
芥
川
龍
之
介
と
西
洋
絵
画

ー
ー
内
容
と
形
式
を
巡
る
葛
藤
l
l

芥
川
龍
之
介
が
早
く
か
ら
西
洋
絵
画
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼

の
初
期
書
簡
集
に
お
け
る
様
々
な
画
家
へ
の
言
及
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
大
正
三
年
の
終
わ
り
か
ら
、
五
年

の
初
め
に
か
け
て
の
一
年
半
位
の
聞
に
、
ゴ
ッ
ホ
、
マ
テ
ィ
ス
、
ル
ノ

ア
l
ル
、
ビ
ア
ズ
レ

l
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、
レ
ン
プ
ラ
ン
ト
、
ゴ
ャ
、

コ
ン
ス
タ
ン
・
ギ
ュ
イ
、
ド
ロ
ク
ロ
ワ
と
い
っ
た
画
家
の
作
品
に
触
れ
、

そ
の
印
象
を
述
べ
た
り
、
ま
た
画
家
を
題
材
に
し
た
詩
な
ど
を
作
っ
て

い
る
。
そ
れ
ら
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

大
正
三
年
九
月
二
十
八
日
(
受
印
)
井
川
恭
宛

ヴ
イ
ン
チ
の
弟
子
を
想
定
し
た
詩
「
ミ
ラ
ノ
の
画
工
」

大
正
三
年
十
一
月
十
四
日
原
喜
一
郎
宛
ブ
レ
ー
ク
、
ピ
カ
ソ
、
マ

テ
ィ
ス
に
つ
い
て
の
言
及

大
正
三
年
十
一
月
三
十
日

大
正
四
年
四
月
十
四
日

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ

井
川
恭
宛
ゴ
ッ
ホ
に
つ
い
て
の
言
及

井
川
恭
宛
ル
ノ
ワ
ー
ル
、

ビ
ア
ズ
レ

l

千

息
切

巾
山
，

明

の
作
品
に
つ
い
て
の
印
象

大
正
四
年
五
月
二
日
山
本
喜
審
司
宛

大
正
四
年
九
月
十
九
日
井
上
恭
宛
詩
の
締
め
括
り
と
し
て
の
「
ウ

ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー
ク
の
銅
版
画
の
前
で
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ

大
正
四
年
九
月
二
十
日
井
上
恭
宛
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、
レ
ン
ブ

ラ
ン
ト
、
ゴ
ヤ
の
作
品
に
つ
い
て
の
印
象

大
正
五
年
三
月
二
十
四
日
井
上
恭
宛
コ
ン
ス
タ
ン
・
ギ
ュ
ィ
、
テ

ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
つ
い
て
の
一
一
言
及

ゴ
ッ
ホ
に
つ
い
て
の
言
及
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こ
の
リ
ス
ト
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
若
き
芥
川
は
大
正
初
期
の
『
白

樺
』
な
ど
の
雑
誌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
西
洋
絵
画
の
紹
介
、
西
洋
絵
画

に
対
す
る
様
々
な
文
人
の
興
味
関
心
の
波
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
例
に

漏
れ
ず
、
様
々
な
時
代
の
、
多
く
の
西
洋
の
画
家
に
興
味
を
持
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

芥
川
が
昭
和
二
年
、
彼
の
没
年
に
書
い
た
『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
中



の
「
画
」
で
ゴ
ッ
ホ
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼

は
大
正
三
年
、
二
十
二
歳
の
時
点
で
既
に
ゴ
ッ
ホ
に
注
目
し
て
お
り
、
十

一
月
三
十
日
、
井
川
恭
宛
の
書
簡
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
前
の
君
の
手
紙
に
絵
の
事
が
あ
っ
た
か
ら
云
ふ
が
絵
に
も
僕

は
好
み
が
ち
が
っ
て
き
た
ほ
ん
と
う
と
云
ふ
と
お
か
し
い
か
も

し
れ
な
い
が
此
頃
に
な
っ
て
ほ
ん
と
う
に
ゴ

1
ホ
の
絵
が
わ
か
り

か
け
た
や
う
な
気
が
す
る
さ
う
し
て
之
が
す
べ
て
の
画
に
対
す

る
ほ
ん
と
う
の
理
解
の
や
う
な
気
が
す
る
も
っ
と
大
仰
に
云
へ

ば
之
が
す
べ
て
の
芸
術
に
対
す
る
ほ
ん
と
う
の
理
解
か
も
し
れ
な

{
1
}
 

い
と
思
ふ
。

「
ほ
ん
と
う
に
ゴ

l
ホ
の
絵
が
わ
か
り
か
け
た
や
う
な
気
が
す
る
」
と
い

う
と
こ
ろ
な
ど
は
、
正
に
『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
「
函
」
に
お
け
る
「
彼

は
突
然
、
|
|
そ
れ
は
実
際
突
然
だ
っ
た
。
彼
は
或
本
屋
の
届
先
に
立

ち
、
ゴ
オ
グ
の
画
集
を
見
て
ゐ
る
う
ち
に
突
然
画
と
云
ふ
も
の
を
了
解

(2) 

し
た
よ
と
い
う
始
ま
り
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
大
正
三
年
の

時
点
で
は
、
ゴ
ッ
ホ
の
絵
の
何
を
理
解
し
た
の
か
、
ま
た
は
ど
の
よ
う

に
理
解
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
芥
川
の

初
期
に
於
け
る
西
洋
絵
画
は
、
親
し
い
者
に
対
す
る
書
簡
中
に
、
あ
く

ま
で
〈
印
象
〉
程
度
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
表
現
形

式
に
関
し
て
も
、
彼
の
中
で
き
ち
ん
と
ま
と
ま
っ
た
形
で
概
念
化
さ
れ

て
も
お
ら
ず
、
彼
自
身
の
深
層
に
直
接
訴
え
、
執
筆
に
大
き
な
影
響
を

与
え
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

西
洋
絵
画
に
お
け
る
表
現
が
具
体
的
に
彼
の
中
で
、
特
に
小
説
と
の

関
わ
り
の
中
で
概
念
化
さ
れ
、
自
分
の
創
作
表
現
に
関
す
る
問
題
と
し

て
彼
の
心
理
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
死
の
直
前

で
あ
る
昭
和
二
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
何
故
、
こ
の
時
期
に
な
っ

て
芥
川
が
西
洋
絵
画
と
い
う
も
の
を
再
び
持
ち
出
し
た
の
か
。
そ
の
背

景
に
は
、
芥
川
の
死
の
原
因
と
も
な
っ
た
、
言
葉
に
よ
っ
て
本
質
を
表

す
こ
と
の
限
界
、
す
な
わ
ち
、
〈
内
容
と
表
現
〉
の
問
題
を
、
彼
が
痛
切

に
味
わ
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
文
芸
的
な
、
余

り
に
文
芸
的
な
』
の
中
の
一
、
「
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
の
中

で
芥
川
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
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デ
ッ
サ
ン
の
な
い
画
は
成
り
立
た
な
い
(
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
イ
「
即

興
」
な
ど
と
題
す
る
数
枚
の
画
は
例
外
で
あ
る
。
)
し
か
し
デ
ッ
サ

ン
よ
り
も
色
彩
に
生
命
を
託
し
た
画
は
成
り
立
っ
て
ゐ
る
。
幸
ひ

に
も
日
本
へ
渡
っ
て
き
た
何
枚
か
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
画
は
明
ら
か
に

こ
の
事
実
を
証
明
す
る
の
で
あ
ら
う
。
僕
は
か
う
云
ふ
画
に
近
い

(
3
)
 

小
説
に
興
味
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

とこ
はこ
〈で
表言
現 わ
〉れ

をて
換い
言る
しっ
たア
士ツ
るサ
でと
あ
ヲ と
E iま
T自
つ~

よ。

つで
にあ
考り
え

き石
工彩
'- Lー



が
出
来
る
だ
ろ
う
。
デ
ッ
サ
ン
で
は
な
く
主
に
色
彩

の
面
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
セ
ザ
ン
ヌ

の
画
(
図
版
1
、
図
版
2
)
の
例
を
挙
げ
、
「
僕
は
か

う
云
ふ
画
に
近
い
小
説
に
興
味
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
芥
川

が
絵
画
に
注
目
し
た
の
は
、
表
現
が
そ
の
内
容
と
な

る
こ
と
が
可
能
な
分
野
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

特
に
晩
年
の
芥
川
に
お
け
る
内
容
と
表
現
の
間
で

の
葛
藤
は
、
非
常
に
深
刻
な
問
題
と
し
て
立
ち
現
わ

れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
そ
の
影
を
落
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
次
に
、
こ
う
し
た
芥
川
に
お
け
る
内
容
と
表

現
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
方
、
内
容
|
表
現
間
で
の
葛
藤
と
は
い
か

な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
触
れ
た
上
で
、
内
容

l
表
現

を
巡
る
問
題
と
、
彼
の
西
洋
絵
画
へ
の
注
目
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
き
た
い
。

内
容
と
表
現
の
聞
で
の
葛
藤

大
正
初
期
に
西
洋
絵
画
に
関
す
る
興
味
を
示
し
て
い
た
芥
川
は
、
晩

年
、
再
び
西
洋
絵
画
に
対
す
る
関
心
を
見
せ
始
め
る
。
そ
し
て
、
西
洋

絵
画
の
興
味
に
先
行
し
て
始
ま
っ
て
い
る
の
が
、
内
容
と
表
現
の
閣
で

の
葛
藤
な
の
で
あ
る
。
芥
川
は
大
正
十
二
年
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
「
内
容
と
形
式
」
で
も
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

図版1

図版2
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芥
川
に
と
っ
て
は
、
形
式
(
表
現
)
と
は
、
単
な
る
比
喰
や
技
巧
で
は

な
く
、
内
容
と
一
体
に
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
内
容
と
形
式
(
表
現
)
は
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
確
固

た
る
考
え
は
、
芥
川
の
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
一
貫
し
て
い
た
。
彼
は
大

正
七
年
の
『
或
悪
傾
向
を
排
す
』
で
も
、

芸
術
は
正
に
表
現
で
あ
る
。
表
現
さ
れ
て
ゐ
な
い
限
り
に
於
て
、
作

者
が
ど
ん
な
思
想
を
持
っ
て
ゐ
ゃ
う
が
、
ど
ん
な
情
緒
を
蓄
へ
て

ゐ
ゃ
う
が
、
そ
れ
は
作
品
の
評
価
に
於
て
は
無
い
の
と
全
く
選
ぶ

所
は
な
い
。
(
中
略
)
芸
術
は
正
に
表
現
で
あ
る
。
さ
う
し
て
表
現

す
る
所
は
、
勿
論
作
家
自
身
の
外
は
な
い
。
で
は
如
何
に
腕
が
達

者
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
如
何
に
巧
に
技
巧
を
駆
使
し
た
か
ら
と
云

っ
て
、
そ
れ
は
到
底
作
家
自
身
の
見
た
所
、
或
は
感
じ
た
所
を
出

ゃ
う
筈
が
な
い
。
尤
も
世
間
に
は
往
々
作
品
の
出
来
る
順
序
を
、
先

に
内
容
が
あ
っ
て
、
次
に
そ
れ
を
或
技
巧
に
よ
っ
て
表
現
す
る
如

く
考
え
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。
が
、
こ
れ
は
創
作
の
消
息
に
通
じ

な
い
も
の
か
、
或
は
通
じ
て
ゐ
て
も
そ
の
聞
の
省
察
に
明
を
欠
い

(
5
}
 

た
手
合
い
に
過
ぎ
な
い
。

と
し
て
、
内
容
が
表
現
に
勝
る
も
の
で
は
な
い
と
の
考
え
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
そ
し
て
七
年
後
の
大
正
十
四
年
に
ま
と
め
た
『
文
芸
一
般

論
』
の
中
で
は
、

わ
た
し
は
今
ま
で
は
勿
論
、
こ
の
後
も
内
容
と
か
、
形
式
と
か
、
恰

も
水
と
か
油
と
か
言
ふ
や
う
に
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。

け
れ
ど
も
か
う
言
ふ
議
論
の
上
の
区
別
は
只
便
宜
を
旨
と
し
た
姑

息
の
手
段
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
事
実
は
何
処
ま
で
も
切
り
離
す
こ

と
の
で
き
な
い
、
言
は
ば
悪
因
縁
に
か
ら
ま
れ
た
も
の
と
心
得
て

(
6
)
 

ゐ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
述
べ
て
、
内
容
と
形
式
(
表
現
)
と
区
別
す
る
の
は
単
に
議
論
の
便

宜
の
為
で
あ
っ
て
、
本
来
、
内
容
と
表
現
と
は
区
別
出
来
な
い
も
の
だ

と
い
う
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
。

こ
れ
は
後
に
文
学
理
論
の
分
野
で
も
話
題
に
な
っ
て
い
く
問
題
で
も

あ
り
、
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
文
学
に

あ
っ
て
は
、
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
言
わ
れ
方
も
、
同
じ
よ
う

に
重
要
な
の
で
あ
る
。
《
何
を
》
は
《
ど
の
よ
う
に
》
に
匹
敵
す
る
し
、

そ
の
逆
も
言
え
る
の
だ
。
(
中
略
)
形
式
と
内
容
と
い
う
区
分
自
体
が
乗

(
7
)
 

り
越
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
」
と
な
る
が
、
芥
川
は
こ
の
こ
と
に
い
ち

早
く
気
付
い
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
い
や
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
表

現
そ
の
も
の
が
純
粋
な
内
容
に
成
り
得
る
よ
う
な
形
態
、
す
な
わ
ち
「
話

ら
し
い
話
の
な
い
」
も
の
が
小
説
の
分
野
に
お
い
て
は
成
立
し
に
く
い
、

と
い
う
こ
と
に
葛
藤
を
抱
い
て
い
た
。
『
小
説
作
法
十
則
』
(
大
正
十
五
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年
)
で
彼
が
ま
ず
第
一
に
挙
げ
て
い
る
の
が
、
「
小
説
は
あ
ら
ゆ
る
文
芸

中
、
最
も
非
芸
術
的
な
る
も
の
と
心
得
べ
は
)
。
」
と
い
う
言
葉
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
芥
川
の
感
覚
が
、
特
に
晩
年
に
な
っ
て
、
小
説
よ
り

は
逼
か
に
表
現
が
そ
の
ま
ま
内
容
を
表
す
こ
と
が
可
能
な
分
野
で
あ
る

絵
画
へ
の
注
目
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
は
、
こ
う
し
た
表
現
と
内
容
に

関
す
る
一
つ
の
ま
と
め
と
し
て
出
て
き
た
評
論
集
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
評
論
集
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
特

に
内
容
と
表
現
の
問
題
を
、
単
に
文
学
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な

く
、
西
洋
絵
画
の
例
な
ど
を
挙
げ
な
が
ら
、
そ
の
手
法
と
結
び
付
け
て

考
え
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
デ
ッ

サ
ン
」
や
「
色
彩
」
な
ど
、
絵
画
の
表
現
を
引
き
合
い
に
し
な
が
ら
始

め
ら
れ
る
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
、
一
「
「
話
」
ら
し
い
話

の
な
い
小
説
」
は
、
言
葉
に
よ
る
表
現
を
、
絵
画
表
現
と
重
ね
あ
わ
せ

て
考
え
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

さ
て
、
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
の
執
筆
の
き
っ
か
け
は
、

昭
和
二
年
二
月
の
「
新
潮
」
の
座
談
会
で
、
谷
崎
の
作
品
に
触
れ
て
、
「
筋

の
面
白
さ
が
作
品
そ
の
も
の
の
芸
術
的
価
値
を
強
め
る
と
い
ふ
こ
と
は

な
い
」
と
語
っ
た
芥
川
の
発
言
に
端
を
発
す
る
。
こ
れ
を
受
け
た
谷
崎

は
翌
三
月
の
「
改
造
」
で
、
「
筋
の
面
白
さ
は
、
云
ひ
換
え
れ
ば
物
の
組

み
立
て
方
、
構
造
の
面
白
さ
、
建
築
的
の
美
し
さ
で
あ
る
。
此
れ
に
芸

術
的
価
値
が
な
い
と
は
云
へ
な
い
。
(
中
略
)
凡
そ
文
学
に
於
い
て
構
造

的
美
観
を
最
も
多
量
に
持
ち
得
る
も
の
は
小
説
で
あ
る
と
私
は
信
じ
る
。

筋
の
面
白
さ
を
除
外
す
る
の
は
、
小
説
と
云
ふ
形
式
が
持
つ
特
権
を
捨

(
9
)
 

て
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
」
と
反
論
し
た
。
ま
た
こ
れ
に
対
し
て
芥
川
が

答
え
る
と
共
に
、
彼
の
文
学
論
を
展
開
し
た
の
が
、
『
文
芸
的
な
、
余
り

に
文
芸
的
な
』
な
の
で
あ
る
。

こ
の
芥
川
対
谷
崎
論
争
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
言
及
し
た
論
文
も
多

く
あ
り
、
二
人
の
主
張
は
平
行
線
を
た
ど
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般

的
な
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
の
や
り
と
り
は
、
実
は
論
争

に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
両
者
は
ほ

ぼ
同
じ
こ
と
を
違
っ
た
言
い
方
で
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
こ
ろ
が

多
い
か
ら
で
あ
る
。
芥
川
の
言
っ
て
い
る
「
筋
」
と
は
、
〈
ス
ト
ー
リ
ー
〉

と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
た
ら
わ
か
り
易
い
だ
ろ
う
。
ス
ト
ー
リ
ー

の
い
か
ん
が
芸
術
的
価
値
を
強
め
る
こ
と
が
な
い
こ
と
は
、
具
体
的
な

例
を
想
像
し
て
み
れ
ば
直
ぐ
に
分
か
る
こ
と
だ
ろ
う
。
有
名
な
例
を
挙

げ
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
ト
l
マ
ス
・
キ
ッ
ド
作
と
言
わ
れ
る
『
ス
ペ

イ
ン
の
悲
劇
』
は
原
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
言
わ
れ
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ

ム
レ
ッ
ト
』
と
似
た
よ
う
な
復
讐
劇
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
持
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
作
品
と
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
比
べ
れ

ば
、
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
ほ
う
が
造
に
面
白
く
、
芸
術
的
価
値
が
高
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
文
学
作
品
が
傑
作
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
作
者
の

表
現
力
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
例
を
幾
っ
か
挙
げ
る

だ
け
で
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
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で
は
一
方
、
芥
川
と
対
立
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
谷
崎
の
主
張
と
は

ど
う
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
谷
崎
が
言
っ
て
い
る
「
筋
」
と

は
、
や
は
り
表
現
力
に
大
い
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
物
の
組
み
立
て
方
、
構
造
の
面
白
さ
、
建
築
的
な
美
し
さ
で
あ
る
」
と

い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
。
谷
崎
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
素
材

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
素
材
の
「
組
み
立
て
方
」
、
「
構
造
」
、
そ
し
て
「
建

築
」
と
い
う
よ
う
に
、
素
材
を
い
か
に
立
体
的
に
表
現
し
て
い
く
か
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
両
者
は
、
前
提
と
す
る
「
筋
」
と

い
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
論
理
が
か
み
合
わ
ず
に

論
争
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
は
、
表
現
力
を
重
視

し
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
論
争
以
前
に
、
自

分
た
ち
の
用
語
の
定
義
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
芥
川
は
こ
の
論
争
か
ら
も
う
少
し
発
展
し
た
形
の
自
分

の
考
え
を
、
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
の
中
で
表
し
て
い
る
。

こ
の
中
で
芥
川
は
、
小
説
の
「
話
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
か
し
或
小
説
の
価
値
を
定
め
る
も
の
は
決
し
て
「
話
」
の
長

短
で
は
な
い
。
況
ん
や
「
話
」
の
奇
抜
で
あ
る
か
奇
抜
で
な
い
か

と
云
ふ
こ
と
は
評
価
の
埼
外
に
あ
る
筈
で
あ
る
。
(
中
略
)
更
に
進

ん
で
考
へ
れ
ば
、
「
話
」
ら
し
い
話
の
有
無
さ
へ
も
か
う
云
ふ
問
題

に
は
没
交
渉
で
あ
る
。
僕
は
前
に
も
言
っ
た
や
う
に
「
話
」
の
な

い
小
説
を
、

l
|
或
は
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
を
最
上
の

も
の
と
は
思
っ
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
か
う
云
ふ
小
説
も
存
在
し
得

る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
は
無
論
唯
身
辺
雑
記
を
描
い
た
だ

け
の
小
説
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
小
説
中
、
最
も
詩
に
近

い
小
説
で
あ
る
。
し
か
も
散
文
詩
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
よ
り
も

遥
か
に
小
説
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
僕
は
三
度
繰
り
返
せ
ば
、
こ

の
「
話
」
の
な
い
小
説
を
最
上
の
も
の
と
は
思
っ
て
ゐ
な
い
。
が
、

若
し
「
純
粋
な
」
と
云
ふ
点
か
ら
見
れ
ば
、

1

1
通
俗
的
興
味
の

(
叩
)

な
い
と
云
ふ
点
か
ら
見
れ
ば
、
最
も
純
枠
な
小
説
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
話
」
は
、
〈
筋
〉
や
〈
内
容
〉
と
い
う
言
葉
に

置
き
換
え
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
芥
川
の
言
う
「
話
」
ら
し

い
話
の
な
い
小
説
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
内
容
や
筋
が
、
表
現
の
中
に

既
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
小
説
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、

「
最
も
詩
に
近
い
小
説
」
で
あ
る
。

「
最
も
詩
に
近
い
小
説
」
の
表
現
つ
い
て
、
芥
川
は
そ
れ
以
前
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
説
明
を
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
「
或
悪
傾
向
を

排
す
」
の
中
に
見
ら
れ
る
、
「
単
に
「
赤
い
」
と
云
ふ
の
と
、
「
柿
の
や

う
に
赤
い
」
と
云
ふ
の
と
は
、
そ
こ
に
加
は
っ
た
小
手
先
の
問
題
で
は

な
く
て
、
始
か
ら
あ
る
感
じ
方
の
相
違
で
あ
る
。
技
巧
の
有
無
で
は
な

(
日
)

く
て
、
内
容
の
相
違
で
あ
る
。
」
と
い
う
考
え
方
、
ま
た
『
芸
術
そ
の
他
』
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中
で
挙
げ
る
、
イ
プ
セ
ン
の
『
幽
霊
』
の
例
な
と
も
「
も
っ
と
も
詩
に

近
い
」
と
い
う
表
現
を
良
く
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
次
に
引
用
し
て
み

ト
ぞ
っ
。

「
幽
霊
」
の
な
か
の
オ
ス
ワ
ル
ド
が
「
太
陽
が
欲
し
い
」
と
云
ふ
事

は
、
誰
で
も
大
抵
知
っ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
。
あ
の
「
太
陽
が
欲

し
い
」
と
云
ふ
言
葉
の
内
容
は
何
だ
。
嘗
て
坪
内
博
士
が
「
幽
霊
」

の
解
説
の
中
に
あ
れ
を
「
暗
い
」
と
訳
し
た
事
が
あ
る
。
勿
論
「
太

陽
が
欲
し
い
」
と
「
暗
い
」
と
は
理
窟
の
上
で
は
同
じ
か
も
し
れ

ぬ
。
が
そ
の
言
葉
の
内
容
の
上
で
は
、
真
に
相
隔
つ
事
白
雲
万
里

だ
。
あ
の
「
太
陽
が
欲
し
い
」
と
云
ふ
荘
厳
な
言
葉
の
内
容
は
、
唯

「
太
陽
が
欲
し
い
」
と
云
ふ
形
式
よ
り
外
に
現
せ
な
い
の
だ
。
そ
の

内
容
と
形
式
の
一
つ
に
な
っ
た
全
体
を
的
確
に
捉
へ
た
所
が
、
ィ

(ロ)

プ
セ
ン
の
偉
い
所
な
の
だ
。

芥
川
が
例
に
挙
げ
て
い
る
「
太
陽
が
欲
し
い
」
と
い
う
表
現
(
形
式
)
は

「
暗
い
」
と
い
う
不
変
の
事
実
を
示
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
言
葉
を
発
し

た
人
物
の
心
情
、
周
囲
の
状
況
全
て
を
象
徴
す
る
表
現
な
の
で
あ
る
。
芥

川
に
と
っ
て
形
式
は
内
容
と
切
り
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
り

そ
れ
故
に
、
形
式
は
内
容
の
上
位
に
あ
る
も
の
で
も
下
位
に
あ
る
も
の

で
も
な
く
等
位
に
あ
る
も
の
だ
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
の
「
芸

術
は
表
現
に
始
っ
て
表
現
に
終
る
。
」
と
い
う
言
葉
は
そ
う
し
た
概
念
の

上
に
成
り
立
っ
て
い
る
言
葉
で
あ
り
、
そ
う
し
た
認
識
を
抜
き
に
し
て
、

我
々
は
芥
川
の
こ
の
言
葉
を
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
芥
川
が
比
較
的
、
内
容
と
表
現
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
絵

画
に
注
目
し
た
こ
と
は
、
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
と
さ
え
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
次
に
彼
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
西
洋
絵
画
に
注
目

し
、
ま
た
そ
の
表
現
を
自
ら
の
作
品
に
お
け
る
表
現
に
取
り
入
れ
よ
う

と
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
こ
う
。

西
洋
絵
画
へ
の
注
目

芥
川
の
遺
稿
と
な
っ
た
『
或
阿
呆
の
一
生
』
中
の
三
十
四
「
色
彩
」
に

は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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彼
は
ふ
と
七
八
年
前
の
彼
の
情
熱
を
思
ひ
出
し
た
。

同
時
に
又

彼
の
七
八
年
前
に
は
色
彩
を
知
ら
な
か
っ
た
の
を
発
見
し
た
。

早
く
か
ら
西
洋
絵
画
に
親
し
ん
で
い
た
芥
川
が
、
若
い
内
は
「
色
彩
を

知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
彼
が
〈
内
容
と
表
現
〉
と
い
う
視
点

か
ら
の
絵
画
の
表
現
方
法
に
注
目
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
象

徴
的
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
逆
を
言
え
ば
、
小
説
家
と
し
て

の
表
現
に
限
界
を
感
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
晩
年
の
芥
川
が
、
そ
の
限

界
を
越
え
る
手
掛
か
り
と
し
て
色
を
使
っ
て
表
現
さ
れ
る
芸
術
で
あ
る

絵
画
の
表
現
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
西
洋



絵
画
は
、
彼
の
意
識
的
な
注
目
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
感
覚
的
に
も

彼
を
引
き
つ
け
て
い
た
こ
と
は
、
以
下
の
文
章
に
表
れ
て
い
る
。

「
西
洋
」
の
僕
に
呼
び
か
け
る
の
は
い
つ
も
造
形
美
術
の
中
か
ら
で

あ
る
。
文
芸
上
の
作
品
は

l
|
殊
に
散
文
は
存
外
こ
の
点
で
は
痛

切
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
僕
等
人
間
は
人
間
獣
で
あ
る
こ

と
に
東
西
の
差
別
の
少
な
い
為
で
あ
ら
う
。
(
中
略
)
そ
れ
か
ら
文

僕
等
の
語
学
的
素
養
は
文
芸
上
の
作
品
の
美
を
捉
へ
る
為
に
は
余

り
に
不
完
全
で
あ
る
為
で
あ
ら
う
。
(
中
略
)
西
洋
の
僕
に
呼
び
か

け
る
の
に
造
形
美
術
を
通
し
て
ゐ
る
の
は
必
ず
し
も
偶
然
で
は
な

(
日
)

い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
芥
川
を
捉
え
て
い
た
西
洋
絵
画
の
中
で
も
、
芥
川
が
特

に
強
い
印
象
を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
ゴ
ッ
ホ
と
ゴ

l
ギ
ャ

ン
で
あ
る
。
こ
の
両
作
家
に
お
い
て
、
彼
は
二
通
り
の
表
現
を
感
じ
て

い
た
。
一
つ
は
、
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
作
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
表
現
と

内
容
と
が
完
全
に
一
致
し
て
い
る
作
品
、
も
う
一
つ
は
、
ゴ
ッ
ホ
の
作

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
表
現
と
内
容
と
の
間
で
の
葛
藤
が
あ
る
、
芥

川
の
存
在
に
近
い
作
品
で
あ
る
。

ゴ
ッ
ホ
は
、
芥
川
に
非
常
な
親
近
感
を
抱
か
せ
る
存
在
で
あ
る
。
『
或

阿
呆
の
一
生
』
の
中
の
七
章
「
画
」
で
は
、
ゴ
ッ
ホ
を
追
体
験
す
る
芥

川
自
身
が
描
か
れ
て
い
る
。

彼
は
突
然
、
|
|
そ
れ
は
実
際
突
然
だ
っ
た
。
彼
は
或
本
屋
の

庖
先
に
立
ち
、
ゴ
オ
グ
の
画
集
を
見
て
ゐ
る
う
ち
に
突
然
面
と
云

ふ
も
の
を
了
解
し
た
。
勿
論
そ
の
ゴ
オ
グ
の
画
集
は
写
真
版
だ
っ

た
の
に
違
ひ
な
か
っ
た
。
が
、
彼
は
写
真
版
の
中
に
も
鮮
や
か
に

浮
か
び
上
が
る
自
然
を
感
じ
た
。

こ
の
函
に
封
す
る
情
熱
は
彼
の
視
野
を
新
た
に
し
た
。
彼
は
い

つ
か
木
の
枝
の
う
ね
り
ゃ
女
の
頬
の
膨
ら
み
に
絶
え
間
な
い
注
意

を
配
り
出
し
た
。

或
雨
を
持
っ
た
秋
の
日
の
暮
、
彼
は
或
郊
外
の
ガ
ア
ド
の
下
を

通
り
か
か
っ
た
。
ガ
ア
ド
の
向
う
の
土
手
の
下
に
は
荷
馬
車
が
一

台
止
ま
っ
て
ゐ
た
。
彼
は
そ
こ
を
通
り
な
が
ら
、
誰
か
前
に
こ
の

道
を
通
っ
た
も
の
の
あ
る
の
を
感
じ
出
し
た
。
誰
か
?
|
|
そ
れ

は
彼
自
身
に
今
更
問
ひ
か
け
る
必
要
も
な
か
っ
た
。
二
十
三
歳
の

彼
の
心
の
中
に
は
耳
を
切
っ
た
和
蘭
人
が
一
人
、
長
い
パ
イ
プ
を

蜘
へ
た
ま
ま
、
こ
の
憂
欝
な
風
景
画
の
上
へ
ぢ
っ
と
鋭
い
目
を
注

(
凶
)

い
で
ゐ
た
。
・
:
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あ
た
か
も
生
き
物
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
、
ゴ
ッ
ホ
の
描
く
う
ね
る
木

(
図
版
3
)
、
ふ
っ
と
何
か
を
考
え
て
い
る
よ
う
な
女
(
図
版
4
)
の
表

情
。
そ
れ
ら
が
「
写
真
版
」
の
「
画
集
」
の
中
の
絵
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
「
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
自
然
」
を
感
じ
る
芥
川
は
、
そ
の



図版3図版5

う
ち
に
画
家
自
身
の
眼
差
し
を
追
体
験
し
て
い

く
。
「
土
手
の
下
」
に
「
荷
馬
車
が
一
台
止
っ
て

ゐ
た
」
の
を
見
た
芥
川
は
、
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ

に
止
ま
る
荷
馬
車
を
描
く
ゴ
ッ
ホ
の
「
ラ
・
ク

ロ
l
の
収
穫
」

〈図
版
5
)
の
風
景
の
中
に
溶
け

』
『蹴

込
む
よ
う
に
、
現
実
と
、
絵
の
中
と
を
行
き
来
す

る
よ
う
な
感
覚
を
味
わ
う
。
ゴ
ッ
ホ
が
描
く
絵

に
似
た
風
景
の
中
を
彼
は
通
り
、
彼
以
前
に
そ

の
道
を
通
っ
た
者
、
ゴ
ッ
ホ
(
図
版
6
)
を
感
じ

る。
ゴ
ッ
ホ
が
芥
川
に
と
っ
て
、
画
家
の
な
か
で

も
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
以
下
の
文
章

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

n
u
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図版6

僕
は
僕
と
同
時
代
に
生
ま
れ
た
白
あ
ら
ゆ

る
造
形
美
術
の
愛
好
者
の
や
う
に
ま
づ
あ

の
沈
痛
な
力
に
満
ち
た
ゴ
オ
グ
に
傾
倒
し

た
一
人
だ
っ
た
。
が
、
い
つ
か
優
美
を
極

め
た
ル
ノ
ア
ル
に
興
味
を
感
じ
出
し
た
。

そ
れ
は
或
は
僕
の
中
に
あ
る
都
会
人
の
仕

業
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
(
中
略
)
け
れ

ど
も
十
年
あ
ま
り
た
っ
て
み
る
と
、
ー
ー



立
派
に
完
成
し
た
ル

ノ
ア
ル
は
未
だ
に
僕

を
打
た
な
い
訳
で
は

-

L

1

0

 

、4'
吋、，
uw

し
か
し
ゴ
オ

グ
の
糸
杉
や
太
陽
は

も
う
一
度
僕
を
誘
惑

す
る
の
で
あ
る
。
そ

図版7

れ
は
栓
色
の
女
の
誘

惑
と
は
或
は
異
っ
て

ゐ
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
が
何
か
切
迫
し

た
も
の
に
言
は
ば
芸
術
的
食
欲
を
刺
激
さ
れ
る
の
は
閉
じ
こ
と
で

あ
る
。
何
か
僕
等
の
魂
の
底
か
ら
必
死
に
表
現
を
求
め
て
ゐ
る
も

(
げ
)

の
に
o
l
-
-

代
表
作
「
ム

l
ラ
ン
・
ド
・
ラ
・
ギ
ャ
レ
ッ
ト
の
舞
踏
会
」
(
図
版
7
)

や
、
「
船
遊
び
の
昼
食
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
優
美
な
喜
び
の
情
景
を

描
く
こ
と
を
得
意
と
し
た
ル
ノ
ワ
ー
ル
は
、
一
度
は
「
都
会
人
」
と
し

て
の
芥
川
を
惹
き
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
彼
を
「
誘
惑
」

す
る
の
は
、
優
美
さ
と
は
程
遠
い
、
激
し
さ
の
あ
る
ゴ
ッ
ホ
の
糸
杉
(
図

版
8
)
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
芥
川
は
ゴ
ッ
ホ
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
そ
れ
は
ゴ
ッ
ホ
が
ま
た
、

芥
川
と
同
様
の
悩
み

を
抱
え
、
そ
の
悩
み

を
自
分
の
絵
に
ぶ
つ

図版8

け
て
い
た
こ
と
に
よ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
表
現
は
表
現

さ
れ
る
主
体
と
一
致

し
な
い
。
ゴ
!
ギ
ャ

ン
を
求
め
、
拒
絶
さ

れ
、
自
ら
の
耳
を
切
っ
た
ゴ
ッ
ホ
。
そ
の
よ
う
な
自
分
を
描
い
て
み
て

も
問
題
は
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
た
ゴ
ッ
ホ
は
、
心
情
的

に
芥
川
に
一
番
近
い
存
在
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

芥
川
と
同
類
項
で
あ
る
ゴ
ッ
ホ
は
共
感
を
呼
ぶ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
彼

の
限
界
に
対
す
る
救
い
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
。

一
方
、
ゴ

l
ギ
ャ
ン
は
ゴ
ッ
ホ
と
異
な
り
、
芥
川
の
共
感
を
呼
び
起

こ
し
は
し
て
な
い
。
し
か
し
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
絵
は
別
の
意
味
で
芥
川
を

非
常
に
魅
き
つ
け
て
い
る
。
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
の
第
三

十
章
「
野
性
の
叫
び
声
」
で
、
芥
川
は
ゴ
!
ギ
ャ
ン
の
「
タ
ヒ
チ
の
女
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。
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僕
は
前
に
光
風
会
に
出
た
ゴ
オ
ガ
ン
の
「
タ
イ
チ
の
女
」
(
?
)
を

見
た
時
、
何
か
僕
を
反
発
す
る
も
の
を
感
じ
た
。
装
飾
的
な
背
景



の
前
に
ど
っ
し
り
と
立
っ
て
ゐ
る
撞
色
の
女
は
視
覚
的
に
野
蛮
人

の
皮
膚
の
匂
を
放
っ
て
ゐ
た
。
そ
れ
だ
け
で
も
多
少
畔
易
し
た
上
、

装
飾
的
な
背
景
と
調
和
し
な
い
こ
と
に
も
不
快
を
感
じ
ず
に
は
ゐ

ら
れ
な
か
っ
た
。
美
術
院
の
展
覧
会
に
出
た
二
枚
の
ル
ノ
ア
ル
は

い
づ
れ
も
こ
の
ゴ
オ
ガ
ン
に
勝
っ
て
ゐ
る
。
殊
に
小
さ
い
裸
女
の

画
な
ど
は
ど
の
位
シ
ャ
ル
マ
ン
に
出
来
上
っ
て
ゐ
た
で
あ
ろ
う
。

|
|
僕
は
そ
の
時
は
か
う
思
っ
て
ゐ
た

D

が
、
年
月
の
流
れ
る
の

に
つ
れ
、
あ
の
ゴ
オ
ガ
ン
の
櫨
色
の
女
は
だ
ん
だ
ん
僕
を
威
圧
し

出
し
た
。
そ
れ
は
実
際
タ
イ
チ
の
女
に
見
こ
ま
れ
た
の
に
近
い
威

力
で
あ
る

「
テ
・
ナ

l
ヴ
ェ
・
ナ

l
ヴ
ェ
・
フ
ェ
ヌ
ア
(
か
ぐ
わ
し
き
大
地
)
」
(
図

版
9
)
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
赤
茶
色
を
中
心
と
し
た
と
り
ど
り
の
色

の
土
の
上
に
立
ち
、
花
に
左
手
を
伸
ば
す
タ
ヒ
チ
の
少
女
は
、
ま
る
で

大
地
か
ら
生
え
た
木

の
ご
と
く
、
し
っ
か

り
と
し
た
足
で
立
っ

て
い
る
。
そ
の
「
燈

G
U
 

版図
色
」
の
少
女
は
、
タ
ヒ

チ
の
土
か
ら
生
ま
れ

た
か
の
よ
う
な
、
人

間
と
も
、
自
然
と
も

言
え
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
。

ゴ
l
ギ
ャ
ン
の
内
で
は
、
|
|
少
な
く
と
も
芥
川
の
眼
に
映
じ
た
ゴ

l

ギ
ャ
ン
の
内
で
は
|
|
表
現
さ
れ
る
主
体
と
表
現
の
聞
に
距
離
は
な
い
。

主
体
と
表
現
は
一
体
と
な
っ
て
、
背
離
し
て
い
な
い
。
表
現
さ
れ
る
主

体
で
あ
る
「
燈
色
の
女
」
は
、
「
描
く
」
と
い
う
表
現
方
法
を
通
じ
て
視

覚
的
に
、
そ
の
皮
膚
の
匂
さ
え
伝
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
生
々

し
い
存
在
感
を
持
つ
。
そ
の
こ
と
を
感
じ
た
だ
け
で
な
く
、
年
月
の
流

れ
る
に
つ
れ
理
解
し
た
芥
川
は
、
撞
色
の
女
か
ら
「
威
圧
」
ま
で
も
加

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

芥
川
は
感
覚
的
に
は
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
絵
を
受
け
入
れ
難
く
感
じ
て
い

た
。
彼
の
「
若
し
画
面
の
美
し
さ
を
云
々
す
る
と
す
れ
ば
、
僕
は
未
に

(
悶
)

タ
イ
チ
の
女
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
の
女
を
採
り
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
」
と

い
う
言
葉
に
は
、
そ
う
し
た
芥
川
の
ゴ

l
ギ
ャ
ン
に
対
す
る
感
覚
的
な

反
発
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
見
事
な
ま
で
に
描
か
れ

て
い
る
主
体
と
表
現
が
一
致
し
た
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
絵
は
、
内
容
と
表
現

の
間
で
葛
藤
し
て
い
た
芥
川
を
、
ど
う
に
も
魅
き
つ
け
ず
に
は
お
か
な

か
っ
た
。
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芥
川
は
つ
い
に
、
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
』
や
『
或
阿
呆
の
一

生
』
な
ど
と
周
年
、
『
夢
』
と
い
う
題
で
、
主
人
公
を
画
家
と
す
る
短
編

小
説
を
著
す

D

こ
の
作
品
は
、
内
容
と
表
現
が
完
壁
に
一
致
し
て
い
る

ゴ
l
ギ
ャ
ン
の
絵
に
触
発
さ
れ
て
書
い
た
向
き
が
あ
る
。
ゴ
!
ギ
ャ
ン

の
絵
に
感
じ
た
威
圧
は
、
『
夢
』
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い



る

わ
た
し
は
休
み
な
し

に
毎
日
画
架
に
向
か

っ
て
ゐ
た
。
モ
デ
ル

も
毎
日
通
っ
て
来
て

ゐ
た
。
そ
の
う
ち
に

わ
た
し
は
彼
女
の
体

に
前
よ
り
も
圧
迫
を

感
じ
出
し
た
。
そ
れ

に
は
又
彼
女
の
健
康

に
対
す
る
羨
ま
し
さ

図版10

あ
ひ
か
は
ら
ず

も
あ
っ
た
の
に
違
ひ
な
か
っ
た
。
彼
女
は
不
相
変
無
表
情
に
ぢ
っ

と
部
屋
の
隅
へ
目
を
や
っ
た
な
り
、
薄
赤
い
繊
艶
の
上
に
横
た
は

っ
て
ゐ
た
。
「
こ
の
女
は
人
間
よ
り
も
動
物
に
似
て
ゐ
る
。
」
|
|

わ
た
し
は
画
策
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
を
や
り
な
が
ら
、
時
々
そ
ん
な
こ

(
初
)

と
を
考
へ
た
り
し
た
。

ゴ
l
ギ
ャ
ン
の
絵
が
芥
川
に
与
え
た
威
圧
感
は
、
『
夢
』
に
お
け
る
モ
デ

ル
の
主
人
公
に
対
す
る
圧
迫
感
と
酷
似
し
て
い
る
。
モ
デ
ル
は
「
テ
・
ア

リ
イ
・
ヴ
ァ
ヒ
ネ
(
マ
ン
ゴ
ー
の
女
)
」
(
図
版
印
)
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
、
タ
ヒ
チ
の
女
と
同
様
に
、
健
康
で
、
タ
ヒ
チ
の
女
が
赤
い
土
の
上

横
た
わ
っ
た
よ
う
に
、
簿
赤
い
繊
迭
の
上
に
横
た
わ
る
。
そ
の
う
ち
に

こ
の
モ
デ
ル
は
日
本
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
タ
ヒ
チ
の
女
と
あ

た
か
も
同
一
化
し
た
か
の
よ
う
な
感
覚
で
主
人
公
に
迫
っ
て
く
る
。

わ
た
し
は
愈
彼
女
の
体
に
野
蛮
な
力
を
感
じ
出
し
た
。
そ
の
匂
は

ち
ょ
っ
と
黒
色
人
種
の
皮
膚
の
臭
気
に
近
い
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
記
述
が
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
の
「
野
性
の
女
」
で

表
現
さ
れ
た
「
タ
イ
チ
の
女
」
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
内
容
と
表
現
の
間
の
葛
藤
の
な
い
ゴ

l
ギ
ャ
ン
に
対

す
る
芥
川
の
思
い
は
次
の
主
人
公
の
言
葉
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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彼
女
の
帰
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
わ
た
し
は
薄
暗
い
電
燈
の
下
に
大

き
い
ゴ
オ
ガ
ン
の
画
集
を
ひ
ろ
げ
、
一
枚
ず
つ
タ
イ
テ
イ
の
画
を

眺
め
て
行
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
ふ
と
気
づ
い
て
見
る
と
、
い
つ
か

何
度
も
口
の
う
ち
に
「
か
く
あ
る
べ
し
と
思
ひ
し
が
」
と
云
ふ
文

語
体
の
言
葉
を
繰
り
返
し
て
ゐ
た
。
な
ぜ
そ
ん
な
言
葉
を
繰
り
返

(n) 

し
て
ゐ
た
か
は
勿
論
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
主
人
公
が
何
故
「
か
く
あ
る
べ
し
と
思
ひ
し
が
」
と
言
っ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
は
、
『
株
儒
の
言
葉
』
の
「
作
家
」
で
「
文
を
作
ら
ん



と
す
る
も
の
は
如
何
な
る
都
会
人
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
魂
の
奥
底

(
お
)

に
は
野
蛮
人
を
一
人
持
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
い
う
芥
川
の
言

葉
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
内
容
と
表
現
と
を
一
致
さ
せ
て
い
る

ゴ
l
ギ
ャ
ン
の
「
野
蛮
」
。
そ
れ
は
芥
川
が
感
覚
的
な
反
発
を
感
じ
な
が

ら
も
、
ど
う
し
て
も
手
に
入
れ
た
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
「
野
蛮
」
を
征
服
す
る
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
『
夢
』
の

中
の
主
人
公
は
、
夢
の
中
で
ゴ

l
ギ
ャ
ン
的
な
モ
デ
ル
を
「
絞
め
殺
す

こ
と
に
何
の
こ
だ
は
り
も
感
じ
」
な
い
ま
ま
、
「
寧
ろ
当
然
の
こ
と
を
仕

(
U
M
)
 

遂
げ
る
快
さ
に
近
い
も
の
を
感
じ
」
な
が
ら
「
絞
め
殺
」
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
が
自
分
の
夢
の
中
で
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
の
か
、
そ

れ
と
も
現
実
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
確
信
の
持
て
な
く
な
っ
た
主
人

公
は
、
モ
デ
ル
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
住
所
を
尋
ね
る
が
、
彼
女
は
も

う
一
昨
日
前
か
ら
帰
っ
て
い
な
い
と
い
う

こ
う
し
た
『
夢
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、
何
層
に
も
重
ね
ら
れ
た
現
実
と

非
現
実
の
聞
を
往
復
す
る
。
テ
ク
ス
ト
内
の
現
実
で
あ
る
モ
デ
ル
の
存

在
は
、
モ
デ
ル
を
殺
す
画
家
の
夢
と
い
う
非
現
実
的
な
出
来
事
に
よ
っ

て
、
消
滅
し
て
し
ま
う
。
主
人
公
の
画
家
は
、
そ
う
し
た
自
分
を
取
巻

く
出
来
事
・
が
、
果
た
し
て
現
実
の
こ
と
な
の
か
、
非
現
実
の
こ
と
な
の

か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
実
際
に
自
分
が
今
行
っ
て
い

る
こ
と
が
、
ず
っ
と
以
前
に
見
た
夢
と
い
う
非
現
実
の
追
体
験
を
し
て

い
る
よ
う
な
気
に
な
っ
て
く
る
こ
と
で
、
何
が
本
当
に
現
実
の
こ
と
な

の
か
す
ら
、
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
と
同
時
に
、
読
者
も
ま

た
、
『
夢
』
に
描
か
れ
て
い
る
出
来
事
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
、

混
乱
に
陥
・
り
さ
れ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
芥
川
は
、
幻
想
文
学
的
な
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
論

理
的
な
内
容
と
表
現
の
関
係
を
無
効
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
描

か
れ
る
〈
内
容
〉
で
あ
る
モ
デ
ル
は
、
非
常
に
な
ま
な
ま
し
い
人
聞
の

肉
体
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
〈
表
現
〉
さ
れ
る
が
、
同
時
に
、
非
現
実

的
な
「
夢
」
に
よ
っ
て
、
本
当
に
消
滅
し
た
か
の
よ
う
に
〈
表
現
〉
さ

れ
て
も
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
確
固
た
る
事
実
と
し
て
作
中
人
物
に

捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
読
者
に
も
確
信
が
持
て
な
い
。
こ

の
作
品
に
お
い
て
芥
川
は
、
内
容
と
表
現
の
問
題
を
真
っ
向
か
ら
と
り

あ
げ
る
の
で
は
な
く
、
回
避
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

芥
川
は
西
洋
絵
画
へ
の
注
目
に
よ
っ
て
、
内
容
と
表
現
が
一
致
し
な

い
こ
と
に
対
す
る
解
決
策
の
端
緒
を
つ
か
む
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
基
層
に
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
の
伝
統
ゃ
、
西
洋
的
な
コ
ン
テ

ク
ス
ト
な
ど
に
よ
っ
て
は
ば
ま
れ
て
い
る
部
分
が
あ
っ
て
、
完
全
に
芥

川
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
芥
川
は
『
文
芸
的
な
、
余
り

に
文
芸
的
な
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

-54-

僕
は
こ
の
不
可
思
議
な
ギ
リ
シ
ャ
こ
そ
最
も
西
洋
的
な
文
芸
上
の

作
品
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
遮
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か

(
お
)

と
思
っ
て
ゐ
る
。



あ
く
ま
で
も
日
本
人
で
あ
る
芥
川
は
、
ゴ

l
ギ
ャ
ン
に
な
り
き
る
こ
と

な
ど
で
き
な
い
。
西
洋
絵
画
は
「
内
容
と
表
現
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
芥

川
に
何
ら
か
の
解
決
の
糸
口
と
な
る
も
の
は
提
示
し
て
い
た
。
し
か
し

西
洋
絵
画
に
感
服
し
、
表
現
方
法
に
関
す
る
概
念
を
模
倣
す
る
こ
と
は

出
来
て
も
、
西
洋
の
文
化
の
中
に
、
自
分
の
、
表
現
さ
れ
る
内
容
で
あ

る
と
こ
ろ
の
も
の
を
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
恐
ら
く
彼
は
、
西

洋
絵
画
の
表
現
に
気
づ
い
た
時
点
で
、
自
分
自
身
の
表
現
、
表
現
す
る

内
容
を
帰
す
る
こ
と
の
で
き
る
地
盤
を
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
分
か
っ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
に
は
そ
う
す
る
だ
け
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
残
っ
て

い
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
の
彼
に
で
き
た
の
は
、
『
夢
』
や
、
今
回
は
触

れ
な
か
っ
た
が
、
『
歯
車
』
な
ど
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
幻
想
文

学
的
な
手
法
で
内
容
と
表
現
の
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
必
然
的
に
作
家
芥
川
の
死
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
テ
ク
ス
ト
)

-
芥
川
龍
之
介
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
1
1
8
巻
(
+
別
巻
)
、
筑
摩
書
一
房
一
、
一

九
七
一
年

0

・
芥
川
龍
之
介
『
芥
川
縫
之
介
全
集
』

1
ー
ロ
巻
、
岩
波
書
底
、
一
九
七
七
l

七
八
年
。

(
図
版
)

1 

セ
ザ
ン
ヌ
「
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
l
ル
山
」
、
一
九
O
四
|
六
年
、
ヵ

ン
ヴ
ァ
ス
、
油
彩
、
。
印
×
∞
H
n
g
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
。

セ
ザ
ン
ヌ
「
果
物
鉢
と
コ
ッ
プ
と
り
ん
ご
」
、
一
八
八

O
年
頃
、
カ
ン
ヴ

ア
ス
、
油
彩
、
怠
×
切
符
呂
、
個
人
蔵
。

フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
「
白
い
雲
の
オ
リ
ー
ブ
園
」
、
一
八
八
九
年
、
カ
ン
ヴ

ァ
ス
、
油
彩
、
吋
M
U
×む
M
n
g
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ジ
ョ
ン
・
へ
イ
・
ホ
イ

ッ
ト
ニ

l
夫
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。

フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
「
ム
ス
メ
の
肖
像
」
、
一
八
八
八
年
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
、
油

彩
、
叶
品
×

o
o
n
g
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
。

フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
「
ラ
・
ク
ロ
l
の
収
穫
」
、
一
八
八
八
年
、
ヵ
ン
ヴ
ア

ス
、
油
彩
、
叶
M
U
×
C
M
n
g
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
国
立
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ

美
術
館
。

フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
「
パ
イ
プ
を
く
わ
え
た
自
画
像
」
、
一
八
八
九
年
、
ヵ

ン
ヴ
ァ
ス
、
油
彩
、
巴
X

品印
n
g
、
ロ
ン
ド
ン
、
個
人
蔵
。

ル
ノ
ワ
ー
ル
「
ム
l
ラ
ン
・
ド
・
ラ
・
ギ
ャ
レ
ッ
ト
の
舞
踏
会
」
、
一
八

七
六
年
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
、
油
彩
、

E
H
×
コ
m
n
g
、
パ
リ
、
オ
ル
セ

l
美
術

館。
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2 3 4 5 6 7 8 

フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
「
糸
杉
の
あ
る
道
」
、
一
八
九
O
年
、
ヵ
ン
ヴ
ァ
ス
、
油

彩
、
思
×
斗
印
n
g
、
オ
ッ
テ
ル
ロ
l
、
ク
レ
ラ
l
H
ミ
ュ
ラ
l
美
術
館
。



9 

ゴ
l
ギ
ャ
ン
「
テ
・
ナ
l
ヴ
ェ
・
ナ
l
ヴ
ェ
・
フ
ェ
ヌ
ア
(
か
ぐ
わ
し
き

大
地
〉
」
、
一
八
九
二
年
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
、
油
彩
、
詔
×

a-rs、
倉
敷
、

大
原
美
術
館
。

日

ゴ

l
ギ
ャ
ン
「
テ
・
ア
リ
イ
・
ヴ
ァ
ヒ
ネ
〈
マ
ン
ゴ
ー
の
女
)
」
、
一
八
九

六
年
、
ヵ
ン
ヴ
ァ
ス
、
油
彩
、
。
叶
×

5
0
n
g、
モ
ス
ク
ワ
、
プ
l
シ
キ
ン

美
術
館
。

公
定
)

-
「
芥
川
全
集
」
と
あ
る
も
の
は
、
全
て
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』

1
1
8
・

別
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
、
を
指
す
も
の
と
し
、
以
下
「
芥
川
全

集
」
と
記
す
。

〈
1
〉
芥
川
全
集
7
、
七
八
頁
。

(
2
)
芥
川
全
集
4
、
五
四
頁
。

(
3
〉
芥
川
全
集
5
、
一
三

O
頁。

〈
4
〉
芥
川
全
集
8
、
二
五

O
頁。

〈
5
〉
芥
川
全
集
5
、
五
頁
。

〈
6
〉
芥
川
全
集
5
、
二
八
八
頁
。

〈
7
)

ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
『
幻
想
文
学
構
造
と
機
能
』
、
渡
辺
明
正

/
三
好
郁
朗
訳
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
一
四
五
頁
。

(
8
〉
芥
川
全
集
5
、
一
八
八
頁
。

〈9
)
谷
崎
潤
一
郎
「
銭
舌
録
」
、
「
改
造
」
一
一
一
月
号
、
改
造
社
、
一
九
二
七
年
、

一
O
六
頁
。

(
叩
)
芥
川
全
集
5
、
一
三

O
頁。

(
日
〉
芥
川
全
集
5
、
六
頁
。

(
ロ
〉
芥
川
全
集
5
、
一
三
l

一
四
頁
。

(
悶
〉
芥
川
「
芸
術
そ
の
他
」
、
芥
川
全
集
5
、

(
は
〉
芥
川
全
集
4
、
六
一
頁
。

(
時
〉
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
三
十
一

川
全
集
5
、
一
六
一

1

一
六
二
頁
。

(
日
〉
芥
川
全
集
4
、
五
四
頁
。

(
げ
〉
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
三
十
「
野
性
の
呼
び
声
」
、
芥
川

全
集
5
、
一
六

O
頁。

(
児
)
同
右
、
一
五
九
頁
。

(
凶
)
同
右
、
一
六

O
頁。

〈
初
)
芥
川
全
集
4
、
四
七
l
四
八
頁
。

(
幻
〉
芥
川
全
集
4
、
四
八
頁
。

(mμ

〉
芥
川
全
集
4
、
四
九
l
五
O
頁。

〈
お
〉
芥
川
全
集
5
、
一

O
四
頁
。

(
泌
〉
芥
川
全
集
4
、
五

O
頁。

(
お
〉
芥
川
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』

芥
川
全
集
5
、
一
六
三
頁
。

一
四
頁
。「

西
洋
の
呼
び
声
」
、
件
介
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三
十
一
「
西
洋
の
呼
び
声
」
、




