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川
端
康
成
『
み
ず
う
み
』
研
究

─
「
み
に
く
い
足
」
救
済
の
試
み
と
失
敗
─

花　

澤　

咲　

乃

は
じ
め
に

　

昭
和
三
十
年
四
月
に
単
行
本
化
（
新
潮
社注

注

）
さ
れ
た
川
端
の
小
説
『
み
ず

う
み
』
は
、
主
人
公
で
あ
る
桃
井
銀
平
が
軽
井
沢
の
ト
ル
コ
風
呂
に
辿
り
着

く
場
面
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
、
三
人
称
で
あ
り
な
が
ら
銀
平
に
極
め
て
寄

り
添
っ
た
語
り
手
に
よ
っ
て
冒
頭
に
至
る
ま
で
の
出
来
事
が
時
間
を
遡
っ
て

語
ら
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
語
り
は
、
銀
平
の
皮
膚
感
覚
や
目
に
し
た

も
の
か
ら
連
想
し
た
過
去
の
記
憶
を
所
々
に
挟
み
な
が
ら
進
行
す
る
た
め
、

時
間
は
一
直
線
に
は
進
ま
な
い
。
ま
た
、
そ
の
記
憶
も
現
在
の
出
来
事
で
あ

る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
た
め
、
読
者
に
は
そ
れ
が
い
つ
の
出
来
事
な
の
か

分
か
り
に
く
い
。

　

こ
の
よ
う
な
語
り
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
中
村
真
一
郎
は
、
文
学
手
法
の

一
つ
で
あ
る
『
意
識
の
流
れ
』
を
用
い
た
も
の
で
あ
る注

注

と
論
じ
、
橘
正
典

は
、
フ
ロ
イ
ト
の
自
由
連
想
法
か
ら
着
想
を
得
た
可
能
性
を
指
摘注

注

し
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
黒
津
真
由
美
は
、「『
み
づ
う
み
』〝
清
ら
か
さ
と
魔
性
〟
の
表

裏
一
体
と
二
律
背
反注

注

」
の
中
で
、「『
自
由
連
想
』
に
よ
る
銀
平
の
『
意
識
の

流
れ
』
が
生
じ
た
の
で
、『
意
識
の
流
れ
』
の
文
学
的
手
法
に
よ
っ
て
の
解

析
を
中
村
氏
が
行
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

本
論
で
は
、「
み
ず
う
み
」
が
自
由
連
想
を
用
い
た
作
品
で
あ
る
可
能
性

に
触
れ
た
先
行
研
究
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
フ
ロ
イ
ト
が
用
い
た
精
神
分

析
療
法
の
一
つ
で
あ
る
自
由
連
想
法
と
「
み
ず
う
み
」
と
の
共
通
点
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
、
自
由
連
想
と
、
銀
平
が
連
想
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し

た
問
題
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で

は
美
し
い
女
の
対
極
に
位
置
す
る
者
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
上

野
の
地
下
道
で
銀
平
が
出
会
う
「
み
に
く
い
女
」
に
つ
い
て
も
、
ユ
ン
グ
の

「
影
」
の
概
念
を
援
用
し
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

　

な
お
、
本
論
で
は
論
証
の
便
宜
上
、
作
品
を
一
部
か
ら
四
部
に
分
け
、
冒

頭
か
ら
宮
子
の
視
点
に
移
る
前
ま
で
を
一
部
、
宮
子
の
視
点
で
語
ら
れ
る
部
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分
を
二
部
、
銀
平
の
視
点
に
移
っ
て
か
ら
蛍
狩
り
の
場
面
に
入
る
前
ま
で
を

三
部
、
蛍
狩
り
の
場
面
か
ら
最
後
ま
で
を
四
部
と
す
る
。

一
、
自
由
連
想
　

　

フ
ロ
イ
ト
の
思
想
は
明
治
三
十
年
代
に
日
本
に
紹
介
さ
れ
、
昭
和
初
期
に

は
、
伊
藤
整
が
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
な
ど
の
影
響
を
受
け
た
評
論
や
小
説

を
発
表
し
て
い
る
。
伊
藤
整
の
理
解
者
で
あ
っ
た
川
端
も
、「
新
進
作
家
の

新
傾
向
解
説注

注

」
中
で
、
フ
ロ
イ
ト
が
治
療
で
用
い
て
い
た
《
自
由
連
想
》
の

手
法
を
文
学
生
成
に
応
用
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、「
意
識
の
流
れ
」

を
用
い
た
小
説
「
針
と
硝
子
と
霧
」
を
「
文
学
時
代
」（
昭
和
五
年
十
一
月
）

に
、「
水
晶
幻
想
」
を
「
改
造
」（
昭
和
六
年
一
月
）
に
発
表
し
て
い
る注

注

。
川

端
が
《
自
由
連
想
法
》
を
文
学
に
応
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
の
川
端
研
究
で
は
あ
ま
り
着
目
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
論
者
は
こ
こ
に

川
端
研
究
の
重
要
な
視
点
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

本
項
で
扱
う
自
由
連
想
法
と
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
行
っ
た
精
神
分
析
の
方
法

の
一
つ
で
あ
り
、
患
者
を
仰
向
け
の
状
態
で
寝
椅
子
に
横
た
わ
ら
せ
、
頭
に

浮
か
ん
で
来
た
こ
と
を
何
で
も
自
由
に
喋
ら
せ
て
ゆ
く
治
療
法
で
あ
る
。
こ

の
自
由
連
想
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
意
識
の
心
の
防
衛

が
次
第
に
緩
和
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
意
識
下
に
潜
ん
で
い
た
内
容
が
、
意
識
の

中
に
呼
び
戻
さ
れ
再
生
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
幼
児
期
以
来
、
抑
圧
さ

れ
、
変
形
さ
れ
て
き
た
無
意
識
的
本
能
欲
求
、
感
情
、
記
憶
な
ど
が
解
放
さ

れ
て
く
る
と
、
そ
れ
ら
は
治
療
者
へ
投
げ
か
け
ら
れ
、
両
者
の
転
移
が
深

ま
っ
て
く
る
。
こ
の
転
移
関
係
を
足
場
に
し
て
、
治
療
者
に
自
分
を
映
し
出

し
な
が
ら
、
自
己
洞
察
を
深
め
て
ゆ
く
の
が
精
神
分
析
治
療
で
あ
る
。

　

本
項
で
は
、「
み
ず
う
み
」
一
部
の
構
造
と
自
由
連
想
法
と
の
共
通
点
を

挙
げ
、
作
品
が
自
由
連
想
法
と
関
連
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
「
み
ず
う
み
」
一
部
で
、
湯
女
は
「
壁
よ
り
の
寝
椅
子
に
白
い
布
を
し
い

て
、
銀
平
を
う
つ
伏
せ
に
横
た
わ
ら
せ
」、「
こ
ん
ど
は
上
を
お
向
き
に
な
っ

て
…
…
」
と
銀
平
に
声
を
か
け
る
。
そ
れ
を
受
け
た
銀
平
は
、「
上
を
…
…
?　

あ
お
む
け
に
な
る
ん
だ
ね
」
と
言
っ
て
寝
椅
子
の
上
で
寝
返
り
を
打
ち
、
あ

お
む
け
に
な
っ
て
い
る
。
仰
向
け
の
状
態
で
寝
椅
子
に
横
た
わ
ら
せ
る
と
い

う
構
造
を
つ
く
る
の
は
、
自
由
連
想
法
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
銀
平
は
、

自
由
連
想
法
の
治
療
開
始
時
と
同
様
の
姿
勢
を
取
っ
た
あ
と
、
自
身
の
年
齢

や
み
に
く
い
足
、
故
郷
に
つ
い
て
湯
女
に
話
し
始
め
る
。

　

と
こ
ろ
で
図
注
は
、
前
田
重
治
が
「
自
由
連
想
と
イ
メ
イ
ジ注

注

」
の
中
で

紹
介
し
た
図
で
あ
る
。
精
神
分
析
療
法
が
適
切
に
進
行
し
て
い
る
場
合
に

は
、
ま
ず
現
実
状
況
（
自
分
の
家
族
や
友
人
、
先
生
や
上
司
、
使
用
人
な
ど

と
の
関
係
を
ふ
く
む
家
庭
、
職
場
、
学
校
で
の
現
実
生
活
全
般
に
ま
つ
わ
る

内
容
）
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
次
第
に
分
析
状
況
の
一
定
の
側
面
に
移
っ

て
ゆ
き
、
治
療
者
を
は
じ
め
、
分
析
室
や
物
音
、
身
体
条
件
な
ど
も
ふ
く



A　精神分析状況

C　幼児期 R　現実状況

D　夢の関連

（抑圧防壁）
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め
た
分
析
場
面
の
内
容
が
現
れ
る
。
現
実
状
況
及
び
分
析
状
況
の
背
後
に

は
、
幼
児
期
以
来
つ
づ
い
て
い
る
神
経
症
的
葛
藤
が
あ
り
、
先
述
し
た
よ

う
に
連
想
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
無
意
識
的
な
心
の
防
衛
（
抑
圧
防

壁
）
が
次
第
に
緩
和
さ
れ
、
連
想
は
そ
れ
ま
で
抑
圧
さ
れ
て
い
た
幼
児
期
へ

と
広
が
り
、
過
去
の
記
憶
の
想
起
が
起
こ
る
。
や
が
て
こ
の
領
域
か
ら
再

び
現
実
へ
も
ど
っ
て
く
る
と
い
う
一
つ
の
左
ま
わ
り
の
循
環
路
が
で
き
る

（
R
→
A
→
C
→
R
→
…
…
）。
こ
の
連
想
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
患
者
の
意
識
水
準
は
夢
を
見
て
い
る
時
の
よ
う
に
落
ち
て
ゆ
き
、

連
想
は
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
（
D

夢
の
関
連
）。

図 1　精神分析療法における過程



始点

終点

〈A　精神分析状況〉

湯女の脇腹に「ほんの
指先でも触れようものな
ら、ぴしゃりと顔をなぐ
られそうに思えた」〈過去の記憶〉

宮子とのハンド・バッグ事件

〈過去の記憶〉
久子との記憶

〈C　幼少期〉

母の里の湖の
記憶

〈R　現実状況〉
・自身の年齢について
・みにくい足について

〈R　現実状況〉
「水虫だってきらう足」
という「みにくい足」
について
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図 2　「みずうみ」の進行

　

一
方
図
注
は
、
銀
平
が
寝
椅
子
に
仰
向
け
に
横
た
わ
っ
て
か
ら
、
ト
ル
コ

風
呂
を
出
る
ま
で
の
進
行
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
銀
平
の
〈
R　

現
実
状
況
〉
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
銀
平
の
両
親

は
既
に
他
界
し
て
お
り
、
家
族
と
は
長
年
連
絡
を
と
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、

銀
平
の
友
人
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
学
生
時
代
の
友
人
で
あ
る
西
村
と
い

う
男
と
、
同
じ
く
学
生
時
代
の
友
人
で
銀
平
に
代
筆
の
仕
事
を
廻
し
て
く
れ

る
有
田
老
人
の
秘
書
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
村
は
戦
死
し
、
秘
書
の
男

も
、「
今
は
も
う
代
筆
の
仕
事
を
し
て
い
な
い
」
と
銀
平
が
語
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
関
わ
り
は
も
う
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
銀
平
は
、
こ
の

よ
う
な
希
薄
な
人
間
関
係
に
加
え
て
、
か
つ
て
教
師
と
し
て
働
い
て
い
た
学

校
も
、
教
え
子
で
あ
る
久
子
と
の
恋
愛
が
露
呈
し
た
た
め
に
辞
め
て
い
る
。

ゆ
え
に
、
語
る
べ
き
「
現
実
生
活
全
般
に
ま
つ
わ
る
内
容
」（
R　

現
実
状

況
）
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
銀
平
は
、
湯
女
に
自
身
の
年
齢
と
み
に
く
い
足

に
つ
い
て
の
み
語
る
こ
と
に
な
る
。

「
僕
の
か
ら
だ
は
年
よ
り
老
け
て
い
る
だ
ろ
う
。
苦
労
を
し
た
か
ら

ね
。」
と
銀
平
は
つ
ぶ
や
い
た
。
し
か
し
ま
だ
年
齢
を
言
っ
て
な
い
。

「
三
十
四
だ
よ
。」

「
足
の
指
な
ん
か
、
猿
み
た
い
に
長
く
て
、
し
な
び
た
よ
う
だ
ろ
う
。
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僕
は
よ
く
歩
く
ん
だ
け
ど
…
…
。
み
っ
と
も
な
い
足
の
指
を
見
る
と
、

い
つ
も
ぞ
っ
と
す
る
ん
だ
。
そ
れ
ま
で
、
あ
ん
た
の
き
れ
い
な
手
で
も

ま
せ
た
ね
。
靴
下
を
脱
が
せ
て
く
れ
た
時
に
、
お
ど
ろ
か
な
か
っ
た
?
」

　

後
述
す
る
が
、
銀
平
は
老
い
と
孤
独
に
よ
る
不
安
を
強
く
感
じ
て
い
る
。

加
え
て
、
自
身
の
足
を
醜
い
も
の
と
も
感
じ
て
お
り
、
こ
れ
以
降
そ
の
拘
り

は
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
事
柄
は
、
銀
平
が
現
在

の
生
活
の
中
で
特
に
意
識
し
て
い
る
重
要
事
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

続
い
て
銀
平
は
、
故
郷
に
ま
つ
わ
る
こ
と
を
話
し
出
す
が
、
実
は
そ
の
内

容
の
半
分
は
つ
く
り
話
（
嘘
）
で
あ
る
。
以
下
は
、
該
当
部
の
引
用
で
あ
る
。

　

「
僕
も
裏
日
本
の
海
べ
の
生
ま
れ
で
ね
。
し
か
し
、
海
岸
は
黒
い
岩
が

ご
つ
ご
つ
だ
。
足
の
長
い
指
で
つ
か
ま
る
よ
う
に
し
て
は
だ
し
で
歩
い

た
。」
と
銀
平
は
半
分
う
そ
を
言
っ
た
。（
中
略
）

「
裏
日
本
の
ど
ち
ら
で
す
の
?
」
と
湯
女
は
自
然
の
声
で
言
っ
た
。

「
裏
日
本
の
…
…
。」
と
銀
平
は
口
ご
も
っ
て
、「
出
身
地
の
話
は
い
や

だ
ね
。
あ
ん
た
と
ち
が
っ
て
、
僕
は
故
郷
を
う
し
な
っ
た
か
ら
…
…
。」

　

こ
の
「
嘘
」
は
、
精
神
分
析
に
お
け
る
抵
抗
に
あ
た
る
と
推
測
で
き
る
。

精
神
分
析
で
は
、「
耐
え
難
い
抑
圧
さ
れ
て
い
た
無
意
識
が
現
れ
そ
う
に
な

る
と
、（
中
略
）
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
妨
げ
ら
れ
る
よ
う
な
思
考
の
パ
タ
ー
ン
、

行
動
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る注

注

」
と
さ
れ
て
い
る
。
銀
平
は
湯
女
に
対
し
て
嘘

の
内
容
を
語
り
、
追
求
さ
れ
る
と
口
ご
も
り
、
逃
げ
る
よ
う
に
会
話
を
終
わ

ら
せ
る
。
彼
は
嘘
で
何
を
防
衛
し
て
い
る
の
か
?　

銀
平
は
幼
い
頃
母
か
ら

捨
て
ら
れ
て
お
り
、
故
郷
の
記
憶
は
母
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
故
郷

に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
際
、
銀
平
が
先
の
よ
う
な
反
応
を
見
せ
た
の
は
、
銀

平
に
と
っ
て
向
き
合
い
難
い
幼
少
期
の
記
憶
を
掘
り
起
こ
さ
れ
そ
う
に
な
っ

た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
追
っ
て
詳
述
す
る
。

　

つ
い
で
銀
平
の
語
り
は
、「
こ
の
浴
室
の
照
明
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

湯
女
の
か
ら
だ
に
陰
が
な
い
よ
う
だ
っ
た
」、「
腹
の
脇
に
の
ば
し
た
ら
湯
女

の
脇
腹
に
さ
わ
り
は
し
な
い
か
。
ほ
ん
の
指
先
で
も
触
れ
よ
う
も
の
な
ら
、

ぴ
し
ゃ
り
と
顔
を
な
ぐ
ら
れ
そ
う
に
思
え
た
」
と
続
い
て
ゆ
く
。
銀
平
が
仰

向
け
に
寝
て
い
る
浴
室
を
治
療
空
間
、
湯
女
を
治
療
者
と
捉
え
れ
ば
、
こ
れ

は
〈
A　

分
析
状
況
〉
に
語
り
が
移
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
浴

室
の
照
明
に
よ
っ
て
、
湯
女
の
体
に
「
陰
が
な
い
」
と
い
う
現
実
を
超
越
し

た
よ
う
な
美
し
さ
が
作
り
出
さ
れ
、
銀
平
は
も
し
そ
ん
な
湯
女
に
触
れ
れ

ば
、「
顔
を
な
ぐ
ら
れ
」
て
し
ま
う
と
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
湯
女
に
「
陰

が
な
い
」
と
い
う
絶
対
的
な
美
し
さ
を
感
じ
る
女
性
像
（
こ
の
女
性
像
は
銀

平
の
母
に
通
ず
る
）
を
投
影
し
た
上
で
、
か
つ
て
好
ま
し
く
思
っ
た
美
し
い

女
性
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
体
験
を
想
起
す
る
。
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「
ぴ
し
ゃ
り
と
顔
を
な
ぐ
ら
れ
そ
う
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
銀
平
が
連

想
し
た
の
は
、
水
木
宮
子
と
い
う
好
ま
し
い
女
性
の
後
を
追
い
、
ハ
ン
ド
・

バ
ッ
グ
で
頬
を
殴
ら
れ
た
時
の
記
憶
で
あ
る
。
銀
平
は
そ
こ
か
ら
、
教
え
子

で
あ
っ
た
久
子
を
家
ま
で
つ
け
た
時
の
こ
と
、
後
を
つ
け
て
い
る
こ
と
が
久

子
に
気
づ
か
れ
、
彼
女
の
家
か
ら
逃
げ
た
先
の
盛
り
場
で
ス
ト
リ
イ
ト
・
ガ

ア
ル
と
出
会
っ
た
こ
と
な
ど
を
思
い
出
す
。

　

盛
り
場
で
、
立
っ
て
い
ら
れ
な
い
程
の
頭
痛
と
眩
暈
を
感
じ
、
人
ご
み
の

真
ん
中
で
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
い
た
銀
平
は
、
ス
ト
リ
イ
ト
・
ガ
ア
ル
に
声
を

か
け
ら
れ
る
。
通
行
人
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
銀
平
は
花
屋
の
飾
り

窓
に
身
を
寄
せ
る
が
、
ガ
ラ
ス
の
向
こ
う
の
女
主
人
か
ら
睨
ま
れ
、「
腕
が
大

き
い
窓
ガ
ラ
ス
を
突
き
抜
け
て
血
が
流
れ
そ
う
な
危
惧
」
を
感
じ
、
ガ
ラ
ス

か
ら
身
を
離
す
。
そ
ん
な
銀
平
の
乳
の
あ
た
り
を
ス
ト
リ
イ
ト
・
ガ
ア
ル
は

つ
ね
り
、「
逃
げ
ち
ゃ
、
だ
め
よ
」
と
言
う
。
こ
の
場
面
で
銀
平
は
、
女
性
に

「
睨
ま
れ
る
」
こ
と
で
、「
血
が
流
れ
そ
う
」
と
い
う
自
ら
が
深
く
傷
つ
く
イ

メ
ー
ジ
を
想
起
す
る
。
こ
れ
は
、
女
性
か
ら
拒
絶
さ
れ
続
け
、
そ
の
た
び
に

傷
つ
い
て
き
た
経
験
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
傷
つ
く
こ
と

を
恐
れ
る
銀
平
は
、
女
主
人
の
映
る
ガ
ラ
ス
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
が
、
ス

ト
リ
イ
ト
・
ガ
ア
ル
に
「
逃
げ
ち
ゃ
、
だ
め
よ
」
と
ガ
ラ
ス
か
ら
離
れ
る
こ

と
を
禁
じ
ら
れ
る
。
ス
ト
リ
イ
ト
・
ガ
ア
ル
は
銀
平
に
〈
自
分
は
女
性
か
ら

拒
絶
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
〉
と
い
う
強
い
思
い
込
み
に
よ
る
女
性
へ
の
恐
れ

や
劣
等
感
と
闘
う
こ
と
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
銀
平
自
身
に
も
意
識
さ
れ
て
い
な
い
問
題
を
、
赤
の
他
人

で
あ
る
ス
ト
リ
イ
ト
・
ガ
ア
ル
が
理
解
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
や
り
取
り

や
、
ス
ト
リ
イ
ト
・
ガ
ア
ル
出
現
の
際
に
、
銀
平
に
頭
痛
、
眩
暈
、「
じ
ゃ

ん
じ
ゃ
ん
、
り
ん
り
ん
」
と
い
う
「
福
引
の
大
当
た
り
の
ベ
ル
」
の
よ
う
な

幻
聴
が
表
れ
て
い
る
こ
と
、
久
子
の
家
の
門
前
か
ら
逃
げ
出
し
て
か
ら
ど
う

し
て
盛
り
場
へ
た
ど
り
着
い
た
の
か
銀
平
に
覚
え
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

盛
り
場
で
の
一
連
の
出
来
事
は
、
銀
平
の
心
象
世
界
を
現
す
幻
覚
だ
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
ス
ト
リ
イ
ト
・
ガ
ア
ル
に
胸
を
つ
ね
ら
れ
自
身
の
自
己
否
定
感

と
向
き
合
う
こ
と
を
促
さ
れ
た
銀
平
は
、
幼
少
期
の
記
憶
を
想
起
し
始
め
る

が
、
そ
の
記
憶
は
や
よ
い
へ
の
恋
と
怨
恨
に
つ
い
て
わ
ず
か
に
語
ら
れ
る
の

み
で
、
テ
ク
ス
ト
は
す
ぐ
に
久
子
に
関
す
る
回
想
へ
と
戻
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
回
想
内
に
登
場
し
た
「
水
虫
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
銀
平

の
意
識
は
〈
R　

現
実
状
況
〉
で
あ
る
自
身
の
醜
い
足
へ
と
移
る
。
前
田
氏

に
よ
れ
ば
、「
何
ら
か
の
抵
抗
が
働
い
て
、
あ
ま
り
退
行
が
み
ら
れ
て
い
な

い
と
き
に
は
、
自
我
の
知
的
な
レ
ベ
ル
で
の
現
実
的
、
論
理
的
な
思
考
に
近

い
形
の
連
想
が
み
ら
れ
や
す
い注

注

」
と
さ
れ
て
お
り
、
銀
平
が
「
水
虫
」
と
い

う
足
や
汚
ら
し
さ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
ワ
ー
ド
か
ら
自
身
の
醜
い
足
を
連
想

し
た
の
も
、「
論
理
的
な
思
考
に
近
い
」
連
想
で
あ
る
と
い
え
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
作
品
一
部
は
自
由
連
想
法
の
治
療
進
行
と
同
じ
く
、

R
→
A
→
C
→
R
と
い
う
左
回
り
の
循
環
で
進
ん
で
お
り
、
過
去
の
記
憶

は
、
幼
少
期
の
記
憶
に
向
か
っ
て
、
よ
り
古
い
記
憶
の
層
へ
と
降
り
て
い
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
仰
向
け
に
な
っ
た
銀
平
の
姿
勢
や
、
連
想

に
よ
っ
て
内
省
を
行
っ
て
い
く
こ
と
な
ど
、
自
由
連
想
法
と
の
共
通
点
も
多

い
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
作
品
は
、
一
部
が
〈
現
在
〉、
三
部
と
四
部
が
〈
過
去
〉
で
あ

り
、
後
者
は
現
在
の
銀
平
に
よ
る
〈
回
想
〉
に
あ
た
る
。
そ
し
て
一
部
の
末

尾
は
、「
銀
平
は
目
を
も
っ
と
高
く
暗
い
林
の
方
へ
上
げ
た
。
母
の
村
の
み

ず
う
み
に
遠
く
の
岸
の
夜
火
事
が
う
つ
っ
て
い
た
。
銀
平
は
そ
の
水
に
う
つ

る
夜
の
火
へ
誘
わ
れ
て
ゆ
く
よ
う
だ
っ
た
」
と
い
う
文
章
で
閉
じ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
末
尾
の
文
章
に
あ
ら
わ
れ
る
「
火
」
と
「
林
」
と
「
み
ず
う
み
」

の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ま
ず
「
火
」
だ
が
、
銀
平
は
町
枝
と
そ

の
恋
人
で
あ
る
水
野
を
見
た
際
に
「
二
人
が
燃
え
る
炎
に
乗
っ
て
水
の
上
を

ゆ
ら
ゆ
ら
流
れ
て
い
る
よ
う
な
幻
」
を
見
て
い
る
。
こ
こ
で
の
文
脈
に
沿
っ

て
読
む
と
、
火
は
水
野
と
町
枝
の
恋
の
情
熱
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
し
か
し
、
火
は
「
二
人
の
幸
福
が
つ
づ
か
ぬ
証
拠
」
と
も
語
ら
れ
て
お

り
、「
水
の
上
を
ゆ
ら
ゆ
ら
流
れ
」
る
幻
は
、
時
と
と
も
に
移
ろ
う
恋
人
関

係
の
儚
さ
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
久
子
の
家
で
銀
平
と
久
子
が
密
会
を
し

た
際
、
隠
れ
潜
ん
で
い
た
銀
平
の
存
在
を
、
久
子
が
両
親
に
臆
す
こ
と
な
く

伝
え
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
面
で
銀
平
は
、「
狂
わ
し
い
幸
福
の
火
を
浴

び
た
よ
う
」
に
感
じ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
火
」
は
久
子
か
ら
の
愛
情
を
象

徴
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
銀
平
が
目
を
向
け
た
「
林
」
だ
が
、
そ
こ
は
木
が
茂
っ
た
場
所
で
あ

る
。
木
が
茂
っ
た
場
所
と
い
う
点
で
「
林
」
は
、「
無
意
識
」
を
表
す
「
森
」

と
共
通
す
る注1

注

。
さ
ら
に
、「
林
」
は
「
暗
い
」
と
形
容
さ
れ
て
お
り
、
明
瞭

に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
か
ら
、「
暗

い
林
」
は
、
銀
平
の
無
意
識
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、「
み
ず
う
み
」
は
、「
鏡
の
よ
う
」
で
あ
る
と
形
容
さ
れ
る
。
鏡

は
、
対
象
を
映
し
出
し
て
自
身
に
そ
の
姿
を
見
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
は

自
己
の
姿
と
向
き
合
い
内
省
が
行
な
わ
れ
る
場
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
一
部
の
末
尾
で
は
、「
母
の
村
の
み
ず
う
み
」
と
い
う
〈
内
省

の
鏡
〉
を
媒
介
と
し
て
、「
林
」
と
い
う
〈
無
意
識
〉
の
場
所
に
あ
っ
た

「
夜
の
火
」
と
い
う
〈
恋
の
情
熱
や
愛
情
に
ま
つ
わ
る
記
憶
〉
へ
意
識
を
向

け
て
い
く
銀
平
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

銀
平
は
三
部
か
ら
次
第
に
、
久
子
や
町
枝
へ
恋
情
を
抱
い
た
記
憶
を
想
起

し
始
め
る
。
従
っ
て
先
に
引
用
し
た
一
部
の
末
尾
の
文
章
は
、
こ
の
回
想
へ
の

示
唆
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
作
品
全
体
が
、
過

去
と
現
在
と
を
往
還
す
る
自
由
連
想
の
形
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
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ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
三
部
以
降
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
連
想
に
よ
っ

て
、
銀
平
の
意
識
は
次
第
に
幼
少
期
へ
と
遡
り
、
一
部
で
は
わ
ず
か
に
語
ら
れ

る
の
み
で
あ
っ
た
故
郷
で
の
記
憶
を
回
想
す
る
ま
で
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

幼
少
期
の
回
想
の
中
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
銀
平
の
母
の
「
あ
ん
な

う
ち
に
い
た
ら
、
私
も
死
ん
で
し
ま
う
」
と
い
う
言
葉
と
、
い
と
こ
の
や
よ

い
の
「
銀
平
ち
ゃ
ん
の
猿
み
た
い
な
足
は
、
お
父
さ
ん
そ
っ
く
り
だ
わ
。
う

ち
の
方
の
血
筋
じ
ゃ
な
い
わ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

　

銀
平
自
身
は
自
分
の
足
を
醜
い
と
捉
え
て
い
る
が
、
そ
れ
を
証
明
す
る
よ

う
な
他
者
か
ら
見
た
客
観
的
な
描
写
が
作
中
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か

ら
、
そ
れ
が
本
当
に
醜
い
も
の
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
銀
平
の

足
へ
の
劣
等
感
は
強
く
異
様
な
ほ
ど
で
あ
り
、
道
で
出
会
っ
た
少
女
町
枝
が

連
れ
て
い
た
犬
が
銀
平
の
足
を
嗅
い
だ
際
に
も
、
こ
の
犬
が
足
を
嗅
ぐ
の
は

自
分
の
足
が
醜
い
か
ら
に
違
い
な
い
と
思
い
込
む
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
「
み
に
く
い
足
」
に
集
約
さ
れ
る
銀
平
の
否
定
的
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
は
、

幼
少
期
に
母
か
ら
捨
て
ら
れ
た
経
験
と
、
前
掲
し
た
母
と
や
よ
い
の
言
葉
が

発
端
に
な
っ
て
い
る
。

　

銀
平
は
、
十
一
歳
の
時
に
従
姉
の
や
よ
い
か
ら
、
銀
平
の
母
が
「
あ
ん
な

う
ち
に
い
た
ら
、
私
も
死
ん
で
し
ま
う
」
と
語
っ
て
い
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ

る
。「
あ
ん
な
う
ち
」
と
は
、
銀
平
の
父
方
の
家
の
こ
と
で
あ
り
、
や
よ
い

が
銀
平
に
伝
え
た
の
は
、
銀
平
の
母
が
抱
く
銀
平
の
父
方
の
家
に
対
す
る
強

い
拒
絶
の
思
い
で
あ
る
。
銀
平
の
母
は
、
そ
の
言
葉
の
後
、
彼
を
残
し
て
故

郷
に
帰
っ
て
し
ま
う
。

　

銀
平
の
父
方
の
家
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
前
掲
の

や
よ
い
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
「
猿
み
た
い
な
足
」
で
あ
る
。
こ
の
言
葉

は
、
母
方
の
家
と
銀
平
の
つ
な
が
り
を
断
ち
、
父
方
の
家
と
の
醜
い
つ
な
が

り
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
発
せ
ら
れ
た
当
時
か
ら
二
十
年
近
く
経
っ
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
こ
の
言
葉
が
い
ま
だ
に
記
憶
に
残
り
続
け
て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
れ
は
銀
平
に
と
っ
て
格
別
印
象
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
父
方
の
家
が
「
猿
み
た
い
な

足
」
の
家
系
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
美
し
い
母
と
の
つ
な
が
り
を

否
定
さ
れ
、
母
が
嫌
っ
た
父
方
の
家
と
自
分
が
〈
み
に
く
さ
〉
に
よ
っ
て
繋

が
っ
て
い
る
と
彼
が
意
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

銀
平
が
「
み
に
く
い
足
」
は
父
方
の
血
筋
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と

は
、
赤
子
に
ま
つ
わ
る
回
想
か
ら
も
伺
え
る
。
銀
平
は
学
生
時
代
、
彼
の
子

ど
も
で
あ
る
と
い
う
手
紙
の
添
え
ら
れ
た
赤
子
を
拾
い
、
母
親
と
思
わ
れ
る

娼
婦
の
家
に
捨
て
に
行
く
。
後
に
「
あ
の
捨
子
の
足
ま
で
は
、
銀
平
も
し
ら

べ
て
み
は
し
な
か
っ
た
。
自
分
の
子
だ
と
は
身
に
し
み
て
思
わ
な
か
っ
た
か

ら
だ
。
調
べ
て
み
て
足
の
形
が
似
て
い
れ
ば
、
な
に
よ
り
も
自
分
の
子
に
ち

が
い
な
い
証
拠
だ
っ
た
の
に
と
、
銀
平
は
自
虐
し
自
嘲
し
て
み
た
」
と
語
ら
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れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
親
子
関
係
を
確
か
め
る
方
法
と
し
て
、「
足
の

形
」
の
確
認
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
銀
平
は
そ
の
足
が
自
分
と
同

じ
よ
う
に
醜
け
れ
ば
、
捨
子
が
自
分
の
子
に
違
い
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
り
、「
み
に
く
い
足
」
は
銀
平
の
父
か
ら
銀
平
へ
、
銀
平
か
ら
赤
子
へ
と

受
け
継
が
れ
る
指
標
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

父
方
と
の
結
び
つ
き
を
意
識
し
て
い
る
銀
平
は
、
父
方
の
家
を
拒
絶
す
る

母
の
言
葉
を
、
間
接
的
に
自
分
を
拒
絶
す
る
も
の
と
受
け
取
め
た
に
違
い
な

い
。
し
か
し
、
銀
平
は
、
や
よ
い
を
介
し
て
母
か
ら
の
言
葉
を
受
け
と
っ
た

後
も
、
ま
た
捨
て
ら
れ
た
後
も
、
母
を
恨
む
様
子
は
な
い
。
母
に
つ
い
て
語

ら
れ
る
の
は
、
そ
の
美
し
さ
ば
か
り
で
あ
る
。
銀
平
は
、
銀
平
の
父
の
死
を

き
っ
か
け
に
や
よ
い
が
銀
平
を
蔑
む
よ
う
に
な
る
と
、
初
恋
相
手
で
あ
っ
た

や
よ
い
に
対
し
て
憎
し
み
を
抱
く
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
感
情
の
反

転
が
母
親
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
母
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
と
認
識

し
た
後
も
、
銀
平
の
理
想
の
母
親
像
が
こ
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
銀
平

は
、
自
身
が
捨
て
ら
れ
た
原
因
を
母
に
で
は
な
く
、
母
が
拒
絶
し
た
父
方
の

家
（
銀
平
を
含
む
）
に
帰
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
美
し
い
母

か
ら
嫌
わ
れ
た
父
方
の
家
や
自
分
の
方
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
母
が
父
方
の
家
を
嫌
っ
た
理
由
は
明
確
に
は
分
か
ら
ず
、

母
が
死
ん
だ
現
在
、
銀
平
に
そ
れ
を
知
る
す
べ
は
な
い
。
そ
し
て
、
父
方
の

家
が
持
つ
と
さ
れ
る
問
題
は
判
然
と
し
な
い
ま
ま
、
銀
平
の
中
で
父
方
の
家

が
持
つ
問
題
と
は
「
み
に
く
い
足
」
に
象
徴
さ
れ
る
何
か
で
あ
る
と
い
う
認

識
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
銀
平
に
と
っ
て
「
み
に
く
い
足
」
と

は
、
母
か
ら
捨
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
「
問
題
あ
る
自
分
」
の
象
徴
な
の
で

あ
る
。

　

銀
平
が
連
想
に
よ
っ
て
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
幼
少
期
の
問
題

と
は
、
母
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
他
な
ら
な
い
。
繰
り
返
し
に
な

る
が
、
銀
平
が
作
中
で
最
後
に
想
起
し
た
幼
少
期
の
記
憶
は
、
や
よ
い
の

「
銀
平
ち
ゃ
ん
の
猿
み
た
い
な
足
は
、
お
父
さ
ん
そ
っ
く
り
だ
わ
。
う
ち
の

方
の
血
筋
じ
ゃ
な
い
わ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
銀
平
は
、
連
想
に
よ
っ
て

「
み
に
く
い
足
」
を
意
識
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
幼
少
期
の
記
憶
に
た
ど

り
着
き
、〈
母
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
み
に
く
い
自
分
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
向

き
合
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
み
ず
う
み
」
は
、
自
由
連
想
法
と
極
め
て
共
通
点
の
多

い
作
品
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を
借
り
て
、
銀
平
は
連
想
に
よ
っ
て

「
み
に
く
い
足
」
に
象
徴
さ
れ
る
〈
母
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
自
分
〉
と
い
う
否

定
的
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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二
、
女
追
い
、
湯
女
、
赤
子

　

銀
平
は
、
自
分
の
女
追
い
の
性
癖
に
つ
い
て
、「
肉
体
の
一
部
の
醜
が
美

に
あ
く
が
れ
て
哀
泣
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
醜
悪
な
足
が
美
女
を
追
う
の
は
天

の
摂
理
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
銀
平
に
と
っ
て
「
み
に
く
い
足
」
は

母
親
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
自
己
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
前
述
し
た
内
容
を
踏
ま

え
た
上
で
、
本
項
で
は
、「
み
に
く
い
足
」
と
女
追
い
の
関
係
を
考
察
す
る
。

妙
な
こ
と
を
言
う
よ
う
だ
が
、
ほ
ん
と
う
だ
よ
。
君
は
お
ぼ
え
が
な
い

か
ね
。
ゆ
き
ず
り
の
人
に
ゆ
き
ず
り
に
別
れ
て
し
ま
っ
て
、
あ
あ
惜
し

い
と
い
う
…
…
。
僕
に
は
よ
く
あ
る
。
な
ん
て
好
も
し
い
人
だ
ろ
う
、

な
ん
て
き
れ
い
な
女
だ
ろ
う
、
こ
ん
な
に
心
ひ
か
れ
る
人
は
こ
の
世
に

二
人
と
い
な
い
だ
ろ
う
、
そ
う
い
う
人
に
道
で
す
れ
ち
が
っ
た
り
、
劇

場
で
近
く
の
席
に
坐
り
合
わ
せ
た
り
、
音
楽
会
の
会
場
を
出
る
階
段
を

な
ら
ん
で
お
り
た
り
、
そ
の
ま
ま
別
れ
る
と
も
う
一
生
に
二
度
と
見
か

け
る
こ
と
も
出
来
な
い
ん
だ
。
か
と
言
っ
て
、
知
ら
な
い
人
を
呼
び
と

め
る
こ
と
も
話
し
か
け
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
人
生
っ
て
こ
ん
な
も
の

か
。
そ
う
い
う
時
、
僕
は
死
ぬ
ほ
ど
か
な
し
く
な
っ
て
、
ぼ
う
っ
と
気

が
遠
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
だ
。
こ
の
世
の
果
て
ま
で
後
を
つ
け
て
ゆ
き

た
い
が
、
そ
う
も
出
来
な
い
。
こ
の
世
の
果
て
ま
で
後
を
つ
け
る
と
い

う
と
、
そ
の
人
を
殺
し
て
し
ま
う
し
か
な
い
ん
だ
か
ら
ね
。

　

以
上
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
銀
平
は
、「
好
も
し
い
」
と
感
じ
た
女
性

と
の
刹
那
的
な
出
会
い
に
「
死
ぬ
ほ
ど
」
の
「
か
な
し
み
」
を
感
じ
て
い

る
。
こ
の
「
か
な
し
み
」
と
は
、
好
ま
し
い
人
と
結
び
つ
く
こ
と
の
で
き
な

い
人
生
に
対
す
る
虚
し
さ
と
寂
し
さ
、
孤
独
感
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
感
情

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
こ
の
世
の
果
て
ま
で
後
を
つ
け
て
ゆ
き
た
い
」
と

い
う
、
去
っ
て
い
く
女
性
に
追
い
す
が
る
心
が
あ
る
一
方
、「
そ
う
も
出
来

な
い
。
こ
の
世
の
果
て
ま
で
後
を
つ
け
る
と
い
う
と
、
そ
の
人
を
殺
し
て
し

ま
う
し
か
な
い
」
と
い
う
女
性
が
生
き
た
ま
ま
で
銀
平
と
関
係
を
繋
ぐ
こ
と

の
不
可
能
性
の
自
覚
も
も
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
銀
平
は
、「
幼
い
銀
平
の

幸
福
は
や
よ
い
と
二
人
づ
れ
の
姿
を
み
ず
う
み
に
う
つ
し
て
、
岸
の
路
を
歩

く
こ
と
だ
っ
た
。
み
ず
う
み
を
見
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
、
水
に
う
つ
る
二

人
の
姿
は
永
遠
に
離
れ
な
い
で
ど
こ
ま
で
も
行
く
よ
う
に
思
わ
れ
た
」、「
土

手
の
上
の
銀
平
の
方
へ
、
少
女
は
永
遠
に
こ
の
坂
道
を
の
ぼ
っ
て
来
る
。
な

ん
と
い
う
し
あ
わ
せ
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
好
ま
し
い
女
性
が
自
分
か

ら
離
れ
な
い
で
永
遠
に
傍
に
い
る
こ
と
を
夢
見
る
。
水
に
う
つ
っ
た
姿
や
幻

と
い
う
虚
構
の
中
で
な
ら
ば
、
好
ま
し
い
女
性
と
永
遠
に
一
緒
に
い
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
銀
平
は
虚
し
い
現
実
の
中
で
、
救
い
を
求
め
る

よ
う
に
か
つ
て
や
よ
い
と
過
ご
し
た
日
々
や
少
女
の
幻
を
想
起
す
る
が
、
そ
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れ
ら
が
も
た
ら
す
救
済
は
一
時
的
で
あ
り
、
彼
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
変

わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
銀
平
が
抱
え
る
孤
独
感
や
自
己
否
定
感
は
消
え
る
こ

と
な
く
、
変
わ
ら
ず
そ
こ
に
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
銀
平
が
後
を
追
う
女
性
の
特
徴
で
あ
る
美
し
さ
は
、
銀
平
の

母
の
特
徴
で
も
あ
る
。
母
は
、
銀
平
の
も
と
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
人
物
で
あ

り
、
銀
平
が
憧
憬
し
続
け
て
い
る
存
在
で
も
あ
る
。
銀
平
が
母
か
ら
否
定
さ

れ
た
自
分
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
拭
い
去
る
た
め
に
は
、
母
か
ら
受
容
さ
れ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
銀
平
の
母
は
既
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
銀

平
が
母
か
ら
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
も
は
や
叶
わ
な
い
。
従
っ
て
、
銀
平
が
、

美
し
く
好
ま
し
い
女
の
あ
と
を
追
う
の
は
、
母
の
代
理
と
な
る
女
性
を
求
め

て
の
行
動
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
銀
平
は
、
後
を
追
っ
た
女
（
久
子
、
町
枝
、
宮
子
）
と
永
続
的

な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
恋
人
で
あ
っ
た
久
子
と
は
別
れ
さ
せ
ら

れ
、
町
枝
か
ら
は
見
向
き
も
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
宮
子
の
後
を
追
っ
た
際

に
銀
平
は
ハ
ン
ド
・
バ
ッ
グ
で
殴
ら
れ
、
意
図
せ
ず
バ
ッ
グ
と
中
に
入
っ
て

い
た
二
十
万
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
罪
の
意
識
か
ら
軽
井
沢

へ
逃
げ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
彼
は
、
導
か
れ
る
よ
う
に
し
て
ト
ル
コ
風
呂
に

入
り
ミ
ス
・
ト
ル
コ
と
呼
ば
れ
る
湯
女
と
出
会
う
。

　

湯
女
は
若
く
色
白
で
「
か
ら
だ
が
き
れ
い
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
銀
平
が

後
を
追
っ
た
女
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
美
し
い
人
物
で
あ
る
。
銀
平
は
湯
女
に

対
し
て
、「
君
は
い
つ
で
も
こ
こ
に
い
る
か
ら
い
い
ね
」
と
声
を
か
け
、
こ

れ
ま
で
出
会
っ
た
女
性
た
ち
の
よ
う
に
自
分
の
前
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う

「
ゆ
き
ず
り
の
人
」
で
な
い
こ
と
に
安
堵
し
、
湯
女
の
声
を
「
永
遠
の
女
性

の
声
か
、
慈
悲
の
母
の
声
」
と
形
容
す
る
。
美
し
く
、
自
分
の
前
か
ら
姿
を

消
し
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
女
性
と
は
、
銀
平
が
求
め
て
き
た
母
の
代
わ
り

と
な
り
う
る
理
想
の
女
性
で
あ
り
、
銀
平
は
湯
女
の
声
に
よ
う
や
く
「
清
ら

か
な
幸
福
と
温
か
い
救
済
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

銀
平
は
湯
女
か
ら
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け
る
が
、
そ
の
際
、
自
分
を
た
た
く

湯
女
の
掌
か
ら
赤
子
の
掌
を
連
想
し
て
い
る
。
赤
子
の
幻
が
湯
女
か
ら
連
想

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
湯
女
に
対
す
る
銀
平
の
感
情
を
読
み

解
く
に
あ
た
っ
て
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
湯
女
に
つ
い
て
の
考
察
の
途
中

で
は
あ
る
が
、
一
旦
離
れ
て
作
品
に
登
場
す
る
赤
子
の
幻
の
意
味
に
つ
い
て

考
察
を
行
い
た
い
。

　

銀
平
の
記
憶
の
中
で
、
最
も
古
く
赤
子
の
幻
が
登
場
す
る
の
は
、
銀
平

が
、
久
子
と
の
仲
を
裂
か
れ
た
後
、
も
う
一
度
久
子
に
会
お
う
と
、
か
つ
て

二
人
で
密
会
を
行
っ
て
い
た
久
子
の
旧
宅
跡
地
に
何
度
も
足
を
運
び
、
春
に

な
っ
て
よ
う
や
く
再
会
を
果
た
し
た
時
で
あ
る
。

「
町
の
雪
が
消
え
て
も
、
こ
こ
の
雪
は
残
っ
て
い
た
ね
。（
略
）
門
の
な
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か
が
雪
の
山
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
も
僕
に
は
二
人
の
愛
の
障
害
の
よ

う
に
見
え
た
。
雪
の
山
の
下
に
赤
ん
ぼ
が
埋
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
た
」
と
終
り
に
銀
平
は
奇
怪
な
う
わ
ご
と
を
言
っ
て
、
は
っ
と
口
を

つ
ぐ
ん
だ
が
、
久
子
は
曇
り
の
な
い
目
で
う
な
ず
い
た
。

　

こ
こ
で
は
、「
雪
の
山
」
が
「
愛
の
障
害
」
と
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
雪

の
下
に
赤
子
が
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
銀
平
が
見
る

赤
子
の
幻
の
原
型
は
、
銀
平
の
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
手
紙
付
き
で
捨
て
ら

れ
て
い
た
赤
子
で
あ
る
が
、
銀
平
は
そ
の
赤
子
を
産
ん
だ
娼
婦
の
家
が
あ
っ

た
場
所
へ
捨
て
に
行
く
。
し
か
し
、
そ
の
後
娼
家
か
ら
の
音
沙
汰
は
な
く
、

娼
婦
が
ま
だ
そ
の
辺
り
に
住
ん
で
い
た
の
か
ど
う
か
も
、
赤
子
が
誰
か
に
引

き
取
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
も
銀
平
に
は
分
か
ら
な
い
。
銀
平
が
赤
子
を
捨
て

た
翌
日
は
、
雪
が
降
っ
て
夜
に
は
積
も
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
銀
平
は
、
赤

子
が
誰
に
も
拾
わ
れ
る
こ
と
な
く
雪
の
下
に
埋
ま
っ
て
死
ん
だ
の
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
不
安
を
抱
い
て
い
る
。

　

後
藤
聡
子注注

注

が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
銀
平
と
赤
子
は
、
捨
て
ら
れ
た
子
と

い
う
点
で
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
、
赤
子
に
過
去
の
自
分
を
重
ね
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
雪
に
埋
ま
っ
た
赤
子
が
意
味
す
る
の
は
、
親
か
ら
捨
て

ら
れ
た
者
の
孤
独
と
死
で
あ
り
、
引
用
の
「
愛
の
障
害
」
と
な
る
赤
子
の
幻

は
、
母
に
代
わ
っ
て
自
分
を
受
容
し
て
く
れ
た
女
性
で
あ
る
久
子
と
の
関
係

が
継
続
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
銀
平
の
強
い
不
安
と
孤
独
を
表
し
て

い
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
後
、
不
安
が
実
現
す
る
よ
う
に
久
子
と
別
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
銀
平

は
、
道
で
出
会
っ
た
少
女
町
枝
に
惹
か
れ
る
。
し
か
し
、
彼
女
か
ら
は
見
向

き
も
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
町
枝
の
恋
人
の
水
野
か
ら
突
き
飛
ば
さ
れ
て

土
手
を
転
が
り
落
ち
、「
い
か
に
も
自
分
の
力
が
う
し
な
わ
れ
、
か
ら
だ
の

弱
っ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
て
、
銀
平
は
泣
き
た
か
っ
た
」
と
老
い
の
悲
し

み
を
語
る
。

　

孤
独
の
深
ま
り
と
老
い
の
不
安
の
中
で
、
銀
平
は
、
再
び
赤
子
の
幻
を
み

る
。

　
　

銀
平
の
這
う
地
の
裏
側
か
ら
、
赤
子
が
銀
平
に
つ
れ
て
這
っ
て
い
る
の

だ
。
鏡
の
上
を
這
う
の
に
似
て
、
銀
平
は
地
の
裏
側
の
赤
子
と
掌
を
合

わ
せ
そ
う
に
な
っ
た
。
冷
た
い
死
人
の
掌
だ
。

　

こ
こ
で
登
場
す
る
赤
子
は
既
に
死
ん
で
お
り
、
先
に
現
れ
た
幻
よ
り
も
、

捨
て
子
の
持
つ
死
の
イ
メ
ー
ジ
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。
銀
平
が
、
自
身
の
境

遇
か
ら
赤
子
と
自
分
と
を
重
ね
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
加

え
て
、「
鏡
」
は
、
二
重
身
が
登
場
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ

る
か
ら注1

注

、
こ
の
赤
子
は
銀
平
の
分
身
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
赤
子
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は
「
地
の
裏
側
」
と
い
う
、
本
来
は
不
可
視
の
場
所
に
い
る
。
以
上
か
ら
、

銀
平
の
分
身
で
あ
る
死
ん
だ
赤
子
の
幻
は
、
銀
平
の
無
意
識
に
潜
む
孤
独
と

老
い
に
よ
る
「
死
」
の
恐
怖
を
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
湯
女
か
ら
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け
る
場
面
で

銀
平
が
見
た
赤
子
の
幻
も
、
同
様
の
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

湯
女
の
掌
は
少
女
の
掌
だ
が
、
意
外
に
は
げ
し
く
背
を
た
た
か
れ
つ
づ

け
て
、
銀
平
の
呼
吸
は
切
り
き
ざ
ま
れ
、
銀
平
の
幼
な
子
が
円
い
掌
で

力
い
っ
ぱ
い
父
親
の
額
を
打
ち
、
銀
平
が
下
向
く
と
、
頭
を
打
ち
つ
づ

け
た
の
が
思
い
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
い
つ
の
幻
で
あ
っ
た
か
。
し
か
し

今
は
、
そ
の
幼
い
子
の
手
が
墓
場
の
底
で
、
お
し
か
ぶ
さ
る
土
の
壁
を

も
の
狂
わ
し
く
打
っ
て
い
た
。
牢
獄
の
暗
い
壁
が
四
方
か
ら
銀
平
に

迫
っ
て
来
た
。
冷
た
い
汗
が
出
た
。

　

こ
こ
で
は
、
初
め
に
銀
平
の
子
ど
も
と
し
て
赤
子
の
幻
が
現
れ
、
そ
れ
が

「
墓
場
の
底
で
、
お
し
か
ぶ
さ
る
土
の
壁
を
も
の
狂
わ
し
く
打
っ
て
い
た
。

牢
獄
の
暗
い
壁
が
四
方
か
ら
銀
平
に
迫
っ
て
来
た
」
と
変
容
す
る
。
銀
平
の

想イ
メ
ー
ジ像

の
中
で
、
赤
子
は
、「
墓
場
の
底
」
と
い
う
死
者
を
葬
る
場
所
へ
と
押

し
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
不
安
を
意
識
の
底
に
押
し
込
め
よ
う
と
す

る
銀
平
の
心
理
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
し
か
し
、
赤
子
に
象

徴
さ
れ
る
孤
独
と
死
へ
の
不
安
は
、
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
銀
平
を
強
く
揺

さ
ぶ
り
返
し
、「
牢
獄
の
暗
い
壁
が
四
方
か
ら
銀
平
に
迫
っ
て
来
た
」
と
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
銀
平
を
追
い
詰
め
る
の
で
あ
る
。

　

銀
平
は
、
湯
女
の
あ
と
を
追
う
幻
を
見
た
際
に
は
、
宮
子
に
ハ
ン
ド
・

バ
ッ
グ
で
殴
ら
れ
た
痛
み
を
想
起
し
、
そ
の
後
も
湯
女
に
触
れ
る
こ
と
を

恐
れ
て
い
る
。
柴
山
雅
俊
は
、『
解
離
性
障
害
―
「
う
し
ろ
に
誰
か
が
い

る
」
の
精
神
病
理注1

注

』
の
中
で
、「
愛
着
関
係
に
お
け
る
外
傷
を
愛
着
外
傷

（attachm
ent traum

a

）
と
い
う
。
愛
着
外
傷
を
受
け
た
人
は
著
し
い
苦

痛
の
た
め
に
安
全
感
を
得
よ
う
と
し
て
他
者
と
親
密
な
関
係
に
な
ろ
う
と
す

る
。
し
か
し
愛
着
外
傷
の
た
め
に
対
象
に
接
近
す
る
こ
と
に
も
不
安
や
恐
怖

を
感
じ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
母
か
ら
拒
絶
さ
れ
、
好
ま
し
い
女

の
後
を
追
う
よ
う
に
な
っ
た
銀
平
の
心
の
あ
り
よ
う
と
一
致
す
る
。
銀
平

は
、
こ
れ
ま
で
に
好
ま
し
い
と
感
じ
た
女
性
た
ち
（
母
親
や
久
子
、
宮
子
、

町
枝
）
か
ら
受
容
さ
れ
な
い
と
い
う
経
験
を
重
ね
て
お
り
、
こ
れ
以
上
接
近

す
れ
ば
「
救
済
」
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
感
じ
た
湯
女
か
ら
も
拒
絶
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
れ
を
抱
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
恐
れ
ゆ
え
に
、
銀
平
は
、
湯
女
が
自
分
を
叩
く
と
い
う
行
為
か

ら
、
好
ま
し
い
女
性
に
受
容
さ
れ
な
い
孤
独
と
そ
の
先
に
あ
る
死
を
象
徴
す

る
赤
子
を
連
想
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
湯
女
と
の
接
触
に
恐
れ
を
抱
い
て
い
た
銀
平
は
、
湯
女
か
ら
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マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け
る
う
ち
に
、「
片
手
で
さ
さ
え
て
爪
を
切
っ
て
く
れ
て

い
る
今
の
こ
の
女
に
ほ
ど
、
銀
平
は
み
に
く
い
足
を
さ
ら
し
た
た
め
し
は
な

か
っ
た
」
と
、
劣
等
感
を
持
つ
「
み
に
く
い
足
」
を
次
第
に
湯
女
に
扱
わ
せ

る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

　

と
こ
ろ
で
心
理
学
者
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
は
、
母
子
関
係
に
お
い
て
、
子
ど
も

が
「
自
分
の
か
ら
だ
を
信
頼
し
て
、
安
心
し
た
自
尊
心
を
培注1

注

」
う
こ
と
の
で

き
る
「
ほ
ど
よ
い
」
母
親
と
い
う
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
る
。
ウ
ィ
ニ
コ
ッ

ト注1
注

は
、「
ほ
ど
よ
い
」
母
親
か
ら
の
愛
情
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
例
と

し
て
「
だ
っ
こ
」
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
身
体
接
触
に
よ
っ
て
、
母
子

の
関
係
を
身
を
通
し
て
築
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
銀
平
も
、
湯
女
か
ら
マ
ッ

サ
ー
ジ
や
爪
切
り
と
い
う
身
体
的
な
接
触
と
ケ
ア
を
受
け
、
自
身
の
身
体
を

ゆ
だ
ね
な
が
ら
、
連
想
を
広
げ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
湯
女
と
い
う
、
母
の
代

わ
り
と
な
り
得
る
女
性
か
ら
身
体
的
な
ケ
ア
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
母

親
か
ら
得
る
べ
き
愛
情
を
疑
似
体
験
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、「
心
理
療
法
に
お
け
る
居
場
所
と
い
う
視
点注1

注

」
の
中
で
中
藤
信

哉
は
、「
居
場
所
と
は
（
中
略
）
自
分
自
身
で
は
こ
れ
ま
で
扱
う
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
自
身
の
テ
ー
マ
や
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
場
で

も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
銀
平
は
湯
女
と
い
う
居
場
所
を
手
に
入
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、「
み
に
く
い
足
」
と
い
う
問
題
と
向
き
合
う
た
め
の
連
想

が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ト
ル
コ
風
呂
も
、
黒
崎
峰
孝
が

指
摘
し
た
よ
う
に
、
水
の
張
ら
れ
た
湯
船
は
母
の
胎
内
を
髣
髴
と
さ
せ
る
安

住
の
空
間
で
あ
り
、
同
氏
が
「
安
ら
ぎ
の
中
に
銀
平
の
心
は
開
き
、
回
想
は

自
由
に
飛
び
か
い
、
行
動
様
式
の
さ
か
の
ぼ
り
を
可
能
に
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
る注1

注

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
銀
平
が
過
去
の
記
憶
を
想
起
す
る
た
め
の

守
ら
れ
た
空
間
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
み
に
く
い
女

　

み
に
く
い
女
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
言
及
し
た
論
文
は
少
な

い
。
し
か
し
、
作
品
の
最
後
で
描
か
れ
る
の
は
、
こ
の
み
に
く
い
女
と
銀
平

の
関
わ
り
で
あ
り
、「
み
ず
う
み
」
の
結
末
を
読
み
解
く
上
で
、
み
に
く
い

女
に
つ
い
て
の
考
察
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

銀
平
は
、
螢
狩
り
で
再
会
し
た
町
枝
の
腰
に
蛍
籠
を
下
げ
て
去
っ
た
後
、

以
下
の
よ
う
な
考
え
に
至
る
。

こ
の
世
で
最
も
美
し
い
山
は
み
ど
り
な
す
高
山
で
は
な
い
。
火
山
岩
と

火
山
灰
と
で
荒
れ
た
高
山
だ
。
朝
夕
の
太
陽
に
染
ま
っ
て
ど
の
よ
う
な

色
に
も
見
え
る
。
桃
色
で
も
あ
れ
ば
紫
で
も
あ
る
。
朝
焼
け
夕
映
え
の

天
の
色
の
変
化
と
同
じ
だ
。
銀
平
は
町
枝
を
あ
こ
が
れ
た
自
分
に
反
逆

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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銀
平
は
、「
み
に
く
い
足
」
と
い
う
自
己
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
脱
却

す
る
た
め
に
、
母
に
代
わ
る
美
し
い
女
性
か
ら
の
受
容
を
求
め
て
き
た
。
銀

平
が
あ
と
を
追
っ
た
女
は
、
町
枝
、
宮
子
、
久
子
の
三
人
で
あ
る
が
、
町
枝

か
ら
は
見
向
き
も
さ
れ
ず
、
宮
子
と
は
一
度
接
触
し
た
き
り
会
う
こ
と
は
な

く
、
唯
一
恋
人
関
係
に
な
っ
た
久
子
と
も
別
れ
る
こ
と
と
な
る
。
母
の
代
理

と
な
る
女
性
か
ら
受
容
さ
れ
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
銀
平
が
、
美
し
い
母

に
捨
て
ら
れ
た
自
分
は
醜
い
と
い
う
意
識
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
は
、
母
や

町
枝
の
よ
う
な
美
し
い
人
を
最
上
と
す
る
認
識
か
ら
抜
け
出
し
、「
火
山
岩

と
火
山
灰
と
で
荒
れ
た
高
山
」
に
最
上
の
美
を
見
出
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま

で
醜
い
と
し
て
き
た
銀
平
自
身
に
肯
定
的
な
視
線
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
銀
平
が
自
身
の
醜
さ
を
肯
定
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
そ

の
醜
さ
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

銀
平
は
、
前
述
し
た
引
用
の
言
葉
の
後
、
上
野
の
地
下
道
へ
向
か
い
、
ゴ

ム
長
靴
を
履
い
た
み
に
く
い
女
と
出
会
う
。

　

み
に
く
い
女
は
、「
黄
色
の
顔
が
日
や
け
し
て
、
化
粧
は
し
て
い
な
い
」

と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
湯
女
や
町
枝
の
「
白
い
肌
」
よ
り
も
く
す
ん
だ

色
で
あ
る
「
黄
色
」
の
肌
に
加
え
て
、
そ
こ
に
は
化
粧
も
施
し
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
女
の
履
い
て
い
る
ゴ
ム
の
長
靴
に
は
、
泥
が
つ
い
て
お
り
、「
そ

の
泥
も
し
め
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
幾
日
か
前
に
つ
い
た
の
を
落
し
も
し
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ゴ
ム
の
長
靴
そ
の
も
の
も
白
っ
ぽ
く
こ
す
れ
て
古
び

て
い
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
身
な
り
に
も
気
を
つ
か
っ
て
い
な

い
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
銀
平
は
、「
天
上
の
に
お
い
」
と
い
う
最
上
の

美
し
さ
を
感
じ
た
美
少
女
町
枝
に
対
し
て
、「
こ
の
世
に
は
な
ん
と
い
う
美

し
い
少
女
が
い
る
の
だ
ろ
う
。（
中
略
）
そ
れ
も
十
六
七
ま
で
か
」
と
語
っ

て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
銀
平
に
お
い
て
は
若
さ
と
美
し
さ
が
結
び
つ
い
て

い
る
。
し
か
し
、
醜
い
女
は
、「
年
は
わ
か
り
に
く
い
が
四
十
少
し
前
だ
ろ

う
か
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
若
さ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か

る
。
以
上
か
ら
、
女
は
、
美
し
さ
と
は
対
極
に
あ
る
存
在
だ
と
い
え
る
。

　

銀
平
は
、
実
際
に
は
見
て
い
な
い
み
に
く
い
女
の
足
を
、「
女
の
足
指
は

銀
平
の
よ
う
に
猿
み
た
い
で
は
な
い
が
不
格
好
で
、
茶
色
っ
ぽ
い
皮
が
厚
い

に
ち
が
い
な
」
い
と
想
像
し
、
彼
女
に
自
分
の
醜
さ
を
重
ね
る
。
河
合
隼
雄

『
影
の
現
象
学注1

注

』
に
よ
れ
ば
、「
影
」
と
は
、「
そ
の
主
体
が
自
分
自
身
に
つ

い
て
認
め
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
が
（
中
略
）
自
分
の
上
に
押
し
つ
け
ら

れ
て
く
る
す
べ
て
の
こ
と
（
中
略
）
を
人
格
化
し
た
も
の
」
で
あ
り
、「
投

影
」
と
は
、「
影
」
を
認
め
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
他
人
に
投
げ
か
け

ら
れ
た
も
の
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
〈
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
押
し
付
け
ら
れ
て
く
る
こ
と
〉
と
は
、
銀
平
に
と
っ
て
、
肯
定
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
足
の
み
に
く
さ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
銀
平
が

醜
い
女
に
自
分
の
醜
さ
を
重
ね
合
わ
せ
た
の
は
、
自
身
の
抱
え
て
い
る
問
題

を
彼
女
に
投
影
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
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ま
た
、
銀
平
が
醜
い
女
と
出
会
っ
た
の
は
、「
上
野
の
地
下
道
」
で
迷
い

込
ん
だ
「
裏
町
」
で
あ
る
。『
影
の
現
象
学
』
で
は
、「
地
下
の
世
界
は
や
は

り
影
に
満
ち
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
地
下
道
」
は
、
銀
平
が
生

活
し
て
い
る
地
上
よ
り
も
下
に
位
置
す
る
「
地
下
の
世
界
」
で
あ
り
、
陽
の

光
が
当
た
ら
な
い
空
間
で
あ
る
。
銀
平
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
裏
町
」
と

い
う
暗
い
空
間
へ
と
入
っ
て
い
く
。
以
上
か
ら
、「
地
下
道
」「
裏
町
」
は
、

「
影
」
と
出
会
う
の
に
相
応
し
い
場
所
で
あ
り
、
銀
平
は
「
影
」
の
存
在
が

よ
り
強
く
な
る
空
間
へ
と
足
を
進
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

銀
平
が
、「
影
」
を
醜
い
女
に
投
影
し
て
い
た
と
す
る
と
、
銀
平
と
女
と

の
理
想
的
な
関
係
は
、「
影
と
適
当
な
関
係
を
保
ち
、
そ
の
内
容
を
で
き
る

か
ぎ
り
自
我
に
統
合
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。

　

銀
平
は
女
に
「
親
愛
」
を
感
じ
、
二
人
で
「
つ
れ
こ
み
の
安
宿
」
へ
向
か

う
。
銀
平
と
醜
い
女
の
結
合
は
、
銀
平
が
醜
い
女
に
投
影
し
た
自
身
の
醜
さ

を
受
け
入
れ
る
と
い
う
、〈「
影
」
の
自
我
へ
の
統
合
〉
の
意
味
を
持
つ
と
考

え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
銀
平
は
、
女
の
醜
さ
に
「
嘔
吐
を
催
し
そ
う
」
に
な
り
、
宿
に

入
る
こ
と
な
く
「
か
ら
み
つ
い
て
い
た
女
の
腕
を
ほ
ど
い
」
て
立
ち
去
る
。

銀
平
が
、
自
身
の
「
影
」
を
投
影
し
た
醜
い
女
と
の
結
合
を
拒
否
し
た
こ
と

で
、
銀
平
の
み
に
く
い
足
と
い
う
問
題
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。

　

そ
し
て
、
テ
ク
ス
ト
は
、
醜
い
女
に
石
を
投
げ
つ
け
ら
れ
た
銀
平
の
「
く

る
ぶ
し
が
薄
赤
く
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
、
銀
平
が
抱
え
て
い
る
問
題
の
象

徴
で
あ
る
「
み
に
く
い
足
」
が
痛
み
に
よ
っ
て
再
認
識
さ
れ
る
形
で
幕
を
閉

じ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
論
で
は
、「
み
ず
う
み
」
と
い
う
作
品
は
自
由
連
想
法
と
一
致
す
る
部

分
が
多
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
自
由
連
想
は
銀
平
が
「
み
に
く
い

足
」
に
象
徴
さ
れ
る
〈
母
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
自
分
〉
と
い
う
否
定
的
な
イ

メ
ー
ジ
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
。

　

銀
平
は
母
の
代
わ
り
に
自
分
を
受
容
し
て
く
れ
る
女
性
を
求
め
る
が
、
後

を
追
っ
た
女
性
た
ち
と
永
続
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ

う
な
中
で
、
銀
平
は
ト
ル
コ
風
呂
で
湯
女
と
出
会
い
、
自
身
を
包
容
し
て
く

れ
る
人
物
・
空
間
を
手
に
入
れ
、
自
由
連
想
法
に
似
た
進
行
で
連
想
を
行
っ

て
ゆ
く
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
過
去
の
記
憶
、
自
己
の
内
部
へ
と
目
を
向

け
、「
み
に
く
い
足
」
と
い
う
自
己
イ
メ
ー
ジ
抱
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
幼

少
期
の
記
憶
と
対
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

銀
平
が
醜
い
足
と
い
う
自
己
否
定
感
を
払
拭
す
る
た
め
に
は
、
①
母
か

ら
得
ら
れ
な
か
っ
た
愛
情
を
、
美
し
く
好
ま
し
い
女
か
ら
注
い
で
貰
う
こ

と
、
②
町
枝
の
よ
う
な
美
し
さ
に
憧
れ
る
こ
と
を
や
め
、
こ
れ
ま
で
醜
い
と

認
識
し
て
き
た
自
分
に
肯
定
的
な
視
線
を
向
け
る
こ
と
の
二
つ
が
必
要
と
さ
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れ
る
。
①
に
つ
い
て
、
銀
平
は
無
意
識
的
に
行
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
前
述

し
た
通
り
、
銀
平
が
後
を
追
っ
た
女
た
ち
と
永
続
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は

な
い
。
加
え
て
言
う
な
ら
ば
、
湯
女
に
つ
い
て
も
、
銀
平
が
湯
女
か
ら
身
体

的
な
接
触
を
受
け
る
う
ち
に
「
み
に
く
い
足
」
と
い
う
劣
等
感
を
持
つ
部
分

を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
湯
女
は
銀
平
へ
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
や

頭
を
洗
う
こ
と
に
つ
い
て
「
商
売
で
す
も
の
」
と
語
っ
て
お
り
、
銀
平
に
特

別
な
愛
情
は
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
銀
平
も
湯
女

が
自
分
に
対
し
て
「
ま
と
も
に
答
え
る
つ
も
り
は
な
い
」
こ
と
や
、
銀
平
を

「
気
味
悪
く
」
思
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
お
り
、
湯
女
が
商
売
と
し
て

以
上
の
愛
情
を
自
分
に
持
っ
て
い
る
と
は
感
じ
て
い
な
い
。

　

次
に
、
②
に
つ
い
て
、
銀
平
は
連
想
に
よ
っ
て
幼
少
期
の
記
憶
を
想
起
し

た
後
、
意
識
的
に
、
町
枝
の
よ
う
な
美
し
さ
に
あ
こ
が
れ
た
自
分
に
反
逆

し
、
こ
れ
ま
で
醜
い
と
感
じ
て
来
た
自
身
を
肯
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
。

そ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
向
か
っ
た
地
下
道
で
、
銀
平
は
み
に
く
い
女
に

出
会
う
。
し
か
し
、
銀
平
は
自
身
の
醜
さ
を
重
ね
た
み
に
く
い
女
を
受
け
入

れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
町
枝
の
美
し
さ
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
。
銀
平
は
、

自
身
に
肯
定
的
な
視
線
を
向
け
る
こ
と
に
失
敗
し
、
再
び
町
枝
の
よ
う
な
美

し
さ
に
憧
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
②
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

作
品
は
回
想
の
時
間
内
で
閉
じ
ら
れ
、
再
び
現
在
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
は

な
い
。
一
度
は
湯
女
と
い
う
居
場
所
を
手
に
入
れ
た
銀
平
で
あ
っ
た
が
、
み

に
く
い
足
（
醜
い
自
己
存
在
）
と
い
う
根
源
的
な
問
題
は
解
決
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
。
回
想
の
時
間
内
で
テ
ク
ス
ト
が
閉
じ
る
こ
と
で
、
未
来
に
向
け
て

広
が
り
を
見
せ
る
は
ず
だ
っ
た
銀
平
の
時
間
も
、
暗
い
先
行
き
を
暗
示
さ
せ

な
が
ら
幕
を
お
ろ
す
の
で
あ
る
。

注
注
注 

初
出
は
、「
新
潮
」
一
月
号
か
ら
一
二
月
号
（
一
九
五
四
年　

新
潮
社
）

注
注 

中
村
真
一
郎
「
解
説
」（
川
端
康
成
『
み
ず
う
み
』 一
九
六
〇
年
一
二
月 

新
潮
文
庫
）

注
注 

橘
正
典
『
異
域
か
ら
の
旅
人　

川
端
康
成
論
』（
一
九
八
一
年
一
一
月 

河
出
書
房

新
社
）

注
注 

黒
津
真
由
美
「『
み
づ
う
み
』〝
清
ら
か
さ
と
魔
性
〟
の
表
裏
一
体
と
二
律
背
反
」

（「
實
踐
國
文
學
」
第
四
十
一
号 

一
九
九
二
年
三
月
）

注
注 

「
文
芸
時
代
」（
一
九
二
五
年
一
月　

金
星
堂
）

注
注 

新
田
篤
『
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
フ
ロ
イ
ト
精
神
分
析
の
受
容
』（
二
〇
一
五

年
三
月 

和
泉
書
院
）

注
注 

前
田
重
治
「
自
由
連
想
と
イ
メ
イ
ジ
」（『
イ
メ
イ
ジ
』 

一
九
七
一
年
四
月　

誠
信

書
房
）

注
注 
下
山
晴
彦 

編
『
よ
く
わ
か
る
臨
床
心
理
学
』（
二
〇
〇
九
年
九
月 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
／
下
山
晴
彦 

編
著
『
教
育
心
理
学
Ⅱ　

発
達
と
臨
床
援
助
の
心
理
学
』

一
九
九
八
年
五
月 

東
京
大
学
出
版
会
）
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注
注 
注
注
に
同
じ

注
注0 
山
下
主
一
郎 

編
『
イ
メ
ー
ジ
・
シ
ン
ボ
ル
事
典
』（
一
九
八
四
年
三
月 

大
修
館
書
店
）

注
注注 

後
藤
聡
子
「『
み
づ
う
み
』
に
お
け
る
受
動
的
自
己
」（『
川
端
文
学
へ
の
視
界
』　

二
〇
〇
一
年
六
月　

銀
の
鈴
社
）

注
注注 

河
合
隼
雄
『
影
の
現
象
学
』（
一
九
八
七
年
一
二
月　

講
談
社
）
で
は
、「
二
重
身

の
体
験
に
鏡
が
大
き
い
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

注
注注 

柴
山
雅
俊
『
解
離
性
障
害
─
「
う
し
ろ
に
誰
か
が
い
る
」
の
精
神
病
理
」』

（
二
〇
〇
七
年
九
月 

筑
摩
書
房
）

注
注注 

カ
ト
リ
ン
・
ア
ス
パ
ー 

著 

老
松
克
博 
訳
『
自
己
愛
障
害
の
臨
床
─
見
捨
て
ら

れ
と
自
己
疎
外
─
』（
二
〇
〇
一
年
一
月 
創
元
社
）

注
注注 

ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト 

著 

成
田
善
弘
・
根
本
真
弓 
訳
『
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
著
作
集
注 

赤

ん
坊
と
母
親
』
一
九
九
三
年
一
月
岩
崎
学
術
出
版
社
）

注
注注 

中
藤
信
哉
「
心
理
療
法
に
お
け
る
居
場
所
と
い
う
視
点
」（『
京
大
臨
床
シ
リ
ー
ズ

注0　

心
理
療
法
に
お
け
る
「
私
」
と
の
出
会
い
─
心
理
療
法
・
表
現
療
法
の
本

質
を
問
い
直
す
』 

二
〇
一
四
年
四
月 

創
元
社
）

注
注注 

黒
崎
峰
孝
「『
み
づ
う
み
』
論
（
下
）」（「
論
究
」
第
七
号　

一
九
八
四
年
一
二
月　

論
究
の
会
）

注
注注 

河
合
隼
雄
『
影
の
現
象
学
』（
一
九
八
七
年
一
二
月　

講
談
社
）

　

本
論
の
作
品
引
用
は
す
べ
て
『
川
端
康
成
全
集
』
第
十
八
巻
（
一
九
八
〇

年
三
月 

新
潮
社
）
に
よ
り
、
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。

（
は
な
ざ
わ　

さ
き
の　

二
〇
一
六
年
日
文
卒
）


