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有
島
武
郎
の
作
品
の
中
で
も
最
も
長
い
「
或
る
女
」
は
既
に
知
ら
れ
て
い

る
通
り
、
始
め
は
一
九
一
一
年
、
作
者
が
三
十
四
歳
で
札
幌
の
独
立
教
会
か

ら
脱
退
し
、
従
来
の
交
遊
関
係
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
眼
を
も
っ
て
生
活
を
批
判

さ
れ
た
年
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

「
或
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
」
と
い
う
題
で
『
白
樺
』
に
二
年
に
わ
た
っ
て
発

表
さ
れ
た
ら
し
い
。
私
共
が
そ
れ
を
読
ん
だ
の
は
そ
れ
か
ら
足
か
け
七
年
後
、

作
者
が
題
を
「
或
る
女
」
と
変
え
て
著
作
集
の
一
部
と
し
て
発
表
し
た
頃
で

あ
っ
た
。
一
九
一
七
年
、
一
九
年
に
出
た
か
ら
作
者
は
既
に
四
十
二
歳
に
な

っ
て
い
た
訳
で
あ
ろ
う
。

　
今
度
読
み
直
し
て
見
て
、
私
は
作
者
が
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
の
執
着
を
も
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っ
て
、
こ
の
題
材
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
好
奇
心
を
感
じ
た
。

何
故
な
ら
、
率
直
に
言
っ
て
こ
れ
は
菊
判
六
百
頁
に
近
い
程
長
く
書
か
せ
る

種
類
の
題
材
で
な
く
感
じ
ら
れ
た
し
、
長
篇
小
説
と
し
て
見
れ
ば
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば
成
功
し
難
い
作
品
で
あ
る
か
ら
。
し
か
も
、
作
者
は
一
種
の
熱
中

を
も
っ
て
主
人
公
葉
子
の
感
情
の
あ
ら
ゆ
る
波
を
追
究
し
よ
う
と
し
て
い
て
、

時
に
は
表
現
の
氾
濫
が
感
じ
ら
れ
さ
え
す
る
。

　
葉
子
と
い
う
こ
の
作
の
主
人
公
が
、
信
子
と
よ
ば
れ
た
あ
る
実
在
の
婦
人

の
生
涯
の
あ
る
時
期
の
印
象
か
ら
生
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
話

さ
れ
て
い
る
。

　
作
者
が
二
十
六
歳
位
の
時
分
、
当
時
熱
烈
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
彼

は
日
記
を
よ
く
つ
け
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
こ
う
い
う
箇
所
が
あ
る
。
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「
余
は
去
り
て
榊
病
院
に
河
野
氏
を
訪
ひ
ぬ
。
恰
も M

iss R
ead

、
孝
夫
、

　
信
子
氏
あ
り
。
三
人
の
帰
後
余
は
夫
人
の
為
に
手
紙
の
代
筆
な
ど
し
少
し

　
く
語
り
た
る
後
辞
し
帰
り
ぬ
。

　
　
神
よ
、
余
は
此
の
筆
に
す
る
だ
に
戦
き
に
堪
へ
ざ
る
事
あ
り
。
余
は
余

　
の
謬
れ
る
を
知
る
。
余
は
暫
く
信
子
氏
と
相
遭
は
ざ
り
き
。
而
し
て
今
日

　
偶
彼
女
と
遭
ひ
て
、
余
の
心
の
中
に
は
嘗
て
彼
女
に
対
し
て
経
験
せ
ざ
り

　
し
恐
し
き
、
さ
れ
ど
甘
き
感
情
満
ち
ぬ
。
彼
女
の
一
瞥
一
語
は
余
の
心
を

　
躍
ら
し
む
。
余
は
彼
女
の
面
前
に
あ
り
て
一
種
深
奥
な
る
悲
哀
を
感
ず
。

　
彼
女
の
す
べ
て
は
余
に
美
し
く
見
ゆ
。
余
は
今
に
至
る
ま
で
彼
女
を
愛
し

　
き
。
さ
れ
ど
も
今
日
は
単
に
彼
女
を
愛
す
て
ふ
そ
れ
に
て
は
余
の
心
は
不

　
満
を
感
ず
る
な
り
。
さ
ら
ば
余
は
彼
女
を
恋
せ
る
な
る
か
。
叱
！
　
神
よ
、
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日
記
は
爾
が
余
に
与
へ
給
へ
る
懺
悔
録
な
り
。
余
は
こ
の
紙
に
対
し
て
余

　
の
感
情
を
い
つ
は
り
記
す
こ
と
能
は
ず
。
故
に
余
敢
て
い
つ
は
ら
ず
し
て

　
此
事
を
記
し
ぬ
。
嗚
呼
。
神
如
何
な
れ
ば
人
の
子
を
試
み
給
ふ
や
。
如
何

　
な
れ
ば
血
熱
し
易
き
余
を
捕
へ
給
ひ
て
苦
き
盃
を
与
へ
給
ひ
し
や
。
如
何

　
な
れ
ば
常
に
御
前
に
跪
き
祈
り
し
夫
れ
を
顧
み
給
は
ざ
る
や
。
余
の
祭
壇

　
に
は
多
く
の
捧
物
な
せ
る
中
に
最
大
の
一
な
り
し
余
が laura 

を
捧
げ
た

　
る
夫
れ
な
り
き
。
而
し
て
余
は
神
の
供
物
を
再
び
余
の
も
の
た
ら
し
め
ん

　
と
す
る
な
り
。
汚
涜
の
罪
何
を
も
つ
て
か
そ
ゝ
が
れ
ん
や
。
ヒ
ソ
プ
も
亦

　
能
は
ざ
る
な
り
。
苦
痛
、
苦
痛
、
苦
痛
。
神
よ
、
願
く
ば
再
び
彼
女
と
相

　
遭
ふ
を
許
し
給
は
ざ
れ
。
願
く
ば
余
の
心
に
彼
女
を
忘
れ
し
め
給
へ
。
彼

　
女
の
心
に
余
を
忘
れ
し
め
給
へ
。
彼
女
に
祝
福
あ
れ
。
彼
女
に
よ
き
夫
あ
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れ
。
彼
女
に
よ
き
子
女
あ
れ
。
而
し
て
彼
女
の
天
使
の
如
き
純
潔
何
時
ま

　
で
も
地
の
栄
た
れ
光
た
れ
。
直
か
れ
。
優
し
か
れ
。
美
し
か
れ
。
神
よ
、

　
余
の
弱
き
を
支
へ
給
へ
。
余
を
し
て
汝
の
卑
き
な
が
ら
忠
実
な
る
僕
た
ら

　
し
め
給
へ
。
若
輩
は
徒
事
に
趨
る
も
の
多
し
。
願
く
ば
余
を
其
道
よ
り
引

　
き
戻
し
給
へ
。
余
は
彼
女
を
恋
せ
ず
。
彼
女
は
依
然
と
し
て
余
の
愛
ら
し

　
き
妹
な
り
。
愚
者
よ
何
の
涙
ぞ
。
」
（
下
略
）

　
「
頭
痛
堪
へ
難
し
。
今
日
又
余
は
彼
女
に
遭
ひ
ぬ
。
然
り
彼
女
と
共
に
上

　
野
を
歩
し
ぬ
。
余
は
彼
女
に
遭
は
ざ
ら
ん
事
を
希
ふ
。
余
の
頭
は
今
克
く

　
其
戦
に
堪
へ
ず
。
」
云
々
。

　
同
じ
頃
、
ま
だ
生
活
の
方
向
を
も
定
め
て
い
な
か
っ
た
若
い
有
島
武
郎
は

信
仰
上
の
深
い
懐
疑
を
抱
い
た
ま
ま
ア
メ
リ
カ
遊
学
の
途
に
上
っ
た
。
一
九
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〇
三
年
の
九
月
に
シ
カ
ゴ
に
着
い
た
。
そ
こ
で
森
と
い
う
一
人
物
に
会
っ
て

信
子
に
つ
い
て
物
語
を
し
て
い
る
こ
と
が
や
は
り
日
記
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　
「
…
…
兄
と
余
と
は
交
る
／
″
＼
信
子
君
に
つ
き
て
見
聞
し
た
る
所
、
並

　
に
余
等
の
彼
女
に
就
き
て
か
く
と
信
じ
た
る
事
を
語
り
ぬ
。
彼
の
胸
の
屡

　
々
波
打
ち
て
涙
睫
に
逼
ら
ん
と
せ
し
は
、
余
之
を
見
逃
す
事
能
は
ざ
り
き
。

　
余
も
幾
度
か
涙
に
破
れ
ん
と
せ
り
。
森
は
曰
く
『
余
今
に
及
び
て
彼
女
を

　
娶
ら
ん
と
は
云
は
ず
。
さ
れ
ど
も
初
め
て
彼
女
と
約
す
る
時
、
余
は
よ
く

　
彼
女
の
性
質
素
行
の
如
何
な
る
も
の
か
を
知
り
、
彼
女
が
世
上
に
種
々
な

　
る
風
評
を
伝
へ
ら
る
ゝ
と
も
決
し
て
之
を
以
て
煩
ひ
と
な
す
事
な
く
永
く

　
相
信
ず
べ
き
を
以
て
せ
り
。
而
し
て
此
度
の
事
、
事
甚
大
に
し
て
既
に
疑

　
惑
を
挾
む
べ
き
余
地
な
き
が
如
き
も
、
未
だ
動
か
す
可
ら
ざ
る
証
左
を
得
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た
り
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
。
軽
々
し
く
人
と
世
と
の
評
す
る
所
を
信
じ
て
妄

　
動
せ
ん
は
余
の
極
め
て
堪
へ
る
能
は
ざ
る
所
な
り
し
な
り
。
然
れ
ど
も
余

　
は
他
の
方
面
よ
り
、
余
の
此
事
あ
る
が
為
に
老
年
の
両
親
を
苦
し
ま
し
め
、

　
朋
友
に
苦
慮
を
増
さ
し
む
る
を
思
へ
ば
、
自
己
一
身
の
為
に
他
者
を
損
ふ

　
の
苦
痛
を
な
す
に
堪
へ
ず
。
遂
に
彼
女
に
送
る
に
絶
交
の
書
を
以
て
せ
り
。

　
さ
れ
ど
も
余
の
素
願
は
、
固
よ
り
彼
女
の
内
部
に
潜
め
る
才
能
を
認
め
、

　
願
く
ば
其
外
部
の
附
属
物
を
除
か
ん
と
す
る
に
あ
り
し
が
故
に
、
自
今
と

　
雖
も
若
し
嘗
て
余
の
行
為
に
し
て
彼
女
を
い
さ
ゝ
か
な
り
と
も
苦
し
ま
し

　
め
し
も
の
あ
り
と
せ
ば
、
余
は
甘
ん
じ
て
是
を
除
去
す
る
に
勉
め
ざ
る
可

　
か
ら
ず
』
と
。
是
れ
実
に
美
し
き
覚
悟
な
り
。
余
は
彼
が
何
処
ま
で
も
彼

　
の
面
目
を
失
ふ
こ
と
な
く
、
其
恋
を
終
始
せ
ん
と
す
る
を
見
て
今
更
に
云
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ふ
可
か
ら
ざ
る
感
慨
に
入
ら
ん
と
す
る
な
り
。
嗚
呼
彼
女
の
堅
き
頑
な
ゝ

　
る
皮
殼
を
破
り
て
中
心
に
入
り
、
彼
女
が
聖
愛
に
よ
り
て
救
は
る
ゝ
の
時

　
来
ら
ん
事
を
見
る
は
如
何
に
よ
き
事
な
る
可
き
ぞ
。
余
は
主
の
摂
理
願
く

　
ば
彼
と
彼
女
と
の
上
に
裕
か
に
し
て
、
嫉
み
に
よ
り
て
破
ら
れ
し
総
て
が

　
愛
に
よ
り
て
酬
は
れ
ん
事
を
望
む
や
切
な
り
。
…
…
」

　
後
年
、
有
島
武
郎
が
客
観
的
に
見
れ
ば
平
凡
と
云
い
得
る
女
主
人
公
葉
子

に
対
し
て
示
し
た
作
家
的
傾
倒
の
根
源
は
既
に
遠
い
昔
に
源
を
も
っ
て
い
る

こ
と
を
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
作
者
が
独
立
教
会
か
ら
も
脱
退
し
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
生
活
、
習
俗
に

対
し
て
深
い
反
撥
を
感
じ
て
い
た
時
、
「
或
る
女
」
が
着
想
さ
れ
た
こ
と
は

私
ど
も
に
と
っ
て
興
味
が
あ
る
。
作
者
は
葉
子
を
環
境
の
犠
牲
と
観
た
。
日

10「或る女」についてのノート



清
戦
争
の
日
本
に
於
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
化
の
一
形
態
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト

教
婦
人
同
盟
の
主
宰
者
と
し
て
活
躍
し
た
葉
子
の
母
の
、
権
力
を
愛
し
、
主

我
的
な
生
き
方
に
対
し
て
自
然
の
皮
肉
な
競
争
者
と
し
て
現
わ
れ
た
娘
葉
子

が
、
少
女
時
代
か
ら
特
殊
な
環
境
の
中
で
驚
く
べ
き
美
貌
と
才
気
と
を
発
揮

さ
せ
つ
つ
、
い
つ
し
か
並
は
ず
れ
な
生
き
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
の

女
の
苦
痛
と
悲
し
み
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
頭
も
気
も
狭
い
信
徒
仲

間
の
偏
見
と
、
日
本
の
重
い
家
族
制
度
の
絆
と
戦
お
う
と
す
る
葉
子
を
、
作

者
は
彼
女
の
敗
戦
の
中
に
同
情
深
く
観
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
人
間
の
生

活
の
足
ど
り
を
外
面
的
に
批
判
し
よ
う
と
す
る
俗
人
気
質
に
葉
子
と
共
に
作

者
も
抵
抗
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
点
で
作
者
の
情
熱
は
は
っ
き
り
感
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
作
者
は
葉
子
の
苦
痛
に
満
ち
た
激
情
的
転
々
の
根
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源
を
突
い
て
、
そ
れ
を
描
破
し
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う

か
。

　
私
の
感
想
で
は
、
作
者
は
葉
子
と
共
に
、
あ
の
面
、
こ
の
面
、
と
転
々
し

つ
つ
、
遂
に
葉
子
の
不
幸
の
原
因
は
掴
み
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
よ
う

に
思
え
る
。
葉
子
が
自
分
の
死
の
近
い
こ
と
を
知
っ
た
時
、
自
分
の
二
十
六

年
の
生
涯
を
顧
み
て
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
っ
た
、
だ
が
、
誰
の
罪
だ
か
分

ら
な
い
け
れ
ど
も
後
悔
が
あ
る
、
出
来
る
だ
け
生
き
て
る
中
に
そ
れ
を
償
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
の
述
懐
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
木
村

と
の
関
係
、
倉
知
と
の
関
係
が
何いず
れ
も
間
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
る
。
最
後
に
は
凡
て
を
思
い
捨
て
た
形
で
、
許
す
こ
と
も
許
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
、
凡
て
の
人
に
水
の
如
き
一
種
の
愛
を
感
じ
る
よ
う
な
心
持
に
置
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か
れ
て
い
る
。

　
葉
子
は
自
分
の
生
活
を
間
違
っ
て
い
た
と
だ
け
云
っ
て
い
る
が
、
葉
子
と

共
に
作
者
も
そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
何
が
葉
子

の
中
で
間
違
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
今
日
「
或
る
女
」
を
読
む
読
者

の
心
に
湧
く
当
然
の
疑
問
で
あ
る
と
思
う
。
し﹅
ん﹅
で
は
極
め
て
物
質
的
な
葉

子
が
、
女
の
幸
福
、
こ
の
世
に
於
け
る
女
の
喜
び
、
誇
り
の
全
部
を
か
け
て
、

た
だ
男
と
の
い
き
さ
つ
の
間
に
だ
け
そ
の
解
決
を
求
め
て
い
た
こ
と
に
対
し

て
、
そ
れ
が
葉
子
の
み
な
ら
ず
、
現
実
に
女
の
不
幸
の
最
大
原
因
で
あ
る
こ

と
を
、
作
者
は
明
確
に
観
察
し
て
描
き
出
し
て
い
な
い
。
経
済
的
な
よ
り
ど

こ
ろ
と
し
て
葉
子
の
生
活
に
お
い
て
は
次
か
ら
次
へ
男
が
必
要
で
あ
っ
た
こ

と
。
葉
子
自
身
が
た
だ
の
一
度
も
自
主
的
に
何
と
か
経
済
的
な
面
を
打
開
し
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よ
う
と
思
っ
て
も
見
な
か
っ
た
こ
と
。
そ
れ
は
、
日
清
戦
争
前
後
の
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
文
学
的
雰
囲
気
に
触
れ
、
非
常
に
才
気
煥
発
で
敏
感
な
葉
子
に

あ
っ
て
も
、
や
は
り
環
境
的
に
も
た
ら
さ
れ
て
そ
こ
か
ら
脱
け
る
意
力
は
は

ぐ
く
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
不
幸
の
最
大
の
原
因
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

葉
子
が
理
解
し
な
い
と
同
時
に
、
作
者
も
は
っ
き
り
作
品
の
中
に
こ
の
点
を

描
き
出
し
て
い
な
い
。

「
或
る
女
」
で
は
、
男
に
対
す
る
女
の
官
能
の
面
も
鋭
く
忌
憚
な
く
描
こ
う

と
試
み
ら
れ
て
い
る
。
心
が
愛
す
ば
か
り
で
な
く
女
も
男
の
よ
う
に
肉
体
で

男
に
引
か
れ
る
と
い
う
点
も
作
者
は
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
作
者
と
し
て
は

一
歩
踏
み
出
し
た
作
家
的
境
地
に
お
い
て
こ
の
決
心
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
残
念
な
こ
と
に
、
経
済
的
な
理
由
、
肉
体
的
な
理
由
を
ひ
っ
く
る
め
て
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の
複
雑
多
岐
な
男
と
の
交
渉
を
も
そ
の
一
部
と
し
て
も
ち
な
が
ら
、
女
の
全

生
活
は
立
体
的
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
、
作
者
は
葉
子
の

生
き
方
と
そ
の
悲
劇
を
語
る
広
い
背
景
と
し
て
頭
に
置
い
て
い
な
い
よ
う
に

見
え
る
。
そ
れ
故
「
或
る
女
」
全
篇
の
読
後
感
は
、
作
者
が
非
常
に
熱
心
に

目
を
放
さ
ず
葉
子
の
矛
盾
の
各
場
面
に
駈
け
つ
け
て
そ
れ
を
描
い
て
い
る
が
、

葉
子
と
い
う
一
箇
の
女
と
当
時
の
社
会
的
な
事
情
と
の
相
互
関
係
か
ら
生
じ

る
深
刻
な
摩
擦
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
常
識
的
な
見
方
で
終
っ
て
い
る
。
葉

子
の
悲
劇
を
解
く
た
め
に
は
、
葉
子
が
倉
知
を
あ
の
よ
う
に
愛
し
、
自
分
が

こ
れ
ま
で
待
っ
て
い
た
人
が
現
わ
れ
た
、
待
ち
に
待
っ
て
い
た
生
活
が
や
っ

と
来
た
、
と
狂
喜
し
な
が
ら
、
何
故
、
妹
や
、
或
は
古
藤
に
向
っ
て
、
噂
が

嘘
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
潔
白
な
自
身
と
い
う
も
の
を
認
め
さ
せ
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よ
う
と
す
る
よ
う
な
小
細
工
を
す
る
気
に
な
る
か
。
そ
の
点
こ
そ
十
分
に
作

者
に
よ
っ
て
解
剖
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
う
。
遺

憾
な
が
ら
作
者
の
眼
光
は
そ
こ
ま
で
徹
し
な
か
っ
た
。
作
者
は
、
た
だ
ひ
た

す
ら
「
昔
の
ま
ま
の
女
で
あ
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
ば
か
り
」
か
た
ま
っ
て

い
る
周
囲
の
社
会
に
対
し
て
戦
っ
て
い
る
葉
子
を
理
解
し
て
い
る
。
作
者
と

し
て
そ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
で
は
ど
の
よ
う
な
新
し
い
道
が
葉

子
の
た
め
に
あ
っ
た
ろ
う
か
。
葉
子
の
時
代
は
そ
の
新
し
か
る
べ
き
道
が
女

の
た
め
に
未
だ
は
っ
き
り
と
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
文

化
か
ら
背
を
向
け
れ
ば
、
芸
術
的
気
質
の
な
い
葉
子
に
は
、
擡
頭
し
よ
う
と

す
る
日
本
の
資
本
主
義
の
社
会
、
そ
の
社
会
の
モ
ラ
ル
、
い
わ
ゆ
る
腕
が
利

く
、
利
か
ぬ
の
目
安
で
人
物
を
評
価
す
る
俗
的
見
解
の
道
し
か
見
え
な
か
っ
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た
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
。

　
作
者
は
一
九
一
七
年
に
再
び
こ
の
作
に
手
を
入
れ
て
い
る
。
そ
し
て
婦
人

に
対
し
て
作
者
は
道
徳
よ
り
も
道
理
を
重
ん
ず
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ

の
と
き
に
到
っ
て
も
、
や
は
り
葉
子
の
中
に
あ
っ
て
彼
女
を
一
層
混
乱
さ
せ
、

非
条
理
に
陥
ら
せ
て
い
る
封
建
的
な
道
徳
感
へ
の
屈
伏
を
作
者
は
抉
り
出
す

こ
と
に
成
功
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
葉
子
の
恋
愛
の
描
写
の
中
に
感
銘
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
る
。

そ
れ
は
作
者
が
、
恋
愛
と
い
う
も
の
に
、
消
極
的
な
性
質
を
帯
び
た
も
の
と
、

積
極
的
な
も
の
と
あ
り
、
あ
る
人
の
一
生
の
時
期
の
微
妙
な
潮
の
さ
し
ひ
き
、

社
会
と
個
人
と
の
結
合
の
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
、
恋
愛
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質

が
発
端
に
お
い
て
何
れ
か
に
決
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
発
展
の
過
程
で
恐
ろ
し
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い
作
用
を
生
活
の
上
に
及
ぼ
す
も
の
だ
と
い
う
事
実
を
、
無
邪
気
に
或
は
溺

情
的
に
見
落
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
葉
子
は
最
後
に
、
倉
知
と
自
分
と
は
お

互
に
零
落
さ
せ
合
う
よ
う
な
愛
し
方
を
し
た
が
、
そ
れ
も
な
つ
か
し
い
、
と

云
っ
て
い
る
。
作
者
も
そ
れ
以
外
に
は
何
も
云
っ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
こ
の

蔭
に
有
島
武
郎
と
い
う
人
の
情
緒
の
感
傷
的
な
性
格
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
作
者
自
身
が
そ
れ
に
よ
っ
て
最
後
を
終
っ
た
恋
愛
も
、
激
し
く
震
撼

的
で
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
本
質
的
に
は
あ
る
零
落
と
呼
び
得
る
方
向
へ

向
っ
て
行
く
性
質
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
事
者
は
そ
う
思

わ
ず
、
主
観
的
な
歓
喜
と
平
安
と
を
主
張
し
て
終
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
或
る
女
」
の
第
二
章
は
そ
の
部
分
だ
け
を
取
扱
っ
て
十
分
一
つ
の
長
篇
を
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描
き
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
価
値
を
若
し
作
者
が
十
分
理
解
し
て

少
く
と
も
前
篇
を
構
成
し
て
い
た
ら
、
「
或
る
女
」
は
一
つ
の
古
典
と
し
て

読
ま
れ
る
に
堪
え
る
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
葉
子
が
自
分
の
乳
母
の
と
こ
ろ
で
育
て
さ
し
て
い
る
娘
定
子
に
執
着
し
、

愛
し
て
い
る
情
は
筆
を
つ
く
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
葉
子
の
優
し
い
心
、
女

ら
し
さ
、
母
ら
し
さ
の
美
を
作
者
は
こ
こ
で
描
こ
う
と
し
て
い
る
。

　
定
子
を
見
て
い
る
と
、
そ
の
父
で
あ
っ
た
木
部
に
対
し
て
恋
心
め
い
た
も

の
さ
え
甦
え
る
場
面
は
、
あ
る
種
の
読
者
を
魅
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
真
に
あ

る
男
を
愛
し
、
や
が
て
そ
れ
を
憎
悪
し
た
と
い
う
痛
烈
な
経
験
を
も
っ
て
い

る
女
の
読
者
が
そ
の
部
分
を
読
ん
だ
と
し
た
ら
、
果
し
て
共
感
を
胸
に
感
じ

る
で
あ
ろ
う
か
。
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木
部
に
対
し
て
、
葉
子
は
そ
の
貧
弱
な
肉
体
と
一
人
よ
が
り
の
気
質
を
軽

蔑
憎
悪
し
て
い
る
。
定
子
が
生
れ
た
時
、
葉
子
は
自
分
が
木
部
の
よ
う
な
者

の
子
を
生
む
と
い
う
屈
辱
に
堪
え
な
い
で
、
他
の
男
と
の
間
に
出
来
た
赤
児

で
あ
る
と
母
に
さ
え
話
し
た
。
そ
の
よ
う
な
劇
し
い
憎
し
み
を
持
っ
て
い
る

男
の
俤
を
伝
え
て
い
る
定
子
が
、
無
条
件
に
可
愛
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。
ま
し
て
葉
子
の
よ
う
な
気
質
の
女
で
あ
る
場
合
。
　
　

　
母
性
は
非
常
に
本
源
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
無
差
別
な
横
溢

は
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
し
ん
か
ら
打
込
ん
だ
男
の
子
こ
そ

生
み
た
い
の
が
母
性
の
永
遠
の
欲
求
で
あ
る
。
過
去
の
日
本
に
お
け
る
結
婚

が
女
の
生
涯
を
縛
り
つ
け
た
重
み
の
中
に
は
、
生
ま
さ
れ
た
子
を
育
て
る
と

い
う
悲
し
む
べ
き
受
動
性
も
勘
定
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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葉
子
の
鋭
い
感
情
の
中
で
こ
の
生
々
し
い
部
分
は
何
か
安
易
に
ま
と
め
ら

れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
葉
子
自
身
が
母
の
心
と
い
う
よ
う
な
通
俗
的
な
定
形

に
従
っ
て
解
決
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
者
は
「
或
る
女
」
の
広
告
と

し
て
「
畏
れ
る
事
な
く
醜
に
も
邪
に
も
ぶ
つ
か
っ
て
見
よ
う
。
そ
の
底
に
は

何
が
あ
る
か
。
若
し
そ
の
底
に
何
も
な
か
っ
た
ら
人
生
の
可
能
は
否
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
無
力
な
が
ら
敢
え
て
こ
の
冒
険
を
企
て
た
。
」

と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
「
人
生
の
可
能
」
の
一
つ
と
し
て
定
子
に
対
す
る
葉

子
の
曇
り
な
い
愛
情
を
押
し
た
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
作
者
は
性
は
善
な
り
と
い
う
愛
の
感
情
を
人
間
の
全
般
に
対
し
て
抱
こ
う

と
し
た
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
葉
子
の
定
子
に
対
す
る
愛
を
も
あ
の
よ
う
に

描
い
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
今
日
の
眼
で
真
に
人
生
の
可
能
を
探
ろ
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う
と
す
れ
ば
、
却
っ
て
軽
蔑
を
押
え
ら
れ
な
い
木
部
の
俤
を
伝
え
て
い
る
定

子
に
対
す
る
自
身
の
女
と
し
て
堪
え
難
い
苦
し
い
感
情
、
子
供
に
は
告
げ
る

こ
と
の
出
来
な
い
複
雑
な
愛
憎
の
陰
翳
を
勇
気
を
も
っ
て
突
き
つ
め
て
自
身

に
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
葉
子
の
人
生
に
は
苦
悩
を
通
し
て
の
新
た
な

可
能
性
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
直
接
「
或
る
女
」
に
は
関
係
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
書
簡
集
の
中
に
、
あ

る
親
密
な
若
い
女
の
人
に
宛
て
て
作
者
が
送
っ
た
手
紙
が
あ
る
。
こ
う
書
か

れ
て
い
る
。
「
と
に
か
く
張
り
の
あ
る
あ
な
た
に
お
会
い
す
る
の
が
気
持
が

よ
い
。
（
中
略
）
張
り
…
…
そ
れ
は
あ
な
た
の
身
上
で
す
。
ピ
ン
と
来
る
よ

う
な
と
こ
ろ
が
全
く
気
持
が
い
い
。
あ
れ
で
あ
な
た
か
ら
都
会
人
の
感
傷
性

と
を
マ
イ
ナ
ス
す
れ
ば
当
然
ソ
シ
ア
リ
ス
ト
に
な
る
人
柄
で
す
…
…
と
云
う
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と
胸
が
悪
く
な
り
ま
す
か
。
」

　
女
の
掠﹅
が
あ
っ
た
時
代
の
書
簡
で
あ
る
か
ら
、
胸
が
悪
く
な
る
云
々
の
言

葉
は
今
日
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
時
代
の
背
景
の
前
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
け
れ
ど
も
、
水
野
仙
子
氏
の
遺
著
の
序
文
に
書
か
れ
て
い
る
文
章

を
見
て
も
、
作
者
が
婦
人
の
生
活
力
の
高
揚
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
唯

心
的
に
内
面
的
に
の
み
重
点
を
置
い
て
見
て
い
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
私

に
は
、
作
者
有
島
武
郎
が
自
身
の
内
に
あ
っ
た
時
代
的
な
矛
盾
に
よ
っ
て
、

一
見
非
凡
で
あ
っ
て
実
は
平
凡
な
葉
子
の
矛
盾
に
興
味
を
引
か
れ
な
が
ら
、

ま
ぎ
れ
も
な
い
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
芸
術
の
対
象
と
し
て
の
葉
子
の
現
実
を

徹
底
的
に
は
解
剖
も
解
決
も
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
の
で
あ

る
。
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〔
一
九
三
六
年
十
月
〕

24「或る女」についてのノート



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
巻
」
新
日
本
出
版
社

　
　
　1980
（
昭
和55

）
年12

月20

日
初
版
発
行

　
　
　1986

（
昭
和61

）
年3

月20

日
第4

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
八
巻
」
河
出
書
房

　
　
　1952

（
昭
和27
）
年10
月
発
行

初
出
：
「
文
芸
」

　
　
　1936

（
昭
和11

）
年10

月
号

入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
米
田
進

25



2003

年1

月16

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

26「或る女」についてのノート



「或る女」についてのノート
宮本百合子

２０２０年　７月１３日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


