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『
絵
の
裏
』︵
原
題
：Kang Lang Parb

︶
は
タ
イ
で
最

も
よ
く
知
ら
れ
た
文
学
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
非
凡
な

作
家
シ
ー
ブ
ラ
パ
ー
︵
本
名
は
ク
ラ
ー
ブ
・
サ
イ
プ
ラ

デ
ィ
ッ
ト
と
い
う
︶
の
作
品
で
あ
る
。
シ
ー
ブ
ラ
パ
ー
は

一
九
三
二
年
の
タ
イ
の
政
治
改
革
か
ら
サ
リ
ッ
ト
・
タ
ナ

ラ
ッ
ト
元
帥
率
い
る
独
裁
政
権
の
時
代
を
通
じ
て
つ
ね
に

卓
越
し
た
知
識
人
で
あ
っ
た
。
作
品
中
、
と
り
わ
け
印
象

深
く
記
憶
に
残
る
の
は
、
美
し
い
清
流
と
そ
の
向
う
屹
立

す
る
御
岳
山
の
情
景
で
あ
る
。作
品
は
日
刊
紙「
プ
ラ
チ
ャ

チ
ャ
ー
ト
」
の
連
載
小
説
と
し
て
、
一
九
三
六
年
一
二
月

八
日
に
掲
載
が
開
始
さ
れ
た
。
の
ち
に
、
単
行
書
と
し
て

出
版
さ
れ
、
以
後
四
〇
回
以
上
に
わ
た
り
出
版
さ
れ
た
。

た
び
た
び
映
画
化
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
、
舞
台
化
さ
れ
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
時
代︵
シ
ー

ブ
ラ
パ
ー
は
新
聞
の
編
集
の
仕
事
に
就
い
て
い
た
︶、
朝

日
新
聞
の
招
き
で
日
本
に
滞
在
し
、
早
稲
田
大
学
に
席
を

置
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
折
の
、御
岳
山
へ
の
旅
行
が
、

後
日
、
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
作
品
を
生
み
出
す
た
め

の
劇
的
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
る
こ
と
に
な

る
。

　

私
は
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
の
海
外
客
員
研
究
員
と
し

て
来
日
し
た
の
を
機
会
に
、
シ
ー
ブ
ラ
パ
ー
の
足
跡
を
御

岳
山
に
訪
ね
た
。
昨
年
一
二
月
の
初
旬
の
こ
と
で
あ
る
。

タ
イ
社
会
を
描
い
た
不
朽
の
名
作
を
生
み
出
す
霊
感
を
得

た
場
所
と
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
、
と
心
が
お

ど
っ
た
。
晩
秋
の
渓
谷
は
鮮
や
か
な
黄
色
や
紅
の
紅
葉
で

彩
ら
れ
て
い
た
。
壮
大
な
自
然
と
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の

静
寂
さ
は
畏
怖
の
念
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
で
幻
想
の
世
界

に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
た
も
の
だ
。

　

小
説
『
絵
の
裏
』
と
い
う
傑
出
し
た
作
品
で
社
会
派
作

家
シ
ー
ブ
ラ
パ
ー
は
、
一
九
三
二
年
の
政
治
改
革
前
後
の

タ
イ
社
会
に
お
け
る
政
治
状
況
を
赤
裸
々
に
描
い
て
い

る
。
独
裁
政
権
下
に
あ
っ
て
は
あ
か
ら
さ
ま
な
政
治
批
判

が
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
作
品
は
明
確
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
発
し
続
け
て
き
た
。
当
時
、
政
権
批
判
が
小
説

や
演
劇
の
な
か
で
そ
れ
と
は
な
し
に
表
明
さ
れ
る
こ
と
は

常
道
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
サ
リ
ッ
ト
元
帥
政
権
に

な
っ
て
か
ら
は
タ
イ
の
音
楽
も
御
法
度
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。

　

シ
ー
ブ
ラ
パ
ー
は
彼
の
仲
間
達
と
一
緒
に
一
九
五
二
年
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一
一
月
一
〇
日
、
拘
束
さ
れ
た
。
社
会
の
秩
序
を
乱
し
た

と
し
て
「
騒
擾
罪
」
に
問
わ
れ
た
の
だ
。
彼
ら
が
関
っ
て

い
た
「
平
和
運
動
」
と
呼
ば
れ
る
活
動
は
農
民
達
に
必
要

な
支
援
を
与
え
、
社
会
の
安
寧
を
追
求
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
た
。
彼
は
五
年
の
禁
固
刑
に
処
せ
ら
れ
、
一
九
五

七
年
に
釈
放
さ
れ
た
。
独
裁
政
権
は
国
家
主
義
者
の
大
が

か
り
な
追
放
を
行
っ
た
が
、
シ
ー
ブ
ラ
パ
ー
も
中
国
へ
と

難
を
逃
れ
た
。
以
後
、
一
九
七
四
年
に
他
界
す
る
ま
で
故

国
タ
イ
に
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
絵
の
裏
』
は
海
外
の
大
学
で
学
位
を
得
た
男
性
と
既

婚
の
女
性
―
彼
女
も
そ
の
夫
も
王
家
の
血
筋
を
引
く
高
家

の
人
々
で
あ
っ
た
―
と
の
た
だ
な
ら
ぬ
恋
を
モ
チ
ー
フ
に

し
て
い
る
。
そ
こ
で
図
式
化
さ
れ
る
の
は
前
王
政
時
代
の

遺
産
と
し
て
引
き
継
が
れ
る
タ
イ
社
会
に
お
け
る
不
公
平

な
現
実
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
シ
ー
ブ
ラ
パ
ー
の
多
く
の

作
品
に
通
底
し
て
い
る
。

　

彼
が
御
岳
山
の
渓
流
で
象
徴
し
た
か
っ
た
の
は
真
実
・

永
遠
の
愛
で
は
な
く
社
会
の
不
平
等
性
だ
っ
た
と
言
え

る
。
彼
が
と
り
あ
げ
る
テ
ー
マ
は
今
日
の
政
治
的
な
諸
問

題
―
富
裕
層
と
農
民
、
規
範
の
二
重
性
、
社
会
の
不
公
正

さ
な
ど
―
に
も
大
い
に
共
通
し
て
い
る
。

　

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
政
治
体
制
の
性
格
に
つ
い
て
お
し

な
べ
て
い
え
る
こ
と
は
民
主
主
義
と
い
っ
て
も
形
式
ば
か

り
で
実
体
が
伴
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
政
治
の
実

権
、
経
済
活
動
の
果
実
の
ほ
と
ん
ど
は
上
流
階
級
が
享
受

し
て
い
る
。
そ
し
て
状
況
は
、
シ
ー
プ
ラ
パ
ー
が
そ
の
小

説
で
描
い
て
き
た
時
代
よ
り
も

さ
ら
に
複
雑
化
し
て
い
る
。
東

南
ア
ジ
ア
地
域
で
民
主
的
な
統

治
は
絵
に
描
く
こ
と
は
で
き
る

が
、
現
実
に
眼
を
向
け
る
と
真

の
民
主
主
義
は
存
在
し
な
い
の
だ
。

　

タ
イ
で
は
社
会
運
動
が
広
汎
か
つ
活
発
に
繰
り
広
げ
ら

れ
て
き
た
。
参
加
者
は
政
治
の
力
を
中
央
集
権
か
ら
自
分

た
ち
の
手
に
取
り
戻
し
、
代
表
制
民
主
主
義
を
通
じ
て
真

の
参
加
型
民
主
主
義
が
実
現
す
る
よ
う
制
度
や
手
続
き
の

変
革
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
政
治
や
公
共
政

策
へ
の
国
民
の
関
与
の
度
合
い
は
意
味
が
あ
る
ほ
ど
に
強

ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
運
動
は
地
域
内
の
積
極
的
、
か
つ

強
固
な
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
動
が
欠
か
せ
な
い
。

シ
ー
ブ
ラ
パ
ー
が
そ
の
小
説
で
訴
え
か
け
て
き
た
主
張

を
、
確
実
に
現
実
の
も
の
と
す
る
た
め
に
今
後
も
努
力
を

続
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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