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本
論
文
は
、
平
安
文
学
の
初
期
の
英
訳
者
を
対
象
と
し
て
、
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
見
ら

れ
る
創
意
工
夫
を
、
言
語
学
的
、
文
化
的
、
社
会
的
な
側
面
か
ら
分
析
し
、
彼
ら
の
作

品
解
釈
や
翻
訳
姿
勢
を
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
主
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
日
本
文
学
研
究
者
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
デ
ィ
キ
ン
ズ
（Freder-

ick V
ictor D

ickins, 1838-1915

）
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
東
洋
学
者
ア
ー
サ
ー
・
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
（A

rthur D
avid W

aley, 1889-1966

）
で
あ
る
。
全
体
は
、

Ⅰ
と
Ⅱ
の
二
部
構
成
と
し
、
Ⅰ
で
デ
ィ
キ
ン
ズ
の
『
竹
取
物
語
』
の
英
訳
、
Ⅱ
で
ウ
ェ

イ
リ
ー
の
『
源
氏
物
語
』
の
英
訳
を
検
討
し
た
。

　

Ⅰ
「
Ｆ
．Ｖ
．デ
ィ
キ
ン
ズ
訳
『
竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
」
で
は
、
他
の
先
駆
的
な
日

本
研
究
者
に
比
べ
、
今
ま
で
あ
ま
り
光
を
浴
び
て
こ
な
か
っ
た
デ
ィ
キ
ン
ズ
に
焦
点
を

当
て
た
。
中
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
笑
話
集
の
フ
レ
ー
ズ
を
作
品
の
中
に
織
り
込
む
と
い

う
興
味
深
い
工
夫
を
施
し
て
い
た
『
竹
取
物
語
』
の
英
訳
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

１
、「
デ
ィ
キ
ン
ズ
と
日
本
研
究
」
で
は
、
２

、「『
竹
取
物
語
』
の
〈
笑
い
〉
と
「
笑

話
集
」」
の
考
察
に
お
け
る
前
段
階
と
し
て
、
デ
ィ
キ
ン
ズ
の
伝
記
的
な
紹
介
と
、『
竹

取
物
語
』
の
翻
訳
背
景
の
確
認
を
行
っ
た
。

　

デ
ィ
キ
ン
ズ
は
、
幕
末
に
来
日
し
、
医
師
や
弁
護
士
と
し
て
活
躍
し
な
が
ら
、
西
洋

人
と
し
て
初
め
て
日
本
文
学
を
翻
訳
し
た
人
物
で
あ
る
（
秋
山2000: 2

）。
一
八
八
八

年
に
『
竹
取
物
語
』
の
英
訳
、T

he O
ld Bam

boo-H
ew
er ’s Story=

T
aketori no 

O
kina no M

onogatari: the earliest of the Japanese rom
ances, w

ritten in the 

tenth century

を
発
表
し
た
が
、
日
本
人
青
年
・
南
方
熊
楠
か
ら
痛
烈
な
批
判
を
受
け
、

彼
の
協
力
を
得
て
改
訳
し
た
。
そ
れ
が
一
九
〇
六
年
に
作
品
集
に
収
め
た“T

he 

Story of the O
ld Bam

boo W
icker-w

orker ”

で
あ
る
。

　

２
、「『
竹
取
物
語
』
の
〈
笑
い
〉
と
「
笑
話
集
」」
で
は
、
デ
ィ
キ
ン
ズ
が
『
竹
取

物
語
』
自
体
が
持
つ
〈
笑
い
〉
の
側
面
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
笑
話
集
を
模
倣
す
る
こ
と
で

引
き
立
て
た
可
能
性
を
論
じ
た
。『
竹
取
物
語
』
は
、
貴
公
子
の
求
婚
譚
な
ど
が
語
源

譚
で
締
め
く
く
ら
れ
る
が
、
改
訂
版
で
は
そ
の
語
源
譚
の
前
に
「w

hereby you 

m
ay see

」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
置
か
れ
る
の
が
特
徴
的
だ
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、

H
undred M

erry T
ales

と
い
う
「
笑
話
集
」
を
参
考
に
し
た
こ
と
を
デ
ィ
キ
ン
ズ

自
身
が
序
文
で
述
べ
て
い
る
（D

ickins 1906: 317

）。

　
『
竹
取
物
語
』
の
語
源
譚
は
、
滑
稽
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
オ
チ
と
し
て
、
言
葉
遊
び
に

よ
っ
て
読
者
の
笑
い
を
誘
う
も
の
で
あ
る
。A

 H
undred M

erry T
ales

（1864

）
で

は
、
オ
チ
の
前
に
「By thys tale ye m

ay se

」
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
、
デ
ィ

キ
ン
ズ
は
こ
れ
を
真
似
て
、『
竹
取
物
語
』
の
オ
チ
の
前
、
つ
ま
り
語
源
譚
の
前
に

「w
hereby you m

ay see

」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
置
い
た
と
考
え
た
。

　

た
だ
し
、
七
つ
の
語
源
譚
の
中
で
、「
ふ
じ
の
山
」
の
語
源
譚
の
み
「w

hereby

」

が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
デ
ィ
キ
ン
ズ
の
『
竹
取
物
語
』
の
解
釈
が
反
映
さ
れ
た

も
の
だ
と
考
察
し
た
。
デ
ィ
キ
ン
ズ
は
諷
刺
的
な
笑
い
を
有
す
る
求
婚
譚
と
、
か
ぐ
や

姫
の
贖
罪
の
物
語
を
区
別
し
て
考
え
て
い
た
（D

ickins 1906: 317

）。
だ
か
ら
こ
そ
、

か
ぐ
や
姫
の
物
語
を
締
め
く
く
る
「
ふ
じ
の
山
」
の
語
源
譚
で
は
「
笑
話
集
」
を
模
倣

し
た
「w

hereby

」
を
用
い
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
と
結
論
づ

け
た
。

　

Ⅱ
「
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
」
で
は
、
日
本
の
古
典
『
源
氏
物
語
』

優
秀
修
士
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文
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要
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の
魅
力
を
世
界
に
伝
え
「
世
界
文
学
」
と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
ウ
ェ
イ
リ
ー
を
取
り

上
げ
た
。『
源
氏
物
語
』
英
訳
に
関
す
る
総
合
的
な
研
究
は
、
緑
川
の
『『
源
氏
物
語
』

英
訳
に
つ
い
て
の
研
究
』（2010

）
が
あ
る
が
、
本
章
は
緑
川
の
学
術
的
成
果
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
新
た
な
切
り
口
で
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
『
源
氏
物
語
』
の
姿
を
捉
え
よ
う
と
し

て
い
る
。

　

１
、「
初
期
近
代
英
語
の
親
称
の
使
用
に
つ
い
て
」
で
は
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
で
、
初

期
近
代
英
語
期
（1500-1700

年
頃
）
の
二
人
称
単
数
代
名
詞
（thou/thy/thee/

thine/thyself

）
が
計
三
十
二
回
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
使
用
傾
向

を
探
っ
た
。
親
称
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（W

illiam
 Shakespeare, 1564-1616

）

の
作
品
や
『
ジ
ェ
ー
ム
ズ
王
聖
書
』（K

ing Jam
es Bible

）
な
ど
で
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
『
源
氏
物
語
』
を
翻
訳
し
た
二
十
世
紀
に
は
既
に
廃
れ
て
い
た
。

ウ
ェ
イ
リ
ー
以
前
に
抄
訳
を
発
表
し
た
末
松
謙
澄
訳
で
は
計
十
五
回
使
用
が
見
ら
れ
た

も
の
の
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
訳
、
タ
イ
ラ
ー
訳
、
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
バ
ー
ン
訳
で
は
一

度
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。

　

ウ
ェ
イ
リ
ー
は
基
本
的
に
はyou

を
用
い
つ
つ
、
時
に
親
称
を
使
い
分
け
て
い
た
。

ウ
ェ
イ
リ
ー
の
親
称
の
使
用
傾
向
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

（
１

） 

す
べ
て
の
例
に
共
通
す
る
点
は
、
韻
文
を
訳
す
際
の
詩
的
言
語
と
し
て
使
用
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
２

） 

親
称
を
使
う
主
体
は
、
光
源
氏
が
多
い
も
の
の
、
源
典
侍
や
物
の
怪
（
六
条
御

息
所
）、
頭
中
将
、
明
石
君
、
蛍
宮
、
夕
霧
、
雲
居
雁
、
柏
木
な
ど
様
々
で
あ
る
。

（
３

） 

親
称
を
使
う
主
体
は
一
貫
し
て
親
称
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
発

話
で
はyou

で
相
手
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

（
４

） 

親
称
の
対
象
は
必
ず
し
も
人
で
は
な
く
、
物
や
超
自
然
な
ど
人
以
外
に
呼
び
か

け
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

（
５

） 

親
称
は
故
人
を
想
っ
て
歌
わ
れ
た
独
詠
歌
で
度
々
使
わ
れ
る
。

　

２
、「
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
性
」
で
は
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
『
源

氏
物
語
』
の
英
訳
に
取
り
組
ん
だ
当
時
の
時
代
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で
、
加
筆
、
省
略
、

強
調
な
ど
か
ら
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
女
性
の
訳
し
方
に
対
す
る
姿
勢
を
捉
え
て
み
た
。
そ

の
上
で
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
か
ら
の
転
換
期
を
生
き
る
イ
ギ
リ

ス
人
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
可
能
性
を
論
じ
た
。

　

前
提
と
し
て
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
翻
訳
当
時
は
、
無
私
で
従
順
な
「
家
庭
の
天
使
」
を

理
想
の
女
性
像
と
す
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
か
ら
、
女
性
の
社
会
的
地
位
向
上
を
目

指
す
「
新
し
い
女
性
」
が
誕
生
す
る
転
換
期
に
あ
た
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
よ
う

な
時
代
の
中
で
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
『
源
氏
物
語
』
は
、
二
十
世
紀
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
を

代
表
す
る
女
性
作
家
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
（V

irginia W
oolf, 1882-1941

）

な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
高
尚
、
あ
る
い
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
の
か
か
わ
り
の
深
い
文

学
作
品
を
愛
好
す
る
よ
う
な
読
者
の
間
で
話
題
に
な
っ
た
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
、
作
中
の

女
性
と
そ
の
周
辺
の
人
物
た
ち
を
、
も
と
も
と
の
造
型
に
依
拠
し
つ
つ
も
、「
新
し
い

女
性
」
と
し
て
の
要
素
を
有
す
る
作
中
の
女
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
点
を
考
慮
し
て
強

調
し
た
訳
出
を
行
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
空
蝉
や
宇
治
の

大
君
と
い
っ
た
「
男
性
の
求
愛
を
拒
否
す
る
女
性
た
ち
」
に
注
目
し
、
彼
女
た
ち
の
描

か
れ
方
を
検
討
し
た
。

　

ウ
ェ
イ
リ
ー
の
訳
文
で
、
空
蝉
に
つ
い
て
は
、
光
源
氏
に
対
し
て
好
意
的
な
心
情
が

強
調
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
原
文
で
光
源
氏
の
暴
力
性
が
看
取

さ
れ
か
ね
な
い
場
面
に
お
い
て
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
読
者
か
ら
顰
蹙
を
買
わ
な
い
よ

う
に
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
察
し
た
。
つ
づ
い
て
、
宇
治
の

大
君
は
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
（1973

：126-127

）
も
指
摘
す
る
通
り
、
ウ
ェ
イ
リ
ー

訳
で
は
意
志
の
は
っ
き
り
し
た
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
サ
イ

デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
（1973

：126-127

）
は
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
「
登
場
人
物
を
作
り
変

え
て
い
る
」
と
批
判
し
て
い
た
が
、
完
全
に
人
物
造
型
を
変
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
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大
君
が
も
と
も
と
有
し
て
い
た
「
新
し
い
女
性
」
に
近
い
要
素
を
強
調
し
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
女
性
論
と
し
て
最
も
有
名
な
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
場
面
の
ウ
ェ
イ
リ
ー

の
訳
し
方
を
検
討
し
た
。
左
馬
頭
が
女
性
論
を
語
る
発
言
に
お
け
る
大
幅
な
省
略
に
関

し
て
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
か
ら
の
転
換
期
に
生
き
る
イ
ギ
リ
ス
人
読
者
に
受
け

入
れ
ら
れ
に
く
い
と
の
判
断
だ
っ
た
可
能
性
を
示
し
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
運
動
の
先
駆
け
と
な
っ
た
サ
ー
ク
ル
の
名
ま
え
で
あ
る
「bluestocking

」
と

い
う
語
が
博
士
の
女
を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
知
識
の
豊
か
な
女
性

を
そ
の
よ
う
な
言
葉
で
片
付
け
て
し
ま
う
男
性
た
ち
を
皮
肉
的
に
描
こ
う
と
し
た
意
図

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。

　

終
章
で
は
、
本
論
文
の
内
容
を
概
括
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
を
提
示
し

た
。
特
に
、
２

、「
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
性
」
に
お
い
て
、
今

回
は
「
拒
否
す
る
女
性
」
に
焦
点
を
当
て
た
が
、『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
女
性
た

ち
の
訳
し
方
を
す
べ
て
検
討
し
て
こ
そ
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
は
ず
で
、
こ
れ
は
非

常
に
大
き
な
テ
ー
マ
と
言
え
る
。
本
章
で
論
じ
た
内
容
は
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
女
性
の
描
き

方
を
め
ぐ
る
議
論
の
ほ
ん
の
一
歩
に
す
ぎ
ず
、
今
後
時
間
を
か
け
て
探
究
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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本
論
は
澁
澤
龍
彦
の
晩
年
、「
小
説
の
時
代
」
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
分
析
を
通
じ
て

古
典
文
学
と
の
接
続
及
び
今
日
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
表
象
に
も
た
ら
す
澁
澤
龍
彦
の

影
響
を
「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
観
点
か
ら
読
む
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
八
〇
年

代
以
降
増
加
す
る
澁
澤
の
「
少
年
少
女
」
読
者
層
に
つ
い
て
「
ミ
ド
ル
ブ
ラ
ウ
」
な
欲

望
と
合
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
家
の
〈
古
典
文
学
〉〈
幻
想
文
学
〉〈
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
〉
な
ど
広
域
的
な
ジ
ャ
ン
ル
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
よ
う
な
位
置
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

第
一
章
「〈
血
ま
み
れ
の
伯
爵
夫
人
〉
表
象
論
│
澁
澤
龍
彦
「
世
界
悪
女
物
語
」
を
視

座
に
」
で
は
、
日
本
に
お
け
る
エ
ル
ゼ
ベ
エ
ト
・
バ
ー
ト
リ
の
表
象
を
澁
澤
「
世
界
悪

女
物
語
」（
一
九
六
三
年
）
を
軸
に
辿
っ
た
。
丸
木
砂
土
に
よ
っ
て
一
九
三
〇
年
代
の
吸

血
鬼
ブ
ー
ム
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
「
サ
デ
ィ
ズ
ム
」
の
体
現
者
と
し
て
エ
ル
ゼ
ベ

エ
ト
・
バ
ー
ト
リ
は
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
戦
後
再
び
澁
澤
に
よ
っ
て
一
九
七
〇
年
代

の
雑
誌
『
血
と
薔
薇
』
を
は
じ
め
と
す
る
「
澁
澤
文
化
圏
」
に
お
い
て
「
血
の
風
呂
へ

の
入
浴
」
と
い
う
逸
話valentine penrose

『T
ranslation of Erzsébet Báthory 

la Com
tesse sanglante

』
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
戦
後
に
お
け
る
バ
ー

ト
リ
ー
の
大
衆
化
は
『
新
婦
人
』
に
お
け
る
「
世
界
悪
女
物
語
」
の
連
載
が
「
美
容
整

形
」
や
「
美
容
品
」
の
広
告
と
連
動
し
な
が
ら
女
性
読
者
の
〈
美
〉
へ
の
憧
憬
に
働
き

か
け
る
。
そ
し
て
新
た
な
女
性
読
者
の
獲
得
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
検
討
し
た
。

　

第
二
章
「
澁
澤
龍
彦
「
三
つ
の
髑
髏
」
論
│
安
倍
晴
明
及
び
「
純
粋
天
皇
」
を
め
ぐ

る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
想
像
力
」
で
は
、
三
島
由
紀
夫
「
花
山
院
」（
一
九
五
〇
年
）

と
澁
澤
龍
彦
「
三
つ
の
髑
髏
」（
一
九
七
九
年
）
を
比
較
し
、
安
倍
晴
明
お
よ
び
花
山

院
の
三
島
及
び
澁
澤
に
よ
る
表
象
の
先
駆
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
と
く
に
澁
澤
が

「
花
山
院
」
を
「
純
粋
天
皇
」
と
形
容
す
る
こ
と
の
同
時
代
的
な
〈
政
治
性
〉
に
つ
い

て
焦
点
化
し
た
。「
純
粋
天
皇
」
と
は
七
〇
年
代
に
三
島
由
紀
夫
や
大
江
健
三
郎
が
用

い
た
〈
混
じ
り
け
の
な
い
絶
対
者
と
し
て
の
天
皇
〉
│
「
ピ
ュ
ア
」
の
意
味
で
用
い
た

言
葉
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
澁
澤
は
「
イ
ノ
セ
ン
ト
」
│
「
無
垢
」
の
意
味
へ
と
読
み

替
え
、「
花
山
院
」
を
〝
悲
運
の
将
軍
〞
か
ら
「
ア
ン
フ
ァ
ン
・
テ
リ
ブ
ル
」
な
存
在

と
し
て
読
み
替
え
て
い
る
。
彼
を
ま
な
ざ
す
安
倍
晴
明
も
三
島
由
紀
夫
が
描
く
よ
う
な

オ
カ
ル
テ
ィ
ス
ト
で
は
な
く
〝
念
者
〞
の
よ
う
な
安
倍
晴
明
へ
と
描
き
直
さ
れ
る
こ
と

で
、「
花
山
院
」
を
弄
ぶ
よ
う
な
関
係
性
へ
と
読
み
替
え
て
も
い
る
。「
花
山
院
」
と
「
安

倍
晴
明
」
の
読
み
替
え
と
は
澁
澤
テ
ク
ス
ト
の
も
つ
遊
戯
的
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
結
果
的
な
〈
政
治
性
〉
と
し
て
読
ま
れ
得
る
と
結
論
付
け
た
。

　

第
三
章
「
澁
澤
龍
彦
「
ね
む
り
姫
」
論
│
「
姫
」
と
い
う
「
毒
／
薬
」
の
作
用
」
で

は
「
ね
む
り
姫
」（
一
九
八
三
年
）
の
起
源
と
パ
ロ
デ
ィ
の
過
程
を
従
来
の
「
つ
む
じ
丸
」

を
中
心
的
な
視
点
と
す
る
読
み
か
ら
「
珠
名
姫
」
へ
焦
点
化
す
る
と
い
う
読
み
替
え
を

行
っ
た
。「
ね
む
り
姫
」
と
は
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
「
眠
れ
る
森
の
美
女
」
の
パ
ロ

デ
ィ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
す
る
フ
ロ
イ
ト
派
精
神
分
析
家
マ
リ
ー
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
が

従
来
の
男
根
中
心
的
な
読
み
か
ら
女
性
器
中
心
的
な
読
み
替
え
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に

澁
澤
が
関
心
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
「
ね
む
り
姫
」
を
「
珠
名
姫
」
の
「
欲
望
」
に
焦

点
化
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
み
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
ね
む
り
姫
」
は
従
来
「
つ
む
じ
丸
」
の
ナ
ル
シ
ズ
ム
や
自
我
の
統
一
と
解
放
が
「
珠

名
姫
」
と
の
結
末
部
に
お
け
る
邂
逅
を
通
し
て
「
超
越
」
へ
至
る
と
い
う
読
み
が
主
軸

で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
珠
名
姫
」
に
つ
い
て
女
性
器
中
心
的
な
欲
望
に
焦
点

化
中
し
て
読
む
な
ら
ば
、
彼
女
の
「
紡
錘
」
は
、
つ
む
じ
丸
を
殺
害
す
る
凶
器
に
も
な

優
秀
修
士
論
文
概
要

澁
澤
龍
彦
研
究

│
│ 〈
歴
史
〉
の
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
を
め
ぐ
っ
て 

│
│
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地
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恵
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り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
ね
む
り
姫
」
に
お
け
る
人
形
と
少
女
表
象

が
一
面
的
に
男
性
の
欲
望
を
受
け
入
れ
る
〈
空
虚
〉
な
「
人
形
」
と
し
て
の
「
少
女
」

を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
視
点
を
テ
ク
ス
ト
に
内
在
す
る

「
毒
」
の
隠
喩
性
と
関
連
付
け
て
提
示
し
た
。「
ね
む
り
姫
」
で
は
、「
人
形
化
」
さ
れ

る
姫
が
反
近
代
的
な
「
人
形
」
と
し
て
描
か
れ
、
彼
女
の
「
内
面
」
は
他
者
の
「
欲
望
」

を
都
合
よ
く
受
け
入
れ
な
い
。「
ね
む
り
姫
」
は
少
女
読
者
に
と
く
に
人
気
が
あ
る
。

こ
れ
は
〈
逆
説
的
な
客
体
〉
と
い
う
澁
澤
の
提
示
し
た
「
人
形
愛
」
と
共
鳴
す
る
受
容

の
在
り
様
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。

　

第
四
章
「
澁
澤
龍
彦
「
う
つ
ろ
舟
」
論
│
「
少
年
」
が
空
虚
と
戯
れ
る
こ
と
」
で
は
、

〈
う
つ
ろ
舟
〉
表
象
に
つ
い
て
光
瀬
龍
「
天
の
空
舟
忌
記
」（
一
九
七
六
年
）
と
澁
澤
「
う

つ
ろ
舟
」（
一
九
八
四
年
）
の
比
較
を
通
じ
て
、
澁
澤
テ
ク
ス
ト
の
遊
戯
的
な
性
質
が

政
治
的
な
文
脈
を
後
景
化
す
る
と
共
に
、「
古
典
」
を
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
と
接
続

す
る
と
い
う
澁
澤
の
領
域
横
断
的
な
性
質
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

光
瀬
版
で
は
〈
う
つ
ろ
舟
〉
は
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
る
。
同
時
代
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ

ブ
ー
ム
に
は
社
会
情
勢
や
科
学
技
術
に
対
す
る
恐
怖
・
不
安
と
い
う
寓
意
が
含
ま
れ
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
澁
澤
版
は
そ
れ
ら
を
後
景
化
し
、「
う
つ
ろ
舟
の
中
の
女
」
や

「
首
」
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
「
少
年
」
の
視
線
を
通
じ
て
投
影
す
る
と
い
う
「
内
部
」

へ
の
志
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
エ
ッ
セ
イ
」
と
「
小
説
」
を
往
還
す
る
よ
う
な
「
少
年
」

の
姿
が
「
ミ
ド
ル
ブ
ラ
ウ
」
な
〈
読
者
〉
の
憧
憬
と
共
鳴
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討

し
た
。

　

第
五
章
「
澁
澤
龍
彦
「
ダ
イ
ダ
ロ
ス
」
論
│
「
滅
び
の
美
学
」
に
対
す
る
パ
ロ
デ
ィ
」

で
は
、
澁
澤
「
ダ
イ
ダ
ロ
ス
」（
一
九
八
三
年
）
に
お
け
る
源
実
朝
表
象
が
戦
中
の
〝
悲

運
の
将
軍
〞
と
い
う
実
朝
イ
メ
ー
ジ
に
纏
わ
る
「
滅
び
の
美
学
」
に
対
す
る
パ
ロ
デ
ィ

と
し
て
読
ま
れ
得
る
可
能
性
を
検
討
し
た
。

　
「
実
朝
」
表
象
は
、
近
代
文
学
に
お
け
る
多
様
な
「
実
朝
」
像
を
描
く
こ
と
で
、
そ

の
悲
劇
性
を
絶
対
化
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
ダ
イ
ダ
ロ
ス
」
で
は
、「
実
朝
」

そ
の
も
の
を
描
か
ず
、
周
縁
の
人
物
に
焦
点
化
す
る
。
特
に
「
ダ
イ
ダ
ロ
ス
」
を
「
父

と
息
子
」
の
物
語
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
で
、「
イ
カ
ロ
ス
」
と
「
実
朝
」
の
悲
劇
性

へ
と
文
脈
を
ひ
ら
い
て
ゆ
く
。
そ
し
て
太
宰
治
や
三
島
由
紀
夫
の
作
品
に
お
い
も
表
象

さ
れ
る
「
蟹
」
が
「
自
己
」
と
い
う
概
念
の
脆
弱
性
を
肯
定
す
る
「
滅
び
の
美
学
」
に

対
す
る
パ
ロ
デ
ィ
性
を
有
す
る
こ
と
を
検
討
し
た
。

　
「
滅
び
の
美
学
」
は
、
太
宰
や
三
島
が
戦
中
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
特
に
三
島
の
場
合

は
澁
澤
が
与
え
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
に
よ
る
「
死
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
理
論

の
結
合
」
に
よ
る
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
へ
と
三
島
を
駆
り
立
て
た
大
き
な
要
因
の

一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
実
朝
」
を
描
か
な
い
こ
と
は
、「
滅

び
の
美
学
」
と
癒
着
し
た
「
実
朝
」
の
「
死
」
を
逆
説
的
に
弔
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
思
想
と
い
う
「
玩
具
」
を
与
え
た
「
父
」
│
「
陳
和
卿
」（
＝
澁
澤
）
は
、「
息

子
」（
＝
三
島
）
の
「
イ
カ
ロ
ス
」
が
暴
走
し
て
「
玩
具
」
の
使
用
方
法
を
誤
っ
た
こ

と
で
、
結
果
的
に
「
滅
び
の
美
学
」
に
与
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
哀
悼
の
念
が

投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
二
次
的
な
読
み
を
提
示
し
た
。

　

以
上
よ
り
澁
澤
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〈
歴
史
〉
上
の
人
物
が
ど
の
よ
う
に
澁
澤
に

よ
っ
て
「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
さ
れ
る
の
か
と
い
う
技
法
を
検
討
し
た
。
そ
れ
は
従
来

の
〈
正
史
〉
が
描
く
表
象
か
ら
は
逸
脱
す
る
よ
う
な
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
な
想
像
力

か
ら
の
人
物
解
釈
の
試
み
で
あ
る
。
澁
澤
は
「
古
典
」
を
素
材
に
と
る
逸
話
や
「
源
実

朝
」、「
純
粋
天
皇
」
な
ど
一
見
す
る
と
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
あ
る
い
は
政
治
的
な
文
脈
と

綜
合
す
る
存
在
を
同
時
代
の
研
究
や
言
説
を
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
的
に
取
り
込
む
。

そ
し
て
「
お
も
し
ろ
い
」
読
み
も
の
と
し
て
「
少
年
少
女
」
に
風
変
り
な
物
語
と
し
て

提
示
す
る
。
彼
ら
彼
女
ら
は
、
教
科
書
で
は
教
え
て
く
れ
な
い
よ
う
な
少
し
背
伸
び
し

た
、
し
か
し
「
お
も
し
ろ
く
」
読
め
る
よ
う
な
知
的
な
読
み
物
と
し
て
澁
澤
の
提
示
す

る
「
物
語
」
を
享
受
す
る
。「
少
し
背
伸
び
す
る
」
欲
望
と
は
「
ミ
ド
ル
ブ
ラ
ウ
」
な

そ
れ
と
換
言
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
物
語
」
と
は
単
純
に
「
お
も
し
ろ
い
」
だ
け
で

は
な
い
。
語
り
が
提
示
す
る
素
材
の
元
ネ
タ
を
探
る
た
め
に
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
な
も
の
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へ
と
遡
及
的
に
接
近
す
る
と
い
う
「
ハ
イ
ブ
ラ
ウ
」
な
欲
望
を
も
喚
起
す
る
。
澁
澤
テ

ク
ス
ト
の
も
つ
「
遊
戯
性
」
と
は
、「
ハ
イ
ブ
ラ
ウ
」
な
素
材
を
「
ロ
ー
ブ
ラ
ウ
」
な

関
心
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
で
い
わ
ば
「
ミ
ド
ル
ブ
ラ
ウ
」
な
「
欲
望
」
へ
と
置
換
す
る

よ
う
な
営
み
を
指
す
。

　
「
ハ
イ
ブ
ラ
ウ
」
な
〈
教
養
〉
と
ゴ
シ
ッ
プ
的
な
〈
娯
楽
〉
の
綜
合
に
よ
る
「
ブ
リ

コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
が
少
女
文
化
の
も
つ
「
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
」
や
「
か
わ
い
い
」
と
い
っ
た

キ
ッ
チ
ュ
文
化
と
共
鳴
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
八
〇
年
代
以
降
そ
の
著
作
の
文
庫
化
に

伴
い
少
女
読
者
層
が
増
加
す
る
と
い
う
物
理
的
な
要
因
の
背
景
に
は
澁
澤
の
作
り
出
す

「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
と
少
女
た
ち
の
「
ミ
ド
ル
ブ
ラ
ウ
」
な
「
欲
望
」
と
の
邂
逅
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

終
章
「〈
乙
女
の
教
養
〉
と
し
て
の
澁
澤
龍
彦
」
で
は
「
澁
澤
乙
女
」
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
を
主
と
す
る
言
説
を
参
照
し
、
彼
女
た
ち
が
嗜
好
す
る
「
ゴ
シ
ッ
ク
・
ロ

リ
ー
タ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
や
「
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
系
」
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
を
〈
澁
澤
乙
女

文
化
圏
〉
と
し
て
定
義
し
た
。
そ
の
上
で
「
ゴ
シ
ッ
ク
・
ロ
リ
ー
タ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」

を
扱
う
カ
ル
チ
ャ
ー
や
音
楽
雑
誌
に
お
い
て
〈
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
先
人
〉
あ
る
い
は

〈
乙
女
の
教
養
〉
と
し
て
澁
澤
が
後
続
す
る
作
家
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ら
に
よ
っ
て
伝
達

さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
し
て
澁
澤
と
い
う
作
家
の
生
み
出
す
世
界
観
そ
の
も
の
を
少
女

た
ち
が
「
装
い
」
は
じ
め
る
と
い
う
受
容
の
展
望
を
示
し
た
。
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本
修
士
論
文
で
は
、
家
族
を
主
題
と
し
た
文
学
・
映
像
作
品
に
お
け
る
怪
異
表
象
を

論
じ
て
い
る
。
何
故
現
今
の
ホ
ラ
ー
小
説
で
は
〈
家
族
〉
の
問
題
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る

の
か
、
何
故
怖
い
〈
家
族
〉
を
描
く
の
に
怪
異
的
表
現
を
用
い
る
の
か
と
い
う
両
面
の

問
題
意
識
を
掲
げ
、
通
史
的
に
怪
異
と
〈
家
族
〉
の
緊
張
関
係
あ
る
い
は
共
犯
関
係
を

読
み
解
く
。

　

一
見
脱
政
治
的
に
思
わ
れ
る
怪
異
表
象
は
文
化
、
社
会
的
諸
産
物
で
あ
る
。
怪
異
表

象
を
論
じ
る
こ
と
は
コ
ロ
ナ
禍
や
震
災
等
で
枠
組
み
が
揺
れ
つ
つ
あ
る
日
常
の
亀
裂
、

そ
の
あ
り
よ
う
に
目
を
向
け
る
契
機
と
な
る
。
言
わ
ず
も
が
な
〈
家
族
〉
は
日
常
の
極

点
で
あ
る
。

　

第
一
章
で
は
筒
井
康
隆
『
家
族
八
景
』（
一
九
七
〇
年
）
を
取
り
上
げ
た
。
マ
イ
ホ
ー

ム
主
義
が
飛
び
回
り
、
核
家
族
が
定
着
し
た
時
代
に
テ
レ
パ
シ
ス
ト
か
つ
「
お
手
伝
い

さ
ん
」
の
七
瀬
は
家
を
渡
り
歩
く
。

　
「
お
手
伝
い
さ
ん
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
ド
ラ
マ
作
品
群
が
興
隆
す
る
さ
な
か
、
本

作
だ
け
は
テ
レ
パ
シ
ー
と
い
う
設
定
を
用
い
る
。
ま
た
同
時
代
的
に
も
中
年
の
家
政
婦

が
主
流
で
、
若
い
女
性
の
「
お
手
伝
い
さ
ん
」
は
稀
有
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
当

然
な
が
ら
「
少
女
」
で
あ
る
七
瀬
は
中
年
女
性
が
家
政
婦
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を

経
る
必
要
が
な
い
。「
少
女
」
で
あ
る
こ
と
は
〈
他
者
〉
以
上
に
抽
象
的
な
「
風
景
」

と
し
て
〈
家
族
〉
を
透
視
す
る
た
め
の
設
定
で
あ
っ
た
。

　

風
景
と
し
て
視
覚
化
す
る
テ
レ
パ
シ
ー
も
ま
た
同
時
代
の
テ
レ
パ
シ
ー
言
説
か
ら
逸

脱
す
る
。
調
査
の
結
果
、
テ
レ
パ
シ
ー
は
怪
異
で
は
な
く
科
学
（
風
味
）
の
枠
内
に
収

ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
「
図
」
の
〈
家
族
〉
を
成
り
立
た
せ
る
「
地
」
の
テ

レ
パ
シ
ー
、
七
瀬
は
不
可
視
化
さ
れ
る
。

　

当
時
の
風
景
学
論
争
と
同
じ
問
題
意
識
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
で
は
「
金
の
卵
」
で
あ
る

七
瀬
の
苦
渋
と
同
時
に
、「
図
」
と
「
地
」
を
反
転
さ
せ
る
恐
怖
も
描
く
。
家
族
に
対

す
る
見
立
て
を
持
た
な
い
七
瀬
は
、
セ
ー
フ
ス
ペ
ー
ス
の
欺
瞞
を
暴
露
す
る
と
い
う
闘

争
を
し
た
の
ち
逃
走
を
図
る
よ
り
ほ
か
な
い
。

　

第
二
章
で
は
山
田
太
一
『
異
人
た
ち
と
の
夏
』（
一
九
八
七
年
）
を
扱
う
。
幽
霊
の

両
親
は
そ
の
実
在
性
か
ら
〈
実
は
…
だ
っ
た
〉
一
面
を
「
私
」
に
突
き
つ
け
る
こ
と
で

「
私
」
を
独
我
論
か
ら
抜
け
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
論
じ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
幽

霊
を
幻
覚
と
付
す
近
代
か
ら
続
く
解
釈
の
仕
方
で
は
な
い
見
方
で
、
幽
霊
を
現
実
と
し

て
描
い
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
論
を
進
め
た
。

　

幽
霊
の
両
親
が
前
景
化
さ
れ
る
に
伴
い
、
女
性
の
幽
霊
及
び
性
愛
的
空
間
は
テ
ク
ス

ト
か
ら
疎
外
さ
れ
る
。
女
性
が
怪
異
と
な
り
ホ
ラ
ー
シ
ー
ン
を
担
う
こ
と
、
そ
の
裏
側

に
あ
る
「
私
」
の
〈
子
ど
も
〉
で
い
た
い
欲
望
を
指
摘
し
た
。

　

し
か
し
テ
ク
ス
ト
終
盤
に
女
性
の
幽
霊
は
両
親
と
並
列
さ
れ
る
。
こ
の
曖
昧
な
幽
霊

の
回
収
に
つ
い
て
小
説
に
疑
義
を
呈
し
た
上
で
、
大
林
宣
彦
監
督
の
同
名
映
画
へ
の
ア

ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
論
を
展
開
し
た
。
小
説
と
映
画
の
差
異
で
あ
る
廃
駅
、
廃
市
的
浅
草

に
つ
い
て
取
り
上
げ
〈
見
え
な
い
も
の
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
〉
空
間
を
指
摘
し
た
。

そ
れ
は
見
え
な
い
は
ず
の
幽
霊
を
見
る
こ
と
に
重
な
り
、
幽
霊
の
〈
家
族
〉
は
主
人
公

に
新
た
な
〈
家
族
〉
を
提
示
し
書
き
換
え
と
更
新
を
迫
る
。

　
「
異
人
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
密
集
し
や
す
い
〈
家
族
〉
に
似
つ
か
わ
し
い
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
〈
家
族
〉
の
構
成
員
の
間
に
線
を
引
く
機
能
を
果
た
す
。
そ

優
秀
修
士
論
文
概
要

家
族
に
訪
れ
る
怪
異

│
│ 

虚
構
の
時
代
以
降
の
文
学
・
映
像
作
品
を
め
ぐ
っ
て 

│
│

根
　
本
　
あ
お
い
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れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
閉
鎖
的
で
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
〈
家
族
〉
は
開
か
れ
て

い
く
。「
異
人
」
と
し
て
の
〈
家
族
〉
が
浮
か
ば
れ
る
こ
と
で
主
人
公
の
英
雄
は
過
去

に
耽
溺
す
る
こ
と
な
く
救
済
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
こ
で
「
私
」
の
生
（
性
）
の
た
め
に

だ
け
現
れ
る
女
性
の
幽
霊
へ
の
見
方
も
、
小
説
か
ら
若
干
で
は
あ
る
が
変
更
さ
れ
、
身

近
な
幽
霊
と
し
て
包
摂
さ
れ
る
。

　

第
三
章
で
取
り
上
げ
る
坂
東
眞
砂
子
『
死
国
』（
一
九
九
三
年
）
は
、
九
〇
年
代
Ｊ

ホ
ラ
ー
ブ
ー
ム
を
牽
引
し
た
代
表
的
作
品
で
あ
る
。
高
知
県
の
土
俗
信
仰
、
遍
路
と
絡

め
た
ホ
ラ
ー
小
説
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
巫
女
の
血
脈
を
続
か
せ
る
た
め
だ
け
に
死
ん
だ

娘
を
甦
ら
せ
よ
う
と
す
る
母
親
、
昏
睡
状
態
の
父
親
と
い
っ
た
欠
損
家
族
が
中
心
に
置

か
れ
る
。

　

テ
ク
ス
ト
に
は
観
光
遍
路
、
逆
回
り
に
歩
み
を
進
め
る
母
親
、「
お
勤
め
」
と
称
さ

れ
る
男
性
だ
け
の
遍
路
の
三
種
の
遍
路
が
描
か
れ
る
。
同
時
代
の
観
光
ブ
ー
ム
、
デ
ィ

ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
の
残
滓
に
よ
っ
て
「
癒
し
」
の
四
国
イ
メ
ー
ジ
が
流
通
し
た
中
で

主
人
公
は
「
死
国
」
と
し
て
、
土
地
と
の
関
係
性
を
再
構
築
す
る
羽
目
に
な
る
。

　

そ
の
背
景
に
は
女
性
登
場
人
物
の
強
い
分
断
が
あ
っ
た
。〈
家
族
〉
の
抑
圧
に
抵
抗

す
る
よ
う
に
不
倫
、
性
的
暴
力
を
行
う
魔
女
的
に
描
か
れ
る
姿
で
あ
る
。
男
性
の
「
お

勤
め
」
だ
け
で
紡
が
れ
る
結
界
よ
り
も
、
母
親
の
「
逆
打
ち
」
が
威
力
を
持
つ
の
は
こ

う
し
た
女
性
た
ち
の
つ
な
が
ら
な
さ
を
同
時
並
行
的
に
描
く
こ
と
で
つ
な
が
っ
た
か
の

よ
う
に
幻
視
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
魔
女
が
性
的
に
描
か
れ
る
以
上
、

非
性
的
な
女
性
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
概
念
は
依
然
不
在
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
テ
ク
ス

ト
の
限
界
で
あ
っ
た
。

　
「
逆
打
ち
」
が
成
功
し
、
死
霊
復
活
に
よ
っ
て
多
く
の
家
族
は
そ
の
欠
損
（
死
）
を

埋
め
て
い
く
。
け
れ
ど
も
テ
ク
ス
ト
の
主
軸
に
あ
っ
た
〈
家
族
〉
の
欠
損
は
、
娘
が
蘇
っ

て
も
な
お
埋
ま
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
血
の
因
果
の
み
が
残
存
す
る
。
文
学
作
品
で
は
血

の
因
果
に
束
縛
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
〈
家
族
〉
の
問
題
が
多
数
描
か

れ
て
い
た
が
、
テ
ク
ス
ト
で
は
そ
れ
は
戯
画
化
さ
れ
ナ
ン
セ
ン
ス
な
「
遊
び
」
と
し
て

回
り
続
け
る
。「
回
る
」
モ
チ
ー
フ
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
で
一
周
回
っ
た
新
た
な
次
元

へ
と
〈
家
族
〉
が
導
か
れ
る
こ
と
は
無
く
、
た
だ
我
々
に
眩
暈
を
与
え
る
こ
と
を
論
じ

た
。

　

第
四
章
で
澤
村
伊
智
『
ぼ
ぎ
わ
ん
が
、
来
る
』（
二
〇
一
五
年
）
を
取
り
上
げ
た
。

書
評
が
見
逃
し
て
い
た
現
代
家
族
の
問
題
系
に
つ
い
て
、
は
じ
め
に
ホ
ラ
ー
と
い
う
大

き
な
括
り
か
ら
眺
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
先
の
『
死
国
』
の
よ
う
に
女
性

が
は
な
か
ら
連
帯
す
る
気
の
な
い
テ
ク
ス
ト
や
『
異
人
た
ち
と
の
夏
』
の
よ
う
に
棄
却

さ
れ
る
女
性
が
怪
異
と
な
る
よ
う
な
作
品
と
も
異
な
り
、
本
作
品
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
ホ

ラ
ー
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
テ
ク
ス
ト
は
非
常
に
分
か
り
や
す
い
形
で
家
父
長
制
を
批
判
す
る
。
そ

の
背
景
に
ぼ
ぎ
わ
ん
と
い
う
妖
怪
が
登
場
す
る
。
ぼ
ぎ
わ
ん
に
は
日
本
霊
異
記
や
古
文

書
、
ミ
ニ
コ
ミ
と
い
っ
た
地
域
に
根
差
し
た
メ
デ
ィ
ア
が
流
れ
込
ん
で
い
た
。『
死
国
』

同
様
に
土
着
的
ホ
ラ
ー
を
彷
彿
と
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
方
向
に
は
行
か
ず
に
土

俗
的
怪
異
は
捻
ら
れ
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
造
形
化
を
拒
む
点
、
意
味
づ
け
を
拒
む
点
、

夫
婦
間
の
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
忍
び
寄
る
点
が
あ
っ
た
。
ぼ
ぎ
わ
ん
は
口

蓋
部
し
か
持
た
な
い
が
、
女
性
器
的
な
「
口
」
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
た
か
も
イ
リ

ガ
ラ
イ
が
見
よ
う
と
し
て
い
た
唇
と
唇
の
狭
間
に
あ
る
も
の
、「
言
葉
」
を
重
ん
じ
よ

う
と
す
る
妖
怪
の
ス
タ
ン
ス
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

姉
妹
が
怪
異
を
祓
い
、
有
害
な
男
性
は
消
え
る
。
綺
麗
な
因
果
律
を
描
く
小
説
は
ぼ

ぎ
わ
ん
が
間
引
か
れ
た
「
子
供
の
成
れ
の
果
て
」
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
の
問
題
を
残

し
て
い
た
。
そ
こ
で
映
画
『
来
る
』
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
論
に
移
り
、〈
家
族
〉
と

と
も
に
あ
る
怪
異
表
象
を
分
析
す
る
運
び
と
な
る
。

　

映
画
の
見
せ
場
で
も
あ
る
お
祓
い
の
場
面
で
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
各
国
の
宗

教
的
儀
礼
を
用
い
て
い
る
。
妖
怪
は
「
あ
れ
」
と
呼
ば
れ
る
変
更
が
な
さ
れ
、
そ
の
空
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洞
性
に
よ
り
観
客
に
と
っ
て
違
和
を
生
じ
る
こ
と
な
く
ま
と
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。「
あ
れ
」
の
周
辺
を
取
り
囲
む
宗
教
者
と
俗
世
間
、
と
り
わ
け
公
権
力

と
の
つ
な
が
り
が
意
識
的
に
映
さ
れ
て
お
り
、
映
画
は
オ
カ
ル
ト
的
思
考
を
な
ぞ
ら
え

た
構
造
を
持
つ
。

　

ま
た
小
説
で
は
空
白
で
あ
っ
た
子
ど
も
の
内
実
が
描
か
れ
る
。
母
親
が
父
親
か
ら
の

抑
圧
に
耐
え
切
れ
ず
虐
待
を
行
う
と
い
う
変
更
も
あ
り
、
子
ど
も
は
被
害
主
体
と
な
る

が
そ
の
後
一
変
し
て
加
害
主
体
に
も
な
る
。「
七
歳
ま
で
は
神
の
う
ち
」
と
い
っ
た
「
あ

れ
」
の
神
性
は
反
転
し
、
恐
怖
の
〈
子
ど
も
〉
が
再
生
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
複

層
的
な
〈
子
ど
も
〉
た
ち
が
織
り
込
ま
れ
て
い
た
。
因
果
関
係
は
崩
壊
し
、
大
人
も
〈
子

ど
も
〉
の
よ
う
に
欲
望
を
表
出
す
る
映
画
で
は
、
小
説
で
見
ら
れ
た
新
た
な
ホ
ラ
ー

シ
ー
ン
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
蕪
雑
な
Ｊ
ホ
ラ
ー
の
王
道
に
揺
り
戻
す
動
き
を
見
せ
て

い
る
。

　

終
章
で
各
論
を
ま
と
め
、
離
接
関
係
に
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
の

「
土
俗
」
に
つ
い
て
論
じ
た
。
Ｊ
ホ
ラ
ー
で
は
何
故
「
土
俗
」
的
怪
異
が
頻
出
し
た
の
か
。

こ
れ
は
九
〇
年
代
に
お
い
て
既
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

「
土
俗
」
を
そ
う
し
た
の
に
は
地
元
か
ら
離
反
し
た
多
く
の
〈
家
族
〉
が
関
係
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
土
着
的
な
視
線
が
な
け
れ
ば
〈
家
族
〉
は
も
う
見
え
て
こ
な
い
。
そ
れ

故
に
ご
当
地
も
の
の
実
話
怪
談
は
生
み
出
さ
れ
続
け
、
そ
こ
で
〈
家
族
〉
が
描
か
れ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
機
運
は
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
よ

り
適
切
な
の
は
む
し
ろ
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
耐
え
ら
れ
ず
に
、
そ
し
て
国
家
に

も
耐
え
ら
れ
ず
に
〈
私
〉
が
「
土
俗
」「
地
元
」
へ
と
推
移
す
る
こ
と
で
あ
る
。〈
私
〉

を
留
め
お
く
も
の
は
国
で
は
な
く
「
地
元
」
に
し
か
な
い
。「
地
元
」
と
〈
家
族
〉
は

密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
矮
小
化
し
て
い
く
〈
私
〉
が
見
て
取
れ
た
。
ま
た
小
山

田
浩
子
『
穴
』
の
よ
う
に
社
会
的
に
疎
外
さ
れ
た
主
婦
が
亡
霊
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ

と
で
〈
家
族
〉
の
問
題
を
〈
見
え
る
化
〉
し
て
い
る
現
代
小
説
に
つ
い
て
触
れ
た
。
第

二
章
で
は
幽
霊
を
〈
見
え
る
化
〉
す
る
こ
と
で
開
か
れ
て
い
く
〈
家
族
〉
を
論
じ
た
が
、

怪
異
の
可
視
化
は
「
怖
い
」
家
庭
小
説
の
端
緒
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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