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は
じ
め
に

　

円
地
文
子
『
な
ま
み
こ
物
語
』
は
、
一
九
五
九
年
一
月
か
ら
一
九
六
一

年
一
月
ま
で
『
聲
』
で
連
載
さ
れ
、
雑
誌
が
休
刊
後
、
一
九
六
五
年
一
月

に
書
き
下
ろ
し
の
内
容
を
加
え
て
、
中
央
公
論
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
翌

年
に
第
五
回
女
流
文
学
賞
を
受
賞
し
た
。
ま
た
近
年
『［
新
編
］
日
本
女

性
文
学
全
集
』
第
八
巻
（
小
林
裕
子
責
任
編
集
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
六

花
出
版
）
に
再
収
録
さ
れ
、
円
地
作
品
の
中
で
比
較
的
評
価
の
高
い
も
の

で
あ
る
。
序
章
と
第
一
章
か
ら
六
章
ま
で
の
合
計
七
章
か
ら
な
る
物
語
の

梗
概
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
『
な
ま
み
こ
物
語
』
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
幼
い
頃
に
読
ん
だ
「
生

神
子
物
語
」（
一
一
七
頁
）
の
記
憶
を
も
と
に
『
栄
華
物
語
』『
大
鏡
』

『
枕
草
子
』
な
ど
も
一
部
使
用
し
「
切
張
り
仕
事
」（
一
二
〇
頁
）
で
「
私

の
「
な
ま
み
こ
物
語
」」（
一
二
〇
頁
）
を
復
元
す
る
物
語
で
あ
る
。
傍
題

に
「
栄
華
物
語
拾
遺
」（
一
一
七
頁
）
と
記
さ
れ
た
「「
生
神
子
物
語
」
の

発
端
の
部
分
は
」（
一
二
〇
頁
）、「
私
」
の
記
憶
に
よ
る
と
「
大
部
分

「
栄
華
物
語
」
の
上
巻
、「
さ
ま
ざ
ま
の
悦
」「
見
は
て
ぬ
ゆ
め
」「
浦
々
の

別
れ
」
な
ど
か
ら
抜
萃
し
た
も
の
で
」（
一
二
〇
頁
）
あ
る
。
そ
し
て
内

容
は
、
一
條
天
皇
の
后
の
一
人
で
あ
る
定
子
に
仕
え
た
「
侍
女
の
一
人
の

身
の
上
を
語
っ
て
い
る
」（
一
一
七
頁
）
物
語
で
あ
る
。
こ
の
侍
女
は
、

く
れ
は
（
小
辨
）
と
い
う
名
で
、
あ
や
め
と
い
う
姉
が
い
て
、
姉
妹
は

「
三
輪
の
巫
女
の
娘
で
」（
一
二
一
頁
）
あ
る
。
藤
原
道
長
は
、
娘
の
彰
子

円
地
文
子
『
な
ま
み
こ
物
語
』
論�

�

─
語
り
の
二
重
性
を
め
ぐ
っ
て

齊
田　

春
菜
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を
入
内
さ
せ
天
皇
の
外
祖
父
と
い
う
地
位
を
得
る
た
め
に
巫
女
の
姉
妹
を

偽
招
人
に
仕
立
て
る
。
道
長
の
目
的
は
、
姉
妹
を
利
用
し
て
、
定
子
の

「
生
霊
が
女
院
に
障

し
ょ
う

礙げ

を
与
え
て
い
る
」（
一
五
四
頁
）
や
「
定
子
の
宮
の

霊
が
知
ら
ず
知
ら
ず
新
中
宮
に
と
り
つ
い
て
障
礙
を
し
て
」（
一
九
七
頁
）

い
る
と
い
う
噂
を
広
げ
、
帝
と
定
子
の
仲
を
裂
く
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
計
画
は
失
敗
に
終
わ
る
。
ち
な
み
に
「
生
神
子
物
語
」
の
「
生
神

子
」（
な
ま
み
こ
、
な
ま
神
子
）1
と
は
、
偽
招
人
の
意
味
で
あ
る
。
く
れ

は
が
演
じ
る
偽
招
人
は
、
一
度
目
は
道
長
の
思
惑
ど
お
り
の
結
果
を
も
た

ら
す
が
、
二
度
目
は
失
敗
し
、「
皇
后
の
心
の
曇
り
の
な
い
あ
き
ら
か
さ

を
帝
に
は
っ
き
り
思
い
し
ら
せ
、
一
層
恋
慕
の
情
を
つ
の
ら
せ
」（
二
〇

六
頁
）
た
。
道
長
が
期
待
す
る
偽
招
人
を
演
じ
ら
れ
な
か
っ
た
く
れ
は
は
、

彼
に
よ
っ
て
、「
贋
の
生
霊
を
真
似
て
、
帝
や
関
白
を
た
ば
か
っ
た
罪
で

禁
獄
さ
れ
た
」（
二
〇
六
頁
）。
そ
の
後
、「
獄
を
出
た
く
れ
は
の
小
辨
が

定
子
皇
后
の
新
し
い
奥
津
城
の
近
く
の
松
林
に
紐
を
か
け
て
縊
れ
死
ん
」

（
二
一
二
頁
）
だ
。

　

以
上
の
よ
う
に
梗
概
で
は
、
く
れ
は
は
偽
招
人
に
二
回
な
っ
た
と
ま
と

め
た
。
し
か
し
二
度
目
は
、
く
れ
は
に
本
物
の
定
子
の
生
霊
が
憑
い
た
と

解
釈
す
る
先
行
研
究
も
あ
る
。
例
え
ば
、
高
野
良
知
は
「
二
度
目
は
道
長

の
目
論
見
通
り
に
は
な
ら
ず
、
定
子
の
本
物
の
生
霊
の
出
現
」2
と
解
釈

す
る
。
さ
ら
に
小
林
富
久
子
や
野
口
裕
子
な
ど
も
定
子
生
霊
説
3
の
立
場

で
こ
の
場
面
を
解
釈
し
た
。
一
方
で
古
屋
照
子
や
熊
坂
敦
子
は
、
本
稿
の

梗
概
で
ま
と
め
た
く
れ
は
の
演
技
説
4
の
立
場
を
取
っ
た
。
加
え
て
こ
の

二
つ
の
意
見
の
中
間
の
立
場
だ
と
思
わ
れ
る
解
釈
5
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の

解
釈
の
揺
れ
は
、
川
村
湊
が
「
最
後
の
定
子
の
「
生
霊
」
も
く
れ
は
の

“
演
技
”
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
確
信
は
誰
も
持
つ
こ
と
の
で
き
な
い
」6

と
鋭
く
指
摘
し
た
内
容
と
も
響
き
合
う
。

　

な
ぜ
、
く
れ
は
の
偽
招
人
表
象
の
解
釈
の
揺
れ
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
結
論
を
先
取
り
す
る
と
語
り
手
の
「
私
」
が
、
く
れ
は
が
演
技
を
し

た
の
か
、
し
て
い
な
い
の
か
に
つ
い
て
明
確
に
語
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
に
深
く
関
連
す
る
の
が
、
女
流
文
学
賞
を
受
賞
し
た
時
の

円
地
と
野
上
弥
生
子
の
文
章
で
あ
る
。
円
地
は
「
お
し
ま
い
の
方
は
完
結

を
急
い
で
早
書
き
に
な
っ
た
こ
と
を
は
ず
か
し
く
思
い
ま
す
」7
と
述
べ

て
い
る
。
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
野
上
は
定
子
中
宮
が
く
れ
は
に
の
り

う
つ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
直
接
的
描
写
を
欠
い
た
の
は
大
き
な
手
抜

か
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」8
と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
野
上
が
批
判

し
た
テ
ク
ス
ト
の
叙
述
方
法
は
、
結
果
的
に
は
先
行
研
究
に
お
い
て
偽
招

人
表
象
の
解
釈
の
揺
れ
と
な
り
、
巫
女
と
い
う
存
在
に
真
偽
が
問
わ
れ
る

契
機
と
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
く
れ
は
の
偽
招
人
表
象
の
解
釈
の
揺
れ
に
軸
を
置
く
本

稿
は
、
藤
原
道
長
と
定
子
の
関
係
か
ら
『
な
ま
み
こ
物
語
』
を
解
釈
す
る

水
田
宗
子
の
「
政
治
に
対
す
る
愛
の
勝
利
、
男
（
男
性
原
理
）
の
世
界
に

対
す
る
女
（
女
性
原
理
）
の
世
界
の
究
極
的
勝
利
」、「
巫
女
の
代
表
す
る
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怨
念
の
世
界
も
ま
た
、
純
愛
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
」
と
い
う
指
摘
9
や

こ
れ
を
踏
ま
え
小
林
が
本
作
を
「
公
へ
の
私
、
勝
者
へ
の
敗
者
、
男
へ
の

女
」
の
「
対
抗
的
な
書
」10
と
し
て
位
置
づ
け
る
先
行
研
究
の
評
価
を
再

検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
定
子
の
生
霊

が
本
当
に
く
れ
は
に
憑
い
た
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
場
合
の
み
適
用
で
き

る
位
置
づ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
く
れ
は
の
偽
招
人
表
象
の
解
釈
の
揺

れ
と
い
う
視
点
を
導
入
す
る
と
、
新
た
に
く
れ
は
と
定
子
と
い
う
女
性
同

士
の
関
係
性
の
考
察
を
可
能
に
す
る
。

　

ま
た
真
偽
を
決
定
で
き
な
い
よ
う
な
偽
招
人
表
象
は
語
り
手
の
「
私
」

の
性
質
に
も
関
わ
る
。「
私
」
は
、
作
者
で
あ
る
円
地
と
敢
え
て
、
重
な

る
よ
う
な
情
報
を
用
い
て
「
私
の
「
な
ま
み
こ
物
語
」」
を
語
っ
て
い
る
。

詳
細
は
、
次
節
で
検
討
す
る
が
「
私
」
も
く
れ
は
が
定
子
を
演
じ
て
い
る

よ
う
に
、
円
地
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
共
通
性

に
よ
っ
て
『
な
ま
み
こ
物
語
』
は
、
物
語
を
創
造
す
る
「
私
」
と
巫
女
で

あ
っ
た
り
、
偽
招
人
で
あ
っ
た
り
す
る
可
能
性
を
持
つ
な
ま
み
こ
と
さ
れ

る
く
れ
は
と
い
う
特
異
な
巫
女
と
の
関
係
を
示
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
二
重
性
は
「
私
の
「
な
ま
み
こ
物
語
」」
に
も
関
わ

る
。
後
年
円
地
が
述
べ
た
よ
う
に
『
な
ま
み
こ
物
語
』
の
中
で
言
及
さ
れ

て
い
る
「
生
神
子
物
語
」
に
つ
い
て
「
図
書
館
に
勤
め
て
い
る
あ
る
女
の

方
か
ら
も
尋
ね
ら
れ
た
」11
と
い
う
誤
解
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
あ
る
女
の
方
」
の
誤
解
は
、「
私
」
と
円
地
を
混
同
し
て
い
る
と
も
捉
え

ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
れ
ら
虚
実
が
巧
妙
に
縒
り
合
さ
れ
た
「
私
の
「
な

ま
み
こ
物
語
」」
の
要
素
と
真
偽
を
決
定
で
き
な
い
よ
う
な
偽
招
人
表
象

を
踏
ま
え
る
。
そ
し
て
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
巫
女
と
い
う
表
象
が
も
た

ら
し
た
も
の
の
一
側
面
を
「
私
」
と
く
れ
は
、
そ
し
て
く
れ
は
を
偽
招
人

に
仕
立
て
た
道
長
ら
を
中
心
に
考
察
を
試
み
る
。
そ
の
時
に
重
点
的
に
論

じ
る
の
は
、「
私
」
が
「
私
の
「
な
ま
み
こ
物
語
」」
を
作
り
あ
げ
る
営
み

が
物
語
の
最
高
潮
の
場
面
で
あ
る
「
道
長
が
三
輪
の
く
れ
は
を
招よ
り

人ま
し

に
仕

立
て
て
、
定
子
皇
后
の
怨
霊
の
わ
が
姫
に
障
礙
す
る
さ
ま
を
ま
ざ
ま
ざ
と

帝
の
心
に
し
っ
か
り
植
え
つ
け
よ
う
と
し
た
計
画
は
逆
な
結
果
と
な
っ
て
、

皇
后
の
心
の
曇
り
な
い
あ
き
ら
か
さ
を
帝
に
は
っ
き
り
思
い
し
ら
せ
、
一

層
恋
慕
の
情
を
つ
の
ら
せ
る
結
果
に
な
っ
た
」（
二
〇
六
頁
）
場
面
で
あ

る
。
こ
こ
で
の
「
私
」
の
語
り
と
く
れ
は
の
語
り
に
共
通
す
る
二
重
性
が
、

本
作
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。

一
　
語
り
手
の
「
私
」
と
作
家
の
円
地
文
子

　
「
私
」
は
、「「
栄
華
」
の
本
文
を
意
訳
し
な
が
ら
私
の
記
憶
に
あ
る

「
生
神
子
」
の
描
写
を
も
挿
入
」（
一
二
〇
頁
）
す
る
「
一
種
の
切
張
り
仕

事
」（
一
二
〇
頁
）
で
「
私
の
「
な
ま
み
こ
物
語
」」（
一
二
〇
頁
）
を
作
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語
」
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
「
生
神
子
物
語
」
の
素
材
の
実
在
性
は
、
間

接
的
に
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
「
私
」
の
「
切
張
り
仕
事
」
は
、
す
で
に
序
章
か
ら
行
わ
れ
て
い

た
。「
私
」
は
序
章
の
冒
頭
で
「
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ャ
ン
バ
レ
ン
博

士
の
こ
と
を
幼
い
頃
「
チ
ャ
ン
バ
レ
ン
さ
ん
」
と
い
う
名
で
私
は
知
っ
て

い
た
」（
一
一
五
頁
）
と
語
る
。
そ
し
て
「
私
」
は
、『
日
本
文
学
大
辞

典
』
の
一
部
を
「
帰
国
に
際
し
、
多
年
蒐
集
し
た
王
堂
文
庫
の
和
漢
の
珍

籍
秘
書
一
万
一
千
巻
は
、
こ
れ
を
利
用
す
る
人
稀
れ
な
欧
州
に
持
ち
帰
る

こ
と
は
学
者
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
と
し
、
蔵
書
の
全
部
を
あ

げ
て
上
田
万
年
に
譲
り
渡
し
た
」（
一
一
六
頁
）
と
引
用
12
す
る
「
切
張

り
仕
事
」
を
行
う
。
ま
た
、「
私
」
は
「
こ
れ
で
み
る
と
、
チ
ャ
ン
バ
レ

ン
博
士
の
最
後
の
日
本
滞
在
は
明
治
四
十
三
年
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
そ
の

蔵
書
の
整
理
が
つ
い
て
、
父
の
家
へ
運
び
込
ま
れ
た
の
は
次
の
年
の
四
十

四
年
、
即
ち
私
ど
も
の
転
居
の
前
後
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
」（
一
一
六
頁
）
と
語
る
。

　

こ
の
辞
典
の
内
容
を
引
用
し
た
た
め
か
「
私
」
と
作
者
で
あ
る
円
地
文

子
を
同
一
視
し
て
論
じ
る
先
行
研
究
も
あ
る
。
例
え
ば
西
田
友
美
は
「
円

地
文
子
は
、
幼
年
期
に
読
ん
だ
と
い
う
古
写
本
『
奈
万
美
古
毛
乃
可
太
里

（
生
神
子
物
語
）』
の
内
容
を
王
朝
史
に
よ
っ
て
補
い
『
な
ま
み
こ
物
語
』

を
書
い
た
」13
と
述
べ
た
り
、
チ
ャ
ン
バ
レ
ン
の
名
を
出
し
た
意
義
を

「
国
際
的
な
拡
が
り
を
持
た
せ
た
い
と
願
う
作
者
の
並
々
な
ら
ぬ
意
図
と

り
上
げ
る
。
そ
の
他
に
も
、
第
一
章
か
ら
六
章
ま
で
割
合
は
異
な
る
が
、

「
枕
冊
子
」、「
大
鏡
」
等
の
文
章
も
引
用
ま
た
は
意
訳
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
引
用
で
示
さ
れ
る
の
は
、「
私
」
が
「
生
神
子
物
語
」
そ
の
も
の
の

復
元
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り

に
こ
の
「
切
張
り
仕
事
」
は
、
一
部
の
原
文
や
意
訳
か
ら
示
さ
れ
た
「
生

神
子
物
語
」
と
実
在
す
る
文
献
を
大
い
に
活
用
し
つ
つ
併
記
す
る
た
め
両

者
の
差
異
を
撹
乱
さ
せ
る
。
例
え
ば
「
私
」
は
、「「
生
神
子
物
語
」
の
最

初
の
書
出
し
の
文
章
は
た
し
か
こ
ん
な
言
葉
だ
っ
た
こ
と
だ
け
は
は
っ
き

り
覚
え
て
い
る
」（
一
二
〇
頁
）
と
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

一
條
の
帝
の
お
ん
時
、
后
二
人
お
は
し
ま
し
け
り
。
さ
き
の
后

は
、
藤
原
定
子
、
こ
れ
は
中
ノ
関
白
道
隆
公
の
お
ん
女
な
り
。
後

よ
り
ま
ゐ
り
給
ひ
し
は
御
堂
殿
（
道
長
）
の
大
姫
君
、
藤
原
彰
子

と
申
し
奉
る
。
後
一
篠
、
御
朱
雀
の
お
ん
母
、
上
東
門
院
こ
れ
な

り
。（
一
二
〇
頁
）

　

な
お
、「
私
」
は
「
こ
の
記
述
は
、「
栄
華
物
語
」
に
は
な
い
」（
一
二

〇
頁
）
と
引
用
の
後
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
「
生
神
子
物
語
」
の

文
章
は
、「
私
」
の
「
覚
え
て
い
る
」
も
の
で
あ
り
、
原
文
そ
の
も
の
で

は
な
い
。「
私
」
の
語
り
に
よ
っ
て
原
文
を
擬
態
し
た
文
章
が
明
示
さ
れ

た
。
こ
の
原
文
を
擬
態
し
た
文
章
を
通
じ
て
、「「
私
」
の
な
ま
み
こ
物
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野
心
が
う
か
が
わ
れ
る
」14
と
解
釈
す
る
古
屋
照
子
の
指
摘
の
中
で
も

「
私
」
を
「
作
者
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
り
し
て
い
る
。
つ
ま
り
語

り
手
の
「
私
」
と
作
者
で
あ
る
円
地
が
同
一
視
さ
れ
る
読
解
が
出
て
き
た

の
で
あ
る
。

　

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
語
り
手
と
作
者
を
区
別
す
る
こ
と
を
提

唱
し
て
い
る
15
よ
う
に
、
本
来
語
り
手
の
「
私
」
と
円
地
を
単
純
に
同
一

視
し
て
テ
ク
ス
ト
を
読
む
行
為
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
テ

ク
ス
ト
の
「
私
」
の
語
り
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
円
地
に
関
係
す
る

伝
記
的
な
情
報
も
意
図
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
私
」

と
円
地
は
全
く
同
一
視
で
き
な
い
が
、
そ
の
語
り
に
は
「
私
」
と
円
地
の

類
似
性
あ
る
い
は
意
図
的
に
「
私
」
と
円
地
を
混
同
さ
せ
て
い
る
戦
略
が

あ
る
。
つ
ま
り
「
私
」
は
円
地
で
は
な
い
が
、
円
地
の
ふ
り
を
し
て
い
る

と
い
う
「
私
」
が
常
に
二
重
化
し
て
い
る
語
り
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
円
地
は
『
な
ま
み
こ
物
語
』
の
執
筆
後
、「
王
堂
文
庫
に
「
な
ま

み
こ
物
語
」
な
ど
と
い
う
本
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」16
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
た
め
「
私
」
は
、
意
図
的
に
「
私
」
と
円
地
を
混
同
さ
せ
る
語
り
を

通
し
て
、
原
文
で
あ
る
「
生
神
子
物
語
」
と
い
う
素
材
の
実
在
性
と
非
実

在
性
を
も
宙
づ
り
に
す
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
「
私
」
は
「
生
神
子

物
語
」
を
読
ん
だ
記
憶
が
あ
る
と
い
う
認
識
の
中
で
「
私
の
「
な
ま
み
こ

物
語
」」
を
生
成
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
私
」
と
円
地
を

混
合
す
る
こ
と
で
そ
の
生
成
原
理
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
『
な
ま
み
こ
物
語
』
で
「
私
」
は
「
も
と
よ
り
記
憶
を
も
と
と
し

て
、
物
語
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
ほ
ん
と
う
の
「
生
神
子
物
語
」
が

ど
こ
か
か
ら
現
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
と
照
ら
し
合
せ
て
見
た
ら
、
私
の
こ

こ
に
書
く
文
章
は
間
違
っ
て
い
る
箇
所
も
多
い
と
思
う
」（
一
一
八
頁
）

や
「
四
十
年
近
い
時
日
を
経
過
し
た
あ
と
で
は
、
幼
い
こ
ろ
本
で
よ
ん
だ

こ
と
や
芝
居
で
み
た
こ
と
は
、
人
生
で
実
際
に
経
験
し
た
喜
怒
哀
楽
と
交

り
あ
っ
て
、
私
の
中
で
は
殆
ど
現
実
と
区
別
し
難
い
一
つ
の
も
の
」（
一

一
八
頁
）
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
繰
り
返
し
確
認
し
て
い
る
よ
う
に

「
私
」
の
語
る
「
生
神
子
物
語
」
が
原
文
を
完
璧
に
再
現
し
て
い
る
の
で

は
な
い
可
能
性
を
あ
ら
か
じ
め
示
唆
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
記
憶
を
中
心
に
し
て
「
生
神
子
物

語
」
の
紹
介
を
試
み
る
物
語
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
「
私
」
は
「
生
神

子
物
語
」
を
読
ん
だ
と
い
う
記
憶
も
物
語
の
一
部
と
し
て
利
用
し
「
私
の

「
な
ま
み
こ
物
語
」」
を
書
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
『
な
ま
み

こ
物
語
』
は
、
円
地
が
そ
の
作
り
方
を
真
似
た
と
述
べ
た
17
『
春
琴
抄
』

に
つ
い
て
日
高
佳
紀
が
谷
崎
潤
一
郎
「
春
琴
抄
後
語
」（『
改
造
』
一
九
三

四
年
六
月
）
を
引
用
し
な
が
ら
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
春
琴
抄
」
で
取
り

組
ん
だ
の
は
「
ほ
ん
た
う
ら
し
い
感
じ
を
与
へ
る
」
た
め
の
「
形
式
」
を

実
践
し
た
」18
と
指
摘
し
た
部
分
と
は
異
な
り
「
生
神
子
物
語
」
の
実
物

そ
の
も
の
の
本
当
ら
し
さ
よ
り
も
「
私
」
の
記
憶
の
中
か
ら
構
成
さ
れ
た

「
生
神
子
物
語
」
と
い
う
形
式
を
重
要
視
し
た
。
し
た
が
っ
て
「
私
」
の
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あ
り
方
と
く
れ
は
の
あ
り
方
は
、
偽
の
「
生
神
子
物
語
」
で
あ
り
な
が
ら
、

「
私
」（
＝
な
ま
み
こ
）
し
か
再
現
し
え
な
い
唯
一
の
「「
私
」
の
「
な
ま

み
こ
物
語
」」（
＝
く
れ
は
の
偽
招
人
の
二
重
性
）
と
し
て
繋
ぐ
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
「
私
」
は
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
四
ヶ
所
ほ
ど
読

者
を
意
識
し
た
「
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
」（
一
三
一
頁
）、「
事
実
前
に

も
述
べ
た
よ
う
に
」（
一
三
六
頁
）、「
前
に
も
書
い
た
け
れ
ど
も
」（
一
五

九
頁
）、「
読
者
は
略
々
想
像
さ
れ
た
に
違
い
な
い
」（
二
〇
二
頁
）
と
い

う
表
現
を
使
う
こ
と
と
関
わ
る
。
こ
の
読
者
を
意
識
し
た
り
、「
私
」
が

自
分
で
書
い
た
文
章
に
つ
い
て
語
っ
た
り
し
た
自
己
言
及
的
な
表
現
で
注

目
す
べ
き
部
分
は
、
く
れ
は
が
定
子
の
生
霊
に
憑
か
れ
た
か
の
よ
う
に
演

技
を
す
る
次
の
場
面
で
あ
る
。

　

そ
の
夜
、
藤
壺
で
、
修
法
の
声
と
護
摩
の
煙
と
芥
子
の
香
の
む

せ
か
え
る
異
常
に
攪
乱
さ
れ
た
雰
囲
気
の
中
で
、
帝
の
眼
に
正
し

く
皇
后
の
宮
そ
の
ま
ま
に
錯
覚
さ
れ
た
招
人
の
姿
は
、
三
輪
の
く

れ
は
の
全
力
を
傾
け
た
演
技
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
読
者
は
略
々
想

像
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

　

帝
が
こ
の
夜
の
光
景
を
目
撃
さ
れ
た
こ
と
で
、
か
な
り
ひ
ど
い

衝
撃
を
与
え
ら
れ
、
翌
日
は
終
日
［
…
］（
二
〇
二
頁
）

　

な
ぜ
こ
の
場
面
が
重
要
な
の
か
と
い
う
と
「
私
」
が
過
去
に
「
生
神
子

物
語
」
を
読
ん
で
解
釈
し
た
内
容
と
そ
の
原
文
で
似
た
内
容
が
反
復
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
場
面
の
前
の

地
の
文
で
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。

　

そ
の
声
は
さ
だ
か
で
は
な
か
っ
た
が
疑
い
も
な
く
定
子
の
宮
の

ど
こ
か
に
鈴
虫
の
余
韻
に
似
た
憂
い
を
帯
び
た
涼
し
い
声
音
に

そ
っ
く
り
だ
っ
た
し
、
口
蔽
い
し
て
、
顔
を
背
け
は
じ
ら
う
よ
う

に
黒
髪
を
衿
に
ま
と
わ
せ
る
動
作
も
唯
そ
れ
な
が
ら
と
見
え
て
、

帝
は
思
わ
ず
肌
え
の
粟
立
つ
の
を
覚
え
ら
れ
た
。（
二
〇
二
頁
）

　

こ
の
後
ろ
に
意
訳
の
も
と
と
な
っ
た
と
推
測
で
き
る
「
私
」
の
記
憶
の

中
の
「
生
神
子
物
語
」
の
原
文
が
、「
今
宵
の
招
人
の
女
房
の
立
ち
ふ
る

ま
ひ
、
も
の
の
言
ひ
ざ
ま
、
声
音
ま
で
、
唯
そ
の
人
を
み
る
や
う
な
り
し

こ
そ
あ
や
し
か
り
し
か
」（
二
〇
二
頁
）
と
挿
入
さ
れ
る
。「
述
べ
た
」
と

「
書
い
た
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
「
前
に
も
」
と
い
う
表
記

が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
中
作
「「
私
」
の
な
ま
み
こ
物
語
」
と
そ
の

物
語
に
つ
い
て
メ
タ
的
に
語
る
「
私
」
の
語
り
が
混
在
・
侵
犯
し
合
っ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
作
中
作
と
作
品
全
体
の
入
れ
子
の
階
層
構
造
が
攪
乱

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
円
地
の
ふ
り
を
す
る
「
私
」
が
、
最
も
目
立
つ
形
で
反
復
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的
に
物
語
を
創
造
し
て
い
る
箇
所
が
定
子
の
ふ
り
を
し
て
偽
招
人
と
な
る

く
れ
は
に
も
関
係
す
る
場
面
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
ふ
り
を
す

る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
こ
の
読
者
へ
呼
び
か
け
る
上
演
的
構
造
は
、

語
り
の
現
場
に
読
者
を
引
き
ず
り
こ
む
効
果
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
私
」
の
語
り
の
現
在
と
、
作
中
の
「「
私
」
の
な
ま
み
こ
物
語
」
の
語
り

の
現
在
と
を
読
者
に
往
還
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
在
し
な
い

は
ず
の
物
語
世
界
を
あ
た
か
も
、
登
場
人
物
と
と
も
に
読
者
が
生
き
て
い

る
か
の
よ
う
な
語
り
こ
そ
が
、
虚
構
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。

二
　�「
生
神
子
物
語
　
栄
華
物
語
拾
遺
」
か
ら�

「
私
の
「
な
ま
み
こ
物
語
」」
─
─
く
れ
は
の
巫
女
表
象
を
軸
に

　

く
れ
は
は
、
帝
に
見
え
る
形
で
二
回
、「
招
人
の
女
房
」（
一
五
三
頁
）

に
な
っ
て
い
る
。「
私
」
は
、
一
回
目
の
く
れ
は
の
「
招
人
の
女
房
」
に

つ
い
て
、「
全
力
を
傾
け
た
演
技
で
あ
っ
た
」（
二
〇
二
頁
）
と
語
る
が
、

藤
原
道
長
も
同
席
す
る
二
回
目
は
「
定
子
の
宮
は
帝
が
物
ノ
怪
の
噂
に
よ

る
疑
い
に
悩
ま
れ
る
こ
と
を
帝
の
為
に
悲
し
ん
で
、
生
涯
に
唯
一
度
の
生

霊
を
帝
の
眼
の
前
に
現
じ
来
っ
た
の
で
あ
る
と
帝
の
御
心
に
は
映
る
」

（
二
〇
五
頁
）
と
し
か
語
ら
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
定
子
の
生
霊
で
あ

る
と
「
帝
の
御
心
に
は
映
る
」
だ
け
で
あ
り
、
真
偽
に
つ
い
て
は
明
確
に

な
っ
て
い
な
い
語
り
の
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
考
え
て
み

た
い
の
は
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
道
長
の
表
面
的
な
態
度
と
内
心
の
ズ
レ

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
く
れ
は
が
演
技
を
し
た
の
か
、
し
て
い
な
い

か
と
い
う
二
重
性
に
も
関
係
す
る
。
な
ぜ
な
ら
道
長
は
、
帝
の
前
で
は
生

霊
を
信
じ
た
発
言
を
し
た
が
、
内
心
で
は
く
れ
は
に
「
計
ら
れ
た
」（
二

〇
六
頁
）
と
「
私
」
に
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
道
長
は
、
娘
の
彰
子
を
入
内
さ
せ
天
皇
の
外
祖
父
と
い
う
地

位
を
得
る
た
め
に
巫
女
の
姉
妹
を
偽
招
人
に
仕
立
て
、
帝
と
定
子
の
仲
を

裂
こ
う
と
準
備
を
し
て
い
た
。
最
初
に
、
く
れ
は
の
姉
の
あ
や
め
を
定
子

の
偽
招
人
に
し
た
時
、
帝
は
一
時
信
じ
て
し
ま
う
が
、
定
子
に
よ
っ
て
誤

解
が
解
か
れ
た
。
そ
の
後
く
れ
は
が
、
偽
招
人
と
な
り
、
隠
れ
て
そ
の
様

子
を
見
て
い
た
帝
に
、
定
子
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
作
り
出
す

こ
と
に
成
功
す
る
。
こ
の
一
度
目
の
生
霊
騒
動
は
、「
私
」
に
よ
っ
て
、

く
れ
は
の
演
技
で
あ
っ
た
と
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
る
。

　

二
度
目
の
生
霊
騒
動
の
時
、
帝
の
近
く
に
道
長
が
い
た
。
そ
し
て
、
く

れ
は
の
口
か
ら
「
今
ま
で
の
ま
ろ
の
物
ノ
怪
と
か
い
う
も
の
は
皆
、
ほ
ん

と
う
の
生
き
す
た
ま
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
…
…
」（
二
〇
四
頁
）
と
こ
れ

ま
で
藤
壺
を
呪
っ
て
い
た
生
霊
に
つ
い
て
否
定
し
た
。
道
長
は
こ
の
言
葉

を
受
け
帝
に
「
皇
后
の
宮
の
お
ん
物
ノ
怪
が
藤
壺
を
呪
咀
す
る
な
ど
と
は
、

根
も
な
い
と
り
沙
汰
…
…
」（
二
〇
五
頁
）、「
し
か
し
、
今
夜
の
物
ノ
怪

だ
け
は
ほ
ん
と
う
に
三
條
の
宮
の
お
ん
生
霊
か
も
知
れ
ぬ
」（
二
〇
五
頁
）

と
述
べ
る
。
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た
だ
し
、
道
長
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
た
よ
う
に
憑
霊
現
象
を
人
為
的

に
利
用
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
道
長
は
く
れ
は
が
「
日
蔭
の
花
の
よ
う

な
皇
后
の
為
に
濁
り
な
い
白
蓮
の
花
の
よ
う
な
清
ら
か
な
心
の
証
を
立
て

た
」（
二
〇
六
頁
）
と
理
解
し
て
、「
腸
の
煮
え
か
え
る
憤
り
を
感
じ
た
」

（
二
〇
六
頁
）
の
で
あ
る
。
こ
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
読
者
は
こ
の
場
面
に

定
子
の
生
霊
と
い
う
要
素
以
外
に
、
人
為
的
な
も
の
、
つ
ま
り
道
長
を
裏

切
る
主
体
的
な
く
れ
は
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

そ
れ
に
加
え
語
り
手
の
「
私
」
は
、
あ
や
め
や
一
度
目
の
く
れ
は
が
偽

招
人
に
な
っ
た
こ
と
を
明
確
に
叙
述
し
、
展
開
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

二
度
目
に
お
い
て
は
そ
の
内
実
を
語
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
道
長
が
く
れ
は

に
「
計
ら
れ
た
」（
二
〇
六
頁
）
と
感
じ
る
叙
述
が
あ
る
こ
と
で
、
定
子

の
生
霊
が
く
れ
は
の
演
技
な
の
か
そ
う
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
巫
女
の

真
偽
に
つ
い
て
決
定
不
能
に
な
る
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
定
子
の
生
霊
が
本
物
で
あ
っ
た
場
合
、
く
れ
は
は

本
物
の
巫
女
に
な
っ
て
、「
三
輪
の
く
れ
は
が
、
た
だ
の
女
で
あ
る
定
子

に
霊
的
に
敗
北
す
る
話
」19
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
く
れ
は
が
定
子
の
生
霊

に
憑
か
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
彼
女
の
意
志
は
介
在
せ
ず
、
一
度
目

に
定
子
の
偽
招
人
と
な
り
、
彼
女
が
定
子
を
陥
れ
よ
う
と
し
た
事
実
を
定

子
に
暴
か
れ
た
形
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
く
れ
は
は
、
道
長
に

も
、
そ
し
て
「
霊
的
に
敗
北
す
る
話
」
と
い
う
視
点
か
ら
確
認
す
る
と
結

果
的
に
定
子
に
も
単
な
る
媒
介
者
と
し
て
の
み
利
用
さ
れ
て
亡
く
な
る
女

性
と
な
る
。

　

確
か
に
定
子
を
中
心
に
語
り
直
す
「
私
」
の
あ
り
方
を
確
認
す
れ
ば
、

く
れ
は
利
用
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
読
め
る
。
と
い
う
の
も
「
私
」
が
定

子
に
つ
い
て
『
栄
華
物
語
』
で
は
な
く
、「
多
く
「
生
神
子
」
の
本
文
に

よ
」（
一
二
四
頁
）
っ
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「
私
」
は
、「
生
神
子
物
語
」
の
も
と
に
な
っ
た
『
栄
華
物
語
』
に
つ
い
て

「
正
篇
は
一
條
天
皇
の
中
宮
彰
子
（
藤
原
道
長
女
）
に
仕
え
た
赤
染
衛
門

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
」（
一
一
七
頁
）
と
語
り
、
内
容
を
「
藤
原
氏

一
門
の
系
図
書
で
も
あ
り
、
頌
歌
で
も
あ
る
」（
一
一
七
頁
）、「
道
長
の

時
代
に
近
づ
い
て
来
る
ほ
ど
、
鳥
瞰
的
な
史
眼
が
失
わ
れ
て
来
る
」（
一

一
八
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。
一
方
で
「
生
神
子
物
語
」
に
つ
い
て

「
私
」
は
「
建
部
綾
足
の
亜
流
の
筆
ず
さ
み
か
も
知
れ
な
い
」（
一
一
六
─

一
一
七
頁
）、「
王
朝
末
或
い
は
鎌
倉
初
期
の
余
り
巧
み
で
な
い
女
作
家
の

筆
ず
さ
み
か
と
も
思
わ
れ
な
い
で
も
な
い
」（
一
八
二
頁
）
と
語
り
「「
栄

華
物
語
」
の
文
章
を
と
り
入
れ
な
が
ら
」（
一
一
八
頁
）、
定
子
の
家
を
代

表
と
す
る
「
道
長
の
反
対
派
」（
一
一
七
頁
）
の
「
没
落
を
早
く
し
て
ゆ

く
敗
北
者
た
ち
の
悲
運
と
を
対
照
的
に
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
」

（
一
一
八
頁
）
と
そ
の
内
容
を
叙
述
す
る
。

　

語
り
手
の
「
私
」
は
、
幼
い
頃
「
生
神
子
物
語
」
を
「
一
條
天
皇
の
後

宮
に
仕
え
た
侍
女
」（
一
一
七
頁
）、
つ
ま
り
く
れ
は
の
「
身
の
上
を
語
っ

て
い
る
」（
一
一
七
頁
）
と
理
解
し
て
読
ん
で
い
た
、
と
当
時
の
記
憶
を
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語
る
。
し
か
し
そ
の
後
「
私
」
は
『
枕
草
子
』
や
他
の
文
章
の
記
述
に

よ
っ
て
く
れ
は
で
は
な
く
、
定
子
の
理
解
が
深
ま
っ
た
。
そ
の
た
め

「
私
」
は
「
私
の
「
な
ま
み
こ
物
語
」」
を
創
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、「「
栄

華
物
語
」
の
記
述
に
は
中
ノ
関
白
道
隆
の
女
定
子
中
宮
の
容
姿
や
才
学
を

ほ
め
た
た
え
て
い
る
記
事
は
殆
ど
な
い
」（
一
二
四
頁
）
た
め
、
記
憶
の

中
の
「
生
神
子
物
語
」
の
内
容
と
、「「
枕
冊
子
」
の
九
十
段
」（
一
二
四

頁
）
を
一
例
と
し
、
定
子
に
つ
い
て
語
る
決
意
を
す
る
。

　

な
ぜ
、「
私
」
は
定
子
の
魅
力
を
語
り
直
す
の
だ
ろ
う
か
。
増
田
祐
希

は
「
新
し
い
定
子
」20
を
描
い
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
、
道
長
に

唯
一
対
抗
で
き
る
人
物
と
し
て
の
定
子
像
を
打
ち
出
し
た
と
言
え
る
。
こ

れ
に
関
係
し
て
、
定
子
生
霊
説
の
立
場
を
と
る
田
中
美
代
子
が
「
最
後
の

瞬
間
に
自
ら
の
霊
の
真
の
憑
人
と
し
て
く
れ
は
を
占
拠
し
、
道
長
の
謀
み

を
挫
く
も
の
こ
そ
、
定
子
の
意
志
の
す
さ
ま
じ
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
」21

と
言
及
す
る
よ
う
に
、
偽
招
人
で
あ
っ
た
く
れ
は
が
、
最
後
に
定
子
の
霊

に
憑
か
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
く
れ
は
の
意
志
は
介
在
せ
ず
、
最
初

に
定
子
の
偽
招
人
と
な
っ
た
こ
と
を
定
子
に
暴
露
さ
れ
た
形
と
な
る
の
は

先
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
私
」
は
、「
私
の
「
な
ま
み
こ
物
語
」」
の
定
子
に
は
生
霊
に

な
る
よ
う
な
性
質
を
付
与
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
定
子
は
、
弟
の
隆
家
に

「
ま
ろ
に
は
ど
う
し
て
も
、
自
分
の
生
霊
が
藤
壺
へ
通
っ
て
行
く
と
は
思

わ
れ
な
い
の
で
す
よ
」（
一
九
八
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
れ
を
受
け
隆
家
は
、

「
つ
ま
り
、
宮
さ
ま
か
ら
主
上
の
お
心
を
引
放
そ
う
と
す
る
為
の
狂
言
で

す
よ
」（
一
九
八
頁
）
と
定
子
の
言
葉
を
信
じ
る
。
こ
れ
は
『
な
ま
み
こ

物
語
』
の
題
材
と
な
っ
た
『
夜
半
の
寝
覚
』
の
女
君
が
、
自
身
の
生
霊
を

認
め
な
い
あ
り
方
に
重
な
る
。
例
え
ば
関
根
慶
子
は
、
こ
の
こ
と
を
『
源

氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
の
生
霊
と
比
較
し
て
「
か
く
て
、
寝
覚
の
女
君

の
場
合
は
、
源
氏
の
六
条
御
息
所
の
場
合
と
全
く
異
り
、
女
君
は
生
霊
を

全
然
認
め
得
」22
な
い
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
し
た
が
っ

て
定
子
は
恋
敵
を
恨
む
よ
う
な
性
質
の
な
い
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
こ
か
ら
も
も
う
一
つ
の
解
釈
の
可
能
性
で
あ
る
く
れ
は
の
演
技
説
と

の
接
続
の
蓋
然
性
が
生
じ
て
来
る
。
こ
の
解
釈
を
踏
ま
え
る
と
「
私
」
が

く
れ
は
に
つ
い
て
定
子
を
陥
れ
る
偽
の
招
人
と
い
う
役
割
か
ら
救
済
す
る

た
め
に
、
定
子
の
魅
力
を
増
長
さ
せ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
「
私
」
が
、「
生
神
子
物
語
」
の
原
文
と
い
う
形
で
は
な
く
、
現
代

仮
名
遣
い
を
用
い
て
、
く
れ
は
と
定
子
の
関
係
を
語
っ
て
い
る
場
面
が
い

く
つ
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、
破
綻
す
る
前
の
く
れ
は
と
定

子
の
友
好
な
関
係
も
強
調
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
魅
力
的

な
定
子
に
く
れ
は
は
惹
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
私
の
「
な

ま
み
こ
物
語
」」
と
し
て
語
っ
て
い
る
部
分
と
関
わ
る
。
く
れ
は
の
心
境

の
変
化
を
段
階
的
に
ま
と
め
て
い
く
。

　

く
れ
は
は
定
子
に
「
寵
愛
」（
一
三
三
頁
）
さ
れ
て
、「
身
の
周
り
を
去
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ら
ず
」（
一
三
三
頁
）、「
入
浴
の
時
や
髪
上
げ
、
夜
、
帝
と
共
に
帳
内
に

入
る
よ
う
な
時
ま
で
、
小
辨
は
側
近
く
侍
っ
て
、
給
仕
し
た
」（
一
三
三

頁
）。
そ
し
て
く
れ
は
は
「
三
、
四
年
の
間
に
は
、
中
宮
の
顔
立
ち
は
も

と
よ
り
身
の
丈
、
髪
の
長
さ
、
手
足
の
形
、
肩
つ
き
、
胸
、
肌
え
の
透
き

と
お
る
白
さ
か
ら
折
々
に
変
る
美
し
い
声
の
変
化
ま
で
、
手
に
と
る
よ
う

に
見
知
る
」（
一
三
三
頁
）
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
く
れ
は
の
定
子
へ
の

思
い
は
「
同
性
愛
じ
み
た
憧
憬
を
持
っ
て
い
た
」（
一
三
三
頁
）。

　

そ
の
た
め
道
長
は
「
く
れ
は
の
小
辨
の
中
宮
へ
の
心
酔
が
同
性
愛
に
近

い
も
の
で
あ
る
の
を
見
ぬ
い
て
」（
一
四
五
─
一
四
六
頁
）、「
ふ
さ
わ
し

い
男
を
小
辨
の
恋
人
に
当
て
が
」（
一
四
六
頁
）
い
、
く
れ
は
の
定
子
へ

の
敬
愛
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
あ
や
め
の
偽
招
人
騒

動
が
あ
っ
て
も
く
れ
は
は
定
子
に
疑
わ
れ
ず
、
彼
女
は
罪
悪
感
を
持
つ
。

し
た
が
っ
て
、
く
れ
は
は
「
裏
切
り
の
罪
を
つ
ぐ
な
っ
て
、
中
宮
の
御
慈

愛
に
い
さ
さ
か
で
も
酬
い
る
こ
と
も
出
来
る
か
と
決
心
」（
一
五
九
頁
）

す
る
。

　

し
か
し
、
く
れ
は
は
定
子
の
い
る
邸
の
火
災
時
に
恋
人
の
行
国
が
彼
女

に
気
が
つ
か
ず
、
定
子
の
み
を
救
い
出
し
た
た
め
、
深
く
傷
つ
き
、「
自

分
の
必
死
の
叫
び
に
耳
を
傾
け
な
か
っ
た
悲
し
さ
、
苦
し
さ
は
黒
い
蛇
の

よ
う
に
小
辨
の
一
筋
な
心
に
わ
だ
か
ま
っ
て
と
け
ぬ
凝
り
と
な
」（
一
七

四
頁
）
り
、
行
国
と
の
恋
愛
関
係
が
破
綻
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
く
れ
は

は
行
国
と
復
縁
し
た
が
、
再
び
破
綻
と
な
り
「
く
れ
は
の
胸
に
行
国
へ
の

愛
着
が
、
あ
や
し
い
復
讐
と
妄
念
に
変
っ
て
皇
后
を
呪
う
思
い
に
置
き
か

え
ら
れ
た
」（
一
九
五
頁
）。

　

そ
の
後
く
れ
は
が
自
ら
定
子
の
偽
招
人
な
る
こ
と
を
能
動
的
に
選
ん
だ
。

そ
れ
に
よ
り
、
二
度
目
に
「
帝
の
御
心
に
は
」（
二
〇
五
頁
）
定
子
の
よ

う
に
「
映
る
」（
二
〇
五
頁
）
生
霊
が
次
の
よ
う
に
帝
に
述
べ
た
。

　
「
ど
う
ぞ
、
今
ま
ろ
の
申
す
こ
と
を
よ
う
お
聞
き
下
さ
い
ま
し
。

主
上
を
恋
し
い
、
と
思
い
つ
づ
け
な
が
ら
、
ま
ろ
は
今
日
が
日
ま

で
、
藤
壺
の
お
顔
を
見
た
こ
と
も
な
し
帝
を
お
た
ず
ね
す
る
こ
と

も
出
来
な
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
ま
で
の
ま
ろ
の
物
ノ
怪

と
か
い
う
も
の
は
皆
、
ほ
ん
と
う
の
生
き
す
た
ま
で
は
ご
ざ
い
ま

せ
ぬ
…
…
今
、
こ
こ
へ
さ
迷
う
て
来
た
の
が
は
じ
め
て
…
…
そ
う

し
て
も
う
又
二
度
と
こ
こ
へ
来
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
。
主

上
、
ま
ろ
は
主
上
を
朝
夕
恋
し
ゅ
う
思
い
聞
え
て
は
お
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
藤
壺
の
い
と
け
な
い
宮
を
呪
う
よ
う
な
心
は
ゆ
め
に
も

持
っ
て
お
り
ま
せ
ぬ
。
藤
壺
が
ど
の
よ
う
に
栄
え
て
お
い
で
な
さ

れ
て
も
、
ま
ろ
は
誰
に
も
知
ら
れ
ぬ
仕
合
せ
に
ひ
た
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
こ
と
だ
け
は
主
上
に
は
わ
か
っ
て
下
さ
る
と
思
っ
て
安

心
し
て
お
り
ま
す
。
ま
ろ
の
こ
と
で
お
思
い
煩
い
に
な
り
ま
せ
ん

よ
う
に
…
…
そ
う
し
て
、
こ
の
歌
を
ま
ろ
が
亡
い
後
の
形
見
に
も

覚
え
て
お
い
て
下
さ
い
ま
し
。
主
上
だ
け
が
こ
の
歌
の
心
を
知
っ
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は
の
意
志
を
包
摂
し
て
、
彼
女
た
ち
が
共
に
道
長
の
台
本
を
書
き
換
え
た

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
と
二
重
性
こ
そ
が
、
こ
の
場
面
に
は
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
は
、「
私
」

の
語
り
方
の
確
認
を
通
し
て
く
れ
は
と
定
子
の
関
係
や
く
れ
は
の
位
置
づ

け
が
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
は
読
者
に
定
子
の

生
霊
が
く
れ
は
に
憑
い
た
と
い
う
解
釈
だ
け
を
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
く

れ
は
が
こ
の
時
、
迫
真
の
演
技
を
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
想
像
も
読
者
に

さ
せ
る
。
こ
れ
ら
は
「
私
」
の
語
り
に
お
い
て
ど
ち
ら
か
一
方
に
回
収
で

き
る
も
の
で
は
な
く
、
読
者
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　�

語
り
手
の
「
私
」
と
く
れ
は
の
巫
女
表
象
の
真
偽�

─
他
の
円
地
作
品
と
の
関
係
を
視
野
に

　

前
節
で
く
れ
は
の
巫
女
表
象
の
真
偽
に
つ
い
て
は
、
読
者
の
解
釈
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。
こ
の
問
題
は
、
語
り
手
の
「
私
」
と
「
生
神

子
物
語
」
に
も
関
係
す
る
。「
私
」
が
「
私
」
の
語
る
「
生
神
子
物
語
」

に
つ
い
て
原
文
を
完
璧
に
再
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
前
も
っ
て
示
唆

し
て
い
た
こ
と
は
一
節
で
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。「
私
」
は
、
あ
く

ま
で
も
「
生
神
子
物
語
」
を
読
ん
だ
と
い
う
記
憶
か
ら
そ
の
内
容
を
書
き

直
し
「「
私
」
の
な
ま
み
こ
物
語
」
と
し
て
創
作
過
程
の
内
実
も
示
し
な

が
ら
語
る
。
つ
ま
り
「「
私
」
の
な
ま
み
こ
物
語
」
は
、
原
典
「
生
神
子

て
い
て
下
さ
る
と
思
い
ま
す
」（
二
〇
四
─
二
〇
五
頁
）

　

こ
こ
で
く
れ
は
が
演
技
を
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を

残
す
語
り
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
、
複
雑
な
形
で
は
あ
る
の
だ
が
、
定
子
の

帝
へ
の
愛
や
定
子
の
品
位
を
守
り
、
支
え
た
存
在
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
私
」
は
く
れ
は
を
「
定
子
の
宮
の
霊
が
知
ら
ず
知
ら
ず
新
中
宮
に
と
り

つ
い
て
障
礙
を
し
て
」（
一
九
七
頁
）
い
る
と
い
う
噂
に
加
担
す
る
偽
招

人
で
は
な
く
、
定
子
の
帝
へ
の
思
い
や
定
子
の
イ
メ
ー
ジ
を
守
っ
た
偽
招

人
と
い
う
解
釈
を
引
き
出
し
た
語
り
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
「
私
」
が
彼
女
た
ち
の
絆
を
語
り
直
し
た
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。

　

た
だ
し
、「
私
」
の
語
り
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
く
れ
は
の
演
技
の
有

無
に
つ
い
て
、
結
局
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
く
れ
は
は
「
帝
や
関
白
を
た
ば

か
っ
た
罪
」（
二
〇
六
頁
）
で
処
分
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
く
れ
は
は
、

道
長
に
都
合
よ
く
利
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
く
れ
は
の
様

子
は
、
帝
と
定
子
の
仲
を
裂
こ
う
と
す
る
道
長
の
台
本
を
書
き
換
え
は
し

た
が
、
道
長
は
こ
の
く
れ
は
を
見
て
態
度
を
変
え
、
帝
に
「
皇
后
の
宮
の

お
ん
物
ノ
怪
が
藤
壺
を
呪
咀
す
る
な
ど
と
は
、
根
も
な
い
と
り
沙
汰

…
…
」（
二
〇
五
頁
）
と
述
べ
、「
帝
の
心
に
素
直
な
信
頼
感
を
植
え
つ
け

る
の
に
成
功
し
た
」（
二
〇
六
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の

は
、
生
霊
か
演
技
な
の
か
と
い
う
こ
の
二
重
性
が
、
定
子
の
意
志
と
く
れ
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物
語
」
と
深
く
関
係
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
私
」
の
手
元
に
は

な
く
そ
の
内
容
を
知
る
た
め
に
は
「
私
」
が
「「
私
」
の
な
ま
み
こ
物
語
」

を
語
る
と
い
う
物
語
行
為
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
く
れ
は
の
巫
女
表
象
と
重
ね
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
く

れ
は
は
、
偽
招
人
で
あ
り
、
偽
の
霊
や
生
霊
を
あ
た
か
も
自
身
に
取
り
憑

い
た
か
の
よ
う
に
演
じ
た
。
彼
女
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
度
目
は
明
確
に

人
々
を
欺
い
た
と
「
私
」
は
語
っ
た
。
し
か
し
二
度
目
の
真
相
は
、
読
者

に
委
ね
た
。
く
れ
は
が
演
技
を
し
た
の
か
、
し
て
い
な
い
か
と
い
う
明
確

に
語
ら
な
い
と
い
う
「
私
」
の
語
り
に
よ
り
不
明
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ

て
く
れ
は
に
は
定
子
の
生
霊
に
憑
依
さ
れ
、
定
子
と
の
区
分
が
無
化
さ
れ

た
側
面
と
、
く
れ
は
自
身
が
定
子
を
演
じ
る
行
為
を
通
し
て
主
体
性
を
発

揮
し
た
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
な
お
、
く
れ
は
の
主
体
性
の
有
無

か
ら
二
つ
の
側
面
を
比
較
す
る
と
、
く
れ
は
像
が
大
き
く
異
な
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
く
れ
は
が
「
私
の

「
な
ま
み
こ
物
語
」」
の
定
子
を
救
う
人
物
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
、
変
わ

ら
な
い
。
そ
し
て
「
生
神
子
物
語
」
を
も
と
に
「
私
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ

た
「
私
の
「
な
ま
み
こ
物
語
」」
は
、
結
果
的
に
く
れ
は
の
巫
女
表
象
の

真
偽
の
揺
れ
を
内
包
し
た
の
で
あ
る
。

　

円
地
で
あ
っ
て
円
地
で
は
な
い
「
私
」
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
虚
構
の

く
れ
は
は
、
偽
招
人
で
あ
り
な
が
ら
巫
女
と
も
解
釈
で
き
る
登
場
人
物
で

あ
る
。「
私
」
は
、
物
語
の
創
造
行
為
を
行
う
自
身
の
あ
り
方
を
く
れ
は

の
造
型
と
重
ね
な
が
ら
、
自
ら
の
『
な
ま
み
こ
物
語
』
を
創
作
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
「
私
」
の
語
り
に
よ
る
あ
り
方
は
、
記
憶
＝「
私
」
の
物
語

と
想
像
（
創
作
）＝
他
者
の
物
語
と
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
を
示
す
。

　
「
私
」
は
、「
一
條
天
皇
の
後
宮
に
仕
え
た
侍
女
」（
一
一
七
頁
）
で
あ

る
く
れ
は
の
「
身
の
上
を
語
っ
て
い
る
」（
一
一
七
頁
）「
生
神
子
物
語
」

と
い
う
他
者
の
物
語
で
あ
る
書
物
を
用
い
て
定
子
を
中
心
に
語
り
直
す

「
私
の
「
な
ま
み
こ
物
語
」」
を
作
り
上
げ
る
。
そ
の
た
め
「
私
」
は
、
他

者
の
物
語
に
、
物
語
行
為
を
通
し
て
憑
依
し
、
同
化
す
る
。
こ
の
語
り
、

書
く
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、「
私
」
は
他
者
の
物
語
を
生
き
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
他
者
の
物
語
を
基
に
語
り
直
す
と
い
う
あ
り
方
は
、
円
地
作
品
の

様
式
に
大
き
く
関
係
す
る
。
実
際
、
円
地
は
『
源
氏
物
語
』
の
全
訳
を

行
っ
た
事
実
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
日
本
の
古
典
文
学
作
品
に
も
造
詣
が

深
く
、
自
身
の
作
品
で
そ
れ
ら
を
意
識
的
に
活
用
し
て
い
る
。
例
え
ば

『
な
ま
み
こ
物
語
』
以
前
で
は
、『
伊
勢
物
語
』「
つ
く
も
髪
」
の
英
訳
を

行
う
女
性
が
出
て
来
る
「
妖
」（『
中
央
公
論
』
一
九
五
六
年
九
月
）
や
上

田
秋
成
『
春
雨
物
語
』（
一
八
〇
八
年
）「
二
世
の
縁
」
の
全
訳
の
口
語
訳

が
挿
入
さ
れ
た
「
二
世
の
縁　

拾
遺
」（『
文
学
界
』
一
九
五
七
年
一
月
）

等
が
代
表
的
な
作
品
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
既
存
の
物
語
を
語
り
直
し

て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
憑
依
や
巫
女
と
い
う
問
題
系
か
ら
六
条
御
息
所
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と
重
ね
ら
れ
る
栂
尾
三
重
子
と
い
う
女
性
が
登
場
す
る
『
女
面
』（
一
九

五
八
年
一
〇
月
、
講
談
社
）
が
あ
る
。
六
条
御
息
所
と
重
ね
ら
れ
た
三
重

子
に
憑
依
さ
れ
る
泰
子
や
春
女
と
い
う
憑
坐
的
な
女
性
達
が
出
て
来
る
。

『
な
み
こ
物
語
』
以
後
の
作
品
で
は
、
例
え
ば
「
半
世
紀
」（『
群
像
』
一

九
六
八
年
六
月
）
が
あ
る
。
こ
の
作
品
の
一
部
に
、
円
地
の
父
方
の
祖
母

を
モ
デ
ル
に
し
た
『
女
坂
』（
一
九
五
七
年
三
月
、
角
川
書
店
）
の
「
誕

生
秘
話
」23
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
七

〇
年
代
前
後
か
ら
最
晩
年
に
か
け
て
円
地
が
執
筆
し
た
い
わ
ゆ
る
「
老
女

も
の
」
に
も
他
者
の
物
語
を
語
る
／
語
り
直
し
て
い
る
作
品
が
複
数
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
る
の
な
ら
、「
八
十
七
歳
の
老
婆
が
家
出
し
た
」（
三
頁
）24

の
一
文
か
ら
始
ま
る
『
菊
慈
童
』（
一
九
八
四
年
六
月
、
新
潮
社
）
が
あ

る
。
こ
の
一
文
は
、
香
月
滋
乃
が
「
田
之
内
せ
き
の
転
居
事
件
」（
七
頁
）

の
概
要
を
ノ
ー
ト
に
書
き
出
し
た
部
分
の
一
部
を
引
用
し
た
も
の
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、
く
れ
は
の
偽
招
人
表
象
の
解
釈
の
揺
れ
を

生
産
的
に
解
釈
し
、
円
地
の
他
の
作
品
と
も
関
連
づ
け
て
論
じ
た
。『
な

ま
み
こ
物
語
』
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、「
公
へ
の
私
、
勝
者
へ
の
敗
者
、

男
へ
の
女
」
の
「
対
抗
的
な
書
」25
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

「
対
抗
的
な
書
」
と
す
る
前
に
、
ま
ず
は
そ
の
内
実
を
確
認
す
べ
き
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
語
り
手
の
「
私
」
と
く
れ
は
の
関
係
性
は
、
創
造
す
る

「
私
」
と
巫
女
的
な
語
り
を
行
う
く
れ
は
の
共
通
性
を
焙
り
出
す
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
な
ま
み
こ
物
語
』
は
、
物
語
の
語
り
と
巫
女
の

語
り
（
巫
女
的
な
語
り
）
が
虚
実
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
物
語
の
生
成
原

理
を
示
し
た
テ
ク
ス
ト
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
他
者
の
物
語

を
基
に
語
り
直
す
と
い
う
あ
り
方
は
、
円
地
の
様
式
と
し
て
他
作
品
と
の

関
係
を
捉
え
直
す
う
え
で
重
要
な
視
座
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

注
1�

テ
ク
ス
ト
の
中
の
表
記
に
揺
れ
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
す
べ
て
同
じ
表
象
を
指

す
と
考
え
る
。

2�

高
野
良
知
「
な
ま
み
こ
物
語
」（
馬
渡
憲
三
郎
、
高
野
良
知
、
竹
内
清
己
、
安
田

義
明
編
、『
円
地
文
子
事
典
』
二
〇
一
一
年
四
月
、
鼎
書
房
）、
一
八
三
頁
。

3�

例
え
ば
、
小
林
富
久
子
は
「
あ
た
か
も
定
子
の
邪
悪
な
心
が
乗
り
う
つ
っ
た
か

の
よ
う
に
、「
く
れ
は
」
が
定
子
の
声
音
を
使
っ
て
彰
子
へ
の
呪
い
の
言
葉
を
吐

こ
う
と
し
た
そ
の
瞬
間
、
定
子
の
真
の
生
霊
が
霊
媒
と
し
て
の
「
く
れ
は
」
を

通
し
て
天
皇
へ
の
混
じ
り
気
の
な
い
愛
を
告
げ
る
の
で
あ
る
」（
小
林
富
久
子

「
第
九
章　

流
行
作
家
時
代
」（『
円
地
文
子
─
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
読
む
作
家
の
生
と

作
品
─
』
二
〇
〇
五
年
一
月
、
新
典
社
）、
二
一
二
頁
）
と
解
釈
し
た
り
、
野
口

裕
子
は
「
巫
女
は
「
な
ま
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
偽
巫
女
く
れ
は
の
肉
体
を
借
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り
た
の
は
定
子
の
本
物
の
生
霊
で
あ
る
」（
野
口
裕
子
「
第
六
節　
『
春
琴
抄
』

の
方
法
と
架
空
の
古
典
〈
生
神
子
物
語
〉

─
『
な
ま
み
こ
物
語
』
の
世
界
」

（『
円
地
文
子
の
軌
跡
』
二
〇
〇
三
年
七
月
、
和
泉
書
院
）、
一
八
九
─
一
九
〇

頁
）
と
解
釈
し
た
り
し
て
い
る
。

4�

例
え
ば
、
古
屋
照
子
は
「
次
に
は
心
の
証
を
立
て
よ
う
と
し
て
道
長
の
裏
を
か

く
招
人
の
演
技
を
帝
の
目
前
で
お
こ
な
う
の
で
あ
る
」（
古
屋
照
子
「
作
品
と
解

説
」（『
円
地
文
子　

妖
の
文
学
』
一
九
九
六
年
八
月
、
沖
積
舎
）、
一
二
六
頁
）

と
解
釈
し
た
り
、
熊
坂
敦
子
は
「
く
れ
は

0

0

0

は
道
長
を
裏
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
陰
謀
に
抗
議
す
る
」（
熊
坂
敦
子
「
円
地
文
子
「
な
ま
み
こ
物
語
」（『
国
文

学
』
一
九
巻
四
号
、
一
九
七
四
年
三
月
）、
七
二
頁
）
と
解
釈
し
た
り
し
て
い
る
。

5�

五
十
嵐
礼
子
は
、「
く
れ
は
の
定
子
を
敬
愛
す
る
深
層
意
識
下
の
思
い
が
、
ぎ
り

ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
表
出
し
、
定
子
の
生
霊
を
口
寄
せ
し
、
定
子
の
帝
へ
の
深
い

愛
を
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
」（
五
十
嵐
礼
子
「『
な
ま
み
こ
物
語
』

─

自
己
表
現
と
し
て
の
憑
霊
」（『
国
文
目
白
』
三
五
号
、
一
九
九
六
年
二
月
）、
一

二
二
頁
）
と
解
釈
し
た
。

6�

川
村
湊
「
坂
の
姥　

円
地
文
子
論
」（『
隣
人
の
い
る
風
景　

川
村
湊
評
論
集
Ⅳ
』

一
九
九
二
年
三
月
、
国
文
社
）、
五
四
頁
。

7�

円
地
文
子
「
受
賞
の
言
葉
」（『
婦
人
公
論
』
一
九
六
六
年
五
月
）。
引
用
は
、

『
円
地
文
子
全
集
』
第
一
一
巻
、
四
二
二
頁
に
よ
る
。

8�

野
上
弥
生
子
「
選
評
」・「『
な
ま
み
こ
物
語
』
の
水
際
だ
っ
た
筆
の
進
め
方
」

（『
婦
人
公
論
』
一
九
六
六
年
五
月
）。
引
用
は
、『
円
地
文
子
全
集
』
第
一
一
巻
、

四
二
三
頁
に
よ
る
。

9�

水
田
宗
子
「
第
九
章　

魔
女
と
巫
女
」（『
ヒ
ロ
イ
ン
か
ら
ヒ
ー
ロ
ー
へ
』
一
九

八
二
年
一
二
月
、
田
畑
書
店
）、
二
四
五
頁
。

10�

小
林
富
久
子
「
第
九
章　

流
行
作
家
時
代
」
前
掲
書
、
二
一
三
頁
。

11�

円
地
文
子
『
夢
う
つ
つ
の
記
』（
一
九
八
七
年
三
月
、
文
藝
春
秋
）、
四
九
頁
。

12�

野
口
裕
子
は
、
テ
ク
ス
ト
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
『
日
本
文
学
大
辞
典
』
に

つ
い
て
「
新
潮
社
の
『
日
本
文
学
大
辞
典
』
が
引
用
さ
れ
」
て
い
る
と
述
べ
、

詳
細
な
比
較
検
証
の
も
と
「
引
用
は
『
大
辞
典
』
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
」（
野
口

裕
子
「
第
六
節　
『
春
琴
抄
』
の
方
法
と
架
空
の
古
典
〈
生
神
子
物
語
〉

─

『
な
ま
み
こ
物
語
』
の
世
界
」
前
掲
書
、
一
六
二
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

13�

西
田
友
美
「
円
地
文
子
『
な
ま
み
こ
物
語
』
論

─
定
子
造
形
と
そ
の
背
後
」

（『
方
位
』
第
一
一
号
、
一
九
八
七
年
一
二
月
）、
二
頁
。

14�

古
屋
照
子
「
作
品
と
解
説
」
前
掲
書
、
一
二
〇
頁
。

15�

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル　

方
法
論
の
試
み
』（
一

九
七
二
年
、
花
輪
光
・
和
泉
涼
一
訳
、
一
九
八
五
年
九
月
、
水
声
社
）、
二
五
〇

─
二
五
一
頁
、
参
照
。

16�
注
11
と
同
じ
。

17�
円
地
は
後
年
「『
な
ま
み
こ
物
語
』
は
、
や
っ
ぱ
り
谷
崎
さ
ん
の
小
説
の
作
り
方

の
真
似
で
す
ね
。『
春
琴
抄
』
に
は
な
に
か
瞞
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
し
ょ

う
」（
竹
西
寛
子
・
円
地
文
子
対
談
「
巫
女
的
な
も
の
１
」（『
円
地
文
子
全
集　

第
五
巻　

月
報
一
一
』
一
九
七
八
年
七
月
、
新
潮
社
）、
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
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九
七
八
年
三
月
、
新
潮
社
）
に
よ
る
。
な
お
、
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
他
の

円
地
の
作
品
は
『
円
地
文
子
全
集
』
全
一
六
巻
（
一
九
七
七
年
九
月
─
一
九
七

八
年
九
月
、
新
潮
社
）
に
よ
る
。
ま
た
、
一
部
を
除
く
ル
ビ
は
省
略
し
、
引
用

を
省
略
す
る
場
合
は
［
…
］
を
使
用
し
た
。

18�
日
高
佳
紀
「
第
８
章　

歴
史
叙
述
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

─
「
聞
書
抄
」
の
レ
ト

リ
ッ
ク
」（『
谷
崎
潤
一
郎
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
─
近
代
読
者
へ
の
接
近
』
二
〇
一

五
年
一
〇
月
、
双
文
社
出
版
、
後
二
〇
一
九
年
九
月
、
鼎
書
房
）。
な
お
、
引
用

は
、
鼎
書
房
版
、
二
〇
九
─
二
一
〇
頁
に
よ
る
。

19�

注
６
と
同
じ
。

20�

増
田
祐
希
は
、「「
私
」
は
「
生
神
子
物
語
」
を
紐
解
い
て
い
く
過
程
で
、
そ
れ

ま
で
と
は
全
く
異
な
る
新
し
い
定
子
、
一
途
に
帝
を
慕
う
こ
と
で
道
長
に
敗
北

感
を
与
え
る
よ
う
な
強
い
定
子
を
明
ら
か
に
す
る
の
だ
」（
増
田
祐
希
「
歴
史
小

説
と
し
て
の
『
な
ま
み
こ
物
語

─
創
作
方
法
に
つ
い
て
の
一
考
察

─
」

（『
中
京
国
文
学
』
三
二
巻
、
二
〇
一
三
年
）、
三
八
頁
）
と
指
摘
す
る
。

21�

田
中
美
代
子
「
円
地
文
子

─
女
性
の
悪
に
つ
い
て

─
」、（
馬
渡
憲
三
郎
編

『
女
流
文
芸
研
究
』
一
九
七
三
年
八
月
、
南
窓
社
）、
二
五
一
頁
。

22�

関
根
慶
子
「
寝
覚
」
の
生
霊
を
め
ぐ
つ
て

─
偽
生
霊
と
そ
の
位
相
」（『
平
安

文
学
研
究
』
二
九
輯
、
一
九
六
二
年
一
一
月
）、
一
二
六
頁
。

23�

小
林
富
久
子
「『
円
地
文
子
』
編　

解
説
」（『
作
家
の
自
伝
72　

円
地
文
子
』
一

九
九
八
年
四
月
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）、
二
八
〇
頁
。

24�

以
下
円
地
文
子
『
菊
慈
童
』
の
引
用
は
、
全
集
未
収
録
の
た
め
『
菊
慈
童
』（
一

九
八
四
年
六
月
、
新
潮
社
）
を
使
用
す
る
。

25�

注
10
と
同
じ
。

※
円
地
文
子
『
な
ま
み
こ
物
語
』
の
引
用
は
、『
円
地
文
子
全
集
』
第
一
三
巻
（
一


