
「
 
失
わ
れ
た
声
の
物
語
 
 

少
女
小
説
と
は
何
か
。
あ
る
い
は
、
少
女
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

い
わ
ゆ
る
少
女
小
説
と
い
う
も
の
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
必
ず
取
 
 

り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
書
屋
信
子
の
『
花
物
語
等
で
あ
る
。
 
 

「
少
女
小
説
」
（
今
日
の
「
ジ
ュ
ニ
ア
小
説
」
も
ふ
く
め
て
）
と
い
 
 

う
ジ
ャ
ン
ル
の
大
衆
的
浸
透
と
普
及
に
、
決
定
的
に
寄
与
し
、
ま
 
 

た
、
そ
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
も
い
う
ペ
き
も
の
を
生
み
出
し
た
歴
 
 

史
的
作
品
と
い
え
ば
、
何
人
も
、
書
屋
信
子
（
一
八
九
八
～
一
九
 
 

七
三
）
の
連
作
短
瀞
『
花
物
語
』
を
あ
げ
る
だ
ろ
う
。
我
が
国
の
 
 

少
女
小
説
の
代
表
的
作
品
と
し
て
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
 
 

わ
ら
ず
＼
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
時
代
を
画
し
た
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
 
 

て
い
る
写
 
 

『
花
物
語
』
と
語
ら
れ
る
（
少
女
）
 
 

－
 
 
少
女
小
説
試
論
（
一
）
 
－
 
 

信
 
岡
 
朝
 
子
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
少
女
小
説
と
い
え
ば
『
花
物
語
』
、
『
花
物
語
』
と
い
え
ば
 
 

少
女
小
説
と
い
う
図
式
は
、
今
日
で
は
す
で
に
定
着
し
っ
つ
あ
る
。
『
花
 
 

物
語
』
に
お
い
て
「
近
代
 

）
 

し
て
の
少
女
小
説
は
一
応
の
成
熟
に
達
し
た
と
す
る
に
せ
よ
、
あ
る
 
 

い
は
「
本
格
的
な
少
女
小
説
の
時
代
は
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
捉
 
 

え
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
し
そ
も
こ
の
作
品
が
、
少
女
小
説
、
あ
る
い
 
 

は
（
少
女
な
る
も
の
）
を
分
析
す
る
上
で
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
 
 

変
わ
り
は
な
い
。
 
 
 

『
花
物
語
』
を
は
じ
め
と
し
た
少
女
小
説
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
し
 
 

ば
し
ば
そ
の
研
究
の
立
ち
遅
れ
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
写
そ
こ
に
は
、
児
 
 

童
文
学
の
中
で
も
大
衆
児
童
文
学
が
、
そ
し
て
そ
の
中
で
も
少
女
小
説
 
 

が
、
と
り
わ
け
低
い
評
価
を
与
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
 
 

あ
る
。
そ
う
し
た
傾
向
は
、
次
の
よ
う
な
引
用
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
 
 

が
で
巷
る
だ
ろ
う
。
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こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
少
女
小
説
と
い
う
も
の
が
い
わ
ゆ
る
「
本
 
 

格
小
説
」
と
は
異
な
る
、
「
お
涙
頂
戴
文
学
」
だ
と
い
う
一
般
的
な
解
釈
 
 

で
あ
り
、
ま
た
 
「
こ
れ
は
単
な
る
少
女
小
説
で
は
な
い
。
文
学
と
し
て
 
 

決
し
て
ひ
く
い
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
単
 
 

な
る
少
女
小
説
が
概
し
て
「
文
学
と
し
て
ひ
く
い
」
も
の
と
見
ら
れ
て
 
 

き
た
と
い
う
背
景
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
低
い
文
学
」
の
一
つ
と
し
て
、
吉
尾
信
子
の
 
 

『
花
物
語
』
も
、
常
に
否
定
的
な
評
価
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
 
 

こ
の
作
品
に
対
す
る
「
多
分
に
感
傷
的
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
へ
の
憧
憤
 
 

が
漂
っ
て
い
る
こ
と
を
否
め
な
い
が
、
ひ
ど
く
低
俗
と
い
う
こ
と
に
は
 
 

当
た
ら
な
い
と
い
う
微
妙
な
表
現
に
も
示
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
上
 
 

笠
一
郎
氏
の
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
永
遠
の
友
愛
と
思
春
期
の
少
女
に
特
 
 

ひ
と
く
ち
に
少
女
小
説
と
申
し
ま
す
と
き
、
そ
の
言
葉
の
持
つ
 
 

印
象
が
、
感
傷
的
で
本
格
小
説
の
き
び
し
さ
を
欠
い
た
謂
わ
ゆ
る
 
 

お
涙
頂
戴
文
学
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
指
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
に
 
 

う
け
と
れ
る
こ
と
は
誰
も
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
お
も
 
 

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
い
ま
仮
り
に
、
こ
こ
に
す
ぐ
れ
た
少
女
小
説
 
 

が
あ
っ
た
と
い
た
し
ま
す
と
、
そ
れ
を
認
め
て
い
う
た
め
に
は
「
こ
 
 

れ
は
単
な
る
少
女
小
説
で
は
な
い
。
文
学
と
し
て
決
し
て
ひ
く
い
 
 

も
の
で
は
な
い
」
 
な
ど
と
い
っ
た
、
き
わ
め
て
、
ま
わ
り
く
ど
い
 
 

表
現
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
写
 
 

有
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
が
「
過
度
な
ま
で
に
強
調
さ
れ
て
い
る
 
 

あ
ま
り
現
実
か
ら
浮
き
あ
が
っ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
 
 

の
評
価
に
も
、
否
定
的
な
感
情
が
強
く
に
じ
み
出
て
い
る
。
ま
た
同
じ
 
 

く
上
氏
は
、
『
花
物
語
』
を
オ
ル
コ
ッ
ト
の
小
説
と
の
比
較
を
通
じ
て
論
 
 

じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
評
価
は
「
た
だ
、
今
日
の
限
で
み
れ
ば
必
ず
 
 

し
も
健
康
と
は
い
え
な
い
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
だ
け
」
「
そ
こ
に
あ
る
 
 

の
は
い
か
に
も
大
正
期
ら
し
い
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
消
極
的
な
心
の
 
 

優
し
さ
だ
け
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
「
た
だ
」
「
だ
け
」
と
い
う
 
 

表
現
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
花
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
少
女
小
 
 

説
は
、
概
し
て
中
身
の
無
い
、
「
空
っ
ぽ
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
 
 

き
た
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
今
日
、
ジ
ュ
ニ
ア
小
説
と
呼
ば
れ
る
少
女
小
 
 

1
1
）
 

説
に
対
し
て
「
明
確
な
意
味
を
持
つ
言
葉
以
前
の
記
号
の
洪
水
と
い
 
 

う
表
現
が
当
て
は
め
ら
れ
る
の
と
、
同
じ
感
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
 
 

し
て
、
こ
れ
ら
の
表
現
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
は
思
想
も
中
身
も
な
い
、
無
 
 

意
味
で
記
号
的
な
も
の
と
し
て
の
 
（
少
女
）
 
の
世
界
が
、
イ
メ
ー
ジ
と
 
 

し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
現
実
か
ら
浮
き
あ
が
っ
た
、
空
虚
な
世
界
と
い
う
イ
メ
ー
 
 

ジ
は
、
時
に
少
女
小
説
を
危
険
視
す
る
よ
う
な
動
き
と
も
結
び
つ
く
。
 
 

「
少
女
た
ち
は
か
つ
て
吉
屋
信
子
の
少
女
小
説
を
読
ん
だ
、
い
ま
少
女
マ
 
 

ン
ガ
を
読
ん
で
い
る
。
（
中
略
）
こ
ん
な
少
女
た
ち
を
私
た
ち
は
見
守
る
 
 

望
 

だ
け
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
言
葉
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
こ
 
 

う
し
た
無
意
味
な
物
語
を
読
み
あ
さ
る
「
こ
ん
な
」
少
女
た
ち
を
、
野
 
 81   



こ
の
よ
う
に
、
（
少
女
）
 
の
領
域
は
し
ば
し
ば
、
そ
の
「
不
可
解
さ
」
か
 
 

ら
、
特
に
男
性
の
研
究
者
か
ら
は
遠
巻
き
に
さ
れ
が
ち
な
存
在
で
あ
っ
 
 

た
。
佐
藤
通
雅
氏
は
、
そ
う
し
た
研
究
者
ら
の
態
度
自
体
に
男
性
中
心
 
 

的
な
価
値
観
に
基
づ
く
差
別
意
識
を
読
み
取
り
、
そ
れ
を
鋭
く
批
判
し
 
 

て
い
る
。
 
 

そ
し
て
、
こ
の
無
意
味
さ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
別
の
観
念
が
、
少
女
 
 

小
説
の
研
究
を
遅
れ
さ
せ
た
も
う
一
つ
の
要
因
と
な
る
。
横
川
寿
美
子
 
 

氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

放
し
に
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
危
惧
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
 
 

少
女
小
説
は
つ
い
に
、
有
害
な
書
物
と
し
て
異
端
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
 
 

る
の
で
あ
る
 
 

確
か
に
 
（
少
女
）
 
は
大
人
の
男
に
と
っ
て
ま
と
も
に
論
じ
る
に
足
 
 

り
な
い
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
論
じ
た
く
て
 
 

も
論
じ
ら
れ
な
い
不
可
解
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。
時
代
の
趨
勢
は
、
 
 

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
対
し
て
ま
す
ま
す
少
年
と
少
女
へ
の
公
平
な
目
 
 

配
り
を
要
課
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
男
た
ち
は
そ
の
日
ら
 
 

の
無
知
を
よ
く
自
覚
す
る
ゆ
え
に
、
長
い
間
（
少
女
）
 
に
つ
い
て
 
 

論
じ
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
ら
い
が
、
結
果
的
 
 

に
は
ま
た
も
や
無
視
と
軽
視
に
つ
な
が
っ
て
い
く
悪
循
環
も
あ
っ
 
 

顎
 
 
 

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
 
 
 

顎
）
 
 

男
性
中
心
的
な
体
制
か
ら
「
奇
妙
さ
」
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
批
判
 
 

の
背
後
に
は
、
少
女
文
化
が
い
か
に
男
性
の
目
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
 
 

き
た
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
 
（
少
女
）
を
不
可
解
な
も
の
 
 

と
す
る
態
度
は
、
前
に
述
べ
た
、
無
意
味
で
空
虚
な
 
（
少
女
）
 
と
い
う
 
 

否
定
的
な
感
情
と
無
関
係
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
男
性
原
 
 

理
に
支
え
ら
れ
た
「
社
会
の
感
覚
」
に
基
づ
く
少
女
観
こ
そ
が
、
以
後
、
 
 

少
女
に
関
す
る
様
々
な
論
考
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
登
場
し
た
の
が
、
本
田
和
子
氏
に
よ
る
有
 
 

名
な
少
女
論
の
数
々
で
あ
る
。
横
川
寿
美
子
氏
は
、
本
田
氏
に
よ
る
二
 
 

つ
の
論
文
、
「
『
ひ
ら
ひ
ら
』
の
系
譜
 
－
 
少
女
、
こ
の
境
界
的
な
る
も
 
 

の
」
と
「
『
少
女
』
の
誕
生
一
■
一
丁
九
二
〇
年
、
花
開
く
少
女
牒
が
、
 
 

発
表
さ
れ
た
後
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
 
 

と
か
く
す
る
と
少
女
小
説
や
少
女
マ
ン
ガ
の
世
界
は
、
奇
妙
な
 
 

も
の
と
見
な
さ
れ
が
ち
だ
。
自
分
に
は
入
り
こ
む
余
地
が
な
い
と
、
 
 

手
を
あ
げ
て
し
ま
う
男
性
も
少
な
く
な
い
。
（
中
略
）
し
か
し
奇
妙
 
 

さ
の
正
体
は
何
と
か
考
え
れ
ば
、
男
性
中
心
社
会
の
異
端
物
だ
と
 
 

い
う
点
に
行
き
つ
く
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
こ
の
社
会
の
感
覚
に
 
 

飼
い
な
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
奇
妙
さ
と
し
て
感
受
し
て
し
ま
う
 
 

の
だ
顎
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こ
れ
ら
を
八
〇
年
代
の
日
本
で
盛
ん
と
な
っ
た
 
（
少
女
）
論
の
原
点
と
 
 

見
な
し
て
い
る
顎
 
 
 

本
田
氏
の
論
文
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
横
川
氏
は
、
少
女
 
 

小
説
を
論
じ
る
こ
と
に
た
め
ら
い
が
ち
な
男
性
評
論
家
の
間
に
あ
る
「
女
 
 

性
に
よ
る
『
少
女
論
』
へ
の
潜
在
的
ニ
ー
ズ
〕
1
8
〉
が
、
本
田
氏
の
論
の
普
 
 

及
を
後
押
し
し
た
と
分
析
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
さ
ら
に
付
け
 
 

加
え
る
な
ら
ば
、
本
田
氏
の
論
考
は
、
単
に
女
性
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
 
 

こ
と
で
評
価
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
少
女
自
身
に
よ
っ
て
語
ら
 
 

れ
た
「
声
」
と
し
て
の
価
値
を
持
っ
て
い
た
。
「
こ
の
小
塙
は
『
少
女
の
 
 

時
』
を
生
き
た
か
つ
て
の
私
の
証
言
で
あ
り
、
同
時
に
、
か
つ
て
少
女
 
 

1
9
）
 

で
あ
っ
た
私
が
試
み
る
『
少
女
的
な
も
の
』
の
読
み
解
き
で
あ
る
〕
。
こ
 
 

の
記
述
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
田
氏
の
言
葉
は
、
単
に
女
性
だ
か
 
 

ら
と
い
う
以
上
に
、
か
つ
て
（
少
女
）
だ
っ
美
者
の
「
証
言
」
と
し
て
 
 

認
め
ら
れ
て
い
く
。
本
田
氏
の
論
考
は
、
失
わ
れ
た
（
少
女
）
の
言
葉
、
 
 

ひ
い
て
は
奇
異
の
ま
な
ざ
し
に
さ
ら
さ
れ
つ
づ
け
た
「
他
者
」
 
の
声
を
 
 

回
復
す
る
瞬
間
を
、
劇
的
に
演
出
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

二
、
 
普
遍
化
す
る
少
女
 
 

こ
の
よ
う
に
、
（
少
女
）
を
語
る
言
葉
と
し
て
記
念
碑
的
役
割
を
果
た
 
 

し
た
本
田
氏
の
論
考
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
。
 
 

と
り
わ
け
本
田
氏
を
有
名
に
し
た
の
は
こ
の
「
ひ
ら
ひ
ら
」
の
系
譜
で
 
 

あ
る
。
本
田
氏
は
、
（
少
女
）
と
い
う
掴
み
所
の
無
い
イ
メ
ー
ジ
を
、
い
 
 

わ
ゆ
る
「
色
と
に
お
い
と
ひ
び
き
瑠
と
祢
す
る
視
覚
的
な
イ
メ
⊥
ソ
と
 
 

し
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
続
く
「
『
少
女
』
の
誕
生
」
の
中
で
 
 

は
、
歴
史
的
な
背
景
も
考
慮
し
っ
つ
 
（
少
女
な
る
も
の
）
全
体
に
通
底
 
 

す
る
イ
メ
ー
ジ
を
摘
出
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
う
し
た
本
田
氏
の
論
考
に
は
、
掴
み
所
の
な
い
も
の
を
 
 

言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
と
い
う
以
上
に
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
狙
い
が
 
 

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
少
女
観
を
、
一
転
し
て
 
 

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
に
読
み
か
え
よ
う
と
い
う
意
図
で
あ
る
。
本
田
氏
 
 

を
含
め
、
多
く
の
少
女
論
者
た
ち
が
試
み
て
さ
た
の
は
、
従
来
的
な
男
 
 

性
的
原
理
に
基
づ
い
た
、
感
傷
的
で
あ
る
、
あ
る
い
は
単
な
る
セ
ン
チ
 
 

メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
 
 

本
田
は
一
九
二
〇
年
頃
か
ら
四
〇
年
に
至
る
「
少
年
小
説
」
と
「
少
 
 

女
小
説
」
を
並
列
さ
せ
、
（
中
略
）
「
少
年
文
化
」
と
の
対
比
を
通
 
 

し
て
「
少
女
文
化
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
ま
七
、
『
花
物
語
』
 
 

の
美
文
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
と
り
わ
け
与
謝
野
晶
子
『
み
だ
れ
 
 

髪
』
と
対
象
さ
せ
な
が
ら
、
少
女
世
界
の
ヰ
ー
ワ
ー
ド
を
さ
ぐ
る
。
 
 

そ
の
結
果
に
は
、
少
女
特
有
の
美
意
識
に
注
目
し
て
、
「
リ
ボ
ン
と
 
 

フ
リ
ル
」
に
象
徴
さ
れ
る
視
覚
世
界
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、
「
ひ
ら
 
 

ひ
ら
」
と
し
た
感
覚
を
発
見
し
た
と
い
え
よ
う
顎
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く
少
女
観
の
転
覆
で
あ
っ
た
。
「
『
少
女
的
な
も
の
』
は
、
久
し
く
無
視
 
 

さ
れ
て
い
て
、
蔑
視
の
対
象
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
少
 
 

女
の
世
界
は
、
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
、
『
語
る
に
値
い
し
な
い
領
域
』
 
 

と
し
て
位
置
づ
い
て
い
る
巧
、
「
私
は
、
い
ま
、
こ
の
『
不
可
触
の
世
界
』
 
 

に
光
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
瑠
、
「
い
三
度
、
『
少
女
』
の
上
に
光
 
 

を
当
て
よ
う
。
し
か
も
、
く
り
返
し
、
知
的
な
読
解
の
対
象
と
さ
れ
る
 
 

ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の
そ
れ
で
は
な
く
、
大
方
に
無
視
さ
れ
て
、
顧
み
 
 

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
青
畳
信
子
の
『
少
女
』
の
上
に
こ
れ
ら
の
宣
 
 

言
と
と
も
に
、
青
畳
信
子
の
『
花
物
譜
』
も
ま
た
、
無
視
さ
れ
、
蔑
視
 
 

さ
れ
た
少
女
の
世
界
を
回
復
す
る
と
い
う
目
的
の
も
と
に
読
み
解
か
れ
 
 

て
い
く
。
 
 
 

『
花
物
語
』
を
分
析
す
る
中
で
本
田
氏
は
、
こ
の
独
特
な
物
語
世
界
 
 

が
「
感
覚
と
情
緒
へ
の
惑
溺
」
や
「
社
会
性
の
欠
落
」
に
起
因
す
る
負
 
 

性
で
は
な
く
、
「
直
進
す
る
明
治
を
遮
断
し
、
父
性
原
理
の
餌
食
と
な
り
 
 

詭
）
 

か
け
て
い
た
女
性
性
の
回
復
〕
を
求
め
る
も
の
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
 
 

『
花
物
語
』
に
お
け
る
少
女
た
ち
は
、
明
治
以
降
の
国
家
的
要
請
で
あ
る
 
 

「
良
妻
賢
母
像
」
に
も
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
反
権
力
闘
争
と
し
て
の
「
女
 
 

権
運
動
」
に
対
し
て
も
、
秘
め
や
か
な
「
ノ
ン
」
を
つ
卓
つ
け
る
写
本
 
 

田
氏
は
、
そ
う
し
た
社
会
的
な
秩
序
か
ら
身
を
放
そ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
 
 

『
花
物
語
』
と
．
い
う
箱
舟
的
な
閉
鎖
性
の
中
で
こ
そ
真
の
女
性
性
が
解
き
 
 

放
た
れ
て
い
く
と
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
（
少
女
）
を
ポ
ジ
テ
ィ
プ
な
も
の
と
し
て
解
釈
し
な
お
そ
 
 

う
と
い
う
一
連
の
動
き
の
中
か
ら
次
第
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
が
、
 
 

「
解
放
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
叶
井
晴
美
氏
は
『
花
物
語
』
の
少
女
 
 

像
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
ら
の
少
女
像
は
、
当
時
の
少
女
遵
の
、
発
言
を
認
 
 

め
ら
れ
た
い
、
束
縛
か
ら
自
由
に
な
れ
た
い
と
い
う
願
望
の
象
徴
で
は
 
 

な
か
っ
た
か
巧
と
し
、
「
彼
女
達
に
共
通
し
て
い
 

命
を
自
ら
選
び
取
っ
て
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
巧
と
述
べ
 
 

て
、
『
花
物
譜
』
に
お
け
る
少
女
像
に
、
解
放
へ
の
機
運
を
読
み
と
っ
て
 
 

い
く
。
や
が
て
、
こ
う
し
た
少
女
の
「
解
放
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
 
 

つ
し
か
女
性
全
体
の
「
解
放
」
 
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
上
 
 

笠
一
郎
氏
に
よ
る
「
書
見
信
子
の
少
女
小
説
に
お
け
る
過
剰
な
ま
で
の
 
 

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
近
代
日
本
の
女
性
状
況
に
即
し
っ
つ
見
れ
 
 

ば
、
（
人
間
解
放
）
の
大
河
に
流
れ
込
ん
で
い
く
さ
さ
や
か
な
小
川
の
ひ
 
 

と
つ
な
の
で
あ
っ
た
頂
と
の
評
価
は
、
『
花
物
語
』
の
世
界
に
「
女
性
 
 

の
解
放
」
を
読
み
取
る
先
駆
的
な
試
み
だ
と
い
え
る
。
ま
た
、
吉
武
輝
 
 

子
氏
の
記
述
に
も
、
同
様
の
感
性
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
 
 

そ
れ
に
し
て
も
時
代
を
越
え
、
年
齢
を
越
え
、
何
故
、
こ
れ
ほ
 
 

ど
ま
で
に
『
花
物
譜
』
が
、
女
性
の
心
を
捉
え
て
離
さ
な
い
の
か
。
 
 

こ
の
時
、
は
じ
め
て
わ
た
し
は
気
が
つ
い
た
。
書
屋
信
子
独
特
 
 
 

の
美
文
調
の
た
め
に
や
や
薄
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
い
る
が
、
『
花
 
 
 

物
語
』
の
底
流
に
、
原
始
的
で
は
あ
る
が
、
素
朴
な
ま
で
に
初
々
 
 

し
い
女
性
解
放
の
思
想
が
脈
う
っ
て
い
る
こ
と
を
。
女
へ
の
や
さ
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書
式
氏
に
よ
っ
て
書
屋
信
子
の
 
（
少
女
）
 
の
世
界
は
、
女
性
解
放
の
兆
 
 

3
1
）
 

し
で
あ
る
以
上
に
、
さ
ら
に
「
女
か
ら
女
へ
ぃ
と
読
み
継
が
れ
る
バ
イ
 
 

ブ
ル
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
普
遍
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
 
 

も
は
や
、
一
少
女
の
さ
さ
や
か
な
読
み
物
と
し
て
の
 
『
花
物
語
』
 
で
は
 
 

な
く
、
よ
り
広
い
意
味
で
、
人
間
の
解
放
を
う
た
っ
た
壮
大
な
物
語
と
 
 

し
て
の
 
『
花
物
語
』
な
の
で
あ
る
。
 
 

三
、
 
記
憶
と
し
て
の
『
花
物
語
』
 
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
『
花
物
語
』
あ
る
い
は
少
女
小
説
＝
女
性
解
 
 

放
と
い
う
図
式
が
、
様
々
な
議
論
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
中
で
、
こ
 
 

の
よ
う
に
少
女
を
女
性
と
し
て
普
遍
化
す
る
考
え
方
に
は
、
あ
る
歪
み
 
 

が
内
包
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
 
 
 

『
花
物
語
』
が
少
女
小
説
の
起
源
と
さ
れ
る
の
に
は
、
実
の
と
こ
ろ
 
 

そ
れ
ほ
ど
明
快
な
根
拠
は
な
い
。
 
 
 

中
村
哲
也
氏
は
、
『
花
物
語
』
の
美
文
が
、
当
時
『
少
女
世
界
』
に
投
稿
 
 

さ
れ
た
乙
女
達
の
文
章
と
非
常
に
類
似
し
て
お
り
、
ま
た
吉
屋
自
身
も
 
 

『
少
女
世
界
』
 
へ
の
投
稿
少
女
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
苫
屋
の
作
風
は
投
稿
 
 

作
品
特
有
の
様
式
美
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
お
り
巻
本
 
 

田
和
子
氏
で
さ
え
も
「
『
花
物
語
』
の
美
文
の
背
後
に
、
数
多
く
の
先
達
 
 

の
影
を
見
る
こ
と
ば
、
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
頂
と
し
て
、
与
謝
野
晶
 
 

し
み
、
い
と
お
し
み
が
み
ち
み
ち
て
い
る
こ
と
を
濁
）
 
 

子
の
『
み
だ
れ
髪
』
や
、
泉
鏡
花
の
末
裔
と
し
て
『
花
物
語
』
を
位
置
 
 

付
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
花
物
語
』
の
独
特
の
世
界
像
が
「
決
し
 
 

て
信
子
ひ
と
り
の
才
能
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
頂
こ
と
は
、
す
 
 

で
に
複
数
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
、
別
の
角
度
か
ら
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

彗
 

久
米
依
子
氏
は
、
「
少
女
小
説
■
差
異
と
規
範
の
言
語
装
置
〕
の
な
 
 

か
で
、
明
治
二
十
年
代
末
か
ら
三
十
年
代
の
少
年
少
女
雑
誌
に
掲
載
さ
 
 

れ
た
少
女
小
説
を
通
史
的
に
追
う
こ
と
か
ら
、
「
少
女
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
 
 

リ
ー
の
成
立
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
新
し
 
 

い
（
少
女
ら
し
さ
）
と
し
て
「
愛
」
の
観
念
に
基
づ
く
少
女
像
が
現
れ
た
 
 

こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
の
論
考
を
読
む
限
り
、
『
花
物
語
』
は
 
 

こ
の
 
「
愛
」
と
「
あ
ど
け
な
さ
」
を
強
調
す
る
少
女
像
の
系
列
に
位
置
 
 

付
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
 
「
愛
」
 
に
よ
る
少
女
ら
し
さ
と
 
 

い
う
観
念
は
、
書
屋
信
子
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
論
 
 

説
「
愛
の
光
」
（
『
少
女
世
界
』
明
治
三
十
九
年
一
一
月
五
日
）
 
の
中
で
 
 

巌
谷
小
波
が
提
唱
し
た
「
愛
」
の
観
念
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
顎
 
 

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
な
流
れ
に
置
い
て
見
た
場
合
、
『
花
物
語
』
と
 

う
作
品
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
明
治
期
に
形
成
 
 

さ
れ
て
い
た
既
成
の
（
少
女
）
像
の
反
復
堰
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
『
花
物
語
』
と
い
う
作
品
が
、
（
少
女
）
を
表
す
記
 
 

念
碑
的
存
在
で
あ
り
つ
づ
け
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
 
 

八
年
間
と
い
う
長
期
間
に
渡
っ
て
連
載
さ
れ
た
と
い
う
根
強
い
人
気
に
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加
え
、
人
々
の
記
憶
と
い
う
問
題
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

本
田
和
子
氏
が
（
少
女
）
の
分
析
に
お
い
て
特
権
的
な
立
場
を
確
保
し
 
 

た
背
景
に
は
、
自
ら
も
書
屋
信
子
的
な
ひ
ら
ひ
ら
と
し
て
甘
美
な
世
界
 
 

苛
 
 

に
身
を
置
い
た
と
い
う
、
本
田
氏
自
身
の
鮮
や
か
な
記
憶
が
あ
っ
た
 
 

ま
た
、
田
辺
聖
子
氏
は
『
花
物
語
』
に
つ
い
て
、
「
ど
の
物
語
も
、
女
生
徒
 
 

た
ち
に
嵐
の
よ
う
な
拍
手
で
迎
え
ら
れ
た
」
「
少
女
た
ち
は
熱
狂
し
て
争
 
 

3
9
）
 

っ
て
読
ん
だ
〕
「
書
屋
信
子
の
小
説
と
中
原
淳
一
の
絵
だ
け
が
、
昭
和
 
 

十
年
代
の
少
女
を
支
え
る
、
小
さ
な
、
ひ
そ
か
な
喜
び
な
の
だ
っ
た
山
空
 
 

な
ど
の
印
象
的
な
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
『
花
物
語
』
を
今
日
の
特
権
 
 

的
地
位
に
押
し
上
げ
る
の
は
、
こ
う
し
た
個
々
人
の
記
憶
の
積
み
重
ね
 
 

と
、
そ
の
印
象
の
強
烈
さ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
特
別
な
記
憶
と
し
 
 

て
の
印
象
が
、
『
花
物
語
』
作
品
を
、
特
別
な
位
置
に
置
く
こ
と
に
な
っ
 
 

た
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
こ
で
気
を
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
 
 

主
観
的
な
記
憶
に
基
づ
く
描
写
が
、
ど
こ
ま
で
信
憑
性
を
持
つ
の
か
、
つ
 
 

ま
り
、
こ
う
し
た
幼
少
期
の
体
験
に
基
づ
い
た
記
憶
が
、
ど
こ
ま
で
過
 
 

去
の
少
女
た
ち
の
間
で
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
実
は
非
常
に
 
 

曖
昧
な
ま
ま
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
か
つ
て
少
女
だ
っ
た
人
々
の
記
憶
 
 

を
根
拠
に
、
苫
屋
信
子
や
『
花
物
語
』
を
特
別
な
も
の
と
し
て
選
び
だ
 
 

す
と
い
う
行
為
は
、
そ
う
し
た
個
々
の
記
憶
が
、
少
女
に
よ
っ
て
普
遍
 
 

的
に
抱
え
ら
れ
る
記
憶
の
代
表
と
な
り
う
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
 
 

い
る
。
つ
ま
り
、
吉
星
信
子
を
愛
し
た
人
々
の
記
憶
か
ら
「
す
べ
て
の
 
 

少
女
が
熱
狂
し
た
」
と
い
う
前
提
が
作
ら
れ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
 
 

に
『
花
物
語
』
が
、
女
性
全
体
の
財
産
と
し
て
新
た
に
記
憶
し
な
お
さ
 
 

れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
『
花
物
語
』
が
広
く
人
気
を
 
 

集
め
、
人
々
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
書
 
 

屋
信
子
を
愛
す
る
、
特
定
の
少
女
た
ち
の
間
で
の
み
見
ら
れ
る
記
憶
の
 
 

は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

遠
藤
寛
子
氏
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
疑
念
に
基
づ
く
意
見
を
提
示
し
 
 

た
。
遠
藤
氏
は
「
少
女
小
説
と
は
」
と
一
面
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
少
 
 

女
小
説
に
「
異
な
る
角
度
か
ら
光
を
あ
て
る
」
こ
と
を
目
的
に
掲
げ
、
昭
 
 

和
全
盛
期
の
少
女
小
説
が
、
少
な
く
と
も
、
大
衆
的
な
『
少
女
倶
楽
部
』
 
 

と
、
感
傷
的
な
『
少
女
の
友
』
と
い
う
二
派
に
大
き
く
分
か
れ
る
こ
と
 
 

を
指
摘
す
る
顎
「
二
派
の
少
女
小
説
を
、
祖
型
と
な
っ
た
作
品
で
い
う
 
 

な
ら
、
『
少
女
の
友
』
派
は
『
花
物
語
』
、
『
少
女
倶
楽
部
』
派
は
『
君
を
 
 

知
る
や
南
の
国
』
と
な
る
」
顎
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
す
べ
て
の
少
 
 

女
、
あ
る
い
は
女
性
が
、
『
花
物
語
』
的
な
（
少
女
）
世
界
を
共
有
し
て
 
 

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
方
で
は
、
『
少
女
倶
楽
部
』
 
 

を
中
心
と
し
た
別
の
少
女
世
界
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
、
少
女
の
世
界
の
多
様
性
を
示
す
例
が
も
う
一
つ
存
在
 
 

す
る
。
つ
ま
り
、
（
少
女
）
と
は
必
ず
し
も
「
男
性
の
原
理
」
に
よ
っ
て
 
 

排
除
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
時
に
そ
れ
は
、
少
女
性
を
よ
く
理
解
 
 

す
る
は
ず
の
、
女
性
自
身
か
ら
も
排
除
さ
れ
、
迫
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
 
 

る
。
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少
女
小
説
や
少
女
マ
ン
ガ
の
世
界
が
「
宝
塚
少
女
歌
劇
的
な
雰
謝
 
 

朋
）
 

気
ど
呼
ば
れ
、
一
方
で
「
宝
塚
は
少
女
マ
ン
ガ
な
ん
だ
か
ら
と
言
 
 

わ
れ
る
よ
う
に
、
宝
塚
と
少
女
小
説
は
相
互
に
補
完
的
な
位
置
に
あ
る
 
 

が
、
荷
宮
和
子
氏
は
、
宝
塚
の
世
界
が
少
女
小
説
と
同
様
、
「
女
子
供
を
 
 

喜
ば
せ
る
」
も
の
と
し
て
世
間
か
ら
無
条
件
に
排
除
さ
れ
て
き
た
一
方
 
 

で
、
そ
う
し
て
蔑
視
さ
れ
て
き
た
女
子
供
の
側
が
、
必
ず
し
も
宝
塚
を
 
 

評
価
し
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
「
お
と
し
め
ら
れ
た
『
女
』
自
 
 

身
は
、
宝
塚
の
味
方
な
の
か
、
と
言
え
ば
そ
れ
も
違
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
 
 

大
き
な
部
数
を
持
つ
メ
デ
ィ
ア
で
、
男
と
同
様
に
発
言
権
を
得
て
い
る
 
 

女
達
の
文
章
が
、
宝
塚
歌
劇
と
ヅ
カ
フ
ァ
ン
を
椰
輸
す
る
こ
と
は
、
少
 
 

彗
 

し
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
〕
と
の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
 
 

は
、
（
少
女
）
的
と
さ
れ
る
宝
塚
歌
劇
が
、
男
性
原
理
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
 
 

れ
る
だ
け
で
な
く
、
女
性
自
身
に
よ
っ
て
も
項
撃
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
 
 

さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

さ
ら
に
も
う
一
点
、
（
少
女
）
を
語
る
上
で
重
要
な
の
が
、
階
級
の
問
 
 

題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
壷
井
栄
は
吉
屋
の
 
『
花
物
語
』
を
意
識
し
、
自
 
 

ら
も
『
私
の
花
物
譜
』
と
言
う
作
品
を
執
筆
し
て
い
る
が
、
彼
女
は
少
 
 

女
の
項
、
『
花
物
語
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
一
度
も
な
か
っ
た
。
小
豆
島
の
 
 

貧
し
い
家
に
生
ま
れ
、
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
て
す
ぐ
職
業
生
活
に
入
 
 

っ
た
彼
女
に
は
、
『
花
物
語
』
を
手
に
す
る
た
め
の
経
済
的
な
ゆ
と
り
が
 
 

な
か
っ
た
の
で
あ
る
顎
『
花
物
語
』
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
ほ
、
大
 
 

都
市
に
住
む
ご
く
少
数
の
限
ら
れ
た
少
女
た
ち
だ
け
で
あ
っ
た
写
そ
れ
 
 

は
、
『
花
物
語
』
の
分
析
を
通
じ
て
示
さ
れ
た
「
す
べ
て
の
少
女
」
、
あ
 
 

る
い
は
「
す
べ
て
の
女
性
」
と
い
う
全
体
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
か
ら
は
、
か
 
 

け
離
れ
た
現
実
な
の
で
あ
る
。
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
私
が
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
「
女
」
の
中
で
の
価
値
 
 

観
の
多
様
性
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
書
屋
の
 
『
花
物
 
 

語
』
的
世
界
に
連
な
る
よ
う
な
（
少
女
）
像
を
「
徹
底
し
た
無
視
と
侮
 
 

蔑
頂
か
ら
救
い
出
し
た
と
し
て
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
あ
る
一
つ
の
（
少
 
 

女
）
 
の
名
誉
の
回
復
で
あ
り
、
そ
は
必
ず
し
も
、
多
面
的
で
あ
る
は
ず
 
 

の
女
性
性
全
体
の
解
放
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
『
花
 
 

物
語
』
 
に
は
じ
ま
る
（
少
女
）
 
の
世
界
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
、
あ
 
 

た
か
も
少
女
、
あ
る
い
は
女
性
の
間
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
世
界
と
し
 
 

て
位
置
づ
け
る
の
に
は
、
や
は
り
限
界
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
 
 

四
、
「
属
性
」
と
い
う
神
話
 
 

で
は
、
『
花
物
語
』
的
な
（
少
女
）
が
し
ば
し
ば
、
少
女
「
全
体
」
を
 
 

示
す
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
み
、
あ
る
い
は
『
花
物
語
』
が
、
女
性
 
 

「
全
体
」
の
解
放
の
物
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
産
み
出
さ
れ
 
 

る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

「
吉
屋
信
子
の
作
品
を
三
一
口
で
い
う
な
ら
、
徹
頭
徹
尾
、
女
性
原
理
 
 

で
構
成
さ
れ
た
世
界
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
頂
と
い
う
表
現
か
ら
読
 
 

み
取
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
書
屋
信
子
的
な
（
少
女
）
の
世
界
は
、
男
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性
に
は
不
可
侵
の
領
域
と
し
て
、
分
け
ら
れ
、
排
除
さ
れ
て
き
た
。
そ
 
 

し
て
こ
の
思
想
は
、
例
え
ば
「
思
春
期
前
期
の
少
女
に
お
い
て
は
、
セ
 
 

帥
）
 

ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
そ
の
属
性
と
も
言
う
ぺ
き
い
と
い
う
上
竺
郎
 
 

氏
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
な
信
念
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
上
氏
が
、
 
 

（
少
女
）
性
が
「
人
間
の
生
理
に
属
す
る
も
の
『
で
あ
る
と
し
、
心
理
学
 
 

的
な
面
か
ら
（
少
女
）
性
を
規
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
、
（
少
女
）
 
 

た
ち
の
世
界
は
「
属
性
」
と
い
う
解
釈
の
も
と
に
、
男
性
社
会
に
は
読
 
 

み
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
ひ
い
て
は
、
読
み
取
っ
て
も
仕
方
な
 
 

い
も
の
と
し
て
放
置
さ
れ
、
無
視
さ
れ
て
、
や
が
て
は
排
除
さ
れ
て
い
 
 

く
。
本
田
和
子
氏
を
は
じ
め
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
 
（
少
女
）
か
ら
の
視
 
 

点
に
よ
る
少
女
論
が
打
破
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
男
性
本
 
 

位
の
見
方
に
よ
る
少
女
観
で
あ
っ
た
。
 
 
 

た
だ
し
そ
れ
は
、
「
『
花
物
語
』
は
、
男
性
の
目
を
徹
底
し
て
退
け
、
深
 
 

く
繭
ご
も
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
（
少
女
）
 
の
輪
郭
を
明
確
に
す
る
役
割
を
 
 

望
 

果
た
し
た
〕
と
の
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
男
性
と
い
 
 

う
仮
想
敵
を
想
定
し
た
解
釈
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
 
 

図
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
 
（
少
女
）
論
は
、
む
し
ろ
 
（
少
女
）
 
な
る
も
 
 

の
の
本
質
を
逆
に
規
定
し
、
そ
れ
を
特
権
化
し
た
女
性
性
と
し
て
さ
ら
 
 

に
強
化
す
る
方
向
へ
と
傾
い
て
い
く
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
女
性
だ
 
 

け
に
理
解
で
き
る
も
の
を
、
女
性
の
言
葉
で
説
明
し
、
そ
の
上
で
社
会
 
 

的
な
地
位
の
向
上
を
求
め
る
よ
う
な
方
向
へ
と
、
（
少
女
）
な
る
も
の
は
 
 

導
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
こ
れ
は
、
少
女
を
「
解
放
」
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
批
判
し
 
 

た
、
「
男
性
原
理
に
基
づ
く
、
奇
異
な
も
の
と
し
て
の
少
女
性
」
と
い
う
 
 

解
釈
と
、
そ
の
根
拠
と
な
る
「
属
性
」
と
し
て
の
 
（
少
女
）
性
を
、
そ
 
 

の
ま
ま
反
映
し
た
考
え
方
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
本
田
氏
が
、
 
 

『
花
物
語
』
の
言
葉
の
特
徴
に
関
し
て
記
述
す
る
際
に
、
「
『
少
女
』
白
身
 
 

が
、
そ
の
よ
う
な
『
か
た
ち
』
と
 
『
た
た
ず
ま
い
』
 
で
、
己
を
語
る
こ
 
 

警
 

と
を
欲
し
た
〕
と
記
し
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
 
 

対
立
す
る
両
者
は
、
（
少
女
）
を
排
除
す
る
か
、
あ
る
い
は
称
揚
す
る
か
 
 

と
い
う
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
ど
ち
ら
も
「
属
性
」
と
し
て
の
少
女
 
 

性
を
信
じ
る
と
い
う
意
味
で
、
立
場
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

少
女
の
解
放
、
復
権
を
求
め
る
形
の
少
女
論
に
お
い
て
問
題
と
な
る
 
 

の
は
、
そ
れ
ら
が
 
（
少
女
）
を
男
性
に
対
立
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
 
 

想
定
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
も
そ
も
少
女
的
要
素
と
は
多
様
な
も
の
で
 
 

あ
り
、
『
花
物
語
』
的
な
 
（
少
女
）
性
も
ま
た
、
そ
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
 
 

な
い
、
と
い
う
こ
と
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
点
で
あ
 
 

る
。
つ
ま
り
、
対
男
性
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
 
（
少
女
）
 
が
語
ら
れ
て
 
 

い
く
こ
と
で
、
横
川
寿
美
子
氏
が
言
う
よ
う
に
、
「
こ
う
し
て
少
女
は
女
 
 

同
士
の
、
女
に
だ
け
し
か
通
用
し
な
い
閉
ざ
さ
れ
た
連
帯
の
中
に
取
り
 
 

空
 

込
ま
れ
て
行
く
〕
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
に
は
か
つ
て
、
少
女
た
ち
が
、
「
無
視
す
る
こ
と
で
白
身
を
正
当
 
 

化
し
た
 
『
少
女
な
ら
ざ
る
も
の
』
 
の
理
論
と
、
同
時
に
、
無
視
さ
れ
る
 
 

彗
 

こ
と
で
己
れ
の
時
を
守
っ
た
『
少
女
の
側
』
の
理
論
い
の
狭
間
で
、
閉
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鎖
さ
れ
た
自
由
を
謳
歌
し
た
の
と
同
様
の
構
図
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
 
 

つ
ま
り
、
男
性
性
を
敵
視
す
る
視
点
が
、
逆
に
現
実
の
少
女
た
ち
の
多
 
 

様
な
好
み
や
個
性
を
無
視
さ
せ
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
共
通
す
る
女
性
性
 
 

に
囲
い
込
も
う
と
す
る
運
動
が
、
少
女
を
論
じ
る
場
自
体
に
お
い
て
発
 
 

生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

ま
と
め
 
 

こ
の
よ
う
に
少
女
な
る
も
の
を
抑
圧
し
て
き
た
男
性
性
に
対
抗
す
る
 
 

中
で
、
無
意
識
の
う
ち
に
 
（
少
女
）
 
に
お
け
る
団
結
が
夢
想
さ
れ
、
男
 
 

女
の
対
立
の
枠
中
で
 
（
少
女
）
が
一
面
的
な
も
の
と
し
て
凝
集
化
さ
せ
 
 

ら
れ
る
過
程
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
（
少
女
）
的
な
枠
組
 
 

か
ら
外
れ
る
よ
う
な
 
（
少
女
た
ち
）
 
の
文
化
は
、
逆
説
的
に
排
除
さ
れ
 
 

て
い
く
。
こ
こ
で
我
々
は
、
（
少
女
）
が
男
性
性
に
抑
圧
さ
れ
、
声
を
失
 
 

っ
た
も
の
と
し
て
特
権
的
に
扱
わ
れ
る
ぺ
き
段
階
は
過
ぎ
か
け
て
い
る
 
 

こ
と
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
探
求
さ
れ
る
ペ
き
な
の
は
、
『
花
 
 

物
語
』
的
な
（
少
女
）
 
の
他
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
、
多
様
な
少
女
 
 

た
ち
の
姿
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
（
少
女
）
と
い
う
一
面
的
な
枠
組
み
そ
 
 

の
も
の
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
し
た
上
で
の
一
次
資
料
的
な
考
察
は
次
稿
に
持
 
 

ち
越
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
『
花
物
語
』
と
い
う
作
品
も
 
 

（
少
女
）
な
る
も
の
の
権
化
か
ら
、
あ
く
ま
で
複
数
の
「
少
女
性
」
の
ひ
 
 

と
つ
と
し
て
並
置
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
物
語
 
 

は
、
（
少
女
）
の
代
名
詞
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
苦
屋
信
子
の
一
 
 

作
品
と
し
て
、
あ
る
い
は
 
（
少
女
）
と
い
う
文
脈
か
ら
離
れ
た
、
そ
れ
 
 

自
体
自
律
し
た
作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
（
少
女
）
な
る
枠
組
み
を
離
れ
、
作
品
と
し
て
そ
の
 
 

多
様
な
側
面
が
照
射
さ
れ
始
め
た
と
き
、
『
花
物
語
』
と
い
う
作
品
は
真
 
 

の
意
味
で
解
放
さ
れ
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

註
 
 

（
1
）
 
『
花
物
語
』
の
連
載
は
、
一
九
一
六
 
（
大
正
五
）
年
七
月
の
『
少
女
画
 
 

報
』
 
に
吉
屋
が
寄
稿
し
た
 
「
鈴
蘭
」
 
に
は
じ
ま
り
、
以
後
一
九
二
四
年
 
 

ま
で
五
二
篇
が
掲
載
さ
れ
た
。
一
九
一
八
年
に
は
、
第
二
十
篇
ま
で
を
 
 
 

収
録
し
た
単
行
本
が
洛
陽
豊
か
ら
出
さ
れ
、
以
後
に
も
他
数
社
か
ら
再
 
 

版
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
少
女
画
報
』
の
散
逸
が
激
し
い
た
め
、
初
 
 

出
文
献
の
確
認
は
進
ん
で
い
な
い
。
 
 

（
2
）
 
中
村
哲
也
「
（
少
女
小
説
）
を
読
む
 
－
 
書
屋
信
子
『
花
物
語
』
と
（
少
 
 

女
美
文
）
の
水
脈
」
（
日
本
児
童
文
学
学
会
編
『
日
本
児
童
文
学
史
を
間
 
 

・
い
直
す
 
…
 
表
現
史
の
視
点
か
ら
』
研
究
＝
日
本
の
児
童
文
学
3
、
東
 
 

京
書
籍
、
一
九
九
五
年
）
 
二
四
九
頁
。
 
 

（
3
）
 
上
空
一
郎
「
吉
屋
信
子
」
（
『
子
ど
も
の
本
の
事
典
』
第
一
法
規
出
版
、
 
 
 

一
九
六
九
年
）
六
〇
二
頁
。
 
 

（
4
）
 
小
松
聡
子
「
書
屋
信
子
『
花
物
語
』
の
文
体
」
（
『
人
間
文
化
研
究
年
報
』
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第
一
八
号
、
一
九
九
四
年
）
四
八
頁
。
 
 

（
5
）
 
斎
藤
寿
始
子
「
作
家
別
・
児
童
文
学
研
究
必
携
 
吉
尾
信
子
」
（
『
国
文
 
 
 

学
 
－
 
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
七
七
年
十
二
月
号
）
、
叶
井
晴
美
「
書
 
 
 

星
宿
子
の
少
女
小
説
に
お
け
る
少
女
像
 
－
 
「
花
物
語
」
の
少
女
像
－
 
 

－
」
（
『
山
口
国
語
教
育
研
究
』
一
九
九
五
年
七
月
号
）
他
参
照
。
 
 

（
6
）
 
松
村
定
孝
「
少
女
小
説
論
」
（
加
太
こ
う
じ
・
上
空
一
郎
編
『
児
童
文
 
 
 

学
へ
の
招
待
』
南
北
社
、
一
九
六
五
年
）
一
七
七
頁
。
 
 

（
7
）
 
船
木
枚
郎
「
書
屋
信
子
」
（
『
現
代
児
童
文
学
辞
典
』
宝
文
杜
、
一
九
五
 
 

五
年
）
三
七
九
貢
。
 
 

（
8
）
 
上
「
書
屋
信
子
」
、
六
〇
二
頁
。
 
 

（
9
）
 
上
笠
一
郎
『
日
本
児
童
文
学
の
思
想
』
（
国
土
社
、
一
九
七
六
年
）
二
 
 

三
三
頁
。
 
 

（
1
0
）
 
川
崎
貿
子
、
加
藤
典
洋
「
空
っ
ぽ
の
力
」
（
『
思
想
の
科
学
』
一
九
九
一
 
 

年
十
月
号
）
 
二
九
頁
。
 
 

（
1
1
）
 
北
上
次
郎
「
（
少
女
小
説
）
言
葉
以
前
の
記
号
の
洪
水
」
（
『
朝
日
ジ
ャ
ー
 
 

ナ
ル
』
一
九
七
八
年
七
月
二
六
日
号
）
一
〇
－
一
二
貢
。
 
 

（
1
2
）
 
上
地
ち
づ
子
「
書
屋
信
子
と
『
キ
ャ
ン
デ
ィ
・
キ
ャ
ン
デ
ィ
』
（
『
日
本
 
 
 

児
童
文
学
』
一
九
七
八
年
一
二
月
号
）
五
三
頁
。
 
 

（
1
3
）
 
上
地
ち
づ
子
「
新
し
い
評
価
を
求
め
て
 
少
女
小
説
の
系
譜
を
た
ど
 
 

る
」
（
『
日
本
児
童
文
学
』
一
九
八
八
年
九
月
号
）
六
四
京
。
 
 

（
1
4
）
 
横
川
寿
美
子
『
初
潮
と
い
㌧
っ
切
札
 
－
 
（
少
女
）
批
評
・
序
説
』
 
 

（
－
I
C
C
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
四
四
頁
。
 
 

（
1
5
）
 
佐
藤
通
雅
『
日
本
児
童
文
学
の
成
立
・
序
説
』
（
大
和
書
房
、
一
九
八
 
 

五
年
）
一
九
二
頁
。
 
 

（
1
6
）
 
初
出
は
「
『
ひ
ら
ひ
ら
』
の
系
譜
」
が
同
人
誌
『
舞
々
』
第
三
号
（
一
 
 
 

九
八
〇
年
）
、
「
『
少
女
』
の
誕
生
」
が
同
誌
第
四
号
（
一
九
八
一
年
）
と
 
 

な
っ
て
い
る
。
 
 

（
1
7
）
 
本
田
氏
の
論
文
を
採
用
し
た
も
の
に
は
、
佐
藤
通
雅
『
日
本
児
童
文
学
 
 

の
成
立
・
序
説
』
（
大
和
書
房
、
一
九
八
五
年
）
、
大
塚
英
志
『
少
女
民
 
 
 

俗
学
 
－
 
世
紀
末
の
神
話
を
つ
む
ぐ
「
巫
女
の
末
裔
」
』
（
光
文
社
、
一
 
 
 

九
八
九
年
）
、
小
松
聡
子
「
書
屋
信
子
『
花
物
語
』
の
文
体
」
（
『
人
間
文
 
 
 

化
研
究
年
報
』
第
十
八
号
、
一
九
九
四
年
）
、
上
地
ち
づ
子
「
新
し
い
評
 
 
 

価
を
求
め
て
 
少
女
小
説
の
系
譜
を
た
ど
る
」
（
『
日
本
児
童
文
学
』
一
 
 
 

九
八
八
年
五
月
号
）
、
安
藤
恭
子
「
書
屋
信
子
『
花
物
語
』
に
お
け
る
境
 
 
 

界
規
定
 
－
 
（
少
女
）
の
主
体
化
へ
の
道
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
九
七
 
 
 

年
一
一
月
号
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 

（
1
8
）
 
横
川
、
前
掲
書
、
四
五
貢
。
 
 

（
1
9
）
 
本
田
和
子
「
『
ひ
ら
ひ
ら
』
の
系
譜
 
－
 
少
女
、
こ
の
境
界
的
な
る
も
 
 

の
」
（
本
田
『
異
文
化
と
し
て
の
子
ど
も
』
所
収
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
 
 
 

一
九
九
二
年
）
一
五
一
頁
。
 
 

（
2
0
）
 
上
地
「
新
し
い
評
価
を
求
め
て
」
、
六
四
頁
。
 
 

（
2
1
）
 
本
田
「
『
ひ
ら
ひ
ら
』
の
系
譜
」
、
一
六
五
貢
。
 
 

（
2
2
）
 
同
論
文
、
一
五
一
貫
。
 
 

（
2
3
）
 
同
論
文
、
一
五
一
貫
。
 
 

（
2
4
）
 
本
田
「
『
少
女
』
の
誕
生
1
－
一
九
二
〇
年
、
花
開
く
少
女
」
（
前
掲
 
 
 

書
『
異
文
化
と
し
て
の
子
ど
も
』
所
収
）
一
八
六
頁
。
 
 

90   



（
2
5
）
 
同
論
文
、
ニ
ー
一
貫
。
 
 

（
2
6
）
 
同
論
文
、
二
〓
ハ
頁
。
 
 

（
2
7
）
 
叶
井
、
前
掲
論
文
、
一
八
頁
。
 
 

（
2
8
）
 
同
論
文
、
一
八
－
一
九
貢
。
 
 

（
2
9
）
 
上
『
日
本
児
童
文
学
の
思
想
』
、
二
三
五
頁
。
 
 

（
3
0
）
 
書
式
輝
子
『
女
人
 
書
屋
信
子
』
（
文
芸
春
秋
、
一
九
八
二
年
）
一
二
 
 

頁
。
 
 

（
3
1
）
 
同
書
、
一
二
貢
。
 
 

（
3
2
）
 
中
村
、
前
掲
論
文
、
二
五
五
－
二
五
九
頁
。
 
 

（
3
3
）
 
本
田
「
『
少
女
』
 
の
誕
生
」
、
一
九
三
貢
。
 
 

（
3
4
）
 
中
村
、
前
掲
論
文
、
二
五
五
頁
。
 
 

（
3
5
）
 
久
米
磯
子
「
少
女
小
説
 
－
 
差
異
と
規
範
の
言
語
装
置
」
（
『
メ
デ
ィ
 
 

ア
・
表
象
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 
一
 
明
治
三
十
年
代
の
文
化
研
究
』
小
沢
 
 

書
店
、
一
九
九
七
年
）
一
九
五
－
二
二
二
貢
。
 
 

（
3
6
）
 
同
論
文
、
二
一
七
頁
。
 
 

（
3
7
）
 
安
藤
、
前
掲
論
文
、
二
九
頁
。
 
 

（
3
8
）
 
本
田
「
『
ひ
ら
ひ
ら
』
 
の
系
譜
」
、
一
五
二
1
一
五
六
貢
。
 
 

（
3
9
）
 
田
辺
聖
子
「
書
屋
信
子
解
説
」
（
『
日
本
児
童
文
学
大
系
 
第
六
巻
』
ほ
 
 

る
ぷ
出
版
、
一
九
七
八
年
）
 
四
八
三
貢
。
 
 

（
4
0
）
 
同
解
説
、
四
八
九
頁
。
 
 

（
4
1
）
 
遠
藤
寛
子
「
少
女
小
説
名
作
集
（
一
）
 
解
説
」
（
『
少
年
小
説
大
系
 
 
 

第
二
四
巻
』
三
一
書
房
、
一
九
九
三
年
）
六
〇
七
1
六
〇
九
頁
。
 
 

（
4
2
）
 
同
解
説
、
六
〇
九
貢
。
 
 

（
4
5
）
 
 

（
4
6
）
 
 

（
4
7
）
 
 

（
4
8
）
 
 

（
伯
）
 
 

（
∽
）
 
 

W
甜
爪
 
 

（
5
2
）
 
 

（
5
3
）
 
 

（
5
4
）
 
 

M
収
酌
 
 
 

本
田
「
『
ひ
ら
ひ
ら
』
の
系
譜
」
、
〓
ハ
四
貢
。
 
 
 

礪
啓
孝
「
宝
塚
メ
イ
ク
論
」
（
川
崎
賢
子
、
渡
辺
美
和
子
編
著
『
宝
塚
 
 

の
誘
惑
 
－
 
オ
ス
カ
ル
の
赤
い
口
紅
』
青
弓
杜
、
一
九
九
一
年
）
二
三
 
 

l
貢
。
 
 

荷
宮
和
子
『
宝
塚
の
香
気
』
（
廣
済
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
）
一
八
貢
。
 
 
 

上
『
日
本
児
童
文
学
の
思
想
』
、
二
四
〇
頁
。
 
 

遠
藤
、
前
掲
解
説
、
六
〇
八
頁
。
 
 

本
田
「
『
ひ
ら
ひ
ら
』
 
の
系
譜
」
、
〓
ハ
○
貢
。
 
 

平
野
芳
信
「
書
屋
信
子
 
－
 
女
性
性
の
ま
な
ぎ
し
」
（
『
国
文
学
 
解
 
 

釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
二
年
〓
月
号
）
一
〇
四
貢
。
 
 

上
『
日
本
児
童
文
学
の
思
想
』
、
二
三
四
頁
。
 
 

同
書
、
二
三
四
貢
。
 
 

佐
藤
、
前
掲
書
、
二
〇
三
頁
。
 
 

同
論
文
、
二
〇
二
貢
。
 
 

横
川
、
前
掲
書
、
一
一
三
頁
。
 
 

本
田
「
『
ひ
ら
ひ
ら
』
 
の
系
譜
」
、
一
五
一
貫
。
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