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―
「
曼
殊
沙
華
」
を
中
心
に

―

神　
　

戸　
　

啓　
　

多

一
、
は
じ
め
に

　

吉
屋
信
子
の
『
花
物
語
』
は
五
二
篇
の
短
編
で
構
成
さ
れ
る
連
作
短
編
集
で
、

一
九
一
六
年
か
ら
二
四
年
ま
で
『
少
女
画
報
』
に
て
、
一
九
二
五
年
か
ら
二
六

年
ま
で
『
少
女
倶
楽
部
』
に
て
連
載
さ
れ
た①
。
当
時
の
女
学
生
か
ら
絶
大
な
人

気
を
得
た
本
作
を
「
わ
が
国
近
代
に
お
い
て
、「
少
女
」
の
誕
生
を
告
げ
る
事

件
」
と
位
置
づ
け
、
美
文
体
や
物
語
構
造
を
近
代
日
本
国
家
へ
の
「
可
憐
な
反

逆
」
と
し
た②
本
田
和
子
を
皮
切
り
に
、『
花
物
語
』
は
近
代
日
本
の
〈
少
女
〉

を
巡
る
諸
問
題
の
研
究
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
文
脈
か
ら
再
評
価
さ
れ
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
閉
鎖
的
な
環
境
で
の
み
生
成
さ
れ
る
レ
ズ
ビ
ア
ン
連
続
体
へ

の
夢
想
と
し
て
の
「〈
花
物
語
〉
的
な
る
も
の
」
が
外
部
に
働
き
か
け
る
こ
と

の
な
い
点
を
本
作
の
限
界
と
す
る
菅
聡
子
の
指
摘③
や
、『
花
物
語
』
に
て
表
象

さ
れ
る
女
性
同
性
愛
的
関
係
は
異
性
愛
制
度
に
抵
触
し
な
い
構
造
を
持
っ
て
お

り
、
制
度
を
補
強
・
補
完
す
る
「
周
縁
性
の
物
語
と
し
て
機
能
」
す
る
側
面
を

論
じ
た
久
米
依
子
の
指
摘④
な
ど
、
テ
ク
ス
ト
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
声
が
表
出

す
る
。
そ
の
他
、
美
文
体
に
よ
っ
て
本
作
の
女
性
同
性
愛
は
形
象
化
さ
れ

「〈
内
な
る
毒
〉
と
し
て
存
在
し
た
」
と
す
る
加
藤
明
日
菜
の
論⑤
や
、『
花
物
語
』

の
「
両
義
的
な
テ
ク
ス
ト
」
は
、
そ
の
逸
脱
性
が
読
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
で
制

度
の
枠
組
み
に
収
斂
さ
れ
て
き
た
と
す
る
鄒
韻
の
指
摘⑥
な
ど
、
研
究
は
多
岐
に

わ
た
る
。
本
作
は
近
代
日
本
に
お
け
る
〈
少
女
〉
研
究
、
日
本
近
代
文
学
に
お

け
る
女
性
同
性
愛
表
象
の
研
究
の
両
方
に
お
い
て
注
目
さ
れ
、
分
析
さ
れ
て
き

た
。

　

し
か
し
な
が
ら
先
行
研
究
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
の
読
解
で
は
、
具
体
的
な
同

時
代
の
女
性
を
め
ぐ
る
言
説
が
積
極
的
に
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
は
か
っ
た
。

ま
た
、
先
行
論
は
『
花
物
語
』
全
編
を
前
期
・
中
期
・
後
期
と
区
分
し
て
い
る

が
、
本
作
は
一
度
の
連
載
終
了
と
個
人
雑
誌
『
黒
薔
薇
』
の
発
刊
を
挟
ん
で
残
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り
が
連
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
黒
薔
薇
』
の
発
刊
以
前
と
以
後
を
新
た
な
区

切
り
と
し
て
『
花
物
語
』
を
読
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
論
で
は
『
花
物
語
』
を
『
黒
薔
薇
』
発
刊
以
前
と
以
後
に
区
分
し
、
同
時

代
資
料
を
参
照
し
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
分
析
を
行
う
。
本
論
で
は
特
に
、『
花
物

語
』
に
お
け
る
容
姿
や
貧
困
の
対
比
描
写
が
明
確
な
「
向
日
葵
」、
職
業
婦
人

を
明
確
な
テ
ー
マ
と
し
た
「
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
」、『
黒
薔
薇
』
発
刊
以
降
の
『
花
物

語
』
三
作
の
中
で
も
異
質
な
作
品
「
曼
殊
沙
華
」
の
詳
細
な
読
解
を
通
し
て
、

テ
ク
ス
ト
が
近
代
日
本
社
会
の
性
規
範
を
ど
の
よ
う
に
反
映
し
、『
黒
薔
薇
』

以
前
と
以
後
で
テ
ク
ス
ト
の
構
造
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
を
論
じ
る
。
そ

れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
本
作
に
お
け
る
女
性
同
性
愛
表
象
を
再
考
し
て
い
き
た
い
。

二
、
容
姿
と
生
活
水
準
の
描
写

―
「
向
日
葵
」
を
中
心
に

　
『
花
物
語
』
に
登
場
す
る
人
物
は
基
本
的
に
女
学
生
だ
が
人
物
造
形
の
幅
は

広
く
、
連
載
が
進
む
に
つ
れ
て
描
か
れ
る
女
性
の
姿
は
多
様
に
な
っ
て
い
く
。

し
か
し
本
作
を
『
黒
薔
薇
』
以
前
と
以
後
に
区
分
す
る
と
、『
黒
薔
薇
』
以
前

の
『
花
物
語
』
に
お
け
る
人
物
造
形
に
あ
る
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
『
花
物
語
』
に
お
け
る
人
物
造
形
、
特
に
容
姿
・
生
活
水
準

に
着
目
し
な
が
ら
「
向
日
葵
」
の
読
解
を
行
い
、『
黒
薔
薇
』
以
前
の
『
花
物

語
』
の
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
構
造
を
論
じ
て
い
く
。

　
「
向
日
葵
」
の
冒
頭
に
て
裕
福
な
家
庭
に
育
っ
た
美
し
い
少
女
・
関
子
が
転

校
し
て
き
た
際
、
周
囲
の
人
物
関
子
の
美
に
心
酔
す
る
さ
ま
が
殊
更
強
調
さ
れ

る
。
関
子
が
自
宅
周
辺
を
散
歩
し
て
い
る
時
、「
お
山
の
大
将
」
に
意
地
悪
を

さ
れ
た
弟
を
慰
め
る
横
山
潮
に
心
を
惹
か
れ
る
。
こ
こ
で
関
子
と
は
対
照
的
に

潮
は
、
肌
は
浅
黒
く
直
線
的
な
太
い
眉
を
持
つ
、「
俗
に
言
う
美
し
さ
」
は
な

い
容
姿
が
強
調
さ
れ
、
美
醜
が
明
確
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
描
写
は
「
向
日
葵
」
だ
け
で
な
い
。「
日
陰
の
花
」
に
登
場
す

る
環
は
濃
い
眉
や
張
り
の
あ
る
眼
を
備
え
、
早
川
雪
州
な
ど
の
男
性
俳
優
に
容

姿
が
た
と
え
ら
れ
る
。
対
し
て
満
寿
子
は
環
の
亡
き
母
親
の
面
影
が
あ
り
、

「
嫋
や
か
な
腕
」
を
備
え
て
い
る
。「
ア
カ
シ
ヤ
」
の
郁
子
が
浅
黒
い
肌
や
濃
い

眉
毛
を
持
っ
た
愛
嬌
の
な
い
顔
で
あ
る
の
に
対
し
て
み
ち
る
は
「
細
や
か
で
美

し
い
指
」
や
「
ふ
く
よ
か
な
頬
」
を
備
え
た
可
憐
な
少
女
と
し
て
描
か
れ
る
。

『
活
け
る
家
―
家
庭
医
学
』（
大
日
本
私
立
婦
人
衛
生
会  

一
九
一
二
年
）
で
は

曲
線
美
や
細
い
腕
と
指
、
眉
の
細
さ
や
白
い
肌
な
ど
が
女
性
の
美
的
要
素
と
し

て
定
義
さ
れ
、
太
い
眉
や
黒
い
肌
な
ど
は
批
判
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
男
性

的
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る⑦
。
こ
の
他
、
高
峰
博
と
高
峰
ひ
ろ
子
に
よ
る

『
女
性
心
理
と
女
性
美
の
研
究
―
家
庭
夜
話
』（
文
教
書
院  

一
九
二
三
年
）
や

小
酒
井
不
木
に
よ
る
『
医
談
女
談
』（
人
文
書
院  

一
九
二
八
年
）
で
も
同
様

の
内
容
が
見
ら
れ
る
。『
花
物
語
』
に
お
い
て
描
か
れ
る
少
女
た
ち
の
容
姿
は
、

同
時
代
の
医
学
や
生
理
学
の
観
点
か
ら
定
義
さ
れ
る
女
性
の
外
的
な
美
に
即
し

た
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
容
姿
の
美
は
男
女
に
関
わ
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ら
ず
、
異
性
愛
制
度
と
深
く
結
託
し
た
も
の
だ
っ
た
。
石
角
春
洋
と
村
田
俊
子

に
よ
る
『
女
性
美
の
現
し
方
―
魅
力
の
研
究
』（
榎
本
書
店  

一
九
二
四
年
）

で
は
「
異
性
か
ら
見
て
美
く
し
さ
を
感
じ
、
魅
力
を
覚
え
る
女
性
で
な
け
れ

ば
」
美
人
と
は
言
え
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
性
的
・
外
的
な
美
は
異
性
か

ら
の
評
価
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る⑧
。『
花
物
語
』
の
少
女
達
は
明
確
に
美

醜
が
問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
容
姿
が
明
確
な
場
合
に
は
、
容
姿
を
男
女

へ
と
置
換
可
能
で
す
ら
あ
る
。

　

一
九
一
〇
年
代
前
後
、
女
学
生
同
士
の
親
密
な
関
係
性
は
「
エ
ス
」
と
呼
ば

れ
、『
花
物
語
』
も
エ
ス
的
少
女
友
愛
物
語
の
代
表
作
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
「
エ
ス
」
以
前
に
「
オ
メ
」
と
い
う
呼
称
が
存
在
し
、「
オ

メ
」
は
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
「
一
方
の
女
性
が
「
男
性
化
」
し
て
い
る
こ
と
が

指
標
と
な
っ
て
」
解
釈
さ
れ
、
先
天
的
な
同
性
愛
者
、「
男
性
化
し
た
女
性
」

は
異
性
愛
制
度
へ
の
矯
正
が
不
可
能
な
存
在
と
さ
れ
た
こ
と
を
赤
枝
香
奈
子
は

指
摘
し
て
い
る⑨
。
で
は
『
花
物
語
』
に
お
け
る
男
女
へ
と
置
換
可
能
な
容
姿
の

描
写
は
、
ど
ち
ら
を
示
し
て
い
る
の
か
。
一
九
一
〇
年
の
『
読
売
新
聞
』
の
記

事
で
は
「
お
目
」
と
い
う
「
変
質
の
恋
」
が
流
行
っ
て
い
る
こ
と
は
一
般
的
な

認
知
と
さ
れ
て
お
り⑩
、
ま
た
田
中
香
涯
の
『
人
間
の
性
的
暗
黒
面
』（
大
阪
屋

号
書
店  

一
九
二
二
年
）
で
は
先
天
的
女
性
同
性
愛
者
は
「
男
型
の
外
貌
心

性
」
を
持
ち
「
女
子
ら
し
き
優
雅
温
順
な
る
所
が
欠
け
て
ゐ
る
」
こ
と
が
特
徴

で
あ
り
、
後
天
性
の
女
性
同
性
愛
者
は
「
異
性
に
対
す
る
愛
情
は
十
分
に
あ
」

る
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
女
性
同
性
愛
は
男
女
の
恋
愛
に
置
換
し
て
解
釈
す

る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
わ
か
る
。

　
『
花
物
語
』
で
親
密
な
関
係
に
な
る
少
女
達
は
当
時
の
女
性
美
か
ら
見
た
美

醜
が
明
確
に
描
か
れ
、
一
方
が
模
範
的
な
女
性
美
を
持
ち
、
も
う
一
方
は
美
醜

に
関
わ
ら
ず
男
性
的
な
容
姿
を
思
わ
せ
る
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
人
物
造
形
は
当
時
の
女
性
同
性
愛
に
対
す
る
一
般
的
な
認
識
・
解
釈
に
合
致

し
て
お
り
、『
花
物
語
』
に
お
け
る
少
女
同
士
の
親
密
な
関
係
は
「
オ
メ
」
的

な
解
釈
を
引
き
ず
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
容
姿
の
描
写
が
明
確

で
あ
る
場
合
、
男
性
的
な
描
か
れ
方
を
し
た
少
女
が
主
人
公

―
美
し
さ
を
殊

更
強
調
さ
れ
る
少
女
の
元
を
去
る
結
末
が
大
多
数
を
占
め
る
。
詳
し
く
は
後
述

す
る
が
、「
向
日
葵
」
も
ま
た
潮
が
関
子
の
元
を
去
る
形
で
物
語
が
締
め
く
く

ら
れ
る
。
当
時
の
性
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
女
性
た
ち
を
、
同
時
代
的
女
性
美
を

持
つ
少
女
＝
性
規
範
へ
の
矯
正
が
可
能
と
さ
れ
る
存
在
の
元
か
ら
立
ち
退
か
せ

る
構
図
は
、『
黒
薔
薇
』
以
前
の
『
花
物
語
』
に
お
け
る
女
性
同
性
愛
表
象
が

内
包
す
る
規
範
で
あ
る
。
異
性
愛
制
度
に
抵
触
し
な
い
『
花
物
語
』
の
テ
ク
ス

ト
は
、「
オ
メ
」
的
言
説
や
同
時
代
的
な
女
性
美
観
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
、

問
題
意
識
が
向
け
ら
れ
な
い
ま
ま
物
語
が
女
性
同
性
愛
を
表
象
す
る
こ
と
で
、

社
会
が
与
え
る
抑
圧
を
テ
ク
ス
ト
自
身
が
も
う
一
度
補
強
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

潮
と
関
子
が
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は
容
姿
だ
け
で
な
い
。
関
子
は
前
述
し
た

よ
う
に
裕
福
な
生
活
ぶ
り
が
窺
え
る
が
、
潮
は
恵
ま
れ
な
い
環
境
を
強
調
さ
れ
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る
。
潮
の
貧
し
さ
と
は
ど
の
程
度
の
も
の
な
の
か
。
当
時
の
判
任
官
の
月
給
は

最
も
下
級
で
約
四
〇
円⑪
だ
が
、
当
時
の
女
学
校
へ
の
進
学
率
は
九
・
六
％
で
あ

る⑫
。
当
時
の
新
聞
記
事
で
は
「
中
流
社
会
の
子
女
を
多
く
集
め
て
ゐ
る
」
小
学

校
を
卒
業
し
た
女
子
五
〇
名
の
う
ち
女
学
校
へ
進
学
す
る
生
徒
は
半
分
以
下
だ

が
「
家
庭
の
事
情
が
よ
い
」「
子
女
教
育
に
熱
心
な
」
親
が
増
え
た
こ
と
を
指

摘
し
て
お
り
、
潮
の
父
親
は
教
育
へ
の
理
解
が
あ
っ
た
と
言
え
る⑬
。『
花
物
語
』

は
連
載
が
進
む
に
つ
れ
て
「
沈
丁
花
」
の
姉
妹
や
「
桐
の
花
」
の
礼
子
な
ど
、

比
較
的
貧
し
い
少
女
も
描
い
て
い
く
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
女
学
校
に
進
学
で

き
る
だ
け
の
家
庭
な
い
し
は
そ
れ
に
準
ず
る
環
境
に
い
る
少
女
で
あ
り
、
女
学

生
以
上
と
い
う
水
準
の
設
定
は
当
時
の
少
女
雑
誌
の
購
買
層
に
合
致
す
る⑭
。
こ

の
よ
う
な
設
定
は
貧
困
の
問
題
を
描
く
よ
り
も
、
む
し
ろ
貧
困
が
感
傷
性
を
生

み
出
す
た
め
の
舞
台
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
で
は
「
向
日

葵
」
で
描
か
れ
た
貧
困
は
ど
の
よ
う
に
物
語
に
作
用
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

子
ど
も
た
ち
や
女
学
校
で
の
序
列
関
係
は
そ
の
ま
ま
「
大
人
同
士
の
間
柄
」

に
置
換
可
能
で
あ
る
事
は
テ
ク
ス
ト
中
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
英
子
と
そ
の
弟

は
「
浅
薄
な
人
」「
お
山
の
大
将
」
な
ど
と
描
か
れ
る
反
面
、
潮
は
「
自
我
の

純
粋
に
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
美
し
さ
」「
特
徴
強
い
個
性
の
意
識
を
強
く
与

え
て
気
持
が
よ
い
」
と
描
か
れ
、
語
り
手
の
批
判
的
な
目
線
と
好
意
的
な
目
線

が
明
確
で
あ
る
。
表
層
的
な
序
列
関
係
を
批
判
し
、
精
神
的
な
と
こ
ろ
に
関

子
・
潮
・
英
子
の
序
列
関
係
を
捉
え
直
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
向
日
葵
」
の

テ
ク
ス
ト
は
外
面
の
美
よ
り
も
内
面
の
美
し
い
少
女
、
従
来
の
少
女
像
よ
り
も

「
高
次
の
〈
少
女
〉
像
を
提
示
し
よ
う
と
す
る⑮
」。
し
か
し
、
精
神
的
な
美
し
さ

を
持
つ
潮
は
関
子
の
元
か
ら
も
、
物
語
か
ら
も
立
ち
退
か
さ
れ
る
。

　

退
職
す
る
父
親
と
郷
里
へ
帰
る
た
め
に
潮
は
誕
生
日
会
に
出
席
で
き
ず
、
関

子
の
思
慕
は
成
就
せ
ず
に
物
語
は
終
わ
る
。
潮
が
贈
っ
た
向
日
葵
が
誕
生
日
会

に
飾
ら
れ
る
が
、
そ
の
向
日
葵
を
「
無
意
味
に
見
て
」
い
る
招
待
客
達
に
潮
の

美
し
さ
は
理
解
で
き
な
い
。
物
語
に
留
ま
り
続
け
る
の
は
好
意
的
に
描
か
れ
た

潮
で
は
な
く
、
規
範
的
な
美
を
持
ち
「
男
性
化
」
し
て
い
な
い
、
異
性
愛
制
度

へ
の
矯
正
が
可
能
な
少
女
で
あ
る
関
子
と
、
表
層
的
な
序
列
関
係
に
重
き
を
置

く
少
女
／
女
性
達
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
中
で
奨
励
さ
れ
て
い
た
少
女
像
は
別
離

の
結
末
を
以
て
物
語
か
ら
結
果
と
し
て
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

竹
田
志
保
も
指
摘
す
る
通
り⑯
、
関
子
は
潮
の
境
遇
を
最
後
ま
で
知
る
事
は
な

い
。
潮
を
誕
生
日
会
に
招
待
し
た
い
の
は
あ
く
ま
で
潮
と
「
美
し
い
友
情
」
を

育
む
契
機
と
す
る
た
め
で
あ
り
、
関
子
が
涙
す
る
の
は
潮
と
の
別
離
故
で
し
か

な
い
。
関
子
が
そ
れ
以
降
向
日
葵
を
「
世
の
な
み
な
ら
ず
」
愛
す
る
の
も
、
か

つ
て
の
想
い
人
を
懐
古
す
る
象
徴
と
し
て
だ
。
ま
た
、
語
り
手
は
潮
の
境
遇
や

内
面
の
美
に
目
を
向
け
な
が
ら
も
、
最
後
は
「
在
り
し
人
」
に
思
い
を
馳
せ
る

関
子
の
視
点
に
立
ち
、
表
層
的
な
も
の
へ
の
批
判
的
な
視
線
は
そ
れ
以
上
向
け

ら
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
際
、
二
人
の
別
れ
は
美
文
体
に
よ
っ
て
極
度
に
感
傷

的
に
演
出
さ
れ
る
。
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今
は
夢
と
去
り
て
、
思
い
出
多
き
そ
の
地
に
別
れ
を
告
ぐ
る
に
際
し
、
我

が
住
む
庭
の
ほ
と
り
に
咲
き
し
花
一
つ
、
オ
ル
ガ
ン
の
主
を
忍
び
て
よ
り

し
窓
辺
に
残
し
て
、
よ
そ
な
が
ら
別
れ
を
惜
し
み
し
に
あ
ら
ず
や
、
あ
ら

ず
や
。

「
過
剰
な
ま
で
に
装
飾
的⑰
」
で
あ
る
『
花
物
語
』
の
美
文
体
は
少
女
雑
誌
の
形

成
と
深
く
結
び
つ
き
、
当
時
の
少
女
た
ち
の
共
通
言
語
と
し
て
美
文
体
は
誌
面

か
ら
も
「「
愛
ら
し
い
少
女
」
と
い
う
規
範
の
も
と
」
で
奨
励
さ
れ
、
美
文
は

少
女
文
化
の
規
範
の
一
つ
と
な
り
、『
花
物
語
』
に
継
承
さ
れ
た
。
こ
こ
で
語

り
手
は
関
子
の
視
点
に
立
っ
た
ま
ま
、
二
人
の
別
れ
を
過
剰
に
修
飾
す
る
こ
と

で
そ
れ
ま
で
語
っ
て
き
た
潮
の
内
面
の
美
を
よ
り
テ
ク
ス
ト
の
奥
深
く
へ
と
押

し
や
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
潮
の
境
遇
と
美
は
初
期
作
品
に
お
い
て
形
成
さ

れ
た
〈
共
同
体
〉
と
そ
れ
が
要
請
す
る
感
傷
性
に
収
斂
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

提
示
さ
れ
た
少
女
像
や
貧
困
の
問
題
は
表
層
的
な
序
列
関
係
や
感
傷
を
指
向

す
る
〈
共
同
体
〉
に
は
認
可
さ
れ
ず
、
感
傷
性
に
着
地
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

物
語
中
で
提
示
さ
れ
た
価
値
観
や
諸
問
題
は
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て

感
傷
を
喚
起
し
や
す
い
よ
う
に
、
貧
し
さ
を
強
調
さ
れ
て
い
て
も
内
実
は
読
者

―
中
流
家
庭
の
、
一
定
の
教
養
を
備
え
て
い
る
少
女
た
ち

―
に
近
し
い
境

遇
の
少
女
が
描
か
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
媒
体
と
〈
共
同
体
〉
の
制
約
に

よ
っ
て
物
語
に
描
か
れ
る
少
女
た
ち
の
関
係
性
や
諸
問
題
は
限
定
的
に
表
象
さ

れ
て
い
る
。『
花
物
語
』
は
連
載
が
進
む
に
つ
れ
て
よ
り
同
時
代
的
な
問
題
も

描
い
て
い
く
が
、
果
た
し
て
そ
こ
で
諸
問
題
は
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る

の
か
。

三
、
職
業
婦
人
の
描
写

―
「
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
」
を
中
心
に

　

働
く
女
性
そ
の
も
の
は
女
教
師
で
あ
る
「
鈴
蘭
」
の
ふ
さ
子
の
母
親
な
ど
、

連
載
当
初
か
ら
『
花
物
語
』
に
描
か
れ
て
き
た
。
連
載
が
進
む
に
つ
れ
て
「
逓

信
省
の
貯
金
管
理
局
」
に
勤
め
る
「
沈
丁
花
」
の
君
江
な
ど
、
職
業
も
多
様
化

し
て
い
く
が
、
設
定
の
一
つ
と
し
て
の
職
業
が
描
写
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ

う
い
っ
た
傾
向
の
本
作
の
中
で
「
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
」
は
異
質
な
作
品
と
い
え
る
。

裕
福
な
家
庭
か
ら
貧
乏
に
転
落
し
、
女
学
校
を
辞
め
て
働
く
甲
子
が
主
人
公
の

本
作
は
職
業
婦
人
の
姿
を
詳
細
に
描
い
て
い
る
。
こ
こ
で
職
業
婦
人
の
問
題
は

少
女
同
士
の
親
密
な
関
係
と
共
に
ど
の
よ
う
に
し
て
表
象
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

甲
子
と
は
家
庭
の
事
情
か
ら
働
く
こ
と
に
な
る
が
、
職
業
婦
人
は
当
時
ど
の

よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
の
か
。『
東
京
大
阪
両
市
に
於
け
る
職
業
婦
人
調
査
』

に
よ
れ
ば
、
タ
イ
ピ
ス
ト
の
就
労
動
機
は
「
家
計
補
助
の
た
め
」
が
最
も
多
く⑱
、

甲
子
と
母
親
は
当
時
の
一
般
的
な
職
業
婦
人
だ
っ
た
と
い
え
る
。
対
し
て
麻
子

の
就
労
の
動
機
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
麻
子
に
は
「
有
名
な
反
逆
者
と

し
て
牢
獄
で
刑
せ
ら
れ
た
社
会
主
義
の
」
叔
父
が
あ
り
、
麻
子
も
「
新
し
い
人

類
の
真
理
の
追
求
者
ら
し
い
気
の
勝
っ
た
頭
の
明
晰
な
自
尊
心
の
強
い
」
女
性

で
あ
る
と
語
ら
れ
る
な
ど
、
甲
子
と
は
明
ら
か
に
造
形
が
異
な
る
。
で
は
麻
子
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は
ど
の
よ
う
な
職
業
婦
人
だ
っ
た
の
か
。
ア
メ
リ
カ
化
の
風
潮
が
進
む
大
正
時

代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
職
業
婦
人
は
否
定
的
な
認
識
か
ら
「
未
来
型
の
女

性
と
し
て
特
に
知
識
階
級
を
中
心
に
前
向
き
に
受
け
入
れ
ら
れ
」
る
よ
う
に

な
っ
た⑲
。
一
人
で
「
厚
い
洋
書
に
読
み
耽
っ
て
い
る
」
姿
か
ら
わ
か
る
教
養
の

高
さ
な
ど
か
ら
も
、
麻
子
は
「
未
来
型
の
女
性
」
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
甲

子
と
麻
子
は
職
業
婦
人
と
し
て
対
比
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

職
業
婦
人
の
類
型
は
動
機
に
よ
る
も
の
だ
け
で
な
い
。
大
都
市
の
職
業
婦
人

調
査
は
先
に
参
照
し
た
東
京
と
大
阪
の
調
査
の
ほ
か
、
京
都
の
調
査
も
あ
る
。

京
都
市
役
所
社
会
課
に
よ
る
『
職
業
婦
人
に
関
す
る
調
査
』
は
詳
細
に
職
業
婦

人
の
概
観
を
述
べ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
調

査
で
は
職
業
婦
人
を
有
識
者
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
「
ａ
多
少
智
能
を
要
す

る
職
業
に
携
は
る
と
こ
ろ
の
、
比
較
的
有
識
者
階
級
に
属
す
る
も
の
」「
ｂ
無

識
者
階
級
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
、
純
粋
な
る
女
子
労
働
者
」「
ｃ
純
粋
な
る
女

子
労
働
者
に
は
非
る
も
、
比
較
的
無
識
者
階
級
に
属
す
る
も
の
」
の
三
種
類
に

類
型
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る⑳
が
、『
花
物
語
』
で
描
か
れ
た
女
性
の
職
業

の
ほ
ぼ
全
て
が
ａ
に
あ
て
は
ま
り
、「
狭
義
に
見
る
時
」
は
ａ
の
職
業
に
就
く

者
の
み
が
職
業
婦
人
と
な
る
。『
花
物
語
』
の
多
く
の
物
語
は
、
狭
義
的
な
職

業
婦
人
を
選
択
し
て
作
中
に
描
い
て
き
た
の
で
あ
る
。「
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
」
で
言

及
さ
れ
る
女
性
の
職
業
が
も
う
一
つ
あ
る
。
支
配
人
に
男
性
社
員
の
身
勝
手
な

振
る
舞
い
に
抗
議
し
た
際
、
自
分
た
ち
は
「
独
立
し
た
職
業
婦
人
」
で
あ
り

「
決
し
て
カ
フ
ェ
ー
や
バ
ー
の
ウ
ェ
ー
ト
レ
ス
」
で
は
な
い
の
だ
か
ら
「
自
分

の
意
志
以
外
で
」
男
性
社
員
た
ち
の
話
し
相
手
を
す
る
の
は
「
自
己
を
侮
辱
し

た
事
」
で
あ
る
と
麻
子
は
直
訴
す
る
。
こ
の
麻
子
の
発
言
か
ら
女
給
に
対
す
る

差
別
意
識
や
職
業
婦
人
と
し
て
の
選
民
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
女

給
は
先
の
調
査
で
は
ｃ
に
属
す
る
職
業
で
あ
り
、
加
え
て
カ
フ
ェ
ー
で
働
く
女

給
は
当
時
、
性
産
業
の
延
長
に
位
置
付
け
ら
れ
る
存
在
と
さ
れ㉑
、
差
別
意
識
が

存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
麻
子
の
発
言
を
「
正
し
い
」
と
甲
子
は
評
す
る
。
こ

の
選
民
意
識
は
作
中
の
職
場
の
女
性
た
ち
が
あ
る
程
度
兼
ね
備
え
て
い
た
も
の

だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
オ
フ
ィ
ス
に
お
い
て
甲
子
た
ち
が
男
性
社
員
か
ら
受
け
る
、
今
で
い

う
セ
ク
ハ
ラ
行
為
も
ま
た
実
際
に
当
時
存
在
し
て
い
た
問
題
で
あ
る
。
女
性
タ

イ
ピ
ス
ト
に
よ
る
仕
事
の
不
満
は
、「
男
子
に
対
す
る
不
満
及
要
求
」
が
二
番

目
に
多
い㉒
。「
女
性
の
前
で
妄
り
な
話
は
避
け
て
頂
き
度
い
」「
私
達
の
前
で
下

劣
な
話
を
平
気
で
話
さ
れ
る
こ
と
が
た
ま
ら
な
く
嫌
で
す
」
な
ど
、
既
に
編
集

者
に
よ
っ
て
選
別
さ
れ
た
意
見
で
は
あ
る
が
、
作
中
の
男
性
社
員
の
女
性
社
員

に
対
す
る
横
柄
な
振
る
舞
い
は
実
際
に
存
在
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

　

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
作
中
の
職
業
婦
人
の
姿
は
同
時
代
の
現
状
や
受
難

―
「
常
に
円
満
で
平
和
な
社
内
の
空
気
」
の
歪
さ
を
的
確
に
描
写
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
現
状
に
麻
子
は
反
抗
す
る
が
、
甲
子
を
含
む
他
の
女
性
社
員
た
ち

の
裏
切
り
に
よ
っ
て
退
職
へ
追
い
込
ま
れ
、
同
時
に
二
人
の
関
係
も
終
焉
を
迎
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え
る
。
甲
子
は
何
故
麻
子
を
か
ば
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
か
。
甲
子
は
経

済
的
な
事
情
か
ら
や
む
を
得
ず
働
い
て
お
り
、
麻
子
を
か
ば
う
と
職
を
失
う
可

能
性
が
あ
る
た
め
に
強
要
さ
れ
る
〈
女
ら
し
さ
〉
に
迎
合
し
、
耐
え
る
し
か
な

い
。
そ
れ
が
経
済
的
な
理
由
で
就
労
す
る
一
般
的
な
職
業
婦
人
が
社
会
の
中
で

生
き
て
い
く
術
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
社
会
に
反
抗
し
た
た
め
に
当
時
の
性
規

範
を
逸
脱
し
た
と
さ
れ
る
存
在
は
作
中
か
ら
退
い
て
い
く
。

　

そ
れ
で
も
二
人
の
関
係
性
の
象
徴
で
あ
る
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
は
オ
フ
ィ
ス
に
残
り

続
け
る
。
別
れ
際
に
麻
子
は
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
を
甲
子
に
託
し
「
水
を
や
る
の
を
忘

れ
て
は
い
け
な
い
の
」
と
告
げ
、「
希
望
の
持
つ
こ
と
」
の
大
切
さ
を
再
度
説

く
。
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
を
枯
ら
さ
な
い
こ
と
と
希
望
を
絶
や
さ
な
い
こ
と
は
同
義
で

あ
ろ
う
。
苦
難
に
耐
え
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
甲
子
の
「
活
路
が
開
け
る
こ

と
」
を
麻
子
は
願
い
、
希
望
を
託
す
。
し
か
し
な
が
ら
甲
子
は
悲
し
む
ば
か
り

で
あ
る
。
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
に
対
し
て
希
望
を
持
つ
こ
と
も
「
水
や
り
」
も
す
る
こ

と
は
な
く
、
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
に
水
（
＝
希
望
）
で
は
な
く
「
私
の
涙
」
を
注
ぐ
。

こ
う
し
て
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
は
「
悲
し
き
」
も
の
へ
と
変
容
し
て
「
淋
し
い
人
間
の

運
命
」
ま
た
は
「
永
遠
に
嘆
き
ゆ
く
定
め
」
の
象
徴
と
な
り
、
テ
ク
ス
ト
は
別

離
に
よ
る
悲
し
い
物
語
に
収
束
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
物
語
は
作
者
が
物
語
内

部
に
介
入
し
、
作
者
／
吉
屋
自
身
に
よ
る
語
り
で
締
め
く
く
ら
れ㉓
、
甲
子
の
涙

に
自
分
の
涙
を
も
加
え
、
麻
子
に
す
ら
「
私
の
小
さ
な
書
斎
の
扉
」
を
開
く
こ

と
で
物
語
の
感
傷
性
を
補
強
す
る
。
テ
ク
ス
ト
の
感
傷
性
へ
の
収
束
を
よ
り
強

固
に
す
る
機
能
が
こ
の
介
入
に
読
み
取
れ
る
。

　

こ
う
し
て
テ
ク
ス
ト
中
の
諸
問
題
は
甲
子
の
涙
に
よ
っ
て
「
嘆
き
」
に
変
貌

し
、
そ
れ
を
作
者
が
再
度
補
強
す
る
こ
と
で
テ
ク
ス
ト
は
少
女
の
別
れ
と
悲
し

み
を
前
景
化
し
、〈
共
同
体
〉
の
要
請
す
る
感
傷
性
に
全
て
収
斂
さ
れ
、
意
味

を
失
っ
て
し
ま
う
。
女
性
が
男
性
に
反
抗
す
る
姿
な
ど
、
制
度
攪
乱
的
な
様
相

を
見
せ
る
も
そ
れ
は
「
不
調
和
」
な
ま
ま
終
わ
り
、
諸
問
題
を
後
景
化
・
隠
蔽

し
な
が
ら
物
語
は
感
傷
を
生
成
す
る
。
性
規
範
は
「
内
部
か
ら
突
き
破
ら
れ㉔
」

よ
う
と
し
、「
両
義
的
な
テ
ク
ス
ト㉕
」
が
生
成
さ
れ
る
が
、
両
義
性
そ
れ
自
体

が
、
テ
ク
ス
ト
が
語
ろ
う
と
す
る
も
の
を
隠
蔽
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
本
論
で
は
『
黒
薔
薇
』
発
刊
以
前
の
『
花
物
語
』
を
論
じ
て
き
た

が
、
次
章
以
降
は
『
黒
薔
薇
』
発
刊
以
後
で
あ
る
『
少
女
倶
楽
部
』
に
掲
載
さ

れ
た
作
品
、
特
に
「
曼
殊
沙
華㉖
」
に
注
目
す
る
。「
曼
殊
沙
華
」
は
『
黒
薔
薇
』

以
前
の
『
花
物
語
』
の
傾
向
と
は
大
き
く
異
な
り
、
家
庭
環
境
と
教
養
の
水
準

を
下
回
る
人
物
が
出
て
く
る
ほ
か
、
狭
義
の
職
業
婦
人
か
ら
外
れ
る
職
業
が
描

か
れ
る
の
も
こ
の
作
品
で
あ
る
。
吉
屋
は
『
黒
薔
薇
』
の
発
刊
を
通
し
、
再
度

少
女
雑
誌
に
戻
っ
て
来
て
一
体
『
花
物
語
』
で
何
を
描
い
た
の
か
。

四
、『 

黒
薔
薇
』
以
後
の
『
花
物
語
』 

 

―
「
曼
殊
沙
華
」
を
め
ぐ
っ
て

　

詳
し
い
内
容
や
掲
載
作
品
と
の
詳
し
い
比
較
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、「
曼
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殊
沙
華
」
の
読
解
に
入
る
前
に
、
個
人
雑
誌
『
黒
薔
薇
』
に
つ
い
て
簡
単
に
整

理
し
て
お
き
た
い
。『
黒
薔
薇
』
は
交
蘭
社
か
ら
、
一
九
二
五
年
一
月
か
ら
八

月
ま
で
毎
月
発
刊
さ
れ
た
。
雑
誌
『
黒
薔
薇
』
発
刊
に
あ
た
っ
て
の
「
ご
挨

拶
」
で
は
「
今
の
商
業
雑
誌
の
悪
弊
か
ら
逃
れ
て
、
自
由
に
清
ら
か
に
力
強
く

自
己
の
芸
術
を
育
て
抜
い
て
ゆ
く㉗
」
と
述
べ
て
お
り
、
少
女
雑
誌
に
対
す
る
明

確
な
批
判
意
識
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、『
黒
薔
薇
』
に
掲
載
さ
れ
た
長
編

「
或
る
愚
か
し
き
者
の
話
」
で
は
作
中
で
明
確
に
同
性
愛
に
対
す
る
思
想
の
独

白
が
描
か
れ
る㉘
な
ど
、『
花
物
語
』
と
は
明
ら
か
に
趣
を
異
に
し
た
作
品
で
あ

る
。

　

吉
屋
は
門
馬
千
代
へ
の
手
紙
の
中
で
「
此
頃
の
少
女
雑
誌
の
ひ
ど
さ
と
き
た

ら  

読
む
た
び
に
吐
き
気
を
覚
へ
ま
す
」
と
告
白
し
、
男
性
へ
の
媚
に
対
す
る

嫌
悪
を
示
し
て
い
る㉙
。
ま
た
、『
黒
薔
薇
』
は
当
時
の
少
女
雑
誌
へ
の
「
抗
議

の
旗
じ
る
し
」
と
述
べ
て
お
り
、
明
確
な
批
判
意
識
が
読
み
取
れ
る
。『
少
女

倶
楽
部
』
に
て
掲
載
さ
れ
た
「
睡
蓮
」
の
冒
頭
で
、
吉
屋
は
「
一
切
の
筆
を

絶
」
っ
た
少
女
雑
誌
に
戻
っ
て
き
た
理
由
を
、「
お
断
り
申
し
上
げ
る
に
疲
れ

て
し
ま
」
う
ほ
ど
の
編
集
部
か
ら
の
希
望
で
「
や
む
を
得
ず
」
執
筆
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る㉚
。
批
判
意
識
を
持
っ
て
少
女
雑
誌
に
戻
っ
て
き
た
吉

屋
は
『
花
物
語
』
に
何
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
曼
殊
沙
華
」
の
冒
頭
で
み
や
こ
と
幸
ち
ゃ
ん
は
彼
岸
花
を
綺
麗
と
言
う
が

他
の
一
座
の
連
中
は
駄
菓
子
に
夢
中
で
、
彼
岸
花
を
見
て
も
「
一
厘
に
な
る
も

の
で
も
な
い
」
と
い
う
感
想
し
か
抱
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
少
女
達
を
語
り
手

は
「
く
い
し
ん
棒
同
盟
の
連
中
」
な
ど
と
批
判
的
か
つ
小
馬
鹿
に
し
た
態
度
で

描
写
す
る
。
こ
こ
で
批
判
的
に
描
か
れ
る
少
女
達
は
、
感
傷
に
惑
溺
す
る
〈
共

同
体
〉
へ
の
批
判
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。〈
共
同
体
〉
は
現
実
の
社

会
に
対
し
て
「
無
感
覚
者
」
な
の
で
あ
る
。

　

一
座
が
辿
り
着
い
た
芝
居
小
屋
で
幸
ち
ゃ
ん
が
木
戸
番
を
し
て
い
る
と
柄
の

悪
い
男
た
ち
が
横
柄
な
振
る
舞
い
を
す
る
が
、
幸
ち
ゃ
ん
は
啖
呵
を
切
っ
て
追

い
払
う
。「
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
」
で
は
男
性
へ
の
反
抗
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
が
、
男

性
相
手
に
反
抗
し
一
定
の
成
果
を
得
て
い
る
と
い
う
点
も
こ
れ
ま
で
と
異
な
る

点
で
あ
る
。
こ
の
変
化
を
描
く
こ
と
が
出
来
た
理
由
は
、「
曼
殊
沙
華
」
で
は

少
女
的
美
文
体
が
薄
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本
作
の
美
文
体
と
そ
の
機
能

に
関
す
る
指
摘
は
、
美
文
体
こ
そ
少
女
そ
の
も
の
で
あ
り
近
代
家
父
長
制
へ
の

「
可
憐
な
反
逆
」
と
し
た
本
田
論㉛
に
対
し
て
、
物
語
を
「
感
傷
の
場
と
し
て
増

殖
・
前
景
化
」
さ
せ
る
も
の
と
し
た
高
橋
重
美
の
指
摘32
な
ど
、
捉
え
方
は
論
者

に
よ
っ
て
肯
定
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
に
分
か
れ
る
が33
、『
花
物
語
』
の

美
文
体
は
〈
共
同
体
〉
と
共
に
語
ら
れ
、
物
語
中
の
諸
問
題
を
後
景
化
さ
せ
る

も
の
と
さ
れ
て
き
た
。「
曼
殊
沙
華
」
で
は
「
さ
も
あ
ら
ん
、
秋
の
風
、
河
の

流
れ
、
渡
り
ゆ
く
船
の
中
の
あ
げ
し
腕
の
か
ぼ
そ
き
は
、
あ
は
れ
」
の
よ
う
に

美
文
体
の
名
残
は
見
ら
れ
る
が
、「
そ
れ
な
り
で
腰
巾
着
に
な
っ
ち
ま
っ
た
」

な
ど
に
見
ら
れ
る
、
小
話
を
す
る
よ
う
な
語
り
口
が
基
本
的
に
採
用
さ
れ
、
美
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文
体
の
色
は
薄
い
。
男
た
ち
が
逃
げ
出
す
際
に
「
十
四
の
女
の
児
の
た
ん
か
に

吃
驚
し
た
の
か
、
逃
げ
ち
ゃ
っ
た
」
と
軽
口
を
た
た
く
よ
う
に
語
る
こ
と
で
、

「
女
性
に
負
け
る
男
性
」
と
い
う
図
式
を
脱
色
す
る
の
で
あ
る
。

　

小
屋
の
主
は
一
座
に
提
案
し
た
少
女
歌
劇
団
と
合
同
で
の
興
行
に
一
座
の
多

く
は
賛
同
す
る
が
幸
ち
ゃ
ん
は
「
裸
に
な
っ
て
ベ
ー
ル
を
へ
ら
へ
ら
さ
せ
て

踊
っ
て
、
生
首
を
吸
っ
た
り
す
る
や
つ
」
の
「
仲
間
に
入
れ
て
貰
う
も
の
か
」

と
泣
い
て
抗
議
す
る
。
み
や
こ
も
そ
れ
に
賛
同
し
、
結
果
と
し
て
み
や
こ
と
幸

ち
ゃ
ん
の
み
が
小
屋
に
残
り
、
そ
の
他
は
劇
場
へ
と
向
か
う
。
こ
こ
で
言
わ
れ

る
オ
ペ
ラ
「
サ
ロ
メ
」
の
踊
り
は
「
七
つ
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
踊
り
」
と
呼
ば
れ
る

舞
で
、
サ
ロ
メ
が
継
父
を
魅
了
す
る
た
め
に
舞
っ
た
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
一
枚
ず
つ

脱
ぎ
捨
て
て
い
く
踊
り
で
あ
る
。
サ
ロ
メ
の
踊
り
に
は
吉
屋
が
少
女
雑
誌
に
対

し
て
抱
い
て
い
た
「
猥
褻
さ
」
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
オ
ペ
ラ
に
参
加
す
れ
ば
今
の
状
況
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
が
男
性
へ
の
媚
の
上
に
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
吉
屋
は

二
者
の
対
比
に
よ
っ
て
描
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
出
来
上
が
る
の
は
「
泥
人

形34
」
で
あ
り
、
吉
屋
に
と
っ
て
そ
れ
は
死
と
同
義
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
『
黒
薔
薇
』
以
前
の
『
花
物
語
』
で
は
〈
共
同
体
〉
に
属
す
る
少
女

た
ち
が
物
語
に
残
留
し
た
が
、「
曼
殊
沙
華
」
に
お
い
て
先
に
撤
退
す
る
の
は
、

か
つ
て
『
花
物
語
』
の
物
語
中
に
留
ま
り
続
け
て
い
た
少
女
た
ち
な
の
だ
。

『
黒
薔
薇
』「
曼
殊
沙
華
」
で
は
以
前
の
『
花
物
語
』
と
は
違
っ
た
表
現
や
人
物

造
形
に
よ
っ
て
、
吉
屋
は
〈
共
同
体
〉
や
少
女
雑
誌
の
在
り
方
と
少
女
達
を
当

時
の
性
規
範
に
順
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
社
会
へ
の
問
題
意
識
を
巧
妙
か
つ
慎
重

に
描
い
て
い
る
。

　

男
性
に
媚
を
売
る
こ
と
を
拒
否
し
た
二
人
に
訪
れ
た
の
は
最
終
的
に
死
だ
っ

た35
。〈
共
同
体
〉
か
ら
逸
脱
し
、
吉
屋
の
批
判
意
識
が
託
さ
れ
た
二
人
が
死
ん

で
し
ま
う
の
は
何
故
な
の
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
吉
屋
に
と
っ
て
男
性
中
心

主
義
に
迎
合
す
る
生
き
方
は
論
外
で
あ
り
、
そ
れ
は
死
と
同
義
で
あ
る
と
ま
で

考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
拒
否
し
て
も
、
同
時
代
社
会
に
お
い
て
女
性
の

多
く
は
「
男
へ
の
媚
」
に
参
加
せ
ず
し
て
自
立
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
当
時
の

女
性
の
大
多
数
に
属
す
る
二
人
が
「
男
へ
の
媚
」
に
参
加
し
な
い
た
め
に
は
死

と
い
う
結
末
以
外
に
あ
り
得
な
か
っ
た
。
死
の
結
末
は
『
黒
薔
薇
』
以
降
と
違

い
、
同
時
代
社
会
で
女
性
が
生
き
る
上
の
ジ
レ
ン
マ
と
し
て
読
む
事
が
出
来
る
。

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
曼
殊
沙
華
」
で
は
『
黒
薔
薇
』
以
前
の

『
花
物
語
』
と
異
な
る
描
写
や
人
物
造
形
、
構
図
を
用
い
て
少
女
雑
誌
や
〈
共

同
体
〉
へ
の
批
判
や
当
時
の
女
性
を
巡
る
問
題
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
美
文
体
を
積
極
的
に
採
用
し
な
い
方
針
を
取
っ
て
い
た
テ
ク
ス
ト
は
二
人

の
死
を
語
る
結
末
部
に
お
い
て
突
如
美
文
体
一
色
へ
と
切
り
替
わ
る
の
で
あ
る
。

朝
露
は
真
紅
の
細
き
絹
房
を
乱
せ
し
に
似
し
葩
を
潤
し
て
い
た
、
そ
の
真

中
に
み
や
こ
は
嫋
女
の
身
を
横
た
え
て
、
面
を
覆
う
に
銀
泥
の
舞
扇
も
て

―
。
し
か
も
夕
べ
の
名
残
り
の
月
痕
淡
く
そ
れ
に
映
じ
て
…
…
。
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こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
構
造
は
「
曼
殊
沙
華
」
だ
け
で
は
な
い
。「
睡
蓮
」
も
ま

た
、
所
々
に
美
文
体
の
名
残
が
見
ら
れ
る
も
の
の
口
語
的
な
語
り
口
を
採
用
し

な
が
ら
、「
曼
殊
沙
華
」
と
同
じ
く
、
結
末
部
で
従
来
の
『
花
物
語
』
と
同
様

の
美
文
体
が
挿
入
さ
れ
て
い
る36
。

　

こ
の
よ
う
な
美
文
体
挿
入
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
吉
屋
が
少
女
雑
誌
投
稿

欄
出
身
の
作
家
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。『
花
物
語
』
の
広
い
受
容
が
死

の
結
末
と
装
飾
的
な
美
文
体
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
を
吉
屋
は
わ
か
っ
て
い
た

た
め
に
、
当
時
の
吉
屋
に
と
っ
て
本
当
に
書
き
た
い
も
の
で
な
か
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
死
の
結
末
を
美
文
体
で
描
く
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
の
で
は
な

い
か
。『
黒
薔
薇
』
は
吉
屋
が
非
常
に
意
気
込
ん
で
い
た
作
品
だ
っ
た
が
、
先

述
し
た
「
睡
蓮
」
初
出
の
冒
頭
で
も
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
か
ら

依
頼
原
稿
が
急
速
に
増
え
、
書
き
た
い
も
の
を
書
き
続
け
る
余
裕
が
な
く
な
っ

て
い
っ
た
た
め
に
、
僅
か
八
巻
で
廃
刊
と
な
っ
て
い
る37
。

　

し
か
し
な
が
ら
、『
黒
薔
薇
』
以
降
の
『
花
物
語
』
に
見
ら
れ
る
結
末
部
で

の
美
文
体
の
挿
入
は
そ
れ
ま
で
と
同
様
に
テ
ク
ス
ト
を
感
傷
的
な
物
語
へ
と
変

容
さ
せ
、
物
語
中
の
諸
問
題
や
女
性
同
性
愛
を
隠
蔽
し
た
の
で
は
な
い
。
美
文

体
の
挿
入
が
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
た
諸
問
題
を
後
景
化
さ
せ
て
い
る
の
は
明
ら

か
で
あ
る
が
、
結
末
部
で
描
か
れ
る
内
容
に
注
目
す
る
と
『
黒
薔
薇
』
以
前
の

『
花
物
語
』
と
は
違
っ
た
美
文
体
の
機
能
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い

か
。

　

結
末
部
の
最
初
で
は
大
衆
（「
人
々
」
）
と
そ
う
で
は
な
い
者
（「
古
老
」
）

が
対
比
さ
れ
な
が
ら
二
人
の
死
が
噂
さ
れ
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
二
人
は
自
殺

だ
っ
た
と
大
衆
は
噂
す
る
が
、「
無
風
流
」
を
嫌
う
「
古
老
」
は
曼
殊
沙
華
の

毒
に
よ
っ
て
死
ん
だ
と
言
う
。
し
か
し
当
然
、
曼
殊
沙
華
は
経
口
摂
取
し
な
い

限
り
体
調
に
異
常
を
き
た
す
こ
と
す
ら
な
い
。
毛
利
は
自
殺
説
を
採
用
し
て
い

る
が38
、
仮
に
二
人
が
自
殺
で
あ
っ
た
と
し
て
も
「
古
老
」
に
よ
っ
て
事
実
が
捻

じ
曲
げ
ら
れ
、
二
人
の
死
が
美
化
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。「
古
老
」

の
言
動
は
、『
花
物
語
』
に
対
し
て
別
離
の
物
語
と
感
傷
性
を
要
求
し
て
き
た

〈
共
同
体
〉
の
在
り
方
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
事
実
を
捻
じ
曲
げ
美
化
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
に
も
、〈
共
同
体
〉
が
感
傷
を
要
求
し
そ
れ
に
応
え
て
き
た
テ

ク
ス
ト
が
諸
問
題
を
隠
蔽
す
る
従
来
の
『
花
物
語
』
の
構
造
を
読
み
取
る
こ
と

が
出
来
る
。

　

で
は
、
テ
ク
ス
ト
は
美
文
体
と
「
古
老
」
に
よ
っ
て
感
傷
的
な
物
語
へ
と
収

斂
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
は
大
衆
と
「
古
老
」
を
描
写
し
た
の
ち
、

「
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
」、
ど
う
と
で
も
な
れ
、
ま
ま
よ
、
と
言
う
。
二
人
の
死
因

は
ぼ
か
さ
れ
、
結
末
か
ら
感
傷
を
得
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
読
者
に
委
ね
ら

れ
る
。
結
末
の
解
釈
を
読
み
手
に
委
ね
る
の
は
「
曼
殊
沙
華
」
だ
け
で
は
な
い
。

―
か
く
嘆
く
の
は
、
私
の
せ
ん
ち
め
ん
た
る
の
性
ゆ
え
で
し
ょ
う
か
？  

い
か
に
少
女
の
君
達
…
…
思
い
給
う
や
。（
傍
線
引
用
者
）

「
睡
蓮
」
で
は
よ
り
明
確
に
、
読
者
た
ち
に
物
語
か
ら
生
ま
れ
る
涙
が
「
せ
ん

吉
屋
信
子
『
花
物
語
』
に
お
け
る
女
性
同
性
愛
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ち
め
ん
た
る
の
性
」
か
否
か
と
い
う
解
釈
を
読
み
手
に
問
い
か
け
、〈
共
同
体
〉

に
従
来
の
在
り
方
を
問
い
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
曼
殊
沙
華
」
で
は

二
人
の
死
を
感
傷
的
に
捉
え
る
か
否
か
を
読
者
に
委
ね
た
ま
ま
、
二
人
の
死
に

寄
り
添
お
う
と
す
る
。
日
本
で
は
決
し
て
縁
起
の
良
い
意
味
合
い
を
持
た
な
い

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
名
前
を
、
語
り
手
は
「
梵
語
に
依
り
て
」
曼
殊
沙
華
と
い
う
名

前
を
採
用
し
、
そ
の
意
味
合
い
も
「
天
上
の
花
」
と
し
て
捉
え
直
し
、
二
人
の

死
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
『
花
物
語
』
は
悲
劇
的
な
結
末
で
終
わ

り
、
登
場
人
物
が
涙
し
て
終
わ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
「
曼
殊
沙
華
」
の

語
り
手
は
二
人
が
死
後
の
世
界
で
幸
せ
に
し
て
い
る
姿
を
提
示
す
る
。
二
人
が

死
ん
で
い
る
以
上
は
決
し
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
は
言
え
な
い
が
、「
ヒ
ヤ
シ

ン
ス
」
や
「
向
日
葵
」
の
結
末
で
花
に
涙
が
注
が
れ
る
の
に
対
し
、「
曼
殊
沙

華
」
で
は
涙
な
し
で
二
人
の
死
を
悼
み
、
寄
り
添
お
う
と
す
る
話
者
の
態
度
が

あ
る
。

　
「
曼
殊
沙
華
」
に
お
い
て
、
吉
屋
は
小
話
を
す
る
よ
う
な
語
り
口
や
巧
み
な

比
喩
で
シ
リ
ア
ス
な
批
判
意
識
を
テ
ク
ス
ト
の
深
部
に
潜
め
て
い
た
。
し
か
し

結
末
部
に
お
い
て
は
美
文
体
と
い
う
規
範
・
感
傷
を
演
出
す
る
舞
台
装
置
を
あ

え
て
用
い
て
批
判
意
識
を
覆
い
隠
し
、
あ
た
か
も
従
来
と
同
じ
く
悲
し
い
物
語

と
感
傷
性
を
生
成
す
る
形
式
を
保
っ
て
い
る

―
規
範
に
準
拠
し
て
い
る
よ
う

に
見
せ
か
け
る
こ
と
で
、
近
代
日
本
の
性
規
範
と
深
く
結
託
し
て
い
た
少
女
雑

誌
の
中
に
社
会
へ
の
批
判
意
識
を
物
語
の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
潜
ま
せ
る
こ
と

に
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
。
従
来
の
『
花
物
語
』
の
構
造
や
美
文
体
は
『
黒
薔

薇
』
で
培
わ
れ
た
批
判
意
識
を
覆
い
隠
す
、
制
度
の
中
へ
潜
伏
す
る
た
め
の

〈
仮
面
〉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

こ
の
よ
う
に
『
黒
薔
薇
』
以
降
の
『
花
物
語
』、
特
に
「
曼
殊
沙
華
」
に
お

い
て
、
美
文
体
や
従
来
の
物
語
構
造
は
〈
共
同
体
〉
や
少
女
雑
誌
か
ら
の
抑
圧

を
回
避
す
る
た
め
の
安
全
装
置
、
あ
る
い
は
〈
仮
面
〉
と
し
て
機
能
し
て
い
る

と
い
え
る
。『
黒
薔
薇
』
以
前
の
『
花
物
語
』
で
は
美
文
体
が
負
の
働
き
を
し

て
い
た
印
象
は
拭
え
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
『
黒
薔
薇
』
以
降
は
美
文
体
が
積
極
的

に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
規
範
的
な
言
語
表
現
と
し
て
の

美
文
体
を
書
き
手
自
身
が
新
た
に
捉
え
直
し
て
生
ま
れ
た
効
果
が
読
み
取
れ
る
。

『
黒
薔
薇
』
以
降
の
『
花
物
語
』
の
テ
ク
ス
ト
に
は
少
女
雑
誌
と
〈
共
同
体
〉

が
隣
接
す
る
近
代
の
性
規
範
を
揺
る
が
し
得
る
可
能
性
が
確
か
に
存
在
す
る
の

で
あ
る
。
当
時
の
女
性
が
経
済
的
に
自
立
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
パ
ー
ト

ナ
ー
で
あ
っ
た
門
馬
千
代39
の
た
め
に
も
、
吉
屋
は
一
度
決
別
し
よ
う
と
し
た
少

女
雑
誌
に
戻
っ
て
望
ま
な
い
も
の
で
も
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
が
、
一
歩
間
違
え
れ
ば
少
女
雑
誌
や
当
時
の
性
規
範
に
加
担
し
そ
れ
を
補
強

す
る
事
に
な
る
。
結
末
部
で
の
美
文
体
の
挿
入
は
、
感
傷
性
を
生
成
す
る
構
造

か
ら
抜
け
出
す
か
否
か
を
読
者

―
〈
共
同
体
〉
に
問
う
て
い
る
以
上
、
テ
ク

吉
屋
信
子
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花
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語
』
に
お
け
る
女
性
同
性
愛
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ス
ト
が
感
傷
性
へ
と
収
束
さ
せ
ら
れ
る
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
従
来
の
構
造

を
〈
仮
面
〉
と
し
て
解
釈
を
読
み
手
に
委
ね
る
こ
と
が
、
自
身
が
語
ろ
う
と
す

る
も
の
を
感
傷
性
に
収
束
さ
せ
ず
に
物
語
中
に
描
く
こ
と
が
出
来
る
可
能
性
を

持
っ
た
最
後
の
方
法
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

当
然
な
が
ら
、『
花
物
語
』
の
テ
ク
ス
ト
の
構
造
は
全
体
と
し
て
規
範
を
内

包
し
て
お
り
、
男
性
優
位
の
近
代
社
会
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
自
浄
作
用
を

持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
『
黒
薔
薇
』
以
後
の
『
花
物
語
』

に
は
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
可
能
性
が
わ
ず
か
な
が
ら
用
意
さ
れ
て
い
る
。
時

代
と
規
範
へ
の
反
抗
を
試
み
よ
う
と
す
る
女
性
の
鮮
や
か
な
姿
が
確
か
に
存
在

す
る
の
で
あ
る
。〈
共
同
体
〉
や
少
女
雑
誌
の
在
り
方
か
ら
の
抜
け
道
を
用
意

す
る
『
黒
薔
薇
』
以
後
の
『
花
物
語
』
は
、
近
代
の
性
規
範
に
準
拠
す
る
こ
と

を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
、
制
度
攪
乱
的
な
女
性
同
性
愛
や
女
性
を
め
ぐ
る
諸
問

題
を
表
象
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
新
た
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

注①　
『
花
物
語
』
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
作
品
は
全
五
四
篇
で
あ
る
が
単
行
本
や
全
集
に

収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
「
か
ら
た
ち
の
花
」「
薊
の
花
」
を
除
く
五
二
作
で
あ
り
、

こ
の
五
二
作
が
『
花
物
語
』
と
し
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
一
般

的
な
認
識
の
『
花
物
語
』
を
論
じ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
『
花
物

語
』
の
テ
ク
ス
ト
は
吉
屋
信
子
『
吉
屋
信
子
全
集
１

』「
花
物
語  

屋
根
裏
の
二
處

女
」（
朝
日
新
聞
社  

一
九
七
五
年
三
月
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
引
用
に
際

し
、
旧
字
は
全
て
新
字
に
改
め
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
。

②　

本
田
和
子
「
少
女
の
誕
生

―
一
九
二
〇
年
、
花
開
く
少
女
」（『
異
文
化
と
し
て

の
子
ど
も
』
筑
摩
書
房  

一
九
九
二
年
一
二
月
）
初
刊
は
一
九
八
二
年
六
月
、
紀
伊

國
屋
書
店
よ
り
出
版
。

③　

菅
聡
子
「
少
女
達
の
絆
―
『
花
物
語
』『
女
の
友
情
』
を
読
む
」（『
女
が
国
家
を

裏
切
る
と
き
―
女
学
生
、
一
葉
、
吉
屋
信
子
』
岩
波
書
店  

二
〇
一
一
年
一
月
）

④　

久
米
依
子
「
セ
ク
シ
ズ
ム
の
中
の
吉
屋
信
子
」（『「
少
女
小
説
」
の
生
成
―
ジ
ェ

ン
ダ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
世
紀
』
青
弓
社  

二
〇
一
三
年
六
月
）

⑤　

加
藤
明
日
菜
「
レ
ズ
ビ
ア
ン
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
〈
少
女
〉
的
形
象
化
―
吉

屋
信
子
『
花
物
語
』
に
お
け
る
女
性
同
性
愛
表
象
の
位
相
再
考
」（『
立
教
大
学
日
本

文
学
』
第
一
一
九
号  

立
教
大
学  

二
〇
一
八
年
一
月
）

⑥　

鄒  

韻
「
語
り
え
ぬ
も
の
か
ら
聞
こ
え
ぬ
も
の
へ
：
吉
屋
信
子
の
『
花
物
語
』
の

変
容
と
受
容
に
つ
い
て
」（『
名
古
屋
大
学
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
二
号  

名
古
屋

大
学  

二
〇
一
九
年
三
月
）

⑦　

渡
辺
房
吉
『
活
け
る
家
：
家
庭
医
学
』（
大
日
本
私
立
婦
人
衛
生
会  

一
九
一
二

年
二
月
）

⑧　

異
性
か
ら
の
評
価
を
軸
と
す
る
美
は
男
性
の
場
合
も
同
じ
で
、
渋
谷
素
水
の
『
女

性
』（
有
遊
社  

一
九
二
八
年
四
月
）
で
は
男
性
を
対
象
と
し
て
、
女
性
か
ら
の
評

価
を
軸
と
し
た
男
性
美
を
紹
介
し
て
い
る
。

⑨　

赤
枝
香
奈
子
『
近
代
日
本
に
お
け
る
女
同
士
の
親
密
な
関
係
』（
角
川
学
芸
出
版  

二
〇
一
一
年
二
月
）

⑩　
『
女
同
士
の
夫
婦  

女
房
同
士
、
亭
主
を
離
縁
し
て
女
学
生
の
お
目
を
浅
草
式
で

行
く
／
東
京
』（
読
売
新
聞  

一
九
一
〇
年
一
月
二
七
日
朝
刊
）

⑪　

山
形
県
知
事
官
房
『
山
形
県
職
員
録  

大
正
一
五
年
一
月
一
日
現
在
』（
一
九
二

六
年
一
月
）、
内
閣
官
房
記
録
課
編
『
現
行
法
令
輯
覧
』（
帝
国
地
方
行
政
学
会  

一

九
二
七
年
一
一
月
）

⑫　

村
上
信
彦
『
大
正
女
性
史  

上
』（
理
論
社  

一
九
八
二
年
七
月
）

吉
屋
信
子
『
花
物
語
』
に
お
け
る
女
性
同
性
愛
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⑬　
『
婦
人
付
録  

今
年
の
小
学
卒
業
生
は
ど
ん
な
方
面
に
進
む
か
』（
読
売
新
聞  

一

九
一
五
年
二
月
一
九
日
朝
刊
）

⑭　

水
田
健
斗
「『
少
女
画
報
』
の
投
稿
欄
分
析
に
よ
る
読
者
と
編
集
者
の
関
係
性
の

変
容
」（『
人
文
学
部
学
生
論
文
集
』
第
一
八
号  

京
都
先
端
科
学
大
学
人
文
科
学
部  

二
〇
二
〇
年
三
月
）、
今
田
絵
里
香
『「
少
女
」
の
社
会
史
』（
勁
草
書
房  

二
〇
〇

七
年
二
月
）

⑮　

竹
田
志
保
『
吉
屋
信
子
研
究
』（
翰
林
書
房  

二
〇
一
八
年
三
月
）

⑯　

注
⑮
に
同
じ
。

⑰　

嵯
峨
景
子
「『
少
女
世
界
』
読
者
投
稿
文
に
み
る
「
美
文
」
の
出
現
と
「
少
女
」

規
範

―
吉
屋
信
子
『
花
物
語
』
以
前
の
文
章
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
京
大
学
大

学
院
情
報
学
環
紀
要  

情
報
学
研
究
』
№
80  

東
京
大
学  

二
〇
一
一
年
三
月
）

⑱　

中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
東
京
大
阪
両
市
に
於
け
る
職
業
婦
人
調
査
』（
一
九
二

七
年
三
月
）

⑲　

田
崎
宣
義
「
女
性
労
働
の
諸
類
型
」（
女
性
史
総
合
研
究
会
編
『
日
本
女
性
生
活

史
』
第
四
巻  

東
京
大
学
出
版
会  

一
九
九
〇
年
八
月
）

⑳　

京
都
市
役
所
社
会
課
『
職
業
婦
人
に
関
す
る
調
査
』（
一
九
二
七
年
五
月
）

㉑　

円
谷
弘
の
『
カ
フ
ェ
ー
文
化
の
諸
現
象
』（
社
会
学
徒
社  
一
九
二
八
年
六
月
）

近
代
日
本
に
お
い
て
カ
フ
ェ
ー
は
海
外
と
は
異
な
り
「
慰
安
の
世
界
」「
性
慾
の
対

象
」
と
し
て
発
生
し
た
と
さ
れ
、
性
産
業
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

㉒　

注
⑱
に
同
じ
。

㉓　
「
い
く
度
と
な
く
終
り
の
方
を
読
み
返
す
内
に
、
や
は
り
泪
ぐ
ん
で
お
り
ま
し
た
。

（
中
略
）
甲
子
さ
ん
、
そ
し
て
麻
子
さ
ん
、
お
二
人
と
も
い
ら
し
っ
て
く
だ
さ
い
ま

し
、
私
の
小
さ
い
書
斎
の
扉
は
貴
女
方
の
た
め
に
い
つ
で
も
開
か
れ
て
お
り
ま
す
。

お
二
人
の
泪
の
末
に
私
の
泪
を
も
加
え
て
御
一
緒
に
泣
か
せ
て
く
だ
さ
い
ま
せ
。」

（「
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
」
）

㉔　

注
⑤
に
同
じ
。

㉕　

注
⑥
に
同
じ
。

㉖　

初
出
は
『
少
女
倶
楽
部
』
三
巻
一
〇
号
、
一
一
号
（
大
日
本
雄
辨
會
講
談
社  

一

九
二
五
年
一
〇
月
、
一
一
月
）。

㉗　
「
ご
挨
拶
」『
黒
薔
薇
』
第
一
号
（
交
蘭
社  

一
九
二
五
年
一
月
）
引
用
は
吉
屋
信

子
『
黒
薔
薇
』（
河
出
書
房
新
社  

二
〇
〇
六
年
二
月
）
に
依
っ
た
。

㉘　
「
男
女
相
愛
の
道
程
を
辿
る
の
は
人
類
の
第
一
の
本
道
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
、

け
れ
ど
も
な
お
第
二
の
路
は
あ
る
は
ず
だ
、
そ
れ
は
同
性
相
愛
の
道
程
を
辿
り
ゆ
く

少
数
の
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
道
で
は
あ
る
ま
い
か
、」
と
『
或
る
愚
か
し
き
者
の
話
』

の
主
人
公
・
瀧
川
は
独
白
し
て
い
る
。

㉙　

吉
武
輝
子
『
女
人  

吉
屋
信
子
』（
文
藝
春
秋  

一
九
八
二
年
一
二
月
）

㉚　

吉
屋
信
子
「
睡
蓮  

そ
の
一
」（『
少
女
倶
楽
部
』
第
三
巻
第
七
号  

大
日
本
雄
辨

會
講
談
社  

一
九
二
五
年
七
月
）

㉛　

注
②
に
同
じ
。

32　

高
橋
重
美
「
夢
の
主
体
化

―
吉
屋
信
子
『
花
物
語
』
初
期
作
の
〈
抒
情
〉
を
再

考
す
る

―
」（『
日
本
文
学
』
第
五
六
巻
第
二
号  

日
本
文
学
協
会  

二
〇
〇
七
年

二
月
）

33　

そ
の
他
、
本
田
論
が
行
っ
た
美
文
体
の
過
度
な
再
評
価
に
よ
る
〈
少
女
〉
の
「
特

権
的
・
超
越
的
審
級
」
へ
の
昇
華
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
安
藤
の
論
（「
吉
屋
信
子

『
花
物
語
』
に
お
け
る
境
界
規
定
：〈
少
女
〉
の
主
体
化
へ
の
道
程
」『
日
本
文
学
』

第
四
六
巻
第
一
一
号  

日
本
文
学
協
会  

一
九
九
七
年
一
一
月
）
や
、
そ
れ
ま
で
批

判
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
本
田
論
を
肯
定
的
に
継
承
し
、
美
文
体
が
女
性
同
性
愛
を

〈
少
女
〉
へ
形
象
化
す
る
こ
と
で
女
性
同
性
愛
は
「
異
性
愛
制
度
の
中
に
潜
伏
し
、

滞
留
し
、〈
内
な
る
毒
〉
と
し
て
存
在
し
た
」
と
す
る
加
藤
の
論
（
前
掲
）
な
ど
が

あ
る
。

34　

注
㉙
に
同
じ
。

35　

毛
利
優
花
は
、
二
人
の
死
が
〈
共
同
体
〉
の
終
焉
を
意
味
す
る
と
し
て
い
る
が
、

吉
屋
信
子
『
花
物
語
』
に
お
け
る
女
性
同
性
愛

二
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「
曼
殊
沙
華
」
に
お
い
て
〈
共
同
体
〉
に
あ
た
る
の
は
「
無
感
覚
者
」
の
た
め
、
毛

利
の
指
摘
は
不
適
切
で
あ
る
。（
毛
利
優
花
「
吉
屋
信
子
『
花
物
語
』「
曼
殊
沙
華
」

に
お
け
る
死
の
様
相
」『
金
城
日
本
語
日
本
文
化
』
第
八
八
号  

金
城
学
院
大
学
日

本
語
日
本
文
化
学
会  

二
〇
一
二
年
三
月
）

36　
「
あ
わ
れ
、
人
に
裏
切
ら
れ
友
情
も
愛
も
頼
み
無
き
夢
と
知
り
て
、
あ
ま
り
に
傷

つ
き
し
胸
は
狂
わ
し
く
、（
中
略
）
や
む
な
く
作
る
人
形
も
、
そ
を
彩
ど
れ
ば
そ
の

面
ざ
し
、
己
れ
を
裏
切
り
し
美
し
き
か
の
人
に
似
て
、
か
の
ひ
と
に
似
て
…
…
。」

（「
睡
蓮
」
）

37　

注
㉙
に
同
じ
。
ま
た
同
書
に
て
吉
武
は
、
吉
屋
が
大
衆
作
家
の
地
位
を
確
立
し
て

い
く
に
つ
れ
て
「「
黒
薔
薇
」
で
の
信
子
の
主
張
は
、
次
第
に
薄
め
ら
れ
て
は
い
っ

た
」
と
述
べ
て
い
る
。

38　

注
34
に
出
典
同
じ
。

39　

吉
屋
と
門
馬
は
一
九
二
三
年
に
出
会
っ
た
後
、
互
い
を
生
涯
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し

た
。
父
に
代
わ
っ
て
弟
妹
の
学
費
の
た
め
に
東
京
で
働
い
て
い
た
門
馬
を
自
分
の
も

と
に
引
き
寄
せ
、
秘
書
と
し
て
雇
う
と
い
う
当
時
の
吉
屋
の
思
惑
も
『
黒
薔
薇
』
の

発
刊
に
は
あ
っ
た
。
一
九
五
七
年
に
吉
屋
は
門
馬
と
養
子
縁
組
を
し
、
養
女
と
し
て

籍
に
迎
え
入
れ
た
。
吉
屋
の
死
後
、
門
馬
は
吉
屋
の
著
作
権
を
引
き
継
い
だ
。（
注

㉙
に
同
じ
）吉

屋
信
子
『
花
物
語
』
に
お
け
る
女
性
同
性
愛
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