
パウル・クレー《新しい天使》（1920年／イスラエル博物館所蔵）



　
「
新
し
い
天
使
」
と
題
さ
れ
た
ク
レ
ー
の
絵
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
一
人
の
天
使
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
姿

は
、
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
何
か
か
ら
今
に
も
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
の
眼
は
か
っ
と
開

き
、
口
は
開
い
て
い
て
、
翼
は
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
の
天
使
は
、
こ
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
に
ち
が
い

な
い
。
彼
は
顔
を
過
去
へ
向
け
て
い
る
。
私
た
ち
に
は

0

0

0

0

0

出
来
事
の
連
鎖
が
見
え
る
と
こ
ろ
に
、
彼
は

0

0

ひ
た
す
ら

破
局
だ
け
を
見
る
の
だ
。
そ
の
破
局
は
、
瓦
礫
の
上
に
瓦
礫
を
ひ
っ
き
り
な
し
に
積
み
重
ね
、
そ
れ
を
彼
の
足

元
に
投
げ
つ
け
て
い
る
。
彼
は
き
っ
と
、
な
ろ
う
こ
と
な
ら
そ
こ
に
留
ま
り
、
死
者
た
ち
を
目
覚
め
さ
せ
、
破

壊
さ
れ
た
も
の
を
寄
せ
集
め
て
繫
ぎ
合
わ
せ
た
い
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
楽
園
か
ら
は
嵐
が
吹
き
つ
け
て
い
て
、

そ
の
風
が
彼
の
翼
に
孕
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
嵐
の
あ
ま
り
の
激
し
さ
に
、
天
使
は
も
う
翼
を
閉
じ
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
こ
の
嵐
が
彼
を
、
彼
が
背
を
向
け
て
い
る
未
来
へ
と
抗
い
が
た
く
追
い
立
て
て
い
き
、
そ
の
あ

い
だ
に
も
彼
の
眼
の
前
で
は
、
瓦
礫
が
積
み
上
が
っ
て
天
に
も
届
か
ん
ば
か
り
だ
。
私
た
ち
が
進
歩
と
呼
ん
で

い
る
の
は
、
こ
の

0

0

嵐
で
あ
る
。

�

「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
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早
い
時
期
に
私
は
、
実
は
雲
ヴ
ォ
ル
ケ

だ
っ
た
言ヴ
ォ
ル
テ葉

に
身
を
包
み
、
雲
隠
れ
す
る
術
を
体
得
し

て
い
た
。
そ
も
そ
も
類
似
を
認
め
る
才
覚
と
は
、
似
た
も
の
に
な
り
、
似
せ
て
振
る
舞
う

こ
と
を
強
い
た
太
古
の
力
の
微か
す

か
な
残
滓
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
に
そ
れ
を
強
い
た
の
は
、

言
葉
だ
っ
た
。
模
範
的
な
子
ど
も
に
似
せ
て
く
れ
る
言
葉
で
は
な
く
、
住
居
や
家
具
、
あ

る
い
は
衣
服
に
似
た
も
の
に
す
る
言
葉
だ
っ
た
。
私
は
、
身
の
回
り
に
あ
っ
た
あ
ら
ゆ
る

も
の
に
似
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歪
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
。
貝
殻
を
住
み
処
と
す
る
軟
体
動

物
さ
な
が
ら
、
私
は
十
九
世
紀
に
棲
ん
で
い
た
。
今
や
こ
の
世
紀
も
、
空
っ
ぽ
の
貝
殻
の

よ
う
に
虚
ろ
な
姿
を
、
私
の
前
で
晒さ
ら

し
て
い
る
。

�

『
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』　
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第
一
節
　
せ
む
し
の
小
人
と
と
も
に

せ
む
し
の
小
人
に
付
き
ま
と
わ
れ
て

　
幼
い
頃
に
地
下
室
の
天
窓
を
の
ぞ
く
悪
習
が
身
に
つ
い
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
、
せ
む
し
の
小
人
に
取
り
憑つ

か
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
幼
少
期
へ
の
追
想
が
綴つ
づ

ら
れ
た
『
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
に
よ
る
と
、
子フ

ロ

イ

ラ

イ

ン

守
役
の
女
性

に
連
れ
ら
れ
て
の
散
歩
の
途
中
で
、
小
さ
な
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
、
道
端
に
天
窓
を
見
つ
け
る
た
び
に
足
を
止
め
て

い
た
。
鉄
格
子
の
隙
間
か
ら
下
を
の
ぞ
き
込
ん
で
は
、
地
下
室
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
た
の
だ
。
暗
が
り
の

先
に
何
も
見
え
な
か
っ
た
日
の
夜
に
は
、
夢
の
な
か
で
地
下
室
の
奥
か
ら
見
返
さ
れ
て
慄お
の
のい

た
と
い
う
。

　
四
十
歳
を
過
ぎ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、
こ
の
闇
か
ら
の
眼
差
し
の
主
は
せ
む
し
の
小
人
だ
っ
た
と
悟
っ
た
と
き
、

彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の
詩
人
ク
レ
メ
ン
ス
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
と
ア
ヒ
ム
・
フ
ォ
ン
・
ア
ル

ニ
ム
が
編
ん
だ
童
謡
集
『
少
年
の
魔
法
の
角
笛
』
に
登
場
す
る
小
人
で
あ
る
。
こ
の
「
地グ
ノ
ー
ム

の
精
」
は
、
詩
の
語

り
手
の
行
く
先
々
に
待
ち
か
ま
え
て
は
企
図
を
阻
ん
で
し
ま
う
。「
ス
ー
プ
で
も
こ
し
ら
え
よ
う
と
／
炊
事
場

へ
行
っ
て
み
た
ら
、
／
せ
む
し
の
小
人
が
立
っ
て
い
て
、
／
お
鍋
を
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
た
」。
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不
首
尾
の
精
と
も
言
う
べ
き
せ
む
し
の
小
人
。
こ
れ
が
古
謡
の
世
界
か
ら
出
て
来
て
、
幼
か
っ
た
自
分
を
ず

っ
と
見
つ
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
夏
の
別
荘
の
庭
で
蝶
を
追
い
か
け
て
い
た
と
き
に
も
、
動
物
園
で
川か
わ

獺う
そ

が
姿
を
現
わ
す
の
を
虚
し
く
待
ち
続
け
て
い
た
あ
い
だ
も
。
あ
る
い
は
暖
炉
の
焰
を
見
つ
め
な
が
ら
、
も
う
少

し
ベ
ッ
ド
に
い
た
い
と
願
っ
た
冬
の
朝
に
も
。

　「
せ
む
し
の
小
人
」
と
題
さ
れ
た
『
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
の
一
章
で
こ
う
自
問
す
る

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
し
て
も
、
こ
の
精
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
冬
の
朝
の
こ
と
を

綴
っ
た
別
の
章
の
末
尾
で
、
こ
う
記
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　「
ず
っ
と
寝
て
い
ら
れ
た
ら
と
い
う
願
い
を
、
優
に
千
度
は
抱
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
願
い
は
後
で

本
当
に
叶
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
一
定
の
身
分
と
生
活
の
糧か
て

の
保
証
に
対
す
る
希
望
が
い
つ
も
潰つ
い

え
て
し
ま
う
こ

と
こ
そ
、
こ
の
願
い
の
成
就
で
あ
る
と
分
か
る
ま
で
に
は
、
長
い
時
間
が
か
か
っ
た
」。
彼
は
、
糊
口
を
凌し
の

ぐ

こ
と
す
ら
難
し
い
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
文
筆
家
と
な
っ
て
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
。

　
そ
こ
に
至
る
ま
で
も
、
そ
し
て
そ
の
後
も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
人
生
は
、
度
重
な
る
挫
折
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ

て
い
る
。
青
年
運
動
を
主
導
し
、
権
威
主
義
的
な
社
会
の
抑
圧
に
抗
し
て
、
青
春
を
文
化
と
し
て
開
花
さ
せ
よ

う
と
い
う
若
き
日
の
志
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
と
も
に
破
れ
て
し
ま
っ
た
。
哲
学
者
な
い
し
美
学
者

と
し
て
学
界
で
身
を
立
て
た
い
と
い
う
望
み
も
、
教
授
資
格
申
請
論
文
と
し
て
書
い
た
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根

源
』
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
に
拒
否
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
砕
か
れ
た
。
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友
人
の
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
に
宛
て
た
手
紙
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
ド
イ
ツ
文
学
の
第
一
級
の
批

評
家
」
に
な
り
た
い
と
語
っ
て
い
る
が
、
ナ
チ
ス
の
台
頭
に
よ
っ
て
そ
の
野
望
も
挫く
じ

か
れ
て
し
ま
う
。
ユ
ダ
ヤ

人
だ
っ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
を
掌
握
し
た
一
九
三
三
年
に
パ
リ
へ
亡
命
し
、
当
地
の
パ
サ
ー

ジ
ュ
か
ら
近
代
の
「
根ウ
ア
ゲ
シ
ヒ
テ

源
史
」
を
描
き
出
そ
う
と
試
み
た
が
、
そ
の
企
て
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
フ
ラ
ン
ス

が
早
々
に
敗
れ
た
た
め
に
途
絶
を
強
い
ら
れ
た
。

　
最
終
的
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
の
国
境
の
街
ポ
ル
ボ
ウ
で
、
不
運
と
し
か
言
い
よ
う
の

な
い
か
た
ち
で
行
路
を
断
た
れ
、
自
死
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
本
書
は
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
の
嵐
に
揉も

ま
れ
、

非
業
の
死
に
追
い
込
ま
れ
た
思
想
家
が
、
最
期
ま
で
歴
史
と
対
峙
す
る
思
考
を
貫
い
た
こ
と
を
、
そ
の
蹉さ

跌て
つ

の

生
涯
と
と
も
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
い
う
人
物
を
特
徴
づ
け
る
際
に
、
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト

の
言
葉
が
あ
る
。
彼
女
は
『
闇
の
時
代
の
人
々
』
に
収
め
ら
れ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
論
の
な
か
で
、
先
の
せ
む
し
の

小
人
に
一い
ち

瞥べ
つ

を
加
え
つ
つ
、
こ
の
亡
命
時
代
の
年
長
の
友
人
に
つ
い
て
、
彼
が
何
者
で
あ
っ
た
か
を
語
る
に
は
、

ま
ず
い
く
つ
も
の
否
定
辞
を
連
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
偉
大
な
学
識
を
持
っ
て
い
た
が
、
専
門
家
と
い
う
意
味
で
の
学
者
で
は
な
か
っ
た
し
、
重
要

な
訳
業
を
残
し
て
は
い
る
が
、
翻
訳
家
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
膨
大
な
書
評
を
は
じ
め
、
文
学
に
つ
い
て
多
く

の
評
論
を
書
い
た
が
、
文
芸
批
評
家
に
は
括く
く

れ
な
い
。
そ
の
著
述
は
、
独
特
の
詩
的
な
特
徴
を
示
し
て
は
い
る
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が
、
彼
自
身
は
詩
人
で
も
哲
学
者
で
も
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ト
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
つ
い
て
重
ね
た
否
定
は
、
せ
む
し
の
小
人
の
悪い
た
ず
ら戯
に
も
見
え
る
、

彼
の
挫
折
に
次
ぐ
挫
折
と
結
び
つ
け
て
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
彼
は
結
局
、
こ
れ
ら
の
ど
れ
に
も
な

れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
彼
は
こ
の
小
人
を
厄
介
払
い
し
て
し
ま
お
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
。

歪
め
ら
れ
た
生
へ
の
眼
差
し

　『
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
の
「
せ
む
し
の
小
人
」
の
章
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
、
死
に
瀕
し
た
人
の
前
を
そ
の
生
涯
の
す
べ
て
の
場
面
が
通
り
過
ぎ
て
い
く
よ
う
に
、
四
十
歳
を
過
ぎ

た
自
分
の
な
か
に
幼
少
期
の
思
い
出
が
次
々
と
甦
よ
み
が
えっ

て
く
る
の
を
凝
視
し
な
が
ら
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
た
し
か
に
小
人
の
姿
は
と
う
に
消
え
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
へ
世
紀
が
転
換
す

る
そ
の
「
閾し
き
い」
か
ら
、
今
も
そ
の
声
だ
け
は
微
か
に
響
い
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
街
路
を
照
ら
す
ガ
ス
灯
の
な

か
で
、
ガ
ス
マ
ン
ト
ル
が
ジ
ー
ジ
ー
と
音
を
立
て
て
い
る
の
が
聞
こ
え
て
く
る
か
の
よ
う
に
。

　
そ
の
声
の
な
か
か
ら
、「
お
ち
び
さ
ん
よ
、
頼
む
か
ら
／
せ
む
し
の
小
人
の
た
め
に
も
祈
っ
て
お
く
れ
」
と

い
う
小
人
の
願
い
―
そ
れ
に
よ
っ
て
『
少
年
の
魔
法
の
角
笛
』
の
「
せ
む
し
の
小
人
」
の
詩
は
結
ば
れ
て
い

る
―
を
聴
き
取
る
と
き
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
こ
の
厄
介
者
に
一
抹
の
親
し
み
す
ら
覚
え
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
没
後
十
年
に
際
し
、
そ
の
文
学
を
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ
の
な
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か
に
、
こ
の
詩
節
を
引
き
な
が
ら
、
せ
む
し
の
小
人
を
登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。

　『
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
に
収
め
ら
れ
る
エ
ッ
セ
イ
が
書
き
継
が
れ
た
の
と
同
時
期
に

書
か
れ
た
カ
フ
カ
論
に
お
い
て
、
せ
む
し
の
小
人
は
「
歪
ん
だ
生
の
住
人
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
家
長
の
心
配
事
」
の
オ
ド
ラ
デ
ク
を
は
じ
め
、
カ
フ
カ
が
そ
の
小
説
作
品
に
描
く
奇
妙
な
生
き
物
は
、
地
上

の
生
そ
の
も
の
の
歪
み
の
寓
意
で
あ
り
、
せ
む
し
の
小
人
と
は
、
そ
の
祖
型
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
そ
の
よ
う
に
論
じ
て
異
形
の
被
造
物
に
注
意
を
向
け
る
と
こ
ろ
に
は
、
こ
の
小
人
の
視
線
を
わ
が
身
に
引
き

受
け
な
が
ら
、
歴
史
的
な
世
界
を
覆
う
暴
力
を
背
負
っ
て
歪
め
ら
れ
た
生
へ
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
自
身
の
姿
勢
も
暗
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
彼
は
、
被
造
物
の
世
界
の
辺
縁
に
潜
む
亀
裂
を

捉
え
る
眼
差
し
を
手
に
入
れ
た
。
時
代
の
趨す
う

勢せ
い

と
器
用
に
渡
り
合
え
な
く
な
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
。

　「
せ
む
し
の
小
人
」
と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
小
人
に
見
つ
め
ら
れ
た
者
は
注

意
力
を
失
っ
て
不
器
用
に
な
り
、
事
物
が
壊
れ
て
い
く
の
を
慄
き
な
が
ら
見
つ
め
る
ほ
か
は
な
い
と
語
っ
て
い

る
。
そ
の
あ
り
さ
ま
は
、
最
後
の
著
作
の
一
つ
と
な
っ
た
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
テ
ー
ゼ
の
一
つ
に
描

き
出
さ
れ
る
「
歴
史
の
天
使
」
の
姿
と
も
重
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
天
使
は
、
歴
史
の
な
か
の
破
局
を
見
通
し
な

が
ら
、「
進
歩
」
と
美
化
さ
れ
る
近
代
の
歴
史
的
な
過
程
が
抑
圧
し
て
き
た
過
去
へ
眼
差
し
を
注
い
で
は
い
る

も
の
の
、
足
下
に
瓦
礫
が
積
み
上
が
っ
て
い
く
の
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
無
力
な
と
こ
ろ
の
あ
る
天
使
の
像
に
凝
縮
さ
せ
た
、
歴
史
に
つ
い
て
の
批
判
的
な
認
識
は
、
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彼
が
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
な
か
で
「
作
品
の

壊
モ
ル
テ
ィ
フ
ィ
カ
ツ
ィ
オ
ー
ン

死

」
と
特
徴
づ
け
た
批
評
の
延
長
線
上
に
あ

る
。
芸
術
作
品
を
批
評
す
る
と
は
、
永
遠
の
相
に
お
け
る
そ
の
完
成
さ
れ
た
姿
を
讃
美
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

批
評
す
る
と
は
む
し
ろ
、
作
品
の
全
体
の
「
仮シ
ャ
イ
ン象

」
の
輝
き
を
い
っ
た
ん
止
め
な
が
ら
、
そ
の
細
部
へ
分
け
入

り
、
彼
が
「
真
理
内
実
」
と
呼
ぶ
核
心
を
取
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。

微
視
的
な
思
考
と
し
て
の
批
評

　
こ
の
よ
う
に
、
世
界
を
廃
墟
の
相
に
お
い
て
見
通
す
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
眼
差
し
の
う
ち
に
、
思
想
形
成
の
過
程

で
彼
か
ら
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
テ
ー
オ
ド
ア
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
は
、「
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
視
線
」
を
見
て
取

っ
て
い
る
。
そ
の
眼
差
し
が
捉
え
る
対
象
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
怪
物
メ
ド
ゥ
ー
サ
に
見
入
ら
れ
て
石
化
し
た

者
の
よ
う
に
硬
直
し
、
そ
の
組
成
を
露
わ
に
す
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
は
そ
こ
に
切
り
込
ん
で
、
こ
れ
ま
で

見
過
ご
さ
れ
て
き
た
細
か
な
要
素
を
、
真
理
を
凝
縮
さ
せ
た
も
の
と
し
て
救
い
出
す
の
だ
。

　
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
「
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
視
線
」
を
も
っ
て
微ミ
ク
ロ
ロ
ギ
ー

視
的
思
考
を
貫
い
た
。

彼
は
、「
凝
視
さ
れ
た
現
実
の
最
小
の
細
胞
で
さ
え
、
残
り
の
世
界
全
体
に
釣
り
合
う
」
と
い
う
原
則
に
、
ど

こ
ま
で
も
忠
実
だ
っ
た
。
彼
の
批
評
は
、
世
界
の
全
体
を
、
さ
ら
に
は
そ
の
全
歴
史
を
見
つ
め
直
さ
せ
る
力
を
、

こ
の
「
最
小
の
細
胞
」
か
ら
引
き
出
そ
う
と
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
現
実
の
細
部
に
思
考
を
沈

潜
さ
せ
え
た
こ
と
は
、
や
は
り
現
実
と
の
実
際
的
な
関
わ
り
に
お
い
て
ひ
ど
く
不
器
用
に
な
る
こ
と
と
表
裏
一
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体
だ
っ
た
。

　
お
そ
ら
く
は
こ
の
こ
と
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
蹉
跌
の
生
涯
は
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
彼
は
、

子
ど
も
が
持
っ
て
い
る
よ
う
な
事
物
や
言
葉
と
の
親
密
な
関
係
を
保
ち
続
け
た
。
小
さ
い
頃
、「
せ
む
し
の
小

人
」
が
見
て
い
る
室
内
で
隠
れ
ん
坊
を
し
て
い
る
と
、
家
具
と
一
体
に
な
る
よ
う
だ
っ
た
と
語
る
彼
は
、
そ
う

し
た
模
倣
の
才
覚
を
、
長
じ
て
も
み
ず
か
ら
の
思
考
に
生
か
し
て
い
る
。

　
事
物
と
の
一
体
化
に
限
り
な
く
近
づ
き
な
が
ら
、
あ
る
い
は
言
葉
そ
の
も
の
の
響
き
に
耳
を
そ
ば
だ
て
な
が

ら
、
事
物
の
内
奥
に
、
言
葉
の
襞ひ
だ

に
別
の
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
の
を
感
知
す
る
経
験
―
こ
れ
を
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
は
、「
閾し
き
いの
経
験
」
と
呼
ぶ
―
は
、『
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
に
収
め
ら
れ
た
エ
ッ
セ

イ
の
な
か
で
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
の
「
ム
メ
レ
ー
レ
ン
」
と
題
さ
れ
た
章
に
は
、
自
分
を
事

物
に
似
せ
、
言
葉
の
奥
に
雲
隠
れ
す
る
経
験
に
つ
い
て
の
省
察
も
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
若
い
頃
か
ら
そ

の
作
品
を
繰
り
返
し
研
究
し
た
ゲ
ー
テ
が
語
る
「
繊
細
な
経
験
」
を
思
わ
せ
る
。
対
象
と
一
つ
に
な
る
な
か
か

ら
観テ
オ
リ
ア想
が
生
じ
る
経
験
、
こ
れ
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
著
作
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
全
体
を
輝
か
し
く
誇
示
す
る
も
の
に
対
し
て
は
破
壊
的
に
作
用
し
な
が
ら
、
そ
の
内
奥
で

息
を
潜
め
て
い
る
も
の
に
細
や
か
に
応
え
る
微
視
的
な
思
考
を
駆
使
し
て
、
地
上
の
世
界
の
廃
墟
を
凝
視
し
続

け
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
思
考
を
貫
い
て
い
る
の
が
、
批
評
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
批
ク
リ
テ
ィ
ー
ク

評
と
い
う
語
は
、

何
よ
り
も
ま
ず
、
危ク
リ
ー
ジ
ス機と

い
う
語
と
の
深
い
関
係
―
い
ず
れ
も
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
分ク
リ
ネ
イ
ン

か
つ
」
こ
と
を
指
す
語
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に
由
来
す
る
―
に
お
い
て
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
二
度
の
世
界
大
戦
に
代
表
さ
れ
る
危
機
の
時
代
に
生
き
る
な
か
で
、
そ
の
歴
史
的
な
状
況

の
な
か
に
生
存
か
死
滅
か
の
決
定
的
な
分
か
れ
目
を
見
て
取
り
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
状
況
の
内
部
に
、
そ
し
て

そ
こ
に
棄す

て
ら
れ
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
の
う
ち
に
、
死
者
と
と
も
に
生
き
る
可
能
性
を

探
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
貫
く
批
評
的
な
認
識
を
、
最
終
的
に
歴
史
認
識
と
し
て
捉
え
返
す
「
歴
史
の
概
念
に
つ

い
て
」
の
テ
ー
ゼ
の
一
つ
に
は
、「
せ
む
し
の
小
人
」
が
再
び
登
場
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
批

評
と
し
て
の
思
考
に
、
こ
の
小
人
が
最
後
ま
で
随
伴
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
二
節
　
天
使
と
い
う
分
身

批
評
の
書

　
批
評
は
、
対
象
と
な
る
作ヴ
ェ
ル
ク品

―
そ
れ
は
歴
史
の
な
か
で
作
ら
れ
た
人
の
仕ヴ
ェ
ル
ク事

で
も
あ
る
―
の
内
部
に
沈

潜
し
、
形
式
と
内
容
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
そ
の
組
成
に
、
細
や
か
に
分
け
入
っ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
は

同
時
に
、
問
い
を
差
し
挟
む
余
地
が
な
い
か
に
見
え
る
全
体
の
神
話
的
な
現
わ
れ
を
破
壊
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
れ
を
つ
う
じ
て
、
作
品
の
な
か
に
生
き
続
け
て
い
る
内
実
を
今
こ
こ
に
救
い
出
す
批
評
。
こ
れ
を
実
践
す
る

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
批
評
の
媒メ
デ
ィ
ウ
ム体を
な
す
言
葉
が
「
書
シ
ュ
リ
フ
ト

」
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
も
自
覚
し
て
い
る
。




