「
⑻
「
小
説
平
家
」」
に
注
目
し
よ
う
。
花
田
清
輝
の
『
小
説
平
家
』

（
講
談
社
、
一
九
六
七
・
五
）
と
「
ね
む
り
姫
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
千
本

英
史
に
指
摘
が
あ
る
が⑯
、
花
田
が
独
自
の
解
釈
で
造
形
し
た
天
竺
冠
者
は
幼
少

期
に
は
「
剣
振
丸
」
と
名
乗
り
、
散
楽
遊
戯
を
学
ん
で
傀
儡
子
同
然
の
身
の
こ

な
し
を
手
に
入
れ
、「
亀
」
と
呼
ば
れ
る
妹
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、「
傀
儡

子
と
の
度
重
な
る
交
際
」
に
よ
っ
て
「
輪
鼓
」
を
引
け
る
よ
う
に
な
り
、「
珠

名
姫
」
と
い
う
妹
を
持
っ
て
い
た
つ
む
じ
丸
に
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、「
行
者
」
と
な
っ
た
つ
む
じ
丸
に
目
を
向
け
る
と
、「
⒀
「
こ
と
ば
の

栞
」」
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
だ
っ
た
と
思
う
が
（
中
略
）
若
い
新
婚
の
夫
婦
が
ア
ル

プ
ス
に
登
り
、
夫
の
方
は
足
を
踏
み
す
べ
ら
し
て
氷
河
の
ク
レ
ヴ
ァ
ス
の

中
に
落
ち
る
話
が
あ
る
。（
中
略
）
何
十
年
か
た
っ
た
あ
る
日
、
と
け
た

氷
塊
の
中
か
ら
氷
漬
け
に
な
っ
た
男
が
現
わ
れ
川
に
流
さ
れ
て
来
る
。

（
中
略
）
年
月
の
た
っ
た
今
、
女
は
す
で
に
あ
る
年
配
に
達
し
て
い
て
、

か
つ
て
の
若
い
容
姿
は
見
る
べ
く
も
な
い
が
、
出
て
来
た
夫
は
、
新
婚
の

時
の
ま
ま
の
み
ず
み
ず
し
い
姿
で
現
わ
れ
る
の
で
あ
る⑰
。

こ
れ
は
男
女
こ
そ
逆
転
し
て
い
る
が
、
歳
を
と
る
こ
と
の
な
い
珠
名
姫
が
、
年

老
い
た
「
行
者
」
の
も
と
に
向
か
っ
て
宇
治
川
を
流
れ
て
く
る
場
面
と
重
ね
る

こ
と
が
で
き
、「〝
創
作
メ
モ
〞」
に
「
⒁
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
」
が
あ
る
こ
と
を

鑑
み
て
も
、
こ
の
物
語
は
「
ね
む
り
姫
」
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

つ
む
じ
丸
が
行
う
「
水
想
観
」
に
つ
い
て
は
『
撰
集
抄
』
だ
け
で
な
く
、

澁
澤
龍
彥
「
ね
む
り
姫
」
論
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「
⒄
露
伴
」
の
作
で
あ
る
「
⑿
「
連
環
記
」」
に
も
「
童
子
は
水
観
を
初
め
て
成

し
得
た
時
に
、
無
心
の
小
児
に
瓦
礫
を
水
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
心
痛
を
覚
え
、

そ
れ
を
取
出
し
て
貰
っ
て
安
穏
を
回
復
し
た⑱
」
と
い
う
よ
う
に
関
連
し
た
記
述

が
あ
る
。
さ
ら
に
、「
⒆
今
昔
」
で
は
、
澁
澤
が
『
幻
妖
の
メ
ル
ヘ
ン
』（
現
代

思
潮
新
社
、
一
九
七
二
・
一
二
）
で
取
り
上
げ
た
「
冷
泉
院
水
精
成
人
形
被
捕

語
」（『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
七
第
五
）
に
お
い
て
、「
ね
む
り
姫
」
に
お
け

る
「
行
者
」
が
水
と
一
体
化
し
た
か
の
ご
と
く
、
水
の
精
が
水
と
一
体
化
し
て

消
え
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う

に
、
つ
む
じ
丸
の
造
形
に
つ
い
て
も
、「〝
創
作
メ
モ
〞」
か
ら
様
々
な
典
拠
が

コ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
天
竺
童
子
と
な
っ
た
つ
む
じ
丸
は
眠
り
続
け
る
珠
名
姫
を
利
用
し
て
、

来
迎
会
を
開
催
す
る
。
澁
澤
は
こ
の
来
迎
会
の
場
面
に
つ
い
て
、『
古
今
著
聞

集
』
の
巻
第
十
二
に
天
竺
の
冠
者
が
死
ん
だ
母
親
を
ミ
イ
ラ
と
し
て
祠
に
ま
つ

り
、
こ
れ
を
礼
拝
さ
せ
た
記
述
が
あ
る
と
紹
介
し
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
は
天
竺
の
冠
者
を
短
編
に
登
場
さ
せ
た
が
、
こ
の
マ
ザ
ー
・
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
と
ジ
ェ
ロ
ン
ト
フ
ィ
リ
ー
（
老
人
愛
）
の
権
化
の
よ
う
な
グ
ロ

テ
ス
ク
な
行
動
が
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
の
で
、
礼
拝
の
対
象
を
母
で
な

く
、
天
竺
の
冠
者
の
腹
ち
が
い
の
若
い
娘
に
代
え
た
の
で
あ
る
。
生
き
な

が
ら
昏
睡
状
態
に
お
ち
い
っ
て
、
死
ん
だ
よ
う
に
眠
り
つ
づ
け
て
い
る
若

い
娘
を
往
生
人
に
見
立
て
て
、
い
ん
ち
き
宗
教
の
教
祖
た
る
天
竺
の
冠
者

が
、
来
迎
会
の
セ
レ
モ
ニ
ー
を
主
宰
す
る
と
い
う
筋
に
代
え
た
の
で
あ
る⑲
。

こ
の
記
述
は
つ
む
じ
丸
が
、「
ね
む
り
姫
」
本
文
に
は
登
場
し
な
い
『
古
今
著

聞
集
』
を
典
拠
に
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
重
要
な
も
の
だ
が
、
こ

こ
で
は
「
天
竺
の
冠
者
を
短
編
に
登
場
さ
せ
た
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
よ
う
。

つ
む
じ
丸
＝
天
竺
の
冠
者
は
、
完
全
な
創
作
の
世
界
の
住
人
で
は
な
く
、
む
し

ろ
歴
史
上
の
「
天
竺
の
冠
者
」
な
る
人
物
が
短
編
に
登
場
し
て
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
つ
む
じ
丸
は
様
々
な
典
拠
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
い
な
が
ら

も
、「
こ
う
し
て
彼
は
天
竺
冠
者
と
い
う
名
で
、
歴
史
の
表
面
に
浮
か
び
あ
が

ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
の
通
り
、
あ
く
ま
で
歴
史
上

の
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

―
オ
ブ
ジ
ェ
で
彩
ら
れ
た
幻
想
譚
と
い
う
わ
け
で
す
ね

澁
澤　

コ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ー
ク
。

―
そ
れ
が
事
実
と
す
れ
す
れ
と
い
う
か
…
…

澁
澤　

事
実
と
い
う
よ
り
、
史
実
ね
。
だ
か
ら
本
当
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
典
籍
の
上
の
事
実
だ
か
ら
。
本
当
の
事
実
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
。

案
外
、
こ
れ
が
本
当
か
も
し
れ
な
い⑳
。

　

澁
澤
は
『
唐
草
物
語
』
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
創
作
と
史
実
、
事
実

の
関
係
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。
史
実
と
溶
け
合
っ
た
創
作
は
、
そ
の
創

作
こ
そ
が
事
実
で
あ
る
可
能
性
を
は
ら
み
な
が
ら
、
史
実
と
限
り
な
く
近
い
歴

史
性
を
獲
得
す
る
の
だ
。
天
竺
冠
者
の
造
形
に
は
創
作
も
交
え
ら
れ
て
い
た
が
、

澁
澤
龍
彥
「
ね
む
り
姫
」
論
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こ
こ
で
の
創
作
は
創
作
で
あ
り
な
が
ら
、
つ
む
じ
丸
が
ま
と
う
歴
史
性
を
よ
り

強
固
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
珠
名
姫
の
造
形
と
物
語

　

さ
て
、
最
後
に
珠
名
姫
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
天
竺
冠
者
と

な
り
、
歴
史
性
を
強
く
ま
と
っ
た
つ
む
じ
丸
に
対
し
て
、「
ね
む
り
姫
」
と

な
っ
た
珠
名
姫
の
描
か
れ
方
は
極
め
て
物
語
的
で
あ
る
。
そ
の
誕
生
の
瞬
間
は

次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

「
知
ら
な
い
の
か
い
。
あ
れ
は
三
条
の
中
納
言
さ
ま
の
娘
御
さ
。
お
気
の

毒
に
、
い
つ
か
ら
か
正
体
も
な
く
深
い
眠
り
に
落
ち
こ
ん
で
、
生
き
て
い

る
の
や
ら
死
ん
だ
の
や
ら
、
薬
師
の
目
を
も
っ
て
し
て
も
、
し
か
と
は
見

さ
だ
め
が
た
く
な
っ
た
そ
う
な
。」

「
へ
え
。
そ
ん
な
こ
と
が
世
の
中
に
あ
る
も
の
か
な
。」

「
そ
れ
が
、
あ
る
か
ら
ふ
し
ぎ
な
の
さ
。
な
ん
な
ら
簾
の
隙
間
か
ら
、
お

顔
を
お
が
ん
で
御
覧
じ
ろ
。
死
ん
だ
よ
う
に
眠
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ぞ
。」

「
ね
む
り
姫
じ
ゃ
な
。」

「
い
か
さ
ま
、
ね
む
り
姫
じ
ゃ
。」

昏
睡
に
落
ち
た
珠
名
姫
の
巡
礼
を
眺
め
る
ひ
と
び
と
の
声
で
あ
る
。
珠
名
姫
を

「
ね
む
り
姫
」
と
名
付
け
た
の
は
、
珠
名
姫
の
身
に
起
き
た
摩
訶
不
思
議
な
出

来
事
を
物
語
る
民
衆
で
あ
っ
た
。
珠
名
姫
は
昏
睡
に
陥
っ
た
こ
と
で
噂
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
客
体
化
さ
れ
た
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
「
ね
む
り
姫
」
と
な
っ
た
珠

名
姫
の
物
語
誕
生
の
瞬
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
年
月
が
経
つ
に
連
れ
て
、
珠
名

姫
の
存
在
は
忘
れ
去
ら
れ
、
そ
の
物
語
性
は
よ
り
色
濃
く
な
っ
て
い
く
。

よ
ほ
ど
の
年
よ
り
で
で
も
な
け
れ
ば
、
も
う
珠
名
姫
を
知
っ
て
い
る
ひ
と

は
め
っ
た
に
生
き
て
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
う
い
え
ば
、
む
か
し
、
ど

う
し
た
わ
け
か
、
不
意
に
死
ん
だ
よ
う
に
眠
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
お
姫
さ

ま
が
あ
っ
て
、
父
上
が
い
た
く
心
配
し
、
或
る
お
上
人
さ
ま
の
意
見
を
容

れ
て
、
彼
女
を
輿
に
の
せ
て
洛
中
洛
外
の
寺
々
を
巡
礼
さ
せ
て
や
っ
た
と

い
う
こ
と
が
あ
っ
た
っ
け
（
中
略
）
そ
ん
な
は
な
し
を
年
よ
り
か
ら
聞
か

さ
れ
て
も
、
若
い
ひ
と
び
と
に
は
ま
る
で
現
実
感
が
な
く
、
お
伽
噺
の
な

か
の
お
姫
さ
ま
の
よ
う
に
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
。

「
宇
治
の
寺
の
薄
暗
い
本
堂
」
に
ひ
っ
そ
り
と
安
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
珠

名
姫
は
最
早
、
実
体
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
は
認
識
さ
れ
な
く
な
り
、
人
々
の

噂
の
中
で
「
お
伽
噺
の
な
か
の
お
姫
さ
ま
の
よ
う
に
」
生
き
続
け
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
何
度
も
言
う
よ
う
に
、
天
竺
冠
者
と
し
て
「
歴
史
の
表
面
」
に

浮
か
び
あ
が
っ
た
つ
む
じ
丸
と
は
対
照
的
で
あ
る
が
、
珠
名
姫
に
は
「
物
語
」

の
観
念
が
、
つ
む
じ
丸
に
は
「
歴
史
」
の
観
念
が
そ
れ
ぞ
れ
付
加
さ
れ
て
造
形

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
ね
む
り
姫
」
の
物
語
の
終
末
で
は
水
想
観
を
行
う
つ
む
じ
丸
の
元
に
、
珠

名
姫
を
乗
せ
た
小
舟
が
流
れ
着
き
、
二
人
は
水
の
中
で
一
体
化
し
た
か
の
よ
う

澁
澤
龍
彥
「
ね
む
り
姫
」
論
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に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
物
語
」
と
「
歴
史
」
が
織
り
交
ぜ
ら
れ
た

「
ね
む
り
姫
」
と
い
う
創
作
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
場
面
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

翌
朝
、
草
庵
に
残
さ
れ
た
の
は
「
老
い
さ
ら
ば
え
た
行
者
」
の
死
体
と
「
一
本

の
紡
錘
」
で
あ
っ
た
。「
歴
史
」
を
付
加
さ
れ
た
つ
む
じ
丸
は
死
体
と
な
り
、

天
竺
冠
者
と
し
て
「
歴
史
の
表
面
」
に
躍
り
出
た
男
の
生
涯
は
あ
く
ま
で
歴
史

上
の
人
物
と
し
て
こ
こ
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
対
し
て
、「
物
語
」
を
付

加
さ
れ
た
珠
名
姫
の
消
息
は
依
然
と
し
て
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
勿
論
、「
紡

錘
」
の
出
現
に
珠
名
姫
の
存
在
を
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
物
語
の

語
り
手
が
解
説
す
る
よ
う
に
、「
紡
錘
」
の
出
現
の
要
因
を
「
ツ
ム
と
ツ
ム
ジ
」

と
の
語
源
に
見
る
と
、
そ
こ
に
珠
名
姫
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
こ

こ
に
は
、
あ
る
特
定
の
時
代
の
出
来
事
と
し
て
、
動
か
ざ
る
も
の
と
な
っ
た

「
歴
史
」
と
、
い
つ
何
時
、
何
を
要
因
に
生
ま
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
、
ど
こ
の

時
代
に
も
存
在
し
得
る
「
物
語
」
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
「〝
創
作
メ
モ
〞」
を
中
心
に
「
ね
む
り
姫
」
の
典
拠
に
注
目
し
て

き
た
。「La Princesse sous verre

」
と
の
物
語
構
成
上
の
類
似
の
み
を
切

り
取
れ
ば
、
そ
れ
は
確
か
に
類
型
的
な
物
語
の
変
奏
に
す
ぎ
ず
、
当
時
指
摘
さ

れ
て
い
た
、
物
語
の
不
可
能
を
乗
り
越
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
し
、
舞
台
を
中
世
に
置
き
、
数
あ
る
典
拠
を
基
に
造
形
さ
れ
、
歴
史

性
を
ま
と
っ
た
天
竺
冠
者
の
存
在
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
こ
う
し
て
「
ね
む
り

姫
」
は
テ
ク
ス
ト
の
上
で
も
、
そ
の
創
作
の
過
程
で
も
史
実
と
物
語
と
が
溶
け

あ
う
と
い
う
、
入
れ
子
構
造
を
持
っ
た
物
語
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
歴

史
性
を
ま
と
う
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
と
し
て
、
時
代
を
流
れ
続
け
る
の
で
は

な
く
、
あ
る
時
代
の
中
で
一
つ
の
点
と
し
て
楔
打
た
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

史
実
と
一
体
化
し
た
物
語
は
、
少
な
く
と
も
「
ね
む
り
姫
」
の
物
語
の
中
で
は

類
型
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
固
有
の
「
物
語
」
と
し
て
生
き
続
け

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
物
語
は
史
実
を
支
え
と
す
る
こ
と

で
、
常
に
事
実
で
あ
っ
た
可
能
性
を
も
帯
び
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

結
び
に
「
ね
む
り
姫
」
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
、「
オ
ル
タ
ン
ス
を
さ
が
せ  

ア
ル

チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
」
に
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
は
、
ラ
ン

ボ
ー
の
詩
集
『
イ
リ
ュ
ミ
ナ
シ
オ
ン
』
所
収
の
「
Ｈ
」
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
た

め
、
こ
こ
で
は
、
一
九
七
六
年
十
一
月
の
『
ユ
リ
イ
カ
』
に
掲
載
さ
れ
た
湯
浅

博
雄
の
ラ
ン
ボ
ー
に
関
す
る
研
究
を
参
考
に
し
た
い
。

オ
ル
タ
ン
ス
と
は
誰
か
？  

「
時オ
ー
ル間

―・

外タ
ン

」
の
な
に
も
の
か
、
本
原
的
で

か
つ
永
遠
な
も
の
、
そ
し
て
同
時
に
「
Ｈ
」
― haschisch

、
人
間
か
ら

「
専
制
的
実
直
さ
」
を
取
り
除
く
も
の
。
彼
女
は
人
間
的
自ナ

チ
ユ
ー
ル然
で
あ
る

性
セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ
欲
を
人
称
化
し
た
女
性
の
よ
う
に
思
え
る㉑
。

　

こ
こ
で
の
「
時オ
ー
ル間

―・

外タ
ン

」
と
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
外
側
を
意
味
す
る
「hors

」

と
時
間
を
指
す
「tem

ps

」
を
念
頭
に
置
い
た
論
考
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
非
常
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に
興
味
深
い
。
澁
澤
は
「
Ｈ
」
の
翻
訳
も
し
て
い
る
た
め
、「
オ
ル
タ
ン
ス
」

の
原
文
が
「H

ortense

」
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、「
ツ
ム

と
ツ
ム
ジ
」
の
言
葉
遊
び
を
好
む
澁
澤
は
、
こ
の
「
オ
ル
タ
ン
ス
」
を
「
時

間
」
の
「
外
」
と
す
る
言
葉
遊
び
を
も
好
む
と
推
測
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　
「
ね
む
り
姫
」
に
お
い
て
、
昏
睡
に
陥
っ
た
珠
名
姫
の
前
に
時
の
作
用
は
無

化
さ
れ
、
珠
名
姫
は
ま
さ
に
「
時
間
」
の
「
外
」
の
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

同
時
に
珠
名
姫
に
付
加
さ
れ
た
「
物
語
」
は
時
代
を
越
え
る
、
言
わ
ば
「
時

間
」
の
「
外
」
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
か
ら
私
た
ち
読
者
に
求

め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
物
語
を
さ
が
す
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

注①　

平
出
隆
「
悠
々
と
自
分
を
ひ
ら
く

―
物
語
か
ら
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
へ
」（『
別
冊
幻

想
文
学  

澁
澤
龍
彥
ス
ペ
シ
ャ
ル
Ⅰ
』
幻
想
文
学
出
版
局
、
一
九
八
八
・
一
一
）

②　

澁
澤
龍
彥
「
新
編
ビ
ブ
リ
オ
テ
カ
の
た
め
の
あ
と
が
き
」（『
新
編
ビ
ブ
リ
オ
テ
カ

澁
澤
龍
彥  

唐
草
物
語
』
白
水
社
、
一
九
八
七
・
七
）
全
集
18
巻
所
収
。

③　
「
文
芸
時
評
〈
下
〉」（『
読
売
新
聞
』
一
九
八
二
・
四
・
二
三
）
書
き
手
は
高
橋
英

夫
。

④　

跡
上
史
郎
「
物
語
の
知
の
た
め
に
」（『
日
本
文
学
』
一
九
九
六
・
六
）。

⑤　
「
文
学
は
ど
こ
へ
」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
六
・
一
一
・
二
一
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

記
事
。

⑥　

松
山
俊
太
郎
「
解
題
」（『
澁
澤
龍
彥
全
集
19
巻
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
四
・

一
二
）

⑦　

松
山
俊
太
郎
『
綺
想
礼
讃
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
〇
・
一
）

⑧　
『Princesses d

’ivoire et d

’ivresse

』
の
初
出
はO

llendorff

か
ら
一
九
〇
二

年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
澁
澤
の
蔵
書
目
録
で
あ
る
『
書
物
の
宇
宙
誌
』

（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
六
・
一
〇
）
に
よ
れ
ば
、
澁
澤
が
所
蔵
し
て
い
た
『Prin-

cesses d

’ivoire et d

’ivresse

』
は
一
九
八
〇
年
にU

nion générale d

’éditions

か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
澁
澤
は
こ
れ
を
参
照
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨　
「La Princesse sous verre

」
は
未
訳
の
た
め
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
か
ら

認
可
を
受
け
た
翻
訳
機
関
で
あ
る
、
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
・
フ
ラ
ン
セ
東
京
の
翻
訳

サ
ー
ビ
ス
に
全
文
の
翻
訳
を
依
頼
し
た
（
翻
訳
者
名  

ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
・
フ
ラ
ン

セ
東
京  

翻
訳
サ
ー
ビ
ス  

佐
野
有
沙
）。
な
お
、
翻
訳
の
原
書
は
非
営
利
法
人
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ー
カ
イ
ブ
が
運
用
す
るO

pen Library

で
閲
覧
が
可
能
な

『Princesses d

’Ivoire et d

’Ivresse

』（O
llendorff

、
一
九
一
二
）
に
依
っ
た
。

⑩　

⑥
に
同
じ
。

⑪　

安
西
晋
二
「
澁
澤
龍
彥
「
ね
む
り
姫
」
論
―
引
用
／
翻
案
の
作
用
―
」（『
國
學
院

雑
誌
』
二
〇
一
二
・
一
〇
）

⑫　

小
倉
斉
「
澁
澤
龍
彥
『
ね
む
り
姫
』
を
読
む
」（『
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
』
二

〇
一
七
・
三
）

⑬　

⑫
に
同
じ
。

⑭　
「『
唐
草
物
語
』
オ
ブ
ジ
ェ
に
彩
ら
れ
た
幻
想
譚
」（『
幻
想
文
学
』
一
九
八
二
・

四
）。
全
集
別
巻
２

巻
所
収
。

⑮　

⑪
に
同
じ
。

⑯　

千
本
英
史
「
天
竺
冠
者
の
ゆ
く
え
」（『
叙
説
』
一
九
九
七
・
三
）

⑰　

鈴
木
一
郎
『
こ
と
ば
の
栞
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
・
一
二
）

⑱　

幸
田
露
伴
『
連
環
記
』（『
日
本
評
論
』
一
九
四
一
・
四
）

⑲　

澁
澤
龍
彥
「
来
迎
会
を
見
る
」（『
新
潮
』
一
九
八
四
・
一
〇
）。
後
に
『
都
心
ノ

病
院
ニ
テ
幻
覚
ヲ
見
タ
ル
コ
ト
』（
立
風
書
房
、
一
九
九
〇
・
八
）
に
収
録
さ
れ
た
。

全
集
22
巻
所
収
。
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⑳　

⑭
に
同
じ
。

㉑　

湯
浅
博
雄
「「
善
・
悪
の
樹
」
の
埋
葬
と
「
人
―

神
」
の
願
望

―
「
ア
シ
ー

シ
ュ
の
詩
」
を
め
ぐ
っ
て
（『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
七
六
・
十
一
）

〔
付
記
〕　

作
品
や
資
料
の
引
用
に
際
し
て
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
振
り
仮
名
は
適
宜

省
略
し
た
。
ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
澁
澤
龍
彥
の
作
品
・
エ
ッ
セ
イ
・
対
談
・

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
引
用
は
特
に
記
載
が
な
い
限
り
、『
澁
澤
龍
彥
全
集
』

（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
三
年
五
月
〜
一
九
九
五
年
六
月
）
に
拠
っ
た
。
な

お
、
本
稿
に
お
け
る
傍
線
、
波
線
は
全
て
稿
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

澁
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