
「
物
語
の
女
」
研
究

i
片
山
廣
子
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
一

山

崎

麻
 
由
 
美

 
堀
辰
雄
は
「
物
語
の
女
」

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

（「

ｶ
藝
春
秋
」
昭
和
九
年
十
月
中
に
つ
い
て
次
の

 
『
物
語
の
女
』
は
そ
の
間
に
、
唯
一
度
、
も
う
す
っ
か
り
自
分
の
抜
け
出

し
た
や
う
に
見
え
る
最
初
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
静
か
に
そ
れ
を
見
つ
め
る

や
う
な
機
會
を
與
へ
ら
れ
た
と
き
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
私

が
自
分
自
身
で
は
な
い
幹
事
の
裡
に
自
分
を
置
い
て
書
か
う
と
試
み
た
最
初

の
作
品
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
（
新
潮
社
版
「
聖
家
族
」
序
）
（
註
①
）

 
こ
こ
に
い
う
〈
最
初
の
人
生
〉
が
「
物
語
の
女
」
の
背
景
と
考
え
ら
れ
る
。

堀
辰
雄
の
〈
最
初
の
人
生
〉
は
、
大
正
十
三
年
の
夏
の
軽
井
沢
に
始
ま
る
。
詩

人
室
生
犀
星
、
作
家
芥
川
龍
之
介
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
の
翻
訳
家
と
し
て
名

高
い
松
村
み
ね
子
（
片
山
廣
子
）
と
娘
総
子
ら
と
の
交
流
は
、
堀
の
文
学
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。
特
に
、
片
山
廣
子
、
総
子
と
の
出
会
い
は
、
〈
こ
の
村

で
の
敷
年
前
の
彼
女
た
ち
と
の
花
や
か
な
交
際
の
思
ひ
出
、
こ
と
に
こ
の
村
で

の
彼
女
た
ち
と
の
最
初
の
漱
ば
し
い
出
會
ひ
〉
（
『
美
し
い
村
』
）
と
、
堀
の
中
で

は
印
象
付
け
ら
れ
て
お
り
、
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
書
〔
、
「
聖
家
族
」
、
「
物
語
の
女
」

か
ら
、
「
菜
穗
子
」
、
「
楡
の
家
」
ま
で
続
く
、
母
と
娘
の
モ
チ
ー
フ
と
の
重
要

な
関
わ
り
を
も
つ
。

 
「
物
語
の
女
」
が
、
芥
川
龍
之
介
、
片
山
廣
子
、
そ
の
娘
総
子
を
モ
デ
ル
と

し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

堀
辰
雄
は
、
な
ぜ
、
片
山
廣
子
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
思
わ
れ
る
三
村
夫
人
を
主

人
公
と
し
、
「
物
語
の
女
」
を
書
い
た
の
か
。
芥
川
龍
之
介
の
晩
年
の
恋
人
と

い
わ
れ
、
〈
才
力
の
上
に
も
格
岡
で
き
る
女
〉
（
註
②
）
と
ま
で
、
芥
川
に
書
か

し
め
た
片
山
廣
子
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。
本
人
の
手
に
よ
る

年
譜
を
こ
こ
に
挙
げ
る
。

大明明明年
正治長治譜
 二二＿  （ 十十十註
五二九一③
年年年年）

東
京
麻
布
に
温
ま
る
。
埼
玉
縣
の
人
吉
田
二
郎
の
長
女
。

佐
佐
木
信
綱
の
門
に
入
り
作
歌
に
志
す
。

新
潟
縣
の
人
片
山
貞
次
郎
と
結
婚
。

歌
集
「
窮
翠
」
を
出
版
。
同
年
ご
ろ
よ
り
鈴
木
大
拙
夫
人
ビ
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「
物
語
の
女
」
研
究

片
山
廣
子
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
ー



ア
ト
リ
ス
指
導
の
も
と
に
初
め
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
學
に
親

し
み
、
爾
志
松
村
み
ね
子
の
名
を
以
て
翻
課
を
事
と
し
、
次

第
に
歌
か
ら
離
れ
た
。

 
片
山
廣
子
に
つ
い
て
は
、
大
正
五
年
の
項
に
あ
る
く
松
村
み
ね
子
の
名
を
以

て
翻
心
を
事
と
し
〉
と
い
う
翻
訳
家
と
し
て
の
活
動
が
、
多
く
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
女
は
佐
々
木
信
綱
を
中
心
と
す
る
短
歌
雑
誌
コ
心

の
花
し
に
、
雅
文
、
新
体
詩
、
歌
、
訳
文
を
数
多
く
発
表
し
て
い
る
。
芥
川
の

作
品
や
書
簡
か
ら
、
芥
川
龍
之
介
の
晩
年
の
恋
人
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ

う
だ
が
、
表
現
者
片
山
廣
子
を
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

 
大
正
十
四
年
、
芥
川
龍
之
介
、
片
山
廣
子
と
と
も
に
過
ご
し
た
軽
井
沢
の
夏

は
、
堀
辰
雄
の
文
学
に
何
を
残
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
正
十
四
年
の
夏
を
軽
井

沢
で
過
ご
し
た
堀
は
、
義
父
上
條
松
吉
に
多
く
の
書
簡
を
書
き
送
っ
て
い
る
が
、

後
年
、
堀
自
ら
の
手
で
父
へ
の
手
紙
が
整
理
さ
れ
た
と
き
に
附
さ
れ
た
「
『
父

へ
の
手
紙
』
」
の
メ
モ
に
当
時
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

「
父
へ
の
手
紙
」
の
メ
モ

○
そ
の
夏
輕
井
澤
に
來
た
人
達

 
室
生
犀
星
、
芥
川
龍
之
介
、
松
村
み
ね
子
一
家
、
萩
原
朔
太
郎
妹
さ
ん
二
人
、

 
小
穴
隆
一
、
佐
々
木
茂
索
、
ふ
さ

○
芥
川
龍
之
介
「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
倦
怠
、
越
し
人
歌
「
越
し
人
」

○
片
山
廣
子
「
日
中
」

 
夏
の
末
、
片
山
夫
人
令
嬢
、
芥
川
さ
ん
と
一
緒
に
ド
ラ
イ
ヴ
し
た
折
の
作

○
堀
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
書
〔
は
こ
の
夏
の
こ
と
を
主
材
し
て
美
化
し
て
小
説

 
化
し
た
も
の

 
こ
の
メ
モ
か
ら
、
芥
川
龍
之
介
と
片
山
廣
子
が
大
正
十
四
年
の
軽
井
沢
の
夏

に
欠
か
せ
な
い
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
巻
。
作
家
森
於
菟
彦
を
め

ぐ
っ
て
、
未
亡
人
で
あ
る
三
村
夫
人
と
そ
の
娘
菜
穗
子
と
の
微
妙
な
三
角
関
係

が
、
三
村
夫
人
の
手
記
と
い
う
形
を
と
っ
て
描
か
れ
て
い
る
「
物
語
の
女
」
の

中
に
は
、
そ
の
夏
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま

ず
、
「
物
語
の
女
」
の
内
容
で
重
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
、
芥
川
龍
之
介
、
片

山
廣
子
の
伝
記
的
事
実
と
照
合
し
て
み
よ
う
。

三
村
夫
人
が
未
亡
人
で
あ
る
こ
と

・
さ
う
し
て
や
っ
と
私
た
ち
の
生
活
も
樂
に
な
り
ほ
っ
と
一
息
つ
い
た
か
と
思

 
ふ
と
、
こ
ん
ど
は
お
前
の
お
父
様
が
お
倒
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
お

 
前
の
兄
の
征
雄
が
十
八
で
お
前
が
十
五
の
と
き
で
あ
っ
た
。
（
「
物
語
の
女
」
）

・
明
治
三
十
二
年
五
月
以
降
夏
片
山
貞
次
郎
と
結
婚
。
明
治
三
十
三
年
六
月
三

 
日
、
長
男
達
吉
生
ま
れ
る
。
明
治
四
十
年
八
月
二
日
、
長
女
総
子
生
ま
れ
る
。

大
正
九
年
≡
月
十
四
日
片
山
貞
次
郎
死
去
。
 
（
片
山
廣
子
年
譜
）
（
註
④
）

森
於
菟
彦
と
三
村
夫
人
の
散
歩
の
場
面

・
私
た
ち
は
と
う
と
う
村
は
つ
れ
の
岐
れ
の
道
ま
で
來
た
。
（
略
）
あ
た
か
も

 
私
た
ち
が
そ
れ
を
待
ち
で
も
し
て
み
た
か
の
や
う
に
、
美
し
い
虹
が
か
す
か

 
に
見
え
だ
し
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

・
芥
川
龍
之
介
書
簡
大
正
十
三
年
八
月
十
九
日
 
輕
井
澤
か
ら
 
室
生
犀
星
宛

 
け
ふ
片
山
さ
ん
と
「
つ
る
や
」
主
人
と
追
分
へ
行
っ
た
非
常
に
落
ち
つ
い
た

 
村
だ
つ
た
北
國
街
道
と
東
山
道
と
の
分
れ
る
庭
へ
來
た
ら
美
し
い
虹
が
出
た
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森
於
菟
彦
か
ら
の
手
紙

・
然
し
こ
の
頃
の
氣
も
ち
は
反
っ
て
再
び
二
十
四
五
に
な
っ
た
や
う
な
、
何
や

 
ら
課
の
分
か
ぬ
充
奮
を
感
じ
て
み
る
位
で
す
。

 
殊
に
あ
の
村
は
つ
れ
で
御
一
緒
に
美
し
い
虹
を
仰
い
だ
と
き
は
、
本
當
に
こ

 
れ
ま
で
何
や
ら
行
き
詰
ま
っ
て
み
た
や
う
で
暗
澹
と
し
て
み
た
私
の
氣
も
ち

 
も
急
に
開
け
だ
し
た
や
う
な
、
氣
が
し
ま
し
た
。
（
略
）
あ
の
折
、
私
は
或

 
る
自
叙
傅
風
な
小
説
の
ヒ
ン
ト
ま
で
得
ま
し
た
。
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

・
芥
川
龍
之
介
書
簡
大
正
十
三
年
八
月
十
九
日
 
 
小
穴
隆
一
宛

 
僕
は
短
篇
を
一
つ
し
か
書
か
ず
、
無
暗
に
本
を
よ
ん
で
み
る
し
か
し
も
う
一

 
事
事
五
才
に
な
っ
た
や
う
に
興
奮
し
て
み
る
 
事
に
よ
る
と
時
候
の
せ
み
か

．
も
知
れ
な
い
。
事
に
よ
る
と
、
何
か
書
け
る
か
も
知
れ
な
い

森
於
菟
彦
が
三
村
夫
人
に
送
っ
た
恋
愛
詩

・
二
月
の
末
、
森
さ
ん
が
そ
の
年
に
な
っ
て
か
ら
初
め
て
の
お
手
紙
を
下
さ
つ

 
た
。
（
略
）
そ
れ
に
何
か
雑
誌
の
切
り
抜
き
の
や
う
な
も
の
を
同
封
さ
れ
て

 
み
た
（
略
）
或
る
年
上
の
女
に
與
へ
ら
れ
た
一
聯
の
懸
愛
詩
の
や
う
な
も
の

 
で
あ
っ
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

・
芥
川
龍
之
介
「
越
び
と
」
（
旋
頭
歌
二
十
五
首
）
「
明
星
」
大
正
十
四
年
三
月

 
 
む
ら
ぎ
も
の
わ
が
こ
こ
ろ
知
る
人
の
懸
し
も
。

 
 
み
雪
ふ
る
越
路
の
ひ
と
は
わ
が
こ
こ
ろ
知
る
。

 
 
ひ
た
ぶ
る
に
昔
く
や
し
も
、
わ
が
ま
か
ず
し
て
、

 
 
垂
乳
根
の
母
と
な
り
け
む
、
軽
く
や
し
も
。
（
「
越
し
び
と
」
よ
り
二
首
）

 
以
上
の
事
柄
か
ら
も
「
物
語
の
女
」
の
中
に
は
、
芥
川
の
作
品
、
書
簡
な
ど

の
影
響
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

「
物
語
の
女
」
研
究

片
山
廣
子
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
i

二

 
片
山
廣
子
は
、
軽
井
沢
で
過
ご
し
た
夏
に
つ
い
て
、
何
か
書
き
残
し
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。
藤
田
福
夫
氏
作
成
の
「
片
山
廣
子
年
譜
」
（
註
④
）
に
よ
れ

ば
大
正
十
一
年
十
月
号
の
「
心
の
花
」
に
「
輕
井
澤
に
あ
り
て
」
（
歌
十
二
首
）

を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
後
昭
和
五
年
ま
で
翻
訳
を
中
心
に
活
動
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
六
年
九
月
に
「
片
山
廣
子
集
」
（
共
篇
）
が

編
ま
れ
、
そ
の
中
に
堀
が
「
『
父
へ
の
手
紙
』
」
の
メ
モ
に
書
き
残
し
た
、
「
日
中
」

を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
谷
田
昌
平
氏
が
〈
「
物
語
の
女
」
の
大

正
十
四
年
の
夏
に
当
る
筒
所
に
、
片
山
廣
子
の
「
日
申
」
の
歌
に
詠
ま
れ
た
状

況
や
雰
囲
気
を
織
り
こ
ん
だ
部
分
が
あ
る
〉
（
註
⑤
）
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
日
中
」
を
読
ん
で
い
く
と
「
物
語
の
女
」
の
内
容
と
類
似
す
る
歌
が
多
く
有

る
の
が
わ
か
る
。
こ
の
「
日
中
」
は
、
片
山
廣
子
の
第
二
歌
集
『
野
に
住
み
て
』

（
註
⑥
）
の
中
の
「
輕
井
澤
に
あ
り
て
」
（
大
正
十
四
年
i
昭
和
二
十
年
目
に

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
（
信
濃
追
分
に
て
）
と
い
う
こ
と
ば
が
付
け
加
え
ら
れ

て
い
る
。
「
日
中
」
馳
の
歌
に
該
当
す
る
「
物
語
の
女
」
の
本
文
を
挙
げ
て
み
る
。

・
か
げ
も
な
く
し
樹
き
路
か
な
信
濃
な
る
追
分
の
み
ち
わ
か
れ
め
に
來
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
日
中
」
）

・
わ
れ
ら
三
人
影
も
お
と
さ
ぬ
日
中
に
立
っ
て
清
水
の
な
が
れ
を
見
て
を
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
日
中
」
）

し
か
し
丁
度
日
ざ
か
り
で
、
砂
の
白
く
乾
い
た
道
の
上
に
は
私
た
ち
の
影
は

ほ
と
ん
ど
落
ち
な
い
位
だ
つ
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

・
日
の
照
り
の
い
ち
め
ん
に
お
も
し
路
の
う
へ
の
馬
糞
に
う
ご
く
青
き
蝶
の
む
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れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
日
中
」
）

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
馬
糞
が
光
っ
て
み
た
。
さ
う
し
て
そ
の
上
に
は
い
く
つ
も

の
小
さ
な
蝶
が
む
ら
が
っ
て
み
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

・
さ
び
し
さ
に
歴
さ
れ
て
人
は
眼
を
あ
は
す
も
ろ
こ
し
の
葉
の
ま
ひ
る
の
ひ
か

り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
日
中
」
）

私
た
ち
は
と
き
ど
き
道
ば
た
に
立
ち
止
ま
っ
て
、
去
年
と
同
じ
唐
黍
畑
だ
の

豆
畑
だ
の
を
指
し
な
が
ら
、
さ
び
し
さ
う
な
笑
顔
を
見
せ
あ
っ
た
り
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

・
お
の
お
の
は
言
ふ
こ
と
な
く
て
眺
め
た
り
村
の
な
か
よ
り
ひ
る
の
鐘
鳴
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
日
中
」
）

暫
く
の
間
、
私
た
ち
は
お
互
の
こ
と
を
忘
れ
合
っ
た
や
う
に
、
獣
っ
て
立
ち

 
つ
く
し
て
み
た
。
そ
の
と
き
村
の
中
か
ら
正
午
を
知
ら
せ
る
鐘
の
音
が
く
っ

き
り
と
聞
こ
え
て
き
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

・
友
だ
ち
ら
別
れ
む
と
し
て
草
の
な
か
の
ひ
る
が
ほ
の
花
を
み
つ
け
た
る
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
日
中
」
）

そ
ん
な
氣
が
し
な
が
ら
、
私
は
ぼ
ん
や
り
と
私
た
ち
の
足
も
と
に
た
っ
た
一

輪
ぽ
っ
か
り
と
う
す
紅
い
花
が
咲
い
て
み
る
の
を
見
つ
め
て
み
た
。
私
は
誰

と
い
ふ
こ
と
も
な
し
に
「
書
顔
…
…
」
と
さ
さ
や
い
た
や
う
な
氣
が
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

し
て
挙
げ
て
み
る
。

B
我
さ
き
に
死
な
ば
さ
び
し
く
お
は
さ
む
と
わ
か
き
日
の
わ
れ
は
言
ひ
け
る
も

 
の
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
一
年
を
経
て
」
）

，
・
實
の
と
こ
ろ
、
私
は
そ
の
時
ま
で
お
父
様
の
方
が
お
先
き
立
ち
な
さ
れ
よ
う

 
と
は
想
像
だ
に
し
て
る
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
若
い
頃
な
ど
は
、
私
が
先
に

 
死
ん
で
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
お
父
様
は
ど
ん
な
に
お
淋
し
い
こ
と
だ
ら
う
と
、

 
そ
の
こ
と
ば
か
り
云
ひ
暮
ら
し
て
み
た
程
で
あ
っ
た
。
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

B
イ
タ
リ
ヤ
の
古
城
に
似
た
る
さ
び
し
さ
の
中
に
住
む
か
な
わ
が
わ
か
き
子
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
一
年
を
経
て
」
）

・
そ
の
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
、
古
い
城
の
中
に
で
も
住
ん
で
み
る
や
う
な
寂
し
さ

 
が
、
私
た
ち
に
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
て
來
た
。
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

B
生
き
て
あ
れ
ば
の
ぞ
み
も
あ
り
と
お
ほ
せ
つ
る
そ
の
言
葉
さ
へ
む
な
し
と
お

 
も
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
コ
年
を
経
て
L
）

・
お
父
様
が
お
亡
く
な
り
な
さ
る
前
に
、
私
に
向
っ
て
「
生
き
て
み
た
ら
お
前

 
に
も
ま
た
何
か
の
希
望
が
出
よ
う
」
と
嘉
し
や
ら
れ
た
お
言
葉
も
、
さ
う
い

 
ふ
私
に
は
た
だ
空
虚
な
も
の
と
し
か
思
へ
な
み
で
い
た
。
 
（
「
物
語
の
女
」
）
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「
日
中
」
の
他
に
も
「
片
山
廣
子
集
」
に
収
め
ら
れ
た
中
に
、
「
物
語
の
女
」

の
内
容
と
類
似
す
る
歌
を
多
く
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
第
一
歌
集

『
輩
翠
』
（
註
⑦
）
、
第
二
歌
集
『
野
に
住
み
て
』
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が

い
え
る
。
『
非
刑
翠
』
を
A
、
「
片
山
廣
子
集
」
を
B
、
『
野
に
住
み
て
』
を
C
と

A
山
羊
の
子
は
流
の
ふ
ち
の
桑
の
葉
も
は
み
飽
き
た
る
か
我
に
よ
り
来
る

・
流
れ
の
ふ
ち
で
桑
の
葉
な
ど
を
食
べ
て
み
た
山
羊
の
仔
も
、
私
た
ち
の
姿
を

 
見
る
と
人
な
つ
こ
さ
う
に
近
よ
っ
て
き
た
。
 
 
引
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）



お
も
ひ
で
の
駿
河

 
わ
が
忍
な
く
な
り
し
大
正
九
年
に
は
常
の
ご
と
く
輕
井
澤
に
避
暑
す
る
学
力

も
な
く
心
身
よ
わ
り
て
あ
り
し
を
、
人
の
す
す
め
に
よ
り
御
殿
場
に
ゆ
き
て
七

月
八
月
を
過
ご
し
ぬ
。
記
憶
す
で
に
う
す
ら
ぎ
て
わ
が
世
の
事
と
も
お
ぼ
え
ず
、

た
だ
そ
の
夏
の
富
士
を
か
す
か
に
思
ひ
出
で
て

C
山
百
合
の
あ
ま
り
に
ほ
へ
ば
戸
を
あ
け
て
暗
や
み
の
中
に
香
を
流
し
や
る

・
「
ま
あ
、
山
百
合
が
よ
く
に
ほ
ひ
ま
す
こ
と
」

 
す
る
と
、
あ
の
方
も
ベ
ッ
ド
か
ら
降
り
て
い
ら
し
つ
て
、
お
前
の
と
な
り
に

 
お
立
ち
に
な
っ
た
。

 
「
私
は
ど
う
も
そ
れ
を
嗅
い
で
み
る
と
頭
痛
が
し
て
く
る
ん
で
す
」

 
「
お
母
さ
ん
も
、
百
合
の
に
ほ
ひ
は
お
嫌
ひ
よ
」

 
「
お
母
さ
ん
も
ね
…
…
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

A
何
を
見
る
き
の
ふ
も
今
日
も
を
と
と
ひ
も
此
窓
に
椅
り
う
つ
ら
う
つ
ら
と

・
こ
の
二
三
日
で
、
ほ
ん
た
う
に
す
っ
か
り
秋
め
い
て
來
て
し
ま
っ
た
。
朝
な

 
ど
、
か
う
し
て
窓
ぎ
は
に
一
人
き
り
で
何
ん
と
い
ふ
こ
と
な
し
に
物
思
ひ
に

耽
っ
て
み
る
と
、
向
う
の
雑
木
林
の
間
か
ら
こ
れ
ま
で
は
ぼ
ん
や
り
と
し
か

 
見
え
な
か
っ
た
山
々
の
躾
ま
で
が
一
つ
一
つ
く
っ
き
り
見
え
て
く
る
や
う

 
に
、
過
ぎ
去
っ
た
日
々
の
と
り
と
め
の
な
い
思
ひ
出
が
、
そ
の
微
細
な
も
の

・
ま
で
私
に
思
ひ
出
さ
れ
て
く
る
や
う
な
氣
が
す
る
。
が
、
そ
れ
は
そ
ん
な
氣

 
も
ち
の
す
る
だ
け
で
、
私
の
う
ち
に
は
た
だ
、
何
と
も
云
ひ
や
う
の
な
い
悔

 
い
の
や
う
な
も
の
が
湧
い
て
く
る
ば
か
り
だ
。
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

「
物
語
の
女
」
研
究
 
-
片
山
廣
子
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
一

A
わ
が
の
ぞ
み
稲
妻
は
し
る
遠
空
に
見
つ
と
覚
え
て
又
や
み
に
な
る

・
日
暮
れ
ど
き
な
ど
、
南
の
方
で
し
き
り
な
し
に
影
青
が
す
る
。
音
も
な
く
。

 
私
は
ぼ
ん
や
り
と
頬
杖
を
つ
い
て
、
少
女
の
頃
よ
く
さ
う
す
る
癖
が
あ
っ
た

 
や
う
に
窓
硝
子
に
自
分
の
額
を
押
し
つ
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
飽
か
ず
に
眺
め

 
て
る
る
。
痙
攣
的
に
目
た
た
き
を
し
て
み
る
、
蒼
ざ
め
た
一
つ
の
顔
を
硝
子

 
の
向
う
に
浮
べ
な
が
ら
…
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

B
八
月
の
空
氣
の
な
か
に
一
と
こ
ろ
わ
が
心
の
ま
は
り
暗
き
か
げ
あ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
は
じ
め
て
六
里
が
原
に
あ
そ
ぶ
」
）

・
そ
の
日
か
ら
と
い
ふ
も
の
、
私
は
あ
の
方
が
私
の
ま
は
り
に
お
賢
げ
に
な
つ

 
た
、
見
知
ら
な
い
、
な
ん
と
な
く
胸
苦
し
い
や
う
な
雰
園
氣
の
な
か
に
暮
ら

 
し
だ
し
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

B
静
脈
の
を
ぐ
ろ
く
見
ゆ
る
ほ
そ
き
手
を
ひ
と
り
な
が
む
る
日
ぐ
れ
な
り
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
閑
居
」
）

・
あ
あ
、
一
ぺ
ん
に
と
・
し
が
と
っ
て
し
ま
へ
る
も
の
な
ら
…
…

 
そ
ん
な
こ
と
を
半
ば
夢
み
な
が
ら
、
私
は
こ
の
日
頃
、
す
こ
し
前
よ
り
も
痩

 
せ
、
静
脈
の
い
く
ぶ
ん
浮
き
だ
し
て
き
た
自
分
の
手
を
し
げ
し
げ
と
見
守
つ

 
て
る
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

B
蜘
蛛
か
ろ
く
風
に
ふ
か
れ
て
落
ち
て
來
ぬ
わ
が
ま
な
さ
き
に
長
く
い
と
ひ
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
大
森
の
う
た
」
）

・
が
、
さ
う
し
て
い
つ
ま
で
も
う
つ
け
た
や
う
に
、
か
す
か
に
揺
れ
動
い
て
ゐ

 
る
梢
を
見
上
げ
て
み
る
と
、
い
き
な
り
私
の
眼
の
前
に
、
蜘
蛛
が
長
く
糸
を
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ひ
き
な
が
ら
落
ち
て
き
て
、
私
を
び
っ
く
り
さ
せ
た
り
し
た
。
（
「
物
語
の
女
」
）

A
ひ
と
と
せ
の
あ
る
一
時
の
わ
が
迷
ひ
く
り
返
し
見
る
ま
ば
た
き
の
ひ
ま

・
 
 
や
っ
と
そ
れ
ら
し
い
自
動
車
が
猛
烈
な
埃
り
を
上
げ
な
が
ら
飛
ん
で
來

 
た
。
そ
の
隠
り
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
私
た
ち
は
い
そ
い
で
道
ば
た
の
中
へ

 
は
ひ
っ
た
。
さ
う
し
て
私
た
ち
は
そ
の
ま
ま
草
の
中
に
お
互
に
さ
も
疲
れ
た

 
や
う
な
顛
つ
き
を
し
な
が
ら
突
つ
立
っ
て
る
た
。
私
は
そ
の
瞬
間
、
去
年
矢

 
張
か
う
し
て
こ
こ
に
あ
の
方
と
拉
ん
で
立
っ
て
る
た
あ
の
時
か
ら
ず
っ
と
そ

 
の
ま
ま
立
ち
飽
け
て
み
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
、
さ
う
し
て
そ
の
間
私
は

 
限
り
な
く
長
い
夢
を
見
つ
づ
け
て
み
た
の
で
は
な
い
か
し
ら
と
云
ふ
氣
が
ふ

 
と
し
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
物
語
の
女
」
）

 
こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
そ
の
一
つ
め
は
、
片

山
廣
子
の
歌
集
の
中
で
「
物
語
の
女
」
の
内
容
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
の
は
「
片
山
廣
子
集
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
歌
集
は
昭
和
六
年

九
月
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
堀
が
「
物
語
の
女
」
の
執
筆
よ
り
以

前
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
可
能
性
が
あ
る
。
次
に
は
、
第
一
歌
集
『
非
刑
翠
』

は
内
容
の
面
よ
り
も
三
村
夫
人
の
内
面
や
微
妙
な
心
の
動
き
を
創
造
す
る
上
で

影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
、
内
容
が
必
ず
し
も
合

致
す
る
と
は
い
え
な
い
が
、
心
の
不
安
定
さ
、
女
と
し
て
の
迷
い
を
表
現
し
て

い
る
部
分
に
お
い
て
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
『
窮
翠
』
の
序
に
佐
々
木
信
綱
が
、
片
山
廣
子
の
こ
と
ば
を
挙
げ
て
い
る
。

自
分
の
歌
は
、
た
く
み
を
捨
て
て
、
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
感
じ
た
も
の

で
あ
り
た
い
。
そ
し
て
其
感
じ
を
普
通
の
人
と
共
に
分
か
つ
も
の
で
あ
り
た

い
。
其
た
め
に
は
、
美
し
い
狭
い
詩
歌
の
境
を
未
練
気
な
く
離
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
が
自
分
の
近
頃
切
に
感
じ
て
み
る
点
で
あ
る
。
併
し
な
が

ら
、
こ
の
弱
翠
の
歌
の
中
に
は
、
現
在
の
こ
の
見
地
を
目
標
と
し
て
見
れ
ば
、

捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
も
沢
山
あ
る
。
そ
れ
を
捨
て
な
か
っ
た
の
は
、

た
と
へ
多
少
の
た
く
み
の
交
っ
た
作
で
あ
っ
て
も
、
狂
熱
と
理
智
と
の
争
の

濃
き
陰
影
を
印
し
て
居
る
点
に
於
い
て
、
最
も
強
く
自
分
を
現
は
し
た
も
の

で
、
自
分
の
身
の
半
身
の
如
く
な
つ
か
し
く
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
覚
め

ん
と
し
て
覚
め
得
ざ
る
心
の
姿
、
真
面
目
な
る
女
の
内
的
生
活
の
記
録
の
一

片
、
新
し
き
道
に
出
る
記
念

 
堀
は
『
窮
翠
』
の
中
に
、
こ
こ
に
い
う
《
狂
熱
と
理
智
と
の
争
の
濃
き
陰
影
〉

を
、
《
覚
め
ん
と
し
て
覚
め
得
ざ
る
心
の
姿
V
を
見
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

片
山
廣
子
自
身
が
い
う
〈
最
も
強
く
自
分
を
現
は
し
た
も
の
〉
、
〈
自
分
の
身
の

半
身
の
如
く
な
つ
か
し
く
思
は
れ
た
〉
も
の
を
、
堀
も
ま
た
受
け
と
め
た
の
で

あ
ろ
う
。
『
蕩
翠
』
の
中
に
は
、
迷
い
、
夢
、
闇
な
ど
、
自
身
の
内
面
の
揺
れ
、

苦
脳
を
う
た
っ
た
歌
が
多
く
あ
る
。
そ
し
て
、
「
物
語
の
女
」
の
内
容
を
想
起

さ
せ
る
も
の
と
し
て
挙
げ
た
歌
に
も
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
A
何
を
見
る
き
の
ふ
も
今
日
も
を
と
と
ひ
も
此
窓
に
誤
り
う
つ
ら
う
つ
ら

と
」
は
、
時
間
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
と
し
て
物
思
い
に
沈

ん
だ
様
子
。
「
A
わ
が
の
ぞ
み
稲
妻
は
し
る
遠
空
に
見
つ
と
覚
え
て
又
や
み
に

な
る
」
は
、
稲
妻
の
一
瞬
の
き
ら
め
き
、
そ
の
稲
妻
の
よ
う
に
一
瞬
間
に
あ
ら

わ
れ
た
の
ぞ
み
。
し
か
し
そ
の
の
ぞ
み
も
稲
妻
の
よ
う
に
空
の
闇
に
消
え
、
自

分
の
心
の
闇
に
葬
ら
れ
て
し
ま
う
。
「
A
ひ
と
と
せ
の
あ
る
一
時
の
わ
が
迷
ひ
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く
り
返
し
見
る
ま
ば
た
き
の
ひ
ま
し
も
、
あ
る
一
時
の
迷
い
が
一
瞬
間
に
よ
み

が
え
る
、
迷
い
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
、
こ
の
よ
う
な
「
狂
熱
と
理
智
と
の
争
の

濃
き
陰
影
」
を
、
「
覚
め
ん
と
し
て
覚
め
得
ざ
る
心
の
姿
」
を
「
物
語
の
女
」

で
あ
る
三
村
夫
人
の
性
情
と
し
て
描
い
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
か
ら
、
「
鎌
倉
文
庫
版
『
菜
穗
子
』
あ
と
が
き
」
（
註
⑧
）
に
い
う
〈
老

境
に
入
ら
う
と
す
る
前
の
、
一
婦
人
の
、
物
静
か
な
、
品
よ
く
く
す
ん
だ
感
じ

の
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
氣
も
ち
〉
も
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

〈
ロ
マ
ネ
ス
ク
〉
に
つ
い
て
（
池
内
輝
雄
氏
は
〈
堀
の
常
套
句
と
も
言
え
る
も

の
で
、
心
理
の
屈
折
を
意
味
す
る
言
葉
〉
と
捉
え
、
〈
森
の
愛
を
受
け
と
め
か

ね
て
苦
悩
す
る
三
村
失
人
の
つ
つ
ま
し
や
か
で
し
か
も
陰
影
に
富
ん
だ
愛
の
心

理
を
描
き
だ
す
こ
と
〉
が
「
物
語
の
女
」
の
中
心
主
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
註
⑨
）
〈
ロ
マ
ネ
ス
ク
〉
と
い
う
言
葉
の
本
来
の
意
味
は
、
辞
典
的
な
解
説

を
加
え
れ
ば
、
小
説
の
よ
う
に
、
数
奇
で
あ
っ
た
り
情
熱
的
で
あ
っ
た
り
す
る

さ
ま
。
小
説
的
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
意
味
か
ら
〈
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
氣
も
ち
〉

を
、
事
実
と
虚
構
の
入
り
交
じ
っ
た
気
持
ち
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

の
三
村
夫
人
の
現
実
と
虚
構
に
揺
れ
る
心
情
が
、
『
窮
理
』
の
歌
を
手
が
か
り

に
し
て
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 
森
か
ら
の
好
意
を
い
く
ぶ
ん
物
語
り
め
か
し
て
解
釈
す
る
三
村
夫
人
。
物
事

を
〈
理
性
〉
か
ら
感
じ
と
る
は
ず
の
玉
菜
穗
子
が
、
し
か
し
、
森
と
三
村
夫
人

の
微
妙
な
愛
の
交
わ
り
を
一
番
敏
感
に
感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
村
夫

人
の
手
記
に
は
森
か
ら
示
さ
れ
る
好
意
以
上
の
感
情
と
、
そ
れ
を
敏
感
に
感
じ

と
る
菜
穗
子
の
嫉
妬
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
森
や
菜

穗
子
の
様
子
は
、
す
べ
て
三
村
夫
人
の
心
情
の
う
え
で
は
事
実
で
あ
っ
て
も
、

第
三
者
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
事
実
と
想
像
を
交
え
た
散
文
、
所
謂
《
物
語
》
な

「
物
語
の
女
」
研
究

片
山
廣
子
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
一

の
で
あ
る
。
そ
の
手
記
に
は
森
や
菜
穗
子
が
与
え
た
以
上
の
苦
悩
を
自
ら
の
な

か
に
抱
え
、
自
身
の
作
る
《
物
語
V
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
く
三
村
夫
人
の
姿

も
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
三
村
夫
人
の
迷
い
の
姿
を

受
け
て
、
〈
理
性
〉
に
優
る
菜
穗
子
が
女
性
と
し
て
の
感
情
に
目
覚
め
て
い
く
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
れ
て
は
い
な
い
。
〈
置
戸
へ
行

っ
て
い
ら
し
た
の
〉
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
三
村
夫
人
に
認
識
さ
れ
る
に
留

ま
る
。

三

 
再
び
堀
辰
雄
に
お
け
る
〈
最
初
の
人
生
〉
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
〈
こ

の
私
の
少
年
時
の
幸
福
な
思
ひ
出
と
言
へ
ば
そ
の
殆
ど
全
部
が
此
庭
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
み
る
や
う
な
高
原
〉
（
『
美
し
い
村
』
）
で
の
思
い
出
は
、
幸
福
な
だ

け
で
は
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
芥
川
龍
之
介
の
死
に
よ
る
。
芥
川
は
〈
僕

の
眼
を
「
死
人
の
眼
を
閉
ぢ
る
」
や
う
に
静
か
に
あ
け
て
く
れ
ま
し
た
〉
（
「
芥

川
龍
之
介
論
」
）
と
堀
は
い
う
。
そ
の
〈
眼
〉
が
開
い
た
と
き
堀
の
〈
最
初
の

人
生
〉
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
別
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
芥
川
の

死
が
、
瞳
れ
の
眼
で
見
つ
め
て
い
た
片
山
廣
子
ら
を
、
芥
川
を
失
っ
た
と
い
う

苦
悩
を
分
か
つ
人
と
し
て
見
つ
め
だ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
苦
悩
が
、
彼
ら
に
ど

ん
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
、
自
分
の
受
け
た
苦
悩
と
共
に
見
つ
め
だ
し
た
の
で

あ
る
。
〈
最
初
の
人
生
〉
の
裏
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
し
み
。
芥
川
の
片
山
廣

子
へ
の
恋
愛
の
感
情
、
そ
れ
に
気
づ
き
な
が
ら
も
ど
う
と
も
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
片
山
廣
子
の
苦
悩
。
母
と
芥
川
の
微
妙
な
感
情
に
気
づ
い
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
娘
総
子
、
彼
ら
と
の
交
流
に
〈
花
や
か
さ
〉
、
〈
幸
福
〉
を
感
じ
て
い
た
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少
年
堀
辰
雄
。
少
年
時
の
幸
福
な
思
い
出
は
、
芥
川
の
死
を
通
し
て
見
つ
め
た

と
き
別
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
芥
川
の
死
が
、
各
人
が
心
の
な
か
に
秘

め
て
い
た
想
い
を
意
識
の
上
に
昇
ら
せ
た
。

 
「
或
阿
呆
の
一
生
」
や
芥
川
の
遺
書
に
ま
で
語
ら
れ
る
「
越
び
と
」
、
「
相
聞
」

を
眼
に
し
た
と
き
、
堀
は
芥
川
の
片
山
廣
子
へ
の
く
恋
愛
〉
を
確
信
し
た
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
堀
に
と
っ
て
は
芥
川
と
片
山
廣
子
と
の
恋
愛
と
も
と
れ
る
微
妙

な
結
び
つ
き
と
、
自
身
と
総
子
と
の
関
係
を
〈
最
初
の
人
生
〉
の
中
で
ど
の
よ

う
に
位
置
付
け
る
か
が
一
つ
の
課
題
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
自
身

と
総
子
と
の
関
係
を
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
傷
書
」
、
「
聖
家
族
」
を
通
し
て
、
〈
自

分
自
身
を
は
っ
き
り
識
ら
う
と
す
る
〉
た
め
に
、
「
小
説
の
こ
と
な
ど
」
で
語

る
《
私
小
説
》
的
方
法
で
書
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
モ
オ
リ
ア
ッ

ク
の
「
作
家
と
作
中
人
物
」
は
、
〈
私
は
い
ま
ま
で
好
い
氣
に
な
っ
て
自
分
自

身
の
物
語
、
或
ひ
は
そ
れ
に
似
た
も
の
ば
か
り
書
い
て
き
た
私
自
身
が
す
こ
し

腹
立
し
い
く
ら
ゐ
〉
、
〈
今
の
ま
ま
で
は
、
も
う
に
つ
ち
も
さ
つ
ち
も
行
け
な
く

な
っ
て
み
る
〉
（
「
小
説
の
こ
と
な
ど
」
）
、
こ
と
を
自
覚
さ
せ
、
「
物
語
の
女
」

の
執
筆
時
に
お
い
て
、
堀
は
小
説
家
と
し
て
の
方
法
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
側
か
ら
見
つ
め
て
い
た
芥
川
、
片
山
廣
子
、
娘
総

子
を
、
〈
自
分
自
身
で
は
な
い
配
物
の
裡
に
自
分
を
置
い
て
書
か
う
と
試
み
た
〉

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
〈
或
物
〉
と
し
て
芥
川
の
愛
が
向
け
ら
れ
た
片
山
廣
子

を
選
び
、
そ
こ
か
ら
憧
れ
と
苦
痛
を
と
も
な
っ
た
〈
最
初
の
人
生
〉
を
見
つ
め

な
お
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
試
み
は
、
後
の
王
朝
も
の
へ
と
引
き
継
が
れ
、

『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
道
綱
母
に
〈
自
分
を
苦
し
め
た
男
を
い
ま
は
反
っ
て
見

下
ろ
し
て
る
ら
れ
る
や
う
な
、
心
の
状
態
〉
（
「
七
つ
の
手
紙
」
）
を
与
え
、
「
か

げ
ろ
ふ
の
日
記
」
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
、
つ
い
で
、
『
更
級
日
記
』
の
作
者
菅

原
孝
標
娘
は
〈
日
本
の
女
の
誰
で
も
が
も
っ
て
み
る
夢
の
純
粋
さ
、
そ
の
夢
を

夢
と
知
っ
て
し
か
も
な
ほ
夢
み
つ
つ
、
最
初
か
ら
冷
め
の
姿
態
を
と
っ
て
人
生

を
受
け
容
れ
よ
う
と
す
る
、
そ
の
生
き
方
の
素
直
さ
〉
（
「
章
々
記
」
）
を
持
つ

女
と
し
て
「
嬢
捨
」
に
描
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

 
「
物
語
の
女
」
に
お
け
る
三
村
夫
人
の
〈
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
氣
も
ち
〉
は
、
堀

の
人
物
造
型
と
と
も
に
モ
デ
ル
で
あ
る
片
山
廣
子
自
身
が
、
そ
の
よ
う
な
性
質

を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
堀
は
《
狂
熱
と
理
智
と
の
争
の
濃
き
陰
影
〉

を
、
《
覚
め
ん
と
し
て
覚
め
得
ざ
る
心
の
姿
》
を
、
片
山
廣
子
の
歌
か
ら
読
み

取
っ
た
の
で
あ
る
。
片
山
廣
子
と
、
彼
女
に
惹
か
れ
た
芥
川
龍
之
介
ら
と
共
に

過
ご
し
た
ひ
と
夏
の
想
い
出
を
、
堀
は
片
山
廣
子
と
彼
女
の
歌
を
用
い
、
歌
か

ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
心
理
を
膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
片
山
廣
子
の
裡
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
、
〈
最
初
の
人
生
〉
を
〈
静
か

に
見
つ
め
〉
、
そ
れ
を
小
説
化
し
た
の
で
あ
る
。
「
物
語
の
女
」
は
、
確
か
に
芥

川
龍
之
介
、
片
山
廣
子
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

は
彼
ら
の
伝
記
的
事
実
を
そ
の
ま
ま
描
い
た
の
で
は
な
く
、
芥
川
、
片
山
の
残

し
た
書
簡
、
作
品
を
、
作
家
堀
辰
雄
が
独
自
に
解
釈
、
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
も
片
山
廣
子
も
そ
れ
ぞ
れ
の
手
で
大
正
十
三
年
、
十
四
年
の
軽
井

沢
の
夏
を
書
き
残
し
た
。
そ
し
て
、
堀
辰
雄
も
自
身
の
見
た
も
の
、
感
じ
た
こ

と
を
芥
川
、
片
山
の
手
に
よ
っ
た
作
品
を
媒
介
に
し
て
作
品
化
し
た
。
そ
こ
に

見
ら
れ
る
の
は
、
片
山
廣
子
の
伝
記
的
事
実
と
歌
を
、
そ
の
現
実
と
虚
構
を
〈
ロ

マ
ネ
ス
ク
〉
化
し
た
《
物
語
の
女
V
三
村
夫
人
の
迷
い
の
姿
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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