
１

.

は
じ
め
に

川
端
康
成
と
〈
少
女
雑
誌
〉
の
関
わ
り
は
深
い
。
川
端
は
戦
前
戦
後
の
約

三
〇
年
に
わ
た
り
、〈
少
女
雑
誌
〉
に
作
品
を
発
表
し
続
け
て
き
た

(

１)

。
な
か

で
も
、
一
九
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
敗
戦
に
い
た
る
時
期
の
川
端
の
〈
少
女
雑

誌
〉
誌
上
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
三
浦
卓
が

｢
昭
和
一
〇
年
代
の
中
心
を

し
め
る

『

少
女
の
友』

時
代
の
川
端
康
成
は
、〈
少
女
小
説
〉
こ
そ
が
当
時

の
主
要
な
〈
仕
事
〉
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る

(

２)｣

と
指
摘
す
る
よ
う
に
注
目
す

べ
き
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
研
究
史
に
お
い
て
川
端
の
〈
少
女
雑
誌
〉
に
発
表
さ
れ
た
テ
ク

ス
ト
群
に
、
充
分
光
が
当
て
ら
れ
て
き
た
か
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
と
は
言

え
な
い
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
川
端
が
存
命
中
に
刊
行
さ
れ
た
全
集
や
自

選
集
に
は
〈
少
女
雑
誌
〉
誌
上
に
発
表
し
た
〈
少
女
小
説
〉
が
収
め
ら
れ
て

い
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
度
重
な
り
刊
行
さ
れ
た
全
集
や
自
選
集
か
ら

の
〈
少
女
小
説
〉
の
排
除
は
、
意
識
的
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た

(

３)

。

川
端
の
〈
少
女
雑
誌
〉
に
発
表
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
群
を
検
討
す
る
に
は
、
各
々

の
雑
誌
の
お
か
れ
た
同
時
代
の
状
況
と
と
も
に
〈
少
女
雑
誌
〉
誌
上
に
発
表

さ
れ
た
個
々
の
テ
ク
ス
ト
分
析
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

川
端
の

｢

旅
へ
の
誘
ひ

(

４)｣

は
、
一
九
四
〇
年
一
月
〜
九
月
に
か
け
て

｢

新

女
苑｣

に
連
載
さ
れ
た
未
刊
行
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
三
七
巻
本

『

川
端
康

成
全
集』

第
二
三
巻

(

新
潮
社
、
一
九
八
一
年
二
月)

の

｢

解
題

(

５)｣

に
お
い

て
も

｢

発
表
さ
れ
た
ま
ま
で
、
長
い
年
月
う
ち
捨
て
ら
れ
て
あ
つ
た｣

と
あ

り
、
ま
た
川
端
が
自
ら
の
刊
本
に
収
め
な
か
っ
た
理
由
の
推
測
と
し
て

｢

作

品
の
主
要
部
分
の
主
題
と
も
う
一
度
取
組
み
直
し
、
別
の
作
品
と
し
て
仕
上

げ
た｣

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

は
三
年
後
に
発
表
さ
れ
た

｢

東
海
道｣

(｢

満
州
日
日
新

聞｣

一
九
四
三
年
七
月
二
〇
日
〜
一
〇
月
三
一
日

(

６))

の

｢

前
駆｣

を
な
す
テ

ク
ス
ト
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た

(

７)

。
例
え
ば
山
田
吉
郎
に

｢

ま
ず
注
目
す
べ

き
こ
と
は
、『

東
海
道』

が
そ
の
下
敷
き
と
な
る
よ
う
な
稿
本
的
作
品
を
有

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。(

中
略)

そ
れ

(

執
筆
者
注：

｢

東
海
道｣

連
載)

よ
り
三
年
ほ
ど
前
の
昭
和
十
五
年
、
川
端
は

｢

新
女
苑｣

(

１
〜
９

月)

に

『

旅
へ
の
誘
ひ』

と
い
う
小
説
を
連
載
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
登

場
人
物
や
古
典
の
取
り
入
れ
方
に

『

東
海
道』

と
少
な
か
ら
ぬ
類
似
点
が
あ

り
、
と
く
に
そ
の
第
四
章

｢

東
海
道
の
章｣

は
明
ら
か
に

『

東
海
道』

の
前

駆
を
な
し
て
い
る
。
裏
を
返
せ
ば
そ
う
し
た
前
段
階
的
な
模
索
を
経
た
上
で

『

東
海
道』

の
連
載
へ
と
至
り
つ
い
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
模
索
の
厚
み
を

軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う

(

８)｣

と
い
う
指
摘
が
あ
る
。｢

東
海
道｣

の
初
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出
は
、｢

満
州
日
日
新
聞｣

で
あ
る
が
、
川
端
没
後
の
一
九
七
五
年
刊
本
に

収
め
ら
れ
た

(

９)

。
つ
ま
り
、
未
刊
行
の

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

は
、｢

東
海
道｣

よ

り
も
一
般
的
に
は
更
に
読
者
が
目
に
し
に
く
い
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
え
る
。

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

が

｢

東
海
道｣

の

｢

前
駆｣

を
な
す
テ
ク
ス
ト
と
し
て

評
価
さ
れ
て
き
た
要
因
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
両
テ
ク
ス
ト
に
は
市
河
明
子

と
い
う
同
名
の
女
性

(
し
か
も
両
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
彼
女
の
旅
の
行
き
先

が
吐
月
峰
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
同
じ
人
物
だ
と
推
測
さ
れ
る)

が
登
場
す

る
こ
と
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣
の
最
終
章
に
あ
た
る
第
四
章
に
は

｢

東
海
道
の

章｣
(｢

新
女
苑｣

一
九
四
〇
年
七
〜
九
月
号
に
掲
載
部
分)

が
配
さ
れ
て
お

り
、｢

東
海
道｣

と
同
じ
古
典
作
品
や
岡
本
か
の
子
の

｢

東
海
道
五
十
三
次｣

が
テ
ク
ス
ト
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
両
テ
ク
ス
ト
は
発
表
メ
デ
ィ
ア
が
異
な
る
こ

と
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

に
は
、
市
河
明
子
と
は
別
に
園
子
と
い
う
ヒ
ロ
イ
ン

も
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、｢

東
海
道｣

と
重
な
り
を
見
い
だ
せ
る
第
四
章

｢

東
海
道
の
章｣

に
至
る
ま
で
の

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

(｢
新
女
苑｣

一
九
四
〇

年
一
月
〜
六
月)

は
独
自
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

は
単
に

｢

東
海
道｣

の

｢

前
駆｣

を
な
す
テ

ク
ス
ト
と
い
う
評
価
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
を
内
包
し
て
い
る
。
本
稿
の
目

的
は
、
こ
れ
ま
で

｢

東
海
道｣

の

｢

前
駆｣

を
な
す
テ
ク
ス
ト
と
さ
れ
て
き

た

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

を
〈
少
女
雑
誌
〉｢

新
女
苑｣

に
発
表
さ
れ
た
テ
ク
ス

ト
と
し
て
一
度
切
り
離
し
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

の
み
に
登
場
す
る
園
子
の
存

在
を
分
析
し
た
上
で
、
市
河
明
子
の

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

で
の
役
割
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と
に
あ
る
。

考
察
に
先
立
ち
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

の
初
出
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る

｢

新
女
苑｣

が
一
九
四
〇
年
に
迎
え
て
い
た
激
動
の
一
年
の
一
側
面
を
確
認
し
た
い
。

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

の
テ
ク
ス
ト
中
に
は

｢

日
本
の
作
家
生
活
の
疲
労｣

に
つ

い
て
の
言
及
が
あ
る
が
、
同
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
は
、

そ
の
一
端
を
覗
く
こ
と
に
な
る
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。｢

新
女
苑｣

主
筆

の
内
山
基
は
、
後
年

｢『

新
女
苑』

は
私
に
と
っ
て
は
昭
和
十
五
年
十
月
号

を
限
り
に
死
ん
で
し
ま
っ
た｣

と
回
想
し
て
い
る

(�)

。
こ
の
時
期
が

｢

旅
へ
の

誘
ひ｣

連
載
終
了
直
後
に
当
た
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

が

｢

新
女
苑｣

が
何
ら
か
の
過
渡
期
を
迎
え
る
中
で
連
載
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

｢

新
女
苑｣

は
一
九
三
七

(

昭
和
一
二)

年
一
月
に
創
刊
さ
れ
た
。
一
九

三
一
年
か
ら

｢

少
女
の
友｣

の
主
筆
を
務
め
た
内
山
基
が

｢

新
女
苑｣

の
主

筆
も
兼
務
し
た
。｢

新
女
苑｣

は
、｢

少
女
の
友｣

よ
り
も
成
長
し
た
女
性
を

読
者
と
し
て
想
定
し
て
お
り
、
内
山
に
よ
る

｢

創
刊
の
こ
と
ば

(�)｣

で
も

｢

少

女
雑
誌
と
婦
人
雑
誌
の
中
間
的
存
在
で
あ
る｣

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

｢

新
女
苑｣

の
目
指
す
方
向
性
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

新
女
苑
に
家
庭
生
活
の
巧
み
な
処
理
方
法
を
お
求
め
に
な
る
方
が
あ
れ

ば
、
き
つ
と
そ
の
方
は
失
望
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

又
新
女
苑
に
ギ
ラ�
と
脂
ぎ
る
、
社
会
面
的
興
味
を
お
求
め
に
な
る

方
が
あ
つ
た
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
失
望
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

新
女
苑
の
希
ふ
所
は
、
若
き
女
性
の
静
か
に
し
て
内
に
燃
え
る
教
養

(�)

の

伴
侶
で
あ
る
。

創
刊
号
は
実
に
四
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
う
え
に
、
附
録
が
つ
い
た
大
変

―��―
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華
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。｢

新
女
苑｣

の
誌
面
の
主
な
構
成
は

｢

名
作
絵

物
語
、
該
月
詩
画
譜
、
グ
ラ
ビ
ア
、
の
ち
に
名
画
紹
介
な
ど
を
巻
頭
に
掲
げ

巻
末
に
は
読
者
文
芸
欄
を
充
実
し
て
読
者
の
参
加
を
図
る
一
方
、
長
短
編
小

説
、
随
筆
、
教
養
と
趣
味
欄
、
お
し
ゃ
れ
、
料
理
な
ど
の
実
用
記
事
の
ほ
か
、

結
婚
や
生
き
方
な
ど
に
関
す
る
論
文
、
座
談
会
、
フ
ィ
ル
ム
・
レ
ヴ
ュ
ー
、

ブ
ッ
ク
・
レ
ヴ
ュ
ー
欄

(�)｣
だ
っ
た
。

佐
藤
卓
己
は

｢

新
女
苑｣

が
一
九
四
〇
年
に
過
渡
期
を
迎
え
た
一
因
に
つ

い
て
、
一
九
三
九
年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

｢

新
し
いマ
マ

時
代
の
女
性
教
育
座

談
会｣

に
お
い
て
当
時
の
東
京
府
立
第
一
高
女
の
校
長
市
川
源
三
の

｢

今
の

日
本
の
教
育
を
誤
ま
ら
せ
た
大
き
い
原
因
の
一
つ
は
陸
軍
の
軍
隊
教
育
に
あ

る

(�)｣

と
い
う
主
旨
の
発
言
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
鈴
木
庫
三
少

佐
が
反
応
し
、
主
筆
と
し
て
の
内
山
の
責
任
を
追
及
し
た

(�)
。

こ
の
出
来
事
に
よ
り
、｢『

新
女
苑』

と
い
う
雑
誌
及
び
内
山
と
い
う
編
集

者
が
、
彼
等
の
要
注
意
人
物
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か

(�)｣
で
あ
り
、
加
え
て
、

そ
の
一
ヶ
月
後
に
も
鈴
木
に
よ
り

｢

新
女
苑｣

の
発
行
元
で
あ
る
実
業
之
日

本
社
に
国
策
協
力
が
要
望
さ
れ
た
。

｢

新
女
苑｣

の
誌
面
を
見
渡
し
て
も
、
例
え
ば
一
九
四
〇
年
七
月
号
に
は

｢

農
村
婦
人
は
立
上
る｣

と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
、
編
集
後
記
に
お
い
て
は

｢

国
策
に
参
画
し
た
運
動
は
都
会
地
よ
り
も
農
村
に
多
く
見
ら
れ
る
。
長
野

県
浦
里
村
は
そ
の
最
も
代
表
的
な
例
で
、
こ
の
村
に
脈
う
つ
精
神
は
広
く
都

会
に
も
取
入
れ
ら
れ
て
学
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
あ
り
、
や
や
誌
面

の
趣
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
や
は
り
、｢

新
女
苑｣

に
も
同
時
代
の
波
が
押

し
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

川
端
は
、｢

新
女
苑｣

に
お
い
て

｢

小
品
欄｣

の
選
者
を
一
九
三
八
年
一

二
月
〜
一
九
四
三
年
一
一
月
ま
で
五
年
間
務
め
て
い
た
。
本
稿
に
お
い
て
川

端
の

｢

小
品
欄｣

選
考
に
お
け
る
あ
り
方
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
余
裕

は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
川
端
の

｢

婦
人
公
論｣

や

｢

少
女
の
友｣

｢

新
女
苑｣

で
の
選
考
の
あ
り
方
を
分
析
し
、
そ
の
入
選
作
の
優
れ
た
も
の

を
一
冊
に
ま
と
め
た

『

女
性
文
章』

(

満
州
文
藝
春
秋
社
、
一
九
四
五
年
一

月)

刊
行
の
過
程
を
分
析
し
た
深
澤
晴
美
は

｢

川
端
の
内
の
〈
女
性
的
な
る

も
の
〉
と
い
う
テ
ー
マ
が
、〈
日
本
〉
と
い
う
新
た
な
テ
ー
マ
と
出
会
い
、

交
錯
し
て
い
っ
た
様
が
う
か
が
え
よ
う

(�)｣

と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い

る
。
た
し
か
に
、｢

時
に
よ
つ
て
は
御
自
身
の
創
作
よ
り
も
こ
の
仕
事
を
愛

さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
こ
と
す
ら
あ
つ
た

(�)｣

と
い
う
ほ
ど

に
川
端
が
こ
の
仕
事
に
情
熱
を
捧
げ
て
い
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
よ
う
だ
。

そ
う
で
あ
っ
て
も
や
は
り
、
川
端
が
〈
少
女
雑
誌
〉
に
発
表
し
た
テ
ク
ス
ト

そ
の
も
の
を
検
討
す
る
こ
と
は
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
。

２

.

上
杉
に
明
子
を
追
わ
せ
る
園
子

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

に
は
園
子
と
明
子
と
い
う
全
く
タ
イ
プ
の
異
な
る
二
人

の
女
性
が
配
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
人
は
、
四
〇
前
の
作
家
の
上
杉
を
軸
に

描
か
れ
る
。

ま
ず
は

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

の
全
体
像
を
捉
え
て
み
た
い
。
作
家
で
あ
る
上

杉
は
、
妻
絹
代
の
一
周
忌
が
過
ぎ
た
或
夜
、
園
子
に
絹
代
と
新
婚
旅
行
で
宿

泊
し
た
宿
屋
へ
連
れ
て
行
っ
て
ほ
し
い
と
懇
願
さ
れ
る
。
上
杉
に
は

｢

日
本

の
作
家
生
活
の
疲
労
が
、
妻
の
死
と
い
ふ
弱
り
目
か
ら
、
ど
つ
と
襲
ひ
か
か｣

っ
て
お
り
、｢
な
に
か
生
れ
な
が
ら
の
悲
し
み
と
、
い
つ
も
癒
さ
れ
ぬ
心
の

飢
ゑ
と
に
、
追
ひ
迫
ら
れ
通
し｣

の
よ
う
な
心
情
を
抱
え
て
生
活
し
て
い
る
。

園
子
は
、
病
床
の
絹
代
の
代
わ
り
に
子
ど
も
の
早
苗
の
面
倒
を
見
さ
せ
る
た
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め
に
絹
代
の
実
家
が
寄
こ
し
た
娘
で
、
絹
代
の
い
と
こ
に
あ
た
る
が
、
孤
児

で
あ
っ
た
た
め
に
絹
代
の
家
に
養
わ
れ
て
き
た
と
い
う
境
遇
に
あ
る
。
年
末
、

早
苗
も
連
れ
て
三
人
で
新
婚
旅
行
先
の
箱
根
と
熱
海
を
訪
れ
た
際
、
上
杉
は

熱
海
ホ
テ
ル
で

｢

匂
ふ
光
の
や
う｣

な
美
し
い
令
嬢
市
河
明
子
を
見
か
け
る
。

養
生
の
た
め
熱
海
ホ
テ
ル
に
一
人
で
滞
在
し
て
い
る
明
子
の
美
し
さ
は
、
上

杉
に
憧
憬
を
か
き
た
て

｢

地
に
伏
し
た
い
や
う
な
悲
し
み｣

さ
え
起
こ
さ
せ

る
。
こ
の
よ
う
な
上
杉
の
心
情
に

｢

目
ざ
と
い｣

園
子
は
、
明
子
に
近
づ
く
。

元
旦
、
上
杉
と
園
子
、
早
苗
は
蒲
郡
に
い
た
。
熱
海
ホ
テ
ル
の
ボ
オ
イ
か
ら

｢

正
月
の
熱
海
は
雑
踏
す
る
か
ら
蒲
郡
へ
行
く｣

と
い
う
こ
と
を
聞
き
、
明

子
を
追
い
か
け
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
春
、
明
子
か
ら
園
子
宛
に

｢

東
海
道
の

一
筋
も
知
ら
ぬ
人
、
風
雅
に
覚
束
な
し｣
と
芭
蕉
の
言
葉
を
書
い
た
箱
根
小

涌
谷
か
ら
桜
の
絵
葉
書
が
届
く
。
そ
の
内
容
は
健
康
を
回
復
し
た
ら
し
い
か

ら
、
春
の
東
海
道
を
少
し
歩
い
て
み
た
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
園
子
の
置

き
手
紙
に
騙
さ
れ
、
上
杉
は
明
子
を
追
い
、
再
度
旅
に
出
発
す
る
。

さ
て
、｢

東
海
道｣

に
お
い
て
も
同
名
で
登
場
す
る
市
河
明
子
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
論
で

｢

東
海
道｣

と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
度
々
そ

の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

(�)
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、｢

旅

へ
の
誘
ひ｣

は
、
第
四
章

｢

東
海
道
の
章｣

を
迎
え
る
以
前
に
も
初
出
で
は

既
に
全
八
回
中
五
回
の
連
載
が
な
さ
れ
て
お
り
、
明
子
の
登
場
等

｢

東
海
道｣

と
通
底
す
る
部
分
を
含
意
し
な
が
ら
も
独
自
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
上
杉
と
共
に
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
が

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

に
の
み
登
場
す
る
園
子
の
存
在
で
あ
る
。｢

東
海
道｣

は
、
古
典
作
品
の
引

用
が
テ
ク
ス
ト
の
大
半
を
占
め
、｢

登
場
人
物
や
事
件
の
展
開
に
つ
い
て
、

さ
し
た
る
波
乱
は
存
在
し
な
い

(�)｣

と
評
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、
そ
れ

と
は
対
照
的
に

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

は
上
杉
が
妻
の
絹
代
の
死
後
も
、
妻
と
な

る
わ
け
で
も
な
い
園
子
と
不
安
定
な
関
係
を
続
け
、
し
か
も
園
子
に
騙
さ
れ

る
形
で
上
杉
が
再
度
旅
へ
再
出
発
し
、
明
子
を
追
い
か
け
る
と
い
う
展
開
を

持
つ
。

つ
ま
り
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

は
あ
る
種
の
事
件
性
を
有
す
る
テ
ク
ス
ト
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
引
き
起
こ
す
園
子
の
存
在
に
は
注
意
を
払
う
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

園
子
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
。
絹
代
は
生
前
上
杉
に

｢

園
子
と
結

婚
し
て
は
い
け
な
い
、
あ
な
た
が
不
幸
に
な
る
、
私
の
嫉
妬
で
は
な
い｣

と

い
う
よ
う
な
言
葉
を
残
す
。
上
杉
は
絹
代
の
死
後
、
子
ど
も
の
早
苗
は

｢

血

の
つ
な
が
る
人
々
と
、
よ
く
つ
き
合
は
せ
て
や
ら
う｣

と
思
っ
て
い
た
が
、

悔
や
み
も
そ
こ
そ
こ
に
早
苗
を
哀
れ
が
る
親
類
た
ち
に
は

｢

胸
が
悪｣

く
な

る
。
園
子
は
上
杉
の
家
に
残
り
、
後
妻
と
な
る
こ
と
も
な
く
上
杉
と
暮
ら
し

続
け
る
。
園
子
は

｢

人
目
に
立
つ
娘
で
、
振
り
返
ら
れ
た
り
す
る
と
、
ち
よ

つ
と
し
な
を
つ
く
る｣

娘
で
あ
り
、
早
苗
の
子
守
は
よ
く
す
る
が
、｢

主
婦

の
代
り
に
は
全
く
不
向
き｣

で

｢

血
な
ま
ぐ
さ
い
や
う
に
女
く
さ｣

く
、

｢

愛
す
る
も
の
が
あ
る
と
、
放
恣
に
自
分
を
く
れ
て
し
ま
ふ｣

と
こ
ろ
が
あ

る
。
そ
し
て

｢

園
子
の
か
ら
だ
の
奇
怪
に
激
し
い
愛
は
、
上
杉
に
女
の
宿
命

の
あ
は
れ
さ
を
感
じ｣

さ
せ
る
。
上
杉
は
こ
の
よ
う
な
園
子
を

｢

物
が
た
い

女
達
か
ら
あ
な
ど
ら
れ
て
る
や
う
な
女
は
、
男
に
と
つ
て
、
か
へ
つ
て
あ
り

が
た
い
も
の
で
も
あ
る｣

と
実
感
し
、
絹
代
と
の
新
婚
旅
行
の
宿
に
行
き
た

い
と
園
子
が
言
い
出
し
た
の
も

｢

園
子
ら
し
い
捨
身
の
愛
情
な
の
か
も
し
れ

な｣

い
と
受
け
止
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
媚
態
を
示
し
、｢

奇
怪
に
激
し
い
愛｣

を
ぶ
つ
け
て
く
る
園

子
は
、
上
杉
が
熱
海
ホ
テ
ル
で
見
か
け
た
市
河
明
子
に
対
し
て
憧
憬
の
念
を

―��―
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抱
い
て
い
る
こ
と
を
見
逃
さ
な
い
。
明
子
に
近
づ
く
た
め
に
給
仕
か
ら
明
子

の
滞
在
理
由
を
聞
き
出
そ
う
と
す
る
園
子
に
対
し
て
上
杉
は

｢

き
び
し
い
嫌

悪｣
を
感
じ
る
。
し
か
し
、
園
子
は
明
日
中
に
自
分
が
明
子
の｢

手
を
握｣

っ

て
み
せ
る
と
言
い
出
す
。
上
杉
は

｢

ど
う
い
ふ
つ
も
り
な
の
か｣

と
い
ぶ
か

り
つ
つ
も
、｢
園
子
の
魅
力
が
ま
つ
は
り
つ
い
て
来｣

る
と
感
じ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
明
子
の
魅
力
に
上
杉
が
憧
憬
の
念
を
抱
い

て
い
る
時
に
お
い
て
も
な
お
、
園
子
の
魅
力
は
決
し
て
消
え
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
明
子
の
魅
力
を
凌
駕
す
る
勢
い
で
上
杉
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
上
杉
が
明
子
へ
の
憧
憬
を
強
め
れ
ば
強
め
る
ほ
ど
に
園
子
の
魅

力
は
上
杉
の
な
か
で
よ
り
強
固
な
も
の
に
な
る
。

蒲
郡
で
の
元
旦
の
挨
拶
に
は
そ
の
よ
う
な
二
人
の
関
係
性
が
よ
く
表
れ
て

い
る
。

｢

明
け
ま
し
て
お
め
で
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。本
年
も
相
変
り
ま
せ
ず
…
…
。｣

上
杉
は
思
ひ
が
け
な
か
つ
た
。

園
子
は
頭
を
さ
げ
た
ま
ま
、
口
ご
も
つ
た
。

｢

…
…
御
一
緒
に
お
い
て
下
さ
い
ま
せ
。｣

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
す
園
子
に
、
上
杉
は

｢

園
子
は
そ
の
よ
さ
が

女
に
は
わ
か
ら
な
い
女｣

で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
す
る
。｢

た
と
ひ
行
く
末
、

園
子
と
ど
う
な
ら
う
と
も
、
或
年
の
元
旦
の
朝
に
、
一
人
の
女
が
さ
う
言
つ

た
こ
と
は
、
生
涯
忘
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
ま
い｣

と
い
う
よ
う
に
、
園
子

は
上
杉
の

｢

い
つ
も
癒
さ
れ
ぬ
心
の
飢
ゑ｣

を
極
め
て
瞬
間
的
で
あ
っ
た
と

し
て
も
救
済
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
表
出
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
園
子
で
あ
る
が
、
上
杉
に

｢

奇
怪
な｣

と
受
け
取

ら
れ
る
行
動
を
起
こ
す
。
上
杉
は
明
子
か
ら
葉
書
が
来
た
こ
と
で

｢

直
ぐ
に

も
箱
根
へ
、
明
子
を
追
つ
て
行
か
う
と
思｣

い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
実
行
せ

ず
に
い
た
。
園
子
は
上
杉
が
留
守
の
間
に
、
次
の
よ
う
な
置
き
手
紙
を
し
て

早
苗
と
姿
を
消
す
。

(

一
足
お
先
に
、
早
苗
ち
や
ん
を
つ
れ
て
、
箱
根
へ
参
り
ま
す
。

お
後
か
ら
、
す
ぐ
に
い
ら
し
て
頂
戴
。
三
河
屋
で
、
お
待
ち
し
て
を
り

ま
す
。
園
子
。)

結
果
的
に
園
子
は
、
絹
代
の
実
家
に
戻
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
園

子
の
手
紙
に
騙
さ
れ
る
形
で
上
杉
は
再
度
旅
へ
出
発
し
、
東
海
道
へ
と
向
か

う
。つ

ま
り
、
上
杉
は
再
度
園
子
に
よ
っ
て
旅
に
出
発
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

電
話
を
か
け
て
き
た
園
子
の

『

あ
れ
は
…
…
あ
あ
し
な
け
れ
ば
、
あ
な
た

が
箱
根
へ
い
ら
つ
し
や
ら
な
い
か
ら
よ
。
う
ま
い
こ
と
だ
ま
し
て
、
行
か
せ

て
あ
げ
ま
し
た
の
よ
。』

と
い
う
言
葉
に
上
杉
は

｢

呆
然｣

と
さ
せ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
園
子
の
言
動
を
上
杉
は

｢

狂
気
に
近
い
と
し
か
思
へ

な
い
も
の
の
、
そ
の
あ
は
れ
さ
の
な
か
に
は
、
上
杉
に
反
逆
を
強
ひ
る
や
う

な
、
な
に
か
が
含
ま
れ
て
ゐ｣

る
と
感
じ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
面
は

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

第
四
章

｢

東
海
道
の
章｣

の
前
半
部
分
に
あ
た
る
。
こ
の

先
、
上
杉
は
市
河
明
子
を
追
い
か
け
て
、
箱
根
の

｢

関
所｣

を
越
え
て
東
海

道
を
西
に
歩
を
進
め
る
。

以
上
、
整
理
し
て
き
た
よ
う
に
、
媚
態
を
示
し
、｢

そ
の
よ
さ
が
女
に
は
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わ
か
ら
な
い
女｣

と
し
て

｢

奇
怪
な
愛｣

を
持
ち
な
が
ら
上
杉
と
あ
い
ま
い

な
関
係
を
続
け
る
園
子
は
、
一
見
上
杉
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
女
性
と
し
て

造
型
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
、
園
子
は
上
杉
が
憧
憬
を
抱
く
明
子
に
近
づ
き
、
上
杉
が
明
子
に

近
づ
い
て
い
く
そ
の
只
中
に
あ
っ
て
も
自
ら
の
魅
力
を

｢

ま
つ
は
り
つ｣

か

せ
る
よ
う
な
女
性
で
、
な
か
で
も
留
意
す
べ
き
点
は
、
園
子
に
騙
さ
れ
る
形

で
上
杉
が
再
び
明
子
を
追
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
絹
代
と
の
新
婚
旅
行
先
に
行
き
た
い
と
言
い
出
す
こ
と
で
上

杉
が
明
子
と
出
会
う
こ
と
に
な
り
、
上
杉
は
園
子
に
よ
っ
て
さ
ら
に
明
子
を

追
わ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
園
子
の
主
導
の
下
上
杉
は
明
子
を
追
っ
て
東
海
道

に
再
出
発
す
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
上
杉
が
明
子
の
魅
力
に
触
れ
れ
ば
触
れ

る
ほ
ど
、
上
杉
が
自
分
の
魅
力
を
享
受
す
る
こ
と
を
園
子
が
知
っ
て
い
る
か

の
よ
う
な
振
る
舞
い
で
も
あ
る
。

従
っ
て
、
上
杉
が
自
発
的
に
明
子
を
追
い
か
け
た
の
は
、
熱
海
か
ら
蒲
郡

へ
向
か
っ
た
時
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
園
子
が
主
導
し
て
上
杉
を
明
子

へ
と
誘
導

(

＝
追
わ
せ
る)

す
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
園
子
は

｢

哀
願
す

る
か
の
や
う
に
、
明
子
の
あ
と
を
追
つ
て
行
け
と
、
繰
り
返｣

す
。
一
方
、

上
杉
も

｢

僕
は
明
子
さ
ん
の
後
を
追
は
う
と
す
る
と
、
一
層
園
子
が
哀
れ
に

思
へ
て
、
一
刻
も
早
く
帰
り
た
く
な
る
。
さ
う
し
て
反
対
の
方
へ
行
く
。
自

分
の
悲
し
み
を
深
め
、
園
子
へ
の
愛
を
強
め
る
た
め
か
の
や
う
に｣

と
い
う

よ
う
に
、
や
は
り
明
子
を
追
う
ほ
ど
に
園
子
へ
の
愛
を
強
め
て
い
る
。

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

と

｢

東
海
道｣

の
つ
な
が
り
を
考
慮
す
る
際
に
は
、
第

四
章

｢

東
海
道
の
章｣

の
検
討
が
最
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
東
海
道
に
上
杉
を
導
く

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

の
園
子
の
機
能
は
、

さ
ら
に
検
討
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

３

.
西
へ

上
杉
に
追
わ
れ
る
明
子

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
園
子
が
媚
態
を
示
し

｢

奇
怪
な
愛｣

を
持

つ
女
性
で
あ
れ
ば
、
市
河
明
子
は
全
く
逆
の
タ
イ
プ
の
女
性
と
し
て
捉
え
ら

れ
よ
う
。
深
澤
晴
美
は
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

の
連
載
が
始
ま
る
直
前
の

｢

新

女
苑｣

に
掲
載
さ
れ
た
川
端
の

｢

神
秘

(�)｣

と
題
す
る
文
章
中
の

｢

崇
拝
す
べ

き
女
性｣

と
い
う
言
葉
に
着
目
し
、
川
端
が
志
向
し
た

｢

崇
拝
す
べ
き
女
性｣

像
を
市
河
明
子
に
体
現
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
と
を
述
べ
て
い
る

(�)

。
た
し
か
に
、

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

の
明
子
は
上
杉
の
憧
憬
の
対
象
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
読

み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
明
子
の
役
割
を
考
慮
し
た
と
き
、
そ

れ
は

｢

崇
拝
す
べ
き
女
性｣

の
み
に
収
斂
さ
れ
る
と
も
限
ら
な
い
。
こ
こ
で

は
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

に
お
い
て
上
杉
が
市
河
明
子
に
対
し
て
抱
く
憧
憬
の

内
実
を
さ
ぐ
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
明
子
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
て

い
き
た
い
。

ま
ず
は
、
明
子
の
人
物
像
を
確
認
し
て
い
く
。
上
杉

(

と
園
子
と
早
苗)

は
熱
海
ホ
テ
ル
で
明
子
と
出
会
う

(

熱
海
で
は
明
子
の
名
前
は
明
か
さ
れ
る

こ
と
な
く
一
貫
し
て

｢

令
嬢｣

と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上

熱
海
に
お
け
る
場
面
も
明
子
と
表
記
す
る)

。
上
杉
が
初
め
て
目
に
し
た
明

子
は

｢

突
然
美
し
い
音
楽
を
聞
く
や
う｣

で

｢

匂
ふ
光
の
や
う｣

に
見
え
る
。

上
杉
は

｢
遠
い
あ
こ
が
れ
に
誘
ひ
出
さ
れ
て
、
う
つ
と
り｣

す
る
。
明
子
の

髪
か
ら
は

｢
古
典
な
や
さ
し
さ｣

が
感
じ
ら
れ

｢

地
に
伏
し
た
い
や
う
な
悲

し
み｣

を
上
杉
は
抑
え
ら
れ
な
い
。

明
子
を
追
っ
て
い
っ
た
蒲
郡

(｢

蒲
郡
の
章｣)

で
上
杉
は
目
論
見
通
り
明
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子
と
再
会
す
る
。
元
旦
に
明
子
は
素
焼
き
の
大
き
な
花
甕
に
一
人
で
写
経
を

し
て
い
た
。
上
杉
は
楽
焼
小
屋
に
急
ぐ
と
、
ま
さ
に
明
子
の
写
経
が
書
か
れ

た
花
甕
が
窯
で
焼
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
り
、
文
字
が
浮
き
出
し
て
き
た
。

｢

二
十
二
歳
正
月
、
蒲
郡
に
て
、
市
河
明
子
。｣

と
、
上
杉
は
小
声
で
読
む
と
、
も
の
狂
ほ
し
い
愛
情
が
こ
み
上
げ
て

来
て
、
わ
れ
知
ら
ず
、
花
甕
に
手
を
か
け
て
ゐ
た
。
愛
す
る
人
の
首
を

抱
く
か
の
や
う
で
あ
つ
た
。

上
杉
は
花
甕
を
土
間
に
落
と
し
て
割
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
場
面
を
楽
焼

小
屋
の
入
り
口
で
見
て
い
た
明
子
と
上
杉
は
初
め
て
言
葉
を
交
わ
し
、
明
子

は
写
経
の
残
る
割
れ
た
花
甕
を
棄
て
て
ほ
し
い
と
言
う
。
上
杉
が
明
子
と
直

接
言
葉
を
交
わ
す
描
写
は
こ
の
場
面
だ
け
で
あ
る
。

｢

東
海
道
の
章｣

に
お
い
て
は
明
子
か
ら
園
子
宛
の
葉
書
が
届
く
こ
と
に

端
を
発
し
て
、
上
杉
は
園
子
に
騙
さ
れ
る
形
で
明
子
を
追
い
、
購
入
し
た
ば

か
り
の

｢

東
海
道
に
関
係
の
あ
る
本｣

を
持
ち
再
度
旅
に
出
る
が
、
絵
葉
書

の
三
河
屋
に
明
子
の
姿
は
既
に
な
い
。
女
中
か
ら
明
子
が
箱
根
に
向
か
っ
た

こ
と
を
聞
い
た
上
杉
は
更
に
明
子
を
追
い
西
に
向
か
う
。

明
子
さ
ん
と
は
、
僕
に
と
つ
て
い
つ
た
い
な
ん
で
あ
ら
う
か
。
そ
し

て
、
僕
に
明
子
さ
ん
を
追
つ
て
行
か
せ
る
力
は
、
い
つ
た
い
な
ん
で
あ

ら
う
か
。
そ
ん
な
も
の
は
二
つ
と
も
、
現
実
に
あ
り
は
し
な
い
の
だ
。

幻
影
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

東
海
道
の
ど
こ
か
の
松
並
木
を
、
あ
こ
が
れ
の
美
女
が
歩
い
て
ゐ
る
。

上
杉
は
明
子
を
追
い
な
が
ら
も
再
会
す
る
こ
と
の
な
い
明
子
を

｢

幻
影｣

だ
と
捉
え
て
お
り
、
明
子
を
追
え
ば
追
う
ほ
ど
実
在
す
る

｢

園
子
へ
の
愛
を

強
め
る
た
め
か
の
や
う
に｣

園
子
の
い
る
東
京
と
は
反
対
の
西
に
行
く
、
と

い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
。

明
子
の
後
を
追
い
、
吐
月
峰
に
到
着
し
た
上
杉
は
寺
の
僧
か
ら

『(

略)

今
朝
の
お
嬢
さ
ん
は
、
洋
服
の
姿
に
似
合
は
ず
、
ゆ
か
し
い
方
で
す
な
。
道

は
滅
び
な
い
も
の
だ
と
思
ひ
ま
し
た』

と
い
う
話
を
聞
き
、｢

僧
が
道
と
い

う
の
は
、
旧
東
海
道
の
こ
と
か
、
ま
た
は
精
神
の
道
の
こ
と
か
と｣

考
え
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
明
子
が
た
だ
単
に
上
杉
の
憧
憬
を
か
き
立
て
、

東
海
道
を
さ
ら
に
西
へ
導
く
存
在
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
上
杉
に
時
を

遡
行
さ
せ
る
役
割
も
果
た
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
明
子
が
読
ん
で
い
た
書
物
で
あ
る

｢

海

道
記｣

の
よ
う
な
古
典
作
品
や
岡
本
か
の
子
の

｢

東
海
道
五
十
三
次｣

が
介

在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
役
割
は
、
媚
態
を
示
す
タ
イ
プ
の
園
子

に
務
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

吐
月
峰
を
後
に
し
て
も
上
杉
が
明
子
に
再
会
す
る
こ
と
は
な
い
。

明
子
の
う
し
ろ
姿
が
見
え
た
ら
、
声
を
か
け
ず
に
、
黙
つ
て
見
送
つ

て
ゐ
て
、
さ
う
し
て
東
京
へ
帰
ら
う
。
そ
の
や
う
な
感
傷
に
も
、
上
杉

は
す
が
す
が
し
く
心
が
明
る
む
の
だ
つ
た
。

園
子
に
騙
さ
れ
て
明
子
を
追
っ
て
い
た
上
杉
は
東
京
に
帰
る
こ
と
に
な
り

そ
う
な
終
わ
り
方
だ
が
、
明
子
は
更
に
東
海
道
を
西
に
進
ん
で
い
る
の
か
、

定
か
で
は
な
い
。
こ
の
結
末
は
、｢

新
女
苑｣

の
読
者
に
は

｢

浪
漫｣

的
な

雰
囲
気
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た

(�)
よ
う
で
あ
る
が
、
三
年
後
に
執
筆
さ
れ
る

｢

東
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海
道｣

と
の
繋
が
り
を
川
端
が
こ
の
時
点
で
意
識
し
て
い
た
か
は
推
測
の
域

を
出
な
い
。

と
も
あ
れ
、
上
杉
は
明
子
を
追
い
、
東
海
道
を
西
に
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

明
子
が
読
書
し
て
い
た
書
物
を
通
じ
て
時
を
遡
行
す
る
志
向
を
見
せ
始
め
る
。

そ
れ
は
、
結
果
的
に
は
大
量
の
古
典
作
品
を
を
用
い
な
が
ら

｢

日
本
の
国
土

に
対
す
る
愛
情
を
確
か
め｣

て
い
る

｢

東
海
道｣

に
お
け
る
植
田
と
地
続
き

の
志
向
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

に
お
け
る
明
子
の
最
も
重

要
な
役
割
は
、
や
は
り
上
杉
を
東
海
道
を
西
に
導
く
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
さ
ら
に
上
杉
は
、
明
子
の
読
書
す
る
書
物
を
通
し
て
時
を
遡
行
す

る
志
向
を
強
め
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
東
海
道
を
西
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
起
こ

ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。｢

東
海
道｣

と
の
接
続
を
考
え
る
上
で
、
こ
れ

ら
の
こ
と
は
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４

.

お
わ
り
に

一
九
四
〇
年
の

｢

新
女
苑｣

が
迎
え
て
い
た
転
機
の
一
側
面
を
確
認
し
た

上
で
、
こ
れ
ま
で
研
究
の
俎
上
に
載
る
機
会
に
あ
ま
り
恵
ま
れ
て
こ
な
か
っ

た

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

に
つ
い
て
、
園
子
と
明
子
と
い
う
全
く
タ
イ
プ
の
違
う

二
人
の
女
性
た
ち
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。

園
子
は
、
上
杉
と
生
活
を
共
に
し
、｢

奇
怪
に
激
し
い
愛｣

を
ぶ
つ
け
、

上
杉
の

｢

い
つ
も
癒
さ
れ
ぬ
心
の
飢
ゑ｣

を
極
め
て
瞬
間
的
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
救
済
し
う
る
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
園
子
は
、

上
杉
か
ら

｢

そ
の
よ
さ
が
女
に
は
わ
か
ら
な
い
女｣

と
評
さ
れ
る
。
園
子
は

終
始
媚
態
を
示
す
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
留
意
す
べ
き
点
は
、
上
杉

へ
の
〈
旅
へ
の
誘
ひ
〉
は
ほ
と
ん
ど
園
子
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
時
に

は
上
杉
を
騙
す
形
で
旅
へ
と
誘
導
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
園
子
は
自
ら

が
誘
導
し
、
明
子
を
追
わ
せ
る
こ
と
で
、
上
杉
が
よ
り
一
層
自
分
へ
の

｢

愛

を
強
め
る｣

こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
上
杉
を
旅
へ
と
誘
う
。

一
方
、
明
子
は
一
度
た
り
と
も
上
杉
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
言
葉

を
交
わ
す
こ
と
も
僅
か
で
あ
る
。
結
末
に
お
い
て
も
、
明
子
と
今
後
接
触
す

る
意
志
が
上
杉
か
ら
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
明
子
は
、
一
貫
し
て
憧
憬
の

対
象
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
旅
人
と
し
て
上
杉
か
ら
追
わ
れ
る
存
在
で
あ

る
。
作
家
で
あ
る
上
杉
は
、
園
子
に
騙
さ
れ
て
再
度
旅
へ
出
発
す
る
前
に
古

本
屋
で

｢

東
海
道
に
関
係
の
あ
る
本｣

を
買
い
集
め
る
。
最
終
章
に
あ
た
る

第
四
章

｢

東
海
道
の
章｣

で
は
吐
月
峰
に
行
き
、
そ
れ
ら
の
書
物
を
通
じ
て
、

上
杉
は
時
を
遡
行
す
る
志
向
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
明
子
も
書
物

(

特
に
東

海
道
に
関
す
る
書
物)

と
親
和
性
が
高
い
人
物
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
こ
と
で
、

｢

東
海
道｣

に
お
い
て
明
子
が
わ
ず
か
に
言
及
さ
れ
る
際
に
も
そ
の
接
続
は

自
然
な
形
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

(�)

。

こ
の
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
違
う
性
質
の
女
性
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
上
杉

が
明
子
に
抱
く

｢

あ
こ
が
れ｣

と
園
子
に
抱
く

｢

そ
の
よ
さ
が
女
に
は
わ
か

ら
な
い
女｣

と
い
う
差
異
が
よ
り
一
層
強
調
さ
れ
て
表
出
す
る
と
い
う
効
果

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
上
杉
を
〈
追
わ
せ
る
〉
女
性
＝
園
子
と
、

上
杉
に
〈
追
わ
れ
る
〉
女
性
＝
明
子
と
い
う
全
く
タ
イ
プ
の
異
な
る
二
人
の

女
性
が
存
在
す
る
こ
と
で

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

は
成
立
し
て
い
る
。

そ
こ
で
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

に
お
い
て
園
子
の
果

た
す
役
割
は
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
殊
に

｢

東
海
道｣

と

の
関
わ
り
に
お
い
て
明
子
の
存
在
は
重
視
さ
れ
て
き
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ

て

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣
の
み
に
描
か
れ
る
園
子
の
存
在
が
捨
象
で
き
る
も
の
で
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は
な
い
。
よ
っ
て
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

と

｢

東
海
道｣

と
の
接
続
に
つ
い
て

考
慮
す
る
視
座
を
有
し
な
が
ら
も
、｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

を
独
立
し
た
一
つ
の

テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
本
稿
は

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

を

｢

東
海
道｣

と
の

つ
な
が
り
か
ら
一
度
距
離
を
と
り
、
一
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
た
試
み
で
あ

る
。

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

が
発
表
さ
れ
た
頃
の

｢

新
女
苑｣

の
周
辺
に
つ
い
て
は

更
に
調
査
が
必
要
で
あ
り
、
女
性
誌
で
あ
る

｢

新
女
苑｣

上
で
タ
イ
プ
の
異

な
る
園
子
と
明
子
が
ど
の
よ
う
に
読
者
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
か
を
追
及
す
る

こ
と
も
今
後
の
課
題
と
な
る
。
加
え
て

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

を
一
テ
ク
ス
ト
と

し
て
捉
え
た
う
え
で
、
や
は
り

｢

東
海
道｣
と
の
接
続
も
考
慮
が
求
め
ら
れ

よ
う
。｢

東
海
道｣

へ
の
発
展
の
過
程
で
、
園
子
に
あ
た
る
存
在
は
な
ぜ
消

失
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
明
子
の
葉
書
の
な
か
に
あ
る
｢

故
郷
を
さ
が
し
歩
い

て
ゐ
る｣

と
い
う
言
葉
の
重
み
や
、
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
引
用
さ
れ
た
岡
本

か
の
子
に
つ
い
て
も
丁
寧
に
分
析
す
る
必
要
性
も
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て

は
別
稿
を
期
し
た
い
。

【

注
】

(

１)

例
え
ば
、
羽
鳥
徹
哉

｢

川
端
康
成
解
説｣

(『

日
本
児
童
文
学
大
系』

第
二
三
巻
、
ぽ
る
ぷ
出
版
、
一
九
七
七
年
一
一
月)

で
は
川
端
の
〈
少
女

小
説
〉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。｢

川
端
が
少
年
少
女

を
対
象
と
し
て
書
い
た
最
初
の
作
品
は

｢

薔
薇
の
幽
霊｣

(『

少
女
世
界』

、

昭
和
二
年
一
〇
月)

だ
と
思
う
。(

略)

川
端
に
は
、
少
年
少
女
小
説
、

と
い
う
よ
り
少
女
小
説
の
、
三
つ
の
開
花
期
が
あ
っ
た
。
第
一
は
、
昭
和

七
年
か
ら
十
一
年
に
至
る

『

少
年
倶
楽
部』

時
代
、
昭
和
十
二
年
か
ら
十

七
年
に
至
る

『

少
女
の
友』

時
代
、
昭
和
二
十
四
年
か
ら
三
十
年
に
至
る

『

ひ
ま
わ
り』

時
代
で
あ
る｣

。

(

２)

三
浦
卓

｢〈

私
た
ち
だ
け
の
世
界
〉
の
行
方

『

少
女
の
友』

の

読
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
川
端
康
成

｣
(｢

近
代
文
学
合
同
研
究
会
論
集｣

第
３
号
特
集

｢〈

講
談
社
〉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
読
者｣

二
〇
〇
六
年
一
二

月)

(

３)

注

(

２)

に
同
じ
。
三
浦
は

｢『

少
女
の
友』

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

と
川
端
康
成

｢

美
し
い
旅｣

〈
障
害
者
〉
か
ら
〈
満
洲
〉
へ

｣

(｢

日
本
近
代
文
学｣

二
〇
〇
九
年
五
月)

に
お
い
て
も
こ
の
点
に
つ
い
て

分
析
し
て
い
る
。

(

４)
｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

は
、
次
の
よ
う
に
発
表
さ
れ
た
。

第
一
回

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

｢

出
発
の
章｣

(｢

新
女
苑｣

一
九
四
〇
年
一

月)第
二
回

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

｢

箱
根
・
熱
海
の
章｣

(｢

新
女
苑｣

一
九
四

〇
年
二
月)

第
三
回

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

｢

箱
根
・
熱
海
の
章

(

つ
づ
き)｣

(｢

新
女
苑｣

一
九
四
〇
年
三
月)

第
四
回

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

｢

蒲
郡
の
章｣

(｢

新
女
苑｣

一
九
四
〇
年
五

月)第
六マ
マ(

五)

回

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

｢

蒲
郡
の
章

(

つ
ゞ
き)｣

(｢

新
女
苑｣

一
九
四
〇
年
六
月)

第
七マ
マ

(

六)

回

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

｢

東
海
道
の
章｣

(｢

新
女
苑｣

一
九

四
〇
年
七
月)

第
八マ
マ(
七)
回

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

｢

東
海
道
の
章

(

つ
ゞ
き)｣

(｢

新
女

苑｣

一
九
四
〇
年
八
月)
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第
九マ
マ(

八)

回

｢

旅
へ
の
誘
ひ｣

｢

東
海
道
の
章

(

つ
ゞ
き)｣

(｢

新
女

苑｣

一
九
四
〇
年
九
月)

(

５)
｢

解
題｣

(『

川
端
康
成
全
集』

第
二
三
巻
、
新
潮
社
、
一
九
八
一
年

二
月)

(

６)

川
端
康
成

｢

東
海
道｣

(｢

満
州
日
日
新
聞｣

一
九
四
三
年
七
月
二
〇

日
〜
一
〇
月
三
一
日)

う
ち
休
載
日

(

七
月
二
六
・
二
八
日
、
八
月
二
・

七
〜
一
一
・
二
三
・
二
七
〜
三
一
日
、
九
月
四
〜
一
七
・
二
〇
・
二
七
・

三
〇
日
〜
一
〇
月
二
四
日)
国
会
図
書
館
に
て
調
査
を
行
っ
た
が
、
七
月

三
一
日
は
欠
号
の
た
め
確
認
が
で
き
な
か
っ
た
。

(

７)

平
山
三
男

｢｢

哀
愁｣

論

川
端
に
於
け
る
戦
争
の
意
味

｣

(『

川
端
康
成
研
究
叢
書
10

孤
影
の
哀
愁』

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九

八
一
年
一
〇
月)

な
ど
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(

８)

山
田
吉
郎

｢

川
端
康
成

『

東
海
道』

の
構
造

『

旅
へ
の
誘
ひ』

と
の
対
比
を
視
座
と
し
て

｣
(『

川
端
文
学
の
世
界
２

そ
の
発
展』

勉
誠
出
版
、
一
九
九
九
年
三
月)

(

９)

川
端
康
成

『

天
授
の
子』

(

新
潮
社
、
一
九
七
五
年
六
月)

(

10)

内
山
基｢

新
女
苑
挽
歌｣
(『

編
集
者
の
想
い
出』

モ
ー
ド
・
エ
・
モ
ー

ド
社
、
一
九
八
三
年
一
〇
月)

(

11)

内
山
基

｢

創
刊
の
こ
と
ば｣

(｢

新
女
苑｣

一
九
三
七
年
一
月)

(

12)
｢

新
女
苑｣

に
お
い
て
追
求
さ
れ
た

｢

教
養｣

に
つ
い
て
は
小
平
麻

衣
子

｢

教
養
の
再
編
と

『

新
女
苑』

川
端
康
成
の
投
稿
指
導
に
ふ
れ

て

｣
(｢

日
本
近
代
文
学｣

二
〇
一
四
年
五
月)

に
詳
し
い
。

(

13)

橋
詰
静
子

｢

新
女
苑｣

(

日
本
近
代
文
学
館
編

『

日
本
近
代
文
学
大

事
典』

第
五
巻
新
聞
・
雑
誌

講
談
社
、
一
九
七
七
年
一
一
月)

(

14)

注

(

10)

に
同
じ
。｢

座
談
会

新
し
き
時
代
は
女
の
教
育
を
必
要

と
す
る
か｣

(｢

新
女
苑｣

一
九
三
九
年
五
月)

に
お
け
る
市
川
源
三
の

｢

軍
人
だ
と
か
、
教
育
の
こ
と
に
理
解
の
な
い
人
人
が
、
女
に
さ
う
い
ふ

知
識
を
授
け
て
も
、
た
ゞ
理
屈
を
い
ふ
だ
け
で
役
に
立
た
な
い
と
い
つ
た

の
が
始
ま
り
な
ん
で
せ
う｣

と
い
う
発
言
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

15)

佐
藤
卓
己

『

言
論
統
制

情
報
官
・
鈴
木
庫
三
と
教
育
の
国
防
国

家』
(

中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
四
年
八
月)

(

16)

注

(

10)

に
同
じ
。

(

17)

深
澤
晴
美

｢『

新
女
苑』

に
お
け
る
川
端
康
成

戦
時
下
の
一
側

面｣
(｢

和
洋
九
段
女
子
中
・
高
等
学
校
紀
要｣

一
九
九
七
年
三
月)

(

18)

神
山
裕
一

｢

感
謝｣

(｢

新
女
苑｣

一
九
四
三
年
一
一
月)

な
お
、
内

山
基
は
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
で
主
筆
を
辞
し
、
そ
の
後
神
山

(

二
代
目

主
筆)

に
交
代
し
た
。

(

19)

注

(

８)

山
田
論
で
は

｢(

略)

こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、『

旅
へ
の
誘
ひ』

に
お
け
る
市
河
明
子
な
る
女
性
に
作
者
川
端

が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
わ
ず
か
な
間
接
的
登
場
に

と
ど
ま
る
も
の
の

『

東
海
道』

の
作
品
構
造
を
解
く
鍵
と
も
目
さ
れ
る
市

河
明
子
の
存
在
意
義
を
把
握
す
る
こ
と
に
根
で
結
び
つ
く
と
思
わ
れ
る｣

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
20)

注

(

８)

に
同
じ
。

(
21)

川
端
康
成

｢

神
秘

(

仮
題)｣

(｢

新
女
苑｣

一
九
三
九
年
一
二
月)

深
澤
晴
美
が
注

(

17)

に
お
い
て
川
端
の
全
集
未
収
録
文
の
新
資
料
と
し

て
発
表
し
た
。

仮
り
に
題
し
て
神
秘
と
い
ふ
が
、
普
通
の
意
味
の
神
秘
な
る
も
の
を

書
か
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
女
性
崇
拝
と
い
ふ
や
う
な
意
味
を
、
こ
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の
言
葉
に
よ
つ
て
現
は
さ
う
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
前
か
ら
私
は
神
聖

な
女
性
、
女
性
の
う
ち
に
あ
る
聖
な
る
も
の
を
書
い
て
み
た
い
と
思
つ

て
ゐ
た
。
そ
の
材
料
は
ま
だ
十
分
熟
し
て
は
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
と
に
か

く
着
手
し
て
み
よ
う
。

日
本
の
文
学
の
女
性
は
大
体
卑
俗
で
あ
つ
て
、
青
春
の
泉
と
な
る
べ

き
聖
な
る
高
さ
が
乏
し
い
や
う
で
あ
る
。
遺
憾
な
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。

私
自
身
も
今
の
と
こ
ろ
、
崇
拝
す
べ
き
女
性
を
現
実
に
知
ら
ぬ
の
で
、

書
き
に
く
い
と
思
ふ
が
、
試
み
の
う
ち
か
ら
な
に
か
生
れ
て
来
る
か
も

し
れ
な
い
。

(

22)

注

(

17)

に
同
じ
。

(

23)
｢

ペ
ン
ル
ー
ム｣

(｢

新
女
苑｣
一
九
四
〇
年
一
一
月)

(

24)
｢

東
海
道｣

に
お
い
て
市
河
明
子
は
、
高
等
学
校
の
国
語
の
教
師
を

し
て
い
た
植
田
建
吉
が
書
い
た

｢

日
本
の
旅
人｣
と
い
う
本
を
読
ん
だ
女

性
と
し
て
次
の
よ
う
な
文
脈
で
登
場
す
る
。

｢『

日
本
の
旅
人』

を
読
ん
で
、
い
い
手
紙
を
く
れ
た
、
あ
の
市
河
明
子｣

。

｢

日
本
の
旅
人｣

は
、｢

古
典
に
あ
ら
は
れ
た
、
日
本
人
の
旅
の
心
を
調
べ

た
も
の｣

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

＊
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
三
七
巻
本

『

川
端
康
成
全
集』

第
二
三
巻

(

新
潮
社
、
一
九
八
一
年
二
月)

に
拠
っ
た
。
な
お
、
初
出
題
目
等
を
確

認
す
る
た
め
適
宜
初
出
も
参
照
し
た
。

(

ほ
り
う
ち
・
み
や
こ

千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
在
学)
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