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＊　

東
京
学
芸
大
学 

日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
講
座 

日
本
語
学
・
日
本
文
学
分
野
（
一
八
四-

八
五
〇
一　

東
京
都
小
金
井
市
貫
井
北
町
四-

一-
一
）

　
「
静
温
な
日
々
」
は
一
九
八
七
年
一
月
の
『
群
像
』
に
「
一
挙
掲
載
」
さ
れ
た
後
、
同
年

四
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。「
う
る
わ
し
き
日
々
」【
一
九
九
七
】
と
は
「
別
れ
る
理
由
」

【
一
九
八
二
】
以
後
の
小
島
家
の
様
子
を
語
る
自
伝
的
な
テ
ク
ス
ト
内
容
と
と
も
に
タ
イ
ト

ル
の
語
感
の
近
さ
も
あ
っ
て
、
よ
く
並
べ
て
論
じ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
両
者
の

間
に
は
お
よ
そ
十
年
も
の
年
月
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
単
行
本
の
帯
文
に
は
「
人
生
の
苦
悩
と

愛
―
―
『
抱
擁
家
族
』
か
ら
三
〇
年
、
老
い
た
小
説
家
が
、
難
病
で
記
憶
を
失
く
し
た
息
子

の
中
に
よ
み
が
え
ら
せ
た
思
い
と
は
…
…
。
紆
余
曲
折
の
日
々
を
淡
々
と
み
つ
め
た
珠
玉
の

長
篇
小
説
」
と
あ
る
。
ま
た
、
最
初
の
単
行
本
（
読
売
新
聞
社
版
・
一
九
九
七
）
の
「
あ
と

が
き
」
で
は
大
庭
み
な
子
か
ら
の
「
思
い
が
け
な
い
注
文
」
を
受
け
た
由
が
語
ら
れ
て
る
。

小
島
さ
ん
、
あ
な
た
が
今
ま
で
ど
ん
な
ふ
う
に
生
き
て
き
た
か
、
一
般
読
者
に
向
か
っ

て
書
く
気
持
ち
に
ふ
み
い
っ
て
下
さ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

『
抱
擁
家
族
』
の
人
物
た
ち
は
、
あ
の
後
ど
ん
な
ふ
う
に
生
き
て
き
た
の
か
、
一
般
読

者
に
向
か
っ
て
語
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。
そ
れ
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
最

近
、『
暮
坂
』
を
書
い
た
あ
な
た
に
、
い
わ
せ
ま
せ
ん
よ

　

大
庭
の
こ
の
言
葉
は
、
後
の
講
談
社
文
庫
版
（
二
〇
〇
一
）
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て

も
、
さ
ら
に
詳
し
い
形
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
確
か
に
「
静
温
な
日
々
」
と

比
べ
る
と
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
の
方
が
よ
り
一
層
「
抱
擁
家
族
」【
一
九
六
五
】「
別
れ
る

理
由
」【
一
九
八
二
】
と
い
う
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
の
延
長
上
に
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

自
ら
の
言
葉
を
「
解
釈
」
す
る
こ
と　

あ
る
い
は　
「
他
者
」
の
希
求

―
― 

小
島
信
夫
「
静
温
な
日
々
」
を
よ
む 

―
―

＊
疋　

田　

雅　

昭

日
本
語
学
・
日
本
文
学
分
野

（
二
〇
二
三
年
八
月
三
○
日
受
理
）

要
旨
：　

小
島
信
夫
「
静
温
な
日
々
」
は
、
こ
れ
ま
で
晩
年
の
夫
婦
生
活
と
い
う
同
種
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
と
と
も
に
論
じ
ら
れ
、
結
果
的
に
「
別
れ
る
理
由
」「
抱
擁
家

族
」
な
ど
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
世
界
と
の
接
続
と
い
う
文
脈
で
論
じ
ら
れ
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
本
論
で
は
、
こ
の
小
説
の
表
現
技
法
に
注
目
し
、
む
し
ろ
「
美
濃
」「
菅
野
満
子
の
手
紙
」「
寓
話
」
な

ど
の
小
説
と
の
接
続
に
注
目
し
、
そ
の
表
現
技
法
の
効
果
と
と
も
に
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
「
静
温
」
と
い
う
比
喩
の
内
実
を
考
え
て
み
た
。
こ
れ
は
、
晩
年
の
小
説
も
小
島
の
伝
記
的
事
項
か
ら
離
れ

た
読
み
方
を
し
て
み
よ
う
と
す
る
論
者
の
試
み
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
小
島
信
夫
、
家
族
、
他
者
、
自
己
言
及
、
柄
谷
行
人
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に
い
っ
て
、
こ
の
余
裕
を
私
た
ち
は
持
と
う
と
し
、
そ
の
た
め
に
ア
ク
セ
ク
し
、
こ
れ

か
ら
も
ア
ク
セ
ク
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
、
こ
の
小
説
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
も

の
、
あ
る
い
は
表
面
に
あ
る
も
の
で
、
私
夫
妻
、
私
の
家
族
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、

現
在
の
一
般
に
通
じ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
続
く
文
で
小
島
は
「
私
（
小
島
）
と
い
う
老
年
に
さ
し
か
か
っ
た
日
本
の
一
小
説

家
は
、
小
説
家
と
い
う
そ
の
職
業
に
よ
っ
て
食
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
一
般
に

通
じ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
／
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
見
地
か
ら
考
え
る
こ
と
を
我
々
は
差
し
控
え
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
と
思
う
。
だ
が
続
く
以
下
の
部
分
で
議
論
は
再
び
元
に
も
ど
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
小
説
の
宣
伝
は
、『
抱
擁
家
族
』『
別
れ
る
理
由
』
に
続
く
、
第
三
部
と
し
て
扱

わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
は
私
は
異
存
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
こ
の
小
説
は
主
人
公
が
こ
れ
ら
の
既
刊
の
作
品
を
書
い
た
著
者
と
し
て
、
裸
形
を

さ
ら
し
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
以
前
か
ら
、
私

の
や
り
方
だ
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
す
。
も
し
『
静
温
な
日
々
』
が
第
三
部
と

す
る
な
ら
、
第
四
部
、
第
五
部
に
当
た
る
も
の
も
、
将
来
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
そ
う
思
う
よ
う
に
行
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、

こ
の
小
説
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
へ
の
連
続
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
の
は
、
十
年
後

を
知
る
事
後
的
な
感
覚
で
あ
る
こ
と
も
確
か
だ
が
、
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス

ト
の
差
異
性
を
別
の
観
点
か
ら
考
え
て
見
た
い
。「
静
温
」
を
願
う
日
々
を
描
い
た
中
で

「
小
さ
い
裂
け
目
が
見
つ
か
る
と
、
山
ぜ
ん
た
い
が
崩
れ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
い

う
一
節
が
あ
る
が
、
明
ら
か
に
崩
れ
て
し
ま
っ
た
山
の
事
後
を
描
い
た
日
々
を
「
う
る
わ
し

き
」
と
捉
え
る
十
年
後
と
は
明
ら
か
な
「
断
層
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
の
小

論
は
、
夫
婦
で
野
山
を
歩
き
亀
裂
や
裂
け
目
を
気
に
掛
け
な
が
ら
「
静
温
で
あ
ろ
う
と
す
る

日
々
」
を
描
く
こ
と
を
、
あ
る
い
は
そ
の
挫
折
の
物
語
を
、「
抱
擁
家
族
」
や
「
別
れ
る
理

由
」
よ
り
む
し
ろ
、「
美
濃
」【
一
九
八
一
】「
菅
野
満
子
の
手
紙
」【
一
九
八
六
】「
寓
話
」

【
一
九
八
七
】
か
ら
の
接
続
で
、
一
つ
の
「
他
者
論
」
と
し
て
捉
え
て
み
よ
う
と
す
る
試
み

「
う
る
わ
し
き
日
々
」
の
「
老
作
家
」
が
三
輪
俊
介
の
延
長
上
に
あ
る
の
な
ら
ば
、「
静
温
な

日
々
」
の
「
わ
た
し
」
が
「
小
島
先
生
」
と
繰
り
返
し
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
両
者
の
位
置

を
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
長
野
で
の
講
演
を
引
き
受
け
た
際
の
経
験
、
山
荘
を
中
心
と
し
た
妻
と
の
散

策
、
登
山
、
旅
行
等
を
描
き
、
そ
こ
に
旅
行
後
の
手
紙
を
掲
載
し
、
さ
ら
に
森
敦
と
の
電
話

で
の
談
話
を
描
く
。
こ
う
し
た
手
法
は
、「
美
濃
」「
寓
話
」「
菅
野
満
子
の
手
紙
」
で
常
套

手
段
と
な
っ
た
「
小
島
信
夫
の
文
法
」（
青
木
健
、
二
〇
一
七
、
水
声
社
）
を
踏
襲
し
た
も

の
で
あ
る
し
、
こ
こ
で
の
小
島
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う

領
域
を
意
識
的
に
無
効
化
す
る
よ
う
な
試
み
を
続
け
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
両

者
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
小
説
）
／
体
験
と
い
う
二
分
法
で
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
か
な
り

危
な
い
試
み
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
「
静
温
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
「
造
語
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
弁
護
士
の

台
詞
の
中
に
現
れ
る
「
せ
い
お
ん
な
日
々
」
に
漢
字
を
当
て
た
も
の
だ
が
、
講
談
社
か
ら
出

さ
れ
た
単
行
本
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
小
島
の
理
想
と
す
る
生
活
に
は
「
静
温
」
と
い
う

文
字
以
外
に
当
て
は
ま
る
も
の
は
な
い
由
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
言
葉
は
辞
書

に
は
存
在
し
な
い
と
述
べ
る
小
島
に
と
っ
て
は
、
当
て
字
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

が
、
実
際
に
は
機
械
工
学
な
ど
で
圧
縮
流
体
を
考
え
た
り
す
る
際
に
「
全
温
度
」
と
い
う
概

念
の
も
と
「
動
温
」
と
い
う
言
葉
と
の
対
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
漢
字
で
あ
る
。

　

物
語
で
は
淡
々
と
し
た
、「
事
件
」
が
起
き
な
い
あ
る
い
は
起
き
る
前
に
抑
え
よ
う
す
る

努
力
に
よ
っ
て
な
し
得
る
夫
婦
の
日
々
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
だ
。
現
実
の
「
ト
ラ
ブ

ル
」（
特
に
息
子
を
め
ぐ
る
そ
れ
）
は
、
十
年
後
に
描
か
れ
る
主
題
な
の
で
、「
静
温
な

日
々
」
で
は
小
島
家
の
問
題
を
担
当
す
る
弁
護
士
は
後
半
部
の
最
後
に
な
る
ま
で
は
現
れ
な

い
。
だ
が
、
弁
護
士
と
老
夫
婦
、
そ
し
て
息
子
を
描
く
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
と
並
べ
て
み

る
と
、
こ
の
「
静
温
」
と
い
う
「
状
態
」
が
な
ん
と
か
維
持
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

「
日
々
」
と
い
う
主
題
が
浮
か
び
上
が
る
と
同
時
に
、
二
つ
の
作
品
に
不
思
議
な
呼
応
を
見

出
す
こ
と
も
出
来
る
。

以
上
の
こ
と
（
静
温
な
日
々
を
目
指
そ
う
と
す
る
こ
と
―
論
者
註
）
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
一
種
の
生
活
の
余
裕
と
い
っ
た
も
の
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
余
裕
な
ど
、

自
分
た
ち
に
は
な
い
、
何
を
贅
沢
な
と
い
う
声
も
き
こ
え
て
き
ま
す
。
し
か
し
一
般
的
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も
分
か
る
よ
う
に
近
代
で
は
既
に
こ
の
読
み
方
は
一
般
化
し
て
い
た
。
昭
和
に
入
っ
て
国
文

学
者
の
武
田
祐
吉
が
『
万
葉
集
全
註
釈
』
の
中
で
誤
字
説
を
採
ら
ず
「
み
薦
刈
る
」
の
ま
ま

と
し
、
し
か
も
「
み
こ
も
か
る
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
以
後
、「
み
す
ず
か
る
」

は
学
術
的
に
誤
用
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

枕
言
葉
が
あ
る
特
定
の
言
葉
を
導
く
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
は
得
能
と
信
濃
の
地
（
長
野
）

に
「
私
」
を
導
い
た
。「
私
」
が
上
田
の
郷
土
博
物
館
で
見
た
と
い
う
「
み
ず
ず
か
る
し
な

の
」
か
ら
始
ま
る
歌
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。「
み
す
ず
か
る
」
を
「
み
こ
も
刈
る
」
と
お

き
か
え
て
も
、
万
葉
集
に
は
二
首
の
歌
し
か
存
在
し
な
い
。

み
こ
も
刈
る
信
濃
の
真
弓
わ
が
引
か
ば
う
ま
人
さ
び
て
否
と
言
は
む
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
二 

96 

久
米
禅
師
）

み
こ
も
刈
る
信
濃
の
真
弓
引
か
ず
し
て
弦
作
る
わ
ざ
を
知
る
と
い
わ
な
く
に 

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
二 

97 

石
川
郎
女
）

　

久
米
禅
師
と
石
川
郎
女
の
間
の
恋
歌
で
あ
る
が
、
上
田
の
郷
土
館
で
は
、
彼
ら
が
東
山
道

を
越
え
よ
う
と
上
田
あ
た
り
か
ら
山
を
越
え
て
い
っ
た
地
図
も
掲
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
展
示
そ
の
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の

は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
上
田
の
山
を
挟
ん
だ
形
で
、
長
野
と
軽
井
沢
の
間
の
山
々
で
男
女
の

「
道
行
き
」
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
小
島
は
自
ら
は
車
を
運
転
し
な
い
の
で
、
長

距
離
の
移
動
は
妻
が
運
転
す
る
こ
と
が
多
い
。
運
転
に
関
す
る
話
題
は
最
晩
年
の
「
残
光
」

【
二
〇
〇
六
】
に
至
る
ま
で
こ
の
夫
婦
の
話
に
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
現
れ
る
。
ま
た
、

浅
間
に
山
荘
が
あ
り
晩
年
の
多
く
の
作
品
は
こ
こ
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
今
回

の
講
演
も
、
軽
井
沢
ま
で
車
で
送
っ
て
も
ら
い
、
そ
こ
か
ら
鉄
道
で
上
田
を
経
由
し
長
野
入

り
し
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
る
。

　

最
初
の
章
は
、
長
野
講
演
と
そ
の
後
の
食
事
や
戸
隠
へ
の
探
訪
の
様
子
が
描
か
れ
そ
の

後
、
妻
に
そ
の
話
を
語
っ
た
後
、
読
者
に
現
在
あ
る
依
頼
に
よ
り
夫
婦
に
つ
い
て
語
る
小
説

を
書
い
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
現
在
あ
る
小
説
を
書
い
て
い
る
姿
が
そ
の
小
説
で
あ
る

と
い
う
の
は
小
島
の
小
説
の
「
常
套
手
段
」
で
あ
る
が
、
そ
の
様
な
手
段
で
し
か
己
を
確
認

し
得
な
い
こ
と
が
、
得
能
と
の
対
話
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
得
能
の
生
活
（
主
婦
た
ち

に
万
葉
集
を
講
義
す
る
日
々
）
を
う
ら
や
ま
し
が
る
小
島
に
対
し
て
、
そ
の
理
由
を
以
下
の

で
あ
る
。

１　
「
小
説
」
の
よ
う
に
語
る

私
は
長
野
市
で
の
母
親
文
庫
主
宰
の
文
藝
後
援
会
と
い
う
の
に
出
か
け
、
二
時
間
近
く

話
を
し
た
。
は
じ
め
主
婦
が
ひ
じ
ょ
う
に
多
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
全

て
が
主
婦
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

（13）

　

小
島
の
小
説
に
は
あ
り
が
ち
な
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
小
説
の
時
制
（
特
に
語
り
の
現
在
）

を
確
定
す
る
の
は
難
し
い
。
正
確
に
言
え
ば
、
読
ん
で
い
る
最
中
に
は
そ
の
確
定
が
ほ
ぼ
気

に
な
ら
な
い
感
覚
と
、
い
き
な
り
そ
れ
ま
で
の
語
り
が
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
い
別
の
次
元
に

移
っ
て
し
ま
う
感
覚
が
入
り
交
じ
る
た
め
、
全
て
を
事
後
的
に
（
す
な
わ
ち
読
後
状
態
か

ら
）
考
え
て
み
て
も
、
そ
の
位
置
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
っ
た
確
定

さ
れ
た
語
り
の
現
在
と
い
う
「
前
提
」
を
相
対
化
す
る
た
め
の
営
為
を
読
ま
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
ら
あ
る
。

　
「
私
」
が
講
演
を
し
た
こ
と
は
過
去
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
が
、「
私
」
の
状
況
と
体
験
を
説

明
し
て
い
る
語
り
は
全
て
が
事
後
的
で
あ
る
よ
う
に
は
感
じ
さ
せ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

は
小
説
の
「
話
法
」
と
し
て
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
講
演
に
「
私
」
を
呼
ん
だ
の
は

得
能
芳
郎
。
こ
の
講
演
を
主
催
す
る
「
母
親
文
庫
」
で
万
葉
集
を
講
義
す
る
人
物
だ
。
得
能

自
身
も
退
職
し
た
教
員
だ
が
、
こ
こ
の
受
講
者
た
ち
も
皆
学
生
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
「
主

婦
」
と
い
う
言
葉
に
は
こ
う
し
た
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。
得
能
は
「
私
」
よ
り
五
つ
年
長

で
、
妻
、
息
子
、
娘
と
い
う
家
族
構
成
も
同
じ
、
元
教
員
で
あ
る
と
い
う
点
も
一
致
し
て
い

る
。

　
「
私
」
が
得
能
と
知
り
合
っ
た
の
は
、
得
能
の
娘
婿
で
あ
る
野
村
と
い
う
男
を
介
し
て
で

あ
る
。
そ
し
て
両
者
を
結
び
つ
け
た
の
は
「
み
す
ず
か
る
」
と
い
う
枕
言
葉
で
あ
る
。「
す

ず
」
は
篠す

ず
た
け竹

の
意
で
あ
り
、
篠
竹
の
産
地
の
意
で
、「
信し

な
の濃

」
に
か
か
る
が
、
そ
の
読
み
方

は
「
み
す
ず
」
で
は
な
く
「
み
こ
も
」
が
正
し
い
。「
み
す
ず
か
る
」
と
い
う
読
み
方
は
、

国
学
者
賀
茂
真
淵
が
『
万
葉
集
』
に
あ
る
「
み
薦
刈
」
を
「
み
篶
刈
」
の
誤
字
で
あ
る
と
し

そ
れ
を
「
み
す
ず
か
る
」
と
読
ん
だ
こ
と
で
広
ま
っ
た
。
当
時
既
に
鹿
持
雅
澄
の
『
万
葉
集

古
義
』
な
ど
そ
の
間
違
い
を
指
摘
す
る
声
も
あ
っ
た
が
、「
み
す
ず
飴
」
な
ど
の
名
前
か
ら
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繋
が
っ
て
は
い
る
が
、
文
学
を
書
く
仕
事
と
教
え
る
仕
事
を
通
じ
て
対
照
的
な
関
係
に
あ

る
。　

ず
っ
と
講
演
や
只
今
ま
で
の
座
談
の
先
生
の
お
話
を
承
っ
て
い
て
、
実
は
私
は
学
生

の
と
き
の
五
十
嵐
力
先
生
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
五
十
嵐
先
生
は
、
作
品
そ
の

も
の
を
自
分
で
味
わ
う
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
、
同
時
に
、
自
分
の
訳
し
た
と
お
り
に
答

案
を
書
か
な
い
と
、
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
な
ぜ
結
論
を
い
っ
て
く
れ
な
い

の
か
、
と
も
思
い
、
一
方
自
分
を
お
し
つ
け
る
こ
と
だ
と
反
撥
し
ま
し
た
が
、
私
は
今

は
、
自
分
自
身
も
そ
ん
な
ふ
う
に
講
義
を
し
て
い
ま
す
が
、
ま
ち
が
っ
て
い
な
か
っ
た

の
だ
、
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

（18）

　

こ
の
言
葉
は
小
島
の
講
演
を
き
い
た
得
能
の
感
想
だ
が
、
小
島
の
言
葉
か
ら
得
能
が
見
出

し
た
「
解
釈
」（
答
）
は
、
あ
く
ま
で
も
得
能
が
見
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
小
島
の

事
前
に
用
意
し
て
い
た
「
意
図
」
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
小
島
は
「
答
」
が

分
か
ら
な
い
か
ら
書
こ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
分
か
ら
な
い
か
ら
書
き
続
け
て
い
る

の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
小
島
が
得
能
の
言
動
か
ら
読
み
取
っ
た
も
の
で
も
同
じ
こ
と

で
あ
る
が
、
小
島
は
得
能
の
言
動
か
ら
読
み
取
っ
た
も
の
を
、
そ
れ
を
考
え
る
自
己
と
い
う

水
準
と
同
じ
位
置
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
得
能
だ
け
で
な
く
物
語
の
中
の
自
分
自
身
か
ら
も

メ
タ
の
位
置
に
立
ち
、
相
手
に
「
解
釈
」
を
与
え
た
り
は
し
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
小
島
に

と
っ
て
書
く
こ
と
の
意
義
で
あ
る
の
だ
と
で
も
言
わ
ん
ば
か
り
に
…
…
。

　

「
そ
れ
で
、
会
社
で
の
彼
の
ア
ダ
名
は
公
爵
と
い
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
色
々
と
講

釈
を
し
て
き
か
せ
る
と
い
う
の
と
、
家
柄
が
い
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
彼
は
私

ど
も
夫
婦
に
コ
ピ
イ
し
た
資
料
を
送
り
つ
け
て
き
て
、
よ
く
勉
強
し
て
お
く
よ
う
に
い

い
ま
す
。
ぼ
く
は
昔
か
ら
お
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
に
は
興
味
を
示
さ
な
い
方
な
の
で
、

ろ
く
に
目
を
通
さ
ず
に
行
く
し
、
家
内
も
行
く
場
所
だ
け
は
心
得
て
お
く
た
め
に
そ
の

程
度
の
こ
と
は
し
ら
べ
て
は
い
ま
す
。
旅
費
は
何
と
い
っ
て
も
私
ど
も
が
持
つ
こ
と
に

な
る
か
ら
で
す
。
彼
は
勉
強
せ
ず
に
い
た
こ
と
が
分
る
と
、
一
応
お
こ
っ
て
み
せ
ま

す
。
野
村
と
い
い
ま
す
が
、
…
…
（
以
下
略
）。」

様
に
答
え
て
い
る
。

ぼ
く
ら
は
、
一
人
で
す
る
仕
事
で
す
。
ぼ
く
は
特
別
か
も
し
れ
な
い
が
自
分
を
相
手
に

し
て
す
る
作
業
で
す
。
ぼ
く
は
い
つ
だ
っ
て
そ
う
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
が

何
を
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
書
い
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
。
ひ
た
す
ら

続
け
て
行
く
う
ち
に
出
て
く
る
も
の
な
ら
出
て
来
る
、
と
い
う
姿
勢
で
す
。
こ
れ
は
不

安
定
な
も
の
で
す
か
ら
、
ぼ
く
は
こ
の
こ
と
に
現
在
不
満
で
も
あ
り
ま
す
。
ぼ
く
は
こ

う
し
た
課
題
を
も
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。 

（34）

　

こ
れ
が
、
万
葉
学
級
の
講
師
を
し
て
い
る
日
々
に
得
能
が
「
生
き
甲
斐
」
を
感
じ
「
恵
ま

れ
て
い
る
」
と
感
じ
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
得
能
は
自
分

の
娘
婿
や
子
供
た
ち
や
孫
と
の
関
係
に
様
々
な
不
満
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
大
な
り
小

な
り
ど
の
家
庭
に
も
似
た
よ
う
な
事
情
は
あ
る
。
だ
が
、
小
島
と
の
相
違
は
そ
の
状
況
に
お

け
る
自
己
の
状
態
を
迷
わ
ず
言
葉
に
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
得
能
と
小
島

を
結
び
つ
け
た
の
が
娘
婿
の
野
村
で
あ
り
、
そ
の
野
村
と
小
島
を
結
び
つ
け
た
の
は
考
古
学

者
の
Ｈ
で
あ
る
。
Ｈ
は
、
同
業
で
あ
る
考
古
学
者
か
ら
も
、
周
辺
領
域
で
あ
る
文
学
者
か
ら

も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
、
孤
高
の
学
者
で
あ
る
。

　

得
能
は
、
生
田
や
Ｈ
の
み
な
ら
ず
折
口
信
夫
の
「
想
像
力
」
を
も
認
め
よ
う
と
は
し
な

い
。
だ
が
、
自
ら
新
し
い
「
学
説
」
を
立
ち
上
げ
る
わ
け
で
も
な
い
。

　

私
は
得
能
芳
郎
が
主
婦
た
ち
と
彼
の
言
葉
に
よ
る
と
万
葉
の
一
首
々
々
に
つ
い
て
、

一
回
に
十
首
ぐ
ら
い
ず
つ
と
く
に
新
説
を
唱
え
よ
う
と
い
う
思
い
あ
が
っ
た
考
え
お
こ

さ
ず
、
主
婦
た
ち
と
読
ん
で
い
て
、
こ
れ
か
ら
も
命
つ
づ
く
か
ぎ
り
読
み
続
け
る
と
い

う
こ
と
は
、
羨
ま
し
い
こ
と
だ
、
何
し
ろ
十
年
間
に
半
分
終
わ
っ
た
だ
け
で
こ
れ
か
ら

読
み
終
え
る
に
は
あ
と
十
年
か
か
る
の
だ
か
ら
、
私
が
い
か
に
こ
の
こ
と
が
巧
妙
な
生

き
方
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
。 

（42）

　

得
能
が
自
ら
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
語
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、「
仕
事
」
を
通
じ
て

自
ら
が
知
ら
な
い
こ
と
を
知
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
既
知
の
こ
と
を
唯
一
解
と
し
て
教

え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
「
仕
事
」
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
両
者
は
「
文
学
」
を
媒
介
と
し
て

疋田 : 自らの言葉を「解釈」すること　あるいは　「他者」の希求
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だ
が
、
柄
谷

≒
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
こ
で
主
張
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
対

象
へ
の
態
度
変
更
の
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
、「
教
え
る
」
と
い
う
態
度
の
誤
解
に
伴
う

「
他
者
」
欠
如
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
私
は
、
講
演
と
そ
の
あ
と
の
座
談
会
で
は
、
も
っ
ば
ら
し
ゃ
べ
る
人

間
と
な
り
、
ひ
た
す
ら
食
べ
る
人
間
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
得
能
夫
妻
や
婦
人
た
ち
と

の
と
き
に
は
、
や
さ
し
い
や
さ
し
い
気
持
に
も
な
り
、
ほ
と
ん
ど
眼
と
耳
と
の
人
な
り

そ
し
て
食
べ
る
べ
き
と
き
に
は
よ
く
食
べ
た
。
色
紙
も
書
い
た
。
婦
人
た
ち
は
、
得
能

の
命
令
で
市
内
に
入
る
と
、
お
と
な
し
く
姿
を
消
し
た
。 

（38）

　

得
能
は
Ｈ
氏
や
折
口
信
夫
の
み
な
ら
ず
娘
婿
で
あ
る
野
村
を
も
文
学
的
に
肯
定
し
な
い

が
、
小
島
は
旅
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
と
も
に
旅
を
す
る
人
々
と
し
て
自
己
の
文
学
に
現
れ

る
（
描
か
れ
る
）
も
の
た
ち
と
し
て
、
彼
等
全
員
を
等
し
く
肯
定
す
る
。
そ
れ
は
、
小
島
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
柄
谷
の
言
う
「
教
え
る
―
学
ぶ
」
の
側
に
あ
る
か
ら
だ
と
も
言
え

る
が
、
一
方
で
小
島
自
身
が
自
ら
を
「
知
ら
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
た

め
で
も
あ
る
。

２　
「
教
え
る
／
学
ぶ
」
か
ら
始
め
る

　

先
に
引
用
し
た
得
能
の
こ
と
を
う
ら
や
ま
し
が
る
理
由
の
後
、
妙
な
例
示
が
続
く
。
あ
る

美
術
家
（
書
家
）
が
テ
レ
ビ
番
組
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
れ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。

「（
前
略
）。
七
十
五
に
な
っ
た
と
き
に
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
よ
く
よ
く
考

え
て
み
た
ら
、
自
分
は
い
わ
ば
短
編
小
説
を
書
く
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
。
そ
う
で

は
な
く
て
長
篇
小
説
を
書
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
思
っ
た
。
当
然
長
篇
小
説

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
大
作
の
こ
と
か
と
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
き
き
ま
し
た
。
そ
う
す

る
と
美
術
家
は
、
自
分
は
毎
日
同
じ
所
に
キ
ャ
ン
パ
ス
を
据
え
て
、
同
じ
山
を
す
こ
し

ず
つ
か
き
加
え
て
行
く
。
そ
の
日
に
は
そ
の
日
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
。
た
だ
対
象
を

見
て
い
る
だ
け
だ
。
こ
の
人
は
書
家
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
金
石
文
字
み
た

　

小
島
は
野
村
に
対
し
て
批
判
的
で
は
な
い
が
、
義
父
に
あ
た
る
得
能
は
常
に
厳
し
い
評
価

で
あ
る
。
似
た
と
こ
ろ
も
あ
り
対
照
的
で
も
あ
る
不
思
議
な
二
人
が
邂
逅
し
た
時
期
と
丁
度

同
じ
頃
、「
別
れ
る
理
由
」
の
最
終
章
に
も
「
出
演
」
し
て
い
る
柄
谷
行
人
が
『
探
究
Ⅰ
』

（
一
九
八
六
年
、
講
談
社
）
を
上
梓
し
て
お
り
、
そ
こ
で
柄
谷
は
「
教
え
る
」「
語
る
」
と
い

う
こ
と
に
関
し
て
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
通
し
て
興
味
深
い
議
論
を
し
て
い
る
。

　

柄
谷
＝
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
、
言
語
は
「
語
る
―
聞
く
」
で
考
え
る
も
の

で
は
な
く
、「
教
え
る
―
学
ぶ
」
と
い
う
関
係
性
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
教
え
る
」
に
は
一
見
、
一
方
的
な
権
力
性
と
「
学
ぶ
」
側
と
の
双
方
に
共
通
し
た
前
提
が

付
与
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
事
態
は
逆
で
、「
教
え
る
」
側
に
は
何
の
優
位

性
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
、「
教
え
る
」
側
が
出
来
る
こ
と
は
「
語
る
」
こ
と
だ
け
で
、

そ
れ
は
「
教
え
る
」
内
容
を
直
接
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
教
え
る
側
の

「
語
る
」
こ
と
と
は
、
教
え
る
側
に
と
っ
て
「
学
ぶ
」
＝
「
真
似
る
」
だ
け
で
あ
り
、
教
え

た
い
内
容
が
何
で
あ
っ
た
の
か
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
以
後
に
事
後
的
に
感
得
さ

れ
る
何
か
で
あ
る
か
ら
だ
。

　

柄
谷
は
、「
教
え
る
」
に'tell'

と'teach'

の
二
種
類
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ

の
本
質
を
前
者
に
見
出
す
。
本
当
に
教
え
た
い
こ
と
を
直
接
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
語
れ

る
こ
と
は
教
え
た
い
こ
と
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
語
る
こ
と
は
出
来
て
も
そ
れ
を
強

制
的
に
聞
か
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
聞
く
と
い
う
の
は
本
質
的
に
相
手
に
依
存
し
た
行
為

だ
か
ら
だ
。

　

ま
た
、
こ
れ
を
「
言
語
を
教
え
る
」
と
考
え
れ
ば
も
っ
と
本
質
的
な
議
論
に
な
る
。
言
葉

を
「
聞
く
」
た
め
に
は
言
葉
を
「
知
っ
て
い
る
」
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
言
葉
を

「
学
ぶ
」
必
要
が
あ
る
。「
知
っ
て
い
る
」
や
「
学
ぶ
」
は
よ
り
根
源
的

≒

本
質
的
な
行
為
で

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
我
々
は
「
聞
く
」
こ
と
に
直
接
性
や
本
質
性
を
見
出
し
て
し
ま
う
よ

う
な
「
顚
倒
」
を
起
こ
し
が
ち
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
語
る
―
聞
く
」
と
、「
教
え
る
―
学
ぶ
」
の
違

い
を
強
調
し
た
い
。
以
前
に
、
私
は
、「
語
る
主
体
か
ら
出
発
す
る
」（
ソ
シ
ュ
ー
ル
）

こ
と
は
、
結
局
「
聞
く
主
体
」
か
ら
出
発
す
る
こ
と
だ
と
い
っ
た
。「
語
る
―
聞
く
」

と
い
う
関
係
は
、「
語
る
＝
聞
く
」
と
い
う
自
己
関
係
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
〝
内
省
〞
に
、
あ
る
い
は
独
我
論
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。

－ 257 －

東 京 学 芸 大 学 紀 要　人文社会科学系　第75集（2024）



ど
変
わ
ら
な
い
者
も
少
な
く
な
い
。
得
能
と
再
婚
し
た
現
在
の
妻
と
の
関
係
、
病
死
し
た
前

妻
と
の
関
係
、
こ
れ
ら
は
形
式
と
し
て
は
小
島
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
だ
が
得
能
は
、

「
主
婦
」
た
ち
、
あ
る
い
は
「
主
婦
た
ち
と
そ
の
家
族
」
た
ち
と
の
関
係
か
ら
自
ら
の
夫
婦

の
在
り
方
を
「
学
ぶ
」
こ
と
は
な
い
。「
文
学
」
を
「
教
え
る
」
と
い
う
「
仕
事
」
と
「
学

ぶ
」
と
い
う
「
私
事
」
を
明
確
に
分
け
て
い
る
か
ら
だ
。

　

だ
が
、
小
島
は
、
明
ら
か
に
「
主
婦
た
ち
」
か
ら
も
、「
得
能
夫
妻
」
か
ら
も
、
そ
し
て

生
田
た
ち
か
ら
も
「
学
ぶ
」。
た
だ
、
そ
れ
は
、
単
に
「
学
ぶ
」
か
ら
始
め
て
い
な
い
か
ら

で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
小
島
は
「
聞
く
人
」
で
あ
り
同
時
に
「
見
る
人
」
で
も
あ
る
の
だ

が
、
そ
れ
以
上
に
「
書
く
」
人
な
の
で
あ
る
。

「
ぼ
く
は
あ
な
た
に
前
に
も
申
し
あ
げ
た
よ
う
に
こ
の
講
演
旅
行
が
何
故
印
象
に
の

こ
っ
た
の
か
、
そ
の
こ
と
に
移
っ
て
行
き
、
そ
も
そ
も
こ
の
自
分
と
い
う
人
間
は
ど
う

い
う
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
移
っ
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
中
か

ら
出
て
く
る
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
と
り
あ
げ
て
書
い
て
い
く
と
い
う
よ
り
い
い
方
法

は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
人
は
タ
ワ
イ
も
な
い
こ
と
だ
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど

う
し
て
か
一
つ
一
つ
が
み
ん
な
印
象
に
の
こ
り
、
す
べ
て
に
拡
が
り
ぼ
く
を
覆
い
つ
く

す
よ
う
な
か
ん
じ
が
す
る
の
で
す
。
ど
れ
も
捨
て
ら
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
と
に
か

く
書
い
て
み
ま
し
た
が
、
そ
の
あ
と
の
こ
と
な
の
で
す
。」

「
小
島
さ
ん
、
ぼ
く
は
今
の
あ
な
た
の
い
わ
れ
た
こ
と
は
、
と
て
も
、
と
て
も
、
い
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
一
番
基
本
の
こ
と
で
、
そ
こ
に
戻
る
の
で
す
か
ら
」 

（41）

　

こ
れ
は
長
野
講
演
後
の
自
宅
で
の
森
敦
と
の
電
話
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
小
島
は

「
語
る
／
聞
く
」
人
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
小
島
が
独
我
論
に
陥
る
こ
と
が
な
い
の
は
、

や
は
り
「
文
学
」
が
関
係
し
て
い
る
か
ら
だ
。
た
だ
、
そ
こ
は
得
能
と
は
異
な
る
事
情
が
あ

る
。
小
島
に
と
っ
て
文
学
は
「
教
え
る
」
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
は
「
語
っ
て
み
る
」
も
の

だ
か
ら
だ
。

　

Ｊ
・
デ
リ
ダ
は
、
音
声
至
上
主
義
の
独
我
論
的
側
面
を
「
人
は
語
ろ
う
と
す
る
声
を
自
身

で
聞
こ
う
と
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
批
判
す
る
が
、
小
島
の
書エ

ク
リ記

行チ
ュ
ー
ル為

は
、「
自
己
」

を
描
こ
う
と
す
る
こ
と
の
失
敗
の
連
続
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
非
常
に
逆
説
的
な
言
い

方
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
小
島
は
独
我
論
的
な
境
地
に
陥
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
書

い
な
文
字
を
書
き
ま
す
。
一
字
一
字
石
や
金
を
穿
つ
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
そ
の
番
組

で
ぼ
く
が
見
た
と
き
に
は
、、『
駑
馬
千
里
奔
』
と
か
を
書
い
て
み
せ
て
い
ま
し
た
。
最

後
の
文
字
の
半
分
あ
た
り
で
紙
が
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
筆
を
と
め
た
。
ぼ
く
は

あ
な
た
の
〈
小
学
級
〉
の
話
を
き
い
た
と
き
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
も
思
い
浮
か
べ
て
い

ま
し
た
」

「
東
洋
的
と
い
う
か
日
本
的
な
も
の
で
す
ね
。
あ
な
た
で
も
そ
う
な
の
で
す
か
」 

（35）

　

一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
最
後
の
得
能
の
応
答
は
今
ひ
と
つ
的
を
射
て
い
な
い
。
小
島

も
こ
の
言
葉
に
は
応
答
せ
ず
、
話
題
は
「
主
婦
」
た
ち
の
こ
と
に
移
っ
て
ゆ
く
。
千
石
英
世

は
、『
暗
示
の
文
学
、
鼓
舞
す
る
寓
話
』（
二
〇
〇
六
、
彩
流
社
）
に
お
い
て
、
小
島
の
美
意

識
の
表
明
と
と
も
に
、
そ
の
美
意
識
を
相
対
化
し
よ
う
と
し
て
相
対
化
し
き
れ
な
い
得
能
の

言
葉
か
ら
、
言
語
の
も
つ
根
源
的
な
機
能
と
し
て
の
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
を
読
み
込
も
う
と
す

る
。
そ
し
て
、
そ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
会
話
の
不
全
と
と
る
以
上
に
、
以
後
続
く
「
主
婦
」
と

い
う
存
在
の
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
的
側
面
へ
の
布
石
と
し
て
読
も
う
と
し
て
い
る
。

『
静
温
な
日
々
』
は
、
作
者
の
老
境
の
苦
節
を
語
っ
た
私
小
説
の
よ
う
に
読
め
て
、
し

か
し
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
様
々
な
主
婦
の
姿
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
主
婦
と
は

何
か
。
他
の
者
と
の
関
係
で
多
種
多
様
な
容
貌
を
呈
す
る
関
係
の
結
節
点
、
矛
盾
の
総

合
体
。
母
親
で
あ
り
、
妻
で
あ
り
、
夫
人
で
あ
り
、
嫁
で
あ
り
、
娘
で
あ
り
、
婦
人
で

あ
る
位
置
と
し
て
の
人
間
。
そ
し
て
、
位
置
関
係
を
離
れ
て
一
人
の
人
間
に
帰
っ
た
と

き
に
名
づ
く
べ
き
ふ
さ
わ
し
い
名
を
持
た
ぬ
存
在
、
名
づ
け
れ
ば
、
必
ず
、
別
名
を
名

の
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
存
在
、
そ
の
よ
う
な
影
の
よ
う
な
、
と
い
う
か
、
数
字
に
お
け
る

零
の
よ
う
な
存
在
が
、
少
し
う
つ
む
き
か
げ
ん
に
、『
静
温
な
日
々
』
と
い
う
作
品
の

中
を
足
早
に
往
き
来
し
て
い
る
。

　

批
評
的
ス
タ
ン
ス
に
あ
る
短
い
表
現
に
色
々
と
読
み
込
も
う
と
す
る
の
は
学
者
的
な
穿
ち

で
あ
る
と
し
て
控
え
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
「
静
温
な
日
々
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
全
体

と
し
て
は
、
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
存
在
に
対
す
る
「
教
え
る
―
学
ぶ
」
／
「
聞
く
―
語
る
」

と
い
う
態
度
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

老
齢
の
講
師
で
あ
る
得
能
に
と
っ
て
、
母
親
学
級
の
「
学
生
」
た
ち
は
、
彼
の
妻
と
さ
ほ

疋田 : 自らの言葉を「解釈」すること　あるいは　「他者」の希求
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い
る
最
中
に
、
予
定
さ
れ
た
講
演
の
日
が
来
て
し
ま
っ
た
の
で
長
野
市
へ
出
か
け
た
。

タ
イ
フ
ウ
前
の
大
雨
が
や
ん
だ
の
が
夜
明
け
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
の
で
、
く
ず
れ
た

道
を
妻
の
運
転
で
山
を
下
り
追
分
の
油
屋
の
前
を
通
っ
て
中
軽
井
沢
駅
へ
着
い
た
。

う
っ
か
り
そ
の
ま
ま
構
内
へ
足
を
ふ
み
入
れ
そ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
彼
女
が
手
を
振
っ

て
い
る
こ
と
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
ふ
り
む
い
た
。
彼
女
は
車
の
中
か
ら
手
を
振
っ
て

そ
の
ま
ま
去
っ
て
行
っ
た
。
列
車
は
二
十
何
分
お
く
れ
た
。
何
と
な
く
お
く
れ
つ
つ
あ

る
こ
と
を
彼
女
に
伝
え
よ
う
と
し
た
が
、
そ
こ
に
い
る
は
ず
は
な
い
の
で
物
足
ら
な

か
っ
た
。
講
演
を
終
え
、
土
産
を
携
え
て
改
札
口
に
近
づ
い
て
の
ぞ
く
と
、
一
日
半
前

と
は
別
人
の
よ
う
に
堅
い
表
情
を
し
て
立
っ
て
い
た
。
考
え
て
み
る
と
、
い
つ
も
そ
う

な
の
で
特
別
の
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
改
札
口
で
何
か
ひ
と
り
で
に
考
え
ご
と
を
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
た
ぶ
ん
こ
ち
ら
の
方
が
堅
い
表
情
を
し
て
い
る
せ

い
で
、
彼
女
の
方
も
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
私
は
中
断
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
両
日
し
て
、
森
敦
さ
ん
に
電

話
し
た
。 

（41）

　

こ
こ
か
ら
先
に
引
用
し
た
森
敦
と
の
電
話
の
場
面
や
小
島
夫
妻
の
会
話
の
場
面
に
繋
が

る
。
圧
縮
さ
れ
洗
練
さ
れ
た
文
章
か
ら
は
、
対
照
的
に
そ
れ
ま
で
の
長
野
に
つ
い
て
の
冗
長

と
も
言
え
る
語
り
が
小
島
の
戦
略
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
。
だ

が
、
む
ろ
ん
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
長
野
に
つ
い
て
の
語
り
が
た
だ
の
余
剰
で
あ
っ
た
と
い

う
意
味
で
は
な
い
。

３　

傷
の
皹　

あ
る
い
は　

日
ル
ー
テ
ィ
ン課

の
日
々

「
そ
れ
な
ら
、
得
能
さ
ん
は
困
る
わ
ね
え
」

「
口
に
出
し
て
い
わ
な
い
だ
け
で
夫
妻
は
夫
妻
で
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
息
子
夫
婦

も
娘
さ
ん
も
い
る
の
だ
か
ら
」

「
方
針
は
決
め
て
い
る
の
か
し
ら
、
そ
れ
と
も
ア
イ
マ
イ
な
ま
ま
か
し
ら
」

「
た
と
え
ア
イ
マ
イ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
も
方
針
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
よ

り
、
そ
れ
ま
で
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ぼ
く
に

い
お
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
よ
」

き
続
け
る
こ
と
を
担
保
に
し
て
、
小
島
の
書
記
行
為
は
常
に
「
他
者
」
に
開
か
れ
て
い
る
。

　

長
野
で
の
出
来
事
を
語
っ
た
小
島
に
妻
は
こ
う
応
え
る
。

「
あ
な
た
は
小
説
を
書
く
こ
と
を
や
め
て
、
万
葉
の
講
読
を
主
婦
た
ち
と
や
っ
て
行
き

た
い
と
い
う
こ
と
な
の
」

と
眉
を
ひ
そ
め
て
真
剣
に
い
っ
た
。

「
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
け
ど
」

　

彼
女
は
い
く
ら
か
、
安
堵
し
た
様
子
で
あ
る
。
彼
女
は
私
が
そ
の
前
で
い
っ
た
こ
と

を
、
す
べ
て
そ
の
言
葉
通
り
に
と
っ
て
疑
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

（43）

　

長
野
で
の
「
物
語
」
は
妻
の
理
解
す
る
「
解
釈
」
に
は
う
ま
く
接
続
し
な
い
。
だ
が
、

「
物
語
」
と
「
解
釈
」
が
接
続
し
な
い
ま
ま
、
得
能
家
や
主
婦
た
ち
の
「
物
語
」
は
、
小
島

の
家
の
「
物
語
」
と
し
て
の
み
「
接
続
」
し
て
ゆ
く
。
も
ち
ろ
ん
、
小
島
の
家
を
語
る
こ
と

は
、
単
な
る
偶
然
の
結
果
な
ど
で
は
な
い
。

「
そ
れ
な
ら
い
い
け
ど
、
私
は
あ
な
た
が
、
向
う
で
講
演
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
身
体
の
調
子
が
わ
る
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
身

体
の
こ
と
も
こ
れ
か
ら
と
り
か
か
る
長
い
小
説
の
こ
と
で
ず
っ
と
書
き
は
じ
め
ず
に
い

る
こ
と
の
せ
い
だ
し
、
書
き
は
じ
め
な
い
こ
と
も
、
こ
れ
か
ら
永
久
に
書
か
ず
に
終
る

こ
と
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
あ
な
た
は
き
っ
と
意
気
消
沈
し
て
く
ら
す
で
し
ょ
う
か

ら
、
そ
う
な
っ
た
ら
こ
の
私
は
そ
れ
を
見
て
い
る
の
が
つ
ら
く
て
つ
ら
く
て
仕
方
が
な

く
て
、
早
く
死
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」 
（43）

　

妻
と
の
物
語
は
既
に
書
か
れ
始
め
て
い
る
。
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
時
点
で
既
に

テ
ク
ス
ト
上
で
は
、
長
野
で
の
講
演
の
い
き
さ
つ
が
「
語
り
」
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
様
相

を
「
小
説
」
に
書
こ
う
と
す
る
日
々
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
夫
婦
の

物
語
は
現
在
語
れ
て
い
る
最
中
だ
が
、
読
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
夫
婦
が
話
題
に
し
て
い
る

「
小
説
」
は
既
に
書
か
れ
、
提
示
さ
れ
始
め
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

私
は
現
在
自
分
の
生
き
て
い
る
姿
と
い
う
も
の
を
、
小
説
の
形
に
ま
と
め
よ
う
と
し
て
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私
は
も
う
当
然
目
を
さ
ま
す
べ
き
で
あ
り
、
夫
婦
共
通
の
日
課
が
開
始
す
る
の
だ
。

本
来
な
ら
私
も
ま
た
、
彼
女
と
同
じ
よ
う
に
、
中
国
式
体
操
を
す
べ
き
な
の
だ
。
そ
れ

を
私
は
軍
隊
で
毎
朝
や
っ
て
い
た
か
た
い
体
操
を
お
義
理
て
い
ど
に
や
っ
て
す
ま
そ
う

と
し
て
い
る
。 

（54）

　

山
あ
る
い
は
山
荘
で
の
生
活
は
東
京
都
の
生
活
と
比
べ
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
が
日
常
／
非
日

常
の
関
係
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
で
は
ど
ち
ら
に
い
て
も
、
同
じ
事
が

く
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
山
で
の
移
動
あ
る
い
は
山
へ
の
「
移
動
」
に
お

い
て
、
夫
婦
は
言
葉
を
交
わ
し
時
に
は
議
論
じ
み
た
様
相
を
示
す
こ
と
も
あ
る
が
、
全
体
と

し
て
夫
婦
は
ど
こ
に
い
て
も
予
定
通
り
に
く
り
返
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
る
。
妻

に
と
っ
て
の
「
同
じ
事
」
に
は
、
夫
が
小
説
を
書
き
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
お
り
、

夫
に
と
っ
て
は
、
何
も
起
き
な
い
日
々
が
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
る
。
だ
が
、

皮
肉
な
の
は
夫
の
小
説
は
、
夫
婦
の
表
層
と
深
層
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
そ
の
も
の
が
主
題
に
な
っ

て
い
る
こ
と
だ
。
科
学
用
語
と
し
て
の
「
静
温
」
に
は
、「
動
」
と
の
対
立
に
加
え
て
「
高

温
」
や
「
低
温
」
と
の
対
立
を
内
包
し
て
い
る
が
、
山
荘
に
居
て
も
小
さ
な
「
移
動
」
が
、

小
さ
な
亀
裂
の
入
り
口
を
露
呈
さ
せ
る
。
夫
婦
は
「
体
操
」
と
い
う
最
初
の
日ル

ー
テ
ィ
ン常を

終
え
る

と
、
続
け
て
高
原
に
向
け
て
「
移
動
」
す
る
と
い
う
日ル

ー
テ
ィ
ン常に

移
る
。
こ
の
「
移
動
」
は
、
昨

夜
露
呈
し
た
亀
裂
の
入
り
口
を
塞
い
で
い
く
行
動
と
し
て
描
か
れ
る
。

　

長
野
市
の
得
能
氏
の
家
に
お
い
て
と
同
じ
よ
う
に
、
追
分
の
私
の
家
に
お
い
て
も
、
私

と
妻
の
二
人
が
ど
の
よ
う
に
一
日
を
、
朝
起
き
て
か
ら
寝
る
ま
で
、
そ
れ
か
ら
夜
中
に

お
い
て
も
、
送
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
と
て
も
重
要
な
関
心
事
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い

う
わ
け
で
七
時
を
廻
る
か
廻
ら
ぬ
か
に
夫
婦
は
争
う
よ
う
に
し
て
、
先
ず
高
原
へ
向
っ

て
出
発
す
る
。
争
う
あ
い
て
は
互
い
同
士
で
あ
り
、
周
囲
の
山
荘
の
住
人
で
あ
り
目
に

見
え
ぬ
東
京
の
誰
彼
で
あ
る
。（
そ
の
中
に
は
私
の
息
子
夫
婦
さ
え
も
入
っ
て
い
る
）

昨
夜
彼
女
は
、
と
き
ど
き
見
る
よ
う
な
夢
を
見
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
い
ま
こ
の

と
き
に
当
つ
て
は
考
え
な
い
こ
と
に
す
る
。
ま
た
彼
女
も
そ
れ
は
口
に
は
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
今
は
朝
な
の
で
あ
る
。 

（54）

「
ち
ゃ
ん
と
し
た
栄
養
剤
を
毎
日
の
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
し
ら
」 

（45）

　

夫
婦
の
会
話
は
か
な
ら
ず
し
も
噛
み
合
っ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
極
力
夫
は
顔
に

す
ら
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
危
険
な
綱
渡
り
」
と
称
す
る
。
む
ろ
ん
、
夫

婦
で
あ
る
か
ら
に
は
、
妻
に
も
何
か
し
ら
の
思
惑
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
現
実

も
小
説
も
夫
に
し
か
内
的
焦
点
化
を
許
さ
な
い
。
そ
こ
で
夫
（
＝
小
島
＝
語
り
手
）
は
、
自

ら
が
小
説
を
書
け
な
い
で
い
る
こ
と
と
、
体
調
を
崩
し
た
こ
と
と
、
妻
が
前
か
ら
楽
し
み
に

し
て
い
た
登
山
計
画
が
頓
挫
し
て
い
る
こ
と
を
合
理
的
に
分
析
、
統
合
し
、
夫
の
負
担
に
な

ら
ぬ
よ
う
に
「
真
実
」
を
打
ち
明
け
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
妻
の
「
内
面
」
と
し
て
提
示
し

て
み
せ
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
夫
婦
は
深
い
部
分
で
互
い
を
気
に
掛
け
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
。
そ
の
根
拠
は
、
過
去
に
も
同
じ
様
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
夫
（
語
り
手
）
の
経
験

で
あ
る
。
数
年
前
に
断
続
的
に
続
い
た
同
じ
様
な
時
に
は
小
諸
の
病
院
へ
治
療
に
行
っ
て
い

る
。
そ
の
際
に
み
た
北
ア
ル
プ
ス
の
風
景
が
、
夫
婦
の
登
山
の
記
憶
へ
と
繋
が
る
。

　

私
た
ち
夫
婦
が
山
へ
行
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
三
田
村
と
い
う
先
達
が
あ
っ
て
の

こ
と
で
あ
る
。
彼
は
野
村
の
友
人
で
あ
る
。

　

彼
が
私
た
ち
を
は
じ
め
て
北
八
ッ
の
天
狗
岳
に
連
れ
て
行
っ
た
。 

（46）

　

小
島
の
小
説
は
物
語
展
開
や
時
系
列
で
接
続
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
思
い
出
さ
れ
た

記
憶
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
同
様
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
介
し
て
別
の
物
語
を
引
き
こ
む
。
三
田

村
は
、
あ
の
得
能
の
娘
婿
の
野
村
を
小
島
に
引
き
合
わ
せ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
、
既
に
読

者
は
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
る
で
読
者
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

、
小
島
を
助
手
席
に
乗

せ
て
い
た
三
田
村
の
姿
は
、
妻
に
替
わ
っ
て
ゆ
く
。
北
八
ッ
の
天
狗
岳
へ
の
登
山
は
夫
婦
が

登
山
を
す
る
よ
う
に
な
る
直
接
の
き
っ
か
け
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
夫
婦
の
山
の
思
い
出
の
紐

帯
と
な
る
人
物
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
矢
野
と
呼
ば
れ
る
こ
の
人
物
は
三
田
村
の
直
接
の

知
り
合
い
で
は
な
い
。
矢
野
と
三
田
村
と
小
島
（
夫
妻
）
は
、
ま
さ
に
山
小
屋
は
ア
ル
プ
ス

の
山
々
を
介
し
て
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
後
、
く
り
返
さ
れ
る
登
山
の
体
験
の
最
後
に
「
槍
」
へ
登
っ
た
あ
る
朝
の
出
来
事
が
語

ら
れ
る
。
あ
る
朝
、
妻
が
居
な
い
と
思
っ
て
捜
し
て
み
る
と
、
眠
っ
て
い
た
部
屋
の
天
井
の

上
の
中
二
階
の
畳
の
上
で
日
課
の
中
国
式
体
操
を
し
て
い
る
。

疋田 : 自らの言葉を「解釈」すること　あるいは　「他者」の希求
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の
で
は
な
い
が
、
そ
の
言
葉
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
だ
け
で
夫
婦
の
「
静
温
な
日
々
」
に
確
実

な
「
皹
」
を
刻
む
。

　

そ
う
い
っ
た
言
葉
の
「
皹
」
を
「
日
々
」
の
「
日ル

ー
テ
ィ
ン課

」
は
覆
い
隠
し
て
く
れ
る
。「
皹
」

は
過
去
か
ら
や
っ
て
来
て
、「
日
々
」
の
「
日ル

ー
テ
ィ
ン課

」
は
常
に
未
来
か
ら
や
っ
て
来
る
。
挿
入

さ
れ
る
村
に
来
た
ば
か
り
の
頃
の
村
人
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
う
し
た

「
日ル

ー
テ
ィ
ン課」

に
も
「
過
去
」
が
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
物
語
は
し
ば
し
ば
老
境
の
「
性
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
だ
が
、
な
ぜ
「
性
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
ラ
ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も

と
で
は
、
性
は
愛
の
「
目
的
」
で
は
な
く
「
結
果
」
で
あ
る
。
夫
婦
生
活
は
、
そ
の
「
結

果
」
の
継
続
で
あ
る
。
独
り
身
で
暮
ら
す
若
者
た
ち
に
と
っ
て
「
性
」
は
非
日
常
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
夫
婦
の
中
で
は
日
常
で
あ
る
。
こ
の
日
常
は
、
他
者
と
の
「
性
」
関
係
の

排
除
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
も
し
、
こ
の
ル
ー
ル
が
破
ら
れ
れ
ば
、
夫
婦
に
と
っ
て
の
傷
あ

る
い
は
「
皹
」
と
な
り
、
そ
の
後
の
生
活
に
大
き
く
の
し
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
小
島
は
こ

の
「
傷
」「
皹
」
の
問
題
を
何
度
も
描
い
て
来
た
。
夫
婦
の
様
々
な
傷
を
癒
や
す
の
は
夫
婦

の
日
常
と
し
て
の
「
日ル

ー
テ
ィ
ン課

」
で
あ
る
が
、「
性
」
そ
の
も
の
は
「
日ル

ー
テ
ィ
ン課

」
で
あ
る
こ
と
を
拒

む
面
が
あ
る
。
こ
う
し
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
ラ
ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
下
に
お
け
る
性
の
矛
盾

は
、
小
島
家
に
お
け
る
特
別
な
状
況
な
ど
で
は
な
い
。

こ
こ
で
左
へ
折
れ
る
と
風
向
き
が
変
り
冷
気
を
か
ん
じ
る
。
そ
し
て
坂
に
な
る
。
そ
こ

で
す
べ
ら
な
い
よ
う
に
心
が
け
る
。
ぶ
ざ
ま
な
と
こ
ろ
を
見
せ
た
く
な
い
ば
か
り
か
自

分
に
対
し
て
見
た
く
な
い
。
も
し
彼
女
が
す
べ
っ
た
と
し
た
ら
彼
女
の
ぶ
ざ
ま
な
の
見

な
い
よ
う
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
か
ば
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
女
の
い

う
よ
う
に
、
二
人
で
い
る
と
い
う
こ
の
時
間
を
十
分
に
生
き
る
し
、
生
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
互
い
に
認
識
し
た
方
が
い
い
。 

（73）

　

会
話
、
行
動
、
判
断
、
選
択
。「
日ル

ー
テ
ィ
ン課」

は
、「
皹
」
や
「
傷
」
を
露
呈
さ
せ
な
い
よ
う
に

慎
重
に
く
り
返
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
夫
婦
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
、
も
う
一
つ
夫
が
強

く
意
識
し
て
い
る
こ
と
に
「
同
じ
顔
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
は
、「
伝

染
し
な
い
」「
う
つ
ら
な
い
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
に

は
、
夫
婦
が
同
じ
状
態
に
な
ら
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
結
果
的
に
相
手

　

こ
こ
で
、
妻
か
ら
夫
に
、
友
人
の
話
を
介
し
て
開
示
さ
れ
る
の
は
「
性
」
の
問
題
で
あ

る
。
夫
が
長
野
で
講
演
し
て
い
る
間
、
妻
は
山
荘
で
旧
友
と
の
時
を
過
ご
し
て
い
た
。
そ
の

際
、
妻
は
友
人
の
性
生
活
の
様
相
を
聞
き
出
す
。

「
彼
女
た
ち
は
、
一
週
に
一
回
く
ら
い
は
、
夫
婦
の
生
活
が
あ
る
の
で
す
っ
て
」

「
二
人
と
も
、
そ
う
な
の
」

「
そ
う
な
の
よ
、
あ
な
た
。
さ
き
に
×
×
さ
ん
が
そ
う
い
っ
た
あ
と
、
あ
な
た
は
ど

う
？　

っ
て
△
△
さ
ん
に
き
く
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
け
ど
、
お
ど
ろ
い
ち
ゃ
っ
た
」 

（56）

　

さ
ら
に
、
こ
の
友
人
の
一
人
は
、
夫
の
愛
人
に
つ
い
て
ま
で
克
明
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の

話
を
す
る
小
島
の
妻
の
姿
は
、
い
つ
の
間
に
か
前
妻
の
そ
れ
と
重
ね
ら
れ
る
。
前
妻
と
は

「
別
れ
る
理
由
」
あ
る
い
は
「
抱
擁
家
族
」
に
お
け
る
、
あ
の
妻
で
あ
る
こ
と
は
、
読
者
に

は
容
易
に
想
像
が
つ
く
が
、
物
語
は
ま
た
そ
れ
を
別
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
重
ね
て
ゆ
く
。

「
お
父
う
ち
ゃ
ま
、
私
た
ち
は
何
も
リ
チ
ギ
に
回
数
を
決
め
な
く
て
も
い
い
の
よ
。
回

数
だ
け
が
問
題
で
な
い
の
だ
か
ら
。
私
そ
の
こ
と
を
い
っ
ち
ゃ
っ
た
。
い
わ
な
い
方
が

よ
か
っ
た
か
し
ら
」

「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」

「
び
っ
く
り
し
た
よ
う
な
顔
を
し
て
た
わ
。
ほ
ん
と
う
の
こ
と
い
い
す
ぎ
た
か
し
ら
」 

 

（60）

　
「
お
父
う
ち
ゃ
ま
」
と
は
小
島
の
小
説
の
中
で
妻
や
子
供
達
が
し
ば
し
ば
発
し
て
い
た
呼

び
方
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
娘
の
口
ぐ
せ
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
母
親
の
口
マ
ネ
」
で

あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
う
と
は
知
ら
ず
口
に
し
た
妻
の
台
詞
は
、
ま
さ
に
シ
ニ
フ
ィ
エ
か

ら
切
断
さ
れ
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
連
鎖
と
し
て
現
前
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
小
説
内
連
鎖
と

し
て
読
者
か
ら
見
れ
ば
、
こ
こ
で
重
ね
ら
れ
る
の
は
「
時
子
」「
前
田
永
造
」
の
姿
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
そ
の
不
貞
の
記
憶
（
記
録
）
で
あ
る
。「
抱
擁
家
族
」
は
妻
の
不
貞
の
記
憶
が
中

心
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、「
別
れ
る
理
由
」
に
は
夫
側
の
不
貞
が
虚
実
交
え
た
形
で
描
か
れ

て
い
る
。
夫
と
妻
の
言
葉
の
中
に
（
の
み
）
現
れ
る
愛
人
の
存
在
。
言
葉
に
よ
っ
て
（
の

み
）
示
さ
れ
る
老
夫
婦
の
性
生
活
の
存
在
。
そ
れ
ら
は
内
実
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
を
伴
っ
た
も
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向
っ
て
い
る
。 

（74）

　

こ
こ
か
ら
始
ま
る
妻
の
「
習
い
事
」
の
く
だ
り
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
レ
ベ
ル
で
得
能
に

万
葉
学
級
で
学
ぶ
主
婦
た
ち
の
そ
れ
と
対
応
し
て
い
る
。
妻
が
今
学
ん
で
い
る
課
題
は
、
夫

へ
英
語
で“

Love Letter ”

を
書
く
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
同
様
に
、
英
語
を
教
え
る
夫

（
小
島
）
は
、
主
婦
に
万
葉
集
を
教
え
る
得
能
に
対
応
し
て
い
る
。
だ
が
、
同
じ
「
教
え
る
」

を
通
じ
て
、
小
島
と
得
能
に
は
全
く
異
質
の
意
味
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お

り
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
英
文
が
「
手
紙
」
で
あ
る
こ
と
が
、
小
島
か
ら
得
能
へ
の
手
紙
文
に
繋
が

り
、
そ
し
て
得
能
や
主
婦
た
ち
か
ら
の
返
信
の
開
示
に
繋
が
る
。

私
は
妻
を
つ
れ
て
こ
ん
ど
い
つ
か
奥
社
ま
で
の
ぼ
っ
て
行
き
、
そ
の
帰
り
に
得
能
さ
ん

の
い
わ
れ
た
植
物
公
園
も
訪
ね
ま
す
。
こ
ん
な
わ
け
で
私
は
有
頂
天
に
な
っ
た
ま
ま

帰
っ
て
参
り
ま
し
た
。
す
べ
て
得
能
さ
ん
の
お
か
げ
で
す
。 

（80）

　

小
島
の
手
紙
は
得
能
へ
の
感
謝
で
満
ち
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
に
続
く
予
定
で
あ
っ

た
文
学
の
話
（
独
歩
の
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
と
島
木
健
作
の
「
赤
蛙
」
の
話
）
は
、
読
者
に

は
開
示
さ
れ
な
が
ら
も
、
得
能
に
は
送
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
部
分
を
切
り
捨
て
た
理
由

は
、
小
島
自
身
に
も
「
分
か
ら
な
い
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
は
こ
の
「
追
伸
」
の
部
分
は
切
り
す
て
て
同
封
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
そ
の
理
由
は

自
分
で
も
よ
く
は
分
ら
な
い
が
、
書
き
送
っ
て
し
ま
え
ば
、
せ
っ
か
く
の
私
の
思
い

は
、
私
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
が
私
に
話
し

た
こ
れ
ら
の
作
品
を
セ
ッ
ト
に
し
て
の
愛
着
は
、
彼
は
今
ま
で
語
っ
て
き
た
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
彼
の
母
の
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
誰
に
も
話
し
た
こ
と
が
な
い

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
私
に
話
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

（81） 

　

小
島
は
二
人
の
会
話
の
思
い
出
を
、
思
い
出
と
し
て
封
じ
込
め
る
た
め
に
、
あ
え
て
話
題

に
あ
が
っ
た
作
品
の
「
解
釈
」
を
切
り
捨
て
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
「
解
釈
」
を
与
え
な
い

こ
と
は
、
二
人
の
世
界
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
置
い
て
お
こ
う
と
す
る
こ
と

を
「
他
者
」
と
し
て
み
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
「
他
者
」
と
し
て
相

手
を
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
と
は
少
し
異
な
る
。
先
の
引
用
部
で
も
、
認
識
す
べ
き
な
の
は

「
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
互
い
に
」
そ
れ
ぞ
れ
の
「
生
き
て
い

る
」
を
認
識
す
べ
き
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
「
他
者
」
の
問
題
は
後
で
も
ふ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ど
ん
な
に
注
意
し
て
も
、「
日ル

ー
テ
ィ
ン課

」
で
「
ミ
ス
」
を
犯
す
こ
と
も
あ
る
。
そ

れ
で
も
、
粘
り
強
く
く
り
返
す
し
か
な
い
。

「
あ
な
た
な
ら
大
丈
夫
。
も
う
仕
事
に
と
り
か
か
る
わ
よ
。
と
り
か
か
り
さ
え
す
れ
ば
、

道
は
お
の
ず
か
ら
開
け
る
わ
よ
。
私
、
あ
な
た
を
信
じ
て
い
る
」

　

村
へ
入
っ
て
、
長
屋
の
一
つ
で
あ
る
わ
が
山
荘
が
見
え
た
と
こ
ろ
で
、
彼
女
は
急
に

近
づ
い
て
き
て
、
囁
く
よ
う
に
そ
う
い
っ
た
。 

「
ま
た
元
気
に
な
っ
た
ら
、
い
つ
で
も

い
い
か
ら
し
て
ね
。
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
で
い
い
か
ら
。
仕
事
が
開
始
す
れ
ば
、
元
気
に
な

る
。
私
わ
か
っ
て
る
ん
だ
か
ら
」 

（74）

　

た
し
か
に
、
こ
の
物
語
で
は
「
性
」
が
大
き
な
話
題
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
く
り

返
さ
れ
る
「
傷
」
と
な
る
「
皹
」、
そ
れ
を
癒
や
す
「
日ル

ー
テ
ィ
ン課

」
の
「
日
々
」
の
一
つ
に
過
ぎ

な
い
。
真
の
問
題
は
こ
の
循
環
に
あ
る
が
、
こ
こ
に
小
島
と
得
能
の
本
質
的
な
違
い
が
露
呈

す
る
瞬
間
が
あ
る
。

４　
「
手
紙
」
の
中
の
物
語

　

夫
婦
の
「
日ル

ー
テ
ィ
ン課

」
は
、
朝
食
を
決
定
し
、
つ
く
り
そ
し
て
と
も
に
食
べ
る
こ
と
を
経
て
、

「
日
課
の
第
三
ペ
ー
ジ
」
が
始
ま
る
。

食
後
私
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
食
器
を
キ
チ
ン
に
運
ぶ
。
そ
の
あ
い
だ
に
洗
い
終
っ
て

い
る
洗
濯
物
を
妻
は
干
し
に
か
か
る
。
私
は
書
斎
に
行
き
、
机
に
向
い
そ
こ
の
窓
か
ら

彼
女
が
背
の
び
を
す
る
よ
う
に
洗
濯
物
を
組
に
か
け
て
い
る
印
象
派
ふ
う
の
光
景
を
見

て
い
る
が
、
な
る
べ
く
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
。
彼
女
は
そ
の
あ
と
、
こ
の
五
、
六
年

来
戦
時
中
に
女
学
生
だ
っ
た
こ
と
を
か
こ
ち
な
が
ら
も
い
そ
し
ん
で
い
る
英
語
の
勉
強

に
と
り
か
か
る
。
夫
婦
は
同
じ
よ
う
な
し
か
め
面
と
な
っ
て
別
の
部
屋
の
別
の
机
に
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釈
」
を
与
え
な
が
ら
も
、「
文
学
」
に
は
沈
黙
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ

よ
り
重
要
な
の
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
書
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
。

　
「
自
ら
の
声
を
聞
く
」
こ
と
に
「
外
部
」
が
無
い
の
は
、
そ
れ
が
自
分
の
声
だ
と
知
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
独
我
論
に
陥
る
。
小
島
の
書
く
と
い
う
行
為
は
、
自

ら
を
知
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
だ
。
実
際
の
小
島
信
夫
は
自
ら
作
品
を
殆
ど
読
み
返
す
こ

と
を
し
な
い
ら
し
い
（
晩
年
の
作
品
は
故
に
、
あ
え
て
読
み
返
し
「
解
釈
」
し
て
い
る
）

が
、
小
島
は
自
ら
の
言
葉
を
「
見
る
」
た
め
に
書
き
続
け
て
い
る
。
こ
の
「
見
る
」
は
「
出

会
う
」
と
言
い
替
え
て
も
い
い
。
小
島
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
唯
一
特
権
的
な
位
置
（「
外
部
」

に
触
れ
る
位
置
）
に
い
る
の
は
、
小
島
だ
け
が
全
て
を
「
書
く
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
書
く
主
体
は
、
自
ら
が
出
会
っ
た
言
葉
を
「
解
釈
」
し
な
い
。
そ
れ
は
、
現
実
で
あ
る

か
創
作
（
文
学
）
で
あ
る
か
に
関
係
な
く
「
読
む
」
こ
と
を
、
あ
る
い
は
「
読
む
」
結
果
を

押
し
つ
け
な
い
と
い
う
意
味
だ
。「
解
釈
」
と
は
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と

で
あ
る
。
他
者
と
「
解
釈
」
を
語
り
合
う
こ
と
は
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
す
り
合
わ
せ
る
こ
と
で

あ
り
、
結
果
的
に
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
自
由
を
奪
う
こ
と
だ
。

　

小
島
は
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
に
出
会
う
が
、
そ
れ
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か

は
、
読
者
と
い
う
「
他
者
」
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
小
島
の
テ
ク
ス
ト
は
、
決
ま
っ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
伝
達
す
る
た
め
の
手
段
な
ど
で
は
な
い
。
予
定
も
調
和
も
な
く
、
始
点
も
終
点
も

な
い
。
た
だ
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
連
鎖
が
物
語
を
増
幅
さ
せ
、
そ
れ
が
「
テ
ク
ス
ト
の
快

楽
」（
Ｒ
・
バ
ル
ト
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
小
島
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
常
に
他

者
に
開
か
れ
て
い
る
の
だ
。
故
に
テ
ク
ス
ト
の
「
私
」
は
、
独
我
論
に
陥
る
こ
と
は
な
い
。

５　
「
外
部
」
に
誘
い
出
す
「
電
話
」

　

電
話
の
ベ
ル
が
鳴
っ
た
。
書
斎
を
通
り
寝
室
を
抜
け
、
入
口
を
通
っ
て
電
話
を
き
き

そ
こ
な
わ
ぬ
よ
う
あ
ら
か
じ
め
ド
ア
が
開
け
て
あ
る
リ
ヴ
ィ
ン
グ
・
ル
ー
ム
へ
小
走
り

に
、
す
べ
ら
ぬ
よ
う
に
気
を
つ
け
な
が
ら
や
っ
て
き
た
。 

（92）

　

電
話
は
森
敦
か
ら
で
あ
る
。
森
敦
と
の
電
話
は
、『
美
濃
』
以
降
、
す
っ
か
り
「
小
島
の

文
法
」
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
小
説
で
描
か
れ
た
講
演
以
後
の
山
荘
で
の

を
意
味
す
る
。「
解
釈
」
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
他
者
の
領
域
に
足
を
踏

み
込
む
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

　

小
島
が
妻
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
常
に
気
に
し
て
い
る
の
は
、
相
手
の
言

葉
を
自
己
の
言
葉
に
置
き
換
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
部
の
主
婦
た
ち
が
得
能
の
小
旅
行
に

付
き
添
っ
た
こ
と
。
付
き
添
っ
た
主
婦
の
一
人
に
小
島
が
長
野
に
寄
宿
し
て
い
た
家
の
奥
さ

ん
の
姪
に
あ
た
る
人
物
が
い
た
こ
と
。
得
能
が
文
学
散
歩
に
妻
を
連
れ
て
は
ゆ
か
な
い
が
、

そ
の
旅
の
様
子
は
話
し
て
聞
か
せ
る
こ
と
。
同
じ
「
物
語
」
を
共
有
し
て
い
な
が
ら
、
こ
れ

ら
の
人
々
に
は
異
な
っ
た
「
解
釈
」
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
む
ろ
ん
承
知
し
て

い
る
。
だ
が
、
得
能
も
、
そ
の
妻
も
、
主
婦
た
ち
も
、
現
実
の
「
物
語
」
に
「
解
釈
」
を
与

え
た
り
は
し
な
い
。
そ
こ
に
生
じ
る
「
齟
齬
」
が
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
「
皹
」
を
う
む
か

も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。

　

だ
が
、
彼
ら
は
、
文
学
に
関
し
て
は
様
々
な
「
解
釈
」
を
小
島
に
突
き
つ
け
て
く
る
。

私
は
先
生
が
そ
の
昔
叔
母
の
家
に
お
ら
れ
た
頃
、『
万
葉
秀
歌
』
や
茂
吉
や
赤
彦
な
ど

ア
ラ
ラ
ギ
の
歌
人
の
歌
集
と
い
っ
し
ょ
に
、
ロ
シ
ア
の
小
説
や
チ
ェ
ホ
フ
の
劇
な
ど
を

読
ん
で
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
思
い
出
し
た
と
い
う
よ
り
、
こ

ち
ら
の
方
は
、
た
え
ず
頭
に
あ
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。
私
は
以
前
に
ポ
リ
シ
ョ
イ
・
バ

レ
エ
団
の
東
京
で
の
公
演
を
録
画
し
た
も
の
を
テ
レ
ヴ
ィ
で
見
ま
し
た
。
マ
イ
ア
・
プ

リ
セ
ツ
カ
ヤ
が
彼
女
自
身
の
振
付
け
で
、
チ
ェ
ホ
フ
の
『
小
犬
を
連
れ
た
奥
さ
ん
』
を

演
じ
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
。
こ
の
人
は
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
も
手
が
け
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
こ
の
六
月
に
私
は
東
京
へ
出
て
行
っ
て
、
彼
女
の
コ
ン

サ
ー
ト
用
『
瀕
死
の
白
鳥
』
を
見
ま
し
た
。 
（89）

　

小
島
の
学
生
時
代
の
知
己
を
知
る
こ
の
主
婦
は
、
様
々
な
物
語
を
読
み
、
そ
し
て
「
解

釈
」
し
て
見
せ
る
。
そ
こ
に
は
、「
雨
の
山
」「
抱
擁
家
族
」
な
ど
小
島
の
作
品
も
含
ま
れ

る
。
こ
れ
ら
が
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
レ
ベ
ル
で
物
語
を
接
続
し
演
出
し
て
い
る
こ
と
は
さ
き

に
指
摘
し
た
通
り
だ
が
、
手
紙
の
最
後
に
主
婦
た
ち
が
戸
隠
高
原
で
ト
ン
ボ
を
見
せ
よ
う
と

し
た
出
来
事
が
、
小
島
の
小
説
「
蜻
蛉
」
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
手
紙
の

「
物
語
」
は
、
長
野
で
の
「
物
語
」
と
の
間
に
円
環
し
て
ゆ
く
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
小
島
の
態
度
は
、
む
し
ろ
夫
婦
の
「
物
語
」
に
は
、
一
般
的
な
「
解
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「
た
と
え
手
を
重
ね
た
う
え
に
、
も
う
一
つ
手
が
重
な
っ
て
包
む
よ
う
に
し
た
っ
て
、

大
し
た
こ
と
で
は
な
い
で
す
よ
」

「
そ
う
で
す
よ
ね
」
と
私
が
、
答
え
た
。「
お
互
い
の
家
の
長
い
過
去
を
ね
ぎ
ら
い
、
相

手
の
家
の
こ
と
を
ね
ぎ
ら
う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
っ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

ま
あ
握
手
み
た
い
な
も
の
で
す
か
ら
ね
」 

（90）

　

電
話
が
お
わ
っ
て
も
小
島
の
中
で
会
話
の
妄
想
が
続
く
。
こ
れ
を
比
喩
的
に
「
森
さ
ん
と

私
が
一
つ
に
な
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
直
前
に
し
て
い
た
「
手
が

重
な
る
」
と
い
う
話
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
妄
想
の
中
で
全
て
の
老
夫
婦
も
、
あ
る
い
は
同

性
の
友
人
で
さ
え
も
、
言
葉
の
世
界
の
中
で
互
い
に
重
な
り
ひ
と
つ
に
な
っ
て
ゆ
く
…
…
。

　

こ
の
電
話
か
ら
の
妄
想
は
、
重
子
の
も
と
に
出
か
け
て
い
た
妻
の
帰
宅
に
よ
っ
て
現
実
に

か
え
る
。
妻
は
、
夫
を
「
千
三
百
」
に
誘
う
。

ひ
た
す
ら
、
登
り
つ
づ
け
、
二
人
は
こ
れ
か
ら
も
こ
の
よ
う
に
生
き
て
行
く
、
そ
し
て

現
在
に
だ
け
没
頭
し
、
先
き
の
こ
と
は
、
こ
の
現
在
の
続
き
で
あ
る
。
か
く
の
如
く

し
っ
か
り
と
大
地
に
足
を
つ
け
て
（
し
っ
か
り
と
足
を
つ
け
な
け
れ
ば
、
登
る
こ
と
は

不
可
能
だ
か
ら
）
い
る
。
こ
れ
以
上
の
こ
と
が
願
え
る
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
調
子
を
な

る
べ
く
合
わ
せ
、
摩
擦
は
な
る
べ
く
早
め
に
解
消
し
、
時
折
、
呼
吸
を
乱
さ
ぬ
て
い
ど

に
た
わ
い
の
な
い
、
身
体
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
お
し
ゃ
べ
り
を
し
、
そ
の
た
め
に
は
、

小
説
家
の
私
と
い
え
ど
も
、
そ
の
仕
事
の
こ
と
は
一
時
忘
れ
、
そ
し
て
、
森
さ
ん
の
早

く
取
り
か
か
れ
と
い
う
言
葉
も
し
ば
ら
く
忘
れ
た
ふ
り
を
し
て
…
… 

（102）

　

こ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
夫
婦
で
と
も
に
山
道
を
散
策
す
る
美
し
い
場
面
が
続
く
。
夫

婦
の
目
的
地
は
「
天
国
の
森
」
と
呼
ぶ
山
間
に
開
け
た
農
地
で
あ
る
。
老
夫
婦
た
ち
は
、
こ

う
し
て
傷
の
皹
を
「
日ル

ー
テ
ィ
ン課」

で
癒
や
す
日
々
を
く
り
返
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
だ
が
、
物
語
は

こ
こ
で
終
ら
な
か
っ
た
。

　

森
の
声
が
小
島
が
小
説
家
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
な
い
こ
と
と
同
様
、
あ
る
「
気
に
し

て
い
る
一
つ
の
も
の
」
が
、
夫
を
「
小
説
」
へ
、
人
生
を
「
書
く
」
こ
と
へ
誘
い
だ
そ
う
と

し
て
い
る
。

物
語
が
「
再
演
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
焦
点
化
さ
れ
る
の
は
「
真
野
重
子
」
と
い
う
妻
の

友
人
の
話
で
あ
る
。
話
題
は
山
荘
に
は
殆
ど
息
子
も
娘
の
家
族
も
訪
れ
な
い
こ
と
。
小
島
夫

婦
と
真
野
重
子
た
ち
と
の
交
流
が
中
心
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
文
学
の
「
解

釈
」
が
混
じ
っ
て
く
る
。

あ
な
た
の
山
荘
へ
集
ま
っ
て
い
っ
し
ょ
に
雑
談
し
て
食
事
を
し
た
り
、
ど
こ
か
出
か
け

て
行
っ
た
り
す
る
よ
う
な
人
た
ち
は
、
み
ん
な
夫
婦
仲
が
い
い
の
で
し
ょ
う
。
ぼ
く
は

『
戦
争
と
平
和
』
で
、
け
っ
き
ょ
く
、
ナ
タ
ー
シ
ャ
が
い
か
に
も
お
か
み
さ
ん
に
な
る

と
こ
ろ
が
面
白
い
。 

（95）

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
も
「
文
脈
」
が
あ
り
、
子
供
た
ち
の
家
族
が
山
荘
に
き
た
際
に
小
島

は
別
の
山
荘
で
仕
事
を
し
て
い
た
。
そ
れ
が
子
供
た
ち
が
山
荘
に
寄
り
つ
か
な
く
な
っ
た

き
っ
か
け
で
あ
る
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
執
筆
し
て
い
た
の
が
『
私
の
作
家
遍

歴
』
の
「
ト
ル
ス
ト
イ
」
の
章
で
あ
っ
た
。

　

森
と
の
電
話
は
、
夫
婦
仲
の
話
を
し
な
が
ら
、
互
い
の
最
近
の
創
作
や
現
在
書
き
か
け
の

も
の
に
つ
い
て
の
話
に
な
る
。

ぼ
く
は
思
い
違
い
を
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
考
え
に
考
え
て
、
ぼ
く
は
出
発
し

た
の
で
す
け
ど
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
は
そ
の
作
業
に
と
り
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か

ら
な
お
『
戦
争
と
平
和
』
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
ま
た
一
方
に
お
い
て
、

あ
な
た
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
す
。
―
―
し
か
し
、
そ
こ
と
東
京
で
は
遠
す
ぎ
ま
す
。

ぜ
っ
た
い
東
京
に
来
て
い
る
べ
き
で
す
―
―
で
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
、
あ
な
た
に

早
く
か
け
、
早
く
か
け
な
ん
て
い
う
も
の
で
す
か
。
あ
れ
は
、
あ
な
た
が
『
私
の
作
家

遍
歴
』
の
中
で
書
い
て
い
た
よ
う
に
、
ボ
ロ
ジ
ノ
の
戦
闘
場
面
の
よ
う
に
司
令
部
で
す

か
ら
ね
。
作
戦
本
部
で
す
か
ら
ね
。 

（99）

　

こ
の
電
話
の
最
初
に
何
故
か
森
は
妻
が
そ
ば
に
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
こ

と
自
体
に
さ
し
た
る
意
味
は
な
い
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
話
の
最
後
は
ま
る
で
愛
人
が
妻
と

山
荘
に
い
る
男
に
帰
京
を
せ
か
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
電
話
の
最
後
に
は
、
あ
る
漢
字
を

示
唆
す
る
際
に
、
重
子
と
手
を
重
ね
て
字
を
書
い
た
と
い
う
話
で
終
わ
る
。
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め
に
、
そ
の
「
外
部
」
に
追
い
や
ら
れ
た
よ
う
に
、
山
荘
の
日
々
へ
の
名
残
惜
し
さ
の
感
情

が
さ
し
挟
ま
れ
る
。
Ｑ
か
ら
の
手
紙
で
触
れ
ら
れ
た
物
語
を
東
京
の
テ
レ
ビ
で
見
る
と
い
う

経
験
（
こ
こ
で
も
「
解
釈
」
は
語
ら
れ
な
い
）
が
少
し
語
ら
れ
た
あ
と
、
テ
ク
ス
ト
は
こ
の

語
り
手
を
さ
ら
に
物
語
の
「
外
部
」
に
引
き
ず
り
出
す
。
長
野
で
の
講
演
の
直
後
に
予
定
が

入
っ
た
、
前
橋
で
の
講
演
で
あ
る
。
ひ
き
う
け
た
題
は
「
家
族
に
つ
い
て
」。
こ
こ
で
、
既

に
書
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
物
語
を
、
講
演
の
中
で
さ
ら
に
相
対
化
し
て
い
る
。

私
は
、
八
月
末
だ
っ
た
か
九
月
の
初
め
だ
っ
た
か
に
、
長
野
へ
講
演
に
行
き
ま
し
た
。

そ
の
直
前
か
、
直
後
に
前
橋
の
本
屋
さ
ん
の
煥
乎
堂
を
通
じ
て
皆
さ
ま
の
集
会
の
席
で

話
す
よ
う
に
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
煥
乎
堂
は
私
も
よ
く
知
っ
て
い
る
な
か
で
す
し
、
そ

れ
に
私
は
長
野
の
講
演
の
あ
と
、
ど
う
い
う
わ
け
か
楽
し
い
気
分
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
つ
い
お
引
受
け
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
直
前
で
は
な
く
て
直
後
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
演
題
は
、
中
に
入
っ
た
燥
乎
堂
の
岡
田
さ
ん
の
話
で
は
、〈
家

族
つ
い
て
〉
が
い
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

（121）

　

こ
こ
で
の
講
演
で
は
、
今
ま
で
書
か
れ
て
き
た
（
読
者
か
ら
す
れ
ば
読
ん
で
来
た
）
内
容

が
語
ら
れ
る
が
さ
ほ
ど
新
し
い
「
情
報
」
は
な
い
。
当
然
、
こ
の
講
演
に
も
こ
れ
ま
で
の
小

説
の
「
解
釈
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
も
な
い
。

私
は
今
、
事
件
と
い
う
も
の
が
起
ら
ぬ
よ
う
、
気
を
つ
け
て
日
を
送
り
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
た
と
え
起
る
に
し
て
も
、
大
事
に
至
ら
ぬ
よ
う
、
そ
う
し
て
生
き
て

い
る
以
上
、
そ
の
日
そ
の
日
を
生
甲
斐
が
あ
る
よ
う
に
生
き
て
い
る
、
と
思
っ
て
い
ら

れ
る
よ
う
、
そ
う
い
う
暮
し
方
を
し
て
い
る
私
や
私
の
妻
の
こ
と
を
、
私
は
え
が
き
た

い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
思
い
す
ぎ
る
と
か
え
っ
て
具
合
が
わ
る
く
な
る
も
の
で

す
。
自
然
体
が
い
い
と
い
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
自
然
体
と
い
う
の
は
保
ち
に
く
い
の

で
、
努
力
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
自
然
体
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の

で
す
。
追
々
と
お
話
し
ま
す
。 

（124）

　

こ
れ
も
、
傷
の
皹
を
「
日ル

ー
テ
ィ
ン課」

で
癒
や
す
日
々
と
い
う
物
語
と
同
様
の
話
題
で
あ
る
。
だ

が
、
た
っ
た
一
つ
、
こ
の
講
演
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
は
、
息
子
夫
婦
と
の
関
係
悪
化
の

　

こ
こ
か
ら
、
物
語
は
、
息
子
と
娘
の
家
族
の
話
に
移
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
、
さ
き
の

森
と
の
会
話
で
既
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
話
題
を
、
再
び
「
小
説
」
の
形
に
し
て
「
再
演
」
し

始
め
て
い
る
。
こ
こ
で
再
び
話
題
に
上
る
の
が
、
さ
き
の
三
田
村
で
あ
る
。
三
田
村
は
、
山

や
長
野
の
人
々
と
小
島
を
繋
ぐ
重
要
な
人
物
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
繰
り
返
し
好
意
的
に
描

か
れ
て
い
る
。
書
か
れ
て
い
る
出
来
事
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
東
京
の
近
所
に
新
居
を

構
え
た
息
子
の
家
族
が
山
荘
に
寄
り
つ
か
な
く
な
っ
た
経
緯
、
息
子
の
家
族
と
と
も
に
過
ご

そ
う
と
す
る
時
の
不
思
議
な
違
和
感
で
あ
る
。

あ
の
と
き
、
生
じ
た
も
の
は
前
に
も
あ
っ
た
も
の
で
、
私
に
生
じ
た
の
か
、
そ
れ
よ
り

前
に
妻
に
生
じ
た
の
か
、
既
に
息
子
の
方
に
生
じ
て
い
た
の
か
分
ら
な
い
と
こ
ろ
も

あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
私
は
小
説
の
中
で
展
開
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
漠

然
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
の
た
め
に
は
順
序
立
て
て
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
確
か
に
い
い
き
か

せ
て
き
た
の
だ
が
、
私
は
苦
痛
を
お
ぼ
え
て
い
た
。
や
っ
と
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が

出
来
た
の
に
、
と
い
う
思
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
三
田
村
た
ち

と
、
若
や
い
だ
気
分
で
つ
き
合
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
い
つ
も
不
快
を
表
情
に
あ
ら
わ

し
て
い
る
息
子
が
頭
に
浮
ん
だ
。 

（110）

　

松
本
と
い
う
地
を
挟
み
、
三
田
村
と
息
子
は
明
ら
か
に
対
照
的
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
後

に
描
か
れ
る
三
田
村
の
両
親
も
夫
の
妻
へ
の
態
度
な
ど
も
、
小
島
夫
婦
と
は
対
照
的
に
重
ね

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
一
方
で
両
親
と
息
子
夫
婦
と
い
う
関
係
に
は
、
共
通
点
も
多
い
。

　

中
央
高
速
か
ら
南
信
を
経
由
し
て
松
本
に
至
る
ル
ー
ト
を
含
め
、
東
京
と
国
立
、
名
古
屋

と
国
立
、
飛
騨
山
脈
や
筑
摩
山
地
な
ど
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
も
、
新
幹
線
や
関
越
自
動
車
道

か
ら
長
野
道
の
開
通
以
前
は
、
県
庁
所
在
地
の
長
野
市
よ
り
も
松
本
は
よ
い
立
地
に
あ
っ

た
。
国
立
と
い
う
小
島
の
住
ま
い
の
位
置
も
あ
り
、
小
島
の
小
説
で
は
、
中
央
高
速
経
由
に

由
来
し
た
信
州
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
息
子
と
の
話
で
、
松
本
が
境
界

と
し
て
の
位
置
に
あ
っ
た
り
、
山
荘
の
日
々
を
「
常
界
」
と
し
た
と
き
、
長
野
市
が
上
田
の

山
々
を
挟
み
、「
異
界
」
の
様
な
様
相
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

物
語
の
最
後
は
、「
書
き
下
ろ
し
の
小
説
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
力
に
よ
っ
て

半
ば
強
制
的
に
東
京
の
地
に
引
き
戻
さ
れ
る
。
山
荘
の
あ
る
地
で
の
日
々
を
相
対
化
す
る
た
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詳
細
で
あ
る
。

嫁
は
電
話
で
息
子
の
酒
量
が
ふ
え
、
乱
暴
し
、
家
に
い
る
と
き
に
は
朝
か
ら
の
み
つ
づ

け
て
、
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
を
た
し
か
に
い
っ
て
き
て
、
意
見
す
る
よ
う
に
と
、
頼
ん

で
い
た
こ
と
が
何
度
も
あ
り
…
…
（
中
略
）

　

と
こ
ろ
が
あ
る
日
嫁
は
妻
を
通
じ
て
、
息
子
が
、「
お
父
う
さ
ん
は
自
分
を
愛
し
て

は
い
な
い
。
昔
か
ら
そ
う
な
の
だ
」
と
い
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
伝
え
た
の
で

す
。 

（132）

　

話
は
、
妻
と
息
子
夫
婦
の
間
に
お
こ
る
遺
産
の
問
題
に
ま
で
至
る
。
講
演
の
後
、「
小
説
」

の
形
式
に
戻
っ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
最
後
に
相
談
に
の
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
弁
護
士
に
つ
い
て

語
る
。
こ
の
弁
護
士
も
「
別
れ
る
理
由
」
や
「
月
光
」
等
小
島
の
小
説
を
「
解
釈
」
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
弁
護
士
と
の
や
り
と
り
も
、
こ
の
皹
に
つ
い
て
も
、
の
ち
の
ち
に
「
う
る

わ
し
き
日
々
」
と
い
う
「
外
部
」
で
再
び
十
年
後
の
小
島
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
小
説
で
は
ま
だ
「
内
部
」
の
語
り
で
あ
る
。

　

テ
ク
ス
ト
は
、
講
演
後
、
高
崎
駅
で
見
送
ら
れ
る
場
面
で
終
わ
る
。
こ
の
物
語
は
、
二
回

に
わ
た
っ
て
講
演
の
後
に
見
送
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
全
体
の
構
造
で
見
れ
ば
、
長
野
で
の
講

演
全
体
が
、
高
崎
で
の
講
演
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
す
ら
読
め
る
。
さ
ら
に
、
マ
ク
ロ
的
視

点
か
ら
見
れ
ば
、
長
野
の
地
が
浅
間
の
地
に
、
浅
間
の
地
が
東
京
に
と
、
二
重
に
東
京
に
封

じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
東
京
で
テ
ク
ス
ト
は
書
か
れ
出
版
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ

は
相
対
化
の
完
遂
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
は
、
読
者
と
い
う
「
外
部
」
と
の
「
結
節
点
」
で

あ
る
か
ら
。

　

さ
き
ほ
ど
の
、
弁
護
士
に
つ
い
て
の
語
り
は
、
最
も
「
外
部
」
に
あ
る
語
り
の
一
で
あ
り

な
が
ら
も
、
そ
れ
は
講
演
の
話
の
水
準
に
挟
み
込
ま
れ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の

メ
ビ
ウ
ス
の
輪
は
完
成
し
、
テ
ク
ス
ト
は
物
語
を
内
包
し
た
ま
ま
、
読
者
と
い
う
「
外
部
」

に
運
ば
れ
て
い
く
。

疋田 : 自らの言葉を「解釈」すること　あるいは　「他者」の希求
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Abstract

 Nobuo Kojima's "Seion Na Hibi" has been discussed together with "Uruwashiki Hibi," which dealt with the same 

theme of marital life in his later years, and as a result, it was discussed in the context of connections with fictional worlds 

such as "Wakareru Riyu" and "Houyou Kazoku" In this paper, I focused on the expressive technique of this novel, but 

rather on the connection with novels such as "Mino," "Mitsuko Kanno no Tegami" and "Guwa," and considered the effect 

of the expression technique and the substance of the metaphor of "quiet temperature" depicted here. This is also one of the

theorists' attempts to read his later novels in a way that separates them from Kojima's biographical matters
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