
『
夕
暮
ま
で
』
は
吉
行
淳
之
介
の
代
表
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
多
く
論
じ
ら

れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。
石
田
仁
志
は
そ
の
研
究
史
を
（
一
）
十
三
年
の
執
筆

期
間
、（
二
）
表
現
上
の
特
色
、（
三
）
佐
々
と
杉
子
を
め
ぐ
る
〈
性
、
処
女

性
の
意
味
、
の
三
点
に
ま
と
め
、
中
で
も
（
三
）
の
「
処
女
」
の
問
題
が
「
最

も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
来
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

吉
行
自
身
「
処
女
と
い
う
も
の
を
書
こ
う
と
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
『
夕

暮
ま
で
』
に
お
い
て
「
処
女
」
が
主
要
な
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違
い
な

い
。
そ
し
て
作
品
に
登
場
す
る
「
処
女
」
は
杉
子
で
あ
る
か
ら
、「
処
女
」
の

問
題
を
考
察
す
る
こ
と
は
即
ち
杉
子
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
、
と
な
る
。
実

際
、
多
数
提
出
さ
れ
て
い
る
「
処
女
」
に
対
す
る
論
考
は
概
ね
『
夕
暮
ま
で
』

を
、
佐
々
と
杉
子
の
二
人
の
物
語
、
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

し
か
し
『
夕
暮
ま
で
』
に
は
杉
子
以
外
に
も
佐
々
と
関
係
を
持
つ
女
性
が
登

場
す
る
。
複
数
の
女
性
を
対
比
し
な
が
ら
描
き
出
そ
う
と
い
う
方
法
は
「
原
色

吉
行
淳
之
介
『
夕
暮
ま
で
』
論

七
三

の
街
」（「
世
代
」

号
、
’
・

）「
砂
の
上
の
植
物
群
」（
’
・
３
・
１
、
文

芸
春
秋
新
社
）「
暗
室
」（
’
・
３
・

、
講
談
社
）
な
ど
多
く
の
吉
行
作
品
に

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

『
夕
暮
ま
で
』
に
お
い
て
も
同
様
の
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
杉
子
以
外
の
女
性
の
問
題
へ
の
関

わ
り
方
を
含
め
て
「
処
女
」
の
問
題
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
が
本
稿
の
問
題
設
定
で
あ
る
。

吉
行
は
「
だ
け
ど
、
処
女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
が
き
ま
る
ま
で
に
、
時
間

が
か
か
り
ま
し
た
ね
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
ど
お
り
主
題
で
あ
る
「
処

女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
」
は
十
三
年
の
執
筆
期
間
の
中
で
少
し
ず
つ
変
化
し

完
成
す
る
。
こ
の
中
で
杉
子
の
設
定
は
変
化
し
、
ま
た
杉
子
以
外
の
女
性
た
ち

が
徐
々
に
作
品
に
登
場
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

本
稿
で
は
「
処
女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
」
が
段
階
的
に
構
築
さ
れ
て
い
く

吉
行
淳
之
介
『
夕
暮
ま
で
』
論

｜
｜
杉
子
以
外
の
「
処
女
」
｜
｜

春

木

眞

巳



様
子
を
、
改
稿
作
業
と
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
の
本
文
の
内
容
を
手
掛
か
り
と
し

て
見
る
。
そ
し
て
吉
行
が
「
処
女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
」
を
ど
の
よ
う
な
か

た
ち
に
き
め
た
の
か
、
を
考
察
す
る
。

凡
例
を
述
べ
て
お
く
。「
日
暮
れ
ど
き
」「
網
目
の
な
か
」
の
よ
う
に
、
題
名

が
書
か
れ
て
い
る
場
合
は
初
出
の
本
文
を
さ
す
。
一
方
「
一
章
」「
二
章
」
と

書
か
れ
て
い
る
場
合
は
初
刊
本
の
本
文
を
さ
し
、
初
刊
本
全
体
を
さ
す
場
合
は

『
夕
暮
ま
で
』
と
記
す
。『
夕
暮
ま
で
』
以
外
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
作
品
名
は

「

」
書
名
は
『

』
と
す
る
。
ま
た
雑
誌
名
は
「

」
で
記
す
。

〈
１

十
三
年
の
執
筆
期
間
｜
改
稿
の
経
緯
｜

で
は
簡
単
に
『
夕
暮
ま
で
』
の
成
立
ま
で
の
経
緯
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

初
刊
本
『
夕
暮
ま
で
』（
’
・
９
・

、
新
潮
社
）
の
七
章
の
初
出
は
下
表
の

と
お
り
で
あ
る
。

約
十
三
年
を
経
て
完
成
し
た
『
夕
暮
ま
で
』
は
、「
処
女
の
問
題
の
取
り
扱

い
方
」
の
変
化
か
ら
三
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。

第
一
段
階
は
「
日
暮
れ
ど
き
」
と
「
網
目
の
な
か
」。
第
二
段
階
は
「
き
つ

ね
火
」
と
、「
傷
」
か
ら
「
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
黒
」
ま
で
。
第
三
段
階
は
、

二
章
の
「
加
筆
改
稿
」
か
ら
始
ま
り
、「
夕
暮
ま
で
」
と
加
筆
改
稿
を
さ
れ
た

各
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
初
刊
本
『
夕
暮
ま
で
』
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
分
け
た
理
由
を
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。

第
一
段
階
と
第
二
段
階
を
「
傷
」
で
分
け
る
理
由
は
、「
傷
」
を
起
点
と
し

て
以
後
の
執
筆
が
加
速
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
傷
」
以
後
は
約
一
年
半
で

書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
何
ら
か
の
構
想
上
の
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
執
筆
が
可
能
に
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。「
き
ま
る
ま
で
に
、
時
間

が
か
か
り
ま
し
た
」
と
い
う
「
処
女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
」
に
何
ら
か
の
答

え
を
見
出
し
た
結
果
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
第
二
段
階
の
始
ま
り
を
「
傷
」
と
す
れ
ば
、
執
筆
時
期
で
は
「
網

吉
行
淳
之
介
『
夕
暮
ま
で
』
論

七
四

初
刊
本（
’
・
９
・

）
初
出
誌
題
名

初
出
誌
名
・
巻
号
・
発
行
年
月
日

一
章

公
園
で

日
暮
れ
ど
き
「
文
藝
」
４
｜
７
、
’
・
７
・
１

（
削
除
）

き
つ
ね
火

「
群
像
」

｜

、
’
・

・
１

二
章

網
目
の
な
か

網
目
の
な
か
「
新
潮
」

｜

、
’
・

・
１

三
章

傷

傷

「
群
像
」

｜

、
’
・
１
・
１

四
章

夜
の
警
官

夜
の
警
官

「
新
潮
」

｜
１
、
’
・
１
・
１

五
章

血

血

「
新
潮
」

｜
７
、
’
・
７
・
１

六
章

す
で
に
そ
こ
に

あ
る
黒

す
で
に
そ
こ

に
あ
る
黒

「
海
」
９
｜

、
’
・

・
１

「

年
３
月
加
筆
改
稿
」

七
章

夕
暮
ま
で

夕
暮
ま
で

「
新
潮
」

｜
５
、
’
・
５
・
１

※
「

年
３
月
加
筆
改
稿
」
は
初
刊
本
の
「
初
出
一
覧
」
に
二
章
に
対
し
て

の
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
「
網
目
の
な
か
」
の
改

稿
に
伴
っ
て
そ
れ
以
外
の
短
篇
も
改
稿
さ
れ
て
い
る
。



目
の
な
か
」
よ
り
も
前
に
な
る
「
き
つ
ね
火
」
が
第
二
段
階
に
入
れ
ら
れ
て
い

る
点
が
疑
問
と
な
る
だ
ろ
う
。

「
日
暮
れ
ど
き
」
は
「
長
篇
の
書
出
し
」
に
す
る
つ
も
り
で
「
ど
の
短
篇
集

に
も
入
れ
て
な
い
」、
と
吉
行
は
当
初
か
ら
述
べ
て
い
た
。
発
言
ど
お
り
「
日

暮
れ
ど
き
」「
網
目
の
な
か
」
は
短
篇
集
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
『
夕
暮
ま

で
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
対
し
て
「
き
つ
ね
火
」
は
初
出
の
翌
年
に
出
さ

れ
た
短
篇
集
『
赤
い
歳
月
』（
’
・
３
・

、
講
談
社
）
に
改
稿
さ
れ
ず
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
き
つ
ね
火
」
の
主
人
公
の
名
前
は
佐
々
で
は
な
い
。

「
あ
れ
は
一
応
別
の
小
説
に
し
て
書
い
て
い
る
ん
で
す
」
と
吉
行
が
述
べ
て
い

る
と
お
り
、「
き
つ
ね
火
」
は
当
初
『
夕
暮
ま
で
』
と
は
「
別
の
小
説
」
と
し

て
書
か
れ
た
。

と
こ
ろ
が
「
傷
」
の
末
尾
に
は
「
連
作
「
夕
暮
ま
で
」
４
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
「
傷
」
が
書
か
れ
た
時
点
で
は
「
き
つ
ね
火
」
は
「
連
作
「
夕
暮

ま
で
」」
の
一
部
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

吉
行
は
「
あ
そ
こ
（「
き
つ
ね
火
」
｜
引
用
者
註
）
で
僕
が
と
っ
て
お
き
た

か
っ
た
デ
ィ
テ
ー
ル
は
、
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
る
と
こ
ろ
だ
け
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、

そ
れ
を
あ
と
で
こ
の
小
説
の
第
五
章
に
あ
た
る
「
血
」
の
中
に
使
い
ま
し
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
「
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
る
デ
ィ
テ
ー
ル
」
は
「
連
作

「
夕
暮
ま
で
」
６
」
に
あ
た
る
「
血
」
に
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
き
つ
ね

火
」
の
影
響
は
「
血
」
よ
り
以
前
に
す
で
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
ト
ン
ネ

吉
行
淳
之
介
『
夕
暮
ま
で
』
論

七
五

ル
」
の
場
面
に
必
要
不
可
欠
な
「
車
」
で
あ
る
。

「
日
暮
れ
ど
き
」「
網
目
の
な
か
」
で
は
佐
々
と
杉
子
は
徒
歩
で
移
動
す
る
。

一
章
と
二
章
に
あ
る
車
に
関
す
る
描
写
は
、
例
外
な
く
加
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
対
し
て
「
傷
」
以
後
の
佐
々
は
車
に
乗
っ
て
い
る
。
こ
の
車
の
有
無
も
、

「
き
つ
ね
火
」
が
「
網
目
の
な
か
」
執
筆
以
後
、「
傷
」
執
筆
以
前
に
「
連
作

「
夕
暮
ま
で
」」
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か

ら
「
き
つ
ね
火
」
は
「
傷
」
か
ら
始
ま
る
第
二
段
階
に
含
め
ら
れ
る
。

第
三
段
階
を
区
切
る
の
は
、
初
刊
本
の
「
初
出
一
覧
」
に
記
さ
れ
た
「

年

３
月
加
筆
改
稿
」
で
あ
る
。
こ
の
記
述
が
吉
行
本
人
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
の
か

ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
加
筆
改
稿
後
に
書
か
れ
た
「
夕
暮
ま
で
」
が
二
章
の
内

容
を
受
け
た
形
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
改
稿
例
を
見
れ
ば
、
こ
の
時
期
に

矛
盾
は
な
い
。
ま
た
「
初
出
一
覧
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
「
網
目
の
な

か
」
の
加
筆
改
稿
と
同
時
に
他
の
短
篇
も
改
稿
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
の

加
筆
改
稿
に
よ
っ
て
作
品
全
体
が
見
直
さ
れ
『
夕
暮
ま
で
』
の
内
容
は
ほ
ぼ
完

成
す
る
。
主
題
で
あ
る
「
処
女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
」
も
こ
の
加
筆
改
稿
に

よ
っ
て
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
第
三
段
階
は
、
加
筆
改
稿
か
ら
始
ま

り
、「
夕
暮
ま
で
」
と
初
刊
本
の
各
章
と
な
る
。

以
下
、
詳
細
に
み
る
こ
と
に
す
る
。



〈
２

第
一
段
階
に
お
け
る
「
処
女
」

｜
年
齢
と
成
熟
の
中
の
「
処
女
」
｜

先
に
第
一
段
階
は
「
日
暮
れ
ど
き
」
と
「
網
目
の
な
か
」
の
二
つ
の
短
篇
か

ら
な
る
、
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
短
篇
は
完
成
し
た
『
夕
暮
ま

で
』
と
の
関
係
が
異
な
る
。

「
日
暮
れ
ど
き
」
は
題
名
が
「
公
園
で
」
に
変
更
さ
れ
る
以
外
に
は
大
き
な

改
稿
を
施
さ
れ
る
こ
と
な
く
一
章
に
な
っ
て
い
る
。
対
し
て
「
網
目
の
な
か
」

は
加
筆
改
稿
さ
れ
て
二
章
と
な
る
。

吉
行
は
「
日
暮
れ
ど
き
」
に
つ
い
て
「
あ
れ
は
夢
か
幻
覚
で
す
が
、
あ
そ
こ

で
中
年
男
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
に
対
す
る
好
奇
心
と
恐
怖
と
鬱
陶
し
さ
を
出
し
て
あ

る
つ
も
り
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
日
暮
れ
ど
き
」
で
描
か
れ
る
の

は
「
処
女
の
問
題
」
で
は
な
く
、
そ
れ
と
対
峙
す
る
｜
取
り
扱
う
｜
「
中
年

男
」
の
心
理
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
一
段
階
で
す
で
に
き
ま
っ
て
い

た
。一

方
「
網
目
の
な
か
」
に
つ
い
て
は
「
最
初
か
ら
デ
ィ
テ
ー
ル
は
た
く
さ
ん

頭
に
あ
っ
た
か
ら
、
雑
誌
の
何
十
周
年
記
念
号
な
ど
に
短
編
を
頼
ま
れ
て
、
材

料
が
な
い
と
、
や
む
な
く
小
出
し
に
し
た
り
し
た
ん
で
す
」
と
述
べ
た
あ
と

「
あ
の
発
表
誌
は
僕
が
病
気
を
す
る
直
前
の
「
新
潮
」
の
記
念
号
で
す
ね
。
連

作
の
一
編
の
つ
も
り
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
材
料
を
並
べ
た
だ
け
の
よ
う
な
だ
ら

し
な
い
作
品
で
ね
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
網
目
の
な
か
」
か
ら
佐
々
と
杉
子
の
間
の
「
処
女
」
の
物
語
が
始
ま
る
。

し
か
し
こ
の
時
点
で
は
「
処
女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
」
は
ま
だ
き
ま
っ
て
い

な
か
っ
た
。
故
に
注
文
に
応
え
る
た
め
「
や
む
な
く
」
書
か
れ
た
「
網
目
の
な

か
」
は
「
材
料
を
並
べ
た
だ
け
の
よ
う
な
だ
ら
し
な
い
作
品
」
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。「
だ
ら
し
な
い
」
と
は
材
料
と
主
題
の
結
び
つ
き
の
弱
さ
を
さ
す
言

葉
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
吉
行
が
並
べ
方
の
非
の
み
を
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
し

て
お
こ
う
。
事
実
、「
網
目
の
な
か
」
の
材
料
は
加
筆
改
稿
に
よ
っ
て
削
除
さ

れ
ず
、
同
様
の
記
述

材
料
は
後
の
章
に
引
き
継
が
れ
る
。
材
料
に
問
題
は
な

か
っ
た
。

つ
ま
り
「
網
目
の
な
か
」
が
後
に
加
筆
改
稿
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
不

完
全
な
「
取
り
扱
い
方
」
に
様
々
な
材
料
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
処

女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
」
は
き
ま
っ
て
い
く
。
よ
っ
て
、
ま
ず
第
一
段
階
の

材
料
の
中
で
の
「
取
り
扱
い
方
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
何
が
加
え
ら
れ
て

い
く
の
か
、
を
考
察
す
る
こ
と
で
変
化
の
様
相
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

複
数
の
女
性
を
対
比
す
る
と
い
う
方
法
と
同
様
、「
処
女
」
に
対
す
る
設
定

に
も
や
は
り
吉
行
作
品
に
よ
く
見
ら
れ
る
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
当
り
前
の
女
性
の
心
理
と
生
理
の
あ
い
だ
に
起
る
断
層
」
と
は
「
原
色
の

街
」
の
主
題
に
つ
い
て
説
明
し
た
吉
行
の
言
葉
で
あ
る
。「
原
色
の
街
」
で
は

「
感

の
動
き
」
か
ら
「

遠
い
」
は
ず
の
娼
婦
の
街
に
、「
心
を
持
つ
て
い
る
」
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娼
婦
あ
け
み
が
置
か
れ
る
。「
当
り
前
の
女
性
の
心
理
」
を
そ
れ
と
は
「

遠

い
」
は
ず
の
娼
婦
に
持
た
せ
る
こ
と
で
、
心
理
と
娼
婦
の
生
理
と
の
間
に
「
断

層
」
を
生
じ
さ
せ
る
。
つ
ま
り
心
理
と
生
理
の
関
係
と
い
う
主
題
は
本
来
あ
る

べ
き
場
所
と
対
蹠
的
な
場
所
に
置
か
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
「
断
層
」
に
よ
っ
て

描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
夕
暮
ま
で
』
の
「
処
女
」
も
「
断
層
」
の
中
で
見
出
さ
れ
る
。
佐
々
と
杉

子
の
「
処
女
」
を
守
る
肉
体
関
係
に
よ
っ
て
、「
処
女
」
は
性
交
と
の
間
に

「
断
層
」
を
生
じ
さ
せ
る
、
と
い
う
解
釈
が
先
ず
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
の
関
係
の
中
で
守
ら
れ
る
杉
子
の
「
処
女
」
が
特
異
な
も
の
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
杉
子
の
「
処

女
」
は
佐
々
と
の
関
係
以
前
に
「
断
層
」
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
物
語
は
杉
子

の
「
処
女
」
が
作
り
出
す
「
断
層
」
が
、
佐
々
と
の
関
係
の
中
で
変
化
し
て
い

く
過
程
を
描
く
。
杉
子
の
「
処
女
」
を
ど
の
よ
う
な
「
断
層
」
の
中
に
設
定
す

る
の
か
、
こ
こ
か
ら
「
処
女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
」
は
始
ま
る
。

第
一
段
階
、「
網
目
の
な
か
」
の
「
処
女
」

杉
子
は
、
年
齢
と
成
熟
、
と

の
間
に
「
断
層
」
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

佐
々
と
の
出
会
い
の
場
面
に
杉
子
の
特
徴
が
簡
潔
に
描
か
れ
て
い
る
。
佐
々

は
「
き
み
、
子
供
み
た
い
に
み
え
る
け
れ
ど
、
二
十
二
く
ら
い
だ
ろ
う
」
と
杉

子
に
言
う
。
親
戚
の
娘
は
「
お
ス
ギ
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
よ
」
と
口
を
は
さ
み
、

「
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
・
ド
レ
ス
を
着
て
、
き
れ
い
な
結
婚
式
を
あ
げ
る
、
と
い
う

「
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の
が
口
癖
」
で
あ
る
か
ら
「
男
の
子
が
、
こ
わ
が
っ
て
近
づ
か
な
い
」
と
言
う
。

杉
子
は
二
十
二
歳
と
い
う
年
齢
で
あ
る
の
に
「
子
供
み
た
い
に
み
え
る
」
未

熟
な
外
見
で
あ
る
。
二
十
二
歳
で
あ
る
の
に
「
処
女
」
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

不
均
衡
の
中
に
杉
子
は
置
か
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
設
定
が
杉
子
に
つ
い
て
必
要

不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
以
後
の
短
篇
で
も
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
こ
と

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

佐
々
と
出
会
っ
た
当
初
の
杉
子
は
、「
処
女
」・
未
熟
な
外
見
・
二
十
二
歳
と

い
う
年
齢
、
の
間
に
生
じ
る
不
均
衡
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
佐
々
と

の
「
処
女
」
を
守
り
な
が
ら
の
肉
体
関
係
の
中
で
杉
子
の
肉
体
は
少
し
ず
つ
成

熟
し
始
め
、
新
た
な
不
均
衡
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。

佐
々
と
の
関
係
の
中
で
、
杉
子
の
「
躯
が
数
ヵ
月
前
か
ら
女
の
匂
い
を
立
て

て
い
る
」
こ
と
、「
以
前
は
少
年
の
よ
う
に
小
さ
か
っ
た
が
、
い
ま
は
女
の
尻

に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
杉
子
の
肉
体
が
成
熟
し
つ
つ
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
過
程
は
「
薄
い
皮
を
一
枚
ず
つ
剥
い
で
ゆ
く
」

と
語
ら
れ
、
成
熟
の
徴
と
し
て
杉
子
は
「
か
な
ら
ず
嘔
く
」。

杉
子
の
上
に
あ
る
不
均
衡
は
、「
処
女
」・
未
熟
な
外
見
・
二
十
二
歳
と
い
う

年
齢
・
成
熟
し
つ
つ
あ
る
肉
体
、
と
の
間
の
そ
れ
へ
と
複
雑
化
す
る
。「
お
ス

ギ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
や
「
火
傷
の
痕
」
な
ど
の
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
な
杉
子
の
挿

話
は
、
こ
の
複
雑
な
不
均
衡
の
状
態
が
生
み
出
す
も
の
｜
「
断
層
」
｜
で
あ
る

と
佐
々
に
は
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
断
層
を
見
て
「
し
か
し

、
い
や
、
だ
か



ら
、
杉
子
は
処
女
な
の
だ
」
と
佐
々
が
感
じ
る
の
は
、
杉
子
の
不
均
衡
の
中
心

を
「
処
女
」
と
理
解
し
た
結
果
で
あ
る
。
同
様
に
「
処
女
膜
欠
損
の
お
そ
れ
の

な
い
形
で
な
ら
ば
、
ど
ん
な
露
骨
な
こ
と
で
も
、
杉
子
は
む
し
ろ
積
極
的
に
振

舞
う
」
こ
と
も
「
二
十
二
歳
の
女
の
満
た
さ
れ
な
い
欲
望
か
ら
く
る
好
奇
心
」

と
「
満
た
さ
れ
な
い
」

不
均
衡
と
佐
々
は
感
じ
取
る
。

こ
の
よ
う
に
杉
子
の
状
況
は
「
処
女
」
が
、
未
熟
な
外
見
・
二
十
二
歳
と
い

う
年
齢
・
成
熟
し
つ
つ
あ
る
肉
体
、
の
間
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る

「
断
層
」
か
ら
語
ら
れ
る
。
未
熟
な
外
見
、
成
熟
し
つ
つ
あ
る
肉
体
、
は
と
も

に
成
熟
に
関
す
る
も
の
と
考
え
る
と
、「
処
女
」・
年
齢
・
成
熟
、
の
三
つ
の
要

素
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
処
女
」
は
、
年
齢
と
成
熟
の
中
で
そ
の
意
味

を
顕
在
化
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
年
齢
と
、
経
験
の
蓄
積
の
結
果
と
さ

れ
る
成
熟
と
い
う
線
的
な
秩
序
の
中
の
一
点
、
一
つ
の
状
態
と
し
て
「
処
女
」

は
描
き
出
さ
れ
る
。

第
一
段
階
に
お
い
て
「
処
女
」
の
問
題
は
杉
子
だ
け
を
通
し
て
取
り
扱
わ
れ

て
い
る
。「
日
暮
れ
ど
き
」
に
は
後
に
祐
子
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
「
黒
い
長

靴
」
を
穿
い
た
女
が
登
場
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
話
題
の
中
に
登
場
す
る
の
み

で
実
際
に
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
網
目
の
な
か
」
に
祐
子
は
登
場
し
な

い
。
反
対
に
加
筆
改
稿
さ
れ
た
二
章
（
第
三
段
階
）
に
は
登
場
す
る
。
杉
子
以

外
の
女
性
と
い
う
材
料
が
登
場
す
る
の
は
第
二
段
階
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
第
一
段
階
に
は
杉
子
以
外
の
女
性
は
登
場
し
な
い
と
言
っ
て
よ
く
、

従
っ
て
杉
子
以
外
の
女
性
を
描
く
こ
と
で
「
処
女
の
問
題
」
を
描
く
と
い
う
視

点
は
な
い
。
杉
子

「
処
女
」
だ
け
を
描
く
こ
と
で
「
処
女
」
は
描
き
得
る
、

と
い
う
の
が
こ
の
段
階
で
の
「
取
り
扱
い
方
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
３

第
二
段
階
に
お
け
る
処
女

｜
「
処
女
」
で
あ
る
／
な
い
、
の
対
比
｜

第
一
段
階
で
は
、
杉
子
の
「
処
女
」
は
年
齢
、
成
熟
の
中
の
一
点
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
傷
」
を
起
点
と
し
て
執
筆
は
一
気
に
進
む
。
こ
れ
は

「
処
女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
」
が
あ
る
程
度
き
ま
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
段
階
に
お
い
て
「
だ
ら
し
な
い
」
形
で
並
べ
ら
れ
た
材
料
も
見
直
さ
れ
、

「
取
り
扱
い
方
」
は
第
二
段
階
に
お
い
て
お
お
よ
そ
成
立
す
る
。

第
一
段
階
の
も
の
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
ま
ず
見
て
お
こ
う
。
例
え

ば
、
成
熟
と
い
う
概
念
が
よ
り
明
確
な
概
念
と
し
て
見
直
さ
れ
る
。
第
一
段
階

の
成
熟
は
女
の
「
尻
」・「
匂
い
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
み
で
、

そ
れ
以
上
の
細
か
な
説
明
は
な
さ
れ
な
い
。
第
二
段
階
で
成
熟
は
よ
り
詳
細
に

語
ら
れ
る
。

「
傷
」
で
は
、
最
初
会
っ
た
時
に
は
日
焼
け
し
て
少
年
の
よ
う
だ
っ
た
杉
子

が
「
い
ま
は
、
日
焼
け
の
痕
は
な
く
、
薄
く
化
粧
を
し
て
い
る
」
こ
と
に
よ
っ

て
成
熟
を
語
る
。
こ
こ
で
成
熟
は
単
に
肉
体
的
な
も
の
｜
「
日
焼
け
の
痕
」
｜
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だ
け
で
は
な
く
「
化
粧
」
に
よ
っ
て
も
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
化

粧
」
が
「
薄
く
」
施
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
じ
く
「
傷
」
に
躯
の
線
が
「
練
れ

て
お
ら
ず
鈍
く
未
熟
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
対
応
し
、
杉
子
が
成

熟
の
途
上
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
先
に
年
齢
、
成
熟
を
線
的
な
秩
序

と
述
べ
た
が
、
そ
れ
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
成
熟
は
未
熟
か
ら

成
熟
へ
の
点
か
ら
点
へ
の
単
純
な
移
行
で
は
な
い
。
そ
の
流
れ
の
中
間
と
し
て

杉
子
は
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
段
階
以
後
の
基
盤
に
あ
る
の
は
こ
の
線

的
な
流
れ
の
中
で
「
処
女
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

第
二
段
階
で
は
先
に
あ
げ
た
「
処
女
」・
年
齢
・
成
熟
、
と
い
う
要
素
に
加

え
て
、
性
的
技
巧
の
巧
み
さ
、
と
い
う
要
素
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。

「
傷
」
に
は
酒
場
で
の
杉
子
の
接
吻
、「
夜
の
警
官
」
に
は
「
そ
れ
な
の
に
、

あ
ん
な
に
上
手
だ
な
ん
て
」
と
杉
子
の
口
腔
性
交
が
、「
血
」
に
は
「
舌
が
、

巧
み
過
ぎ
る
く
ら
い
に
、
動
く
」
と
、「
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
黒
」
に
は
「
そ

の
唇
と
舌
は
、
馴
れ
切
っ
て
い
て
、
か
な
り
の
経
験
が
察
せ
ら
れ
た
」
と
、
繰

り
返
し
杉
子
が
性
的
技
巧
に
巧
み
な
様
子
が
語
ら
れ
る
。
第
一
段
階
の
「
網
目

の
な
か
」
で
は
杉
子
が
「
積
極
的
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
み
だ
っ
た
こ
と
か
ら

明
ら
か
に
変
化
し
て
い
る
。

こ
の
性
的
技
巧
の
巧
み
さ
は
年
齢
や
成
熟
と
は
質
的
に
異
な
る
。
第
一
段
階

で
「
処
女
」
と
の
間
に
不
均
衡
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
に
は
杉
子
の
意
図
が
入
り

に
く
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
処
女
」
と
は
釣
り
合
わ
な
い
よ
う
な
杉
子
の
姿
を
見
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て
も
「
い
や
、
だ
か
ら
、
杉
子
は
処
女
な
の
だ
」（「
網
目
の
な
か
」）
と
佐
々

は
杉
子
の
「
処
女
」
を
確
信
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
性
的
技
巧
の
巧
み
さ

は
杉
子
の
性
的
「
経
験
」
の
結
果
と
佐
々
に
は
映
る
。
佐
々
は
「
処
女
」
に
疑

い
を
持
つ
。
そ
の
結
果
、
佐
々
は
「
処
女
」
に
つ
い
て
「
結
局
あ
あ
い
う
も
の

は
、
知
っ
て
い
る
の
は
本
人
だ
け
」（「
傷
」）「
本
人
し
か
本
当
の
と
こ
ろ
は
知

ら
な
い
こ
と
」（「
血
」）
と
繰
り
返
す
ほ
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

『
夕
暮
ま
で
』
は
他
の
吉
行
作
品
同
様
、
一
元
描
写
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い

る
。
視
点
人
物
で
あ
る
佐
々
が
杉
子
の
「
処
女
」
を
断
定
で
き
な
い
以
上
、
語

り
手
は
「
処
女
」
を
断
定
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

佐
々
は
「
処
女
」
自
体
に
興
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
「
反
応
さ
え
、
真
に
迫

っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
」（「
血
」）
と
園
子
に
答
え
る
。
こ
の
発
言

か
ら
「
処
女
」
自
体
と
対
峙
す
る
｜
描
く
こ
と
は
断
念
さ
れ
、
佐
々
の
持
つ

「
処
女
」
に
つ
い
て
の
観
念
の
み
が
描
か
れ
る
、
と
作
品
を
解
釈
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
佐
々
は
自
ら
の
観
念
と
杉
子
の
姿
の
差
異
に
つ
い
て

の
み
語
り
続
け
る
の
で
は
な
く
、
更
に
他
の
視
点
か
ら
「
処
女
」
を
考
察
し
よ

う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
登
場
す
る
の
が
「
処
女
」
で
は
な
い
女
た
ち
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
処
女
」
で
あ
る
、
か
ら
で
は
な
く
、「
処
女
」
で
は
な
い
、
と
い

う
方
向
か
ら
「
処
女
」
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
無
論
、
視
点
人
物
で
あ
る

佐
々
が
断
定
的
に
語
り
得
る
の
は
後
者
の
み
で
あ
る
。

杉
子
以
外
の
女
性
は
「
日
暮
れ
ど
き
」
に
「
黒
い
長
靴
」
の
女

祐
子
が
登



場
す
る
が
、
名
前
を
持
っ
て
実
際
に
登
場
す
る
の
は
「
傷
」
が
最
初
で
あ
る
。

続
い
て
「
血
」
に
園
子
が
登
場
す
る
。
祐
子
は
「
杉
子
よ
り
三
つ
く
ら
い
」
年

上
の
自
活
す
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
り
、
園
子
は
酒
場
の
女
で
あ
る
。
と
も
に
杉

子
と
は
対
蹠
的
な
立
場
に
い
る
女
性
で
あ
る
。

し
か
し
、
杉
子
以
外
の
女
性
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
祐
子
、
園
子
よ
り
先

に
「
き
つ
ね
火
」
に
登
場
す
る
美
和
子
に
つ
い
て
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
き
つ
ね
火
」
は
「
傷
」
を
執
筆
す
る
時
「
連
作
「
夕
暮
ま
で
」」
に
取
り
入

れ
ら
れ
た
、
と
先
に
述
べ
た
。
そ
し
て
吉
行
は
「
き
つ
ね
火
」
か
ら
は
「
ト
ン

ネ
ル
を
く
ぐ
る
と
こ
ろ
だ
け
」
を
使
っ
た
述
べ
て
い
た
が
、
果
た
し
て
そ
れ
だ

け
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
き
つ
ね
火
」
の
内
容
は
前
半
と
後
半
に
分
け
ら
れ
る
。
前
半
は
二
十
年
前

の
話
、
後
半
は
車
の
中
で
の
男
女
の
話
で
あ
る
。
後
半
の
部
分
が
「
血
」
に
取

ら
れ
た
「
ト
ン
ネ
ル
」
の
場
面
で
あ
る
。

で
は
、
前
半
は
全
く
関
係
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
前
半
に
描
か
れ
る
二
十
年

前
の
話
と
は
、
高
原
に
療
養
す
る
叔
父
と
そ
の
友
人
の
若
い
女
、
美
和
子
と
の

思
い
出
で
あ
る
。
二
十
年
前
「
美
和
子
は
ま
だ
男
を
知
ら
な
い
な
」
と
男
は
思

っ
て
い
た
。
し
か
し
後
半
、
車
の
中
で
女
に
つ
け
ら
れ
た
手
の
傷
を
見
て
、
叔

父
の
手
に
あ
っ
た
傷
が
美
和
子
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
記
憶
の
中
に
あ

る
美
和
子
の
「
処
女
」
を
疑
い
始
め
る
。

こ
こ
で
は
「
処
女
」
で
は
な
い
女
｜
車
の
中
の
女
｜
と
「
処
女
」
に
見
え
た

美
和
子
が
対
比
さ
れ
て
お
り
、
美
和
子
の
「
処
女
」
へ
の
疑
い
、
が
描
か
れ
る
。

「
き
つ
ね
火
」
と
「
血
」
の
ト
ン
ネ
ル
の
場
面
を
比
べ
る
と
、
車
の
中
の
女
が

杉
子
と
い
う
こ
と
に
な
り
「
処
女
」
で
あ
る
／
な
い
が
全
く
逆
の
よ
う
に
見
え
、

ト
ン
ネ
ル
の
場
面
以
外
の
設
定
は
「
連
作
「
夕
暮
ま
で
」」
に
全
く
関
係
が
な

い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、「
処
女
」
へ
の
疑
い
、
と
い
う
点
か
ら
見
れ

ば
、
美
和
子
に
そ
の
主
題
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

美
和
子
が
『
夕
暮
ま
で
』
の
一
部
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
吉
行
の
言
う
よ
う
に
「
き
つ
ね
火
」
の
「
ト
ン
ネ
ル
を
く

ぐ
る
と
こ
ろ
だ
け
」
を
と
っ
て
お
き
た
か
っ
た
と
い
う
の
な
ら
、「
傷
」
に

「
連
作
「
夕
暮
ま
で
」
４
」
と
記
し
「
き
つ
ね
火
」
を
連
作
の
中
の
一
篇
に
数

え
て
い
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
二
章
も
し
く
は
三
章
と
し
て
「
き
つ

ね
火
」
前
半
｜
美
和
子
の
物
語
が
あ
っ
た
、
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

ま
た
佐
々
は
た
び
た
び
自
己
の
思
考
の
中
で
過
去
に
関
係
が
あ
っ
た
女
に
つ

い
て
語
る
が
、
佐
々
の
観
念
の
中
で
も
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
「
原
初
の

血
」
は
「
過
去
の
女
た
ち
と
の
関
係
を
思
い
合
わ
せ
て
」「
中
年
男
の
知
恵
で

そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
の
だ
と
「
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
黒
」
で
は
語
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
「
原
初
の
血
」
の
観
念
へ
の
「
過
去
の
女
た
ち
」
の
関
与

が
六
章
で
は
削
除
さ
れ
る
。
つ
ま
り
佐
々
の
過
去
と
そ
の
観
念
の
関
係
が
削
除

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
佐
々
の
体
験
し
た
過
去
の
出
来
事
で
あ
る
美
和
子
の
物
語

が
同
時
に
削
除
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
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美
和
子
の
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
第
二
段
階
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
取
り

入
れ
ら
れ
た
「
き
つ
ね
火
」
に
は
、「
処
女
」
で
あ
る
／
な
い
を
対
比
す
る
・

「
処
女
」
を
疑
う
、
と
い
う
「
傷
」
以
後
の
「
処
女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
」

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
き
つ
ね
火
」
が
「
連
作
「
夕
暮
ま

で
」」
に
も
た
ら
し
た
の
は
「
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
る
と
こ
ろ
」
だ
け
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
傷
」
に
話
を
戻
そ
う
。「
傷
」
に
お
け
る
祐
子
の
役
割
は
次
の
段
階
で
の
そ

れ
と
比
べ
る
と
重
要
で
は
な
い
。
対
比
さ
れ
る
の
は
主
に
園
子
で
あ
る
。

「
血
」
に
登
場
す
る
園
子
は
佐
々
の
通
う
酒
場
に
い
る
「
魅
力
が
あ
る
」
女

で
あ
る
。
佐
々
は
「
そ
う
い
う
女
と
、
親
密
で
曖
昧
な
関
係
を
つ
づ
け
る
の
を

愉
し
ん
で
い
る
」
と
語
ら
れ
る
。
佐
々
と
園
子
の
関
係
は
性
交
を
伴
わ
な
い

「
曖
昧
な
関
係
」
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
杉
子
と
の
間
の
「
処
女
」
を
守
る
関

係
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
つ
の
関
係
は
明
ら
か
に
対
比
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
佐
々
が
園
子
と
の

「
親
密
で
曖
昧
な
関
係
」
を
破
る
こ
と
は
、
杉
子
と
の
「
処
女
」
を
守
る
関
係

を
壊
し
得
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
対
す
る
佐
々
の
答
え
と
な
っ
て
い
る
。

「
処
女
」
へ
の
「
恐
れ
」
を
克
服
で
き
る
か
、
と
い
う
佐
々
の
自
問
が
園
子
と

の
関
係
の
中
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
佐
々
は
園
子
と
の
関
係
を
壊
し
、
次
の

章
で
杉
子
と
の
関
係
も
壊
す
。

こ
の
よ
う
に
第
二
段
階
か
ら
「
処
女
」
で
は
な
い
女
を
杉
子
と
対
比
す
る
方
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法
が
登
場
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
ま
だ
園
子
と
「
処
女
」
と
の
間
の
関
係
が

明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
が
次
の
段
階
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
対
比
は
一
層
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

〈
４

第
三
段
階
に
お
け
る
「
処
女
」

｜
「
処
女
」
で
な
く
な
る
形
と
「
処
女
」
を
失
っ
た
あ
と
｜

第
二
段
階
で
杉
子
の
「
処
女
」
は
、「
処
女
」
で
は
な
い
他
の
女
性
と
対
比

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
第
三
段
階
で
、
祐
子
、
園
子
、
み
え
子
は
そ
れ
ぞ
れ

「
処
女
」
と
の
関
係
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
る
。

ま
ず
祐
子
、
園
子
、
み
え
子
と
杉
子
の
対
比
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
る
点
に
つ

い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
杉
子
に
つ
い
て
の
描
写
も
そ
の
意

味
が
よ
り
明
確
に
な
る
。

例
え
ば
「
女
の
匂
い
」
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

祐
子
に
は
、
体
臭
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
内
臓
と
か
子
宮
や
卵
巣

を
包
み
こ
ん
で
い
る
袋
で
も
あ
る
皮
膚
全
体
か
ら
立
昇
る
か
す
か
な
に
お

い
を
、
ど
の
女
も
持
っ
て
い
る
。
そ
の
皮
膚
と
香
料
と
の
に
お
い
が
競
い

合
っ
て
、
香
料
が
内
側
に
く
る
み
こ
ま
れ
た
と
き
、
女
の
匂
い
に
な
る
。

杉
子
も
そ
う
い
う
匂
い
を
放
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
練
れ
て
い

な
い
。
四
歳
く
ら
い
杉
子
よ
り
年
上
で
、
一
人
暮
し
を
し
な
が
ら
自
活
し

て
い
る
祐
子
は
、
い
ろ
い
ろ
の
経
験
を
持
っ
て
い
る
筈
だ
。（「
夕
暮
ま



で
」）

祐
子
は
「
一
人
暮
し
を
し
な
が
ら
自
活
し
て
い
る
」「
い
ろ
い
ろ
な
経
験
」
を

し
た
成
熟
し
た
女
性
と
し
て
杉
子
と
対
比
さ
れ
る
。
祐
子
と
、
こ
こ
で
は
す
で

に
「
処
女
」
で
は
な
い
が
ま
だ
未
熟
な
杉
子
を
対
比
し
て
女
の
成
熟
が
語
ら
れ

る
。
ま
た
成
熟
し
た
祐
子
は
「
か
な
り
化
粧
が
濃
い
」（「
夕
暮
ま
で
」）
と
語

ら
れ
、
杉
子
の
薄
い
「
化
粧
」
が
「
未
熟
」
さ
を
意
味
す
る
こ
と
が
、
杉
子
と

祐
子
が
対
比
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
化
し
て
い
る
。

第
二
段
階
で
は
「
化
粧
」
に
描
か
れ
た
女
の
成
熟
が
、
第
三
段
階
で
は
「
自

活
」「
経
験
」
で
測
ら
れ
、「
匂
い
」
の
描
写
で
は
よ
り
具
体
的
に
「
女
」
に
な

る
と
い
う
こ
と
が
、「
香
料
」
｜
社
会
的
な
も
の
｜
を
「
皮
膚
」
｜
肉
体
｜
の

「
内
側
」
に
く
る
み
こ
む
こ
と
、
と
説
明
さ
れ
る
。

「
処
女
」
は
成
熟
の
線
上
の
一
点
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
成
熟
に
香
料
と

皮
膚
の
二
面
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
処
女
」
に
も
ま
た
二
面
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
処
女
」
は
皮
膚
の
側
面
｜
「
原
初
の
血
」
な
ど
｜
と
、

香
料
の
側
面
｜
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
、
結
婚
｜
の
二
面
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

「
日
暮
れ
ど
き
」
か
ら
「
処
女
」
は
結
婚
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
成
熟

と
の
間
の
関
係
が
よ
り
明
確
に
な
る
。

第
三
段
階
に
お
い
て
特
に
重
要
な
の
は
、
園
子
と
み
え
子
で
あ
る
。
二
人
の

「
処
女
」
と
の
関
係
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
処
女
」
で
な
い
、
と
い
う

こ
と
は
「
処
女
」
で
な
く
な
る
形
と
、「
処
女
」
を
失
っ
て
か
ら
、
の
二
つ
の

面
か
ら
「
処
女
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

園
子
の
第
二
段
階
で
の
役
割
は
先
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
加

筆
改
稿
さ
れ
た
五
章
で
は
、
佐
々
と
園
子
の
会
話
が
次
の
よ
う
に
加
筆
さ
れ
る
。

「
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
で
な
く
な
る
そ
の
形
で
、
そ
の
女
の
人
生
が
き
ま
っ
て
し

ま
う
こ
と
も
、
多
い
よ
う
ね
」

し
ば
ら
く
し
て
、
園
子
が
そ
う
言
っ
た
。

「
そ
こ
ま
で
は
考
え
な
か
っ
た
な
。
つ
ま
り

」

そ
こ
ま
で
で
、
佐
々
は
口
を
噤
ん
だ
。
き
み
自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
の

感
想
だ
ね
、
と
い
う
言
葉
を
嚥
み
こ
ん
だ
の
だ
。
と
同
時
に
、
み
え
子
の

こ
と
も
、
頭
に
浮
ん
で
い
る
。（
五
章
、

頁
）

園
子
と
み
え
子
は
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
で
な
く
な
る
そ
の
形
」
に
よ
っ
て
き
ま
っ
た

「
女
の
人
生
」
を
生
き
て
い
る
女
と
佐
々
の
眼
に
映
る
。
つ
ま
り
二
人
は
杉
子

が
「
処
女
」
を
失
っ
た
後
の
姿
を
佐
々
に
見
せ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

み
え
子
は
加
筆
さ
れ
た
二
章
に
初
め
て
登
場
す
る
。
み
え
子
と
佐
々
と
の
関

係
は
、
肉
体
の
交
渉
を
持
つ
関
係
、
と
い
う
点
で
佐
々
と
杉
子
の
関
係
と
全
く

対
蹠
的
で
あ
る
。

み
え
子
は
二
章
の
後
、「
夕
暮
ま
で
」
に
再
度
登
場
す
る
。
こ
こ
で
の
み
え

子
の
物
語
こ
そ
『
夕
暮
ま
で
』
に
お
け
る
「
処
女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
」
を

決
定
づ
け
る
も
の
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

杉
子
の
自
殺
未
遂
｜
佐
々
は
狂
言
と
考
え
る
｜
事
件
の
後
、
佐
々
は
み
え
子
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に
初
め
て
電
話
を
か
け
る
。
み
え
子
は
「
人
に
会
う
」
用
事
が
あ
る
と
答
え
る
。

そ
れ
は
許
嫁
者
と
は
別
の
男
と
会
う
用
事
で
、
そ
こ
に
は
み
え
子
の
母
も
来
る

と
い
う
。
佐
々
は
「
ど
う
い
う
種
類
の
約
束
か
、
推
測
が
つ
い
て
き
た
」
と
語

る
の
み
で
具
体
的
に
は
語
ら
な
い
が
み
え
子
が
赴
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
見

合
い
の
席
、
で
あ
ろ
う
。

み
え
子
は
許
嫁
者
が
最
初
の
男
で
「
最
初
か
ら
、
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
こ

と
」
を
さ
れ
「
処
女
」
で
な
く
な
る
形
を
迎
え
た
。
そ
の
結
果
、
み
え
子
は

「
あ
っ
さ
り
」
関
係
を
持
つ
よ
う
な
女
性
と
な
っ
た
よ
う
に
佐
々
に
は
思
え
た
。

そ
の
よ
う
な
み
え
子
が
許
嫁
者
か
ら
離
れ
、
見
合
い
｜
結
婚
へ
の
道
を
歩
み

だ
す
姿
が
最
終
章
に
、
杉
子
と
の
別
れ
の
前
に
描
か
れ
る
こ
と
の
意
味
を
ど
う

考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

み
え
子
の
物
語
が
示
す
の
は
「
処
女
」
で
な
く
な
る
形
の
影
響
を
離
れ
、
結

婚
を
選
ぶ
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
た
だ
結
婚
と
い
う
道
を
受
動
的
に

選
ぶ
の
で
は
お
そ
ら
く
な
い
。
そ
れ
は
自
ら
の
意
志
で
佐
々
と
の
情
事
の
「
部

屋
の
に
お
い
」
を
持
っ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
み
え
子
は

自
ら
の
過
去
｜
「
処
女
」
で
な
く
な
る
形
｜
と
向
き
合
う
姿
を
佐
々
に
見
せ
る
。

み
え
子
の
示
し
た
可
能
性
を
見
た
こ
と
が
、「
処
女
」
で
な
く
な
っ
た
杉
子

に
対
し
て
「
間
も
な
く
も
と
の
生
活
に
戻
れ
る
よ
。
そ
し
て
、
家
庭
を
つ
く
れ

ば
い
い
」
と
佐
々
が
言
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
し
て
佐
々
は
杉
子
と
別
れ
、

物
語
は
結
末
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

吉
行
淳
之
介
『
夕
暮
ま
で
』
論

八
三

で
は
最
後
に
「
処
女
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
」
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
。

「
処
女
」
は
、
二
十
二
歳
と
い
う
年
齢
・
未
熟
な
外
見
・
成
熟
し
つ
つ
あ
る

肉
体
・
化
粧
や
香
料
な
ど
肉
体
以
外
の
面
で
の
女
と
し
て
の
成
熟
・
巧
み
な
性

的
技
巧
、
と
い
う
杉
子
の
特
徴
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
「
断
層
」
の

中
で
見
出
さ
れ
る
。「
処
女
」
が
置
か
れ
る
の
は
、
年
齢
と
、
経
験
の
蓄
積
の

結
果
と
さ
れ
る
成
熟
と
い
う
線
的
な
秩
序
の
中
で
あ
り
、「
処
女
」
は
そ
の
中

の
一
点
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
、
点
と
し
て
の
「
処
女
」、
は
佐
々
の
視
点
か

ら
は
描
き
得
な
い
。

吉
行
は
「
処
女
と
い
う
も
の
を
書
こ
う
と
し
た
」
と
言
っ
た
。
し
か
し
そ
れ

は
「
処
女
」
の
心
理
を
描
こ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
杉
子

を
視
点
人
物
に
設
定
し
な
い
時
点
で
捨
て
ら
れ
て
い
る
。

で
は
「
処
女
」
の
姿
を
ひ
た
す
ら
観
察
す
る
こ
と
を
さ
す
の
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
そ
れ
で
は
、
園
子
や
み
え
子
が
加
筆
に
よ
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
登
場
し
て
い
る

こ
と
の
意
味
が
説
明
で
き
な
い
。

「
処
女
」
は
そ
れ
自
体
の
観
察
と
と
も
に
、「
処
女
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
と
の
対
比
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
に
杉
子
と
そ
れ
以
外
の
｜

「
処
女
」
で
は
な
い
｜
女
性
を
対
比
す
る
。
そ
れ
は
点
と
し
て
の
「
処
女
」
を
、

「
処
女
」
で
な
く
な
る
形
、
そ
し
て
そ
れ
以
後
、
と
い
う
線
の
広
が
り
｜
「
女

の
人
生
」
の
中
で
捉
え
る
こ
と
で
あ
り
、「
処
女
」
を
そ
の
後
に
連
な
っ
て
い

く
「
女
の
人
生
」
と
の
関
係
の
中
で
描
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
関
係
と
は



「
処
女
」
で
な
く
な
る
、
と
い
う
出
来
事
が
「
女
の
人
生
」
に
与
え
る
心
理
的
、

生
理
的
、
社
会
的
な
影
響
で
あ
る
。
執
筆
は
第
二
段
階
以
後
、
加
速
す
る
が
、

そ
の
と
き
杉
子
の
「
処
女
」
が
疑
わ
れ
、
同
時
に
杉
子
以
外
の
女
性
が
登
場
す

る
。
杉
子
以
外
の
女
性
を
、
吉
行
が
わ
ざ
わ
ざ
加
筆
し
て
ま
で
登
場
さ
せ
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

「
処
女
」
を
中
心
に
女
性
た
ち
を
対
比
す
る
「
取
り
扱
い
方
」
こ
そ
が
執
筆
を

加
速
さ
せ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

『
夕
暮
ま
で
』
の
初
刊
本
の
帯
に
は
「
バ
ー
ジ
ン
と
い
う
こ
と
が
人
生
に
い

か
に
関
わ
っ
て
い
る
か
？
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
杉
子
は
「
処
女
」
で
な
く
な

る
形
ま
で
を
あ
ら
わ
す
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
杉
子
が
『
夕
暮
ま
で
』
の
す
べ

て
で
は
な
い
。「
処
女
」
が
「
女
の
人
生
」
に
「
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
か
」

は
杉
子
以
外
の
女
性
を
も
含
め
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
祐
子
、

園
子
、
み
え
子
｜
さ
ら
に
は
佐
々
の
妻
も
そ
の
中
に
入
る
だ
ろ
う
か
｜
に
よ
っ

て
可
能
性
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
も
特
に
み
え
子
の
物
語
が
重
要
で
あ
る

こ
と
を
再
度
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
「
処
女
」
で
な
く
な
る
形
と
対
峙

し
、
そ
こ
か
ら
離
れ
る
可
能
性
で
あ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
を
含
め
て
『
夕
暮
ま

で
』
は
「
処
女
の
問
題
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
夕
暮
ま
で
』
が
こ
れ
ま
で
の
作
品
に
お
け
る
「
男
女
の
関
係
の
研
究
の
ひ

と
つ
」
で
あ
る
こ
と
を
吉
行
は
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
「
今
ま
で
書
い
た
男
女

関
係
と
違
う
の
は
、
処
女
の
問
題
」
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
に
つ
い
て
考

え
る
た
め
に
は
過
去
の
吉
行
の
作
品
と
『
夕
暮
ま
で
』
の
比
較
が
必
要
に
な
る

が
そ
の
際
、
み
え
子
の
物
語
へ
の
解
釈
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
る
だ

ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

吉
行
は
『
夕
暮
ま
で
』
に
つ
い
て
「
似
た
よ
う
で
模
様
が
ち
ょ
っ
と
違
う
七

枚
の
透
明
な
ガ
ラ
ス
板
を
重
ね
て
、
上
か
ら
の
ぞ
く
と
、
非
常
に
複
雑
な
模
様

に
な
っ
て
、
底
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
、
そ
の
感
じ
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
ば
い

い
」
と
た
び
た
び
『
夕
暮
ま
で
』
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
短
篇
の

形
で
書
か
れ
た
七
つ
の
章
の
関
係
を
述
べ
た
も
の
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

章
に
描
か
れ
た
杉
子
、
祐
子
、
園
子
、
み
え
子
｜
さ
ら
に
は
佐
々
の
妻
、
娘
、

過
去
の
女
た
ち
｜
の
比
喩
で
も
あ
る
。「
似
た
よ
う
で
模
様
が
ち
ょ
っ
と
違
う

ガ
ラ
ス
板
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
ち
ょ
っ
と
違
う
」
女
た
ち
の
「
ヴ
ァ
ー
ジ

ン
で
な
く
な
る
形
」
や
経
験
な
ど
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
女
た
ち
の
姿
で
あ
る
。

そ
の
様
々
な
形
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
の
が
佐
々
で
あ
る
。
佐
々
が
見
た
「
複

雑
な
模
様
」
は
「
処
女
」
の
姿
だ
け
で
は
な
い
。「
処
女
」
は
お
そ
ら
く
ガ
ラ

ス
板
の
模
様
が
重
な
る
｜
誰
し
も
が
通
り
過
ぎ
る
｜
一
点
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の

向
こ
う
に
佐
々
が
見
た
「
複
雑
な
模
様
」
こ
そ
が
「
女
の
人
生
」
な
の
で
あ
ろ

う
。「

処
女
」
と
は
杉
子
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

吉
行
淳
之
介
『
夕
暮
ま
で
』
論

八
四



注

石
田
仁
志
「
吉
行
淳
之
介
『
夕
暮
ま
で
』
小
論
」（「
論
樹
」

号
、
’
・

）。

「
作
家
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
吉
行
淳
之
介
氏
に
聞
く

小
説
の
表
現
と
リ
ア
リ
テ
ィ
」

（「
現
点
」
３
号
、
’
・
４
）。

斎
藤
美
奈
子
「
吉
行
淳
之
介
の
手
練
手
管
」（「
海
燕
」

｜

、
’
｜

）
は

「
比
較
対
照
し
や
す
い
複
数
の
女
を
作
品
に
登
場
さ
せ
、
立
場
、
年
齢
、
職
業
、
タ

イ
プ
等
の
ち
が
い
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
異
同
や
逆
転
を
き
わ
だ
た
せ
る
よ
う
な
形
で
、

彼
は
女
を
造
形
し
て
い
き
ま
す
」
と
、
吉
行
の
類
型
的
な
女
性
の
設
定
を
批
判
し
て

い
る
。

吉
行
淳
之
介
・
秋
山
駿
「
対
談

夕
暮
ま
で
」（「
波
」

｜
８
、
’
｜
８
）。

吉
行
は
「
長
編
」
で
は
な
く
「
短
編
を
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
に
書
い
て
い
こ
う
と
、

そ
う
考
え
つ
い
て
か
ら
は
割
と
順
調
に
書
け
た
」（「
対
談

夕
暮
ま
で
」）
と
長
編

／
短
編
と
い
う
方
法
の
変
化
を
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

吉
行
淳
之
介
・
森
川
達
也
・
日
野
啓
三
「
作
家
に
聞
く
‥
文
学
創
造
の
秘
密
」

（「
審
美
」
９
号
、
’
｜
１
）、『
吉
行
淳
之
介
の
研
究
』（
’
｜
６
｜

、
実
業
之
日

本
社
）
再
録
。

注

に
同
じ
。

注

に
同
じ
。

松
崎
晴
夫
「『
夕
暮
ま
で
』
を
め
ぐ
っ
て
」（「
民
主
文
学
」

号
、
’
｜
５
）
は

ト
ン
ネ
ル
の
場
面
と
水
着
に
関
す
る
会
話
の
「
傷
」
へ
の
引
用
か
ら
「「
き
つ
ね

火
」
と
は
全
く
関
係
の
な
い
小
説
と
し
て
「
日
暮
れ
ど
き
」
と
「
網
目
の
な
か
」
と

を
書
い
て
い
た
の
に
、
第
三
章
に
あ
た
る
「
傷
」（『
新
潮
』
一
九
七
六
年
十
月
号
）

に
至
っ
て
十
年
前
の
「
き
つ
ね
火
」
の
一
部
を
援
用
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
思
い

つ
い
た
ら
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
夕
暮
ま
で
」
が
七
章
へ
至
る
ま
で
に
改
稿
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
初
刊
本
へ

至
る
ま
で
に
若
干
の
言
葉
の
言
い
換
え
、
重
複
部
分
の
削
除
な
ど
が
あ
る
が
、
内
容

吉
行
淳
之
介
『
夕
暮
ま
で
』
論

八
五

上
の
大
き
な
変
化
は
な
い
。

注

に
同
じ
。

注

に
同
じ
。

吉
行
は
「
ま
ず
対
象
を
見
据
え
る
こ
と
は
必
要
で
」「
見
た
も
の
を
一
た
ん
地
面

に
埋
め
」
る
と
「
や
が
て
、
芽
を
出
し
て
茎
が
伸
び
葉
を
茂
ら
せ
」
る
。
す
る
と

「
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
し
な
い
花
を
咲
か
せ
る
。
そ
の
花
は
深
く
根
に
つ
な
が
っ
て
い
る

も
の
を
、
感
じ
さ
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
対
象

材
料
を
そ
の

ま
ま
書
く
の
で
は
な
く
、
花
に
な
る
よ
う
に
そ
の
並
べ
方
を
練
り
上
げ
、
咲
い
た
花

作
品
は
、
そ
の
根

主
題
を
感
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。（「
感
想
い
ろ
い
ろ

第
七
十
三
回
〈
昭

上

芥
川
賞
選
評
」（「
文
芸
春
秋
」

｜
９
、
’
・
９
）。

『
私
の
文
学
放
浪
』（
’
・
５
・

、
講
談
社
）。

初
刊
本
で
は
祐
子
へ
と
改
稿
さ
れ
る
。

二
十
二
歳
の
処
女
、
と
い
う
存
在
が
所
謂
奥
手
な
の
か
ど
う
か
は
同
時
代
の
文
脈

に
よ
っ
て
決
ま
る
の
だ
ろ
う
が
、
杉
子
の
グ
ル
ー
プ
の
様
子
や
み
え
子
の
存
在
か
ら
、

杉
子
の
「
処
女
」
は
例
外
的
な
存
在
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
同
時
代
評
も

「
処
女
否
定
論

と
い
う

自
然
状
態

が
蔓
延
し
て
い
る
性
の
風
俗
化
・
大
衆
化

の
時
代
」
と
川
本
三
郎
「「
恋
愛
小
説
」
の
不
可
能
性
」（「
カ
イ
エ
」
１
｜
５
、
’

｜

）
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
性
的
な
禁
忌
が
緩
や
か
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う

認
識
を
共
有
し
て
い
る
。

「
小
柄
で
少
女
の
よ
う
に
も
み
え
」（「
日
暮
れ
ど
き
」）「
杉
子
は
や
や
肥
り
気
味

で
顔
の
輪
郭
が
ま
る
い
の
に
、
足
の
指
は
細
長
く
、
関
節
の
と
こ
ろ
だ
け
張
り
出
し

て
い
た
」（「
や
や

ま
る
い
の
に
」
は
三
章
で
は
削
除
）「
二
十
三
歳
に
な
っ
た
杉

子
は
、
十
代
の
末
く
ら
い
に
見
え
る
外
貌
を
し
て
い
る
」（「
夜
の
警
官
」）「
ほ
と
ん

ど
化
粧
を
し
て
い
な
い
顔
は
、
そ
の
目
鼻
立
ち
の
せ
い
で
、
少
女
の
よ
う
に
み
え
る

と
き
も
あ
る
」（「
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
黒
」）
と
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
外

見
の
未
熟
さ
の
描
写
の
多
く
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
独
立
し
た
短
篇
で
は



な
く
長
篇
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
時
に
は
、
各
章
に
同
じ
よ
う
な
描
写
が
続
く
こ
と

を
嫌
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
夕
暮
ま
で
」
の
中
で
祐
子
は
「
黒
い
ブ
ー
ツ
」
を
は
い
て
い
る
。
一
章
で
は

「
黒
い
長
靴
」
は
「
黒
い
ブ
ー
ツ
」
に
改
稿
さ
れ
て
い
る
。

「
網
目
の
な
か
」
に
「
お
ス
ギ
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
よ
」
と
言
わ
れ
「
半
信
半
疑
の
返

事
を
す
る
」
佐
々
が
描
か
れ
る
が
こ
の
疑
い
は
そ
の
後
ま
っ
た
く
忘
れ
ら
れ
て
し
ま

い
、
複
線
と
し
て
機
能
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
段
階
に
お
い
て
、
張
ら
れ
た
複

線
が
決
定
稿
の
よ
う
に
は
機
能
し
て
い
な
い
例
は
「
黒
い
長
靴
」
の
女
に
も
見
ら
れ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
点
を
吉
行
は
「
だ
ら
し
な
い
」
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
。

上
野
千
鶴
子
「
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
佐
々
と
い
う
「
男
」
と
杉
子
と
い
う
「
女
」

の
関
係
で
は
な
く
て
、「
中
年
男
」
と
「
処
女
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
間
の
ゲ
ー
ム
な
ん
で
す
。
こ
の
人
は
、
処
女
と
戯
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、

自
分
の
持
っ
て
い
る
処
女
と
い
う
観
念
と
戯
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。」（
上
野
千
鶴

子
・
小
倉
千
加
子
・
富
岡
多
恵
子
『
男
流
文
学
論
』
’
・
１
・

、
筑
摩
書
房
）。

松
崎
晴
夫
（
注

参
照
）
は
「
肉
体
関
係
の
あ
る
男
女
の
会
話
や
情
景
と
し
て
描

か
れ
て
い
た
表
現
が
、
直
接
的
性
交
だ
け
は
拒
み
続
け
る
と
い
う
特
異
な
関
係
の
男

女
の
会
話
に
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
ま
こ
と
に
奇
妙
」
と
、
車
の
男

女
を
そ
の
ま
ま
佐
々
と
杉
子
に
当
て
は
め
て
い
る
。

「
青
春
の
頃
か
ら
、
女
性
と
の
関
係
に
お
い
て
い
つ
も
自
分
は
こ
う
い
う
状
況
に

置
か
れ
て
き
た
。
人
眼
を
避
け
、
暗
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
動
い
て
ゆ
か
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
。
妻
に
な
っ
て
い
る
女
と
の
関
係
に
お
い
て
さ
え
、
そ
う
だ
っ
た
」

（「
夜
の
警
官
」）。

松
崎
晴
夫
（
注

参
照
）
は
「
日
暮
れ
ど
き
」
で
試
み
て
い
る
と
い
う
「
ボ
ロ
ボ

ロ
」
書
く
と
い
う
「
冒
険

的
試
み
は
断
念
さ
れ
、
従
来
の
技
法
の
完
成
に
よ
る

安
定

を
め
ざ
す
方
向
へ
作
者
の
構
想
が
軌
道
修
正
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

松
崎
の
指
摘
す
る
「
従
来
の
技
法
」
が
指
す
も
の
と
完
全
に
一
致
し
な
い
も
の
の
、

女
性
を
対
比
的
に
語
る
方
法
が
「
従
来
の
技
法
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
こ
の
指
摘

は
本
稿
の
意
見
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

石
田
仁
志
（
注

参
照
）
は
「
み
え
子
は
「
結
婚
」
と
い
う
〈
制
度

の
中
で
男

に
利
用
さ
れ
て
い
る
人
形
で
あ
る
」「（
祐
子
は

引
用
者
註
）「
結
婚
」
と
い
う

〈
制
度

か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
女
と
い
う
印
象
を
与
え
る
点
で
は
み
え
子
や

園
子
と
共
通
す
る
」
と
述
べ
、
永
島
貴
吉
「『
夕
暮
ま
で
』
試
論
」（「
現
点
」
３
号
、

’
・
４
・

）
は
「
ま
た
、
杉
子
と
同
年
代
の
み
え
子
を
見
合
い
の
日
に
強
引
に

呼
び
出
し
、「
性
」
の
匂
い
を
つ
け
さ
せ
た
ま
ま
見
合
い
の
席
に
出
向
か
せ
よ
う
と

す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
み
え
子
は
自
ら
の
意
志
で
佐
々
の
匂
い
を
身
に

着
け
た
ま
ま
見
合
い
の
席
へ
赴
く
の
で
あ
り
、
受
け
身
な
だ
け
の
女
性
と
解
釈
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

『
夕
暮
ま
で
』
に
「
暗
室
」
の
女
性
の
設
定
が
重
な
る
点
が
あ
る
こ
と
は
、
神
谷

忠
孝
「『
夕
暮
ま
で
』（
吉
行
淳
之
介
）」（「
解
釈
と
鑑
賞
」

｜

、
’
・

）
な

ど
す
で
に
い
く
つ
か
の
指
摘
が
あ
る
。
確
か
に
レ
ズ
ビ
ア
ン
、
日
焼
け
か
ら
祐
子
や

杉
子
は
「
暗
室
」
の
マ
キ
と
類
似
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
み
え
子
が
自
ら
結
婚
を
望
む

と
解
釈
す
れ
ば
「
暗
室
」
の
多
加
子
と
の
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。「
暗
室
」
は
『
夕

暮
ま
で
』
執
筆
期
間
中
に
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
影
響
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
し
た

い
。
ま
た
更
に
遡
っ
た
『
星
と
月
は
天
の
穴
』
’
・
９
・

、
講
談
社
）
も
幾
つ
か

の
共
通
点
｜
中
年
男
と
若
い
女
の
情
事
、
ち
ら
つ
く
男
の
影
、
結
婚
を
決
意
す
る
娼

婦
千
枝
子
、
車
な
ど
｜
を
持
っ
て
お
り
比
較
的
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

注

に
同
じ
。

注

に
同
じ
。
同
様
の
説
明
は
「
対
談

夕
暮
ま
で
」（
注

参
照
）
に
も
あ
る
。

吉
行
淳
之
介
『
夕
暮
ま
で
』
論

八
六
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