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一
谷
崎
の

谷
崎
潤
一
郎
文
学
の
韓
国
に
お
け
る
受
容
（
H
）

「
刺
青
」
　
「
春
琴
抄
」
と
金
東
仁
の
「
青
苔
師
」
の
女
人
像
を
め
ぐ
っ
て
一

は
じ
め
に

　
第
一
章
「
春
琴
抄
」
と
「
狂
童
凪
師
」

　
　
第
一
節
　
東
仁
に
お
け
る
女
人
像

　
　
（
ア
）
初
期
作
品
に
お
け
る
女
人
像

　
　
（
イ
）
　
「
狂
董
師
」
に
お
け
る
女
人
像

　
　
第
二
節
　
谷
崎
（
「
刺
青
」
と
「
春
琴
抄
」

　
　
（
ア
）
　
「
刺
青
」
に
み
る
女
人
像

　
　
　
　
①
「
妖
婦
的
娘
」
か
ら
「
悪
魔
的
女
」

　
　
　
　
②
「
足
」
へ
の
執
着

　
　
（
イ
）
　
「
春
琴
抄
」
に
み
る
女
人
像

　
　
　
　
①
強
ま
る
悪
魔
性

　
　
　
　
②
「
表
情
」
と
「
目
」
へ
の
執
着

結
論

の
女
人
像
の
比
較

吉
　
　
美
　
　
顯

）
の
中
で
現
れ
る
女
人
像

へ
の
推
移

は
じ
め
に

　
金
東
仁
は
、
韓
国
の
近
代
文
学
の
草
創
期
に
活
躍
し
た
作
家
で
あ
る
。
一
九

一
四
年
か
ら
一
九
一
七
年
ま
で
日
本
に
留
学
し
、
そ
の
後
、
一
九
一
九
年
に
雑

誌
『
創
造
』
を
東
京
で
創
刊
し
て
純
文
学
の
旗
を
か
か
げ
た
。
彼
の
文
学
史
的

重
要
性
は
、
韓
国
の
近
代
小
説
を
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
し
た
功
績
に
あ
る
。

東
回
の
研
究
に
お
い
て
看
過
で
き
な
い
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
外
国
文
学
の
影
響

が
挙
げ
ら
れ
る
。
東
仁
の
全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
春
琴
抄
」
に
つ
い
て
の

言
及
そ
の
他
を
読
む
と
、
東
仁
が
谷
崎
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
谷
崎
潤
㎝
郎
の
「
刺
青
」
　
「
春
琴
抄
」
と
金
東

仁
の
「
狂
竃
師
」
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
作
家
に
お
け
る
重
要
な

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
女
人
像
の
共
通
点
、
相
違
点
、
ま
た
影
響
関
係
の
有
無
な
ど

に
つ
い
て
、
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

第
一
章
　
　
「
春
琴
抄
」
と
「
狂
書
師
」
の
女
人
像
の
比
較

　
第
一
節
　
東
仁
に
お
け
る
女
人
像

　
（
ア
）
初
期
作
品
に
お
け
る
女
人
像

　
金
東
仁
の
初
期
作
品
に
お
け
る
女
人
像
に
は
、

あ
る
。

大
別
し
て
次
の
二
心
イ
プ
が

　
①
貧
困
な
生
活

　
初
期
の
東
仁
は
、
貧
困
な
生
活
の
中
に
あ
る
女
性
も
好
ん
で
描
い
て
い
る
。

一
九
二
五
年
一
月
号
『
朝
鮮
文
壇
』
に
発
表
さ
れ
た
「
馬
鈴
薯
」
は
、
女
性
の

主
人
公
が
家
の
貧
困
の
た
め
、
道
徳
的
に
退
廃
し
、
没
落
し
て
い
く
の
を
描
い

た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
個
人
の
無
知
と
貧
困
の
悲
劇
を
描
き
な
が
ら
、

社
会
の
不
条
理
を
描
写
し
て
い
る
。
主
人
公
の
福
女
の
家
は
ひ
ど
く
貧
乏
で
、

彼
女
は
父
の
命
令
に
よ
っ
て
八
十
円
で
愛
し
て
い
な
い
男
性
と
結
婚
す
る
。
こ

の
よ
う
な
結
婚
の
た
め
、
福
女
は
身
分
的
に
没
落
し
て
、
結
局
は
、
松
の
害
虫

を
取
る
監
督
官
と
性
的
な
関
係
を
持
つ
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
か
ら
は
、
自
分
の

道
徳
観
を
忘
れ
て
し
ま
う
。

彼
女
は
、
他
の
男
性
と
性
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
、
考
え
た
こ
と
も

な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
こ
と
で
は
な
く
、
動
物
が
す
る
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
た
。
　
（
中
略
）
性
的
な
関
係
こ
そ
人
生
の
秘
訣
で
は
な
い
か
。
の
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み
な
ら
ず
、
性
的
な
関
係
が
あ
っ
て
か
ら
、
福
女
自
身
は
初
め
て
ま
と

も
な
人
間
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
ま
で
し
た
。
一

自
分
の
体
を
売
り
な
が
ら
も
、
そ
の
生
活
を
楽
し
ん
だ
福
女
は
、
夫
と
医
者
に

よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。

　
「
馬
鈴
薯
」
か
ら
は
貧
困
な
生
活
下
の
女
人
像
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

貧
困
な
生
活
下
の
女
人
像
は
、
当
時
（
一
九
二
〇
年
代
）
の
現
実
を
よ
く
反
映

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
②
「
三
従
之
道
」

　
東
仁
は
し
ば
し
ば
、
儒
教
で
言
う
「
三
従
之
道
」
に
よ
っ
て
女
人
像
を
造
形

す
る
。
　
「
三
従
之
道
」
と
は
女
性
が
幼
い
時
は
両
親
に
、
結
婚
後
は
夫
に
、
老

い
て
か
ら
は
子
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
で
あ
る
。
初
期
の
東

仁
は
、
「
三
従
之
道
」
に
従
う
女
性
こ
そ
好
ま
し
い
女
人
像
だ
と
考
え
て
お
り
、

植
民
地
支
配
下
と
い
う
現
実
を
克
服
で
き
る
女
人
像
で
あ
る
と
認
識
し
た
。

　
東
部
の
結
婚
観
と
家
庭
観
が
反
映
さ
れ
た
小
説
「
婚
約
者
に
」
に
は
、
こ
う

し
た
女
人
像
が
顕
著
で
あ
る

彼
女
の
性
格
の
中
で
一
番
美
し
い
宝
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
軽
薄
さ
が

な
い
こ
と
で
す
。
現
代
の
女
、
そ
れ
に
学
校
出
身
の
女
と
し
て
は
重
み

の
あ
る
人
は
、
実
際
発
見
し
に
く
い
で
す
。
　
（
中
略
）
現
代
の
女
は
「
軽

薄
」
そ
の
も
の
で
し
た
。
そ
の
中
で
あ
な
た
が
見
つ
か
っ
た
の
は
、
意

外
で
し
た
。
N

『
金
東
認
証
集
一
』

『
金
東
口
全
集
二
』

（
朝
鮮
日
報
社
、
　
一
九
八
七
・
十
こ

（
朝
鮮
日
報
社
、
一
九
八
八
・
二
）

　
二
二
八
～
二
二
九
頁

三
五
〇
頁

　
東
仁
の
初
期
作
品
で
の
こ
う
し
た
女
人
像
は
、
当
時
の
現
実
の
韓
国
の
女
性

の
あ
り
方
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
東
仁
は
や
が
て
、
現
実
か
ら
離
れ
た

絶
対
的
女
性
美
を
描
く
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
変
化
は
、
な
ぜ
生
じ
た
の
か
。
筆
者
は
、
谷
崎
の
影
響
が
大
き
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
谷
崎
の
「
竪
琴
抄
」
に
つ
い
て
東

仁
が
言
及
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

谷
崎
潤
｝
郎
の
あ
る
小
説
に
、
男
の
主
人
公
が
あ
る
必
要
か
ら
自
分
自

身
の
眼
瞳
を
刺
し
て
、
自
ら
盲
目
に
な
っ
た
と
い
う
個
所
が
あ
っ
た
。

こ
れ
が
東
京
の
文
壇
に
論
議
を
呼
び
起
こ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
強
い
心
を
も
つ
て
い
る
人
で
も
、
は
た
し
て
自
分

の
目
に
針
を
さ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
刺
す
決
心
は
あ
っ
た
と

し
て
も
、
痛
い
の
で
決
行
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
と
う
て
い
で

き
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
こ

の
よ
う
な
個
所
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
関

し
て
作
者
は
言
い
訳
も
せ
ず
、
訂
正
も
せ
ず
そ
の
ま
ま
沈
黙
を
通
し
た

そ
う
で
あ
る
。
創
作
上
「
こ
れ
が
自
然
で
あ
ろ
う
か
、
不
自
然
で
あ
ろ

う
か
」
と
い
う
分
岐
点
は
、
決
し
て
科
学
的
に
成
立
す
る
か
ど
う
か
に

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
描
写
、
表
現
、
そ
れ
が
読
者
に
感
動
を
与
え
る

か
与
え
な
い
か
と
い
う
点
に
こ
そ
分
岐
点
が
あ
る
の
だ
。
り

　
こ
の
言
及
は
「
春
琴
抄
」
が
発
表
さ
れ
た
三
年
後
（
一
九
三
五
）
に
な
さ
れ

た
が
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
年
に
東
仁
は
小
説
「
狂
蓋
師
」
を
発
表
す
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
「
三
蓋
師
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
谷
崎
の
描
く
女
性
の
イ
メ
ー
ジ

か
ら
東
天
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
、
谷
崎
と
弘
仁
の
共
通
点
と
相

もゆ

「
毎
日
申
報
、
　
｝
九
八
五
・
八
・
二
七
」
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違
点
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
　
「
狂
導
師
」
の

あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
な
が
ら
、
作
者
の
女
人
像
の
特
徴
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

（
イ
）
　
「
狂
豊
師
」
に
お
け
る
女
人
像

　
東
仁
が
「
狂
壼
師
」
で
追
求
す
る
女
人
像
は
、
絶
対
的
な
理
想
美
を
も
つ
女

人
で
あ
る
。
率
居
（
主
人
公
）
は
ひ
ど
く
醜
い
容
姿
の
持
ち
主
だ
が
、
彼
の
亡

き
母
は
完
壁
な
ま
で
の
美
し
さ
を
も
っ
て
い
た
。
彼
は
こ
の
母
を
記
憶
の
中
で

さ
ら
に
美
化
し
つ
つ
、
母
に
似
た
絶
対
美
の
女
を
追
求
す
る
。
彼
は
そ
の
醜
さ

の
た
め
に
、
結
婚
に
二
度
ま
で
失
敗
し
、
世
間
を
避
け
て
森
の
中
に
隠
れ
住
む

の
だ
が
、
そ
の
う
ち
、
女
人
の
絵
像
、
母
の
よ
う
な
美
し
い
女
性
を
描
こ
う
と

す
る
欲
望
が
芽
ば
え
る
（
主
人
公
を
画
工
と
し
て
設
定
し
た
の
は
、
東
仁
自
身

が
美
術
学
校
に
通
っ
た
経
験
が
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
V
。

　
で
は
卒
居
が
追
求
し
て
い
る
美
女
す
な
わ
ち
、
母
の
美
は
、
ど
の
よ
う
に
描

写
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う

彼
の
母
は
、
絶
世
の
美
女
で
あ
っ
た
。
以
降
代
々
続
く
子
孫
の
美
ま
で

す
べ
て
奪
っ
た
の
か
、
世
の
中
で
稀
に
み
る
美
人
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
卒
直
は
母
の
よ
う
な
「
絶
世
の
美
女
」
を
自
分
の
モ
デ
ル
と
し

て
追
求
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
世
の
中
に
は
、
母
の
よ
う
な
綺
麗
な
女

性
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
卒
居
は
、
母
の
よ
う
な
綺
麗
な
女
性
を
描
き
た
か

っ
た
。
次
の
文
章
も
母
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。

父
の
な
い
息
子
を
か
か
え
て
涙
の
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
目
で
見
つ
め
る
ま

な
ざ
し
。
大
人
に
な
っ
て
以
来
、
人
が
自
己
を
見
る
顔
に
は
驚
愕
と
恐

怖
し
か
発
見
で
き
な
い
こ
の
画
工
は
四
十
年
前
の
母
の
愛
に
み
ち
た
奇

麗
な
顔
を
と
て
も
懐
か
し
く
思
い
出
し
た
。
そ
れ
を
描
き
た
か
っ
た
。

涙
に
潤
っ
た
大
き
な
目
。
そ
う
し
な
が
ら
も
憧
憬
と
愛
し
さ
に
輝
い
た

目
、
唇
に
浮
か
ぶ
微
笑
。
雷
の
よ
う
に
瞬
間
的
に
心
眼
に
現
れ
て
ま
た

消
え
る
こ
の
幻
想
を
画
工
は
描
き
た
か
っ
た
。

率
居
は
、
自
身
の
美
を
具
体
化
す
る
モ
デ
ル
を
探
す
の
だ
が
、
モ
デ
ル
の
条
件

は
「
そ
の
目
に
愛
撫
と
溢
れ
る
愛
」
の
あ
る
女
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
デ

ル
を
探
し
て
い
た
あ
る
日
、
森
の
中
の
渓
谷
で
盲
目
の
処
女
に
出
合
う
。

娘
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
民
家
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
。
村
か
ら
遠
く
、

道
も
な
い
と
こ
ろ
に
。
三
十
年
間
、
草
を
刈
る
人
や
、
牧
童
の
訪
問
は

時
々
あ
っ
た
が
、
他
に
人
の
跡
は
な
か
っ
た
所
に
な
ぜ
娘
が
い
る
だ
ろ

う
か
。
画
工
も
ぼ
ん
や
り
立
っ
て
見
つ
め
た
。
見
つ
め
る
間
だ
ん
だ
ん

重
い
緊
張
感
を
感
じ
た
。
～
歩
一
歩
画
工
は
、
足
音
を
小
さ
く
し
て
前

の
ほ
う
に
歩
．
い
て
行
っ
た
。
近
づ
い
て
い
く
に
つ
れ
て
明
ら
か
に
な
る

娘
の
顔
。
画
工
の
顔
が
紅
潮
し
た
。
絶
世
の
美
女
で
あ
っ
た
。
年
は
十

八
く
ら
い
。
顔
が
奇
麗
と
い
う
よ
り
顔
に
浮
か
ん
で
く
る
表
情
が
驚
く

ほ
ど
奇
麗
だ
っ
た
。

　
娘
は
率
居
の
母
の
よ
う
に
「
絶
世
の
美
女
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
率

居
の
求
め
る
女
人
像
は
、
　
「
母
の
崇
高
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
女
人
で
あ

る
」
劇
と
韓
国
の
研
究
者
、
金
春
美
も
述
べ
て
い
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
作
者
は
、
娘
を
盲
目
に
設
定
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
谷
崎
か
ら

の
影
響
で
あ
る
し
、
卒
居
が
見
え
て
し
ま
っ
て
は
逃
げ
る
の
で
、
醜
い
旧
居
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
た
め
で
も
あ
る
。

　
率
居
は
盲
目
の
娘
に
竜
宮
の
話
を
聞
か
せ
な
が
ら
、
彼
女
を
自
分
の
家
に
連

れ
て
い
く
。
率
居
か
ら
竜
宮
の
話
を
聞
い
た
娘
の
顔
と
目
は
、
憧
憬
に
満
ち
た

劇
金
春
美
『
金
東
仁
研
究
』
　
（
高
大
民
族
文
化
研
究
所
、
一
九
八
五
・
一
〇
）
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表
情
に
な
る
。
こ
の
表
情
を
率
居
は
描
き
た
か
っ
た
。
彼
は
娘
を
モ
デ
ル
と
し

て
描
き
始
め
る
が
、
完
成
し
な
い
ま
ま
、
そ
の
夜
二
人
は
男
女
の
関
係
を
結
ぶ
。

画
工
は
瞳
ま
で
描
き
た
か
っ
た
。
こ
の
絵
の
生
命
で
も
あ
る
瞳
を
描
く

に
は
、
日
は
と
て
も
暗
か
っ
た
。
　
（
中
略
）
画
家
は
か
な
り
暗
い
中
で

処
女
の
顔
を
熱
心
に
見
る
た
め
に
、
処
女
の
膝
と
触
れ
る
ほ
ど
近
く
に

坐
っ
た
。
絵
に
対
す
る
ひ
と
安
心
と
と
も
に
、
画
家
の
鼻
に
吸
い
込
ま

れ
る
処
女
の
香
と
、
処
女
の
接
近
の
た
め
に
、
画
家
の
神
経
は
ほ
と
ん

ど
麻
痺
す
る
よ
う
な
感
じ
で
あ
っ
た
、
暗
が
り
の
中
で
胱
惚
と
し
て
光

る
目
と
情
熱
的
な
唇
を
娘
の
頬
に
近
づ
け
て
行
っ
た
。
頬
か
ら
唇
へ
唇

か
ら
頬
へ
と
ふ
れ
て
い
る
問
、
画
工
は
娘
の
唇
に
も
答
え
が
あ
る
の
を

感
じ
た
。
夜
明
け
に
な
っ
た
と
き
、
二
人
は
他
人
で
は
な
か
っ
た
。
こ

う
し
て
完
全
に
肉
感
的
満
足
を
満
た
し
た
画
家
は
も
う
一
度
筆
を
と
っ

て
描
き
始
め
た
。
画
家
の
審
美
眼
に
映
っ
た
そ
の
目
は
昨
日
ま
で
の
目

で
は
な
く
、
男
性
の
恋
を
求
め
る
女
人
の
目
で
も
あ
り
、
人
生
の
味
を

知
っ
た
大
人
の
目
で
も
あ
り
、
ひ
と
つ
の
愛
欲
の
目
で
あ
っ
た
。

あ
く
る
日
、
率
居
は
娘
の
絵
を
仕
上
げ
よ
う
と
す
る
。
彼
は
娘
の
憧
憬
に
満
ち

た
目
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
、
も
う
一
度
竜
宮
の
話
を
聞
か
せ
る
が
、
娘
は
ど

う
し
て
も
昨
日
の
よ
う
な
憧
憬
に
溢
れ
た
目
つ
き
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
馬
鹿
は
ど
こ
に
い
る
だ
ろ
う
。
み
る
と
、
馬
鹿
の
よ
う
な

目
は
、
瞬
く
こ
と
も
な
く
、
虚
空
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ
の
馬
鹿
の
よ

う
な
目
を
見
な
が
ら
、
画
家
の
怒
り
は
、
も
っ
と
大
き
く
な
っ
た
。
画

工
は
、
両
手
で
娘
の
首
を
絞
め
る
。
　
「
え
い
馬
鹿
野
郎
」
　
（
中
略
）
画

工
は
閉
め
た
手
を
放
し
た
。
娘
の
体
が
と
て
も
重
く
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
画
工
の
手
か
ら
放
さ
れ
た
娘
の
体
は
倒
れ
た
。
倒
れ
た
と
き
娘
の

体
の
せ
い
で
硯
が
ひ
つ
く
り
返
っ
た
。
ひ
つ
く
り
返
さ
れ
た
硯
か
ら
跳

ね
た
墨
汁
が
娘
の
顔
を
覆
っ
た
。
　
（
中
略
）
そ
の
絵
の
顔
に
は
、
い
つ

の
ま
に
か
瞳
が
描
か
れ
た
。
倒
れ
た
画
工
が
気
づ
い
て
体
を
起
こ
し
、

も
う
一
度
あ
の
絵
を
見
る
と
、
完
全
に
瞳
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
瞳
の
形
を
見
て
、
画
工
は
そ
の
ま
ま
べ
た
り
と
座
り
込
ん
だ
。
先

の
娘
が
画
工
に
首
を
絞
め
ら
れ
た
時
の
恨
み
の
目
一
絵
の
瞳
は
完
壁
に

そ
れ
で
あ
っ
た
。

絵
が
描
け
な
い
こ
と
を
知
っ
た
広
島
は
、
盲
目
の
娘
を
絞
殺
し
て
し
ま
う
。

　
こ
の
小
説
で
は
、
盲
目
の
娘
が
美
の
モ
デ
ル
と
し
て
選
ば
れ
、
主
人
公
の
意

識
の
中
で
亡
き
母
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
娘
の
美
は
ど
ん
な
点
に

あ
っ
た
の
か
。
東
仁
の
女
人
像
を
理
解
す
る
上
で
、
こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
率
居
の
母
と
盲
目
の
娘
の
美
に
つ
い
て
、
作
品
の
中
で
言
及
さ
れ
て

い
る
箇
所
を
挙
げ
て
み
る
。

　
ま
ず
、
率
居
の
母
の
美
に
つ
い
て
物
語
っ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
て
み
る
。

「
今
は
殆
ど
記
憶
が
消
え
て
い
る
が
、
幼
い
と
き
、
自
分
を
抱
え
て
涙
ぐ

ん
だ
目
で
見
つ
め
て
い
る
母
の
表
情
が
時
々
浮
か
ん
で
く
る
。
」
，

「
階
隠
の
母
は
、
絶
世
の
美
女
で
あ
っ
た
。
以
降
代
々
続
く
子
孫
の
美
ま

で
す
べ
て
奪
っ
た
の
か
、
世
の
中
に
稀
に
み
る
美
人
で
あ
っ
た
。
」

「
涙
に
潤
っ
た
大
き
な
目
。
そ
う
し
な
が
ら
憧
憬
と
愛
し
さ
に
輝
い
た
目
。

唇
に
浮
か
ぶ
微
笑
。
」

こ
の
よ
う
に
東
急
は
、
　
「
表
情
」
と
「
目
」
を
中
心
に
言
及
し
て
い
る
。
母
の

「
表
情
」
と
「
目
」
に
つ
い
て
は
、
美
し
さ
だ
け
で
は
な
く
、
悲
し
さ
が
あ
り
、

愛
し
さ
が
あ
る
と
描
写
し
て
い
る
。

　
盲
目
の
娘
の
場
合
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
絶
世
の
美
女
で
あ
っ
た
。
年
は
十
八
才
、
そ
の
顔
が
と
い
う
よ
り
、
顔
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の
全
面
に
現
れ
て
い
る
表
情
が
驚
く
ほ
ど
美
し
か
っ
た
。
」

「
空
想
と
歓
喜
の
妙
な
る
微
笑
を
目
と
口
に
帯
び
て
い
る
娘
が
見
て
い
る

の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
」

「
大
き
な
目
に
映
っ
て
い
る
憧
憬
の
波
。
」

こ
の
若
い
刺
青
師
の
心
に
は
、
濁
し
ら
ぬ
快
楽
と
宿
願
と
が
潜
ん
で
居

た
。
　
（
中
略
）
彼
の
年
来
の
宿
願
は
、
光
輝
あ
る
美
女
の
肌
を
得
て
、

そ
れ
へ
己
れ
の
魂
を
刺
り
込
む
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
女
の
素
質
と
容
貌

と
に
就
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
注
文
が
あ
っ
た
。

　
母
と
娘
は
、
目
と
表
情
が
美
し
い
こ
と
で
［
致
し
て
い
る
。
二
人
と
も
「
希

世
の
美
人
」
で
あ
り
、
内
面
的
に
「
悲
し
さ
」
を
持
ち
、
目
に
つ
い
て
は
、
　
「
憧

憬
」
に
満
ち
て
い
る
目
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
卒
居
が
求
め
た
綺
麗
な
女
人
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
女
性
で
あ
る
。
こ

れ
が
「
狂
書
師
」
に
お
い
て
の
女
人
像
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
清
吉
が
〈
刺
青
〉
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
「
女
」
の
条
件
設
定
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
「
素
質
」
と
「
容
貌
」
と
い
う
単
語
に
注
目

し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
言
葉
は
、
妖
婦
性
を
十
分
に
思
わ
せ
る
言
葉
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
妖
婦
的
な
女
性
を
描
く
た
め
に
、
谷
崎
は
、
　
哨
年
増
」

と
い
う
女
性
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。

第
二
節
　
谷
崎
（
「
刺
青
」
と
「
春
着
抄
」
）

　
（
ア
）
　
「
刺
青
」
に
み
る
女
人
像

　
　
　
①
「
妖
婦
的
娘
」
か
ら
「
悪
魔
愚
女
」

の
中
で
現
れ
る
女
人
像

へ
の
推
移

　
周
知
の
よ
う
に
谷
崎
文
学
に
お
い
て
は
、
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
し
谷
崎
の
描
く
女
人
像
に
は
作
品
に
よ
り
若
干
の
変

遷
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
「
春
琴
抄
」
に
先
立
ち
、
初
期

の
「
刺
青
」
を
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
刺
青
」
で
は
娘
が
悪
魔
的
女
に
変
貌
し
て
い
く
さ
ま
が
描
か
れ
る
。
　
「
不

思
議
に
も
長
い
月
日
を
色
里
に
暮
ら
し
て
、
幾
十
人
の
魂
を
弄
ん
だ
年
増
」
と

い
う
妖
婦
的
女
性
は
、
清
吉
が
見
せ
た
「
古
の
暴
君
紺
王
の
寵
愛
、
末
喜
を
描

い
た
絵
」
と
刺
青
師
清
吉
の
〈
刺
青
〉
に
よ
っ
て
、
男
性
に
君
臨
す
る
悪
魔
的
な

女
性
へ
と
変
貌
し
、
強
く
美
し
い
女
性
に
な
る
。
悪
魔
的
な
も
の
へ
と
変
わ
っ

た
女
性
は
、
男
性
を
「
足
で
踏
み
つ
け
」
る
程
、
毒
婦
的
な
面
を
発
揮
す
る
。

　
妖
婦
的
な
女
性
を
求
め
る
に
は
、
清
吉
に
と
っ
て
は
、
美
し
い
だ
け
で
は
不

十
分
で
あ
っ
た
。
彼
な
り
の
女
の
設
定
が
必
要
で
あ
っ
た
。

清
吉
は
、
し
げ
し
げ
娘
の
姿
を
見
守
っ
た
。
年
頃
は
、
漸
う
十
六
か
十

七
と
思
わ
れ
た
が
、
そ
の
娘
の
顔
は
、
不
思
議
に
も
長
い
月
日
を
色
里

に
暮
ら
し
て
、
幾
十
人
の
男
の
魂
を
弄
ん
だ
年
増
の
よ
う
に
物
凄
く
整

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
中
国
の
罪
と
財
と
の
流
れ
込
む
都
の
中
で
、
何
十

年
の
昔
か
ら
行
き
代
わ
り
死
に
代
っ
た
み
め
麗
し
い
多
く
の
男
女
の
、

夢
の
数
々
か
ら
生
ま
れ
出
づ
べ
き
器
量
で
あ
っ
た
。

普
通
は
、
若
く
て
四
肢
の
均
衡
が
取
れ
て
い
る
女
性
が
好
ま
れ
る
が
、
谷
崎
の

場
合
は
、
逆
に
「
年
増
」
の
女
性
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
妖
婦
的
な
娘

は
、
　
「
杜
若
の
似
顔
豊
の
た
た
う
に
包
ま
れ
た
女
羽
織
と
、
一
通
の
手
紙
」
を

も
っ
て
清
吉
に
会
う
よ
う
に
な
る
。
清
吉
は
娘
の
手
を
と
っ
て
二
階
に
あ
が
っ

て
、
二
幅
の
檜
を
見
せ
る
。
そ
れ
は
「
古
の
暴
君
紺
掻
の
寵
妃
、
末
喜
を
描
い

た
絵
」
で
あ
っ
た
。
娘
は
、
目
の
前
に
拡
げ
ら
れ
た
画
幅
を
見
て
、
　
「
真
の
己
」

を
見
出
す
。
つ
ま
り
自
我
（
毒
婦
的
要
素
）
に
め
ざ
め
る
の
で
あ
る
。
娘
は
こ

の
絵
を
見
な
が
ら
、
毒
婦
に
変
貌
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
毒
婦
に
変
貌
し
て
い

く
女
性
の
背
中
に
清
吉
は
、
刺
青
を
彫
る
の
で
あ
る
。
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一
鮎
の
色
を
注
ぎ
込
む
の
も
、
彼
に
取
っ
て
は
容
易
な
業
で
な
か
っ
た
。

さ
す
針
、
ぬ
く
針
の
度
毎
に
深
い
吐
息
を
つ
い
て
、
自
分
の
心
が
刺
さ

れ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
針
の
痕
は
次
第
照
々
に
巨
大
な
女
郎
蜘
蛛
の
形

象
を
具
え
始
め
て
、
再
び
夜
が
し
ら
し
ら
と
白
み
初
め
た
時
分
に
は
、

こ
の
不
思
議
な
魔
性
の
動
物
は
、
人
本
の
肢
を
伸
ば
し
つ
つ
、
背
一
面

に
射
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
刺
青
を
彫
っ
た
清
吉
は
、

こ
と
を
娘
に
認
識
さ
せ
る
。

自
分
が
悪
魔
的
な
女
性
に
変
わ
っ
た

「
己
は
お
前
を
ほ
ん
と
う
の
美
し
い
女
に
す
る
潤
め
に
、
刺
青
の
中
へ

己
の
魂
を
う
ち
込
ん
だ
の
だ
、
も
う
今
か
ら
は
日
本
国
中
に
、
お
前
に

優
る
女
は
居
な
い
。
お
前
は
今
迄
の
よ
う
な
臆
病
な
心
は
持
っ
て
居
な

い
の
だ
。
男
と
云
う
男
は
、
皆
な
お
前
の
肥
料
に
な
る
の
だ
。
」

　
こ
の
話
が
娘
に
通
じ
た
の
か
、
綜
の
よ
う
な
「
坤
き
声
が
女
の
唇
に
の
ぼ
っ
」

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
分
か
る
の
は
、
娘
の
中
に
眠
っ
て
い
る
魔
性
を
活
性
化
さ

せ
た
の
は
、
清
吉
の
く
刺
青
V
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
二
幅
の

櫓
」
と
清
吉
の
〈
刺
青
〉
に
よ
っ
て
妖
婦
的
な
女
性
か
ら
悪
魔
的
な
女
性
へ
変
化

す
る
の
で
あ
る
。

「
苦
し
か
ろ
う
。
体
を
蜘
蛛
が
抱
き
し
め
て
い
る
の
だ
か
ら
」

「
親
方
、
早
く
私
に
背
中
の
刺
青
を
見
せ
て
お
く
れ
、
お
前
さ
ん
の
命

を
貰
っ
た
代
わ
り
に
、
私
は
撫
美
し
く
な
っ
た
ろ
う
ね
え
（
中
略
）
美

し
く
さ
え
な
る
の
な
ら
、
ど
ん
な
に
で
も
辛
抱
し
て
見
せ
ま
し
ょ
う
」

と
娘
の
身
内
の
痛
み
を
抑
え
て
、
強
い
て
微
笑
ん
だ
。
　
（
中
略
）
　
「
親

方
、
私
は
も
う
今
ま
で
の
よ
う
な
臆
病
な
心
を
、
さ
ら
り
と
す
て
て
し

ま
い
ま
し
た
。
お
前
さ
ん
は
真
先
に
私
の
肥
料
に
な
っ
た
ん
だ
ね
」
と
、

女
は
剣
の
よ
う
な
瞳
を
輝
か
し
た
。
そ
の
耳
に
は
凱
歌
の
声
が
ひ
び
い

て
居
た
。
　
「
帰
る
前
に
も
う
一
遍
、
そ
の
刺
青
を
見
せ
て
く
れ
」
清
吉

は
こ
う
云
っ
た
。
女
は
黙
っ
て
頷
い
て
腹
を
脱
い
だ
、
折
か
ら
朝
日
が

刺
青
の
面
に
さ
し
て
、
女
の
背
は
燦
塗
し
た
。

　
こ
れ
は
、
清
吉
の
「
生
命
の
す
べ
て
」
を
そ
の
背
中
に
注
ぎ
込
ま
れ
た
娘
が
、

次
第
に
意
識
を
回
復
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
娘
の
蘇
生
－
女
郎
蜘
蛛

を
背
中
に
棲
息
さ
せ
た
女
と
し
て
の
誕
生
の
様
相
が
生
々
し
く
描
写
さ
れ
て
い

る
。
娘
の
純
白
な
背
中
に
彫
り
込
ま
れ
た
く
刺
青
V
は
、
次
第
に
巨
大
な
女
郎
蜘

蛛
の
姿
と
し
て
変
身
す
る
の
で
あ
る
。
何
に
よ
っ
て
女
郎
蜘
蛛
に
変
身
し
た
の

か
、
そ
れ
は
清
吉
の
く
刺
青
V
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
で
男
性
に
君
臨
す
る
魔

的
な
女
性
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
男
性
（
清
吉
）
は
、
娘
を
悪
魔
隠
女
に
変
化
さ
せ
て
、
変
化
さ
れ

た
女
を
崇
拝
し
つ
つ
も
、
実
際
は
女
を
操
っ
て
い
る
（
妖
婦
的
女
性
か
ら
悪
魔

的
女
性
に
変
化
さ
せ
た
の
は
、
清
吉
が
見
せ
た
「
絵
」
と
刺
青
師
の
〈
刺
青
〉
に

よ
っ
て
で
あ
る
）
。

　
②
「
足
」
へ
の
執
着

　
「
刺
青
」
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
「
女
の
肉
体
美
」
で
あ
る
。
そ
の
中

で
も
い
ち
ば
ん
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
　
「
足
」
で
あ
る
。
谷
崎
文
学

の
特
徴
と
も
言
え
る
女
の
足
こ
そ
は
、
彼
が
「
永
年
た
ず
ね
あ
ぐ
ん
だ
、
女
の

中
の
女
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
「
刺
青
」
の
中
で
【
女
の
肉
体
美
」
す
な
わ
ち
「
足
」
の
美
が
ど
の
よ

う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
清
吉
は
、
娘
に
出
会
う
こ
と
で
、
自
己
の
理
想
を
投
影
し
う
る
対
象
を
初
め

て
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
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丁
度
四
年
目
の
夏
の
と
あ
る
ゆ
う
べ
、
深
川
の
料
理
屋
平
清
の
前
を
通

り
か
か
っ
た
時
、
彼
は
ふ
と
門
口
に
待
っ
て
居
る
駕
籠
の
簾
の
か
げ
か

ら
、
真
つ
白
な
女
の
素
足
の
こ
ぼ
れ
て
居
る
の
に
気
づ
い
た
。
鋭
い
彼

の
眼
に
は
、
人
間
の
足
は
そ
の
顔
と
同
じ
よ
う
に
複
雑
な
表
情
を
持
っ

て
映
っ
た
。

こ
こ
に
は
女
の
足
を
注
視
す
る
男
子
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
刺
青
師
の
清
吉

は
そ
の
心
中
に
長
年
探
し
求
め
て
来
た
理
想
の
女
性
像
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の

独
自
．
の
鋭
敏
な
感
性
に
よ
り
、
そ
の
理
想
像
の
現
れ
を
足
に
見
い
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
清
吉
が
〈
宿
願
〉
と
し
て
願
望
し
て
い
る
女
性
は
、
　
「
足
」
が

美
し
い
女
性
で
あ
る
。

そ
の
女
の
足
は
、
彼
に
取
っ
て
は
貴
き
肉
の
宝
玉
で
あ
っ
た
。
栂
指
か

ら
起
こ
っ
て
小
指
に
終
わ
る
繊
細
な
五
本
の
指
の
整
い
方
、
檜
の
島
の

海
辺
で
獲
れ
る
う
す
べ
に
色
の
貝
に
も
劣
ら
ぬ
爪
の
色
合
、
珠
の
や
う

な
踵
の
ま
る
味
、
清
洌
な
岩
間
の
水
が
絶
え
ず
足
下
を
洗
ふ
か
と
疑
は

れ
る
皮
膚
の
潤
澤
。
こ
の
足
こ
そ
は
、
や
が
て
男
の
生
血
に
肥
え
太
り
、

男
の
む
く
ろ
を
踏
み
つ
け
る
足
で
あ
っ
た
。

　
「
足
」
に
つ
い
て
は
視
覚
的
、
絵
画
的
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
足
に
対
す
る

谷
崎
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
発
露
が
見
え
る
。
美
し
い
女
性
を
さ
さ
え
る
の
は

「
白
い
足
」
で
あ
る
。
　
「
刺
青
」
は
、

い
だ
ろ
う
と
い
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。

「
足
」
が
美
し
け
れ
ば
、
顔
ま
で
美
し

彼
は
ふ
と
門
口
に
待
っ
て
居
る
が
こ
の
簾
の
か
げ
か
ら
真
つ
白
な
人
間

の
足
は
其
の
顔
と
同
じ
如
く
に
複
雑
な
表
情
を
持
っ
て
映
っ
た
。

娘
の
「
足
」
に
つ
い
て
、
谷
崎
の
描
写
を
抽
出
し
て
見
る
と
、
次
の
通
り
で
あ

る
。

「
彼
は
ふ
と
門
口
に
待
っ
て
居
る
駕
篭
の
簾
の
か
げ
か
ら
真
つ
白
な
女
の

素
足
の
こ
ぼ
れ
て
居
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
人
間
の
足
は
そ
の
顔
と
複

雑
な
表
情
を
持
っ
て
映
っ
た
。
そ
の
女
の
足
は
、
彼
に
取
っ
て
は
貴
き

肉
の
宝
玉
で
あ
っ
た
。
」

「
丁
度
こ
れ
で
足
か
け
五
年
、
己
は
お
前
を
待
っ
て
居
た
。
顔
を
み
る
の

は
初
め
て
だ
が
、
お
前
の
足
に
お
ぼ
え
が
あ
る
。
」

「
女
の
背
後
に
は
鏡
台
が
立
て
か
け
て
あ
っ
た
。
真
つ
白
な
足
の
裏
が
二

つ
、
そ
の
面
へ
映
っ
て
い
た
。
」

上
の
文
章
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
谷
崎
は
「
足
」
に
執
着
し
て
い
る
の
が
分

か
る
。
と
き
た
ま
表
情
に
言
及
し
て
も
す
ぐ
に
谷
崎
の
筆
は
、
　
「
足
」
へ
と
戻

っ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
よ
う
に
谷
崎
的
な
世
界
の
核
心
に
あ
る
め
は
女
性
で
あ
る
が
、
特
に

「
足
」
が
綺
麗
な
女
性
で
あ
る
と
い
う
の
が
分
か
る
。

（
イ
）
　
「
春
琴
抄
」
に
み
る
女
人
像

　
①
強
ま
る
悪
魔
性

　
「
春
琴
抄
」
で
の
女
人
像
は
、
男
性
の
上
に
君
臨
す
る
悪
魔
的
な
女
人
像
で

あ
る
。
こ
の
点
は
「
刺
青
」
か
ら
「
春
適
期
」
へ
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い

る
。
し
か
し
「
春
事
情
」
と
州
刺
青
」
の
女
人
像
に
は
違
う
点
も
あ
る
。
そ
れ

は
「
春
琴
抄
」
で
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
変
容
し
、
悪
魔
的
度
合
い
を
強
め
て
い
く

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
最
初
か
ら
悪
魔
的
女
性
と
し
て
登
場
す
る
点
で
あ
る
。

　
春
琴
に
は
、
冷
た
い
美
し
さ
を
持
つ
毒
婦
的
な
、
す
な
わ
ち
男
性
に
君
臨
す

る
女
人
像
が
十
分
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
谷
崎
は
、
春
琴
と
佐
助
の
主
従
関
係
を
設
定
し
、
女
を
強
い
位
置
に
お
い
て
、

女
を
強
く
、
ま
た
は
悪
魔
的
（
毒
婦
的
）
に
登
場
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
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て
佐
助
は
、
意
志
的
な
人
間
で
あ
る
前
の
物
体
に
過
ぎ
ず
、
春
琴
だ
け
を
見
守

っ
て
い
る
存
在
と
し
て
無
条
件
に
奉
仕
し
な
が
ら
、
彼
女
の
手
足
に
な
っ
て
膝

を
折
っ
て
、
崇
拝
す
る
存
在
に
な
る
の
で
あ
る
。

手
曳
き
を
す
る
時
、
佐
助
は
左
の
手
を
奉
琴
の
肩
の
高
さ
に
挙
げ
て
掌

を
上
に
向
け
そ
れ
へ
彼
女
の
右
の
掌
を
受
け
る
の
で
あ
っ
た
が
極
量
に

は
佐
助
と
い
ふ
も
の
が
一
つ
の
掌
に
過
ぎ
な
い
や
う
で
あ
っ
た
偶
偶
用

を
さ
せ
る
時
に
も
し
ぐ
さ
で
示
し
た
り
顔
を
し
か
め
て
み
せ
た
り
謎
を

か
け
る
よ
う
に
ひ
と
り
ご
と
を
洩
ら
し
た
り
し
て
ど
う
せ
よ
か
う
せ
よ

と
は
っ
き
り
意
志
を
云
い
現
は
す
こ
と
は
な
く
…
…

　
こ
の
よ
う
な
主
従
関
係
か
ら
毒
婦
的
で
、
驕
慢
な
春
琴
の
姿
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
部
分
に
つ
い
て
抽
出
し
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
佐
助
、
わ
て
そ
ん
な
こ
と
教
せ
た
か
」
　
「
あ
か
ん
、
あ
か
ん
、
弾
け

る
ま
で
夜
通
し
か
か
っ
た
か
て
遣
る
り
や
」
と
激
し
く
叱
す
る
声
が
屡

屡
階
下
の
奉
公
人
共
を
驚
か
し
た
時
に
依
る
と
此
の
幼
い
女
師
匠
は

「
阿
呆
、
何
で
覚
え
ら
れ
へ
ん
ね
ん
」
と
罵
り
な
が
ら
嬢
を
以
て
頭
を

殴
り
弟
子
が
し
く
し
く
泣
き
出
す
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。

春
琴
は
寝
床
に
這
入
っ
て
肩
を
揉
め
腰
を
さ
す
れ
と
云
は
れ
る
ま
ま
に

暫
く
按
摩
し
て
い
る
と
も
う
よ
い
か
ら
足
を
温
め
よ
と
云
ふ
畏
ま
っ
て

裾
の
方
に
横
臥
し
懐
を
開
い
て
彼
女
の
瞭
を
我
が
胸
板
の
上
に
載
せ
た

が
胸
が
氷
の
如
く
冷
え
る
の
に
反
し
顔
は
寝
床
の
い
き
れ
の
た
め
に
か

つ
か
つ
と
火
照
っ
て
歯
痛
が
い
よ
い
よ
激
し
く
な
る
の
に
溜
ま
り
か
、

胸
の
代
わ
り
に
脹
れ
た
顔
を
臨
へ
あ
て
て
辛
う
じ
て
凌
い
で
い
る
と
忽

ち
春
鳥
が
い
や
と
云
ふ
程
そ
の
顔
を
蹴
っ
た
の
で
佐
助
は
覚
え
ず
あ
っ

と
云
っ
て
飛
び
上
っ
た
。

　
上
の
引
用
文
は
、
　
「
春
琴
抄
」
に
現
れ
て
い
る
竪
琴
の
残
忍
さ
を
描
写
し
た

も
の
で
、
男
性
を
虐
待
す
る
美
し
い
強
者
と
し
て
の
春
琴
、
す
な
わ
ち
毒
婦
型

の
女
人
像
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
美
貌
の
驕
慢
な
蒔
直
は
、
あ
る
日
誰
か
が
注
い
だ
熱
湯
で
顔
に
火
傷
を
す
る
。

春
琴
は
佐
助
に
自
分
の
顔
を
見
な
い
よ
う
に
言
う
。
佐
助
は
、
春
琴
の
火
傷
の

顔
を
見
な
い
た
め
、
自
分
の
眼
を
針
で
刺
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
面
は
、
と

て
も
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

女
中
部
屋
か
ら
下
女
の
使
う
鏡
台
と
縫
針
と
を
密
か
に
持
っ
て
来
て
寝

床
の
上
に
端
座
し
鏡
を
見
な
が
ら
我
が
眼
の
中
へ
針
を
突
き
刺
し
た
針

を
刺
し
た
ら
眼
が
見
え
ぬ
や
う
に
な
る
と
云
ふ
知
識
が
あ
っ
た
訳
で
は

な
い
成
る
べ
く
苦
痛
の
少
い
手
軽
な
方
法
で
盲
目
に
な
ろ
う
と
思
ひ
試

み
に
針
を
以
て
左
の
黒
眼
を
突
い
て
み
た
黒
眼
は
柔
ら
か
い
二
三
度
突

く
と
巧
い
工
合
に
つ
ぶ
と
二
分
程
這
入
っ
た
と
思
っ
た
ら
忽
ち
眼
球
が

一
年
末
白
濁
し
視
力
が
失
せ
て
行
く
。

　
佐
助
は
自
分
の
目
を
刺
し
て
か
ら
春
琴
に
次
の
よ
う
に
告
白
す
る
。
そ
の
後
、

「
お
師
匠
様
」
と
二
人
だ
け
の
盲
目
の
世
界
を
至
福
の
境
地
と
し
て
生
き
て
い

る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

程
経
て
春
琴
が
起
き
出
で
た
頃
手
さ
．
ぐ
り
し
な
が
ら
奥
の
間
に
行
き
お

師
匠
様
私
は
め
し
ひ
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
一
生
涯
お
顔
と
見
る
こ
と

は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
と
彼
女
の
前
に
額
つ
い
て
云
っ
た
。
佐
助
そ
れ
は
ほ

ん
た
う
か
、
と
春
琴
は
｝
語
を
発
し
長
い
間
黙
然
と
黙
思
し
て
い
た
佐

助
は
此
の
世
に
生
れ
て
か
ら
後
に
も
先
に
も
此
の
沈
黙
の
数
分
間
程
楽

し
い
時
を
生
き
た
こ
と
は
な
か
っ
た
（
中
略
）
佐
助
は
今
こ
そ
外
界
の

眼
を
失
っ
た
代
わ
り
に
内
界
の
眼
が
開
け
た
の
を
知
り
鳴
呼
此
が
本
当
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に
お
師
匠
様
の
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
世
界
な
の
だ
此
れ
で
漸
う
お
師

匠
様
と
同
じ
世
界
に
住
む
こ
と
が
出
来
た
と
思
っ
た
も
う
衰
へ
た
彼
の

視
力
で
は
部
屋
の
様
子
も
春
望
の
姿
も
は
っ
き
り
見
分
け
ら
れ
な
か
っ

た
包
．
帯
で
包
ん
だ
顔
の
所
在
だ
け
が
、
ぽ
う
っ
と
灰
白
く
網
膜
に
映
じ

た
彼
に
は
そ
れ
が
包
帯
と
は
思
へ
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

私
に
は
お
師
匠
様
の
お
変
わ
り
な
さ
れ
た
お
姿
は
見
え
ま
せ
ん
ぬ
今
も

見
え
て
お
り
ま
す
の
は
三
十
年
来
眼
の
底
に
沁
み
つ
い
た
あ
の
な
つ
か

し
い
お
顔
ば
か
り
で
ご
ざ
り
ま
す
何
卒
今
迄
通
り
お
心
置
き
な
う
お
側

に
使
っ
て
下
さ
り
ま
せ
俄
盲
目
の
悲
し
さ
に
は
立
居
も
侭
な
ら
ず
御
用

を
勤
め
ま
す
の
に
も
た
ど
た
ど
し
う
ご
ざ
り
ま
せ
う
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

私
は
誰
の
恨
み
を
受
け
て
此
の
や
う
な
目
に
遭
う
た
の
か
知
れ
ぬ
が
ほ

ん
た
う
の
心
を
打
ち
明
け
る
な
ら
今
の
姿
を
外
の
人
に
は
見
ら
れ
て
も

お
前
に
だ
け
は
見
ら
れ
た
う
な
い
そ
れ
を
よ
う
こ
そ
察
し
て
く
れ
ま
し

た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

按
ず
る
に
視
覚
を
失
っ
た
相
愛
の
男
女
が
触
覚
の
世
界
を
楽
し
む
程
度

は
到
底
わ
れ
等
の
想
像
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
ら
う
さ
す
れ
ば
佐
助
が
献

身
的
に
春
画
に
仕
へ
汗
馬
が
又
恰
恰
と
し
て
そ
の
奉
仕
を
求
め
互
に
倦

う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
も
誘
し
む
に
足
り
な
い
。

　
佐
助
は
自
分
自
身
の
内
的
世
界
（
心
の
中
の
目
）
に
春
琴
の
美
し
さ
を
定
着

さ
せ
、
　
「
観
念
化
さ
れ
た
春
琴
」
を
崇
拝
し
て
、
触
覚
を
通
じ
て
、
春
琴
の
肉

体
を
占
有
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
佐
助
は
自
分
で
自
身
の
目
を
さ
す
と
い
う

自
虐
的
な
手
段
を
通
じ
て
、
春
琴
の
不
変
の
美
し
さ
を
十
分
に
享
受
し
、
そ
れ

を
保
持
す
る
と
い
う
至
福
の
境
地
に
至
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

佐
助
の
目
の
中
に
あ
る
奉
琴
は
三
十
代
の
奇
麗
な
顔
の
、
永
遠
に
若
い
春
琴
像

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
佐
助
は
春
琴
と
一
体
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
勝
利
者

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
佐
助
は
美
貌
の
驕
慢
な
春
琴
を
崇
拝
す
る
存
在

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
月
琴
を
操
る
存
在
に
な
る
。
こ
の
作
品
の
中
で
佐

助
は
、
何
を
演
じ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
初
め
は
春
琴
と
主
従
の
関
係
を
持
ち
な

が
ら
、
春
琴
を
崇
拝
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
自
分
の
目
を
さ
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
春
琴
と
同
じ
位
置
に
な
り
、
春
琴
を
操
る
存
在
に
な
る
。
谷
崎
は
、

女
「
性
美
を
描
き
な
が
ら
、
そ
の
女
性
美
を
操
る
の
は
男
性
で
あ
る
と
し
て
描
い

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
文
章
か
ら
も
分
か
る
。

師
匠
の
仕
事
を
譲
り
受
け
て
痩
腕
な
が
ら
一
家
の
生
計
を
支
え
て
行
っ

た
佐
助
は
何
故
正
式
に
彼
女
と
結
婚
し
な
か
っ
た
の
か
春
琴
の
自
尊
心

が
今
も
そ
れ
を
拒
ん
だ
の
で
あ
ら
う
乎
て
る
女
が
佐
助
自
身
の
口
か
ら

聞
い
た
話
に
春
琴
の
方
は
大
分
気
が
折
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
が
佐
助

は
さ
う
云
ふ
春
琴
を
見
る
の
が
悲
し
か
っ
た
、
哀
れ
な
女
気
の
毒
な
女

と
し
て
の
春
琴
を
考
へ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
云
ふ
月
寒
め
し
ひ

の
佐
助
は
現
実
に
眼
を
閉
じ
永
劫
不
変
の
観
念
境
へ
飛
躍
し
た
の
で
あ

る
（
中
略
）
彼
は
何
処
ま
で
も
過
去
の
驕
慢
な
春
琴
を
考
へ
る
さ
う
で

な
け
れ
ば
今
も
彼
が
見
て
い
る
と
こ
ろ
の
美
貌
の
春
琴
が
破
壊
さ
れ
る

さ
れ
ば
結
婚
を
欲
し
か
っ
た
理
由
は
春
蝉
よ
り
も
佐
助
の
方
に
あ
っ
た

と
思
は
れ
る
、
佐
助
は
現
実
の
春
琴
を
以
て
観
念
の
春
郊
を
呼
び
起
こ

す
媒
介
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
対
等
の
関
係
に
な
る
こ
と
を
避
け
て
主

従
の
礼
儀
を
守
っ
た
の
も
な
ら
ず
前
よ
り
も
一
層
己
れ
を
卑
下
し
奉
公

の
誠
を
尽
く
し
て
少
し
で
も
早
く
春
琴
が
不
幸
を
忘
れ
去
り
昔
の
自
信

を
取
り
戻
す
や
う
に
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

此
の
世
が
極
楽
浄
土
に
で
も
な
っ
た
や
う
に
思
は
れ
お
師
匠
様
と
唯
二

人
生
き
な
が
ら
蓮
の
台
の
上
に
住
ん
で
い
る
や
う
な
心
地
が
し
た
、
そ

れ
と
云
ふ
の
が
眼
が
潰
れ
る
と
眼
あ
き
の
時
に
見
え
な
か
っ
た
い
ろ
い

一9一



う
も
の
が
見
え
て
く
る
お
師
匠
さ
ま
の
お
顔
な
ぞ
も
そ
の
美
し
さ
が
沁

み
々
と
見
え
て
き
た
の
は
目
し
ひ
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
そ
の
外
手
の

足
の
柔
ら
か
さ
肌
の
つ
や
つ
や
し
さ
お
声
の
奇
麗
さ
も
ほ
ん
た
う
に
よ

く
分
か
る
や
う
に
な
り
眼
あ
き
の
時
分
に
こ
ん
な
に
迄
と
感
じ
な
か
っ

た
の
が
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
「
永
遠
不
変
の
女
人
像
」
を
作
り
、
そ
の
中
で
女
性
を
操
っ
て
い
る

と
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
男
性
が
女
性
の
中
に
あ
る
魔
的
な
も

の
を
開
花
さ
せ
て
、
変
貌
し
た
女
性
の
肉
体
を
感
覚
的
に
追
求
、
所
有
し
、
征

服
す
る
と
い
う
点
で
谷
崎
の
性
愛
の
主
体
は
、
男
性
で
あ
り
、
よ
り
深
い
性
の

体
験
を
し
う
る
者
も
や
は
り
男
性
の
方
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
男
性
に
よ

っ
て
永
遠
な
る
「
春
琴
像
」
が
作
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

・
②
「
表
情
と
目
」
へ
の
執
着

　
「
春
意
抄
」
で
谷
崎
は
、
春
琴
を
通
し
て
「
表
情
」
　
「
盲
目
の
目
」
が
美
し

い
女
性
を
描
い
て
い
る
。

「
刺
青
」
の
娘
の
美
は
、
　
「
足
」
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
　
「
春
琴
抄
」

の
春
琴
は
足
よ
り
顔
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
描
か
れ
て
い
る
。
谷
崎
は
、
春
琴
の

顔
の
描
写
の
中
で
、
特
に
目
を
中
心
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
　
「
刺
青
」
の
美

の
中
心
が
「
表
情
」
よ
り
は
「
真
つ
白
な
足
」
に
あ
っ
た
の
と
好
対
象
を
な
す
。

下
に
例
を
示
す
よ
う
に
、
春
琴
は
「
表
情
」
、
特
に
瞑
目
沈
思
す
る
盲
人
特
有

の
美
し
い
目
に
特
徴
が
あ
る
。

「
一
つ
に
は
仏
菩
薩
の
眼
、
慈
眼
視
衆
生
と
い
ふ
慈
眼
な
る
も
の
は
半
眼

に
閉
じ
た
眼
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
見
馴
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
開
い
た

眼
よ
り
も
閉
じ
た
眼
の
方
に
慈
悲
や
有
り
難
み
を
覚
え
或
る
場
合
に
は

畏
れ
を
抱
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

「
さ
れ
ば
春
琴
女
の
閉
じ
た
眼
瞼
に
も
そ
れ
が
取
り
分
け
優
し
い
女
人

で
あ
る
せ
い
か
古
い
給
像
の
観
世
音
を
拝
ん
だ
や
う
な
ほ
の
か
な

慈
悲
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
こ
で
は
、
ま
た
〈
盲
目
〉
と
い
う
素
材
に
、
作
者
の
美
意
識
の
志
向
性
が
故

意
か
偶
然
か
重
．
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
〈
盲
目
〉
と

い
う
も
の
に
は
谷
崎
文
芸
の
本
質
的
な
美
的
内
包
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
〈
盲
目
〉
は
美
の
内
在
化
で
あ
る
と
み
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
電
猫
は
、
盲
目
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
女
の
顔
の
描

写
を
把
握
し
て
み
る
と
と
て
も
美
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

彼
女
の
生
ま
れ
つ
き
の
容
貌
が
「
端
麗
に
し
て
高
雅
」
で
あ
っ
た
こ
と

は
い
ろ
い
ろ
な
事
実
か
ら
立
証
さ
れ
る
。
当
時
は
婦
人
の
身
長
が
一
体

に
低
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
彼
女
も
身
の
丈
が
五
尺
に
充
た
ず
顔
や
手

足
の
道
具
が
非
常
に
小
作
り
で
繊
細
を
極
め
て
い
た
と
い
う
。
今
日
伝

は
つ
て
い
る
春
琴
女
が
三
十
七
歳
の
時
の
写
真
と
い
う
も
の
を
見
る
の

に
、
輪
郭
の
整
っ
た
瓜
実
顔
に
、
一
つ
一
つ
可
愛
い
指
で
摘
ま
み
上
げ

た
よ
う
な
小
柄
な
今
に
も
消
え
て
な
く
な
り
そ
う
な
柔
ら
か
な
目
鼻
が

つ
い
て
い
る
。

　
こ
の
文
章
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
　
「
春
雲
抄
」
の
中
で
は
、
足
よ
り
顔
を

中
心
に
描
写
し
て
い
る
点
で
「
刺
青
」
と
は
違
う
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
「
刺

青
」
が
、
女
の
知
的
な
面
よ
り
は
単
な
る
「
肉
体
美
」
だ
け
描
い
て
い
た
の
に

対
し
て
、
　
「
奉
琴
抄
」
で
は
、
幼
い
時
か
ら
知
的
な
女
と
し
て
春
琴
を
設
定
し

て
い
る
。

四
歳
の
頃
よ
り
舞
を
習
ひ
け
る
に
挙
措
進
退
の
法
自
ら
備
は
り
て
さ
す

手
ひ
く
手
の
優
艶
な
る
こ
妓
も
及
ば
ぬ
程
な
り
け
れ
ば
、
師
も
し
ば
し
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ば
舌
を
巻
き
て
、
あ
は
れ
此
の
児
、
此
の
材
と
質
と
を
以
て
せ
ば
天
下

の
嬌
名
を
謳
は
れ
ん
こ
と
期
し
て
待
つ
べ
き
に
、
良
家
の
子
女
に
生
ま

れ
た
る
は
幸
と
や
云
は
ん
不
幸
と
や
云
は
ん
と
眩
き
し
と
か
や
。

　
谷
崎
は
「
春
琴
抄
」
の
中
で
は
、
　
「
肉
体
美
」
だ
け
で
は
な
く
、
知
的
な
面

ま
で
描
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
で
は
、
　
「
春
琴
抄
」
の
中
で
特
徴
的
な
女
人
像
の
描
写
を
引
用
し
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

　
　
「
端
麗
、
高
雅
な
外
貌
で
あ
る
。
」

　
　
「
背
、
手
足
が
小
さ
く
、
繊
細
な
女
人
で
あ
る
。
」

　
　
「
か
わ
い
い
女
人
で
あ
る
。
」

　
　
「
輪
郭
の
整
っ
た
瓜
実
顔
に
、
　
一
つ
「
つ
可
愛
い
指
で
摘
み
上
げ
た
や
う

　
　
　
な
小
柄
な
今
に
も
消
え
て
な
く
な
り
さ
う
な
柔
ら
か
な
目
鼻
が
つ
い
て

　
　
　
い
る
。
」

　
　
二
つ
に
は
仏
菩
薩
の
眼
、
慈
眼
視
衆
生
と
い
ふ
慈
眼
な
る
も
の
は
半
眼

　
　
　
に
閉
じ
た
眼
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
見
馴
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
開
い
た

　
　
　
眼
よ
り
も
閉
じ
た
眼
の
方
に
慈
悲
や
有
り
拝
み
を
覚
え
判
る
場
合
に
は

　
　
　
畏
れ
を
抱
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

　
　
「
瞑
目
沈
思
す
る
盲
人
特
有
の
う
つ
く
し
い
目
を
持
っ
て
い
る
。
」

外
見
か
ら
み
れ
ば
、
春
琴
の
美
貌
は
と
て
も
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
「
足
」

に
つ
い
て
の
部
分
は
、
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
唯
［
佐
助
が
春
琴
の
足
を
揉
む

と
い
う
場
面
だ
け
で
あ
る
。
　
「
妻
琴
抄
」
の
中
で
は
、
　
「
顔
」
を
中
心
に
描
か

れ
て
い
る
。

　
谷
崎
の
描
く
女
人
像
の
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
に
、
金
東
仁
は
土
ハ
聴
し
、
　
「
狂

直
言
」
に
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。

　
谷
崎
の
美
し
い
女
に
対
す
る
趣
向
は
、
初
期
の
西
洋
好
み
か
ら
後
期
の
東
洋

の
伝
統
的
美
人
に
変
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
結
局
そ
の
理
想
像
は
、
「
刺
青
」

の
娘
に
も
春
琴
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
男
を
残
酷

な
足
で
踏
み
つ
け
る
驕
慢
で
美
し
い
女
人
像
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
谷
崎
の
「
悪
魔
的
」
女
人
像
へ
の
傾
斜
と
逆
行
す
る
か
の
よ
う
に
、

金
東
仁
は
「
春
琴
抄
」
受
容
の
際
、
女
人
像
か
ら
悪
魔
的
な
も
の
を
排
除
し
て
、

「
狂
壼
師
」
で
の
女
人
像
を
造
形
し
て
い
る
。

結
論

　
以
上
の
よ
う
に
金
東
仁
の
女
人
像
と
谷
崎
の
女
人
像
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、

相
違
点
と
共
通
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
金
東
仁
に
お
い
て
谷
崎
の
影
響
が
明

ら
か
な
の
は
ま
ず
、
人
物
の
設
定
で
あ
る
。
　
「
狂
適
意
」
の
男
性
主
人
公
は
、

画
家
で
あ
り
、
　
「
刺
青
」
の
男
性
主
人
公
は
画
家
か
ら
身
を
落
と
し
た
刺
青
師

で
あ
る
。
ま
た
「
狂
蓋
師
」
の
女
性
主
人
公
も
「
表
情
」
と
「
目
」
が
美
し
い

盲
目
の
娘
で
あ
り
、
　
「
春
琴
抄
」
の
女
性
主
人
公
は
同
様
に
、
表
情
と
閉
じ
ら

れ
た
目
が
美
し
い
盲
目
の
人
で
あ
っ
た
。
女
性
美
の
描
写
と
人
物
の
設
定
を
み

れ
ば
、
金
東
仁
に
お
け
る
谷
崎
か
ら
の
影
響
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
金
東
仁
は
、
初
期
に
は
当
時
の
現
実
を
反
映
す
る
よ
う
な
女
性
を
描
い
た
が
、

谷
崎
の
「
春
琴
抄
」
を
読
ん
だ
の
を
境
に
し
て
女
性
美
の
描
き
方
が
変
わ
り
、

俗
世
間
離
れ
し
た
絶
対
美
の
女
性
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　
プ
ロ
ッ
ト
の
上
か
ら
い
え
ば
、
望
ん
だ
女
性
美
を
描
く
た
め
に
、
率
居
（
「
狂

書
師
」
）
は
娘
に
竜
宮
の
話
を
聞
か
せ
、
悦
惚
と
憧
憬
に
満
ち
た
娘
の
表
情
を

描
く
。
清
吉
（
「
刺
青
」
）
は
、
　
「
末
喜
」
の
給
を
娘
に
見
せ
て
、
悪
魔
的
女

性
に
脱
皮
さ
せ
よ
う
と
図
っ
て
い
る
。
女
性
美
を
顕
現
さ
せ
る
手
法
に
つ
い
て

も
、
東
仁
は
谷
崎
の
プ
ロ
ッ
ト
に
な
ら
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
「
狂
豊
師
」
の
率
居
と
「
刺
青
」
の
清
吉
は
求
め
る
女
人
像
が
違
う
。
率
居

の
求
め
る
の
が
母
の
崇
高
な
愛
に
輝
く
美
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
　
「
刺
青
」
の

清
吉
と
「
春
夢
抄
」
の
佐
助
が
求
め
る
の
は
「
男
と
い
う
男
は
皆
肥
料
」
に
し

て
征
服
し
、
　
「
瞳
に
溢
れ
た
る
抑
え
難
き
誇
り
と
歓
び
の
色
」
の
よ
う
に
残
酷
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さ
を
持
っ
て
い
る
悪
魔
的
な
女
で
あ
る
。
谷
崎
は
、
　
「
強
者
」
と
し
て
の
女
人

像
を
求
め
、
そ
の
よ
う
な
女
性
を
描
い
た
。
し
か
し
、
金
東
仁
は
、
谷
崎
か
ら

「
強
者
」
と
し
て
の
女
、
悪
魔
的
女
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
金

東
仁
は
、
単
な
る
美
し
い
女
性
だ
け
描
い
た
。
彼
の
作
品
に
は
、
悪
魔
的
女
人

像
は
見
ら
れ
な
い
。

　
女
性
美
は
谷
崎
に
と
っ
て
は
、
崇
拝
の
対
象
で
あ
り
、
東
仁
に
と
っ
て
は
芸

術
的
完
成
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
共
通
性
が
な
い
。
清
吉
（
「
刺
青
」
）

は
「
女
性
美
」
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
己
の
魂
ま
で
犠
牲
に
し
、
佐
助
（
「
春

琴
抄
」
）
は
自
分
の
目
を
自
ら
刺
す
と
い
う
こ
と
で
、
悦
惚
と
至
福
の
境
地
に

進
ん
で
い
く
。
こ
れ
に
対
し
、
率
居
（
「
狂
壼
師
」
）
は
絶
対
的
女
性
美
を
完

成
さ
せ
る
た
め
に
盲
目
の
娘
を
絞
殺
し
て
し
ま
う
。
　
「
唯
我
独
尊
」
の
傾
向
が

強
か
っ
た
東
仁
に
と
っ
て
、
女
性
を
崇
拝
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
芸
術
的
文
学
の
遺
産
を
欠
く
新
開
発
地
と
し
て
の
韓
国
文
学
の
伝
統

に
は
、
こ
の
点
に
技
術
上
の
未
熟
さ
が
あ
っ
た
と
み
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
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