
少
女
小
説
は
１
９
８
０
年
代
に
ブ
ー
ム
を
迎
え
た
が
、
吸
血
鬼
シ
リ
ー
ズ
の

赤
川
二
郎
、
等
と
と
も
に
一
時
代
を
築
き
、
漫
画
に
押
さ
れ
て
停
滞
し
て
い
た

少
女
小
説
を
全
盛
期
ま
で
導
い
た
女
性
少
女
小
説
家
と
い
え
ば
、
氷
室
冴
子
が

挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

純
文
学
の
世
界
で
は
幸
田
文
や
宇
野
千
代
、
瀬
戸
内
寂
聴
や
田
辺
聖
子
、
向

田
邦
子
な
ど
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
女
性
作
家
は
多
数
い
る
し
、
若
手
で
も

林
真
理
子
や
山
田
詠
美
等
、
性
描
写
を
斬
新
に
描
い
て
純
文
学
に
お
い
て
称
賛

を
受
け
た
作
家
も
登
場
し
て
い
る
。

し
か
し
、
少
女
小
説
家
で
あ
る
氷
室
冴
子
は
お
も
し
ろ
い
作
品
を
書
き
、
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
専
門
家
に
よ

る
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
。
お
そ
ら
く
少
女
小
説
家
で
文
学
史
に
名
を
残
し
う

る
の
は
、
吉
屋
信
子
や
父
・
森
鴎
外
の
研
究
の
関
連
に
よ
る
森
莱
新
ぐ
ら
い
で

あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
少
女
小
説
家
が
低
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
が
男
性
優
位
社
会
の
中
で
低
く
見
ら
れ
が
ち

な
女
で
、
し
か
も
子
供
た
ち
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
文
学
史
を
書
く
大
人
の
権
威

「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
氷
室
冴
子
ｌ
『
ざ
・
ち
え
ん
じ
』
に
み
る
古
典
受
容
の
一
様
相
Ｉ

片
岡
麻
実

一
、
は
じ
め
に

者
か
ら
見
れ
ば
、
少
女
を
対
象
に
「
お
も
し
ろ
く
て
、
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ

た
文
学
」
は
、
文
学
と
し
て
評
価
す
る
に
当
た
ら
な
い
と
見
な
さ
れ
が
ち
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
コ
バ
ル
ト
文
庫
の
広
告
の
コ
ピ
ー
は
「
漫
画
の
よ

う
に
読
め
る
小
説
」
だ
っ
た
の
で
、
メ
デ
ィ
ア
の
面
か
ら
も
文
学
的
で
は
な
い

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
助
長
し
て
し
ま
っ
た
。

確
か
に
少
女
小
説
は
漫
画
を
小
説
化
し
た
物
を
含
み
、
少
女
小
説
が
漫
画
化

さ
れ
る
場
合
も
多
い
の
で
、
漫
画
と
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
出
版
社
の
広
告
な
ど
メ
デ
ィ
ア
の
力
が
売
上
げ
に
影
響
し
て
い
た

の
も
事
実
だ
か
ら
だ
。
例
え
ば
氷
室
冴
子
の
人
気
が
爆
発
的
に
膨
れ
上
が
っ
た

契
機
も
、
小
説
「
な
ん
て
す
て
き
に
ジ
ャ
パ
ネ
ス
ク
」
が
富
田
康
子
主
演
で
ド

ラ
マ
化
さ
れ
、
一
般
大
衆
の
目
に
ふ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
も
氷
室
は
「
ク
ラ
ラ
白
書
」
や
「
な
ぎ
さ
シ
リ
ー
ズ
」
で
一
定
の

人
気
を
得
て
い
た
の
だ
が
、
小
説
の
ド
ラ
マ
化
を
き
っ
か
け
に
「
ジ
ャ
パ
ネ
ス

ク
」
が
売
れ
始
め
、
他
の
小
説
も
連
動
し
て
売
れ
始
め
た
。
今
回
私
が
扱
う

「
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
も
平
安
小
説
「
ジ
ャ
パ
ネ
ス
ク
」
の
人
気
上
昇
の
影
響
を

受
け
て
、
人
気
を
得
た
平
安
朝
小
説
で
あ
る
。
こ
の
小
説
の
出
版
は
ジ
ャ
パ
ネ

ス
ク
よ
り
前
で
あ
る
が
、
実
際
は
『
な
ん
て
す
て
き
に
ジ
ャ
パ
ネ
ス
ク
」
の
第

一
作
を
基
に
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
た
め
両
作
品
は
時
代
設
定
や
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登
場
人
物
の
性
格
な
ど
共
通
し
て
い
る
点
が
多
い
。
従
っ
て
罫
』
・
ち
え
ん
じ
」

は
氷
室
の
作
風
を
考
え
る
上
で
も
注
目
す
べ
き
小
説
な
の
で
あ
る
が
、
未
だ
に

研
究
さ
れ
て
い
な
い
。

私
見
で
は
、
氷
室
作
品
が
少
女
向
け
に
読
み
易
く
書
か
れ
て
い
る
た
め
に
、

文
学
作
品
と
し
て
正
当
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え

な
い
。
「
売
れ
る
こ
と
が
目
的
で
書
か
れ
た
娯
楽
の
た
め
の
商
品
」
と
い
う
認

識
に
と
ら
わ
れ
ず
、
作
品
が
内
包
す
る
問
題
は
謙
虚
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
少
女
小
説
を
語
る
際
に
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
は

切
り
離
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
メ
デ
ィ
ア
と
少
女
小
説
の
関
係
で
は
な

く
、
小
説
と
「
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
の
関
係
を
掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
の
構
想
や
パ
ロ
デ
ィ
ー
受
容
に
つ
い
て
問
題

提
起
し
た
い
。

二
、
紫
水
晶
と
嵯
峨

一
方
、
小
説
で
は
姉
で
あ
る
締
羅
君
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
出
仕
以

前
の
彼
女
は
自
分
で
「
体
は
女
だ
け
ど
心
は
男
で
す
。
」
と
言
い
、
男
と
し
て

出
仕
し
て
妻
を
得
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
彼
女
の
男
装
は
原
作
同
様
、
も
と

も
と
の
男
っ
ぽ
い
性
質
に
よ
る
か
ら
と
い
え
る
が
、
大
き
く
異
な
る
点
は
締
羅

自
身
の
意
思
で
、
男
と
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
彼
女
が
い

か
に
男
と
し
て
生
き
た
が
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
は
、
市
場
で
宰
相
宰
将
の
家

来
に
「
ま
だ
一
人
前
の
男
と
し
て
元
服
し
て
い
な
い
子
供
」
と
い
う
理
由
で
無

礼
な
振
る
舞
い
を
さ
れ
て
怒
り
、
北
嵯
峨
に
家
出
す
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
嵯
峨
は
彼
女
か
ら
本
来
の
性
を
引
き
出
し
、
こ
れ
か
ら
大
人
に
な
る

た
め
に
成
長
し
て
い
く
た
め
の
契
機
と
な
っ
た
地
で
あ
る
。
そ
し
て
男
姿
の
時

代
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
締
羅
は
自
分
の
中
に
眠
っ
て
い
た
「
女
性
と
し
て

の
自
分
」
を
認
識
し
、
人
間
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
男
に
も
な
り

き
れ
ず
女
と
し
て
も
生
き
ら
れ
な
い
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
い
ま

い
な
様
で
生
き
て
い
た
締
羅
の
男
装
時
代
は
、
人
生
に
お
け
る
試
練
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
ゆ
え
に
、
昔
話
に
よ
く
あ

る
「
幸
せ
に
暮
ら
し
ま
し
た
と
さ
」
と
い
う
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
迎
え
た
の
だ
。

男
装
は
試
練
に
立
ち
向
か
う
た
め
の
手
段
で
も
あ
り
、
試
練
そ
の
も
の
で
も
あ

る
の
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
ら
男
装
は
自
然
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

一
人
の
女
性
と
し
て
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
過
ご
し
て
い
く
わ
け
だ
。

ま
た
、
入
内
す
る
と
い
う
こ
の
世
の
栄
華
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
の
も
、

彼
女
が
男
装
し
て
い
た
か
ら
と
言
え
る
わ
け
で
、
自
分
の
中
の
「
女
性
性
」
に

目
覚
め
た
嵯
峨
と
い
う
土
地
は
、
「
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
と
い
う
小
説
の
中
で
特
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こ
の
小
説
は
古
典
の
『
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
を
基
に
創
作
さ
れ
た
、
性
が

入
れ
代
わ
っ
て
し
ま
っ
た
姉
弟
の
話
で
あ
る
。
そ
し
て
『
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
は

「
姉
弟
で
入
れ
代
わ
っ
て
し
ま
っ
た
性
を
い
か
に
し
て
元
に
戻
す
か
」
、
「
い
か

に
し
て
二
人
が
入
れ
代
わ
る
か
」
を
主
題
と
し
た
コ
メ
デ
ィ
ー
タ
ッ
チ
の
作
品

だ
。

原
作
で
は
主
人
公
で
あ
る
兄
弟
二
人
が
宮
廷
に
出
仕
す
る
以
前
は
父
親
の
視

点
か
ら
語
ら
れ
て
お
り
、
兄
弟
達
が
何
を
考
え
、
何
を
感
じ
て
い
た
の
か
は
叙

述
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
兄
弟
の
性
が
入
れ
代
わ
っ
て
い
る
の
は
、
父
親
の

前
世
の
悪
業
に
よ
る
「
天
狗
の
力
の
た
め
」
と
設
定
さ
れ
る
。



弱
、
物
を
こ
そ
思
ひ
重
ぬ
れ
脱
ぎ
か
へ
て
い
か
な
る
身
に
か
な
ら
む
と
思

へ
ぱ「

い
よ
い
よ
物
思
い
も
重
な
り
ま
す
。
こ
の
衣
を
脱
ぎ
変
え
て
ど
の

よ
う
な
身
に
な
る
の
か
と
思
い
ま
す
と
。
」

と
な
っ
て
い
る
。
（
傍
線
お
よ
び
数
字
は
片
岡
）
（
注
２
）

「
紫
の
」
和
歌
は
宰
相
中
将
が
男
装
の
女
君
に
本
来
の
性
・
女
性
に
戻
る
こ

と
を
促
す
和
歌
で
あ
る
。
締
羅
は
嵯
峨
で
直
ち
に
女
性
に
戻
っ
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
の
だ
が
、
嵯
峨
で
帝
か
ら
渡
さ
れ
た
紫
水
晶
が
女
性
に
戻
る
と
き
に

重
要
な
働
き
を
す
る
の
で
、
紫
水
晶
は
女
性
に
戻
る
こ
と
を
促
し
た
和
歌
と
結

に
注
目
す
べ
き
場
所
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
こ
の
土
地
は
原
作
に
は
全
く
登
場
せ
ず
、
小
説
独
自
の
も
の
で
あ
る
。

原
作
で
は
京
の
都
と
は
異
な
る
「
異
次
元
の
世
界
」
と
し
て
宇
治
と
吉
野
が
登

場
す
る
の
で
、
本
来
な
ら
ば
こ
の
ど
ち
ら
か
で
も
お
か
し
く
は
な
い
の
だ
が
、

な
ぜ
氷
室
冴
子
は
北
嵯
峨
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
嵯
峨
が

ど
の
よ
う
な
土
地
で
あ
る
の
か
を
調
べ
た
所
、
以
下
の
様
な
事
が
判
明
し
た
。

嵯
峨
・
・
京
都
市
の
北
西
地
帯
で
、
か
つ
て
嵯
峨
天
皇
の
離
宮
造
営
や
嵯
峨

院
の
行
幸
が
あ
っ
た
。
８
６
４
年
に
は
朝
廷
御
料
の
禁
野
と
定
め
ら
れ
た
。

王
朝
高
貴
の
遊
猟
山
荘
に
好
適
と
さ
れ
『
源
氏
物
語
」
「
嵯
峨
の
御
堂
」

（
松
風
）
が
大
覚
寺
南
の
設
定
と
な
る
ほ
ど
閑
静
な
勝
地
と
し
て
現
れ
た
。

和
歌
で
は
「
性
（
さ
が
）
」
と
懸
詞
に
し
た
表
現
が
多
く
、
「
秋
の
嵯
峨

（
性
）
」
「
性
（
嵯
峨
）
の
こ
と
」
「
我
が
身
の
性
（
嵯
峨
）
」
な
ど
の
表
現

が
多
い
。
（
注
１
）

嵯
峨
は
「
性
」
（
さ
が
）
と
結
び
つ
い
た
地
で
あ
る
の
で
、
彼
女
が
自
分
の

「
性
」
に
目
覚
め
る
に
は
尤
も
な
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
紫
水
晶
が
嵯

峨
の
小
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
か
。
水
晶
は
古
く
は
「
水
精
」
と
表
記
さ

れ
、
日
光
を
集
め
火
を
集
め
る
の
に
使
用
さ
れ
た
た
め
「
火
珠
」
、
「
火
精
」
と

も
称
せ
ら
れ
た
。
「
大
鏡
」
の
巻
三
に
は
「
法
華
経
御
口
に
つ
ぶ
や
き
て
、
紫

壇
の
ず
ず
の
、
水
精
の
装
束
し
た
る
引
き
隠
し
て
持
ち
給
ひ
け
る
」
（
傍
線
片

岡
）
等
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
全
く
無
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

そ
し
て
紫
色
は
平
安
時
代
に
高
貴
な
色
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
、
帝
の
高

貴
さ
の
象
徴
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

締
羅
が
帝
と
裸
で
出
会
い
、
水
晶
を
渡
さ
れ
た
の
も
、
水
晶
が
「
水
精
」
と

表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
帝
に
と
っ
て
彼
女
が
水
の
精
の
ご
と

き
美
し
く
神
秘
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
嵯
峨
で
渡
す
も
の
が
紫
水
晶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
根
拠
が
弱
い
。

そ
こ
で
原
作
『
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
に
登
場
す
る
和
歌
が
、
小
説
で
は
す

べ
て
削
除
さ
れ
た
点
に
着
目
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
全
帥
首
の
う
ち
、

鍵
・
弱
首
目
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。

原
作
の
宰
相
中
将
は
中
納
言
（
男
装
の
女
君
）
と
肉
体
関
係
を
結
び
、
彼
女

を
妊
娠
さ
せ
る
。
そ
し
て
二
人
と
も
昇
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
女
に
戻
っ

て
自
分
の
妻
に
な
る
よ
う
に
彼
女
へ
和
歌
を
詠
む
。

弧
、
紫
の
雲
の
衣
の
う
れ
し
さ
に
あ
り
し
契
り
や
思
ひ
か
へ
つ
る

「
同
じ
紫
色
で
も
大
将
の
衣
を
身
に
付
け
ら
れ
た
う
れ
し
さ
で
、
私

と
の
約
束
を
お
忘
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
」

そ
れ
に
対
す
る
女
君
の
返
事
は
、
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ぴ
つ
き
う
る
。

そ
し
て
水
晶
は
不
純
物
が
入
る
と
紫
や
黒
に
な
る
の
で
、
男
装
し
て
純
粋
に

女
性
で
は
な
い
締
羅
の
状
況
を
巧
み
に
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
水
晶
は
キ
ラ
キ
ラ
し
た
も
の
な
の
で
、
締
羅
と
い
う
名
前
を
連
想
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
平
安
時
代
の
紫
は
『
源
氏
物
語
』
の
紫
の
上
な
ど
文
学
の

上
で
も
高
貴
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
、
仏
教
の
往
生
の
際
に
現
れ
る
紫
雲
の

イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
「
紫
」
と
い
う
言
葉
は
小

説
中
で
表
に
は
出
な
い
も
の
の
「
ざ
・
ち
え
ん
じ
』
の
中
で
重
要
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
宇
治
川
と
紫
の
ゆ
か
り

の
姫
を
是
非
入
内
さ
せ
た
い
と
考
え
る
。

締
羅
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
単
に
水
遊
び
し
た
か
っ
た
だ
け
で

死
ぬ
気
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
帝
は
入
水
の
話
を
信
じ
込
み
、
彼
女
を
北

嵯
峨
の
乙
女
と
し
て
理
想
化
す
る
。
そ
し
て
物
語
の
最
後
の
部
分
で
締
羅
が
宇

治
川
の
ほ
と
り
に
立
つ
シ
ー
ン
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
も
死
ぬ
気
は
更
々
な

い
の
に
僧
侶
が
入
水
と
勘
違
い
し
て
彼
女
に
飛
び
つ
き
、
川
に
転
落
す
る
と
い

う
出
来
事
が
あ
る
。
さ
ら
に
京
の
都
で
締
羅
の
失
除
の
様
を
想
像
し
て
い
る
女

東
宮
も
、
「
源
氏
物
語
」
の
浮
舟
の
よ
う
に
世
を
は
か
な
ん
で
入
水
し
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
宇
治
川
の
土
左
衛
門
を
捜
す
よ
う
に
手
紙
を
書
く
。
実

際
は
死
ぬ
気
な
ど
な
い
の
に
、
締
羅
君
の
ま
わ
り
の
人
間
は
世
間
の
常
識
を
あ

て
は
め
て
、
彼
女
も
型
に
は
め
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
。

締
羅
は
嵯
峨
で
帝
と
巡
り
会
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
元
服
を
許
さ
れ
、
子
供
か

ら
大
人
の
世
界
へ
飛
び
込
む
。
な
ぜ
な
ら
帝
は
「
北
嵯
峨
の
乙
女
」
を
締
羅
君

の
弟
の
締
羅
姫
（
女
装
の
男
君
）
で
あ
る
と
想
像
し
、
北
嵯
峨
の
乙
女
の
面
影

を
見
た
い
が
た
め
に
締
羅
君
を
出
仕
さ
せ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
宰
相
の
中
将
も

か
な
わ
ぬ
恋
の
相
手
、
締
羅
姫
の
姿
を
男
姿
の
締
羅
君
に
見
出
し
、
次
第
に
は

姫
よ
り
も
男
と
思
っ
て
い
る
彼
女
を
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
思
い
詰
め
る
。

言
わ
ば
締
羅
は
か
な
わ
ぬ
恋
の
相
手
の
代
役
、
つ
ま
り
人
形
（
ヒ
ト
ガ
タ
）
な

の
で
あ
る
。

二
人
の
男
の
間
で
女
が
争
わ
れ
、
敵
わ
ぬ
恋
の
相
手
の
面
影
を
見
出
さ
れ
る

と
い
う
設
定
は
、
『
源
氏
物
語
」
の
浮
舟
を
連
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
ど
ち
ら
の

男
と
も
結
ば
れ
る
事
な
く
失
除
し
て
し
ま
い
、
し
か
も
た
ま
た
ま
と
は
い
え
宇

治
川
に
ヒ
ロ
イ
ン
が
落
ち
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
同
じ
な
の
は
似
過
ぎ
て
い
る
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さ
て
、
締
羅
は
北
嵯
峨
の
池
を
裸
で
泳
い
で
い
る
時
に
帝
と
出
く
わ
す
が
、

こ
の
北
嵯
峨
の
挿
話
は
小
説
独
自
の
物
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
は
男
と
し
て
振
る
舞
っ

て
い
る
が
、
全
く
の
裸
で
あ
る
以
上
、
女
と
し
て
の
本
性
は
暴
か
れ
ざ
る
を
え

な
い
し
、
自
分
の
中
の
「
女
性
性
」
に
目
覚
め
ざ
る
を
え
な
い
。
い
く
ら
男
っ

ぽ
く
生
き
て
い
る
と
は
い
え
、
裸
を
男
に
見
ら
れ
た
以
上
、
女
と
し
て
の
蓋
恥

心
を
押
さ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
締
羅
君
が
女
で
あ
る
こ
と

は
誰
に
も
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
秘
密
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
帝
や
世
間
を
謀
っ

た
罪
で
、
一
家
も
ろ
と
も
死
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
こ
で
彼
女
は
意

に
そ
ま
な
い
結
婚
話
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
の
で
、
池
に
入
水
し
た
と
嘘
を
つ
く
。

平
安
時
代
に
裸
で
入
水
す
る
女
は
普
通
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
帝
は
彼
女
の

話
を
信
じ
て
「
紫
水
晶
の
数
珠
」
を
渡
し
、
生
き
る
よ
う
に
諭
す
。
そ
し
て
縞

羅
を
奥
ゆ
か
し
く
て
美
し
く
、
は
か
な
く
も
健
気
な
女
性
と
感
じ
た
彼
は
、
こ



と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
僧
侶
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
、
一
人
で
暮
ら
す
と
こ
ろ

ま
で
同
一
な
の
だ
。

一
方
「
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
の
女
中
納
言
は
、
妊
娠
し
て
し
ま
っ
た
後
に

京
か
ら
失
除
し
て
宇
治
で
出
産
し
、
そ
し
て
子
供
を
残
し
て
吉
野
へ
逃
げ
る
。

そ
こ
で
男
姿
に
な
っ
た
女
装
の
男
君
と
再
会
す
る
の
だ
。
原
作
で
の
宇
治
は
宰

相
中
将
と
の
夫
婦
生
活
を
営
ん
だ
場
所
で
あ
り
、
男
君
は
女
君
と
知
ら
ず
に
彼

女
を
か
い
ま
見
す
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
兄
弟
が
再
会
し
た
の
は

吉
野
で
あ
る
。
ま
た
原
作
に
は
ヒ
ロ
イ
ン
が
宇
治
川
に
落
ち
る
場
面
は
な
く
、

二
人
の
男
の
間
板
ば
さ
み
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
む
し
ろ
宰
相
中
将
の

愛
を
四
の
君
と
分
け
あ
う
と
い
う
逆
の
立
場
に
な
る
の
だ
。
必
ず
し
も
浮
舟
を

モ
デ
ル
に
か
か
れ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

そ
れ
な
の
に
小
説
で
は
女
東
宮
に
よ
っ
て
「
失
除
し
た
締
羅
君
は
浮
舟
の
よ

う
に
な
っ
て
宇
治
に
居
る
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
さ
れ
、
実
際
に
姉
弟
は
宇

治
で
再
会
す
る
。
原
作
ど
お
り
、
再
会
の
場
所
が
吉
野
で
も
い
い
は
ず
な
の
に
、

氷
室
冴
子
が
宇
治
に
こ
だ
わ
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
こ
で
先
ほ
ど
「
紫
」
を
考
察
し
た
と
き
と
同
様
に
、
原
作
の
和
歌
を

調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
興
味
深
い
点
が
見
出
せ
た
。

宰
相
の
中
将
の
和
歌

昔
見
し
宇
治
の
橋
姫
そ
れ
な
ら
で
恨
み
解
く
べ
き
方
は
あ
ら
じ
を

「
昔
会
っ
た
宇
治
の
橋
姫
の
よ
う
な
あ
の
女
、
あ
の
女
に
会
わ
せ
て
く
だ

さ
ら
な
く
て
は
恨
み
を
解
く
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
の
に
。
」

そ
れ
に
対
す
る
新
右
大
将
（
女
装
の
男
君
が
男
姿
に
戻
っ
た
後
）
の
返
事

橋
姫
は
衣
片
敷
き
待
ち
わ
び
て
身
を
宇
治
川
に
投
げ
て
し
も
の
を

「
橋
姫
は
衣
の
片
袖
を
敷
き
待
っ
て
い
て
も
む
な
し
か
っ
た
の
で
、
身
を

は
か
な
ん
で
宇
治
川
に
投
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
に
。
そ
の
女
を
望
ま
れ

る
の
で
す
か
。
」
（
傍
線
片
岡
）
（
注
３
）

和
歌
の
「
身
を
宇
治
川
に
投
げ
て
し
も
の
を
」
は
、
実
際
に
女
君
が
宇
治
川

に
飛
び
込
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
「
古
今
集
」
の
和
歌
に
あ
る
「
宇
治
の
橋
姫
」

と
い
う
語
句
を
自
ら
に
例
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
浮
舟
と
関
係
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
二
章
で
「
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
と
「
紫
の
」
和
歌
が
関
連

し
う
る
事
を
述
べ
た
よ
う
に
、
小
説
の
始
め
と
終
わ
り
の
重
要
な
場
面
で
、

『
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
の
和
歌
を
連
想
さ
せ
る
出
来
事
が
あ
る
と
い
う
の
は

明
ら
か
に
意
図
的
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
私
は
一
見
、
氷
室
に
よ
る
創
作
に
見
え

る
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
実
は
古
典
を
翻
案
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い

う
事
を
提
起
し
た
い
。

ま
た
先
ほ
ど
「
源
氏
物
語
」
を
小
説
の
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、

そ
の
根
拠
の
一
例
と
し
て
「
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
の
中
の
「
源
氏
物
語
」
の
職
え

を
以
下
に
挙
げ
る
。

①
「
あ
ん
た
が
出
仕
す
れ
ば
、
光
源
氏
と
頭
中
将
の
よ
う
に
、
好
敵
の
一

対
や
と
、
人
は
無
責
任
に
言
い
よ
る
か
ら
、
（
前
編
詞
］
９
Ｆ
．
』
）

②
「
源
氏
物
語
で
も
、
光
源
氏
が
紫
の
上
に
会
う
た
の
は
、
北
山
龍
り
の

時
や
し
、
薫
大
将
が
大
君
を
垣
間
見
た
ん
も
が
出
家
し
た
い
と
八
の
宮
に

通
っ
て
い
た
時
ど
す
わ
。
」
（
前
編
勺
、
巨
曽
、
岳
）

③
「
源
氏
物
語
」
の
末
摘
花
の
話
は
、
そ
れ
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
ほ
ど

で
、
実
際
、
そ
う
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
っ
た
。
（
前
編
勺
．
届
画
５
．
９

④
『
源
氏
物
語
」
に
も
、
源
氏
の
妻
女
三
宮
と
通
じ
た
柏
木
が
、
源
氏
の

－５５－



怒
り
を
買
い
、
事
あ
る
ご
と
に
嫌
味
を
言
わ
れ
て
、
神
経
衰
弱
に
な
っ
た

例
が
あ
っ
た
。
（
中
略
）
い
っ
て
み
れ
は
、
い
び
り
殺
さ
れ
た
よ
う
な
も

の
だ
。
（
前
編
宅
．
』
麗
固
．
巴

⑤
『
源
氏
物
語
」
に
も
、
職
月
夜
尚
侍
と
い
う
の
が
出
て
く
る
。
（
中
略
）

名
目
上
、
尚
侍
と
し
て
出
仕
し
た
の
で
あ
り
、
内
実
は
后
で
あ
る
。
（
前

編
も
．
匿
申
毎
．
巴

⑥
春
の
夜
ら
し
く
、
辺
り
は
臆
ろ
に
霞
み
、
世
に
浮
か
ぶ
桜
の
花
明
か
り

が
、
夢
の
よ
う
に
美
し
い
。
こ
う
い
う
時
期
に
、
か
の
源
氏
は
政
敵
で
あ

る
右
大
臣
家
の
六
の
姫
、
臓
月
尚
侍
と
仲
良
く
な
っ
た
の
だ
。
（
中
略
）

「
春
の
臓
夜
に
誘
わ
れ
た
。
（
中
略
）
即
位
し
て
か
ら
も
、
そ
っ
と
内
裏
を

抜
け
出
し
た
り
し
た
な
。
」
（
後
編
句
．
辰
虐
．
巴

⑦
「
つ
ま
り
空
蝉
の
術
だ
よ
。
衣
服
は
あ
れ
ど
も
中
身
は
な
し
。
僕
は
部

屋
に
こ
も
っ
て
写
経
し
て
い
る
と
見
せ
か
け
て
、
姉
さ
ま
を
捜
し
に
出
る
。
」

（
後
編
も
．
こ
↑
５
●
ｅ

③
「
浮
舟
が
宇
治
の
川
原
を
ふ
ら
ふ
ら
歩
く
話
が
、
妙
に
身
に
泌
み
た
の
。

浮
舟
は
と
う
と
う
自
殺
し
ち
ゃ
っ
て
、
私
そ
の
続
き
が
怖
く
て
怖
く
て
聴

い
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
わ
。
ね
え
、
締
羅
も
ど
こ
か
の
川
に
飛
び
込
ん
じ
ゃ
っ

た
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
（
後
編
勺
．
ｇ
］
巴
．
崖
）

こ
の
よ
う
に
重
要
場
面
で
は
必
ず
『
源
氏
物
語
」
の
比
職
が
登
場
し
て
い
る
。

『
ざ
・
ち
え
ん
じ
』
は
副
題
に
「
新
釈
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
と
書
か
れ
て
い

る
が
、
実
際
は
源
氏
物
語
に
題
材
を
と
り
、
そ
れ
を
再
構
成
し
て
小
説
化
し
た

と
い
う
こ
と
が
仮
定
で
き
そ
う
だ
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
北
嵯
峨
で
渡
さ
れ
た
の

が
紫
の
水
晶
で
あ
っ
た
こ
と
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
帝
と
締
羅

君
が
出
会
っ
た
北
嵯
峨
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
光
源
氏
が
紫
の
上
と
出
会
い
の
比

喰
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

紫
の
上
は
藤
壷
の
血
筋
を
引
く
人
間
な
の
で
、
二
人
の
関
係
は
「
紫
の
ゆ
か

り
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
念
頭
に
お
く
と
、
な
ぜ
締
羅
が
帝
か
ら
紫
の

水
晶
を
も
ら
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
彼
女
が
「
紫
の
ゆ
か
り
」
を
継
承
し
た
か
ら
、

つ
ま
り
締
羅
君
に
対
し
て
紫
の
上
が
隠
喰
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
も

可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
点
だ
け
で
は
紫
の
上
が
締
羅
に
例
え
ら
れ
て
い

る
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
締
羅
君
の
妻
、
三
の
姫
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
と
、

あ
り
え
な
い
と
は
い
え
な
い
の
だ
。

例
え
ば
『
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
句
』
忌
博
．
↑
に
は
、

（
三
の
姫
は
）
と
て
も
十
五
歳
に
は
見
え
な
い
、
幼
い
姫
だ
っ
た
。
ど
う
見

て
も
十
二
、
三
才
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
声
も
仕
草
も
幼
く
て
、
（
締
羅

君
が
）
〈
ほ
ん
と
に
妹
み
た
い
。
可
愛
ゆ
い
わ
・
仲
良
し
に
な
ろ
う
〉
と

強
く
思
っ
た
。

と
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
与
謝
野
晶
子
訳
『
源
氏
物
語
』
の
、

（
紫
の
上
は
）
お
っ
と
り
と
し
た
少
女
の
宮
を
、
人
形
の
よ
う
に
気
楽
に
お

扱
い
に
な
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
少
女
と
お
見
え
に
な
る

だ
け
の
宮
様
に
女
王
は
好
感
持
た
れ
て
、
（
中
巻
勺
・
曾
巴

に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
面
の
前
に
も
、

幼
稚
な
宮
の
手
跡
は
当
分
女
王
に
隠
し
て
お
き
た
い
。
（
中
略
Ｉ
女
三
の

宮
の
和
歌
）
文
字
は
実
際
幼
稚
な
風
で
あ
っ
た
。
十
五
に
も
お
な
り
に
な

れ
ば
こ
ん
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
（
中
巻
弔
き
巴

と
あ
り
、
こ
れ
は
『
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
の
勺
』
認
５
．
の
の
、
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お
人
形
の
よ
う
に
清
ら
か
な
姫
で
す
。
」
（
後
編
も
．
］
程
Ｆ
●
巴

締
羅
の
妻
・
三
の
姫
の
形
容
の
特
徴
は
、
「
子
供
っ
ぽ
く
て
」
幼
稚
で
、
人
形

遊
び
が
好
き
と
い
う
こ
と
だ
。
一
方
、
女
三
の
宮
は
、

①
女
三
の
宮
は
（
中
略
）
ま
だ
き
わ
め
て
小
さ
く
て
、
幼
い
人
と
い
っ
て

も
あ
ま
り
に
ま
で
お
子
供
ら
し
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
れ
は
単
に
子

供
ら
し
い
と
い
う
の
に
つ
き
る
方
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
尊
心
の
出
過
ぎ
た

ク
セ
の
な
い
素
直
な
手
蹟
で
、
（
中
略
’
三
の
姫
の
手
紙
を
見
た
女
房
が
）

「
相
変
わ
ら
ず
素
直
な
子
供
子
供
し
た
、
微
笑
ま
し
い
お
手
紙
で
す
わ
ね
」

に
類
似
し
て
い
る
。
縞
羅
と
三
の
姫
の
関
係
は
、
紫
の
上
と
女
三
の
宮
の
関
係

に
対
応
し
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
「
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
に
は
女
姿
に
戻
っ
た
女
中
納
言
に
、
宰
相

中
将
が
愛
人
の
四
の
君
も
手
元
に
引
き
取
り
た
い
と
言
う
場
面
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
「
源
氏
物
語
」
の
若
菜
上
巻
で
光
源
氏
が
女
三
の
宮
を
手
元
に
引
き
取
る

に
あ
た
っ
て
、
紫
の
上
に
許
し
を
求
め
る
と
き
の
言
辞
に
類
似
し
て
い
る
。

（
注
４
）

ま
た
、
『
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
に
も
帝
が
締
羅
に
対
し
て
三
の
姫
を
妻
に
し
た

い
と
発
言
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
こ
れ
は
本
当
に
帝
が
三
の
姫
を
愛
し
て

い
る
か
ら
で
は
な
く
、
紫
水
晶
を
渡
し
た
北
嵯
峨
の
乙
女
の
面
影
を
も
つ
締
羅

を
自
分
の
手
元
に
お
い
て
お
き
た
い
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
そ
し
て
「
源

氏
物
語
」
で
も
光
源
氏
が
実
際
に
愛
し
て
い
る
の
は
紫
の
上
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

藤
壷
の
面
影
を
求
め
て
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
女
三
の
宮
を
引
き
取
る
と
い
う
類

似
点
が
見
出
せ
る
。
そ
こ
で
、
三
の
姫
と
女
三
の
宮
の
形
容
を
調
べ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
両
者
が
本
当
に
関
係
あ
る
の
か
検
証
し
て
み
た
い
。

「
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
の
三
の
姫
の
形
容
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
形
容
が
皿
例
見

出
せ
た
。

①
。
あ
の
姫
は
あ
ま
り
に
子
供
っ
ぽ
い
こ
と
で
有
名
な
ん
だ
ぞ
。
」
」
（
前

編
弱
』
詮
固
．
旨
）

四
、
「
三
」
を
名
乗
る
女
達

②
「
新
床
で
人
形
を
ね
だ
り
は
る
よ
う
な
ネ
ン
ネ
に
、
あ
こ
が
れ
の
締
羅

さ
ん
を
奪
わ
れ
て
し
も
た
や
な
ん
て
、
悔
し
お
す
」
（
前
編
も
．
］
認
田
．
崖
）

③
素
直
で
気
の
い
い
姫
は
、
（
前
編
宅
・
画
呂
５
．
巴

④
三
の
姫
は
、
女
房
ら
の
言
う
よ
う
な
オ
カ
メ
プ
ス
で
は
な
い
も
の
の
、

こ
れ
と
い
っ
た
特
徴
も
見
当
た
ら
な
い
、
せ
い
ぜ
い
十
人
並
み
の
女
性
に

過
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
。
（
中
略
）
額
の
生
え
際
の
あ
た
り
は
、
年
相
応

に
艶
か
し
ぐ
、
肩
に
う
ち
か
か
る
髪
も
し
な
や
か
で
あ
る
。
（
後
編
詞
忠

巴
．
］
ご

⑤
超
お
く
て
の
人
妻
を
つ
ま
み
食
い
し
て
み
た
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
。
食
っ

て
み
り
や
、
固
い
ば
か
り
で
、
舌
の
肥
え
た
自
分
に
は
、
て
ん
で
物
足
り

な
か
っ
た
。
あ
ん
な
も
の
の
た
め
に
本
命
を
逃
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
…
…
。

（
後
編
勺
．
念
５
．
届
）

⑥
知
り
た
が
り
や
の
無
邪
気
な
三
の
姫
は
、
（
後
編
も
．
宝
巴
．
届
）

⑦
あ
の
お
と
な
し
く
、
子
供
っ
ぽ
い
三
の
姫
が
、
（
後
編
宅
．
あ
ほ
．
弓
）

⑧
よ
も
や
世
間
知
ら
ず
の
子
供
っ
ぽ
い
三
の
姫
が
、
（
後
編
も
．
＄
層
．
、
）

⑨
以
前
は
ま
る
き
り
子
供
だ
っ
た
の
に
、
（
後
編
勺
・
］
置
田
・
＄

⑩
（
締
羅
君
が
）
「
世
間
の
汚
い
風
に
当
た
っ
た
こ
と
の
な
い
、
そ
れ
こ
そ

－５７－



も
未
成
熟
な
所
は
な
く
、
豊
満
で
、
年
齢
を
始
め
不
満
足
な
点
も
な
く
優

美
で
、
（
中
略
）
自
尊
心
か
ら
ひ
そ
か
に
、
「
帝
に
も
召
さ
れ
る
べ
き
我
が

身
」
と
思
い
だ
っ
た
の
に
、
（
中
略
）
、
（
一
巻
詞
認
）

③
優
艶
に
愛
ら
し
く
柔
ら
か
な
姿
態
に
目
を
奪
わ
れ
る
が
、
（
中
略
）
こ

の
人
の
美
し
さ
に
は
ど
う
し
て
勝
っ
て
お
ら
れ
よ
う
か
。
（
一
巻
勺
・
届
巴

④
宰
相
中
将
が
た
い
そ
う
積
極
的
で
浅
ま
し
い
振
る
舞
を
な
さ
る
の
で
、

息
も
絶
え
る
ほ
ど
泣
き
沈
む
様
子
や
態
度
が
、
こ
の
上
な
く
愛
ら
し
い
が
、

（
一
巻
勺
．
届
巴

⑤
女
君
は
、
た
い
そ
う
上
品
で
可
憐
な
様
子
で
、
（
二
巻
勺
き
い
）

⑥
「
こ
の
四
の
君
は
、
見
た
目
は
子
供
っ
ぽ
く
上
品
で
、
世
間
慣
れ
し
て

い
な
い
よ
う
で
、
こ
ん
な
に
大
胆
な
歌
を
読
み
か
け
な
さ
る
の
だ
。
（
二

巻
勺
．
匡
ｅ

⑦
四
の
君
は
、
身
も
ほ
っ
そ
り
と
衣
に
包
ま
れ
、
な
よ
な
よ
と
上
品
で
優

美
な
色
つ
や
で
か
わ
い
ら
し
い
。
（
三
巻
勺
●
患
）

③
右
大
将
の
お
召
し
に
な
っ
て
い
る
指
貫
の
裾
ま
で
こ
ぼ
れ
散
る
よ
う
な

魅
力
が
あ
り
、
（
三
巻
勺
・
含
）

⑨
「
実
際
、
四
の
君
に
は
全
く
欠
点
が
な
く
た
い
そ
う
す
ぐ
れ
て
立
派
な

女
で
す
が
、
（
三
巻
勺
・
匿
画
）

本
来
な
ら
ば
三
の
君
は
「
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
と
類
似
し
て
い
る
の
が
自

然
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
四
の
君
の
場
合
、
「
子
供
っ
ぽ
い
」
と
い
う
語
が
幼

稚
と
い
う
よ
り
は
彼
女
の
愛
ら
し
さ
、
魅
力
を
示
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
の
語
棄
が
示
す
も
の
は
両
者
の
間
で
次
元
が
違
っ
て
い
る
。

し
か
も
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
両
者
の
年
齢
の
違
い
で
あ
る
。
四
の
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と
こ
ろ
の
な
い
点
だ
け
が
安
心
あ
る
と
、
（
中
略
）
あ
ま
り
に
言
い
が
い

の
な
い
新
婦
で
あ
る
と
お
嘆
き
か
れ
に
な
っ
た
。
（
与
謝
野
晶
子
訳
「
源

氏
物
語
」
中
巻
勺
き
巴

②
人
見
知
り
を
せ
ぬ
子
供
の
よ
う
で
扱
い
や
す
い
気
を
院
は
お
覚
え
に
な
っ

た
。
（
中
略
）
習
っ
て
お
あ
り
に
な
る
こ
と
だ
け
は
子
供
ら
し
く
皆
言
っ

て
お
し
ま
い
に
な
っ
て
、
自
発
的
に
は
何
も
お
で
き
に
な
ら
ぬ
ら
し
い
。

（
与
謝
野
晶
子
訳
「
源
氏
物
語
」
中
巻
勺
き
巴

③
毎
日
幼
稚
な
お
遊
び
の
相
手
ば
か
り
を
し
て
い
る
童
女
の
教
養
の
な
さ

な
ど
（
与
謝
野
晶
子
訳
「
源
氏
物
語
」
中
巻
勺
●
韻
ｅ

④
裾
ま
で
あ
ざ
や
か
に
黒
い
髪
の
毛
は
糸
を
よ
っ
て
掛
け
た
よ
う
に
な
び

い
て
、
そ
の
裾
の
き
れ
い
に
切
り
そ
ろ
え
ら
れ
て
い
る
の
が
美
し
い
。

（
中
略
）
髪
の
か
か
っ
た
横
顔
も
非
常
に
上
品
な
美
人
で
あ
っ
た
。
（
与
謝

野
晶
子
訳
「
源
氏
物
語
」
中
巻
弔
．
誤
巴

と
あ
り
、
歳
の
割
に
「
子
供
っ
ぽ
い
」
、
「
人
形
あ
そ
び
が
す
き
」
と
形
容
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
「
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
の
元
に
な
っ
た
「
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」

の
男
装
の
女
君
の
妻
・
四
の
君
が
、
三
の
君
に
対
応
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
、

彼
女
の
形
容
も
検
索
し
た
所
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
た
。
（
桑
原
博
史
編
「
と

り
か
へ
ぱ
や
物
語
』
、
講
談
社
学
術
文
庫
現
代
語
訳
よ
り
引
用
）

①
「
あ
ち
ら
は
子
供
っ
ぽ
い
娘
御
で
す
も
の
、
変
だ
な
ど
と
気
に
な
さ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
ま
い
。
た
だ
親
密
に
話
し
合
っ
て
、
世
間
体
を
普
通
の

夫
婦
の
よ
う
に
し
て
、
出
入
り
な
さ
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
」
（
一
巻
勺
、
。

『
）②

時
に
中
納
言
は
十
六
歳
。
女
君
は
十
九
歳
で
あ
ら
れ
た
か
ら
容
貌
も
心



君
は
女
中
納
言
よ
り
も
年
上
で
四
才
で
あ
る
の
だ
が
、
三
の
姫
は
鴫
才
で
あ
る
。

そ
し
て
女
三
の
宮
も
妬
才
で
あ
っ
た
。
形
容
や
年
齢
の
点
を
考
え
る
と
、
氷
室

冴
子
に
お
け
る
三
の
姫
の
モ
デ
ル
は
四
の
君
で
は
な
く
女
三
の
宮
だ
っ
た
と
い

う
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
三
の
姫
は
「
四
」
で
は
な
く
「
三
」
を
名
乗

る
の
で
あ
る
。

四
の
君
は
男
の
言
い
な
り
に
な
っ
た
ま
ま
運
命
に
流
さ
れ
、
子
供
ま
で
産
ん

だ
宰
相
中
将
と
最
終
的
に
は
結
ば
れ
な
い
。
一
方
、
女
三
の
宮
は
柏
木
の
死
後
、

源
氏
と
の
関
係
を
拒
み
自
発
的
に
出
家
す
る
。
こ
れ
は
自
分
か
ら
嫌
な
男
と
の

関
係
を
断
絶
し
た
わ
け
だ
か
ら
、
四
の
君
と
は
違
う
性
質
を
も
つ
女
性
で
あ
る
。

ま
た
女
三
の
宮
は
幼
さ
の
代
名
詞
で
あ
る
の
で
、
縞
羅
君
と
の
間
に
肉
体
関
係

が
な
い
こ
と
を
疑
問
に
思
わ
な
い
ほ
ど
子
供
っ
ぽ
い
三
の
姫
の
幼
さ
を
強
調
す

る
に
は
、
有
効
な
比
聡
的
存
在
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
三
の
姫
は
妊
娠
し
た
際
に
嵐
の
中
、
相
手
の
男
の
元
に
一
人
で
走

る
と
い
う
母
と
し
て
の
強
さ
が
、
女
三
の
宮
と
異
な
る
。
う
わ
く
だ
け
の
夫
を

拒
む
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
の
だ
が
、
女
三
の
宮
は
出
家
し
て
外
の
世

界
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
閉
じ
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
三
の
姫
は
子

供
子
供
し
て
い
た
自
分
が
母
と
な
る
こ
と
で
変
化
し
、
逆
に
自
分
の
殻
を
打
ち

破
っ
て
外
の
世
界
へ
向
か
う
。
同
類
で
あ
り
な
が
ら
変
化
し
な
か
っ
た
女
三
の

宮
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
三
の
姫
の
〈
か
く
あ
り
た
い
私
〉
に
目
覚
め
る
過

程
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
の
女
性
た
ち
は
密
通
に
よ
っ
て
妊
娠
さ
せ
ら
れ
、

母
と
な
る
こ
と
で
苦
し
み
続
け
る
の
だ
が
、
『
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
の
女
達
は
恋

愛
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
に
目
覚
め
る
。
従
っ
て
、

「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
で
は
主
要
な
姫
君
は
皆
密
通
さ
れ
妊
娠
す
る
の
だ

が
、
『
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
で
は
三
の
姫
の
妊
娠
以
外
の
密
通
は
皆
削
除
さ
れ
て

い
る
。
締
羅
は
宰
相
中
将
に
キ
ス
さ
れ
妊
娠
し
て
い
た
と
誤
解
す
る
挿
話
が
あ

る
が
、
実
際
は
妊
娠
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
想
像
妊
娠
し
て
失
除
し
た
後
、
宇

治
川
に
落
ち
る
と
い
う
出
来
事
が
あ
る
。
彼
女
が
男
社
会
に
入
る
き
っ
か
け
に

な
る
北
嵯
峨
の
挿
話
と
、
女
姿
に
戻
る
契
機
に
な
る
宇
治
川
で
の
挿
話
両
方
で
、

彼
女
が
水
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
行
為
で
あ
ろ
う
。

「
宇
治
川
に
落
ち
る
」
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
浮
舟
を
意
識
し
た
挿
話
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
「
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
の
宇
治
の
橋
姫
の
和
歌
も
意
識
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
古
典
の
両
作
品
と
類
似
し
て
い
る
と
は
い
え
、

氷
室
冴
子
が
小
説
に
意
図
し
て
い
る
も
の
は
少
し
異
な
る
よ
う
に
思
う
。

小
説
で
は
後
宮
の
さ
や
あ
て
や
皇
位
を
め
ぐ
る
政
治
の
争
い
、
栄
耀
栄
華
や

密
通
と
い
っ
た
表
舞
台
の
ド
ラ
マ
と
は
異
な
る
次
元
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の

両
者
は
本
質
的
に
「
女
性
の
あ
り
方
」
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

今
ま
で
考
察
し
て
き
た
三
の
姫
と
女
三
の
宮
の
関
係
を
考
慮
す
る
と
、
締
羅

が
紫
の
上
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の

は
、
『
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
は
「
源
氏
物
語
」
の
影
響
を
受
け
た
作
品
で
あ

る
の
で
、
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
を
基
に
し
て
書
か
れ
た
「
ざ
・
ち
え
ん
じ
」

に
源
氏
が
取
り
込
ま
れ
る
の
も
あ
り
え
な
い
話
で
は
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
を
言

い
換
え
る
な
ら
ば
、
三
者
が
バ
ラ
ン
ス
を
も
っ
て
か
ら
み
合
い
、
小
説
の
中
で

氷
室
ワ
ー
ル
ド
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
少
女
小
説
と
物
語
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れ
る
。「

源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
た
物
語
に
は
、
「
女
性
は
存
在
そ
の
も
の
が

罪
深
い
」
と
言
う
思
想
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
ざ
・
ち
え
ん
じ
」
は

「
源
氏
物
語
』
や
源
氏
の
影
響
を
受
け
た
「
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
に
題
を
と

り
つ
つ
も
、
現
代
風
の
感
覚
で
「
法
華
経
』
思
想
を
超
越
し
た
、
新
し
い
物
語

世
界
を
築
き
上
げ
て
い
る
。
「
ざ
・
ち
え
ん
じ
』
は
パ
ロ
デ
ィ
ー
寡
字
で
あ
る
が
、

「
源
氏
物
語
」
や
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
の
批
判
的
読
者
と
し
て
、
古
典
が

内
包
す
る
女
性
蔑
視
を
芋
ん
だ
「
法
華
経
」
思
想
の
呪
縛
を
超
越
し
た
作
品
と

言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
氷
室
は
小
説
家
に
な
る
と
き
に
母
親
か
ら
勘
当
同
然
で
家
を
出
た
と

い
う
経
験
を
し
、
「
結
婚
が
女
性
の
幸
せ
」
と
い
う
母
の
思
想
に
反
発
し
て
、

「
自
分
の
人
生
は
自
分
で
決
め
る
」
と
い
う
信
条
を
持
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、

氷
室
の
実
体
験
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
説
が
「
親
に
頼
ら
ず
自
力
で
運
命
を
変
え

て
い
く
ス
ト
ー
リ
ー
に
な
っ
た
」
と
い
う
可
能
性
は
大
き
い
。
（
注
５
）
し
か

し
、
こ
の
小
説
を
少
女
小
説
を
し
て
批
評
す
る
の
で
は
な
く
、
「
源
氏
物
語
」

の
流
れ
に
位
置
す
る
平
安
朝
小
説
、
つ
ま
り
物
語
文
学
の
末
喬
と
し
て
評
価
す

る
こ
と
で
、
氷
室
冴
子
が
『
源
氏
物
語
」
の
批
評
的
読
者
と
し
て
果
た
し
た
役

割
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
う
こ
と
を
問
題
提
起
し
て
、
筆
を

お
き
た
い
と
思
う
。

［
注
］

１
、
片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
」
、
昭
和
記
年
初
版
、
角
川
書
店
、
お
よ
び
竹

下
数
馬
編
「
文
学
遺
跡
辞
典
詩
歌
編
」
東
京
堂
出
版
、
よ
り
一
部
引
用
。

6０

思
惑
が
入
り
乱
れ
た
世
界
、
つ
ま
り
「
宇
治
」
が
登
場
し
、
そ
れ
が
締
羅
君
の

身
一
つ
に
焦
点
が
定
め
ら
れ
、
物
語
は
幕
切
れ
す
る
。
こ
れ
は
宇
治
十
帖
の
、

常
に
揺
れ
動
い
て
い
く
登
場
人
物
の
心
理
が
一
人
浮
舟
の
運
命
に
流
れ
込
み
、

当
代
二
人
の
貴
公
子
に
愛
さ
れ
な
が
ら
も
入
水
を
選
び
、
僧
都
に
よ
っ
て
救
わ

れ
っ
か
の
間
の
安
息
を
得
る
の
に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
締
羅
は
入
水
し
た

浮
舟
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
女
は
運
命
と
の
関
わ
り
を
遮

断
す
る
の
で
は
な
く
、
生
を
自
分
か
ら
切
り
開
こ
う
と
し
た
か
ら
だ
。

浮
舟
は
川
に
飛
び
込
む
こ
と
で
今
ま
で
の
自
分
を
殺
し
、
新
た
な
生
き
方
を

求
め
た
の
だ
が
、
締
羅
に
は
そ
ん
な
気
は
全
く
な
か
っ
た
。
浮
舟
は
擬
死
再
生

に
よ
っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
だ
が
、
締
羅
は
地
位
や
名
誉
が
な

く
て
も
、
女
と
し
て
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
認
め
て
生
き
て
い
け
ば
い
い
と
感

じ
る
か
ら
だ
。

類
似
性
の
知
覚
に
よ
っ
て
、
氷
室
は
読
者
に
「
源
氏
物
語
」
と
「
と
り
か
へ

ぱ
や
物
語
」
を
重
ね
合
わ
せ
さ
せ
、
同
様
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
予
測
さ
せ
つ

つ
、
物
語
の
変
形
操
作
を
行
い
、
読
者
に
心
地
よ
い
裏
切
り
を
与
え
る
。
登
場

人
物
や
物
語
の
設
定
は
「
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
に
題
を
と
り
つ
つ
、
人
物
描

写
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
挿
話
は
、
「
源
氏
物
語
」
を
参
考
に
創
作
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
」
を
基
に
創
作
さ
れ
た
物
語
の
姫
君
は
、
浮
舟
に
代
表
さ
れ
る

様
に
、
「
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
は
か
な
げ
な
姫
君
」
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
「
源
氏
物
語
』
に
根
ず
く
「
法
華
経
』
思
想
の
影
響
で
、
女
性
は
女
性

の
身
の
ま
ま
で
は
往
生
で
き
な
い
、
つ
ま
り
死
ぬ
と
き
に
男
性
に
変
性
し
な
い

と
往
生
で
き
な
い
と
言
う
、
「
変
性
男
子
」
の
思
想
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
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