
吉
屋
信
子
『
花
物
語
』
論

｜
｜
中
原
淳
一
の
挿
絵
と
の
関
連
に
つ
い
て
｜
｜

森

山

祐

子

は
じ
め
に

吉
屋
信
子
の
『
花
物
語
』
は
、
少
女
小
説
の
代
表
作
と
し
て
有
名
で
あ

る
。
戦
前
の
日
本
の
少
女
小
説
と
い
え
ば
『
花
物
語
』
が
代
表
で
あ
り
、

ま
た
、
吉
屋
信
子
の
代
表
作
も
『
花
物
語
』
で
あ
る
と
さ
れ
続
け
て
き

た
。『
花
物
語
』
は
少
女
雑
誌
か
ら
誕
生
し
た
作
品
で
あ
り
、
戦
前
の
少

女
雑
誌
は
、
文
芸
雑
誌
や
総
合
雑
誌
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
特
色
を
持
っ

て
い
た
。
少
女
雑
誌
は
「
女
子
ど
も
」
の
読
み
物
で
あ
り
、
純
文
学
が
正

統
な
読
み
物
と
さ
れ
る
観
点
か
ら
は
低
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ

が
文
芸
雑
誌
や
総
合
雑
誌
が
持
ち
得
な
か
っ
た
少
女
雑
誌
の
特
色
は
今
日

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ

ら
が
後
年
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
ま
た
、

戦
前
の
少
女
雑
誌
は
今
日
の
少
女
マ
ン
ガ
誌
の
源
流
と
な
る
も
の
で
あ
る

と

注
１

さ
れ
、
挿
絵
や
写
真
な
ど
の
誌
上
に
お
け
る
視
覚
的
要
素
が
強
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
少
女
雑
誌
か
ら
生
ま
れ
た
少
女
小
説
は
、

雑
誌
の
影
響
を
強
く
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
雑
誌
と
小
説
が
密
接
な
関
係

に
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
少
女
小
説
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
『
花
物
語
』

も
、
少
女
雑
誌
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。

『
花
物
語
』
は
大
正
期
に
読
者
か
ら
絶
大
な
支
持
を
受
け
た
作
品
で
あ

る
が
、
吉
屋
信
子
自
身
は
そ
の
後
も
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
品
を
数
多
く
生
み

出
し
て
お
り
、
少
女
小
説
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
通
俗
小
説
で
も
活
躍
を
見

せ
た
。
吉
屋
の
作
品
の
中
に
は
、
映
画
化
や
ド
ラ
マ
化
が
行
わ
れ
、
ヒ
ッ

ト
作
と
な
っ
た
も
の
も
多
く
存
在
す
る
。
一
方
、『
花
物
語
』
は
あ
く
ま

で
吉
屋
信
子
の
作
家
と
し
て
の
活
動
の
先
駆
け
と
な
る
作
品
で
あ
る
。

『
花
物
語
』
に
限
ら
ず
、
戦
前
の
日
本
で
は
数
多
く
の
少
女
小
説
が
存
在

し
て
い
た
が
、
現
在
で
も
単
行
本
化
さ
れ
て
読
む
こ
と
の
で
き
る
少
女
小

説
は
僅
か
で
あ
る
。『
花
物
語
』
は
、
現
在
も
手
に
取
る
こ
と
の
で
き
る

数
少
な
い
作
品
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
り
、
い
ま
だ
に
単
行
本
化
さ
れ
版
を

重
ね
続
け
て
い
る
。

現
在
で
も
、
田
辺
聖
子
や
瀬
戸
内
寂
聴
な
ど
の
、
戦
前
に
『
花
物
語
』

を
読
ん
で
育
っ
た
作
家
や
、
嶽
本
野
ば
ら
の
よ
う
な
、
後
年
に
な
っ
て

『
花
物
語
』
を
読
ん
だ
作
家
が
『
花
物
語
』
へ
の
愛
着
を
語
っ
て

注
２

い
る
。
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こ
の
こ
と
か
ら
、『
花
物
語
』
の
人
気
が
発
売
当
初
だ
け
の
も
の
で
な
く
、

現
在
ま
で
続
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
花
物
語
』
は
戦

前
の
少
女
小
説
の
、
ま
た
吉
屋
信
子
の
代
表
作
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
現

在
で
も
伝
説
と
化
し
て
い
る
。
だ
が
、
実
際
に
そ
れ
は
『
花
物
語
』
の
本

文
の
み
に
対
す
る
評
価
で
あ
ろ
う
か
。『
花
物
語
』
が
今
日
ま
で
読
み
続

け
ら
れ
て
き
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
吉
屋
の
独
創
性
が
あ
げ
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
の
だ
ろ
う
か
。『
花
物
語
』
は
少
女

雑
誌
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
作
品
で
あ
り
、
読
者
に
と
っ
て
は
視
覚
的
要

素
｜
挿
絵
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
本
論
で
は
、
大
正
期
の
『
花

物
語
』
と
昭
和
期
の
『
花
物
語
』
を
区
別
し
て
考
え
、『
花
物
語
』
に
お

け
る
挿
絵
の
役
割
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

一

大
正
期
の
『
花
物
語
』
の
受
容

『
花
物
語
』
は
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
七
月
か
ら
大
正
十
三
（
一

九
二
四
）
年
に
か
け
て
「
少
女
画
報
」、
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
七

月
か
ら
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
三
月
に
か
け
て
「
少
女
倶
楽
部
」
誌

上
に
掲
載
さ
れ
た
。
吉
屋
信
子
は
ま
だ
連
載
開
始
当
時
は
一
般
的
な
知
名

度
は
な
く
、『
花
物
語
』
が
作
家
と
し
て
の
活
動
の
先
駆
け
と
な
る
作
品

で
あ
っ
た
。
大
正
五
年
に
初
め
て
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
『
花
物
語
』
は
、

当
初
七
回
の
予
定
で
連
載
し
て
い
た
が
、
読
者
の
支
持
に
よ
っ
て
そ
の
後

約
十
年
間
も
連
載
が
継
続
し
た
ほ
ど
、
人
気
の
高
い
作
品
と
な
っ
て
い

く
。
そ
の
後
『
花
物
語
』
は
長
期
に
わ
た
っ
て
単
行
本
が
出
版
さ
れ
続
け

る
。
最
初
に
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に
洛
陽
堂
か
ら
、
蕗
谷
虹
児
の

装
丁
に
よ
っ
て
単
行
本
が
出
版
さ
れ
た
（
図
１
）。
大
正
一
三
（
一
九
二

図１ 『花物語』単行本 洛陽堂版

図２ 『花物語』単行本

実業之日本社版
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四
）
年
に
は
交
蘭
社
か
ら
出
版
さ
れ
、
ま
た
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年

か
ら
発
売
さ
れ
た
『
吉
屋
信
子
全
集
』（
新
潮
社
）
に
も
『
花
物
語
』
は

収
録
さ
れ
た
。
そ
の
後
間
を
空
け
て
、
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
に
実

業
之
日
本
社
か
ら
中
原
淳
一
の
装
丁
・
挿
絵
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
る
（
図

２
）。
更
に
、
戦
後
、
昭
和
六
〇
（
一
九
八
五
）
年
に
実
業
之
日
本
社
刊

行
版
を
原
本
と
し
、
装
丁
も
原
本
に
な
ら
っ
た
単
行
本
が
国
書
刊
行
会
か

ら
出
版
さ
れ
、
平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
に
は
河
出
書
房
新
社
か
ら
文

庫
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
版
を
重
ね
、『
花
物
語
』

は
様
々
な
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
き
た
。

連
載
途
中
の
大
正
九
年
に
始
め
て
洛
陽
堂
か
ら
単
行
本
が
出
版
さ
れ
た

時
、
そ
れ
は
非
常
に
よ
く
売
れ
た
と
い
う
。
尾
崎
秀
樹
は
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

吉
屋
信
子
の
『
花
物
語
』
ほ
ど
よ
く
売
れ
た
少
女
小
説
は
な
い
。
現

在
で
も
な
お
形
を
変
え
て
版
を
重
ね
て
い
る
状
態
だ
か
ら
、
売
れ
た

と
過
去
形
で
書
く
の
は
当
を
得
て
い
な
い
く
ら
い
だ
。
╱
『
花
物

語
』
は
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
二
月
に
洛
陽
堂
（
東
京
市
麴
町
区

隼
町
二
〇
番
地
）
か
ら
出
版
さ
れ
、
短
時
日
の
う
ち
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と

版
を
重
ね
た
。
出
版
さ
れ
て
二
週
間
た
た
な
い
う
ち
に
再
版
が
出
、

翌
日
に
は
、
四
版
、
翌
々
月
に
は
五
版
、
九
年
秋
に
は
九
版
と
急
速

に
売
れ
足
を
の
ば
し
て
い
っ
た
。
╱
定
価
は
一
円
五
〇
銭
、
三
二
六

頁
の
小
型
本
で
、
い
か
に
も
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
瀟
洒
な
つ
く
り

だ
。
第
一
集
が
好
評
で
第
二
集
、
第
三
集
と
続
き
、
た
し
か
第
五
集

ま
で
出
た
と
思
う
が
、
第
三
集
以
後
の
分
に
つ
い
て
は
ま
だ
確
認
で

き
な
い
で
い
る
。
第
二
集
も
大
正
九
年
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
前
後

し
て
出
て
い
る
わ
け
だ
。
╱
（
中
略
）『
花
物
語
』
も
そ
れ
以
後
、

洛
陽
堂
の
ド
ル
箱
と
な

注
３

っ
た
。

こ
の
洛
陽
堂
版
は
「
瀟
洒
な
つ
く
り
」
で
は
あ
る
が
、
表
紙
に
は
絵
が

使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
口
絵
等
も
な
い
。
こ
の
当
時
の
人
気
は
『
花
物
語
』

本
文
に
対
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
大
正
期
の
読
者
に

人
気
を
得
た
点
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
で
、『
花
物
語
』
本
文
の

特
性
を
み
て
い
き
た
い
。

『
花
物
語
』
の
形
式
的
な
特
性
と
し
て
、
ま
ず
そ
の
独
特
な
文
体
が
挙

げ
ら
れ
る
。
美
文
体
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
は
、
大
正
期
少
女
雑
誌
の
読
者
投

稿
欄
の
文
体
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

注
４

い
る
。『
花
物
語
』

は
過
剰
な
ま
で
の
修
飾
表
現
や
情
景
描
写
に
満
ち
て
お
り
、
こ
の
文
体
ぬ

き
に
は
少
女
読
者
か
ら
人
気
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

『
花
物
語
』
は
修
飾
表
現
の
多
い
文
体
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
少
女
好
み
の
作
品
世
界
が
構
成
さ
れ
、
読
者
を
引
き
込
む
こ

と
に
成
功
し
た
。
さ
ら
に
、『
花
物
語
』
で
は
本
筋
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は

不
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
事
物
に
関
す
る
描
写
が
多
い
。
洋
服
や
小
物
、
花

や
情
景
な
ど
、
そ
れ
ら
を
細
か
く
描
い
て
い
く
こ
と
で
、
美
し
い
物
語
世

界
を
強
固
に
作
り
上
げ
た
。『
花
物
語
』
本
文
が
人
気
を
得
た
点
と
し
て
、

ま
ず
は
、
独
特
な
文
体
で
形
作
ら
れ
た
作
品
世
界
、
ま
た
そ
の
抒
情
性
が

挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、『
花
物
語
』
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。『
花
物
語
』

は
初
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
作
風
が
変
化
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

注
５

る
が
、
全
編
を
通
じ
て
言
え
る
の
は
、
少
女
・
女
性
同
士
の
交
流
を
描
い

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
な
か
で
、
少
女
の
感
覚
や
情
緒
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を
描
き
、
少
女
の
自
我
を
表
現
し
た
こ
と
が
、『
花
物
語
』
が
そ
れ
ま
で

の
良
妻
賢
母
を
育
て
る
目
的
の
少
女
小
説
と
異
な
る
点
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
作
中
に
は
、
大
人
の
女
性
や
学
校
に
通
わ
ず
仕
事
を
持
っ
て
い
る
少

女
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
が
、
基
本
的
に
は
女
学
校
に
通
う
少
女
同
士
の

交
流
が
描
か
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
少
女
同
士
の
友
愛
関
係
は
「
エ
ス
」
と

呼
ば
れ
、
明
治
か
ら
昭
和
戦
前
期
の
少
女
雑
誌
に
お
い
て
は
よ
く
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。

久
米
依
子
は
「
エ
ス
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

注
６

い
る
。

当
時
の
少
女
雑
誌
に
は
女
学
生
同
士
の
友
愛
を
語
る
言
説
が
溢
れ
て

い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
読
者
自
身
の
嗜
好
の
結
果
と
は

い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
異
性
愛
を
語
る
可
能
性
が
完
全
に
封
じ
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
代
の
少
女
雑
誌
中
に
は
、
読

者
層
の
思
慕
の
対
象
に
な
り
得
る
よ
う
な
当
代
の
少
年
像
や
青
年
像

を
ま
っ
た
く
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。（
中
略
）
お
そ
ら
く
少
女
雑

誌
は
女
子
教
育
制
度
と
同
様
、
強
固
な
性
規
範
に
拘
束
さ
れ
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
少
女
雑
誌
が
先
導
し
て
発
展
さ
せ
た
い
わ
ゆ
る

少
女
文
化

も
、
家
父
長
制
度
の
文
化
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ

た
産
物
な
の
で
あ
る
。
少
女
雑
誌
中
の
女
学
生
が
家
族
以
外
に
親
愛

を
交
わ
せ
る
相
手
は
女
性
の
み
、
し
か
も
女
子
に
は
単
独
者
と
し
て

成
功
す
る
未
来
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
規
制
が
女
性
同
士

の
関
係
を
描
く
こ
と
を
補
強
促
進
し
、
結
果
と
し
て
図
版
に
も
小
説

に
も
作
文
に
も
、
寄
り
添
い
合
い
時
に
は
嫉
妬
し
合
う
少
女
同
士
の

姿
が
頻
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
花
物
語
』
の
な
か
で
描
か
れ
る
少
女
同
士
の
「
エ
ス
」
関
係
は
、
当

時
の
社
会
制
度
に
お
け
る
性
規
範
に
適
合
し
認
め
ら
れ
う
る
範
囲
の
も
の

で
あ
っ
た
。
少
女
に
異
性
愛
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
社
会
に
お
い
て
は
、
同

性
と
の
安
全
な
擬
似
恋
愛
関
係
の
み
が
許
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
あ
く
ま
で
、
社
会
的
に
は
異
性
愛
の
前
段
階
の
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
、
結
婚
前
の
一
時
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
継
続
す
る
関
係
だ
と
は
捉

え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
吉
屋
信
子
の
実
生
活
を
見
る
と
、
吉
屋
は
生
涯
女
性
の
パ
ー

ト
ナ
ー
と
と
も
に
過
ご
し
た
。
そ
の
吉
屋
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
考
え

る
と
、
吉
屋
が
描
く
少
女
同
士
の
関
係
は
、
異
性
愛
の
レ
ッ
ス
ン
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
一
般
的
な
「
エ
ス
」
関
係
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
。『
花
物
語
』
に
は
、
ふ
た
り
の
少
女
の
「

友
情
）

マ

マ

の
垣
根
を
い

つ
か
越
え
て
来
た
」
関
係
を
描
い
た
「
日
陰
の
花
」
や
、
嫁
ぎ
先
か
ら
ミ

ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
へ
逃
れ
て
き
た
女
性
と
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の

生
徒
で
あ
る
少
女
が
火
事
で
と
も
に
死
ぬ
心
中
事
件
を
描
い
た
「
燃
ゆ
る

花
」
な
ど
、
性
規
範
内
の
「
エ
ス
」
関
係
を
越
え
て
し
ま
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
ほ
ど
、
同
性
愛
要
素
の
強
い
話
が
存
在
す
る
。

久
米
依
子
は
ま
た
、『
花
物
語
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

改
め
て
問
題
と
す
べ
き
は
、
そ
の
「
可
憐
」「
華
麗
」
な
世
界
が
、

少
女
小
説
の
枠
内
で
同
性
愛
表
象
を
繰
り
出
す
た
め
の
戦
略
で
あ
っ

た
と
捉
え
ら
れ
る
か
否
か
、
で
あ
る
。「
主
張
す
る
こ
と
も
せ
ず
」

「
う
っ
と
り
と
」「
夢
に
自
足
す
る
」
と
見
え
る
物
語
が
、
少
女
の

絆
を
描
き
続
け
る
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
り
、
制
約
の
多
い
ジ
ャ
ン
ル

の
中
で
朦
朧
化
し
た
「
ノ
ン
」
を
語
る
方
法
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
。
し
か
し
結
局
、『
花
物
語
』
は
絶
大
な
人
気
を
得
て
多
く
の
少
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女
に
愛
読
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
仮
に

戦
略

が
あ
っ
て
も
、
そ
れ

を
了
解
さ
れ
な
い
ま
ま
、「
ゆ
ら
め
く
夢
」
そ
の
も
の
と
し
て
受
容

さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ

注
７

な
い
。

吉
屋
が
少
女
小
説
の
特
性
を
掌
握
し
、
美
し
い
世
界
観
を
隠
れ
蓑
に
同

性
愛
表
象
を
た
く
し
込
も
う
と
し
た

戦
略

を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
激
し
い
同
性
愛
を
描
い
た
作
品
が
あ
る
に
も
拘

ら
ず
、『
花
物
語
』
は
人
気
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。『
花
物
語
』
で
は
、

吉
屋
自
身
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
相
ま
っ
て
、
あ
く
ま
で
異
性
愛
の
前

段
階
で
し
か
な
い
「
エ
ス
」
関
係
と
は
異
な
っ
た
、
少
女
同
士
の
独
特
な

関
係
が
描
か
れ
た
。
一
方
で
は
そ
れ
が
「
少
女
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

の
特
性
に
う
ま
く
合
致
し
た
こ
と
で
、
一
般
的
に
許
容
さ
れ
う
る
範
囲
の

も
の
と
な
り
、
少
女
同
士
の
関
係
が
読
者
か
ら
人
気
を
得
た
の
で
あ
る
。

『
花
物
語
』
の
内
容
の
特
性
と
し
て
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
も
注

目
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。『
花
物
語
』
の
基
本
と
な
る
の
は
、
や
は

り
当
時
の
少
女
読
者
に
共
感
を
得
る
よ
う
な
、
女
学
生
の
日
常
を
描
い
た

話
で
あ
る
が
、
全
体
を
通
し
て
み
る
と
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
話
も
存

在
す
る
。「
鈴
蘭
」「
水
仙
」
な
ど
の
異
国
情
緒
豊
か
な
話
や
、「
ヘ
リ
オ

ト
ロ
ー
プ
」
な
ど
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
要
素
を
も
つ
話
な
ど
、
非
日
常
的
な

題
材
を
も
つ
も
の
も
多
く
、
様
々
な
要
素
を
持
っ
た
物
語
群
と
な
っ
て
い

る
。
な
か
で
も
、「
紅
梅
白
梅
」「
向
日
葵
」「
沈
丁
花
」「
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
」

な
ど
、
家
の
没
落
や
社
会
的
な
階
層
差
に
よ
る
悲
劇
的
な
要
素
を
も
つ
話

が
特
徴
的
で
あ
る
。
千
野
帽
子
は
、
吉
屋
信
子
の
小
説
に
つ
い
て
、
少
女

小
説
や
大
衆
小
説
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
関
係
な
く
、「
長
篇
小
説
の
多
く

が
、
主
人
公
の
家
の
没
落
に
よ
っ
て
駆
動
す
る
物
語
で
あ
る
」
と
述
べ
て

注
８

い
る
。
吉
屋
は
『
花
物
語
』
を
出
発
点
と
し
て
、
の
ち
に
流
行
作
家
と
し

て
名
を
馳
せ
る
が
、
吉
屋
の
小
説
は
少
女
小
説
で
も
大
衆
小
説
で
も
、
そ

の
パ
タ
ー
ン
自
体
は
似
て
い
る
と
い
え
る
。『
花
物
語
』
連
載
中
に
、
吉

屋
は
『
地
の
果
て
ま
で
』
「
大
阪
朝
日
新
聞
」・
一
九
二
〇
年
一
月
〜
六

月
）で
新
聞
の
懸
賞
に
当
選
し
て
お
り
、『
屋
根
裏
の
二
処
女
』（
洛
陽

堂
・
一
九
二
〇
年
）
を
は
じ
め
、
大
衆
小
説
を
書
き
出
し
て
い
る
。『
花

物
語
』
は
短
編
集
で
あ
り
、
吉
屋
の
ほ
か
の
長
篇
小
説
ほ
ど
、
波
乱
に
満

ち
た
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
は
な
い
。
だ
が
吉
屋
は
、
全

五
十
二
編
と
い
う
多
さ
の
短
編
集
を
、
日
常
的
・
非
日
常
的
な
要
素
を
織

り
交
ぜ
る
こ
と
で
、
全
体
に
緩
急
が
つ
き
読
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
よ
う
な

作
品
に
仕
上
げ
て
い
る
。『
花
物
語
』
に
は
す
で
に
、
大
衆
小
説
と
し
て

後
に
ヒ
ッ
ト
す
る
、
吉
屋
作
品
の
萌
芽
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
作

り
出
さ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
も
、『
花
物
語
』
が
読
者
を
得
た
理
由
の

一
つ
な
の
だ
と
い
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
要
素
が
、
大
正
期
に
お
い
て

『
花
物
語
』
が
人
気
を
得
た
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今

日
ま
で
続
く
人
気
は
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
が
理
由
な
の
だ
ろ
う
か
。

二

昭
和
期
の
『
花
物
語
』
の
受
容

で
は
次
に
、
昭
和
期
に
入
っ
て
以
降
の
『
花
物
語
』
は
ど
の
よ
う
に
受

容
さ
れ
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。
昭
和
期
に
は
、『
花
物
語
』
が
最
初

に
出
版
さ
れ
た
洛
陽
堂
版
で
は
な
く
、
少
女
読
者
に
は
も
っ
ぱ
ら
実
業
之

日
本
社
版
の
単
行
本
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
昭
和
期
に
入

り
、
女
学
生
の
生
活
に
も
変
化
が
訪
れ
、
そ
れ
に
伴
い
少
女
文
化
も
大
正

期
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
大
正
期
に
は
女
学
校
の
制
服
は
和
装
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の
袴
が
中
心
だ
っ
た
が
、
昭
和
期
に
入
る
と
そ
れ
が
洋
装
の
セ
ー
ラ
ー
服

へ
と
変
化
し
た
。
さ
ら
に
ス
ポ
ー
ツ
が
奨
励
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
少
女

に
「
健
康
」
と
「
活
発
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な

注
９

っ
た
。

昭
和
期
の
少
女
の
ほ
う
が
、
大
正
期
よ
り
も
解
放
的
な
生
活
を
送
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
関
東
大
震
災
（
一
九
二
三
年
）
以
降
は
、
都
市
に

大
衆
モ
ダ
ン
文
化
が
栄
え
た
こ
と
で
、
映
画
や
歌
劇
な
ど
が
普
及
し
、
少

女
の
娯
楽
の
幅
も
同
時
に
広
が
っ
た
。
歌
劇
は
宝
塚
少
女
歌
劇
団
と
松
竹

少
女
歌
劇
団
の
二
つ
が
少
女
の
人
気
を
得
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ア
イ
ド

ル
が
存
在
し
た
と

注
10

い
う
。
そ
れ
に
伴
い
、
少
女
雑
誌
上
で
も
グ
ラ
ビ
ア
や

写
真
の
ペ
ー
ジ
が
増
え
て
い
っ
た
。
昭
和
期
の
少
女
雑
誌
は
大
正
期
よ
り

も
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
イ
メ
ー
ジ
の
要
素
が
更
に
強
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
昭

和
期
の
少
女
文
化
は
大
正
期
よ
り
も
解
放
的
で
あ
り
、
娯
楽
の
幅
も
広
が

っ
た
。
こ
れ
ら
の
変
化
を
見
る
と
、
昭
和
期
に
入
り
少
女
文
化
全
体
が
発

展
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
少
女
文
化
の
発
展
期
が
一
九
二
〇
年
代
だ
と

し
た
ら
、
一
九
三
〇
年
代
は
戦
前
少
女
文
化
の
最
盛
期
だ
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
少
女
文
化
の
変
化
に
対
し
て
、
少
女
小
説
は

ど
の
よ
う
な
対
応
を
見
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
吉
屋
信
子
の
昭

和
期
の
少
女
小
説
に
注
目
し
、『
花
物
語
』
と
比
べ
て
ど
う
変
わ
っ
た
か

を
検
証
し
た
い
。
昭
和
期
に
は
、
少
女
小
説
を
書
く
作
家
が
増
え
、
横
山

美
智
子
、
佐
藤
紅
緑
、
吉
川
英
治
な
ど
多
く
の
作
家
が
作
品
を
発
表
し

た
。
な
か
で
も
由
利
聖
子
の
『
チ
ビ
君
物
語
』
や
川
端
康
成
の
『
乙
女
の

港
』
は
多
く
の
読
者
を
得
た
。
吉
屋
信
子
も
、
大
衆
小
説
と
同
時
に
少
女

小
説
も
書
き
続
け
、
多
く
の
ヒ
ッ
ト
を
飛
ば
し
て
い
る
。『
紅
雀
』
や

『
伴
先
生
』、『
櫻
貝
』、『
あ
の
道
こ
の
道
』
な
ど
、
実
に
多
く
の
作
品
が

読
者
に
支
持
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
か
ら
こ
こ
で
は
『
小
さ
き
花
々
』
を
取

り
上
げ
、『
花
物
語
』
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

『
小
さ
き
花
々
』
は
『
少
女
の
友
』
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
一
月
号

か
ら
連
載
が
始
ま
り
、
十
一
（
一
九
三
六
）
年
八
月
号
ま
で
の
話
が
単
行

本
に
収
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
連
載
は
続
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
単
行
本
未

収
録
で
あ
る
。『
花
物
語
』
の
続
編
と
し
て
書
か
れ
た
短
編
小
説
集
で
あ

り
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
そ
れ
が
わ
か
る
。
だ
が
、『
小
さ
き
花
々
』
は
、

そ
の
文
体
も
ス
ト
ー
リ
ー
も
『
花
物
語
』
と
は
か
な
り
異
な
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。『
小
さ
き
花
々
』
で
は
、「
気
の
せ
い
か
、
み
つ
る
は
そ
の

時
、
ち
ら
と
栄
ち
ゃ
ん
の
あ
の
綺
麗
な
黒
水
晶
の
よ
う
に
澄
ん
だ
瞳
の
な

か
が
、
あ
わ
れ
に
切
な
い
涙
に
や
さ
し
く
潤
っ
た
の
を
見
た
よ
う
な
気
が

し
た
。」（「
天
国
と
舞
妓
」）
と
い
う
よ
う
に
、『
花
物
語
』
ほ
ど
過
剰
な

修
飾
表
現
は
な
く
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
関
係
の
な
い
描
写
も
少
な
く
な
っ
て

い
る
。
そ
の
場
面
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
、
適
度
に
修
飾
表
現
が
使
わ
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。『
小
さ
き
花
々
』
に
は
、『
花
物
語
』
の
よ
う
な
文

体
は
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、『
小
さ
き
花
々
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

『
花
物
語
』
は
少
女
・
女
性
同
士
の
交
流
を
描
い
た
話
が
中
心
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
エ
ス
の
要
素
が
強
か
っ
た
が
、『
小
さ
き
花
々
』
で
は
そ
の
要

素
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
エ
ス
の
要
素
が
強
い
の
は
「
忘
れ
ぬ
眉
目
」

「
天
国
と
舞
妓
」
の
二
編
の
み
で
あ
り
、
他
は
社
会
の
格
差
を
中
心
に
描

い
た
も
の
が
多
い
。
そ
れ
ら
の
話
に
は
、
自
ら
の
立
場
と
は
異
な
る
人
々

と
出
会
い
、
そ
の
格
差
を
批
判
す
る
と
い
っ
た
、
教
訓
的
な
色
合
い
が
存

在
す
る
。『
花
物
語
』
で
も
社
会
的
な
階
層
差
が
描
か
れ
る
こ
と
は
あ
っ
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た
が
、
そ
れ
は
や
は
り
少
女
・
女
性
同
士
に
限
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。『
小
さ
き
花
々
』
で
は
、
田
舎
の
親
戚
や
、

出
か
け
先
で
出
会
っ
た
お
婆
さ
ん
と
女
の
子
な
ど
が
登
場

し
、
階
層
差
に
関
す
る
問
題
の
意
識
が
よ
り
社
会
全
体
に
広

げ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、『
小
さ
き
花
々
』
の
風
俗
を
見
て
み
る
と
、『
花
物

語
』
と
は
異
な
っ
た
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。『
花
物
語
』
で

は
女
学
生
の
制
服
は
袴
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、『
小
さ
き

花
々
』
で
は
制
服
は
「
紺
の
水
兵
服
型

セ
ー
ラ
ー

」
に
変
わ
っ
て
い

る
。
ま
た
、『
花
物
語
』
に
は
存
在
し
な
い
多
く
の
文
化
が

登
場
す
る
。「
シ
ネ
マ
俳
優
の
プ
ロ
マ
イ
ド
や
宝
塚
の
ス
タ

ー
の
プ
ロ
マ
イ
ド
」、「
映
画
や
レ
ビ
ュ
ー
見
物
」、「
帝
劇
」、

「
蓄
音
機
」、「
ラ
ジ
オ
」、「
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
」、「
ハ
イ
キ

ン
グ
」
な
ど
、
こ
れ
ら
は
大
正
期
の
『
花
物
語
』
に
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
少
女
が
受
容
し
た
文
化
の
広
が

り
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
花
物
語
』
と
『
小
さ
き
花
々
』
で
は
相

違
点
が
見
受
け
ら
れ
、
大
正
期
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
吉

屋
信
子
の
少
女
小
説
の
変
化
が
わ
か
る
。
昭
和
期
の
読
者
か

ら
見
る
と
、『
花
物
語
』
は
古
さ
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、『
花
物
語
』
は
大
正
期
だ
け
で
な
く

昭
和
期
に
入
っ
て
も
読
者
に
読
み
継
が
れ
た
。
そ
れ
は
、

『
花
物
語
』
本
文
が
時
代
を
越
え
読
者
を
惹
き
つ
け
る
力
を

持
っ
て
い
た
と
い
う
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
以

図３ 中原淳一挿

絵 の『花 物 語』

(「少女の友」昭和

12年９月号)
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上
に
、
実
業
之
日
本
社
版
の
中
原
淳
一
の
装
丁
・
挿
画
に
よ
る
単
行
本
の

力
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。『
花
物
語
』
は
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）

年
か
ら
『
少
女
の
友
』
誌
上
に
た
び
た
び
再
録
さ
れ
、
そ
の
際
に
は
中
原

の
挿
絵
が
使
わ
れ
た
（
図
３
）。
そ
の
後
、
単
行
本
と
し
て
再
び
発
売
さ

れ
、
読
者
の
手
元
に
残
っ
て
読
み
継
が
れ
て
い
っ
た
。
中
原
は
昭
和
期
か

ら
『
少
女
の
友
』
で
表
紙
絵
・
挿
絵
を
描
き
は
じ
め
、
読
者
か
ら
熱
狂
的

な
人
気
を
得
て
い
た
画
家
で
あ
り
、
当
時
の
『
少
女
の
友
』
の
読
者
の
多

く
が
中
原
の
絵
に
惹
か
れ
て
雑
誌
を
読
ん
で

注
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い
た
。
当
時
の
『
少
女
の

友
』
の
読
者
が
、「
毎
月
か
わ
い
い
少
女
の
姿
に
あ
こ
が
れ
て
育
ち
ま
し

た
。
川
端
康
成
氏
の
「
乙
女
の
港
」、
吉
屋
信
子
氏
の
「
花
物
語
」
の
表

紙
、
さ
し
絵
に
ひ
か
れ
て
読
み
ま

注
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し
た
。」
と
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、

昭
和
期
の
『
花
物
語
』
は
中
原
淳
一
の
影
響
の
下
で
多
く
の
少
女
に
読
ま

れ
た
の
で
あ
る
。
田
辺
聖
子
も
、『
花
物
語
』
の
思
い
出
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

昭
和
十
年
代
は
、
す
べ
て
吉
屋
信
子
と
中
原
淳
一
の
絵
で
夢
中
だ
っ

た
。（
中
略
）「
少
女
倶
楽
部
」
や
「
少
女
の
友
」
は
、
親
に
取
っ
て

も
ら
っ
て
い
た
の
で
、
そ
こ
へ
連
載
さ
れ
る
小
説
は
欠
か
さ
ず
読
ん

だ
。
た
だ
『
花
物
語
』
な
ど
は
私
た
ち
の
上
級
生
に
あ
た
る
世
代
の

人
々
が
連
載
で
読
ん
で
い
た
。
私
た
ち
は
少
し
遅
れ
て
生
ま
れ
た
の

で
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
に
少
女
の
私
が
読
ん
だ
『
花
物
語
』
は
、

大
正
の
女
学
生
の
そ
れ
だ
っ
た
の
で
、
古
風
な
大
仰
さ
が
、
夢
幻
的

で
よ
か
っ
た
。
私
た
ち
は
も
う
セ
ー
ラ
ー
服
に
ス
カ
ー
ト
だ
っ
た

が
、『
花
物
語
』
の
主
人
公
た
ち
は
、
袴
に
着
物
す
が
た
の
な
よ
や

か
な
妖
精
た
ち
で
、
む
し
ろ
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
に
感
じ
ら

注
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れ
た
。

昭
和
期
に
中
原
が
表
紙
・
挿
絵
を
手
が
け
た
こ
と
で
、
昭
和
期
の
読
者

に
と
っ
て
は
古
い
物
語
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
、「
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
」
で

「
夢
幻
的
」
な
物
語
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
昭
和
期
に

は
、
吉
屋
の
少
女
小
説
の
単
行
本
に
は
中
原
の
絵
が
多
く
使
わ
れ
た
。
だ

が
、
雑
誌
連
載
時
に
吉
屋
の
小
説
に
中
原
の
絵
が
使
わ
れ
た
こ
と
は
少
な

い
。「
桜
貝
」
や
「
わ
す
れ
な
ぐ
さ
」
の
単
行
本
が
、
中
原
の
装
丁
に
よ

る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
連
載
時
の
挿
絵
ま
で
中
原
の
も
の
で
あ
っ
た
と
誤

解
さ
れ
る
よ
う
に
な

注
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っ
た
。
連
載
時
に
吉
屋
の
長
編
の
挿
絵
を
多
く
う
け

も
っ
た
の
は
林
唯
一
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
誌
上
で
コ
ン
ビ

を
組
ん
だ
作
品
は
少
な
い
が
、
単
行
本
の
装
丁
・
挿
絵
を
多
く
中
原
が
担

当
し
た
こ
と
で
、
吉
屋
・
中
原
が
コ
ン
ビ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
中
原
の
絵
は
、
昭
和
期
に
吉
屋
の
少
女
小
説
の
挿
絵
を

担
当
し
た
林
唯
一
や
、
大
正
期
に
『
花
物
語
』
の
挿
絵
を
担
当
し
た
蕗
谷

虹
児
な
ど
の
ほ
か
の
画
家
の
絵
よ
り
も
（
図
４
）、
吉
屋
の
少
女
小
説
の

イ
メ
ー
ジ
に
合
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
よ
り
そ
の
印
象
が
強
ま
っ
た

の
だ
と
考
え
ら

注
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れ
る
。
そ
し
て
、
吉
屋
・
中
原
が
コ
ン
ビ
と
し
て
扱
わ
れ

る
な
か
『
花
物
語
』
単
行
本
が
再
版
さ
れ
た
こ
と
で
、
大
正
期
の
古
い
作

品
が
昭
和
期
の
読
者
に
も
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
菅
聡
子
が
、「
こ
の

中
原
の
抒
情
画
が
少
女
た
ち
を
魅
了
し
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実

だ
。
そ
し
て
、「
花
物
語
」
の
華
麗
な
（
し
か
し
ま
っ
た
く
現
実
的
で
は

な
い
）
美
文
と
と
も
に
、
少
女
小
説
の
イ
メ
ー
ジ
も
形
作
ら
れ
て
い
っ
た

よ
う
に

注
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思
う
。」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
原
の
絵
に
よ
っ
て
昭
和

期
の
『
花
物
語
』
の
イ
メ
ー
ジ
は
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら

に
戦
後
に
な
っ
て
も
、
こ
の
実
業
之
日
本
社
版
を
原
本
と
し
た
、
中
原
の

― ―36



装
丁
・
挿
絵
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
た
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
戦
後
以
降
の
読
者
に
も
、『
花
物
語
』
に
中
原
の
イ
メ
ー
ジ
が
定

着
し
た
の
で
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あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
現
在
ま
で
『
花
物
語
』
と

中
原
淳
一
の
イ
メ
ー
ジ
が
固
定
化
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

三

中
原
淳
一
の
絵
と
『
花
物
語
』

で
は
、
中
原
淳
一
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
た
こ
と
で
、『
花
物
語
』
に

は
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
中
原
の
独
自

性
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、『
花
物
語
』
と
の
関
連
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

少
女
雑
誌
や
少
年
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
挿
絵
は
抒
情
画
と
呼
ば
れ
る
、
独

特
の
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
。
抒
情
画
は
読
者
に
と
っ
て
比
重
の
大

き
い
も
の
で
あ
り
、
雑
誌
の
売
り
上
げ
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
人
気
を
持
っ

て
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い
た
。
中
原
の
絵
は
、
竹
久
夢
二
か
ら
始
ま
っ
た
抒
情
画
の
系
譜
の
中

で
は
、「
高
畠
華
宵
を
ピ
ー
ク
に
、
加
藤
ま
さ
を
、
蕗
谷
虹
児
、
須
藤
し

げ
る
、
渡
辺
郁
子
、
深
谷
美
保
子
、
松
本
か
つ
ぢ
ら
を
経
て
中
原
淳
一
に
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至
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
中
原
が
抒
情
画
の
終
着
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。

本
田
和
子
は
中
原
の
絵
に
つ
い
て
、「
大
き
く
見
開
か
れ
た
ま
ま
、
周

囲
の
も
の
を
何
一
つ
う
つ
し
て
い
な
い
瞳
、
彼
女
た
ち
の
ま
な
ざ
し
は
、

夢
見
る
た
め
に
の
み
開
か
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
食
べ
る
こ
と
や
叫

ぶ
こ
と
と
は
お
よ
そ
無
縁
の
、
ポ
ッ
チ
リ
と
し
た
小
さ
い
唇
。
ホ
ッ
ソ
リ

と
指
で
か
こ
め
そ
う
な
ウ
エ
ス
ト
に
、
長
い
手
足
。」
と
述
べ
て

注
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い
る
。

中
原
の
絵
の
少
女
は
生
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
完
全
な
る
虚
構
の
少
女
な
の

で
あ
る
。
ま
た
、
中
原
の
絵
の
特
性
と
し
て
、
中
山
美
穂
子
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

淳
一
の
描
く
少
女
の
顔
は
、
次
第
に
明
治
の
「
正
統
な
」
美
人
画
や

浮
世
絵
｜
例
え
ば
上
村
松
園
や
歌
麿
ら
｜
や
、
夢
二
か
ら
も
離
れ
て

図４ 蕗谷虹児挿絵の『花物語』(「少女画報」大正13年11月号)
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い
く
。
顔
の
上
下
が
短
く
な
り
、
眼
が
異
様
に
大
き
く
、
強
調
さ
れ

た
。
戦
後
の
少
女
漫
画
の
眼
に
近
づ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。（
中

略
）
夢
二
式
・
虹
児
風
を
抜
け
て
、
独
自
の
領
域
を
創
り
出
す
た
め

に
、
淳
一
や
、
彼
を
導
い
た
雑
誌
『
少
女
の
友
』
編
集
長
内
山
基

は
、「
少
女
」
の
意
味
を
よ
り
限
定
し
て
い
く
。
夢
二
か
ら
虹
児
ま

で
の
流
れ
に
あ
っ
た
、
エ
ロ
ス
的
な
も
の
を
排
除
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
清
純
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と

注
21

な
る
。

中
原
の
絵
は
、
竹
久
夢
二
や
蕗
谷
虹
児
な
ど
の
そ
れ
ま
で
の
抒
情
画
の

系
統
か
ら
抜
け
出
た
も
の
だ
っ
た
。「
エ
ロ
ス
的
な
」
視
点
が
排
除
さ
れ

た
「
清
純
」
な
虚
構
の
少
女
を
描
い
た
こ
と
で
、
他
の
画
家
と
は
一
線
を

画
し
、
少
女
読
者
か
ら
人
気
を
得
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
上
笙
一
郎
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

淳
一
の
抒
情
画
の
前
代
の
画
家
と
違
う
点
で
す
が
、
そ
れ
は
、
た
と

え
ば
そ
の
描
く
少
女
た
ち
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
取
っ
て
見
て
も
歴
然

と
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
虹
児
・
ま
さ
を
・
華
宵
な
ど
の
絵

の
な
か
の
少
女
た
ち
は
和
服
を
着
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
に
、
淳
一

の
少
女
た
ち
は
と
い
う
と
洋
装
が
多
く
、
し
か
も
そ
の
表
情
は
、
抒

情
画
固
有
の
憂
愁
を
た
た
え
つ
つ
も
ど
こ
か
し
ら
モ
ダ
ー
ン
で
明
る

い
の
で
す
。（
中
略
）
す
な
わ
ち
淳
一
は
、
大
正
期
抒
情
画
の
伝
統

を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
そ
れ
を
少
女
の
心
情
の
解
放
に
向
か
っ
て
一
歩

だ
け
前
進
さ
せ
た
の

注
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で
す
。

中
原
は
、
そ
れ
ま
で
の
画
家
の
系
譜
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
モ
ダ
ン
で
明

る
い
独
特
な
少
女
の
姿
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ま

と
め
る
と
、「
エ
ロ
ス
的
な
」
視
点
が
排
除
さ
れ
、
弱
々
し
く
現
実
や
生

を
感
じ
さ
せ
な
い
が
ゆ
え
に
優
美
な
、
な
お
か
つ
明
る
さ
持
つ
少
女
像
こ

そ
が
、
少
女
読
者
に
支
持
さ
れ
た
中
原
の
絵
の
特
性
で
あ
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

中
原
は
絵
だ
け
で
な
く
、
付
録
や
グ
ッ
ズ
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
画
な
ど
も

手
が
け
、
そ
れ
ら
も
少
女
雑
誌
の
読
者
か
ら
熱
狂
的
な
支
持
を
受
け
て
い

た
。
絵
だ
け
で
は
な
く
、
日
用
品
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
案
し
、
読
者
の
手
本

と
な
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
少
女
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

そ
の
も
の
を
形
作
っ
て
い
た
こ
と
が
、
中
原
が
他
の
抒
情
画
家
と
異
な
っ

た
点
で
あ
る
（
図
５
）。
昭
和
十
四
（
一
九
三
九
）
年
に
は
、
中
原
は

『
ひ
ま
わ
り
』
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
し
た
店
を
開
店
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
便

箋
や
手
帳
、
人
形
や
ワ
ン
ピ
ー
ス
、
ス
カ
ー
ト
な
ど
、
中
原
が
作
っ
た
雑

貨
や
洋
服
が
売
ら
れ
て
お
り
、
少
女
が
こ
ぞ
っ
て
来
店
し
た
。
川
村
邦
光

は
、
そ
れ
に
関
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
日
の
よ
う
な
消
費
社
会
に
は
ほ
ど
遠
い
が
、
た
し
か
に
一
九
三
〇

年
代
に
は
、
た
ん
な
る
実
用
品
を
買
い
求
め
る
の
で
は
な
く
、
オ
ト

メ
と
い
う
記
号
の
つ
い
た
〞
淳
一
ブ
ラ
ン
ド
〝
を
手
に
入
れ
、
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
し
た
い
と
い
う
願
望
か
ら
購
入
す
る
消
費
行
動
が
現
れ
て
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い
る
。

中
原
の
関
連
商
品
は
多
く
の
少
女
の
願
望
を
喚
起
し
、
消
費
行
動
に
駆

り
立
て
る
ほ
ど
の
力
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
少
女
的
な

モ
ノ
に
よ
っ
て
、
少
女
文
化
は
形
作
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
大
塚
英
志

は
、
少
女
と
消
費
社
会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

少
女

は
最
初
か
ら
虚
構
と
し
て
生
ま
れ
、
そ
れ
は
今
も
変
わ
ら

な
い
。
だ
が
、
制
度
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
共
犯
関
係
で
生
み
落
と
す
虚

― ―38



構
は
し
ば
し
ば
実
体
と
結
び
つ
き
様
々
な
形
で

現
実

化
す
る
。

少
女

と
い
う
虚
構
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。

少
女

幻
想
は
、

ま
ず
学
校
制
度
に
よ
っ
て
囲
い
込
ま
れ
、
少
女
雑
誌
に
よ
り
定
型
化

さ
れ
、
そ
の
上
で

現
実

の
側
に
越
境
し
て
い
っ
た
。（
中
略
）

だ
が
、

少
女

論
を
少
女
幻
想
論
と
し
て
の
み
論
じ
よ
う
と
す
る

時
、
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
の
は
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
あ
る
無
数
の

少
女

的
な
商
品
群
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
ら
を
ま
と
い
あ
た
か

も

少
女

の
如
く
ふ
る
ま
う
女
の
子
た
ち
の
存
在
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
本
来
、
虚
構
で
あ
っ
た
は
ず
の

少
女

が
当
然
の
よ
う
な
顔

を
し
て
実
体
化
し
て
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い
る
。

大
塚
は
本
格
的
に
少
女
の
「
実
体
化
」
が
始
ま
っ
た
の
は
戦
後
で
あ
る

と
し
て
い
る
が
、
中
原
が
活
躍
し
て
い
た
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
も
、

「

少
女

的
な
商
品
群
」
が
生
み
出
さ
れ
、
少
女
の
現
実
へ
の
「
越
境
」

は
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
戦
後
に
続
く
「

少
女

的
な
商
品
群
」

に
よ
る
少
女
の
「
実
体
化
」
は
、
中
原
に
よ
っ
て
本
格
的
に
始
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
中
原
が
作
り
上
げ
た
商
品
群
は
少
女
を
消

費
行
動
に
駆
り
立
て
、
虚
構
の
少
女
を
現
実
の
側
に
近
づ
け
た
。
中
原
の

絵
や
商
品
群
に
は
、

少
女

的
な
も
の
を
側
に
置
き
、
少
女
を
実
体
化

さ
せ
て
い
く
少
女
文
化
を
形
成
す
る
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
原
に
は
〞
淳
一
ブ
ラ
ン
ド
〝
自
体
に
価
値
を
も
た

せ
、
商
品
群
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
で
、
虚
構
の
少
女
の
世
界
を
現

実
に
ま
で
引
き
寄
せ
る
ほ
ど
の
影
響
力
が
あ
っ
た
。
中
原
は
戦
時
下
の
出

版
統
制
に
よ
り
、
軍
部
の
弾
圧
を
受
け
、
昭
和
十
五
（
一
九
四
〇
）
年
六

月
号
の
『
少
女
の
友
』
を
最
後
に
誌
上
か
ら
姿
を
消
し
た
（
図
６
）。
そ

図５ 「少女の友」昭和12年８月号付録

中原淳一ファッションブック

図６ 少女の友」昭和15

年６月号表紙
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の
際
に
は
抗
議
の
手
紙
が
殺
到
し
、『
少
女
の
友
』
は
「
七
千
人
余
の
読

者
を
失
っ
た
」
と
さ

注
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れ
る
。
中
原
の
絵
が
誌
上
か
ら
消
え
た
後
で
も
、
多

く
の
少
女
読
者
が
中
原
の
絵
を
求
め
て
い
た
。
実
際
に
、
田
辺
聖
子
な
ど

の
当
時
の
読
者
は
、
戦
時
中
に
は
中
原
の
絵
が
描
か
れ
た
単
行
本
や
中
原

の
商
品
群
を
手
元
に
置
き
、
虚
構
の
世
界
に
想
い
を
馳
せ
て
い
た
と
い

う
。
そ
れ
ほ
ど
の
影
響
力
が
あ
っ
た
中
原
の
絵
が
使
わ
れ
た
こ
と
で
、

『
花
物
語
』
を
所
有
す
る
こ
と
自
体
に
い
っ
そ
う
の
価
値
が
生
ま
れ
だ
し

た
。こ

れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、『
花
物
語
』
に
中
原
の
絵
が
使
わ
れ

た
こ
と
が
、『
花
物
語
』
が
少
女
小
説
の
代
表
と
さ
れ
て
き
た
も
う
一
つ

の
理
由
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
近
代
に
よ
っ
て
少
女
と
い
う

存
在
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
は
客
体
と
し
て
し
か
描
か
れ
な
か
っ
た

少
女
を
、
吉
屋
は
初
め
て
主
体
と
し
て
描
い
た
。
そ
の
後
、
中
原
は
少
女

が
憧
れ
る
理
想
的
な
虚
構
の
少
女
を
描
き
出
し
た
。
吉
屋
が
『
花
物
語
』

に
お
い
て
自
我
を
持
っ
た
少
女
を
書
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
描

か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
主
体
的
な
少
女
を
可
視
化
し
た
の
だ
と
す
れ

ば
、
中
原
は
そ
の
絵
や
商
品
群
に
よ
っ
て
少
女
を
実
体
化
し
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
二
つ
が
結
び
つ
き
、『
花
物
語
』
本
文
の
み
な
ら

ず
、『
花
物
語
』
の
単
行
本
そ
の
も
の
に
価
値
が
生
ま
れ
、
戦
後
に
ま
で

形
を
残
す
こ
と
で
、
長
き
に
わ
た
っ
て
少
女
小
説
の
代
表
作
と
し
て
語
り

継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

『
花
物
語
』
の
先
行
研
究
を
み
る
と
、
大
正
期
と
昭
和
期
の
『
花
物
語
』

は
区
別
さ
れ
ず
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。『
花
物
語
』
研
究
の
根
幹
を
作
っ

た
本
田
和
子
は
、『
花
物
語
』
の
登
場
を
「
わ
が
国
近
代
に
お
い
て
、
少

女
の
誕
生
を
告
げ
る
事
件
」
と
し
、『
花
物
語
』
は
「
若
い
女
た
ち
を
、

『
少
女
』
と
い
う
囲
い
の
中
で
把
え
る
こ
と
の
必
然
と
し
て
、
そ
こ
に
滞

留
し
充
電
さ
れ
る
特
有
の
感
覚
や
情
緒
、
そ
れ
ら
が
、
信
子
の
言
葉
と
文

体
に
よ
っ
て
可
視
の
姿
を
獲
得
」
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お

り
、
中
原
淳
一
の
絵
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て

注
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い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
実

業
之
日
本
社
版
の
『
花
物
語
』
を
読
み
研
究
を
行
っ
た
思
わ
れ
る
の
に
対

し
、
吉
武
輝
子
は
洛
陽
堂
版
の
『
花
物
語
』
を
読
み
、
そ
れ
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。

大
正
九
年
、
洛
陽
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
そ
の
本
は
、
大
き
さ
は
葉
書

大
、
ケ
ー
ス
の
地
色
は
セ
ピ
ア
色
、
真
ん
中
に
真
っ
四
角
に
貼
ら
れ

た
白
い
和
紙
に
は
、
い
か
に
も
題
名
に
ふ
さ
わ
し
い
繊
細
な
文
字
を

組
み
合
わ
せ
て
『
花
物
語
』
と
書
か
れ
て
い
る
。
╱
ケ
ー
ス
か
ら
引

き
出
し
た
本
の
装
幀
も
可
憐
だ
っ
た
。
深
味
の
あ
る
グ
リ
ー
ン
地

に
、
金
粉
で
鈴
蘭
の
花
が
図
案
風
に
描
き
出
さ
れ
て
い
た
。
夢
見
心

地
な
装
幀
に
ま
ず
心
魅
か
れ
、
パ
ラ
パ
ラ
と
ペ
ー
ジ
を
く
っ
て
は
拾

い
読
み
し
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
し
か
『
花
物
語
』
の
あ
え
か
な
せ

か
い
に
身
も
心
も
引
き
込
ま
れ
、
一
気
に
全
二
巻
読
み
と
お
し
て
し

ま

注
27

っ
た
。

吉
武
は
『
花
物
語
』
の
装
幀
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
作
品
を
読
ん
だ
こ
と

を
回
想
し
て
い
る
が
、
吉
武
が
読
ん
だ
の
は
洛
陽
堂
版
で
あ
り
、
本
田
が

読
ん
だ
も
の
と
は
違
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
二
つ
が
区
別
さ
れ
る

こ
と
な
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、『
花
物
語
』
は
も
っ
ぱ
ら

そ
の
本
文
の
み
が
注
目
さ
れ
、
少
女
小
説
の
代
表
と
し
て
疑
わ
れ
る
こ
と

な
く
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
中
原
淳
一
の
装
丁
・
挿
画
に
よ
っ
て
単
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行
本
が
出
版
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
は
た
し
て
現
在
ま
で
『
花
物
語
』

は
少
女
小
説
の
代
表
と
さ
れ
、
読
み
継
が
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。『
花
物

語
』
は
現
在
で
も
版
を
重
ね
て
い
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
の
作
品
で
あ
る
。
そ

れ
を
、
時
代
を
越
え
た
本
文
の
魅
力
と
い
う
面
だ
け
を
見
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
形
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
き
た
か
、
時
代
ご
と
の

変
化
を
知
る
必
要
が
あ
る
。『
花
物
語
』
は
少
女
小
説
で
あ
る
以
上
、
少

女
文
化
と
は
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
。
戦
前
の
少
女
文
化
の
代
表
的

な
存
在
で
あ
る
中
原
淳
一
が
『
花
物
語
』
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
今
日
ま
で

続
く
も
の
で
あ
り
、『
花
物
語
』
は
そ
の
影
響
力
を
抜
き
に
は
語
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

大
正
期
と
昭
和
期
の
『
花
物
語
』
は
区
別
さ
れ
ず
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
が
、
両
者
に
は
大
き
な
受
容
の
違
い
が
存
在
す
る
。
両
者
が
混
同

さ
れ
て
い
る
た
め
、
少
女
小
説
の
代
表
と
し
て
の
『
花
物
語
』
の
イ
メ
ー

ジ
が
固
定
さ
れ
続
け
、
そ
れ
が
現
在
ま
で
続
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
少
女
小
説
の
特
性
を
考
え
る
と
、
視
覚
的
要
素
は
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
お
り
、
そ
れ
が
読
者
か
ら
の
評
価
に
も
影
響
す
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
た
め
、『
花
物
語
』
を
少
女
小
説
の
代
表
と
す
る
な
ら
、

そ
こ
に
は
視
覚
的
要
素
と
と
も
に
語
る
必
然
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

中
原
淳
一
は
戦
前
の
少
女
文
化
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
り
、
戦
後
の
消
費

社
会
に
お
け
る
少
女
文
化
の
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
吉
屋
信
子
が

『
花
物
語
』
で
独
自
性
を
発
揮
し
、
少
女
小
説
に
革
新
を
起
こ
し
た
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、『
花
物
語
』
が
現
在
ま
で
語
ら
れ
続
け
て
き
た
こ

と
の
背
景
に
は
、
中
原
淳
一
の
絵
の
効
果
が
明
ら
か
に
存
在
す
る
。
吉
屋

信
子
と
中
原
淳
一
、
両
者
の
独
自
性
が
合
わ
さ
る
こ
と
で
、『
花
物
語
』

は
少
女
小
説
の
代
表
と
さ
れ
続
け
て
き
た
。
少
女
小
説
の
代
表
と
し
て
読

み
継
が
れ
て
き
た
『
花
物
語
』
の
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
要
素
を
、
今
こ

そ
問
い
直
し
て
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

注１

米
沢
嘉
博
『
戦
後
少
女
マ
ン
ガ
史
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年

２

嶽
本
の
ば
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
『
吉
屋
信
子

黒
薔
薇
の
處
女
た
ち

の
た
め
に
紡
い
だ
夢
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
八
年
）

３

石
川
弘
義
、
尾
崎
秀
樹
『
出
版
広
告
の
歴
史
』（
出
版
ニ
ュ
ー
ス

社
、
一
九
八
九
年
）

４

横
川
寿
美
子
は
初
期
の
『
花
物
語
』
は
「
当
時
の
投
稿
作
文
に
共

通
の
文
体
と
題
材
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や

が
て
吉
屋
が
「
読
者
代
表
で
は
な
い
「
個
」
と
し
て
の
表
現
を
試

み
始
め
」、
作
品
が
変
化
し
て
い
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
横
川

寿
美
子
「
吉
屋
信
子
「
花
物
語
」
の
変
容
過
程
を
さ
ぐ
る
｜
少
女

た
ち
の
共
同
体
を
め
ぐ
っ
て
｜
」『
美
作
女
子
大
学
・
美
作
女
子

大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
四
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）。
ま
た
本

田
和
子
は
『
花
物
語
』
の
特
色
は
「
文
体
が
「
物
語
」
を
紡
ぎ
出

す
と
こ
ろ
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
文
体
に
よ
っ
て
「
少
女
の
生
」

が
顕
示
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。（『
異
文
化
と
し
て
の
子
ど
も
』

紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
八
二
年
）
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５

横
川
、
前
掲
論
文

６

久
米
依
子
「
エ
ス
｜
｜
吉
屋
信
子
『
花
物
語
』『
屋
根
裏
の
二
処

女
』」（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
四
六
巻
三
号

学

燈
社
、
二
〇
〇
一
年
）

７

久
米
依
子
「
吉
屋
信
子
｜

制
度

の
中
の
レ
ズ
ビ
ア
ン
・
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」（
菅
聡
子
編
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞

別
冊

女
性
作
家
《
現
在
》』
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）

８

千
野
帽
子
「
い
つ
の
時
代
に
も
女
は
損
で
す
わ
ね
。
百
合
子
様

…
…
吉
屋
信
子
の
あ
ん
な
本
こ
ん
な
本
」
注
１
前
掲
書
所
収

９

稲
垣
恭
子
『
女
学
校
と
女
学
生
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）

10

秋
山
正
美
『
少
女
た
ち
の
昭
和
史
』（
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
）

11

当
時
の
読
者
は
、「「
少
女
倶
楽
部
」
の
表
紙
や
挿
絵
を
眺
め
て
い

た
ら
、
何
故
自
分
が
女
学
生
に
な
っ
た
ら
「
少
女
の
友
」
に
移
っ

て
行
っ
た
の
か
が
わ
か
り
ま
し
た
。「
少
女
の
友
」
の
方
が
よ
り

幻
想
的
、
夢
幻
的
で
乙
女
心
を
誘
っ
た
の
で
す
。
淳
一
の
描
く
美

少
年
は
ど
う
考
え
て
も
こ
の
世
に
存
在
す
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
こ
そ
余
計
に
心
引
か
れ
、
魅
せ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で

し
ょ
う
。」
と
回
想
し
て
い
る
。（
実
業
之
日
本
社
社
史
編
纂
委
員

会
編
『
実
業
之
日
本
社
百
年
史
』
実
業
之
日
本
社
、
一
九
九
七

年
）

12

楠
田
弘
子
「
洋
服
も
髪
形
も
中
原
淳
一
を
参
考
に
」（
遠
藤
寛

子
・
内
田
静
枝
監
修
『「
少
女
の
友
」
創
刊
百
周
年
記
念
号
明

治
・
大
正
・
昭
和
ベ
ス
ト
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
実
業
之
日
本
社
、
二

〇
〇
九
年
）

13

田
辺
聖
子
「『
花
物
語
』
と
私
」（『
吉
屋
信
子
全
集
』
第
一
巻
月

報
二
、
朝
日
新
聞
社

一
九
七
五
年
三
月
）

14

遠
藤
寛
子
『『
少
女
の
友
』
と
そ
の
時
代
｜
編
集
者
の
勇
気

内

山
基
｜
』
本
の
泉
社
、
二
〇
〇
四
年

15

遠
藤
寛
子
は
、「
こ
の
雰
囲
気
は
中
原
氏
の
絵
の
雰
囲
気
に
通
じ

た
か
ら
、「
桜
貝
」
や
「
わ
す
れ
な
ぐ
さ
」
が
単
行
本
化
さ
れ
た

時
、
中
原
氏
の
装
丁
で
飾
ら
れ
た
。（
中
略
）
吉
屋
氏
の
長
篇
の

さ
し
絵
を
多
く
う
け
も
っ
た
林
唯
一
氏
は
タ
ブ
ロ
ー
（
本
絵
）
の

画
家
と
し
て
も
す
ぐ
れ
た
才
能
を
発
揮
さ
れ
た
が
、
吉
屋
氏
の
さ

し
絵
と
し
て
は
温
和
す
ぎ
た
よ
う
だ
。」
と
述
べ
て
い
る
（
遠
藤
、

前
掲
書
）。

16

菅
聡
子
「
か
く
あ
る
よ
う
に
と

吉
屋
信
子
と
少
女
の
誇
り
」

注
１
前
掲
書
所
収

17

田
辺
聖
子
は
国
書
刊
行
会
版
の
『
花
物
語
』
下
巻
（
一
九
八
五

年
）
の
あ
と
が
き
の
な
か
で
、「
少
女
の
清
純
と
プ
ラ
イ
ド
を
謳

っ
た
吉
屋
信
子
と
、
少
女
期
の
短
い
美
し
さ
を
定
着
し
て
描
き
と

ど
め
た
中
原
淳
一
は
、
ま
こ
と
に
よ
き
コ
ン
ビ
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。

18

抒
情
画
が
い
か
に
読
者
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
か
を
示
す
事
例

と
し
て
高
畠
華
宵
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
正
十
四
年
に
高
畠

華
宵
は
、
画
料
の
折
り
合
い
の
件
で
講
談
社
の
雑
誌
へ
の
執
筆
を

や
め
て
し
ま
い
、
実
業
之
日
本
社
に
迎
え
ら
れ
た
。
華
宵
が
抜
け

た
『
少
年
倶
楽
部
』
は
部
数
が
一
年
間
で
十
五
万
部
減
っ
た
と
さ

れ
る
。（『
実
業
之
日
本
社
社
史
』、
前
掲
）
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19

尾
崎
秀
樹
『
さ
し
え
の
五
〇
年
』（
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
）

20

本
田
、
前
掲
書

21

中
山
美
穂
子
「
複
製
美
術
に
お
け
る
少
女
像
の
変
遷
｜
竹
久
夢
二

か
ら
中
原
淳
一
へ
｜
」（
東
大
比
較
文
学
会
『
比
較
文
学
研
究
』

九
〇
、
二
〇
〇
七
年
）

22

上
笙
一
郎
編
『
日
本
の
童
画
第
六
巻
｜
高
畠
華
宵
・
蕗
谷
虹
児
・

中
原
淳
一
｜
』（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
八
一
年
）

23

川
村
邦
光
『
オ
ト
メ
の
行
方

近
代
女
性
の
表
象
と
闘
い
』（
紀

伊
国
屋
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）

24

大
塚
英
志
『
少
女
雑
誌
論
』（
東
京
書
籍
、
一
九
九
一
年
）

25

中
原
淳
一
『
少
女
の
友
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

中
原
淳
一
の
「
女
学
生

服
装
帖
」』（
実
業
之
日
本
社
、
二
〇
一
〇
年
）

26

本
田
、
前
掲
書

27

吉
武
輝
子
『
女
人

吉
屋
信
子
』（
文
芸
春
秋
、
一
九
八
二
年
）
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