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死
に
ゆ
く
女
の
美
し
さ

1
『
源
氏
物
語
』
が
創
造
す
る
新
た
な
世
界
－

小
池
　
美
貴

一

　

は

じ

め

に

「
死
」
　
と
い
う
人
生
に
お
け
る
大
き
な
局
面
を
ど
う
措
く
か
－

こ
の
間
題
は
古
典
文
学
の
世
界
で
も
常
に
問
わ
れ
て
き
た
ひ
と
つ

の
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
死
の
措
写
は
、
古
く
『
古
事
記
』
に
始
ま

り
、
『
竹
取
物
語
』
な
ど
の
物
語
世
界
や
『
万
葉
集
』
と
い
っ
た
歌

の
世
界
な
ど
、
数
多
く
の
作
品
で
扱
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
作

品
に
お
け
る
死
の
括
写
に
つ
い
て
伊
原
昭
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。こ

れ
は
、
死
そ
の
も
の
の
姿
、
死
の
様
相
を
あ
か
ら
さ
ま
に

措
写
し
て
み
せ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
多
く
は
、
適
さ

れ
た
人
々
の
、
死
者
へ
の
追
慕
、
哀
惜
、
そ
の
切
々
と
し
た

悲
傷
の
情
の
高
ま
り
が
お
の
ず
か
ら
多
く
の
人
々
の
心
を
ゆ

り
動
か
し
、
共
感
を
よ
び
お
こ
す
文
芸
と
し
て
形
象
さ
れ
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
文
芸
に
お
い
て
は
、
死
は
、

そ
う
し
た
事
実
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
の
み
を
述
べ
た
り
、

あ
る
い
は
、
た
だ
暗
示
す
る
に
と
ど
め
た
り
、
ま
た
象
徴
的

に
示
し
た
り
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
作
中
人
物
の
死
の

場
面
を
捉
え
、
そ
の
形
状
を
具
体
的
に
写
し
出
す
こ
と
は
殆

ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
素
朴
な

作
品
の
、
生
者
の
美
に
対
し
て
の
醜
悪
さ
を
示
す
も
の
で
し

か
な
く
、
文
芸
的
形
象
に
は
、
死
者
の
様
相
を
つ
ぶ
さ
に
写

す
こ
と
は
必
要
と
し
て
い
な
い
。
1

伊
原
氏
は
、
『
万
葉
集
』
の
　
「
挽
歌
」
　
に
見
ら
れ
る
「
命
絶
え
ぬ

れ
」
「
死
に
き
」
と
い
っ
た
死
の
事
実
を
示
す
表
現
や
「
水
底
に
沈

没
み
き
」
　
の
よ
う
に
自
然
現
象
に
託
し
て
措
か
れ
た
抽
象
的
な
死

の
表
現
、
勅
撰
集
の
「
哀
傷
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
死
へ
の
追
悼
、

哀
惜
の
表
現
な
ど
の
具
体
的
描
写
を
取
り
上
げ
、
い
ず
れ
も
死
が

l
　
つ
の
出
来
事
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
掃
し
て
い
る
。
ま

た
、
死
者
の
姿
そ
の
も
の
に
視
点
が
置
か
れ
た
括
写
は
、
『
古
事
記
』

の
伊
邪
那
岐
命
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
醜
さ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
死
は
、
事
実
と
し
て
、
あ
る
い
は
醜
悪
を

持
っ
た
忌
む
べ
き
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
悲
し
み
の
対
象
物
と
し

て
用
い
ら
れ
て
お
っ
、
物
語
の
主
題
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
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分
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
約
三
十
人
の
人
々
が
死
を
迎
え
、

そ
の
う
ち
、
符
に
女
性
の
死
に
お
い
て
、
死
に
至
る
理
由
や
そ
の

様
子
、
死
の
間
際
や
死
後
の
姿
、
適
さ
れ
た
人
々
の
哀
惜
と
い
っ

た
　
「
死
の
場
面
」
　
の
描
写
が
非
常
に
詳
細
に
措
か
れ
て
い
る
。
ま

た
、
そ
れ
ら
は
醜
く
恐
ろ
し
い
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ

の
出
来
事
と
し
て
扱
わ
れ
た
他
の
作
品
と
は
異
な
り
、
異
様
と
も

l
亨
見
る
美
し
さ
を
も
っ
て
播
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
派
氏
物
語
』

の
　
「
死
」
　
は
〝
ど
の
よ
う
に
″
美
し
く
措
か
れ
て
い
る
の
か
。
そ

し
て
〝
な
ぜ
″
詳
細
か
つ
美
的
に
措
か
れ
た
の
か
。

本
稿
で
は
、
物
語
に
お
い
て
中
心
人
物
の
役
割
を
担
う
光
源
氏

に
配
さ
れ
た
女
性
た
ち
の
死
に
着
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
の
「
死

の
場
面
」
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
『
派
氏
物
語
』
に

お
い
て
、
女
性
の
死
が
持
つ
意
味
や
役
割
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

二
　
『
源
氏
物
語
』
　
の
女
性
た
ち
の
　
「
死
」

光
源
氏
に
配
さ
れ
た
女
性
と
し
て
、
紫
の
上
、
夕
顔
、
其
の
上
、

藤
壷
、
六
条
御
息
所
の
五
人
を
挙
げ
、
彼
女
た
ち
の
「
死
の
場
面
」

が
ど
の
よ
う
に
措
か
れ
て
い
る
の
か
、
本
文
の
記
述
を
追
い
な
が

ら
考
察
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
死
を
迎
え
る
女
性
に
対
す
る
評
価

や
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
を
対
象

と
し
た
形
容
詞
と
形
容
動
詞
　
（
本
研
究
で
は
、
以
下
「
形
容
語
」

と
す
る
）
　
に
着
目
す
る
。
形
容
語
を
含
む
全
て
の
用
例
を
風
上
に

載
せ
る
の
は
紙
幅
の
関
係
上
困
難
で
あ
る
た
め
、
特
徴
の
明
瞭
な

用
例
を
取
り
上
げ
て
考
療
し
た
い
。

紫
の
上
の
　
「
死
の
場
面
」
　
は
、
大
き
く
以
下
の
四
つ
の
場
面
に

区
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
2

i
　
病
気
が
ち
の
日
々

‥
n
　
衰
弱

…
m
　
死
去

．
Ⅳ
　
死
後

1
に
お
け
る
描
写
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

①
「
年
月
重
な
れ
ば
、
た
の
も
し
げ
な
く
、
い
と
ゞ
封
山
村
が
．
呵
な

り
ま
さ
り
給
へ
る
を
」
　
3

②
「
か
く
い
と
習
明
朝
剖
ざ
ま
に
な
や
み
あ
つ
い
給
へ
ば
、

い
と
心
．
q
忍
．
u
．
剖
御
あ
り
さ
ま
を
」

（
い
ず
れ
も
御
法
）

こ
れ
ら
の
措
写
で
は
、
「
た
の
も
し
げ
な
し
」
　
「
あ
え
か
な
り
」

「
心
ぐ
る
し
」
　
と
い
っ
た
形
容
語
を
用
い
て
、
紫
の
上
の
体
調
が

芳
し
く
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
直
接
死
に
結
び

つ
い
て
い
く
誼
以
降
の
場
面
で
は
、
次
の
よ
う
な
描
写
も
見
ら
れ

る。
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④
　
「
ま
づ
か
き
く
ら
し
、
あ
た
ら
し
う
か
な
し
き
御
あ
り
さ
ま
と

見
た
て
ま
つ
る
」

⑤
「
涙
ぐ
み
給
へ
る
御
顔
の
に
は
ひ
、
い
み
じ
う
封
刈
り
周
到
引
」

⑥
「
こ
よ
な
う
痩
せ
細
り
給
へ
れ
ど
、
か
く
て
こ
そ
封
．
¶
．
出
．
旬
刊

割
り
劃
「
こ
と
の
限
り
な
さ
も
ま
さ
り
て
捌
．
ヨ
叫
利
別
「
け
れ

と
、
来
し
方
あ
ま
り
に
ほ
ひ
多
く
、
あ
ざ
く
と
お
は
せ
し
盛
り

は
、
中
く
こ
の
世
の
花
の
か
ほ
り
に
も
よ
そ
へ
ら
れ
給
ひ
し
を
、

限
り
も
な
く
ら
う
た
げ
に
を
が
し
げ
な
る
御
さ
ま
に
て
、
い
と

か
り
そ
め
に
思
ひ
給
へ
る
け
し
き
、
似
る
物
な
く
心
．
引
．
矧
．
U
．
引
、

す
ゞ
ろ
に
も
の
が
な
し
」

⑦
「
こ
の
御
前
に
て
は
、
こ
よ
な
く
御
心
も
笥
u
「
呵
な
め
り

かし」

⑧
「
聞
こ
え
か
は
し
給
ふ
御
か
た
ち
ど
も
、
封
引
封
．
闇
．
り
く
、
見

る
か
ひ
あ
る
に
つ
け
て
も
」

（
い
ず
れ
も
御
汝
）

④
⑤
は
場
面
正
、
⑤
～
⑧
は
場
面
…
皿
と
、
い
ず
れ
も
死
の
間
際

に
お
け
る
紫
の
上
に
対
す
る
描
写
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
例
と
は

異
な
り
、
死
の
場
面
に
不
釣
り
合
い
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
肯
定

的
形
容
語
が
多
数
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
次
に
挙
げ
る
夕
顔
、
葵
の
上
の
括
写
に

も
見
ら
れ
る
。

●
夕
顔

①
「
い
と
封
．
日
刊
が
d
こ
l
て
、
包
里
判
嘩
真
相
叫
引
」
」

②
「
封
刻
．
ろ
l
U
．
引
潮
．
朝
頑
固
＝
苛
、
い
と
引
引
出
珊
瑚
司
さ
ま
し

て
、
ま
だ
い
さ
ゝ
か
変
は
り
た
る
と
こ
ろ
な
し
」

③
1
い
と
お
そ
ろ
し
と
息
ひ
た
り
し
さ
ま
の
面
影
に
引
引
出
．
引
お

ぼ
し
出
で
ら
る
れ
ば
」

（
い
ず
れ
も
夕
顔
）

①
は
夕
顔
が
死
を
迎
え
た
場
面
、
②
は
葬
送
の
場
面
、
③
は
光

源
氏
に
よ
る
回
想
の
場
面
に
お
け
る
描
写
で
あ
る
。
「
ら
う
た
し
」

あ
る
い
は
　
「
ら
う
た
げ
な
り
」
　
と
い
う
形
容
語
が
多
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

●
其
の
上

①
　
「
御
几
帳
の
椎
子
引
き
上
げ
て
見
た
て
ま
つ
り
給
へ
ば
、
い
と

を
カ
し
け
に
て
」

②
　
「
ま
し
て
を
し
う
か
な
し
う
お
ぼ
す
、
こ
と
わ
り
な
り
」

③
「
白
き
御
衣
に
色
あ
ひ
い
と
周
到
や
列
国
て
」

④
「
か
う
て
こ
そ
引
到
封
叫
圃
」
甲
な
ま
め
き
た
る
方
添
ひ
て
封
加
．
叫

が
．
引
．
け
れ
と
見
ゆ
」

⑤
　
「
い
と
封
．
刑
U
．
明
剖
引
入
の
、
い
た
う
よ
わ
り
損
は
れ
て
、
あ

る
か
な
き
か
の
け
し
き
に
て
臥
し
給
へ
る
さ
ま
、
い
と
引
引
剖

げ
に
心
ぐ
る
し
げ
な
別
」
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⑤
「
御
髪
の
乱
れ
た
る
筋
も
な
く
、
は
ら
く
と
か
～
れ
る
枕
の
ほ

ど
、
封
机
村
村
判
ま
で
見
ゆ
れ
ば
」

（
い
ず
れ
も
葵
）

①
～
⑥
は
、
其
の
上
に
六
条
御
息
所
の
物
の
怪
が
取
り
憑
く
場

面
、
⑤
⑤
は
産
後
の
場
面
に
お
け
る
描
写
で
あ
る
。
「
を
か
し
げ
な

り
」
　
「
は
な
や
か
な
り
」
　
「
あ
り
が
た
し
」
　
な
ど
、
様
々
な
肯
定
的

形
容
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

五
人
の
女
性
に
用
い
ら
れ
て
い
る
形
容
語
を
整
理
し
た
も
の

が
　
（
表
l
）
　
で
あ
る
。
の
べ
五
十
語
も
の
形
容
語
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
五
十
語
の
う
ち
　
「
あ
は
れ
な
り
」
、

「
ら
う
た
げ
な
り
」
、
「
を
か
し
げ
な
り
」
　
の
形
容
語
は
複
数
の
女

性
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
五
人
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
形
容
語
は
一
つ
も
な
い
。
さ
ら
に
、
五
人
の
う
ち
一
人
に
し
か

用
い
ら
れ
て
い
な
い
形
容
語
は
四
十
語
も
存
在
す
る
。
よ
っ
て
、

「
死
の
場
面
」
　
は
多
種
多
様
な
形
容
語
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
形
容
語
を
分
類
す
る
と
、
次

の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
着
目
す
べ
き
は
〝
類
義
関
係
に
あ
る
形
容
語
″
　
で
あ
る
。

「
死
の
場
面
」
　
を
彩
る
形
容
語
の
中
に
は
、
類
似
し
た
意
味
を
持

つ
形
容
語
が
多
く
見
ら
れ
、
例
え
ば
　
「
あ
て
な
り
」
　
と
　
「
や
む
ご

と
な
し
」
　
は
、
い
ず
れ
も
高
貴
さ
を
表
す
形
容
語
で
あ
る
が
、
前

者
は
紫
の
上
、
後
者
は
葵
の
上
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
異
な
る
人
物
に
対
し
て
似
通
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
形
容
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
、
他
に
も
優
美
な
さ
ま
を
表
現
す
る
「
艶

な
り
」
　
と
　
「
な
ま
め
か
し
」
　
や
、
弱
々
し
い
様
子
を
表
す
「
あ
え

か
な
り
」
　
と
　
「
よ
わ
げ
な
り
」
　
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾

向
か
ら
、
対
象
と
な
る
人
物
に
よ
っ
て
形
容
語
が
使
い
分
け
ら
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
形
容
語
に
着
目
す
る
と

「
う
つ
く
し
げ
な
り
」
、
「
艶
な
り
」
、
「
き
よ
ら
な
り
」
、
「
は
な
や

か
な
り
」
、
「
ら
う
た
し
」
、
「
あ
は
れ
な
り
」
　
な
ど
二
十
語
以
上
見

ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
容
語
が
持
つ
印
象
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

る
。
な
ぜ
、
作
者
は
　
「
死
の
場
面
」
　
に
お
い
て
、
多
く
の
形
容
語

を
使
い
分
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
光
源
氏
が
関
わ
り
を
持
っ
た
多
く

の
女
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
印
象
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
『
玉
掌
』
　
の
冒
頭
に
は
、
「
年
月
隔
た
り
ぬ
れ
ど
、
飽

か
ざ
り
し
夕
顔
を
露
忘
れ
給
は
ず
、
召
q

融
「
を
見
給
ひ
重
ぬ
る
に
つ
け
て
も
、
あ
ら
ま
し
か
ば
と
、
あ
は
れ

に
く
ち
を
し
く
の
み
お
ぼ
し
出
づ
」
と
あ
り
、
『
新
日
本
古
典
文
学

大
系
』
で
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
に
気
質
の
異
な
る
女
君
た
ち
の
あ
り
勾

引
」
を
　
（
源
氏
が
）
　
次
々
と
お
知
り
に
な
っ
た
に
つ
け
て
も
」
と
注

を
付
し
て
い
る
。
作
者
は
光
派
氏
の
思
い
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
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の
女
君
に
個
性
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
バ
　
こ
の
よ

う
な
意
図
は
以
下
の
よ
う
な
表
現
に
も
見
え
る
。

「
さ
ま
㌧
＼
な
る
人
の
あ
り
さ
ま
を
見
集
め
た
ま
ふ
ま
ゝ
に
」

「
多
く
は
あ
ら
ね
ど
、
人
の
あ
り
さ
ま
の
、
と
り
ぐ
に
く
ち
を
し

引
畑
封
引
．
叫
を
見
知
り
ゆ
く
ま
ゝ
に
」

（
い
ず
れ
も
若
菜
下
）

作
者
は
、
五
人
に
共
通
す
る
　
「
死
の
場
面
」
　
に
お
い
て
も
そ
れ

ぞ
れ
の
女
性
の
個
性
を
打
ち
出
し
た
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
考
え
方
が
亡
く
な
る
理
由
や
状
況
の
差
異
だ
け
で
な
く
、
用

い
ら
れ
る
形
容
語
の
多
様
さ
や
多
寡
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
ら
に
　
「
死
」
　
と
い
う
印
象
的
な
場
面
で
こ
の
違
い
を
強
調
し

た
こ
と
は
、
別
の
効
果
も
生
み
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
語
作

品
中
に
死
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
登
場
人
物
へ

の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
程
度
固
定
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「
死
の
場
面
」
　
で
用
い
ら
れ
て
い
る
形
容
語
の
中
で
、
特
定
の
人

物
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
や
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る

も
の
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
は
、
作
者
が
思
い
描
く
そ
の
女
性
の
イ
メ

ー
ジ
そ
の
も
の
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

ぅ
か
。
「
死
」
と
い
う
、
そ
の
人
物
の
終
焉
に
付
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
君
の
人
生
を
共
に
歩
み
な
が
ら
読
み
を
進
め

て
き
た
読
者
に
と
つ
て
の
最
後
の
印
象
と
な
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ

が
死
後
大
き
く
葎
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
死
後
に
回
想
さ

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
既
読
の
物
語
中
に
あ
る

イ
メ
ー
ジ
と
道
を
違
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
女
性
た
ち
に
用
い
ら
れ
た
形
容
語
の

使
用
傾
向
か
ら
、
そ
の
造
型
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
描
き
出
し
て

い
る
。
夕
顔
に
用
い
て
い
る
「
あ
え
か
な
り
」
、
「
か
よ
わ
し
」
、
「
さ

さ
や
か
な
り
」
　
は
、
繊
細
で
か
弱
い
夕
顔
の
姿
を
印
象
づ
け
て
お

り
、
「
ら
う
た
し
」
、
「
ら
う
た
げ
な
り
」
が
ど
の
女
性
よ
り
も
多
く

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
美
し
き
よ
り
も
可
愛
ら
し
さ
が
強
調

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
其
の
上
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い

る
「
艶
な
り
」
、
「
や
む
ご
と
な
し
」
、
「
は
な
や
か
な
り
」
か
ら
は
、

彼
女
の
優
美
で
高
貴
な
イ
メ
ー
ジ
が
効
果
的
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

紫
の
上
に
関
し
て
は
　
「
き
よ
ら
な
り
」
、
「
け
う
ら
な
り
」
、
「
う
つ

く
し
げ
な
り
」
、
「
め
で
た
L
L
　
と
美
し
さ
を
表
す
形
容
語
が
並
べ

ら
れ
、
さ
ら
に
　
「
限
り
な
し
」
、
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
　
と
そ
の
美
し
さ

が
誰
よ
り
も
勝
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
藤
壷

は
、
死
の
場
面
に
お
い
て
な
お
　
「
か
し
こ
し
」
　
と
そ
の
優
れ
た
才

能
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
失
う
こ
と
が
「
惜
し
」
あ
る
い
は
「
あ

た
ら
し
」
　
と
言
わ
れ
る
人
物
な
の
だ
と
位
置
づ
け
る
。
六
条
御
息

所
も
　
「
み
や
び
か
な
り
」
　
と
光
源
氏
の
心
を
つ
か
む
風
流
さ
が
死

の
場
面
で
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
　
の
女
性
た
ち
は
美
人
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
が
多
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い
が
、
そ
の
美
し
さ
や
魅
力
は
一
通
り
の
も
の
で
は
な
く
、
中
で

も
　
「
死
」
　
と
い
う
場
面
を
飾
る
た
め
に
選
ば
れ
た
こ
れ
ら
の
イ
メ

ー
ジ
は
、
そ
の
人
物
像
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
要
素
と
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
な
ぜ
死
は
美
し
く
措
か
れ
る
の
か

前
述
し
て
き
た
通
り
、
女
性
た
ち
の
死
は
多
く
の
肯
定
的
形
容

語
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
夕
顔
、
葵
の
上
、
紫
の
上

の
三
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
う
し
た
効
果
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
彼
女
た

ち
が
生
前
ど
の
よ
う
な
形
容
語
を
用
い
て
描
写
さ
れ
て
い
る
か
を

整
理
し
、
死
の
場
面
に
至
っ
て
も
肯
定
的
形
容
語
が
多
く
用
い
ら

れ
て
い
る
意
味
の
解
明
を
試
み
る
。

◆
夕
顔

夕
顔
は
『
帯
木
』
巻
中
で
間
接
的
に
登
場
す
る
も
の
の
、
具
体

的
に
そ
の
姿
が
措
か
れ
る
の
は
『
夕
顔
』
巻
の
み
で
あ
る
こ
と
や
、

源
氏
が
夕
顔
の
姿
を
初
め
て
見
た
場
面
及
び
関
係
を
深
め
て
い
く

過
程
が
　
「
こ
の
ほ
ど
の
事
く
だ
く
し
け
れ
ば
、
例
の
源
ら
し
つ
」

（
夕
顔
）
　
と
省
略
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
姿
に
つ
い
て

具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
部
分
は
多
く
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し

た
少
な
い
描
写
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
以
下
の
四
例
で

あ
る
。

①
「
か
た
ち
な
む
ほ
の
か
な
れ
ど
い
と
引
引
ね
研
国
停
べ
る
」

②
　
「
白
き
袷
、
蒋
色
の
な
よ
～
か
な
る
を
重
ね
て
、
は
な
や
か
な

ら
ぬ
、
姿
い
と
引
見
げ
〕
叫
剋
え
か
な
る
心
ち
し
て
、
そ
こ
と

取
り
立
て
て
す
ぐ
れ
た
る
事
も
な
け
れ
ど
、
細
詞
呵
た
を
く

と
し
て
、
物
う
ち
言
ひ
た
る
け
は
ひ
、
あ
な
心
ぐ
る
し
、
と
た
ゞ

い
と
引
う
l
ね
．
く
l
見
ゆ
」

③
　
「
よ
ろ
づ
の
嘆
き
忘
れ
て
す
こ
し
う
ち
と
け
ゆ
く
け
し
き
、
い

と
ら
う
た
し
」

④
「
さ
ら
は
こ
の
人
こ
そ
は
と
こ
と
に
ふ
れ
て
恩
へ
る
さ
ま
も
引

司

き

」

（
①
～
③
夕
顔
、
④
帯
木
）

①
は
光
派
氏
に
偵
察
を
命
ぜ
ら
れ
た
惟
光
の
視
点
か
ら
の
措

写
で
あ
り
、
そ
の
姿
形
に
つ
い
て
初
め
て
言
及
さ
れ
た
場
面
で
あ

る
。
惟
光
は
垣
間
見
で
彼
女
を
見
た
の
で
あ
っ
て
　
「
ら
う
た
げ
な

り
」
　
と
形
容
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
外
見
で
あ
ろ
う
。
②
は
光

漁
民
の
視
点
か
ら
の
括
写
で
あ
る
。
一
文
に
　
「
ら
う
た
げ
」
　
あ
る

い
は
　
「
ら
う
た
し
」
　
が
二
度
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
　
「
あ

え
か
」
　
あ
る
い
は
　
「
細
や
か
」
　
と
そ
の
華
賓
な
姿
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
③
は
、
な
に
が
し
の
院
に
移
り
、
少
し
ず
つ
打
ち
解
け
て

ゆ
く
夕
顔
の
姿
を
、
光
源
氏
の
目
線
か
ら
捉
え
た
描
写
で
あ
る
。
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こ
こ
で
も
　
「
ら
う
た
し
」
　
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
④
は
夕

顔
と
か
つ
て
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
頭
中
将
の
回
想
の
中
で
述
べ

ら
れ
た
夕
顔
の
姿
で
あ
り
、
頭
中
将
も
　
「
ら
う
た
げ
な
り
」
　
と
形

容
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

こ
れ
ら
の
描
写
に
は
す
べ
て
、
彼
女
の
　
「
死
の
場
面
」
　
に
用
い

ら
れ
た
肯
定
的
形
容
語
あ
る
い
は
そ
の
類
義
語
が
含
ま
れ
て
い
る
。

特
に
多
く
用
い
ら
れ
た
「
ら
う
た
し
」
「
ら
う
た
げ
な
り
」
の
語
は

例
示
し
た
よ
う
に
生
前
で
も
多
用
さ
れ
て
お
り
、
「
い
と
」
と
強
調

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

◆
葵
の
上

薬
の
上
に
つ
い
て
も
、
夕
顔
と
同
様
に
　
「
死
の
場
面
」
　
で
用
い

ら
れ
て
い
る
形
容
語
及
び
そ
の
類
義
語
が
含
ま
れ
て
い
る
場
面
に

着
目
し
て
み
る
と
、
以
下
の
六
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
　
「
い
と
劇
．
別
．
u
．
研
．
呵
か
し
づ
か
れ
た
る
人
と
は
見
ゆ
れ
ど
、
心

に
も
つ
か
ず
お
ぼ
え
給
ひ
て
」

②
　
「
人
の
け
は
ひ
も
け
ざ
や
か
に
け
た
か
く
、
乱
れ
た
る
所
ま
じ

ら
ず
、
猶
こ
れ
こ
そ
は
か
の
人
と
の
捨
て
が
た
く
取
り
出
で
し

ま
め
人
に
は
頼
ま
れ
ぬ
ぺ
け
れ
、
と
お
ぼ
す
も
の
か
ら
、
あ
ま

り

う

る

は

し

き

御
あ
り
さ
ま
の
と
け
が
た
く
団
．
詞
り
聞
出
．

恩
ひ
し
づ
ま
り
給
へ
る
を
」

③
　
「
う
ち
み
じ
ろ
き
給
ふ
事
も
か
た
く
、

う
る
は
し
う
て
も
の
し

給
へ
ば
」

④
「
し
り
目
に
見
お
こ
せ
給
へ
る
、
ま
み
い
と
ヨ

け
高
う
う
つ
く
u
研
創
司
御
か
た
ち
な
り
」

⑤
「
れ
い
の
、
う
る
は
し
う
よ
句
嘲
り
剖
御
さ
ま
に
て
、
心
引
．
つ
l

引
U
．
剖
御
け
し
き
嚇
感
．
勺
」

⑥
　
「
心
ぐ
る
し
き
さ
ま
の
御
心
ち
に
な
や
み
給
ひ
て
、
物
心
ぼ
そ

げ
に
お
ぼ
い
た
り
。
め
づ
ら
し
く
村
岡
叫
と
息
ひ
き
こ
え
給
ふ
」

（
①
桐
壷
、
②
帯
木
、
③
④
若
紫
、
⑤
紅
葉
賀
、
⑤
葵
）

①
は
、
初
め
て
光
派
氏
が
葵
の
上
を
形
容
し
た
場
面
で
あ
る
。

「
を
か
し
げ
」
　
で
あ
る
け
れ
ど
も
心
が
引
か
れ
な
い
と
い
う
そ
の

背
景
に
は
、
「
心
の
う
ち
に
は
た
ゞ
藤
壷
の
御
あ
り
さ
ま
を
た
ぐ
ひ

な
し
と
思
ひ
き
こ
え
て
」
（
夕
顔
）
と
藤
壷
へ
の
恋
情
が
あ
る
。
さ

ら
に
両
夜
の
品
定
め
を
経
て
、
光
源
氏
は
葵
の
上
に
つ
い
て
②
の

よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
「
か
の
人
と
」
す
な
わ
ち
共
に
品
定
め
を

し
た
人
々
も
捨
て
が
た
く
思
う
ま
め
人
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
一

方
、
「
と
け
が
た
し
」
と
光
源
氏
に
と
つ
て
は
打
ち
解
け
が
た
く
感

じ
る
其
の
上
の
内
面
が
措
か
れ
て
い
る
。
③
と
④
は
光
源
氏
が
、

自
身
の
病
が
治
っ
た
後
、
久
々
に
其
の
上
を
訪
れ
た
場
面
で
あ
る

が
、
変
わ
ら
ぬ
疎
遠
が
続
い
て
い
る
。
こ
こ
で
も
外
見
の
美
し
さ

や
気
位
の
高
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
⑤
も
光
源
氏
の
目
線
か
ら

の
描
写
で
あ
る
。
「
れ
い
の
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
〝
美
し

い
容
姿
″
と
″
打
ち
解
け
が
た
い
態
度
″
が
習
慣
化
し
た
も
の
で
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あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
⑥
は
葵
の
上
の
懐
妊
の
場
面
で
あ
る
。

「
心
ぐ
る
し
き
さ
ま
」
　
と
死
の
場
面
へ
と
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
光

源
氏
は
肯
定
的
な
捉
え
方
を
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
女
の
死
の
場
面
に
見
ら
れ
る
　
「
ら
う
た
げ
な

り
」
　
「
を
か
し
」
　
「
は
な
や
か
な
り
」
　
の
よ
う
な
主
に
外
見
を
肯
定

的
に
捉
え
た
形
容
語
は
、
生
前
に
も
「
を
か
し
げ
な
り
」
「
う
る
は

し
」
　
「
う
つ
く
し
げ
な
り
」
　
と
い
っ
た
形
容
語
と
し
て
表
れ
、
「
や

む
ご
と
な
し
」
「
あ
り
が
た
し
」
の
よ
う
な
内
面
を
肯
定
的
に
捉
え

た
形
容
語
は
、
「
気
高
L
L
と
同
じ
よ
う
に
肯
定
的
に
表
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
、
多
く
は
　
「
は
づ
か
し
げ
な
り
」
　
な
ど
、
そ
の
打
ち
解

け
が
た
さ
を
強
調
し
た
否
定
的
形
容
語
で
措
か
れ
て
い
る
。

◆
紫
の
上

紫
の
上
に
つ
い
て
も
、
夕
顔
や
葵
の
上
と
同
様
の
観
点
で
生
前

の
括
写
に
着
目
し
、
以
下
の
二
十
例
に
つ
い
て
考
秦
を
試
み
る
。

①
　
「
中
に
十
ば
か
り
や
あ
ら
む
と
見
え
て
、
白
き
衣
、
山
吹
な
ど

の
な
え
た
る
着
て
走
り
来
た
る
女
子
、
あ
ま
た
見
え
つ
る
子
ど

も
に
似
る
べ
う
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
く
生
い
先
見
え
て
引
．
勺
引

u
画
料
．
る
l
か
た
ち
な
り
」

②
「
つ
ら
つ
き
い
と
引
別
封
周
回
て
、
眉
の
わ
た
り
う
ち
け
ぶ
り
、

い
は
け
な
く
か
い
や
り
た
る
ひ
た
ひ
つ
き
、
髪
ざ
し
い
み
じ
う

う
つ
く
し
」

③
　
「
こ
ぼ
れ
か
ト
り
た
る
髪
つ
や
く
と
め
で
た
う
見
ゆ
」

④
　
「
封
嘲
叫
勾
引
人
を
見
つ
る
か
な
」

⑤
「
さ
て
も
、
い
と
引
づ
引
U
が
引
つ
る
児
か
な
」（

い
ず
れ
も
若
紫
）

こ
れ
ら
六
例
は
い
ず
れ
も
北
山
で
光
済
民
が
紫
の
上
を
垣
間

見
し
た
場
面
で
あ
り
、
紫
の
上
の
物
語
初
出
場
面
で
あ
る
。
衣
服

や
顔
つ
き
、
髪
な
ど
外
面
的
な
要
素
が
非
常
に
詳
細
か
つ
肯
定
的

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
　
「
う
つ
く
し
」
　
あ
る
い
は
　
「
う
つ
く

し
げ
な
り
」
　
を
用
い
る
場
面
が
多
く
、
簡
潔
に
そ
の
美
し
さ
が
叙

述
さ
れ
て
い
る
。

⑤
「
寄
り
お
は
し
た
る
御
声
、
い
と
引
到
判
り
」

⑦
「
な
よ
ら
か
な
る
御
衣
に
髪
は
つ
や
く
と
か
ゝ
り
て
、
未
の
ふ

さ
や
か
に
探
り
つ
け
ら
れ
た
る
、
い
と
う
つ
く
し
う
思
ひ
や
ら

る」
⑧
　
「
い
と

う
つ
く
し
き
御
肌
つ
き
も
そ
ゞ

ろ
寒
げ
に
お
ぼ
し
た
る

を
、
ら
ー
㌣
た
く
お
ぼ
え
て
」

（
い
ず
れ
も
若
紫
）

こ
れ
ら
三
例
は
、
光
源
氏
が
御
簾
越
し
あ
る
い
は
御
簾
の
内
に

入
っ
て
の
描
写
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
う
つ
く
し
」
　
の
対
象
は
髪
や

肌
の
質
感
や
声
と
、
先
の
垣
間
見
の
場
面
と
比
較
し
て
至
近
距
離

か
ら
確
認
で
き
る
外
面
的
要
素
へ
と
移
っ
て
い
る
。

⑨
「
御
か
た
ち
は
さ
し
離
れ
て
見
し
よ
り
も
割
出
．
引
．
呵
て
」
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⑲
　
「
何
心
な
く
う
ち
笑
み
な
ど
し
て
ゐ
給
へ
る
が
い
と
引
万
引
］

きに」

⑫
　
「
見
上
げ
給
へ
る
が
何
心
な
く
う
つ
く
し
げ
な
れ
ば
」

⑳
「
輩
と
り
給
へ
る
さ
ま
の
を
さ
な
げ
な
る
も
引
別
封
引
の
み
お

ぼ
ゆ
れ
ば
」

（
い
ず
れ
も
若
紫
）

こ
れ
ら
四
例
は
、
紫
の
上
を
光
源
氏
の
邸
に
迎
え
入
れ
た
後
の

描
写
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
外
見
の
美
し
さ
が
「
う
つ
く
し
」
、

「
き
よ
ら
な
り
」
、
「
ら
う
た
し
」
　
と
い
っ
た
形
容
語
を
用
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
の
外
見
の
美
し
き
は
そ
の
登
場
か
ら
膨
大

な
描
写
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑳
「
う
ち
な
が
め
て
も
の
し
給
ふ
け
し
き
、
い
み
じ
く
引
到
利
明

出
．
封
．
別
．
u
l
」

⑬
「
猶
可
q
叫
勾
引
こ
そ
は
と
見
給
ふ
、
封
引
射
出
執
事
な
り
か

し
。
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
け
高
う
は
づ
か
し
げ
に
と
～
の
ひ
た
る

に
添
ひ
て
、
は
な
や
か
に
い
封
習
1
、
に
ほ
ひ
な
ま
め
き

た
る
さ
ま
ぐ
の
か
を
り
も
と
り
あ
つ
め
、
ヨ
叫
剖
盛
り
に
見

え
給
ふ
」

⑲
「
こ
の
対
を
の
み
な
む
、
こ
れ
を
ぞ
封
．
い
．
引
か
．
珂
科
人
と
い
ふ

べ
か
り
け
る
」

⑬
　
「
紫
の
君
、
い
と
も
う
つ
く
し
き
片
生
ひ
に
て
」

⑭
「
何
心
も
な
く
て
も
の
し
給
ふ
さ
ま
、
い
み
じ
う
引
到
司
り
」

⑮
「
眉
の
け
ざ
や
か
に
な
り
た
る
も
、

う
つ
く
し
う
き
よ
ら
な
り
」

（
い
ず
れ
も
未
締
花
）

こ
れ
ら
は
未
摘
花
と
の
逢
瀬
の
後
、
光
派
氏
が
紫
の
上
と
絵
を

措
い
て
戯
れ
る
場
面
で
あ
る
。
⑬
で
二
片
生
ひ
」
　
と
そ
の
幼
さ
を

認
め
な
が
ら
、
う
つ
く
し
さ
が
際
立
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ

ま
で
は
若
き
紫
の
上
に
対
し
て
の
描
写
で
あ
る
が
、
晩
年
の
紫
の

上
に
対
し
て
も
次
の
よ
う
な
描
写
が
見
ら
れ
る
。

⑩
「
い
と
引
引
出
相
加
．
列
御
あ
り
さ
ま
を
、
い
と
ゞ
封
別
科
呵
U

と
息
ひ
き
こ
え
給
ふ
」

⑳
　
「
さ
す
が
に
心
う
つ
く
し
う
、
人
を
も
消
た
ず
、
身
を
も
や
む

ご
と
な
く
心
に
く
く
も
て
な
し
添
へ
給
へ
る
事
」

（
い
ず
れ
も
若
菜
上
）

晩
年
の
姿
も
幼
い
頃
と
同
様
に
　
「
ら
う
た
げ
」
　
等
の
形
容
語
を

用
い
て
そ
の
美
し
さ
が
措
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
幼
い

頃
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
内
面
的
な
評
価
も
増
え
、
よ
り
一
層
そ

の
評
価
は
高
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
用
例
の
検
討
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
傾
向
把
握

が
可
能
と
な
る
。
紫
の
上
の
死
の
場
面
で
見
ら
れ
る
肯
定
的
形
容

語
は
「
あ
て
な
り
」
　
の
高
貴
さ
、
「
お
ほ
ど
か
な
り
」
　
の
お
お
ら
か

さ
、
「
き
よ
ら
な
り
」
、
「
め
で
た
し
」
、
「
う
つ
く
し
げ
な
り
」
等
の

美
し
さ
、
「
限
り
な
し
」
、
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
等
の
比
窺
な
さ
の
四
つ

に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
が
、
幼
い
頃
か
ら
　
「
う
つ
く
し
」
、
「
ら
う
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た
し
」
、
「
き
よ
ら
な
り
」
　
な
ど
外
見
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
、
晩

年
に
近
づ
く
に
つ
れ
「
け
高
し
」
、
「
や
む
ご
と
な
し
」
、
「
お
い
ら

か
な
り
」
　
な
ど
と
い
っ
た
内
面
の
素
晴
ら
し
さ
が
付
随
さ
れ
て
ゆ

く
。
そ
う
し
て
　
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
、
「
あ
り
が
た
し
」
　
と
紫
の
上
の

評
価
は
最
高
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
生
前
と
死
の
場
面
そ
れ
ぞ
れ
に
用
い
ら
れ
て

い
る
形
容
語
を
比
較
す
る
と
、
死
の
場
面
が
特
に
美
し
く
措
か
れ

た
三
人
の
女
性
に
つ
い
て
は
、
生
前
と
死
の
場
面
で
同
質
の
肯
定

的
形
容
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
死
に

向
か
う
姿
あ
る
い
は
亡
骸
が
生
前
と
変
わ
ら
ぬ
・
美
し
さ
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
「
死
は
醜
悪
あ
る
い
は
悲
哀

の
対
象
で
あ
る
」
　
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
作
品
が
持
つ
死

の
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
は
同
時
に
、
彼
女
た
ち
が
持
つ
美
し
さ
を
強
く
読
者
に
印

象
付
け
る
。
夕
顔
に
は
　
「
い
さ
ゝ
か
変
は
り
た
る
と
こ
ろ
な
し
」

（
夕
顔
）
と
死
し
て
な
お
変
わ
ら
な
い
「
ら
う
た
げ
」
さ
が
あ
り
、

葵
の
上
に
は
生
前
と
変
わ
ら
ぬ
美
し
さ
に
加
え
て
、
打
ち
解
け
が

た
く
感
じ
て
い
た
高
貴
さ
が
物
の
怪
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
た
こ

と
に
よ
る
更
な
る
魅
力
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
光
源
氏
が
当
初
　
「
限

り
な
う
心
を
つ
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
う
似
た
て
ま
つ
れ
る

が
ま
も
ら
る
～
な
り
け
り
」
（
若
紫
）
と
、
そ
の
姿
を
藤
壷
に
重
ね

合
わ
せ
た
紫
の
上
の
死
に
は
、
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
と
他
に
並
ぶ
も
の

の
な
い
唯
l
　
の
美
し
さ
が
あ
っ
た
。

「
死
を
美
し
く
措
く
こ
と
」
　
は
、
生
時
に
膨
大
な
描
写
に
よ
っ

て
措
か
れ
た
美
し
さ
の
集
大
成
と
な
り
、
強
烈
な
美
の
イ
メ
ー
ジ

を
読
者
に
与
え
た
は
ず
で
あ
る
1
。
紫
の
上
や
葵
の
上
の
死
の
場
面

で
容
蔵
が
悪
く
な
る
に
つ
れ
て
肯
定
的
形
容
語
が
増
え
て
い
る
こ

と
も
、
こ
れ
と
同
様
の
効
果
を
生
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
本
来
な

ら
ば
、
容
態
が
悪
化
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
昔
し
げ
な
様
子
や
死

に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
へ
の
悲
し
み
が
括
写
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
そ
の
美
し
さ
が
増
し
て
い
く
よ
う
に
描
写
す
る
こ
と
で
、

そ
の
女
性
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

光
源
氏
に
配
さ
れ
た
女
性
の
う
ち
、
物
語
中
で
死
を
迎
え
た

「
夕
顔
」
、
「
紫
の
上
」
、
「
葵
の
上
」
、
「
藤
壷
」
、
「
六
条
御
息
所
」

の
死
の
場
面
に
用
い
ら
れ
た
形
容
語
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
彼
女

た
ち
の
死
が
非
常
に
多
く
の
形
容
語
を
用
い
て
丁
寧
に
括
写
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
描
き
方
は
一
様
で
は

な
く
、
用
い
ら
れ
る
形
容
語
や
設
定
さ
れ
る
場
面
の
種
類
や
数
な

ど
、
多
く
の
要
素
に
つ
い
て
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
判
明
し

た
。
こ
の
よ
う
に
死
を
措
き
分
け
る
こ
と
で
、
作
者
は
一
人
ひ
と
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り
の
女
性
に
個
性
を
持
た
せ
た
い
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
死
の
場
面
に
お
け
る
外
面
及
び
内

面
の
描
写
は
、
そ
の
女
性
が
読
み
手
に
訴
え
る
最
後
の
印
象
で
あ

り
、
肯
定
的
に
措
か
れ
た
死
は
、
そ
の
斬
新
な
手
法
に
対
す
る
驚

き
と
と
も
に
、
読
み
手
の
意
識
の
中
に
く
っ
き
り
と
印
象
づ
け
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
死
を
用
い
て
登
場
人
物
の
印
象

を
固
定
化
す
る
と
い
う
方
法
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
新
し
さ
で
あ
り
、

『
漁
民
物
語
』
特
有
の
方
牲
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
．

さ
ら
に
、
死
の
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
形
容
語
と
生
前
用
い

ら
れ
る
形
容
語
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
が
美
し
く
措
か

れ
る
女
性
の
姿
は
生
前
も
同
質
の
美
し
さ
を
持
っ
て
措
か
れ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
来
美
し
さ
が
央
わ
れ

て
ゆ
く
は
ず
の
死
を
美
し
く
措
く
こ
と
が
生
前
の
美
し
さ
を
強
調

し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
も
ま
た
『
源
氏
物
語
』
特
有
の
死
の

措
写
な
の
で
あ
る
。

物
語
中
で
そ
の
死
が
措
か
れ
ず
、
自
然
に
読
者
の
意
識
か
ら
消

え
て
ゆ
く
女
性
も
多
く
い
る
l
方
で
、
死
を
あ
え
て
取
り
上
げ
て

丁
寧
に
描
写
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
長
編

物
語
の
中
で
、
重
き
が
置
か
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
っ
た
。
死
の
場
面
に
着
目
し
た
物
語
が
措
か
れ
る
こ

と
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
以
前
の
古
典
文
学
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い

方
法
で
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
の
新
し
さ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
方
牡
は
　
「
死
を
措
く
こ
と
で
そ
の
存
在
を
強
調
す
る
」
　
と
い
う

明
確
な
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
成
果
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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岩
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。
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仮
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〇
〇
五
）

西
沢
正
史
・
上
原
作
和
『
人
物
で
読
む
渡
氏
物
語
　
藤
壷
の
官
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
）

平
林
優
子
『
源
氏
物
語
女
性
論
　
交
錯
す
る
女
た
ち
の
生
き
方
』

（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
）

益
田
勝
美
　
「
源
氏
物
語
の
愛
と
死
－
そ
の
距
離
に
つ
い
て
t
L

（
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
十
三
巻
六
号
・
拳
燈
社
・
一
九
六
八
）

童
伏
信
助
・
上
原
作
和
『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語
　
葵
の
上
・
空
蝉
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
）

室
伏
信
助
・
上
原
作
和
『
人
物
で
読
む
派
氏
物
語
　
末
挿
花
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
）

童
伏
信
助
・
上
原
作
和
『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語
　
女
三
の
宮
』
　
　
　
　
一

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
）
　
2
0

柳
芸
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
〒
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐
l
－

郎
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
渡
氏
物
語
二
～
四
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
～
一
九
九
七
）

柳
井
滋
・
童
伏
信
助
・
大
朝
雄
l
T
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐
一

郎
編
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源
氏
物
語
索
引
』（

岩
波
審
店
、
l
九
九
九
）

（
こ
い
け
　
み
き
）


