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文
学
少
女
の
「
寂
し
さ
」　

―
―
雑
誌
『
若
草
』
に
お
け
る
清
水
澄
子

松　

藤　

梨　

紗

は
じ
め
に

　

雑
誌
『
若
草
』
の
創
刊
号
に
は
、「
姉
」
と
題
さ
れ
た
散
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
姉
は
死
ん
だ
。
そ
れ
が
た
ゞ
の
死
に
方
で
は
な
い
。
世

間
に
も
稀
な
死
に
方
だ
」

（
１
）

と
始
ま
る
こ
の
作
品
に
は
、
自
殺
し
た
「
姉
」
に
対
す
る
、
著
者
・
清
水
龍
郎
の
や
る
せ
な
い
思
い
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
「
姉
」
は
、
本
名
を
「
清
水
澄
子
」
と
い
い
、
実
在
の
人
物
で
あ
る
。
長
野
県
に
暮
ら
す
高
等
女
学
校
生
だ
っ
た
が
、
一
九
二
五
年

一
月
七
日
に
、
突
如
、
線
路
に
飛
び
込
み
自
殺
す
る（

２
）。

遺
書（

３
）に

は
、「
文
章
家
に
な
ら
う
と
の
心
か
ら
、
下
だ
ら
な
い
雑
誌
に
読
み
耽
つ
た
」
た

め
に
、「
劣
等
な
人
間
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
苦
し
み
、
自
殺
を
決
意
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
雑
誌
」
と
澄
子
の
自
殺
の
関

係
性
に
つ
い
て
は
、
澄
子
の
父
で
教
員
だ
っ
た
清
水
袈
裟
雄
が
、
愛
読
し
て
い
た
雑
誌
を
控
え
て
臨
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
苦
手
な
幾
何
の

試
験
の
成
績
が
振
る
わ
ず
、
教
師
に
叱
責
さ
れ
た
こ
と
が
、「
常
時
厭
世
思
想
の
持
主
」
だ
っ
た
彼
女
の
自
殺
衝
動
を
刺
激
し
た
の
で
は
な
い
か（

４
）

と
推
測
し
て
い
る
。

　
「
文
章
家
に
な
ら
う
と
の
心
」
と
遺
書
に
あ
る
通
り
、
生
前
の
澄
子
は
詩
歌
や
小
説
、
随
筆
を
執
筆
し
て
い
た
。「
あ
ま
り
に
も
淋
し
き
こ
と

よ
あ
ま
り
に
も
悲
し
き
こ
と
よ
生
き
て
居
れ
ば
こ
そ
」

（
５
）

の
よ
う
に
、「
寂
し
い
」
と
い
う
語
を
多
用
し
て
、
自
身
の
孤
独
や
劣
等
感
、
希
死
念
慮

を
表
現
す
る
彼
女
の
遺
稿
は
、
父
の
手
で
文
集
『
清
水
澄
子
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
翌
年
二
月
に
は
、『
清
水
澄
子
』
を
再
編
集
し
た

『
さ
ゝ
や
き
』
が
、『
若
草
』
の
版
元
で
あ
る
宝
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
関
係
か
ら
、『
若
草
』
及
び
、『
若
草
』
の
姉
妹
誌
で
あ
る
『
令

女
界
』
に
は
、
一
九
二
五
年
一
〇
月
以
降
連
続
し
て
、
澄
子
の
遺
作
や
親
族
の
随
筆
が
掲
載
さ
れ
た
。
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澄
子
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
『
若
草
』
は
、
女
学
生
向
け
の
文
芸
誌
『
令
女
界
』
の
投
稿
欄
拡
張
の
要
望
に
応
え
て
、
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
で

あ
る
。
読
者
層
や
寄
稿
者
の
流
動
の
結
果
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
は
じ
め
と
し
た
、「
あ
ら
ゆ
る
文
学
思
潮
が
同
居
す
る
」

（
６
）、

特
異
な
雑
誌
に
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
創
刊
当
初
の
『
若
草
』
で
は
、「
女
性
文
壇
の
活
舞
台
の
一
と
な
る
と
同
時
に
、
新
し
き
作
家
の
揺
籃
」（

７
）と

な
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。
徳
永
夏
子（

８
）が

考
察
し
た
通
り
、
初
期
の
『
若
草
』
の
誌
面
に
は
、「
厭
や
に
情
に
負
け
易
く
て
、
而
も
そ
れ
を

多
少
享
楽
す
る
や
う
な
処
が
あ
つ
て
、
始
終
か
う
涙
ぐ
ま
し
い
」「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
」
な（

９
）従

来
の
少
女
小
説
か
ら
の
脱
却
を
奨
励
す
る
、
寄
稿

者
か
ら
読
者
に
向
け
た
、
様
々
な
「
教
育
」
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
先
行
論
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、『
若
草
』
に
お
い
て
、
自
殺
し
た
文
学
少
女
・
清
水
澄
子
が
ど
の
よ
う
に
ま
な
ざ
さ
れ
た
の
か
、

ま
た
、
澄
子
の
存
在
が
誌
面
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
寄
稿
者
た
ち
が
読
者
に
施
し
た
「
教
育
」

の
実
態
、
加
え
て
、
そ
の
「
教
育
」
に
応
え
な
が
ら
も
、
し
か
し
そ
こ
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
こ
と
の
な
い
読
者
た
ち
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
明
ら

か
に
し
た
い
。一

． 

文
学
は
自
殺
の
原
因
か

　
―
―
寄
稿
者
の
反
応

　

一
九
二
五
年
か
ら
一
九
二
六
年
に
か
け
て
の
『
若
草
』
の
寄
稿
者
は
、自
殺
、特
に
自
殺
と
文
学
の
関
係
性
を
度
々
論
じ
て
い
る）

（1
（

。
本
章
で
は
、

澄
子
へ
の
直
接
的
な
言
及
に
加
え
て
、
そ
う
し
た
自
殺
の
言
説
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
寄
稿
者
ら
の
澄
子
像
を
検
討
し
て
い
く
。

　

最
初
に
澄
子
に
言
及
し
た
寄
稿
者
は
、
横
山
美
智
子）

（（
（

だ
っ
た
。
横
山
は
、
前
月
の
『
令
女
界
』（
一
九
二
五
年
一
〇
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
、
澄

子
の
母
・
清
水
千
代
の
随
筆
「
永
劫
に
」
の
寸
評
を
発
表
す
る
。「
永
劫
に
」
を
読
ん
だ
横
山
は
、「
清
水
澄
子
と
い
ふ
少
女
の
死
の
背
後
に
、

す
ぐ
「
文
学
と
の
関
係
」
を
思
つ
た
」
と
語
る
。
学
業
成
績
の
乏
し
さ
だ
け
で
、「
頭
の
い
い
さ
つ
ぱ
り
し
た
気
性
」
の
澄
子
は
自
殺
を
選
ば
な

い
は
ず
だ
。「
す
ぐ
れ
た
頭
脳
」
を
持
つ
澄
子
は
、
文
学
を
通
じ
て
、「
彼
女
の
担
い
切
れ
な
い
ほ
ど
の
も
の
を
取
り
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
な
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か
ら
う
か
」。
そ
し
て
、「
自
ら
背
負
つ
た
荷
の
重
さ
に
、
彼
女
は
堪
へ
ら
れ
な
」
く
な
っ
て
自
殺
し
た
の
だ
と
横
山
は
分
析
す
る
。
寸
評
末
尾

で
は
読
者
に
向
け
て
、「
文
藝
を
貴
女
の
、
生
く
る
喜
び
の
因
と
し
て
下
さ
い
。（
中
略
）
し
か
し
、
分
量
を
あ
や
ま
つ
て
下
さ
る
な
」
と
注
意

喚
起
を
行
っ
て
い
る
。

　

横
山
の
述
べ
る
「
文
学
に
傾
倒
し
た
末
に
自
殺
し
た
少
女
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、『
若
草
』
に
お
け
る
澄
子
像
の
典
型
の
一
つ
で
あ
る
。
編

集
長
で
あ
っ
た
北
村
秀
雄
も
「
自
殺
を
取
扱
つ
た
作
品
」）

（1
（

で
、
横
山
と
同
様
、
文
学
少
女
の
自
殺
と
文
学
の
関
係
性
を
論
じ
て
い
る
。
北
村
は
、

文
学
少
女
を
自
殺
に
向
か
わ
せ
る
「
厭
世
主
義
」
は
、「
自
殺
を
取
扱
つ
た
」「
不
健
康
な
作
品
」）

（1
（

の
提
示
す
る
「
安
価
な
自
殺
賛
美
」
を
鵜
呑

み
に
し
た
結
果
、
生
じ
た
も
の
だ
と
す
る
。
文
学
作
品
の
「
読
み
方
を
知
ら
な
い
」
若
い
読
者
た
ち
が
そ
う
し
た
作
品
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
、

彼
女
た
ち
の
「
批
判
力
」
を
「
養
成
」
す
る
こ
と
を
「
使
命
」
と
語
る
と
と
も
に
、「
読
者
に
受
け
れ
ば
い
ゝ
ぢ
や
な
い
か
」
と
い
う
態
度
で
「
不

健
康
な
作
品
」
を
発
表
し
続
け
る
作
家
た
ち
を
北
村
は
非
難
し
た
。

　

北
村
の
主
張
は
、
最
終
的
に
「
文
学
少
女
の
批
判
力
育
成
」
と
い
う
、
創
刊
当
初
の
『
若
草
』
の
目
標
へ
と
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
一
方
で
、

北
村
と
類
似
し
た
主
張
を
行
っ
た
横
山
に
つ
い
て
は
、「
古
い
少
女
小
説
」）

（1
（

を
書
く
作
家
だ
と
『
若
草
』
上
で
は
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
批
判

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
澄
子
ら
文
学
少
女
の
自
殺
と
文
学
の
単
純
な
接
続
は
、『
若
草
』
に
お
い
て
は
、「
苦
笑
を
禁
じ
得
な
」）

（1
（

い
言
説
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
雑
誌
の
目
標
と
関
連
性
を
持
た
せ
た
北
村
の
言
説
は
と
も
か
く
、
横
山
の
よ
う
な
澄
子
の
イ
メ
ー
ジ
は
主
流
な
も
の
に

は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

も
う
一
つ
の
澄
子
の
典
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、「
周
囲
に
理
解
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
に
自
殺
し
た
少
女
」
と
い
う
も
の
が
挙
げ
ら
れ

る
。
神
戸
雄
一）

（1
（

は
、『
さ
ゝ
や
き
』
の
書
評
で
、「
全
く
天
才
と
で
も
云
い
ま
す
か
、
僅
か
十
七
歳
に
し
て
（
中
略
）
余
り
に
人
生
の
虚
偽
と
寂

漠
と
を
知
り
過
ぎ
て
ゐ
た
」
と
澄
子
の
早
熟
さ
と
才
能
に
驚
き
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
反
応
は
横
山
の
も
の
と
近
し
い
が
、
神
戸
は
澄
子
の
自

殺
と
文
学
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、
代
わ
り
に
、「
彼
女
の
周
囲
に
も
つ
と
理
解
の
あ
る
人
が
欲
し
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
」

と
嘆
い
た
。「
因
襲
と
矛
盾
と
虚
偽
」
に
満
ち
た
社
会
の
あ
り
よ
う
に
苛
ま
れ
る
澄
子
の
孤
独
や
才
能
を
理
解
し
、
尊
重
で
き
た
人
物
が
い
れ
ば
、
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彼
女
は
自
殺
を
踏
み
と
ど
ま
っ
た
は
ず
だ
と
神
戸
は
考
え
る
。

　

神
戸
の
語
る
「
周
囲
の
理
解
が
得
ら
れ
ず
に
自
殺
す
る
天
才
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、『
若
草
』
で
は
、小
島
政
二
郎
が
既
に
提
示
し
て
い
た
も
の
だ
っ

た
。
小
島
は
、「
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
」）

（1
（

と
い
う
記
事
の
な
か
で
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
や
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
な
ど
、
生
前
に
才
能
が
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
、
な
い
し
は
、
才
能
を
認
め
ら
れ
る
の
が
遅
れ
た
芸
術
家
を
紹
介
し
、「
天
才
が
時
流
に
容
れ
ら
れ
な
い
で
、
苦
闘
と
寂
寥
の
う
ち

に
一
生
の
幕
を
閉
ぢ
た
実
例
」
は
、「
我
等
が
接
す
る
詩
壇
文
壇
に
も
数
限
り
な
く
あ
る
」
と
述
べ
る
。「
時
を
同
じ
う
し
て
生
き
て
ゐ
る
天
才
」

に
「
正
し
い
評
価
と
尊
敬
と
を
」
払
え
て
い
る
か
、
彼
ら
の
「「
傑
作
」
を
「
知
ら
ず
」
に
通
過
さ
せ
て
ゐ
る
」
よ
う
な
「
無
理
解
の
暴
虐
を
現

に
行
ひ
つ
つ
あ
る
や
う
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
か
」、
今
一
度
振
り
返
り
た
い
と
小
島
は
語
っ
た
。
小
島
の
言
説
を
参
照
す
る
と
、「
周
囲
の
理
解

が
得
ら
れ
ず
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
天
才
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
型
が
、『
若
草
』
及
び
文
壇
内
で
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
神
戸

は
そ
の
枠
組
み
で
澄
子
の
死
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

　

神
戸
と
ほ
ぼ
同
様
の
意
見
を
持
ち
つ
つ
も
、
さ
ら
に
複
雑
な
過
程
を
辿
る
の
が
、
南
部
修
太
郎
だ
。
南
部
は
『
さ
ゝ
や
き
』
の
序
文
を
担
当

し
た
こ
と
に
加
え
て
、
そ
の
書
評
も
『
若
草
』
に
発
表
し
て
お
り
、
澄
子
の
作
品
と
の
関
わ
り
が
最
も
深
い
寄
稿
者
と
い
え
る
。『
さ
ゝ
や
き
』

の
序
文）

（1
（

で
は
、
澄
子
の
才
能
を
「
驚
異
」
と
激
賞
し
た
の
ち
、「
因
襲
を
厭
い
、
虚
偽
を
憎
ん
で
、
真
実
の
道
に
生
き
よ
う
と
し
」
た
が
、
そ
う

し
た
生
き
方
は
不
可
能
で
あ
る
と
気
づ
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、「
理
解
と
云
ふ
一
人
の
温
か
き
友
さ
へ
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
」
こ
と
が
、

「
先
づ
何
よ
り
も
心
の
死
を
願
は
し
め
た
」
の
だ
と
自
殺
の
理
由
を
分
析
す
る
。
才
能
と
孤
独
を
理
解
す
る
人
間
が
周
囲
に
い
な
か
っ
た
た
め
に
、

澄
子
は
死
に
魅
入
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
南
部
の
理
解
は
、
神
戸
の
理
解
と
極
め
て
近
し
い
。
し
か
し
、『
若
草
』
で
は
、
南
部
は
序
文
の
も

の
と
異
な
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
変
化
の
理
由
は
、
南
部
が
序
文
執
筆
後
に
『
若
草
』
に
発
表
し
た
記
事
の
内
容
に
あ
る
。

　

小
島
の
「
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
」
の
直
後
に
掲
載
さ
れ
た
「
文
藝
の
誘
惑
」）

（1
（

と
い
う
記
事
で
、
南
部
は
、
今
日
の
読
者
は
「
鑑
賞
力
」
を
身
に

付
け
て
い
る
た
め
、「
隠
れ
た
る
天
才
」
や
「「
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
」
な
ど
と
云
ふ
詞
」
は
「
あ
り
得
な
い
」
と
語
る
。
そ
の
う
え
で
、
作
品
が

認
め
ら
れ
な
い
と
い
う「
不
幸
に
陥
つ
た
人
」が
い
る
な
ら
ば
、そ
れ
は「
自
己
批
判
」が
足
り
な
い
。「
認
め
ら
る
べ
き
何
物
も
持
た
な
い
の
に
」、
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「
自
惚
」
れ
て
文
学
の
世
界
に
「
身
を
投
じ
」
た
の
が
悪
い
と
述
べ
た
。
加
え
て
、
南
部
は
、
澄
子
以
外
の
中
学
生
の
鉄
道
自
殺
に
も
言
及
し
て

い
る）

11
（

。
そ
の
自
殺
は
「
小
説
類
を
耽
読
」
し
た
た
め
の
「
厭
世
自
殺
」
と
報
じ
ら
れ
た
が
、
南
部
は
「
苦
笑
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、

文
学
と
自
殺
を
安
易
に
結
び
つ
け
る
風
潮
を
批
判
す
る
。
さ
ら
に
は
、「
厭
世
自
殺
な
ど
を
す
る
人
達
」
は
、「
素
質
的
に
厭
世
自
殺
を
す
る
や

う
に
出
来
上
つ
て
ゐ
る
変
質
者
がマ

マ

弱
者
で
あ
る
」
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
。
南
部
は
こ
う
し
た
意
見
を
『
若
草
』
で
既
に
発
表
し
て
い
た
た
め
に
、

「
隠
れ
た
る
天
才
」
で
あ
る
澄
子
の
「
厭
世
自
殺
」
を
、『
さ
ゝ
や
き
』
の
序
文
と
同
じ
論
理
で
は
語
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
若
草
』
に
発
表
さ
れ
た
『
さ
ゝ
や
き
』
の
書
評
を
確
認
す
る
と
、「
澄
子
さ
ん
の
持
つ
て
ゐ
た
貴
い
才
能
を
理
解
し
、
洞
察
し
得
る
や
う
な

人
が
一
人
で
も
世
間
に
あ
つ
た
と
し
た
ら
、
或
は
澄
子
さ
ん
は
救
は
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
初
め
は
序
文
と
同
様
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
続
け
て
、
澄
子
の
死
の
「
責
任
の
大
部
分
」
は
「
現
在
の
教
育
制
度
」
が
負
う
べ
き
だ
、
と
教
育
制
度
の
欠
陥
を
主
張
し
始

め
る
。
そ
し
て
、自
身
の
才
能
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
ト
ル
ス
ト
イ
に
澄
子
を
重
ね
な
が
ら
、「
今
の
教
育
に
は
あ
ま
り
に
個
性
を
生
か
す
と
云
ふ
事
」

が
「
顧
み
ら
れ
な
さ
過
ぎ
る
」
と
「
世
の
教
育
の
道
に
携
は
る
人
達
」
に
「
反
省
」
を
促
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
自
身
の
発
言
の
整
合
性
を
取

る
た
め
に
、
南
部
は
「
教
育
制
度
に
殺
さ
れ
た
文
学
少
女
」
と
い
う
澄
子
像
を
新
た
に
打
ち
出
し
た
の
だ
。

　

澄
子
の
死
を
め
ぐ
る
議
論
が
『
若
草
』
で
展
開
さ
れ
て
い
た
の
と
同
時
期
、
文
壇
で
は
、
子
ど
も
の
個
性
の
尊
重
を
重
視
す
る
「
大
正
自
由

教
育
」）

1（
（

へ
の
注
目
が
高
ま
っ
て
い
た
。
書
評
で
の
南
部
の
見
解
は
、そ
う
し
た
流
行
と
関
連
性
を
持
た
せ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る）

11
（

。
澄
子
も
ま
た
、

実
父
を
含
む
教
師
を
「
お
金
の
奴
隷
」
と
捉
え
て
不
信
感
を
露
わ
に
す
る
「
教
師
」）

11
（

、
澄
子
の
机
を
勝
手
に
漁
っ
た
教
師
へ
の
怒
り
と
嫌
悪
感
を

語
る
「
午
後
」）

11
（

と
い
っ
た
作
品
を
遺
し
て
い
る
。『
若
草
』
に
も
掲
載
さ
れ
た
こ
の
二
作
か
ら
は
、
澄
子
も
当
時
の
学
校
の
あ
り
よ
う
に
強
い
不

満
を
覚
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る）

11
（

。
一
方
で
、『
清
水
澄
子
』
に
収
録
さ
れ
た
「
九
月
三
日
」）

11
（

付
の
日
記
に
は
、「
学
校
の
人
達
は
、
私
の
心
を

受
け
容
れ
て
く
れ
な
い
」
と
嘆
い
て
反
抗
す
る
「
不
良
分
子
」
の
同
級
生
の
態
度
を
「
下
ら
な
い
」
と
批
判
し
、「
大
勢
の
人
間
と
共
に
社
会
と

い
ふ
組
織
で
生
き
て
行
く
か
ら
に
は
、自
分
と
い
ふ
も
の
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
て
は
駄
目
」
だ
と
学
校
側
の
考
え
に
同
調
す
る
様
子
も
表
れ
て
い
る
。

こ
の
「
九
月
三
日
」
は
『
さ
ゝ
や
き
』
で
は
削
除
さ
れ
て
お
り
、
澄
子
の
「
優
等
生
」
然
と
し
た
態
度
は
看
取
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
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か
ら
、
宝
文
館
側
も
「
教
育
制
度
に
殺
さ
れ
た
天
才
文
学
少
女
」
と
し
て
、
彼
女
を
売
り
出
し
た
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。『
若
草
』
が
新
人
作

家
の
育
成
に
力
を
入
れ
て
い
た
点
に
鑑
み
て
も
、
文
学
が
死
を
招
く
イ
メ
ー
ジ
の
定
着
は
避
け
た
い
事
態
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、『
若
草
』
の
寄
稿
者
は
、「
文
学
に
傾
倒
し
た
末
に
自
殺
し
た
少
女
」、「
周
囲
に
理
解
者
が
い
な
か
っ
た
た
め

に
自
殺
し
た
少
女
」
な
い
し
は
「
教
育
制
度
に
殺
さ
れ
た
少
女
」
と
し
て
、
澄
子
を
取
り
扱
っ
た
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
寄
稿
者
の
意
見
が
単

純
に
反
映
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、『
若
草
』
に
寄
稿
さ
れ
た
記
事
や
編
集
方
針
、当
時
の
流
行
と
の
相
互
関
係
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
で
は
、
読
者
は
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
。
次
章
で
は
、
読
者
の
反
応
を
確
認
す
る
。

二
． 「
少
女
の
気
分
」
の
代
弁
者

　
―
―
読
者
の
反
応

　

一
章
で
見
て
き
た
記
事
の
う
ち
、明
確
な
読
者
反
応
が
確
認
さ
れ
た
の
は
、南
部
に
よ
る
『
さ
ゝ
や
き
』
の
書
評
に
対
す
る
も
の
だ
け
だ
っ
た
。

「
南
部
修
太
郎
氏
の
『
感
想
折
々
』
及
び
間
宮
茂
輔
氏
の
『
貴
女
達
に
求
め
る
』
い
づ
れ
も
為
に
な
る
好
文
章
で
し
た
」）

11
（

、「
南
部
修
太
郎
氏
の
『
感

想
折
々
』
を
面
白
く
読
み
ま
し
た
」）

11
（

と
い
う
よ
う
に
、
具
体
的
な
意
見
の
記
述
は
な
い
も
の
の
、
お
お
む
ね
好
意
的
に
読
ま
れ
た
よ
う
だ
。
た

だ
し
、「
殊
に
『
さ
さ
や
き
』
に
寄
せ
ら
れ
た
感
想
や
、
ト
ル
ス
ト
イ
に
就
い
て
の
逸
話
は
大
変
た
め
に
な
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
」）

11
（

と
、
澄

子
に
重
ね
ら
れ
た
ト
ル
ス
ト
イ
へ
の
関
心
が
殊
更
に
述
べ
ら
れ
た
点
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
感
想
を
見
る
に
、
南
部
が
強
く
主
張
し
た
教
育
制

度
と
澄
子
の
自
殺
の
結
び
つ
き
は
、
読
者
の
印
象
に
は
深
く
残
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

読
者
た
ち
は
、寄
稿
者
の
も
の
と
は
異
な
る
独
自
の
澄
子
像
を
作
り
出
し
て
い
た
。
読
者
投
稿
欄
・「
座
談
室
」
の
前
身
に
当
た
る
「
薔
薇
の
窓
」

に
は
、
掲
載
さ
れ
た
澄
子
の
作
品
を
読
ん
だ
高
須
賀
光
子）

11
（

か
ら
の
、「
読
ん
で
、
私
達
の
生
活
に
し
つ
か
り
と
あ
て
は
ま
つ
て
ゐ
る
」
と
思
っ
た
。

「
ほ
ん
た
う
に
私
達
に
感
銘
さ
れ
る
も
の
は
、
私
達
少
女
の
気
分
に
な
り
得
て
の
創
作
で
す
」。「
澄
子
姉
よ
、
あ
な
た
の
死
は
、
私
に
新
ら
た
に
、

涙
を
流
さ
ゝ
ず
に
は
お
か
な
い
で
す
」
と
い
う
熱
の
こ
も
っ
た
感
想
が
確
認
さ
れ
る
。
彼
女
は
、
自
分
と
同
い
年
で
あ
る
澄
子
が
「
よ
く
藝
術
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を
理
解
し
て
お
ら
れ
た
」
こ
と
に
も
「
敬
虔
」
な
思
い
を
抱
い
た
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
澄
子
が
「
私
達
」
の
思
い
を
代

弁
し
て
い
る
こ
と
に
「
感
銘
」
を
受
け
た
の
だ
と
強
調
す
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
さ
ら
に
、
三
笠
露
子
は
澄
子
の
死
を
「
い
た
ま
し
い
」
と

し
つ
つ
も
、
同
時
に
「
若
く
亡
び
た
ゆ
ゑ
に
、
よ
り
美
し
い
寂
し
い
囁
き
を
私
達
に
残
し
た
の
で
は
な
い
か
し
ら
？
」）

1（
（

と
肯
定
す
る
素
振
り
も

見
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
読
者
た
ち
は
、
澄
子
を
「
私
達
」
の
「
気
分
」
の
代
弁
者
と
位
置
づ
け
、
憧
れ
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

澄
子
が
代
弁
者
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
、読
者
た
ち
は
、死
へ
の
恐
怖
と
関
心
を
度
々
語
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、篠
原
静
子
の
「
死

は
す
べ
て
を
解
決
し
て
く
れ
る
で
せ
う
。（
中
略
）
け
れ
ど
私
は
ま
だ
天
国
を
あ
こ
が
れ
な
が
ら
死
に
逢
ふ
の
が
恐
い
」）

11
（

と
い
う
投
書
は
そ
の
典

型
で
あ
る
。『
さ
ゝ
や
き
』
刊
行
直
後
に
投
稿
さ
れ
た
作
品）

11
（

を
見
て
い
く
と
、「
短
歌
」
欄
に
は
「
我
が
死
な
ん
時
に
泪
を
流
す
ひ
と
幾
た
り
あ

ら
む
広
き
世
界
に
」）

11
（

と
自
身
の
死
後
に
対
す
る
不
安
を
吐
露
し
た
短
歌
や
、「
散
る
故
に
花
は
美
し
死
ぬ
故
に
人
の
こ
の
世
を
め
で
た
く
思
ふ
」）

11
（

と
死
を
賛
美
す
る
よ
う
な
短
歌
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、神
戸
や
南
部
に
よ
る『
さ
ゝ
や
き
』の
書
評
が
掲
載
さ
れ
た
翌
月
に
は
、「
前
世
」、

「
後
の
世
」
の
有
無
を
め
ぐ
る
主
張
を
展
開
す
る
中
村
孝
草）

11
（

、「
自
殺
し
た
い
と
は
思
は
な
い
け
ど
、自
殺
し
て
も
罪
悪
に
な
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
ゝ

ば
、
そ
の
は
う
が
生
き
て
ゐ
る
上
で
気
持
が
明
る
い
」）

11
（

と
語
る
白
鳩
妙
子
と
い
っ
た
投
稿
者
が
登
場
す
る
。『
さ
ゝ
や
き
』
の
刊
行
と
連
動
す
る

よ
う
に
、
読
者
た
ち
の
、
死
や
自
殺
に
対
す
る
注
目
の
度
合
い
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

　

澄
子
の
作
品
が
読
者
に
与
え
た
影
響
は
、
こ
う
し
た
議
論
の
盛
り
上
が
り
に
留
ま
ら
な
い
。「
小
品
文
」
欄
に
は
、
選
者
の
北
川
千
代
に
「
一

寸
清
水
澄
子
さ
ん
の
（
小
道マ

マ

）
を
思
は
せ
る
や
う
な
お
ほ
ら
か
な
筆
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
た
「
こ
の
田
舎
道
」（
英
鈴
））

11
（

と
い
う
作
品
が
確
認
さ

れ
る
。「
こ
の
田
舎
道
」
は
、
道
で
迷
っ
た
際
に
助
け
て
も
ら
っ
た
体
験
を
振
り
返
る
小
品
だ
。
末
尾
に
は
、
道
案
内
し
て
く
れ
た
中
学
生
が
、

別
れ
た
あ
と
も
し
ば
ら
く
見
送
っ
て
く
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
と
、「
何
と
な
く
な
つ
か
し
く
」
な
っ
て
「
さ
よ
―
―
な
ら
」
と
呼
び
か
け
た

場
面
が
表
れ
る
。
北
川
が
比
較
し
た
、澄
子
の
「
小
み
ち
」）

11
（

に
も
、下
校
途
中
に
別
れ
た
「
憲
ち
や
ん
」
の
姿
が
遠
の
い
て
い
く
の
を
見
る
と
、「
何

だ
か
な
つ
か
し
く
な
つ
て
」、
名
前
を
呼
ぼ
う
と
す
る
件
が
あ
る
。
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こ
う
し
た
構
図
の
類
似
性
は
、「
蚊
」
と
「
或
る
晩
」（
福
澄
薫
）
の
間
に
も
発
見
で
き
る
。『
若
草
』
に
も
掲
載
さ
れ
た
、
澄
子
の
「
蚊
」）

11
（

は
、

手
慰
み
に
潰
し
て
い
た
蚊
の
瀕
死
の
あ
が
き
を
見
て
、
自
身
の
残
酷
さ
に
気
づ
い
た
経
験
を
記
す
小
品
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
感
想
文
」

欄
の
入
選
作
品
の
「
或
る
晩
」）

1（
（

は
、
鼠
の
死
体
を
弄
ぶ
子
ど
も
に
「
不
愉
快
」
さ
を
強
く
覚
え
る
も
、
自
身
も
同
じ
よ
う
に
蛙
を
殺
し
て
遊
ん

だ
過
去
を
思
い
出
し
反
省
す
る
内
容
だ
っ
た
。「
蚊
」と
共
通
し
た
、生
き
物
の
死
を
通
じ
て
自
身
の
残
酷
さ
を
知
る
構
図
に
加
え
て
、末
尾
で「
私

が
も
つ
と
勉
強
し
て
人
格
が
高
等
に
な
つ
て
、年
も
取
る
と
余
程
考
へ
も
変
は
つ
て
居
る
で
せ
う
か
」
と
い
う
よ
う
に
、「
勉
強
」
と
人
格
の
「
高

等
」
さ
を
結
び
つ
け
て
い
る
点
に
も
、
澄
子
の
作
品
や
考
え
方
と
の
類
似
性
が
見
出
せ
る
。

　
「
或
る
晩
」
は
、
同
時
期
の
『
若
草
』
に
目
立
っ
て
確
認
さ
れ
た
「
反
省
文
」
的
な
作
品
の
一
つ
で
も
あ
る
。
先
に
触
れ
た
徳
永
夏
子）

11
（

は
、
こ

の
時
期
の
投
稿
文
に
つ
い
て
、「
過
去
の
不
道
徳
な
行
い
や
気
持
ち
を
反
省
す
る
自
分
の
姿
を
書
く
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。

徳
永
は
、同
人
制
解
体
以
降
に
登
場
し
た
男
性
寄
稿
者
ら
が
「
他
人
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う
女
性
」
と
い
う
女
性
規
範
を
称
賛
し
た
点
に
注
目
し
、

「
他
人
の
気
持
ち
に
寄
り
添
」
い
「
自
分
の
考
え
を
捉
え
直
」
し
た
、
と
寄
稿
者
に
表
明
す
る
た
め
に
、「
或
る
晩
」
の
よ
う
な
「
反
省
文
」
の

投
稿
が
増
加
し
た
と
分
析
す
る
。「
他
人
の
言
う
こ
と
を
「
鵜
呑
み
に
」
す
る
従
順
な
少
女
イ
メ
ー
ジ
」
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
女
性
読
者
の
主
体

性
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
徳
永
の
論
考
は
一
定
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
反
省
文
」
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
澄
子
の
作
品
も

そ
の
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
実
際
、
澄
子
は
「
あ
あ
ど
う
し
て
私
は
こ
の
わ
る
い
心
を
な
お
せ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
心

の
五
分
の
一
で
も
よ
い
か
ら
な
お
し
て
み
た
い
」
と
嘆
く
「
自
分
の
こ
こ
ろ
を
せ
め
る
」）

11
（

の
よ
う
な
「
反
省
文
」
的
な
作
品
を
多
く
記
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
澄
子
の
作
品
に
憧
れ
た
読
者
ら
が
そ
れ
を
模
倣
し
た
、
と
い
う
直
接
的
な
因
果
関
係
だ
け
で
、「
反
省
文
」
的
な
作
品
の
増
加
を
説
明

す
る
の
も
性
急
だ
ろ
う
。「
反
省
文
」
の
増
加
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
ら
に
、
当
時
の
『
若
草
』
で
リ
ア
リ
ズ
ム
が
奨
励
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
南
部
は
「
感
想
」
欄
の
選
考
後
に
、「
諸
君
の
心
の
ま
ま
に
、
頭
の
ま
ま
に
、
感
じ
た
事
、
考
へ
た
事
、
思
つ

た
事
、
見
た
事
を
要
点
を
掴
ん
で
正
直
に
書
い
て
欲
し
い
」）

11
（

と
読
者
に
要
請
し
た
。
南
部
以
外
の
選
者
で
は
、
田
邊
耕
一
郎
も
、「
海
底
」
に
思

わ
ず
「
ひ
き
こ
ま
」
れ
そ
う
に
な
っ
た
際
の
「
不
安
」
や
「
憂
愁
」
を
表
現
し
た
「
夜
の
海
」）

11
（

と
い
う
詩
に
対
し
て
、「
夜
の
海
の
感
じ
が
精
緻
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巧
み
に
現
は
れ
て
ゐ
る
が
、自
分
の
感
情
は
そ
れ
ほ
ど
出
て
ゐ
な
い
の
が
不
満
で
す
」
と
自
身
の
心
情
を
よ
り
い
っ
そ
う
表
す
よ
う
求
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
身
の
感
情
を
作
品
に
反
映
す
る
こ
と
が
、
こ
の
時
期
の
『
若
草
』
の
モ
ー
ド
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

先
述
の
通
り
、『
さ
ゝ
や
き
』
刊
行
以
降
、『
若
草
』
の
読
者
間
で
は
、
自
殺
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
「
気
分
」
の
読

者
た
ち
に
、
自
分
の
感
情
を
「
心
の
ま
ま
に
」「
正
直
に
書
い
て
欲
し
い
」
と
要
請
す
る
と
、
何
が
起
こ
る
か
。
そ
の
一
例
が
、「
感
想
」
欄
入

選
作
の
「
生
に
慟
哭
す
る
人
」（
風
あ
け
み
））

11
（

で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、「
明
日
の
事
を
考
へ
ま
い
」
と
す
る
心
に
「
体
中
」
を
「
埋
め
」
ら

れ
た
自
身
の
あ
り
よ
う
を
、「
私
は
だ
ん
〳
〵
い
け
な
い
子
に
な
つ
て
い
く
様
だ
」
と
批
判
し
、
こ
の
ま
ま
「
憎
ま
れ
て
死
ん
だ
方
が
、
ど
れ
だ

け
精
神
的
に
残
つ
た
人
々
を
苦
し
め
な
く
て
す
む
か
知
つ
て
ゐ
る
」
と
考
え
、
自
殺
を
図
っ
た
少
女
の
心
情
が
赤
裸
々
に
語
ら
れ
る
。
当
然
虚

構
や
誇
張
は
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
が
、
素
直
な
気
持
ち
を
語
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
と
、
周
囲
の
人
々
を
思
っ
て
「
反
省
」
す
る
だ
け
で
な
く
、

激
し
い
希
死
念
慮
ま
で
吐
露
し
て
し
ま
う
読
者
の
あ
り
よ
う
は
、
寄
稿
者
の
提
示
し
た
女
性
規
範
に
従
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
の
み
で
は
説
明

し
き
れ
な
い
は
ず
だ
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
読
者
た
ち
は
澄
子
を
「
少
女
の
気
分
」
の
代
弁
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
受
容
し
た
。
前
後
関
係
を
改
め
て
整
理
す

れ
ば
、
激
し
い
希
死
念
慮
を
吐
露
す
る
よ
う
な
過
剰
さ
を
孕
ん
だ
モ
ー
ド
が
、
澄
子
の
登
場
に
先
立
っ
て
、
読
者
間
で
醸
成
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
よ
う
な
状
況
下
で
現
れ
た
澄
子
の
作
品
と
、
読
者
の
モ
ー
ド
と
が
共
鳴
し
た
結
果
、
澄
子
が
「
少
女
の
気
分
」
の
代
弁
者
と
し
て
ま
な
ざ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
時
期
に
奨
励
さ
れ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
、
誌
面
に
は
、
希
死
念
慮
ま
で
を
も

赤
裸
々
に
語
る
「
反
省
文
」
的
な
作
品
が
表
れ
て
き
た
。

三
． 

文
学
少
女
の
「
寂
し
さ
」

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
気
に
か
か
る
の
は
、
風
あ
け
み
「
生
に
慟
哭
す
る
人
」
へ
の
選
評）

11
（

で
あ
る
。
南
部
は
、「
無
垢
な
魂
」
で
い
る
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こ
と
の
憧
れ
を
「
打
ち
砕
」
か
れ
て
し
ま
う
の
は
、「
現
代
人
の
苦
悶
」
で
あ
る
と
理
解
を
示
す
が
、そ
の
た
め
に
「
死
を
望
」
む
「
心
」
は
「
弱

い
」、
と
そ
う
し
た
態
度
を
改
め
る
よ
う
、
風
に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
批
判
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
寄
稿
者
は
自
身
の
感
情
を
「
正
直
に
」
記
す

こ
と
を
奨
励
し
た
が
、
反
省
も
、
ま
し
て
や
希
死
念
慮
の
表
明
も
求
め
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、「
厭
や
に
情
に
負
け
易
く
て
、
而
も
そ
れ
を
多

少
享
楽
す
る
や
う
な
」
小
説
は
、
創
刊
時
か
ら
脱
却
す
る
べ
き
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。「
生
に
慟
哭
す
る
人
」
の
よ
う
な
作
品
は
、
そ
う

し
た
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
小
説
」
で
は
な
い
の
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
澄
子
の
作
品
も
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
」
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

澄
子
の
作
品
と
読
者
の
作
品
の
間
に
差
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
ま
ず
参
照
し
た
い
の
が
、
澄
子
の
作
品
が
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
第
一
巻
三
号
の
「
編
集
後
記
」）

11
（

だ
。
田
邊
耕

一
郎
は
、「『
小
筥
』
は
清
水
澄
子
氏
の
可
憐
な
夢
を
秘
め
た
る
も
の
」
と
澄
子
の
作
品
を
紹
介
す
る
。
南
部
と
池
田
小
菊
の
作
品
に
対
す
る
「
精

読
を
乞
ふ
も
の
」、
橋
爪
健
の
作
品
に
対
す
る
「
社
会
の
小
さ
な
運
命
を
描
け
る
好
短
編
」
と
い
っ
た
紹
介
と
比
較
す
る
と
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違

い
が
分
か
る
。
紹
介
さ
れ
た
当
初
は
、澄
子
の
作
品
も
「
少
女
」
的
で
、「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
」
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、『
さ
ゝ
や
き
』
及
び
『
若
草
』
に
掲
載
さ
れ
た
澄
子
の
作
品
に
は
、宝
文
館
側
の
編
集
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

『
さ
ゝ
や
き
』
で
は
『
清
水
澄
子
』
収
録
の
「
九
月
三
日
」
が
削
除
さ
れ
た
。『
若
草
』
掲
載
の
「
教
師
」
の
末
尾
に
は
、
あ
た
か
も
作
品
の
続

き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
別
の
エ
ッ
セ
イ）

11
（

が
接
続
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
ど
ち
ら
の
掲
載
作
品
も
、
句
読
点
や
改
行
の
追
加
、
文
章
の
削
除
、

台
詞
の
改
変
な
ど
、『
清
水
澄
子
』
収
録
の
も
の
と
比
較
す
る
と
、
か
な
り
の
数
の
異
同
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
添
削
」
か
ら
は
、「
天

才
文
学
少
女
」
と
い
う
称
賛
と
裏
腹
に
、『
若
草
』
の
編
集
部
お
よ
び
宝
文
館
に
と
っ
て
は
、
澄
子
も
他
の
読
者
た
ち
と
同
様
に
、「
教
育
」
す

べ
き
少
女
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
出
光
明
が
「
天
才
的
な
文
学
少
女
の
よ
う
に
、
一
部
の
人
で
い
わ
れ
て
い
る
が
、

彼
女
も
感
傷
的
な
一
文
学
少
女
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」）

11
（

と
疑
義
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
、「
寂
し
さ
」
を
吐
露
し
た
澄
子
と
彼
女
の

作
品
が
特
異
な
も
の
だ
っ
た
か
否
か
は
、や
は
り
容
易
に
結
論
が
出
せ
な
い
問
題
で
あ
る
。
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、澄
子
が
本
当
に
死
ん
で
し
ま
っ

た
た
め
に
、
作
品
に
表
れ
る
希
死
念
慮
が
リ
ア
リ
ズ
ム
の
域
に
達
し
て
し
ま
っ
た
と
は
指
摘
で
き
る
。
称
賛
さ
れ
た
澄
子
と
読
者
と
の
間
に
差
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が
な
い
の
な
ら
ば
、
寄
稿
者
の
批
判
す
る
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
」
の
恣
意
性
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、『
さ
ゝ
や
き
』
刊
行
前
後
、『
若
草
』
に
は
連
続
し
て
澄
子
の
関
連
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
。
第
二
巻
二
号
以
降
は
『
さ
ゝ

や
き
』
の
広
告
が
大
々
的
に
組
ま
れ
て
お
り
、「
寶
文
館
も
〈
清
水
澄
子
〉
の
営
業
に
は
相
当
力
を
入
れ
て
い
た
」）

1（
（

と
分
か
る
。
一
方
で
、
第
二

巻
八
号
で
『
さ
ゝ
や
き
』
の
広
告
の
掲
載
が
一
度
終
了
す
る
と
、
澄
子
の
話
題
は
登
場
し
な
く
な
る
。
そ
の
消
失
と
ほ
と
ん
ど
入
れ
替
わ
る
よ

う
に
、
片
岡
鉄
兵
「
モ
ダ
ン
・
ガ
ア
ル
の
研
究
」
の
連
載
が
開
始
し
、「
主
張
す
べ
き
事
は
主
張
し
、
欲
求
す
る
所
は
口
に
出
し
て
表
現
す
る
」）

11
（

モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
い
う
新
た
な
女
性
像
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
年
末
に
刊
行
さ
れ
た
第
二
巻
一
二
号
に
は
、『
若
草
』
の
動
向
や
文
壇
状
況
を
振

り
返
る
記
事
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
い
ず
れ
の
記
事
に
も
澄
子
の
名
前
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
『
さ
ゝ
や
き
』
の
重
版
が
か
か
っ
た
第
三
巻
一
号
以
降
、『
若
草
』
に
は
再
び
広
告
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
一
大
の
文
豪
の
著
書
も
及

ば
ぬ
売
行
き
！
」）

11
（

と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
付
さ
れ
た
、
第
三
巻
一
〇
号
の
広
告
で
は
、
同
年
七
月
に
自
殺
し
た
芥
川
龍
之
介
と
澄
子
の
遺

書
の
抜
粋
が
並
べ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
広
告
も
一
九
二
八
年
に
入
る
と
、
枠
が
縮
小
し
消
え
て
い
く
。
こ
う
し
た
扱
い
も
踏
ま
え
る
と
、『
若

草
』
や
宝
文
館
が
、
そ
の
時
々
の
流
行
と
紐
づ
け
な
が
ら
、
澄
子
を
「
夭
折
の
天
才
文
学
少
女
」
と
い
う
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
し
て
消
費
し

尽
く
し
た
印
象
は
否
め
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
考
察
を
以
て
、
澄
子
が
「
作
ら
れ
た
天
才
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
い
の
で
は
な
い
。
自
殺
賛
美
的
だ
と
批
判
さ
れ
な
が
ら

も）
11
（

、『
さ
ゝ
や
き
』
が
順
調
に
版
を
重
ね
て
い
っ
た
こ
と
は
、
作
品
の
持
つ
強
度
の
裏
付
け
に
な
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
の
台
頭
に
際
し
て
も
、『
若
草
』
の
読
者
た
ち
は
、
死
ん
で
み
よ
う
と
し
て
も
怖
く
て
死
ね
ず
、
こ
の
ま
ま
結
婚
す
れ
ば
「
淋
し
い

が
泣
き
な
が
ら
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
」
く
な
る
の
だ
ろ
う
と
逡
巡
す
る
「
死
」）

11
（

や
、「
人
は
死
ぬ
瞬
間
に
、
始マ

マ

め
て
自
分
の
存
在
を
感

じ
る
の
だ
」
と
い
う
人
生
観
の
表
明
と
並
行
し
て
友
人
関
係
の
悩
み
を
記
し
て
い
く
「
断
片
」）

11
（

の
よ
う
な
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
」
な
作
品
を
投

稿
し
続
け
て
い
る
。
澄
子
が
吐
露
し
た
「
寂
し
さ
」
は
、
寄
稿
者
の
言
説
や
読
者
層
が
次
第
に
移
り
変
わ
っ
て
い
く
な
か
で
も
、『
若
草
』
に
底

流
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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女
性
史
研
究
家
の
も
ろ
さ
わ
よ
う
こ）

11
（

は
、
澄
子
の
厭
世
思
考
は
、
封
建
的
な
女
学
校
教
育
に
加
え
て
、「
進
歩
的
な
教
養
」
を
「
身
に
つ
け
な

が
ら
」
も
、そ
れ
を
資
本
主
義
的
な
「
エ
リ
ー
ト
の
場
に
自
分
を
お
く
た
め
」
に
用
い
て
、「
お
の
れ
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
」
っ
て
い
く
父
母
の
「
プ

チ
・
ブ
ル
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
分
析
す
る
。
澄
子
の
家
族
関
係
に
つ
い
て
は
、
も
ろ
さ
わ
が
批
判
す
る
ほ
ど
稀
薄
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
志
村
有
弘）

11
（

が
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
澄
子
の
「
寂
し
さ
」
が
、
女
子
教
育
の
浸
透
や
経
済
発
展
と
い
っ
た
同
時
代
の
現
象
に

接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
当
然
、
そ
う
い
っ
た
新
た
な
価
値
観
に
直
面
し
、
葛
藤
し
て
い
た
の
は
澄

子
だ
け
で
は
な
い
。
彼
女
を
称
賛
し
た
『
若
草
』
の
読
者
の
多
く
も
そ
う
だ
っ
た
は
ず
だ
。

　

そ
も
そ
も
、『
若
草
』
創
刊
時
に
批
判
さ
れ
た
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
」
な
作
品
が
、
な
ぜ
少
女
小
説
家
ら
に
よ
っ
て
量
産
さ
れ
た
の
か
を
考
え

る
と
、
そ
れ
は
「
読
者
に
受
け
」
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
読
者
た
ち
が
そ
う
し
た
作
品
を
求
め
た
か
ら
、
と
い
う
理
由
に
行
き
着
く
。
も
ち
ろ
ん
、

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
、「
女
性
ら
し
さ
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と
の
間
に
存
在
す
る
強
固
な
結
び
つ
き
は
無
視
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も

な
お
、苦
し
い
心
中
を
吐
露
す
る
澄
子
が
「
少
女
の
気
分
」
の
代
弁
者
と
し
て
憧
憬
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、『
若
草
』
の
読
者
た
ち
に
と
っ

て
は
、「
寂
し
さ
」
を
語
り
浸
る
文
学
も
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
読
者
た
ち
は
、
そ
う
し
た

文
学
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
手
で
も
書
き
始
め
る
。

　

澄
子
は
友
人
に
送
っ
た
手
紙）

11
（

の
な
か
で
、
自
身
の
煩
悶
を
綴
っ
た
の
ち
、「
下
ら
な
い
こ
と
を
書
き
ま
し
た
」
と
伝
え
て
い
る
。「
下
ら
な
い
」

と
い
う
言
葉
に
は
友
人
へ
の
恐
縮
の
念
が
表
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
続
け
て
、「
こ
ん
が
ら
が
つ
て
居
る
」
自
分
の
心
を
「
良
く
表
は
し
て
あ
る
」

と
「
信
じ
て
居
る
」
と
述
べ
た
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
た
と
え
、「
下
ら
な
」
く
て
も
、「
大
人
」
に
批
判
さ
れ
て
も
、
自
分
の
た
め
に
書
い
て

し
ま
う
。
そ
う
し
た
切
実
さ
を
も
っ
て
文
学
と
向
き
合
う
少
女
た
ち
の
姿
が
、『
若
草
』
で
の
澄
子
の
受
容
か
ら
は
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
。
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付
記

・
旧
字
は
原
則
新
字
体
に
改
め
た
。

・ 

清
水
澄
子
の
作
品
は
、
第
一
に
、
清
水
澄
子
著
・
清
水
袈
裟
雄
編
『
清
水
澄
子
』（
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
一
九
二
五
・
四
）
か
ら
引
用
し
、『
若
草
』

に
掲
載
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
は
、
優
先
し
て
『
若
草
』
か
ら
引
用
し
た
。

（
注
）

（
１
）
清
水
龍
郎
「
姉
」（『
若
草
』
第
一
巻
一
号
、
一
九
二
五
・
一
〇
）
一
八
頁

（
２
）「
略
歴
」（
清
水
澄
子
著
・
清
水
袈
裟
雄
編
『
清
水
澄
子
』
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
一
九
二
五
・
四
）

（
３
）
清
水
澄
子
「
遺
書
」（
清
水
澄
子
著
・
清
水
袈
裟
雄
編
『
清
水
澄
子
』
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
一
九
二
五
・
四
）
一
九
二
頁

（
４
）
清
水
袈
裟
雄
「
澄
子
の
思
想
を
辿
り
て
」（
清
水
澄
子
著
・
清
水
袈
裟
雄
編
『
清
水
澄
子
』
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
一
九
二
五
・
四
）
附
録
七
頁

（
５
）
清
水
澄
子
「
さ
ゝ
や
き　

一
」（
清
水
澄
子
著
・
清
水
袈
裟
雄
編
『
清
水
澄
子
』
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
一
九
二
五
・
四
）
七
九
頁

（
６
）
小
平
麻
衣
子
「
文
芸
雑
誌
『
若
草
』
に
つ
い
て
」（『
文
芸
雑
誌
『
若
草
』
私
た
ち
は
文
芸
を
愛
好
し
て
い
る
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
八
・
一
）　

六‒

二
四
頁

（
７
）
田
邊
耕
一
郎
「
編
集
後
記
」（『
若
草
』
第
二
巻
六
号
、
一
九
二
六
・
六
）
八
一
頁

（
８
）
徳
永
夏
子
「
啓
蒙
さ
れ
る
少
女
た
ち
―
―
『
若
草
』
の
発
展
と
女
性
投
稿
者
」（『
文
芸
雑
誌
『
若
草
』
私
た
ち
は
文
芸
を
愛
好
し
て
い
る
』
翰
林

書
房
、
二
〇
一
八
・
一
）
一
一
六‒

一
三
四
頁

（
９
）
南
部
修
太
郎
「
感
傷
的
な
る
文
藝
」（『
若
草
』
第
一
巻
一
号
、
一
九
二
五
・
一
〇
）
一
二‒

一
三
頁

（
10
）
貞
包
英
之
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
は
、「
神
経
衰
弱
」
及
び
「
厭
世
自
殺
」
の
急
激
な
増
加
と
、
そ
れ
に
伴
う
報
道
の
過
熱
に
よ
っ
て
、「
モ
ー

ド
的
な
ブ
ー
ム
」
が
形
成
さ
れ
た
時
期
に
当
た
り
、
そ
の
な
か
で
、
厭
世
自
殺
を
青
年
学
生
特
有
の
現
象
と
す
る
見
方
が
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
に
構
築
さ
れ
」
い
っ
た
と
い
う
（
貞
包
英
之
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
の
自
殺
：
20
世
紀
前
半
の
「
厭
世
自
殺
」
の
歴
史
社
会
的
分
析
」『
山
形

大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）』
第
四
五
巻
第
二
号
、
二
〇
一
五
・
二
、
一‒

二
八
頁
）。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
一
九
二
三
年
六
月
の
有
島
武
郎
の
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自
殺
も
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
に
報
道
さ
れ
、「
文
学
に
な
ど
凝
る
と
自
殺
し
か
ね
な
い
と
い
う
印
象
を
一
般
の
人
々
に
持
た
せ
」（
奥
野
健
男
「
文
學

者
の
自
殺
」『
日
本
近
代
文
学
大
事
典　

第
四
巻
』
一
九
七
七
・
一
一
、
四
六
一‒

四
六
三
頁
）
る
こ
と
に
な
っ
た
。
澄
子
の
登
場
や
、
以
降
で
取

り
上
げ
る
議
論
は
、
こ
う
し
た
ブ
ー
ム
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
が
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
文
学
と
自
殺
を
め
ぐ
る
言

説
の
精
査
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

（
11
）
横
山
美
智
子
「
文
藝
の
魅
力
」（『
若
草
』
第
一
巻
二
号
、
一
九
二
五
・
一
一
）
七
七‒

七
八
頁

（
12
）
北
村
秀
雄
「
自
殺
を
取
扱
つ
た
作
品
」（『
若
草
』
第
二
巻
一
号
、
一
九
二
六
・
一
）
六
九‒

七
〇
頁
。
な
お
、
こ
の
評
論
は
、
澄
子
へ
の
直
接
的

な
言
及
は
な
い
が
、
北
村
が
「
姉
」
が
掲
載
さ
れ
た
巻
号
で
編
集
長
を
務
め
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
作
品
後
半
に
か
け
て
、「
文
学
少
女
の
自
殺
」

に
批
判
の
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
、
澄
子
の
死
を
念
頭
に
置
い
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
推
測
し
た
。

（
13
）
こ
こ
で
批
判
さ
れ
る
「
不
健
康
な
作
品
」
の
具
体
的
な
作
品
名
や
、
そ
う
し
た
作
品
を
発
表
す
る
作
家
の
名
前
は
明
か
さ
れ
て
い
な
い
。
一
九
二

五
年
か
ら
一
九
二
六
年
に
か
け
て『
若
草
』で
発
表
さ
れ
た
う
ち
、自
殺
を
扱
っ
た
小
説
と
し
て
は
、橋
爪
健「
彼
方
の
世
界
に
投
げ
か
け
る
花
」（『
若

草
』
第
二
巻
一
号
、
一
九
二
六
・
一
）、
藤
ふ
み
子
「
残
さ
れ
た
も
の
」（『
若
草
』
第
二
巻
三
号
、
一
九
二
六
・
三
）、
高
群
逸
枝
「
野
の
話
」（『
若

草
』
第
二
巻
九
号
、
一
九
二
六
・
九
）
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
作
品
の
語
り
手
も
自
殺
者
（
未
遂
含
む
）
を
観
察
す
る
人
物
と
し
て

造
形
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
影
響
が
窺
え
る
「
彼
方
の
世
界
に
投
げ
か
け
る
花
」
の
以
外
の
二
篇
に
は
、
自
身
も
希
死
念
慮
に
苛

ま
れ
な
が
ら
も
自
殺
し
た
姉
の
冥
福
を
祈
っ
て
生
き
続
け
る
妹
（「
残
さ
れ
た
も
の
」）、
自
殺
し
た
少
女
を
「
賢
明
」
と
評
価
し
、
死
を
「
不
幸
や
、

苦
痛
を
い
や
す
唯
一
の
も
の
」
と
す
る
「
私
」（「
野
の
話
」）
と
い
っ
た
、
自
殺
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
語
り
手
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
三
作
品
は
す

べ
て
、
北
村
の
批
判
の
掲
載
以
降
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
読
者
の
反
応
も
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
作
品
が
掲
載
さ
れ
、『
若
草
』
の
読

者
の
目
に
も
触
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
読
者
反
応
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
点
に
関
し
て
は
、
自
殺
賛
美
的
な
作
品
が
目

新
し
く
な
い
、
陳
腐
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
視
野
に
入
る
。

（
14
）
井
上
康
文
「
少
女
画
報
寸
評
」（『
若
草
』
第
一
巻
三
号
、
一
九
二
五
・
一
二
）
六
八
頁

（
15
）
南
部
修
太
郎
「
日
記
帳
か
ら
」（『
若
草
』
第
二
巻
二
号
、
一
九
二
六
・
二
）
二
九‒

三
〇
頁

（
16
）
神
戸
雄
一
「「
さ
ゝ
や
き
」
を
読
む
」（『
若
草
』
第
二
巻
五
号
、
一
九
二
六
・
五
）
五
七‒

五
九
頁

（
17
）
小
島
政
二
郎
「
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
」（『
若
草
』
第
二
巻
一
号
、
一
九
二
六
・
一
）
二
一
六
頁



― 33 ―

（
18
）
南
部
修
太
郎
「
白
百
合
に
代
へ
て
」（
清
水
澄
子
『
さ
ゝ
や
き
』
宝
文
館
、
一
九
二
六
・
二
）
一‒

四
頁

（
19
）
南
部
修
太
郎
「
文
藝
の
誘
惑
」（『
若
草
』
第
二
巻
一
号
、
一
九
二
六
・
一
）
七‒

一
一
頁

（
20
）
注
15
に
同
じ
。

（
21
）
浜
田
陽
太
郎
「
大
正
自
由
教
育
」（『
国
史
大
辞
典
』、
吉
川
弘
文
館
、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
）https://japanknow

ledge.com
/lib/

display/?lid=
30010zz292060

（
二
〇
二
三
年
八
月
一
四
日
閲
覧
）

（
22
）
注
６
に
挙
げ
た
論
考
で
小
平
麻
衣
子
は
、『
若
草
』
の
読
者
層
に
は
「
女
学
生
か
卒
業
者
」
が
多
く
、「
教
員
を
職
業
に
す
る
も
の
」
が
目
立
つ
、

と
読
者
投
稿
の
内
容
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
南
部
の
見
解
は
、
読
者
の
な
か
に
一
定
数
存
在
し
た
教
師
に
向
け
た
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
23
）
清
水
澄
子
「
教
師
」（「
蚊　

他
三
篇
」『
若
草
』
第
二
巻
二
号
、
一
九
二
六
・
二
）
三
九‒

四
二
頁

（
24
）
清
水
澄
子
「
午
後
」（「
蚊　

他
三
篇
」『
若
草
』
第
二
巻
二
号
、
一
九
二
六
・
二
）
四
二
頁

（
25
）
も
ろ
さ
わ
よ
う
こ
（「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
女
た
ち
」『
信
濃
の
女　

下
』
未
來
社
、
一
九
八
九
・
一
一
）、
宮
脇
昌
三
（「
解
説
」『
長
野
県
文

学
全
集
〔
第
Ⅱ
期
／
随
筆
・
紀
行
・
二
日
記
編
〕
第
九
巻　

日
記
編
〈
Ⅰ
〉』
郷
土
出
版
社
、
一
九
九
八
・
一
一
）
も
と
も
に
、
澄
子
の
教
師
不
信

と
自
由
教
育
の
関
係
性
を
述
べ
て
い
る
。
当
時
、
長
野
県
の
初
等
教
育
は
白
樺
派
の
影
響
を
受
け
た
自
由
教
育
思
潮
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
澄
子

が
進
学
し
た
上
田
高
等
女
学
校
で
は
依
然
、
従
来
の
婦
徳
教
育
が
実
施
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
、
教
師
に
対
す
る
強
烈

な
反
発
心
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）「
九
月
三
日　

友
に
送
る
。」（
清
水
澄
子
著
・
清
水
袈
裟
雄
編
『
清
水
澄
子
』
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
一
九
二
五
・
四
）
一
一
四‒

一
一
八
頁

（
27
）
宮
川
三
郎
（『
若
草
』
第
二
巻
七
号
、
一
九
二
六
・
七
）
六
二
頁

（
28
）
真
二
（『
若
草
』
第
二
巻
七
号
、
一
九
二
六
・
七
）
六
二
頁

（
29
）
岡
子
（『
若
草
』
第
二
巻
七
号
、
一
九
二
六
・
七
）
六
二
頁

（
30
）
高
須
賀
光
子
（『
若
草
』
第
二
巻
二
号
、
一
九
二
六
・
二
）

（
31
）
三
笠
露
子
「
今
年
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
」（『
若
草
』
第
二
巻
四
号
、
一
九
二
六
・
四
）
七
六
頁
。
な
お
、
三
笠
は
他
の
入
選
作
で
も
「
帰
途
―
―
血

潮
に
濡
れ
た
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
電
車
軌
道
…
…
あ
ん
な
死
に
か
た
は
し
た
く
な
い
」（
三
笠
露
子
「
青
白
き
日
」『
若
草
』
第
二
巻
九
号
、
一
九
二
六
・
九
、
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八
〇
頁
）
と
澄
子
の
自
殺
を
想
起
さ
せ
る
一
文
を
記
し
て
い
る
。「
青
白
き
日
」
に
お
い
て
は
否
定
的
な
語
り
口
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
三
笠
の

持
つ
、
澄
子
の
死
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
が
窺
え
る
。

（
32
）
篠
原
静
子
（『
若
草
』
第
二
巻
二
号
、
一
九
二
六
・
二
）

（
33
）『
若
草
』
の
へ
投
書
は
、
投
稿
か
ら
お
お
よ
そ
二
、
三
か
月
後
に
誌
面
に
掲
載
さ
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
、
第
二
巻
四
号
掲
載
の
「
今
年
の
ス
タ
ー

ト
か
ら
」
は
「「
さ
ゝ
や
き
」
が
出
版
さ
れ
る
と
の
こ
と
」
と
あ
る
た
め
、『
さ
ゝ
や
き
』
出
版
直
前
に
投
稿
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
加
え
て
、

神
戸
と
南
部
の
書
評
が
第
二
巻
五
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
し
、『
さ
ゝ
や
き
』
刊
行
後
の
投
稿
は
第
二
巻
五
号
に
掲
載
さ
れ
た
と
捉
え

考
察
を
進
め
る
。

（
34
）
備
藤
貞
子
（『
若
草
』
第
二
巻
五
号
、
一
九
二
六
・
五
）
七
三
頁

（
35
）
ま
り
子
（『
若
草
』
第
二
巻
五
号
、
一
九
二
六
・
五
）
七
五
頁

（
36
）
中
村
孝
草
「
信
仰
と
私
」（『
若
草
』
第
二
巻
六
号
、
一
九
二
六
・
六
）
七
三
頁

（
37
）
白
鳩
妙
子
「
自
殺
に
就
い
て
」（『
若
草
』
第
二
巻
六
号
、
一
九
二
六
・
六
）
七
五‒

七
六
頁

（
38
）
英
鈴
「
こ
の
田
舎
道
」（『
若
草
』
第
二
巻
五
号
、
一
九
二
六
・
五
）
七
六
頁

（
39
）
清
水
澄
子
「
小
み
ち
」（「
小
筥
」『
若
草
』
第
一
巻
三
号
、
一
九
二
五
・
一
二
）
二
五
頁

（
40
）
清
水
澄
子
「
蚊
」（「
蚊　

他
三
篇
」『
若
草
』
第
二
巻
二
号
、
一
九
二
六
・
二
）
三
九
頁

（
41
）
福
澄
薫
「
或
る
晩
」（『
若
草
』
第
二
巻
九
号
、
一
九
二
六
・
九
）
七
四
頁

（
42
）
注
８
に
同
じ
。

（
43
）
清
水
澄
子
「
自
分
の
心
を
せ
め
る
」（
清
水
澄
子
著
・
清
水
袈
裟
雄
編
『
清
水
澄
子
』
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
一
九
二
五
・
四
）
七‒

八
頁

（
44
）
南
部
修
太
郎
「
感
想
の
選
後
に
」（『
若
草
』
第
二
巻
六
号
、
一
九
二
六
・
六
）
五
六
頁

（
45
）
木
下
勇
「
夜
の
海
」（『
若
草
』
第
二
巻
一
一
号
、
一
九
二
六
・
一
一
）
六
七
頁

（
46
）
風
あ
け
み
「
生
に
慟
哭
す
る
人
」（『
若
草
』
第
二
巻
一
一
号
、
一
九
二
六
・
一
一
）
八
八‒

八
九
頁

（
47
）
注
45
に
同
じ
。

（
48
）
田
邊
耕
一
郎
「
編
集
後
記
」（『
若
草
』
第
一
巻
三
号
、
一
九
二
五
・
三
）
五
四
頁
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（
49
）
清
水
澄
子
「
○
」（
清
水
澄
子
著
・
清
水
袈
裟
雄
編
『
清
水
澄
子
』
信
濃
毎
日
新
聞
社
、一
九
二
五
・
四
、一
三
七‒

一
三
九
頁
）。「
教
師
」
と
「
○
」

は
、「
蚊
」「
午
後
」「
ぐ
み
の
木
」
と
と
も
に
「
蚊　

他
三
篇
」（『
若
草
』
第
二
巻
二
号
、
一
九
二
六
・
二
、
三
九‒

四
三
頁
）
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

表
題
作
の
「
蚊
」
以
外
の
三
作
に
は
見
出
し
が
あ
る
が
、「
○
」
の
み
そ
う
し
た
見
出
し
が
な
い
状
態
で
「
教
師
」
の
末
尾
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
蚊　

他
三
篇
」
と
い
う
題
に
鑑
み
て
も
、
編
集
部
が
「
○
」
を
独
立
し
た
作
品
で
は
な
く
、「
教
師
」
の
一
部
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で

き
る
。
な
お
、「
〇
」
は
「
虚
無
」
の
題
で
『
さ
ゝ
や
き
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
50
）
出
光
明
「
十
代
の
自
殺
に
つ
い
て　
〈
清
水
澄
子
・
中
沢
節
子
・
原
口
統
三
の
自
殺
を
め
ぐ
つ
て
〉」（『
若
い
広
場
』
第
八
八
号
、
一
九
五
五
・
一

一
）
四
三
頁

（
51
）
志
村
有
弘
「
清
水
澄
子
の
世
界
」（『
金
子
み
す
ゞ
と
清
水
澄
子
の
世
界
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
・
一
一
）
二
三
九
頁

（
52
）
片
岡
鉄
兵
「
モ
ダ
ン
・
ガ
ア
ル
の
研
究
（
４
）」（『
若
草
』
第
二
巻
一
〇
号
、
一
九
二
六
・
一
〇
）
七
四
頁

（
53
）『
若
草
』
第
三
巻
一
〇
号
、
一
九
二
七
・
一
〇
、
一
五
三
頁

（
54
）
日
下
部
桂
（「
文
学
少
女
物
語
」『
松
本
平
文
学
漫
歩　

続
』
信
濃
往
来
社
、
一
九
五
七
・
九
、
二
三
一‒

二
四
四
頁
）
が
、『
さ
ゝ
や
き
』
を
読

ん
だ
少
年
少
女
の
鉄
道
自
殺
が
相
次
ぎ
問
題
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
55
）
み
つ
枝
「
死
」（『
若
草
』
第
五
巻
四
号
、
一
九
三
〇
・
四
）
一
四
二
頁

（
56
）
三
島
瑤
子
「
断
片
」（『
若
草
』
第
六
巻
八
号
、
一
九
三
一
・
八
）
一
〇
四‒

一
〇
五
頁

（
57
）
も
ろ
さ
わ
よ
う
こ
「
清
水
澄
子
」（『
信
濃
の
女　

下
』
未
來
社
、
一
九
八
九
・
一
一
）
一
五
〇‒

一
五
五
頁

（
58
）
志
村
有
弘
「
清
水
澄
子
の
文
学
」（
清
水
澄
子
『
さ
さ
や
き
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
・
一
一
）
二
九
一
頁

（
59
）
清
水
澄
子
「
風
の
吹
く
日
」（
清
水
澄
子
著
・
清
水
袈
裟
雄
編
『
清
水
澄
子
』
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
一
九
二
五
・
四
）
一
五
一‒

一
五
四
頁

（
文
化
創
造
研
究
科
国
文
学
専
修
博
士
前
期
課
程
一
年
）
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