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一
、
は
じ
め
に

本
稿
は
、
近
代
日
本
の
少
年
少
女
小
説
に
示
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
つ
い

て
、
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
筆
者
は
、「
少
女
」
期
の
「
規
範
」
を

明
ら
か
に
す
る
目
的
で
、
修
身
教
科
書
や
、
医
科
学
の
言
説
と
い
っ
た
権
威
的
な

資
料
を
分
析
し
て
き
た
。
ま
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
「
規
範
」
の
流
布
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
少
女
雑
誌
や
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
少
女
小
説
を
事
例
に
分
析

し
て
き
た
。
時
期
は
、
主
に
、
明
治
か
ら
大
正
期
と
し
て
き
た
。

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
目
的
に
引
き
続
く
も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
の
は
じ

め
か
ら
一
〇
年
代
に
考
察
時
期
を
広
げ
、
ま
た
少
年
小
説
を
分
析
に
加
え
、
少
女

小
説
と
の
比
較
を
試
み
る
。
対
象
と
す
る
作
家
は
、
戦
前
の
代
表
的
な
少
年
小
説

の
書
き
手
と
し
て
一
般
に
評
価
を
得
て
い
る
佐
藤
紅
緑
と
し（

１
）、

少
年
小
説
か
ら
は

「
あ
あ
玉
杯
に
花
う
け
て
」、
少
女
小
説
か
ら
は
「
夾
竹
桃
の
花
咲
け
ば
」
と
す
る
。

ま
た
、
分
析
に
際
し
て
は
、
主
人
公
の
人
生
の
転
機
と
な
る
地
点
で
用
い
ら
れ
た

「
格
言
」（
簡
潔
に
人
生
の
真
理
や
機
微
を
述
べ
、
処
世
の
訓
戒
と
な
る
よ
う
な
言

葉
。
多
く
は
昔
の
聖
人
、
偉
人
、
学
者
な
ど
が
言
い
残
し
た
も
の
。
金
言（

２
）。）
に

注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

二
、
分
析
対
象
と
方
法

二

－

一
、
少
年
少
女
小
説
並
び
に
少
年
少
女
雑
誌
に
つ
い
て

本
稿
が
、
少
年
少
女
小
説
を
考
察
す
る
の
は
、
大
人
が
求
め
る
子
ど
も
の
理
想

的
あ
り
方
が
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、「
格
言
」
に
注
目
す

る
の
は
、
理
想
的
な
子
ど
も
観
が
端
的
に
、
そ
し
て
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
る
。

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
小
説
が
描
く
世
界
は
表
象
で
あ
っ
て
現
実
で
は
な
い
。
だ

が
、
私
た
ち
が
言
語
資
源
を
学
ぶ
の
は
、
実
際
の
言
葉
づ
か
い
を
通
し
て
で
は
な

く
、「
小
説
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、
映
画
、
広
告
、
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
な
ど
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
会
話
」
か
ら
だ
と
い
う（

３
）。

分
析
対
象
と
す
る
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
『
少
年

倶
楽
部
』（
一
九
一
四（
大
正
三
）年
創
刊
）
お
よ
び
そ
の
兄
妹
誌
『
少
女
倶
楽
部
』

（
一
九
二
三（
大
正
一
二
）年
創
刊
）
で
あ
る
。『
少
年
倶
楽
部
』
は
、
昭
和
の
は
じ

め
か
ら
一
〇
年
代
初
頭
に
お
い
て
、
圧
倒
的
な
発
行
部
数
を
誇
り
、
一
九
三
六（
昭

和
一
一
）年
一
月
号
は
七
五
万
部
で
あ
っ
た
と
い
う（

４
）。
ま
た
兄
妹
雑
誌
と
し
て
、

九
年
遅
れ
て
創
刊
さ
れ
た
『
少
女
倶
楽
部
』
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
五
〇
万
部

近
い
発
行
部
数
（
最
高
部
数
は
、
一
九
三
七
年
新
年
号
の
四
九
万
二
、〇
〇
〇
部
）
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だ
っ
た
と
さ
れ
る（

５
）。『

少
年
倶
楽
部
』
は
、
地
方
の
少
年
を
特
に
読
者
対
象
と
し

て
重
視
し
た
雑
誌
で
あ
り
、
こ
れ
は
社
長
野
間
清
治
を
は
じ
め
、
大
日
本
雄
弁
会

講
談
社
に
参
加
し
た
多
く
の
人
が
、
地
方
農
村
の
貧
し
い
小
学
校
教
師
で
あ
っ
た

こ
と
に
よ
る（

６
）。

一
九
二
一（
大
正
一
〇
）年
か
ら
一
九
三
二（
昭
和
七
）年
ま
で
編
集

長
の
座
に
あ
っ
た
加
藤
謙
一
は
、「
東
京
あ
た
り
の
雑
誌
は
文
学
者
が
作
っ
て
い

る
の
は
間
違
い
だ
。
教
育
者
が
作
る
べ
き
だ
。
そ
し
て
出
来
れ
ば
日
本
中
の
子
供

に
教
育
者
が
作
っ
た
雑
誌
を
よ
ま
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
考
え
、
雑
誌
記
者

に
な
る
た
め
に
東
京
に
上
京
し
た
も
の
の
、「
ど
こ
の
雑
誌
社
で
も
大
学
の
文
科

出
で
な
け
れ
ば
使
っ
て
く
れ
」
ず
、
講
談
社
だ
け
は
「
社
長
も
大
学
を
出
て
い
な

い
し
学
歴
を
問
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
試
験
を
受
け
一
九
二
一（
大
正
一
〇
）

年
に
採
用
さ
れ
た（

７
）。『

少
年
倶
楽
部
』
の
編
集
方
針
の
骨
子
は
「
学
校
教
育
を
補
」

う
こ
と
に
あ
り
、
た
だ
し
、「
児
童
自
ら
が
進
ん
で
愉
快
に
読
む
」
行
為
の
中
で

な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、「
面
白
く
読
む
中
に
、
知
ら
ず
識
ら
ず
或
る
種
類
の
教
育

を
受
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
社
長
の
野
間
清
治
は
捉
え
て

い
た（

８
）。『

少
年
倶
楽
部
』
が
、
ど
の
よ
う
な
少
年
を
育
も
う
と
意
図
し
た
の
か
は
、

以
下
の
野
間
の
言
葉
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。

雑
誌
を
以
て
こ
の
精
神
教
育
を
助
け
て
み
た
い
。
或
い
は
忍
耐
と
か
、
或

い
は
勇
気
と
か
、
或
い
は
恭
謙
と
か
、
或
い
は
感
恩
と
か
、
種
々
な
る
徳
育

に
力
を
尽
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
我
等
は
、
徳
育
を
中
心
信
条
と
し
て
「
偉
大
な
る
人
」
に
な
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
標
榜
し
て
少
年
に
対
し
よ
う
と
思
う
。
こ
れ
を
本

心
と
し
、
骨
髄
と
し
た
い
と
思
う（

９
）。

三
、
少
年
少
女
小
説
の
梗
概

こ
こ
で
、
本
稿
が
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
少
年
少
女
小
説
の
梗
概
を
示
す）

（1
（

。

三
−

一
、
佐
藤
紅
緑
の
少
年
小
説

「
あ
あ
玉
杯
に
花
う
け
て
」（『
少
年
倶
楽
部
』
一
九
二
七（
昭
和
二
）年
五
月
―

一
九
二
八（
昭
和
三
）年
四
月
）

青
木
千
三
こ
と
チ
ビ
君
は
、
埼
玉
県
浦
和
町
に
育
っ
た
少
年
で
、
父
は
亡
く
、

母
と
共
に
、
貧
し
い
豆
腐
屋
で
あ
る
伯
父
の
家
に
引
き
取
ら
れ
、
家
業
を
手
伝
っ

て
い
る
。
亡
く
な
っ
た
父
親
は
、
元
々
は
資
産
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政
党
運

動
に
熱
中
し
た
た
め
、
財
産
を
手
放
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
千
三
の
家
で

あ
っ
た
と
い
う
豪
邸
も
、
今
で
は
人
の
手
に
渡
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

母
親
に
、
い
つ
か
立
派
な
家
を
建
て
て
あ
げ
た
い
と
千
三
は
願
っ
て
い
る
。
ま
た
、

千
三
は
学
業
優
秀
で
、
小
学
校
で
は
常
に
一
番
だ
っ
た
も
の
の
、
経
済
的
な
事
情

か
ら
中
学
に
進
学
で
き
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
不
遇
な
環
境
に
あ
る
千
三
を
、
助
役

の
息
子
の
阪
井
や
医
師
の
息
子
手
塚
は
暴
行
や
暴
言
を
浴
び
せ
追
い
詰
め
る
。
し

か
し
、
中
学
生
と
い
う
違
う
境
遇
と
な
っ
て
も
、
変
わ
ら
ぬ
態
度
で
千
三
を
励
ま

す
、
柳
光
一
と
い
う
友
人
も
い
る
。
貧
し
い
中
で
私
塾
に
通
い
、
塾
の
教
師
で
あ

る
黙
々
先
生
に
教
え
導
か
れ
、
ま
た
黙
々
塾
の
先
輩
安
場
や
友
人
の
励
ま
し
の
も

と
、
苦
学
を
重
ね
、
第
一
高
等
学
校
の
入
学
を
果
た
す
。

三

−

二
、
佐
藤
紅
緑
の
少
女
小
説

「
夾
竹
桃
の
花
咲
け
ば
」（『
少
女
倶
楽
部
』
一
九
三
〇（
昭
和
五
）年
七
月
―

一
九
三
一（
昭
和
六
）年
六
月
）

主
人
公
の
照
子
の
実
母
は
、
旅
先
で
娘
を
産
む
と
す
ぐ
に
亡
く
な
っ
た
。
旅
先

で
実
母
と
知
り
合
っ
た
井
原
夫
妻
は
、
ア
メ
リ
カ
に
居
る
と
い
う
照
子
の
父
に
、

手
紙
を
送
る
が
何
の
返
事
も
な
い
。
母
を
亡
く
し
、
父
の
行
方
も
知
れ
な
い
照
子

を
引
き
取
っ
た
井
原
夫
妻
は
、
実
子
の
信
子
と
分
け
隔
て
な
く
育
て
る
。
照
子
は
、

養
父
の
百
助
と
養
母
の
お
浜
が
実
の
両
親
で
あ
り
、
信
子
と
は
双
子
の
姉
妹
だ
と

信
じ
て
育
つ
。
行
方
も
生
死
も
不
明
だ
っ
た
実
父
は
、
長
年
の
苦
労
の
末
、
ア
メ

リ
カ
で
石
油
を
掘
り
当
て
巨
万
の
富
を
築
く
こ
と
に
成
功
す
る
。
実
父
が
日
本
に

帰
国
し
た
の
は
、
照
子
が
生
ま
れ
て
か
ら
、
十
年
以
上
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ

た
。
照
子
は
、
実
父
と
継
母
康
子
の
元
で
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
継
母
康
子

は
実
の
母
も
か
く
や
と
い
う
ほ
ど
、
照
子
の
教
育
に
心
血
を
注
ぐ
。
新
し
い
家
族

と
馴
染
も
う
と
、
気
苦
労
を
重
ね
る
照
子
に
、
さ
ら
な
る
試
練
が
襲
う
。
実
父
の

事
業
が
失
敗
し
、
会
社
の
再
興
の
目
的
か
ら
父
は
再
び
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
。
日
本
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に
残
さ
れ
た
照
子
と
継
母
は
、
い
つ
帰
る
と
も
知
れ
ぬ
父
を
待
ち
、
照
子
は
学
校

も
や
め
、
日
々
の
食
事
に
も
事
欠
く
貧
し
い
生
活
に
耐
え
る
。
や
が
て
父
は
ア
メ

リ
カ
か
ら
帰
国
し
、
会
社
は
持
ち
直
す
。
照
子
は
何
不
自
由
の
な
い
裕
福
な
生
活

に
戻
る
こ
と
が
で
き
、
学
校
に
も
再
び
通
う
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
少
年
小
説
「
あ
あ
玉
杯
に
花
受
け
て
」
に
見
る
格
言　

梗
概
で
示
し
た
通
り
、
千
三
は
貧
し
い
境
遇
で
苦
労
を
重
ね
て
い
る
。
父
は
お

ら
ず
、
母
と
共
に
伯
父
の
家
に
身
を
寄
せ
、
子
ど
も
な
が
ら
厳
し
い
労
働
に
耐
え

て
い
る
。
小
学
校
時
代
か
ら
変
わ
ら
ぬ
友
情
を
寄
せ
て
く
れ
る
友
人
柳
光
一
も

い
る
が
、
彼
を
侮
辱
す
る
少
年
達
の
行
為
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
悪
質
で
あ
る
。

千
三
は
、
苦
労
を
重
ね
て
「
暗
い
憂
鬱
」
に
よ
り
「
心
を
閉
ざ
し
」
て
行
く）

（（
（

。

千
三
は
絶
望
の
中
で
次
の
よ
う
に
歎
息
す
る
。

「
い
く
ら
働
い
て
も
御
飯
が
食
べ
ら
れ
な
い
の
だ
、
働
か
な
い
方
が
い
い
、

死
ん
で
し
ま
う
方
が
い
い
、
僕
な
ぞ
は
生
き
て
る
資
格
が
な
い
の
だ
、
路
傍

の
蛙
の
よ
う
に
人
に
踏
ま
れ
て
へ
た
ば
っ
て
し
ま
う
の
だ

）
（1
（

」

そ
の
千
三
を
救
う
の
は
、
私
塾
の
師
匠
黙
々
先
生
こ
と
篠
原
浩
蔵
で
あ
る
。

黙
々
先
生
は
、
千
三
に
知
識
だ
け
で
な
く
、
希
望
と
誇
り
を
与
え
る
。
黙
々
塾
で

学
問
に
励
み
、
千
三
は
第
一
高
等
学
校
へ
の
入
学
を
果
た
す
。

つ
ま
り
、
黙
々
先
生
と
の
出
会
い
こ
そ
が
、
千
三
の
人
生
を
変
え
る
転
機
な
の

で
あ
る
。
記
念
す
べ
き
入
塾
の
日
に
、
黙
々
先
生
は
、『
大
学
』
か
ら
引
用
し
、「
湯

の
盤
の
銘
に
曰
く
、
苟
に
日
に
新
に
せ
ば
、
日
日
に
新
に
し
又
日
に
新
に
せ
ん
」

と
語
っ
て
聞
か
せ
る）

（1
（

。
そ
の
意
味
を
問
わ
れ
た
千
三
は
、「
毎
日
毎
日
御
湯
へ
入
っ

て
新
し
く
な
れ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
」
と
推
測
し
た
と
こ
ろ
、
黙
々
先
生
は
概
ね

合
っ
て
い
る
こ
と
を
称
賛
し
、「
人
間
は
毎
日
顔
を
洗
い
口
を
嗽
い
で
我
が
身
を

新
に
す
る
如
く
、
其
の
心
を
も
毎
日
毎
日
洗
い
浄
め
て
新
な
気
持
に
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ん
、
と
こ
う
い
う
の
だ
」
と
解
説
す
る）

（1
（

。

し
か
し
、
千
三
の
「
暗
い
憂
鬱
」
は
簡
単
に
は
、
浄
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

塾
に
通
い
学
問
に
励
む
こ
と
で
、
一
旦
は
前
向
き
な
気
持
ち
へ
と
な
っ
て
い
く
の

だ
が
、
し
ば
ら
く
し
て
、
千
三
の
母
親
が
病
気
に
な
り
、
治
療
費
を
工
面
す
る
の

に
も
苦
心
す
る
こ
と
に
な
る
。
困
窮
す
る
千
三
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
の
が
、
医

者
の
息
子
手
塚
で
あ
る
。
手
塚
は
、
泥
で
汚
れ
た
野
球
の
球
を
豆
腐
桶
に
入
れ
、

千
三
の
売
る
豆
腐
を
駄
目
に
す
る
。
其
の
場
面
を
次
に
引
用
す
る
。

手
塚
は
こ
う
言
っ
て
自
分
で
溝
泥
の
中
か
ら
球
を
撮
み
上
げ
、
い
き
な
り

千
三
の
桶
の
中
で
球
を
洗
っ
た
。

「
そ
れ
は
困
り
ま
す
」
と
千
三
は
訴
え
る
様
に
言
っ
た
。

「
豆
腐
代
を
払
っ
た
ら
文
句
が
な
い
だ
ろ
う
」

手
塚
は
笑
っ
て
奥
へ
引
込
ん
だ
。

「
待
て
ッ
」
と
千
三
は
呼
止
め
よ
う
と
し
た
が
、
じ
っ
と
下
唇
を
噛
ん
だ
。

「
今
手
塚
と
喧
嘩
を
す
れ
ば
母
の
薬
を
貰
う
事
が
出
来
な
く
な
る
」

彼
の
眼
か
ら
熱
い
涙
が
湧
き
出
た
。
人
間
の
貴
重
な
食
料
品
！
其
の
桶
の

中
に
溝
泥
に
ま
み
れ
た
球
を
突
込
ん
で
洗
う
な
ん
て
余
り
の
乱
暴
で
あ
る
。

だ
が
貧
乏
の
悲
し
さ
、
彼
と
争
う
事
は
出
来
な
い

）
（1
（

。

千
三
の
悔
し
さ
は
、
手
塚
の
横
柄
な
態
度
や
侮
辱
的
な
言
葉
だ
け
に
依
る
の
で

は
な
い
。
手
塚
の
住
む
豪
邸
は
、
元
々
は
千
三
の
生
ま
れ
た
家
で
、
経
済
的
な
困

難
に
よ
っ
て
手
放
し
た
も
の
だ
か
ら
一
層
理
不
尽
に
感
じ
る
。
泣
い
て
、
が
っ
か

り
し
て
、
千
三
は
次
の
よ
う
に
嘆
息
す
る
。

「
俺
と
伯
父
さ
ん
は
夜
の
眼
も
寝
ず
に
豆
腐
を
作
る
、
だ
が
そ
れ
を
食
う
も

の
は
金
持
ち
だ
、
作
っ
た
俺
達
の
口
に
入
る
の
は
其
の
余
り
か
す
の
雪
花
菜

だ
け
だ
、
学
問
は
止
め
よ
う

）
（1
（

」

こ
の
「
す
さ
ん
だ
心
持）

（1
（

」
に
喝
を
入
れ
る
の
は
、
黙
々
先
生
で
あ
る
。
黙
々
先

生
は
、
千
三
が
母
か
ら
も
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
、
自
身
の
祖
先
が
北
畠
顕
家
、

親
房
等
南
朝
の
忠
臣
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
偉
業
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、「「
祖
先
の
名
を
辱
し
め
な
い
よ
う
に
奮
発
す
る
か
」」
と
発
破
を
か
け
る）

（1
（

。

黙
々
先
生
は
、
さ
ら
に
塾
の
出
身
で
、
第
一
高
等
学
校
の
学
生
、
安
場
を
千
三
に
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引
き
合
わ
せ
る
。
安
場
も
貧
し
い
家
で
育
っ
た
が
、
黙
々
先
生
の
指
導
と
、
自
ら

の
努
力
に
よ
り
、
第
一
高
等
学
校
に
合
格
す
る
。
安
場
は
千
三
を
、「「
貧
乏
を
気

に
し
ち
ゃ
い
か
ん
ぞ
」」
と
励
ま
し）

（1
（

、
豆
腐
売
り
の
喇
叭
の
音
を
、
尊
い
、
勇
ま

し
い
と
賞
賛
す
る）

11
（

。
恩
師
や
先
輩
の
励
ま
し
に
よ
っ
て
、
千
三
は
誇
り
を
獲
得
し
、

こ
れ
に
よ
り
「
暗
い
憂
鬱
」
を
浄
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　五
、
少
女
小
説
「
夾
竹
桃
の
花
咲
け
ば
」
に
見
ら
れ
る
格
言

続
け
て
、
佐
藤
紅
緑
の
少
女
小
説
「
夾
竹
桃
の
花
咲
け
ば
」
に
つ
い
て
見
て
み

た
い
。

主
人
公
照
子
の
人
生
は
波
乱
万
丈
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
に
重
要
な
転
機
が
描

か
れ
て
い
る
の
は
「
光
と
暗
」
と
い
う
章
で
あ
る
。
よ
う
や
く
親
子
が
再
会
で
き

た
と
い
う
の
に
、
実
父
が
事
業
に
失
敗
し
た
こ
と
か
ら
、
再
び
実
父
は
単
身
ア
メ

リ
カ
に
渡
り
再
起
を
図
り
、
照
子
と
継
母
康
子
の
み
が
日
本
に
残
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
贅
沢
な
暮
ら
し
か
ら
う
っ
て
変
わ
っ
て
、
学
校
も
辞

め
て
、
貧
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
章
の
冒
頭
は
、
墨
子
の
教
え
を
解
説
し
始
ま
る
。

主
人
公
の
照
子
は
、
少
し
ず
つ
「
気
を
ひ
が
ま
せ
」、「
無
邪
気
」
で
「
純
良
」

な
「
心
に
汚
点
」
が
出
て
来
る
よ
う
に
な
る）

1（
（

。
こ
こ
で
、
次
の
よ
う
に
佐
藤
は
記

す
。　

　

昔
々
、
中
国
に
偉
い
学
者
が
あ
っ
た
。
そ
の
名
は
墨
子
で
あ
る
。
墨
子
は

或
時
白
い
絹
糸
を
見
て
涙
を
流
し
た
。
な
ぜ
お
泣
き
な
さ
い
ま
す
か
と
或
る

人
が
訊
い
た
。
す
る
と
墨
子
は
こ
う
答
え
た
。

「
こ
の
通
り
真
白
な
糸
が
、
染
め
よ
う
に
よ
っ
て
赤
く
も
な
れ
ば
黒
く
も
な

り
、
青
く
も
な
り
黄
色
に
も
な
る
か
と
思
う
と
私
は
悲
し
い
。
人
の
心
も
元

は
み
な
糸
の
よ
う
に
白
い
の
だ
。
悪
い
事
に
染
ま
る
か
ら
悪
人
に
な
る
、
だ

か
ら
よ
ほ
ど
気
を
つ
け
て
色
に
染
ま
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」特

に
少
女
の
心
は
絹
糸
よ
り
も
白
い
。
少
し
で
も
汚
な
い
も
の
に
ふ
れ
る

と
染
ま
っ
て
し
ま
う
。
染
ま
っ
た
糸
は
元
の
通
り
に
白
く
す
る
に
は
よ
ほ
ど

骨
を
折
ら
ね
ば
な
ら
ぬ）

11
（

。　　

継
母
は
、
有
名
な
理
学
博
士
の
娘
で
、
教
養
高
く
真
面
目
で
誠
実
で
あ
る
が
、

照
子
に
は
厳
し
す
ぎ
る
と
感
じ
ら
れ
る
時
が
あ
る
。
照
子
は
、
も
と
も
と
素
直
な

性
質
で
あ
り
、
継
母
に
反
抗
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
厳
格
さ
を
恐
れ
て
、
顔

色
を
う
か
が
い
、
嘘
や
隠
し
事
を
す
る
様
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
友
人
の
持
っ
て
い
る
お
も
ち
ゃ
と
同
じ
も
の
が
欲
し
く
て
も
、
欲

し
い
と
い
う
だ
け
で
、
叱
ら
れ
る
様
に
感
じ
、
言
い
出
せ
な
い
。
ま
た
、
女
中

は
慰
め
の
つ
も
り
で
、「「
本
当
の
母
親
で
な
い
と
、
ど
う
し
て
も
情
愛
が
薄
い
」」

と
照
子
に
語
る）

11
（

。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
照
子
は
継
母
は
自
分
を
憎
ん
で
い
る
と
思

い
込
み
、
恐
れ
る
様
に
な
る
。
こ
う
し
た
心
理
的
な
葛
藤
を
、
佐
藤
は
「
僻
み
」

と
捉
え
て
い
る
。

な
お
、
照
子
の
胸
の
「
僻
み
」
を
解
消
し
た
の
は
、
継
母
の
慈
愛
で
あ
る
。
大

方
の
家
財
を
手
放
し
、
粗
末
な
家
に
引
っ
越
し
て
か
ら
、
継
母
は
照
子
を
養
う
た

め
に
会
社
の
書
記
と
し
て
勤
め
る
よ
う
に
な
る
。
照
子
が
、
学
校
か
ら
帰
り
一
人

き
り
で
留
守
番
を
し
て
い
る
時
に
、
押
し
入
れ
を
開
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
照

子
の
蔵
書
が
一
冊
も
欠
か
さ
ず
並
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
箪
笥
を
空
け
る
と
、
継

母
の
衣
類
は
わ
ず
か
だ
が
、
照
子
の
も
の
は
ぎ
っ
し
り
入
っ
て
い
た
。

こ
の
時
、「
本
当
の
お
母
さ
ん
か
も
知
れ
な
い
」
と
感
じ
、「
母
の
慈
愛
に
涙
を

流
し
て
か
ら
照
子
の
胸
に
は
全
然
僻
み
が
消
え
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
り
、
継
母

の
愛
情
に
感
謝
す
る
よ
う
に
な
る）

11
（

。

六
、
少
年
小
説
と
少
女
小
説
の
相
違
点

二
つ
の
小
説
は
、
同
じ
作
家
の
作
品
だ
け
に
類
似
点
が
多
い
。
ま
ず
、
汚
れ
な

い
心
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
一
時
的
に
、「
す
さ
ん
だ
」

り
「
僻
み
」
が
生
じ
る
が
、
年
長
者
の
助
け
に
よ
り
健
や
か
に
回
復
し
、
あ
る
種

の
成
長
を
遂
げ
る
と
い
う
点
も
共
通
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
相
違
点
も
あ
る
。
黙
々
先
生
の
千
三
に
対
す
る
最
初
の
教
え
は
、「
其

の
心
を
も
毎
日
毎
日
洗
い
浄
め
て
新
な
気
持
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん）

11
（

」
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
少
年
」
の
心
は
「
浄
め
」
る
こ
と
が
基
本
的
に
で
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き
る
と
い
う
位
置
付
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、「
少
女
」
の
場
合
は
「
少
し
で
も
汚
な
い
も
の
に
ふ
れ
る
と
染
ま
っ
て

し
ま
う
。
染
ま
っ
た
糸
は
元
の
通
り
に
白
く
す
る
に
は
よ
ほ
ど
骨
を
折
ら
ね
ば
な

ら
ぬ）

11
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
汚
れ
か
ら
の
回
復
は
相
当
に
困
難
だ
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
「
少
年
」
と
「
少
女
」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

太
平
洋
戦
争
敗
戦
以
前
の
日
本
で
は
、
男
性
と
女
性
と
で
は
、
期
待
さ
れ
る
役

割
が
（
現
代
よ
り
も
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
）
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
少

年
」
と
「
少
女
」
に
、
期
待
さ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
も
（
現
代
よ
り
も
は
っ
き

り
と
し
た
形
で
）
異
な
っ
て
い
た
。「
少
年
」
は
将
来
、
平
時
に
は
労
働
し
、
戦

時
に
は
兵
士
と
し
て
従
軍
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
労
働
や
戦
闘
を
経
験
す
る

こ
と
で
、
そ
の
心
が
「
す
さ
ん
だ
」
と
し
て
も
、
男
性
と
し
て
生
き
る
限
り
は
避

け
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
打
た
れ
強
さ
や
不
屈
の
精
神
が
男
性
に
と
っ
て
美
質

と
な
る
。
ま
た
、
苦
難
に
遭
っ
て
も
「
す
さ
ん
だ
」
り
せ
ず
、
そ
の
心
を
浄
め
て

新
た
な
気
持
ち
と
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
方
、
中
産
階
級
の
女
性
は
基
本
的
に
は
家
庭
に
あ
っ
て
、
子
ど
も
を
産
み
育

て
、
労
働
に
よ
る
夫
の
疲
労
を
回
復
さ
せ
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

た
。
ま
た
、
結
婚
後
は
妻
と
し
て
母
と
し
て
、
家
庭
の
中
に
居
る 

―
す
な
わ
ち

良
妻
賢
母
役
割
を
果
た
す
― 

も
の
と
さ
れ
た）

11
（

。
階
級
に
よ
る
差
は
あ
る
も
の
の
、

男
性
は
公
的
、
女
性
を
私
的
と
す
る
性
別
役
割
分
業
が
基
本
と
さ
れ
た
。
社
会
に

出
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、「
少
女
」
の
理
想
的
な
あ
り
方
は
、
父
母

に
守
ら
れ
、
無
垢
に
汚
れ
な
く
育
つ
こ
と
だ
っ
た）

11
（

。

照
子
も
ま
た
、
教
育
熱
心
な
継
母
に
守
ら
れ
、
厳
格
に
育
て
ら
れ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
心
に
「
僻
み
」
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
時
に
、
主
人
公
の

心
を
正
す
導
き
手
に
、
同
性
の
大
人
が
選
ば
れ
て
い
る
。
千
三
の
苦
し
み
を
救
う

の
は
、
男
性
の
師
匠
と
先
輩
で
あ
る
。
照
子
を
救
う
の
は
継
母
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
年
長
者
の
助
け
を
経
て
、
困
難
を
克
服
し
て
い
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
少
女
小
説
「
夾
竹
桃
の
花
咲
け
ば
」
で
の
格
言
の
語
り
手
は
、

継
母
で
は
な
い
。
ま
た
作
中
の
ど
の
登
場
人
物
で
も
な
い
。「
昔
々
、
中
国
に
偉

い
学
者
が
あ
っ
た
。
そ
の
名
は
墨
子
で
あ
る
。
墨
子
は
或
時
白
い
絹
糸
を
見
て
涙

を
流
し
た）

11
（

」
と
、
全
知
視
点
の
語
り
に
よ
り
記
さ
れ
て
お
り
、
作
者
か
ら
読
者
に

対
す
る
教
え
と
も
読
み
取
れ
る
。
対
し
て
、
千
三
は
、
黙
々
先
生
に
直
接
教
え
を

受
け
て
い
る
。「
少
年
」
に
は
自
ら
の
力
で
自
己
を
正
す
と
い
う
、
主
体
性
を
期

待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
少
女
小
説
を
非
教
訓
的
な
メ
デ
ィ
ア
だ
と
捉
え
る
の
は
早
計
で
あ

る
。「
少
年
」
に
求
め
ら
れ
る
規
範
と
「
少
女
」
に
求
め
ら
れ
る
規
範
は
異
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。「
少
女
」
に
求
め
ら
れ
た
規
範
的
行
為
は
、
将
来
の
良
妻
賢

母
役
割
へ
と
連
動
し
、
自
我
を
抑
え
、
控
え
め
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
少
女
」
に
対
し
て
、
積
極
的
に
行
動
を
促
そ
う
と
す
る

わ
け
で
は
な
く
、
受
動
的
で
あ
る
こ
と
さ
え
も
、「
少
女
」
ら
し
い
こ
と
だ
っ
た
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、「
少
年
」
と
「
少
女
」
に
与
え
ら
れ
る
「
格
言
」
は
、

近
代
国
家
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
に
沿
っ
た
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
昭
和
の
初
め
か
ら
十
年
代
に
『
少
年
倶
楽
部
』
や
『
少
女

倶
楽
部
』
の
読
者
で
あ
っ
た
人
々
は
、
戦
後
の
日
本
社
会
を
築
き
現
代
日
本
の
礎

を
つ
く
り
上
げ
て
き
た
世
代
に
当
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
時
期
の
少
年
少
女

小
説
を
分
析
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
い
く
ら
絶
大
な
人
気
の
あ
る

作
家
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
佐
藤
紅
緑
の
み
で
は
昭
和
戦
前
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範

の
全
容
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
作
家
と
の
比
較
考
察
が
、
課
題
と
し
て
残

さ
れ
て
い
る
。

（
注
）

（
１
）　

佐
藤
紅
緑
に
対
す
る
、
同
時
代
の
読
者
の
支
持
に
つ
い
て
は
、
桑
原
三
郎

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
の
「
あ
あ
玉
杯
に
花
う
け
て
」
に
よ
っ
て
、『
少

年
倶
楽
部
』
の
部
数
が
、
三
〇
万
部
か
ら
四
五
万
部
に
増
え
た
こ
と
が
よ
く

示
し
て
い
る
（『
少
年
倶
楽
部
の
頃
―
昭
和
前
期
の
児
童
文
学
』
慶
應
通
信
、

一
九
八
七
年
、
一
一
一
頁
）。

（
２
）　

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
、
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編

『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
小
学
館　

二
〇
〇
〇
―
二
〇
〇
二
年
（
Ｊ
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Ｋ
公
開　

二
〇
〇
七
年
）

（
３
）　

中
村
桃
子
『〈
性
〉
と
日
本
語 

―
こ
と
ば
が
つ
く
る
女
と
男
』
日
本
放
送

出
版
協
会
、
二
〇
〇
七
年
、
三
二
頁
。

（
４
）　

加
藤
謙
一
『
少
年
倶
楽
部
時
代 

―
編
集
長
の
回
想
』
講
談
社
、
一
九
六
八

年
、
一
一
六
頁
。

（
５
）　

鈴
木
美
穂
「
少
女
倶
楽
部
」
岩
淵
宏
子
他
編
『
少
女
小
説
事
典
』
東
京
堂

書
店
、
二
〇
一
五
年
、
三
一
八
頁
。
な
お
、『
少
女
倶
楽
部
』
の
編
集
方
針
は
、

「
お
も
し
ろ
く
て
た
め
に
な
る
」
で
あ
り
、
後
述
す
る
兄
弟
雑
誌
『
少
年
倶

楽
部
』
と
骨
子
は
重
な
っ
て
い
る
（
同
前
）。

（
６
）　

佐
藤
忠
男
『
少
年
の
理
想
主
義
』
明
治
図
書
出
版
、
一
九
六
四
年
、

一
六
〇
頁
。

（
７
）　

同
前
、
一
六
一
頁
。

（
８
）　

加
藤
前
掲
書
、
一
六
頁
。
な
お
、
昭
和
戦
前
の
佐
藤
紅
緑
の
少
年
小
説
を
、

「
人
格
の
向
上
」
を
目
指
す
「
修
養
」
と
い
う
観
点
か
ら
取
り
上
げ
た
先
行

研
究
と
し
て
、
笹
生
真
奈
美
に
よ
る
「
佐
藤
紅
緑
少
年
小
説
研
究
―
「
あ
ゝ

玉
杯
に
花
う
け
て
」
か
ら
「
街
の
太
陽
」・「
満
潮
」
へ
」（『
立
正
大
学
大
学
院

日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
』
一
四
、二
〇
一
四
年
二
月
）
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
９
）　

加
藤
前
掲
書
、
一
七
頁
。

（
10
）　

本
稿
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、『
少
年
小
説
大
系　

一
六　

佐
藤
紅
緑
集
』

（
三
一
書
房
、
一
九
九
二
年
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。『
少
年
小
説
大
系
』
は

原
則
と
し
て
初
出
の
雑
誌
掲
載
の
も
の
に
準
拠
し
て
い
る
。

（
11
）　

佐
藤
紅
緑
「
あ
あ
玉
杯
に
花
う
け
て
」『
少
年
小
説
体
系　

一
六　

佐
藤

紅
緑
集
』
三
一
書
房
、
一
九
九
二
年
、
二
八
頁
。

（
12
）　

同
前
。

（
13
）　

同
前
、
六
九
頁
。

（
14
）　

同
前
。

（
15
）　

同
前
、
七
四
頁
。

（
16
）　

同
前
。

（
17
）　

同
前
、
七
五
頁
。

（
18
）　

同
前
、
七
六
頁
。

（
19
）　

同
前
、
八
一
頁
。

（
20
）　

同
前
、
八
四
頁
。

（
21
）　

佐
藤
紅
緑
「
夾
竹
桃
の
花
咲
け
ば
」『
少
年
小
説
大
系 

第
一
六
巻　

佐
藤

紅
緑
集
』
三
一
書
房
、
一
九
九
二
年
、
二
〇
九
頁
。

（
22
）　

同
前
。

（
23
）　

同
前
、
二
〇
七
頁
。

（
24
）　

同
前
、
二
一
八
頁
。

（
25
）　

佐
藤
前
掲
書
（
注
11
に
同
じ
）、
六
九
頁
。

（
26
）　

佐
藤
前
掲
書
（
注
21
に
同
じ
）、
二
〇
九
頁
。

（
27
）　

近
代
日
本
の
男
女
の
性
別
役
割
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
研
究
が
重
ね
ら
れ

て
い
る
。
深
谷
昌
志
『
良
妻
賢
母
主
義
の
教
育
』（
黎
明
書
房
、（
一
九
六
六
）

一
九
九
八
年
）、
小
山
静
子
『
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』（
勁
草
書
房
、

一
九
九
一
年
）、
若
桑
み
ど
り
『
皇
后
の
肖
像 

―
昭
憲
皇
太
后
の
表
象
と
女

性
の
国
民
化
』　
（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
等
が
あ
る
。
な
お
、
平
時
に

は
基
本
的
に
は
良
妻
賢
母
役
割
が
求
め
ら
れ
る
が
、
経
済
的
な
事
情
や
戦
時

等
に
、
女
性
も
労
働
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
若
桑
み
ど
り
『
戦

争
が
つ
く
る
女
性
像 

―
第
二
次
世
界
大
戦
下
の
日
本
女
性
動
員
の
視
覚
的

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、（
一
九
九
五
）
二
〇
〇
〇
年
）
に
詳

し
い
。「
夾
竹
桃
の
花
咲
け
ば
」
で
も
、
父
が
ア
メ
リ
カ
に
渡
航
し
不
在
と

な
り
、
生
活
の
た
め
に
継
母
と
娘
は
労
働
せ
ざ
る
得
な
く
な
る
。
こ
の
就
労

は
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
非
常
時
に
止
む
を
得
ず
行
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
特
例
と
い
う
扱
い
で
あ
る
。

（
28
）　
「
少
女
」
期
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
お
け
る
「
純
潔
」
の
持
つ
意
味
と
機

能
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『〈
少
女
〉
像
の
誕
生 

―
近
代
日
本
に
お
け
る
「
少

女
」
規
範
の
形
成
』（
新
泉
社
、
二
〇
〇
七
年
）
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
29
）　

佐
藤
紅
緑
前
掲
書
（
注
21
に
同
じ
）、
二
〇
九
頁
。

（
受
稿 
二
〇
二
一
年
九
月
三
十
日
、
受
理 

二
〇
二
一
年
十
一
月
十
日
）


