
お
か
し
い
生
活

|
|
雑
紙

『
女
性
』

は
じ
め
に

『
痴
人
の
愛
』
は

一
九
二
凶
年
三
月
か
ら
六
月
ま
で
『
大
阪
朝
日

新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
後
、
同
年

一一

月
か
ら

一
九
二
五
年
七
月
ま

で
、
大
阪
を
拠
点
に
発
刊
さ
れ
て
い
た
婦
人
雑
誌
『
女
性
』
に
連
載

さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
『
女
性
』
掲
載
に
あ
た
っ
て
谷
崎
は
、
は
じ
め

て
『
痴
人
の
愛
』
を
読
む
人
を
想
定
し
、
『
女
性
』
掲
載
以
前
の
使
概

を
「
は
し
が
き
」
と
し
て
書
い
て
お
り
、

そ
こ
で
ナ
オ
ミ
は
譲
治
の

妻
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
『
痴
人
の
愛
』
を
家
庭
に
お
け
る
夫
婦

の
愛
情
関
係
に
注
目
し
た

〈
夫
婦
小
説
〉
と
し
て
読
む
試
み
は
、

〔

1

]

[

2

]

で
に
中
村
三
代
司
や
西
荘
保
ら
に
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。

上
記
の
谷
崎
作
品
に
限
ら
ず
、
同
時
代
の
他
の
作
家
の
作
品
群
を

と

『
痴
人
の
愛
』
ム
問
l
il
-
-

=コ
円H

秋
山

桂

追
尋
し
て
い
く
時

〈
夫
婦
〉

聞
の
愛
情
問
題
や
、
未
婚
女
性
の

「貞
操
」
「
貞
潔
」
問
題
を
投
げ
か
け
る
物
語
が

一
貸
し
て
立
ち

現
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
更
に
、
こ
の
時
期
の
活
字
メ
デ
イ

ア
を
参
看
す
る
と
、
文
学
作
品
以
外
に
も
同
種
の
問
題
が
扱
わ
れ
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て
い
て
、
同
時
代
の
キ

l
・
ワ
ー
ド
で
あ

っ
た
と
捉
え
ら
れ
、
「
痴

人
の
愛
」
に
お
け
る

〈
夫
婦
〉
も
、
そ
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
て

[
3
]
 

は
い
な
い
よ
う
だ
。

す

『
痴
人
の
愛
』
連
載
中
の
『
女
性
』
に
は
、
「
〈
夫
婦
〉
聞
の
愛
情

問
題
」
や
婦
人
の

載
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
同
時
代
性
の
中
で
『
痴
人
の
愛
』
は
、

中
村
氏
が
右
の
よ
う
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
言
説
鮮
か
ら
の

「
貞
操
」
、
「
貞
潔
」
に
関
す
る
論
説
文
が
多
数
掲

影
響
を
受
け
て

い
た
小
説
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
村
氏
は
右
引



用
部
の
後
、
「
同
時
代
の
言
説
と
い
か
に
共
時
的
な
関
係
性
を
保
持
し

て
い
た
か
」
に
つ

い
て
論
考
を
進
め
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
対
象
を

よ
り
限
定
し
、
『
女
性
』
と

い
か
に
共
時
的
な
関
係
性
を
保
持
し
て
い

た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

『
女
性
』
は
ご
穣
『
婦
人
公
論
』
風
な
も
の
を
出
す
と
も
聞
い

た
の
で
、
特
む
づ
か
し
く
書
い
て
見
た
」
と
、
創
刊
号
日
目
頭
に
置
か

れ
た
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
中
間
層
を
対
象
と
し
た
雑
誌
で
あ
る
。

女
性
は
ど
の
よ
う
な
家
庭
を
作
る
べ
き
か
、
女
性
は
ど
の
よ
う
に
自

覚
し
行
動
す
べ
き
か
と

い
っ
た
、

当
時
の
女
性
が
抱
え
て

い
た

で
あ

ろ
う
問
題
に

つ
い
て
の
論
説
文
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、

『
女
性
』
誌
上
に
お
い
て
毎
月
掲
載
さ
れ
て
い
た
で
伽
人
の
愛
』
は
、

そ
の
『
女
性
』
の
中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
読
み
方
が
可
能
だ

っ
た

の
か
。
木
稿
で
は
こ
の
問
題
意
識
を
軸
に
、
分
析
対
象
を
「
シ
ン
プ

ル

・
ラ
イ
フ
」
に
絞
っ
た
上
で
、
掲
載
誌
『
女
性
』
か
ら
の
影
響
を

受
け
る
こ
と
で
「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
が
い
か
に
解
釈
し
得
る
よ

う
な
生
活
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
た

の
か
に
つ

い
て
論
じ
て
い
く
。

『
女
性
』
に
お
け
る
妻
と
そ
の
生
活

『
女
性
』
の
中
で
も
、
創
刊
号
(
一
九
二
二
年
五
月
号
)
か
ら

一
九

二
三
年
五
月
号
ま
で
の

一
年
間
に
は

〈自
覚
し
た
女
性
〉
に
つ
い
て

の
記
事
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
掲
載
傾
向
の
あ
っ

た
初
期
『
女
性
』
に
お
い
て
、
特
に
家
庭
で
の

〈自
覚
し
た
女
性
〉

の
役
割
に
つ
い
て
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
た

の
が
野
上
俊
夫
で
あ
る
。
野
上
は
、
当
時
既
に

一
般
に
認
知
さ
れ
て

し、

た

〈自
覚
し
た
女
性
〉
像
を
家
庭
に
お
け
る
婦
人
像

(
H
妻
像
)

へ
と
ひ
き
つ
け
て
解
釈
し
な
お
し
た
人
物
で
あ
る
。
以
下
、
初
期
『
女

性
』
に
お
け
る
家
庭
生
活
言
説
は
、

野
上
の
記
事
を
軸
に
し
て
分
析

す
る
こ
と
と
す
る
。
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真
に
自
覚
し
た
る
婦
人
の
進
む
べ
き
途
は

一
面
に
於
い
て
自
己

の
力
量
の
偉
大
な
る
こ
と
を
悟
っ
て
、
在
来
の
如
き
抑
圧
さ
れ
た

る
状
態
に
満
足
し
な
い
と
同
時
に

一
面
に
於
い
て
は
自
己
の
真

の
天
職
を
理
解
し
、
世
間
の
軽
薄
な
る
思
想
に
動
か
さ
れ
る
こ
と

な
く
次
の
時
代
の
為
め
に
甘
ん
じ
て
自
己
を
犠
牲
に
し
、
其
の
尊

き
母
性
愛
を
以
て
子
孫
教
養
の
大
任
を
尽
す
こ
と
に
あ
る
で
あ

(
7

]
 

ム
ご
っ
。



右
文
章
は

〈
自
覚
し
た
女
性
〉

に
つ
い
て
の
現
状
を
踏
ま
え
た
上

で
新
し
い
〈
自
覚
し
た
女
性
〉
像
を
提
示
し
た
、
『
女
性
』
内
に
お
け

る
野
上
の
最
初
の
記
事
で
あ
る
。
野
上
は
世
間
一
般
で
考
え
ら
れ
て

い
た
女
性
の
〈
自
覚
〉
を
「
男
子
の
す
る
こ
と
の
み
を
目
標
と
し
て

之
れ
に
模
倣
せ
ん
と
」
す
る

「
盲
従
若
し
く
は
盲
動
」

で
あ
る
と
断

じ
、
「
真
の
自
覚
」
を
得
よ
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
「
母
性
愛
を
以

て
子
孫
教
養
の
大
任
を
尽
す
」
こ
と
を

〈
自
覚
し
た
女
性
〉

の

の
天
職
」
で
あ
る
と
定
義
づ
け
た
上
で
、
出
産

・
育
児
を
避
け
て
「
歌

を
詠
ん
だ
り
ダ
ン
ス
を
し
た
り
或
は
慈
善
事
業
に
少
し
ば
か
り
尽
力

す
る
」
こ
と
を
「
立
派
に
子
を
養
育
す
る
こ
と
に
比
す
れ
ば
比
較
に

も
な
ら
ぬ
ほ
ど
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
」

と
し
て
い
る
。

だ
が
こ
の
よ
う
な
「
良
妻
賢
母
」
思
想
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
文

章
に
お
い
て
も

女
性
が

し
た
り
「
医
者
と
か
教

「
大
学
に
入
学」

育
と
か
い
ふ
や
う
な
種
々
の
職
業
に
従
事
」

し
た
り
「
参
政
権
を
狼

得
し
て
政
治
的
活
動
を
」

し
た
り
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
。

併
し
な
が
ら
女
子
が
高
等
な
る
教
育
を
受
け
て
十
分
に
其
の
知

能
を
開
発
す
る
こ
と
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
の
み
な
ら

ず
今
後
児
童
の
養
育
と
い
ふ
こ
と
が
愈
困
難
複
雑
と
な
る
に
つ

れ
て
、
女
子
が
頗
る
高
等
な
る
知
見
を
有
た
な
く
て
は
完
全
に
之

れ
を
成
し
得
な
い
や
う
に
な
っ
て
行
き
つ
』
あ
る
。

野
上
の
主
張
に
は
常
に

「
女
子
は
内
に
居
て
静
か
に
子
ど
も
を
宿

し
、
之
れ
を
生
ん
で
之
れ
を
養
育
す
る
に
適
せ
る
」
、
「
男
女
の
心
身

に
(
中
略
)
根
本
的
に
分
業
が
あ
る
」

と
い
う
価
値
観
が
根
底
に
あ

「真

る
と
い
え
る
。
「
男
性
の
抑
圧
」
を

〈
自
覚
し
た
女
性
〉
と
家
庭
に
お

い
て
子
を
産
み
育
て
る
女
性
と
を
並
立
さ
せ
て
論
じ
る
こ
の
一
見
矛

し
か
し
、
初
期
『
女
性
』
に
お
い
て
は
ま
ま
み
ら

れ
る
論
制
で
も
あ
っ
た
。

盾
し
た
論
調
は
、
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こ
の
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
ま
ま
、
初
期
『
女

性
』
の
関
心
は

〈
自
覚
し
た
女
性
〉
像
の
規
定
か
ら

〈
自
覚
し
た
女

性
〉
が
い
か
に
家
庭
を
作
っ
て
い
く
か
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
そ
こ

に
現
わ
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が

「
文
化
生
活
」
と
「
二
重
生
活
」
と
の

二
つ

で
あ
る
。

就
中
現
在
の
日
本
の
生
活
は
多
く
日
本
と
西
洋
と
の
問
機
の
生

活
を
し
て
居
る
。
即
ち
『
二
重
生
活
』
を
し
て
居
る
か
ら
、
我
々

は
之
れ
を
早
く
改
め
て
、

早
く
ど
ち
ら
か
一
方
に
し
(
勿
論
出
来

る
だ
け
西
洋
風
の
生
活
に
し
て
)
、
こ
れ
に
よ
っ
て
成
る
べ
く
少
い
時



聞
に
成
る
可
く
多
く
の
仕
事
が
出
来
る
や
う
に
心
が
け
、
其
の
残

っ
た
時
間
を
以
て
、
文
化
人
と
し
て
最
も
大
切
な
『
文
化
生
活
』

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
我
々
は
常
に

い
ろ
ノ
¥
な
方
面
か
ら
聞
か
さ
れ
る
。

野
上
は
右
記
事
内
で
引
用
部
の
よ
う
な
現
状
確
認
を
し
た
後
、
「

重
生
活
」
は
和
洋
両
方
の
調
度
品
を
集
め
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
不
経

済
な
も
の
だ
と

い
う
、
世
間

一
般
で
い
わ
れ
る

「
二
重
生
活
」

の
ltl 

判
を
紹
介
す
る
。
「
二
重
生
活
」
は
一
般
的
に
時
間
的
側
面
と
経
済
的

側
面
と
の
二
回
か
ら
批
判
さ
れ
た
生
活
だ
と
ま
と
め
ら
れ
る
。
だ
が

野
上
は
右
記
事
で
倹
約
を
し
た
上
で
の
「
二
重
生
活
」
を
推
奨
す
る
。

そ
れ
と
並
行
し
て
時
間
的
側
面
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
も
、
「
能
率
増

進
」
を
挙
げ
て
反
論
を
試
み
る
。

『
能
率
増
進
』
と
い
ふ
こ
と
を
家
庭
に
応
用
す
る
と
い
ふ
こ
と
も

亦
極
め
て
よ
い
事
で
あ
る
。

中
Is各

併
し
な
が
ら
、
今
日
家
庭
の
婦
人
た
ち
が
、
此
の
如
く
に
台
所

の
こ
と
や
其
の
他
の
点
に
能
率
地
進
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
居

る

と
は
非
4← 

よ

と
で
あT
るよ

現
代
生
活
の
改
良
と
は
、
大
邸
宅
の
縁
側
を
ベ
ラ
ン
ダ
に
す
る
が

好
い
か
否
か
で
は
な
い
。

、H
V」

し

Jι
't

八
問
長
屋
を
蜂
筒
房
に
し
て

無
産
階
級
の
生
活
を
簡
易
に
、
清
楚
に
す
る
か
で
あ
る
。
つ
ま
り

ど
ん
な
生
活
に
も
、
其
の
マ
ネ
エ
ジ
メ
ン
卜
と
特
質
の
研
究
に
よ

っ
て
、
そ
こ
に
よ
り
高
い
能
率
を
見
出
だ
さ
う
と
す
る
事
で
あ
る
。

傍
点
原
文

こ
の
よ
う
に
初
期
『
女
性
』
に
お
い
て
は
、
「
無
産
階
級
」
の
安
が
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「
能
率
地
進
」
を
試
み

「
台
所
の
こ
と
や
其
の
他
の
点
に
」
対
し
て

'
ι
1
d
 

る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
。
倹
約
を
す
る
こ
と
で
、

不
経
済
と
言

わ
れ
て
い
た

「二
重
生
活
」
も
む
し
ろ
和
洋
の
い
い
と
こ
ろ
を
集
め

た
新
様
式
と
な
り
う
る
。
さ
ら
に
「
二
重
生
活
」

を
「
能
率
増
進
」

す
る
こ
と
で
、

「文
化
人
と
し
て
最
も
大
切
な
『
文
化
生
活
』
」
を
送

る
た
め
の
時
間
の
余
裕
が
生
ま
れ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

一
言
に
し
て
い
へ
ば
今
日
の
多
く
の
人
の
考
へ
る
『
文
化
生
活
』

と
い
ふ
も
の
は
、
出
来
る
だ
け
多
く
自
己
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る



生
活
を
い
ふ
や
う
に
思
は
れ
る
。
(
中
略
)
併
し
な
が
ら
云
ふ
ま
で

も
無
く
其
の
や
う
な
生
活
は
決
し
て
真
の
文
化
生
活
で
は
無
い
。

文
化
生
活
は
出
来
る
だ
け
合
理
的
な
自
由
な
生
活
を
し
て
、
精
神

に
も
肉
体
に
も
余
裕
が
あ
り
、
進
歩
向
上
の
修
養
の
た
め
に
ゆ
と

り
の
あ
る
や
う
に
す
る
生
活
を
い
ふ
の
で
あ
る
。

家
事

・
育
児
に
忙
殺
さ
れ
自
身
の
向
上
に
割
く
金
銭
や
時
聞
が
無

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
を
「
男
性
に
よ
る
抑
圧
」
と
見
な
し

「
抑
圧
」
を
〈
自
覚
〉
す
る
と
同
時
に
、
な
る
べ
く
倹
約
し
、
効
率

的
な
生
活
を
送
る
こ
と
で
家
事

・
育
児
に
余
裕
を
見
出
だ
し

そ
の

余
暇
を
自
身
の
向
上
に
当
て
る
。
こ
の
構
図
が
、
初
期
『
女
性
』
に

お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
た

〈自
覚
し
た
〉
妻
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
た
が
ま
だ
こ
の
時
点
で
は

「
能
率
増
進
」

に
よ
っ
て

作
っ
た
余
暇
を
活
か
す
方
法
は
提
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
留

意
し
た
い
。
話
を
野
上
に
よ
る
記
事
に
限
っ
て
も
、
「
自
由
な
生
活
を

し
て
、
精
神
に
も
肉
体
に
も
余
裕
」
を
作
っ
て
も

そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
利
用
す
れ
ば
「
進
歩
向
上
の
修
養
」
に
つ
な
が
る
生
活
を
送
れ

る
か
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。

ナ
オ
ミ
と
譲
治
と
の
家
庭
生
活

こ
こ
ま
で
初
期
『
女
性
』
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
た

〈
自
覚
し

た
〉
妻
像
に
つ

い
て
論
じ
て
き
た
が
、

そ
の
よ
う
な
価
値
観
を
も
っ

『
女
性
』
に
お
い
て
河
合
夫
妻
の
生
活
は
ど
の
よ
う
に
表
出
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
『
痴
人
の
愛
』
本
文
の
引
用
は
、

全
て
『
女
性
』
初
出
時
に
よ
る
。

「
さ
う
し
て
今
ぢ
ゃ
あ
、
結
婚
な
す
っ
て
ゐ
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す

ね
?
」
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「
え
え
、
さ
う
な
ん
で
す
、
両
方
の
親
の
許
し
を
得
て
、
立
派
に

手
続
き
を
踏
ん
で
あ
る
ん
で
す
。
尤
も
そ
れ
は
、
あ
れ
が
十
六
の

時
だ
っ
た
の
で
、
あ
ん
ま
り
歳
が
若
過
ぎ
る
の
に
「
奥
さ
ん
」
扱

ひ
に
す
る
の
も
変
だ
し
、
当
人
に
し
て
も
イ
ヤ
だ
ら
う
と
思
っ
た

も
ん
だ
か
ら
、
暫
く
の
間
は
友
達
の
や
う
に
し
て
暮
ら
さ
う
と

そ
ん
な
約
束
で
は
あ
っ
た
ん
で
す
が
ね
。
」
(
三
)

こ
こ
で
譲
治
は

ナ
オ
ミ
の
姦
通
相
手
の

一
人
で
あ
っ
た
浜
田
に

対
し
て
自
身
の
結
婚
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。
読
者
に
は

lま



し
が
き
」

の
時
点
で
ナ
オ
ミ
が
妻
だ
と
分
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
本

文
中
で
改
め
て
そ
の
関
係
の
正
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
河
合
夫

妻
は
法
的
に
何
ら
問
題
の
な
い
正
当
な
夫
婦
と
し
て
立
ち
現
れ
る

と
と
な
る
。
だ
が
譲
治
は
ナ
オ
ミ
が
正
当
な
自
分
の
妻
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
な
が
ら
、
夫
婦
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
「
瞥
く
の
問
は
友
達
の

ゃ
う
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
誠
治
は
二
平
で
、
投

「宿
恋、先
人、の
に関!f
特れ
有が
な
感
覚

'I'穿
占

号|
用
者

「
今
し
が
た
留
守
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
」
こ
と
を

で
感
じ
て
い
る
。
正
式
に

結
婚
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
譲
治
は
ナ
オ
ミ
に
対
し
て

「
友
達
」
あ

る
い
は

「
恋
人
」

と
い
う
態
度
で
接
し
て
い
た
の
だ
。
譲
治
は
こ
の

時
点
で
な
お
、
自
分
が
ナ
オ
ミ
の
夫
な
の
か

「
友
達
」
な
の
か

人
」
な
の
か
を
決
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

「
お
前
は
誤
解
し
て
ゐ
る
ん
だ
。
僕
は
お
前
を
友
達
の
や
う
に
愛

し
て
ゐ
た

だ
が
此
れ
か
ら
は
僕
の
真
実
の
妻
と
し
て
愛
す
る
。

-
・
」
(
四
)

三
章
で
正
当
な
夫
婦
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
譲
治
は
こ
こ
で
も
「
友
達
の
や
う
に
愛
し
て
ゐ
た
」
と

自
身
が
ナ
オ
ミ
の

「
友
達
」
な
の
か

「
恋
人
」
な
の
か
夫
な
の
か
を

決
め
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
加
え
て
ナ
オ
ミ
に
対
す
る
接
し
方
を

「
此
れ
か
ら
は
僕
の
真
実
の
妻
と
し
て
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
逆

説
的
に
今
ま
で
譲
治
が
ナ
オ
ミ
を
「
真
実
の
妻
」
と
し
て
見
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
表
す
。
譲
治
は
凹
掌
の
後
半
ま
で
ず
っ
と

ナ
オ
ミ

に
刻
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
で
接
し
て
い
る
の
か
を
決
め
か
ね
て
い

る
存
在
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

初
期
『
女
性
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
多
く
の
記
事
で
は
、
妻
の
最

大
の

「
天
職
」

は
子
供
を
産
み
育
て
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が

譲
治
は
ナ
オ
ミ
と
夫
婦
で
あ
る
か
ど
う
か
を
維
定
し
よ
う
と
し
な
い
。
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「恋

こ
れ
に
よ
っ
て
ナ
オ
ミ
は
、
譲
治
の
妻
と
し
て
の

「
天
職
」
を
果
た

す
べ
き
存
在
な
の
か
ど
う
か
、
『
女
性
』
に
お
け
る
夫
婦
観
の
中
で
決

定
で
き
な
く
な
る
。

こ
れ
に
加
え
ナ
オ
ミ
は
右
引
用
部
直
後
で
、
誠

治
の
正
当
な
夫
婦
な
の
か
ど
う
か
を
決
め
か
ね
て
い
る
態
度
を
逆
手

に
と
っ
た
か
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
。

「
お
前
、

子
ど
も
を
生
ん
で
く
れ
な
い
か
、
母
親
に
な
っ
て
く
れ

な
い
か
?
ひ
と
り
で
も
い

い
か
ら
子
ど
も
が
出
来
れ
ば
、
き
っ
と

僕
ら
は
ほ
ん
た
う
の
意
味
で
夫
婦
に
な
れ
る
よ
、
幸
福
に
な
れ
る



ょ
。
お
願
ひ
だ
か
ら
僕
の
頼
み
を
聞
い
て
く
れ
な
い
つ
」

「
い
や
だ
わ

あ
た
し
。
」

と
、
ナ
オ
ミ
は
即
座
に
き
っ
ぱ
り
と
云
ひ
ま
し
た
。

「あ
な
た
は
あ
た
し
に
、
子
ど
も
を
生
ま
な
い
や
う
に
し
て
く
れ
。

い
つ
迄
も
若
々
し
く
、
娘
の
や
う
に
し
て
ゐ
て
く
れ
。
夫
婦
の
問

に
子
供
の
出
来
る
の
が
何
よ
り
恐
ろ
し
い
ツ
て
、
云
っ
て
た
ぢ
や

な
い
の
?
」
(
四
)

こ
こ
で
譲
治
は

子
ど
も
を
産
み
育
て
る
こ
と
で

「
ほ
ん
た
う
の

意
味
で
夫
婦
に
な
れ
る
」
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
譲
治
の
考
え
を
『
女

性
』
に
引
き
つ
け
る
と
、
妻
の
「
天
職」

を
意
識
し
た
発
言
と
も
と

れ
る
。
『
女
性
』
に
お
い
て
右
引
用
部
は
、
譲
治
が
夫
に
な
る
覚
悟
を

し
た
文
章
で
あ
る
と
み
な
せ
る
の
だ
。
だ
が
譲
治
が
子
ど
も
を
作
つ

て
「
ほ
ん
た
う
の
意
味
で
夫
婦
に
」
な
ろ
う
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、

ナ
オ
ミ
は
未
だ

「
娘
の
や
う
に
」
過
ご
す
こ
と
を
主
張
す
る
。

ナ
オ

ミ
が
子
ど
も
を
産
む
こ
と
を
「
即
座
に
き
っ
ぱ
り
」
と
断
る
こ
と
で
、

妻
の

「天
職
」

つ
ま
り
、
過
去
に
譲
治
が
主
張
し

は
否
定
さ
れ
る
。

て
い
た
、
「
夫
婦
の
聞
に
子
供
の
出
来
る
の
が
何
よ
り
恐
ろ
し
い
」
と

い
う
発
言
を
利
用
し
、
帯
主
と
し
て
の
「
天
職
」
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、

ナ
オ
ミ
は
譲
治
と
夫
婦
に
な
る
つ
も
り
が
な
い
女
性
と
し
て
拙
か
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
河
合
夫
妻
は
、
法
的
に
何

ら
問
題
の
な
い
夫
婦
で
あ
り
な
が
ら
、
「
友
達
」
「
恋
人
」

と
し
て
し

か
過
ご
そ
う
と
し
な
い

二
人
組
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
の
だ
。

初
期
『
女
性
』
の
生
活
に
関
す
る
記
事
に
お
い
て

河
合
夫
妻
の

よ
う
な
関
係
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

い
ず
れ
の
記
事
も

正

当
性
の
あ
る
夫
婦
が
協
力
し
て
家
を
も
り
立
て
て
い
く
と
い
う
大
前

提
に
立
っ
た
文
章
で
あ
り
、
「
友
達
の
や
う
に
」
「
子
ど
も
を
生
ま
な

い
や
う
に
」
「
夫
婦
の
聞
に
子
供
の
出
来
る
の
が
何
よ
り
恐
ろ
し
い
」

「
天
職
」
を
避
け
よ
う
と
す
る
河
合
夫
妻
の

よ
う
な
生
活
は
全
く
考
臆
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
で
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と
い
う
よ
う
に
、
妻
の

は
そ
の
夫
婦
で
あ
り
な
が
ら
夫
婦
で
な
い
二
人
組
が
い
と
な
む
生
活

は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
生
活
と
し
て
『
女
性
』
に
お
け
る
生
活

の
文
脈
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ナ
オ
ミ
が
ど
う
し
て
も
子
供
を
産
む
の
が
厭
だ
と
云
ふ
な
ら

私
の
方
に
は
又
も
う

つ
手
段
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
大
森
の

「
お
伽
話
の
家
」
を
畳
ん
で
、
も
っ
と
真
面
目
な
、
常
識
的
な
家

庭
を
持
つ
と
云
ふ
事
で
す
。
全
体
私
は
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
と
云



ふ
美
名
に
憧
れ
て
、

こ
ん
な
奇
妙
な
、
甚
だ
実
用
的
で
な
い
絵
か

き
の
ア
ト
リ
エ
に
住
ん
だ
の
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
自
堕

落
に
し
た
の
は
此
の
家
の
せ
ゐ
も
確
か
に
あ
る
の
で
す
。
か
う
云

う
家
に
若
い
夫
婦
が
女
中
も
置
か
ず
に
住
ま
っ
て
ゐ
れ
ば
、
却
つ

て
御
互
い
に
我
が
俄
が
出
て
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
が
シ
ン
プ
ル
で

な
く
な
り
、
ふ
し
だ
ら
に
な
る
の
は
巳
む
を
得
な
い
。
(
中
略
)
所

謂
「
文
化
住
宅
」

で
な
い
純
日
本
式
の
、
中
流
の
紳
士
向
き
の
家

へ
引
き
移
る
。
(
五
、
傍
点
原
文
)

ナ
オ
ミ
に
子
ど
も
を
産
む
こ
と
を
拒
否
さ
れ
た
譲
治
は
、
こ
こ
で

「
ほ
ん
た
う
の
意
味
で
夫
婦
に
」
な
る
た
め
の
別
の
手
段
と
し
て
、

「
お
伽
話
の
家
」

か
ら
の
引
っ
越
し
を
計
画
す
る
。
譲
治
が
目
指
し

た

「
シ
ン
プ
ル
・
ラ
イ
フ
」
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
生
活
を
指

す
言
葉
な
の
か
は
本
文
中
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も

「
シ
ン
プ
ル
」
な
生
活
を
目
指
し
、
「
お
前
の
生
活
全
体
を
、
も
っ
と

立
派
な
奥
さ
ん
ら
し
く
向
上
さ
せ
よ
う
と
思
つ
」
(
五
)
て
い
た
こ
と

は
描
か
れ
て
い
る
。
初
期
『
女
性
』
に
お
い
て

こ
の
生
活
方
法
と

似
て
い
る
の
が

「
文
化
生
活
」

で
あ
る
。

本
稿

一
章
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
文
化
生
活
」
に
お
け
る
生

活
の
改
良
は
家
の
構
造
の
改
良
を
指
す
の
で
は
な
く

「
能
率
増
進
」

に
よ
り
経
済
的

・
時
間
的
な
効
率
を
良
く
し
た
生
活
方
法
を
目
指
す

こ
と
で
あ
っ
た
。
姿
の

と
い
う
共
通
し
た
目
的
意
識
を
持

「
向
上
」

っ
て
生
活
を
改
善
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て

「
文
化
生
活
」
と
「
シ

ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
と
は
接
続
し
う
る
の
だ
。
だ
が

「
文
化
生
活
」

と

「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
と
は
大
枠
で
は
共
通
す
る
要
素
を
持
つ

が
、
そ
の
細
部
を
見
る
と
全
く
異
な
る
生
活
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
。

譲
治
は
生
活
が
シ
ン
プ
ル
で
な
く
な
っ
た
理
由
を
「
家
の
せ
ゐ
」

に
し
て
い
る
。
譲
治
は
生
活
方
法
で
は
な
く
家
の
椛
造
に
注
目
し
て

い
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
ナ
オ
ミ
と
の
生
活
が
「
ふ
し
だ
ら
」
に
な
っ
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て
い
る
こ
と
を
最
大
の
問
題
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
誠
治
は
そ
の
生

活
を
、
家
の
構
造
を
変
え
る
こ
と
で
矯
正
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

「
文
化
生
活
」

は
生
活
方
法
の
改
善
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
の
に

対
し
て
、
「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
は
家
の
構
造
の
改
善
に
重
点
が
お

か
れ
て
い
た
点
に
ま
ず

一
つ
目
の
違
い
を
見
い
だ
せ
る
。

ま
た
二
つ
目
の
違
い
と
し
て
、
譲
治
の
生
活
は
潤
沢
な
資
金
の
下

に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
譲
治
は

「
取
り
敢
へ
ず
」

で
一
五

O
O円
も
の
援
助
を
実
家
か
ら
す
ぐ
に
も
ら
え
る
ほ
ど
の
経

済
的
基
燥
を
持
つ
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
譲
治
が
、
「
シ
ン
プ
ル

・
ラ



イ
フ
」

の
再
構
築
を
試
み
る

「ほ
ん
た
う
の
気
持
ち
」
と
し
て
挙
げ

て
い
る
の
が

「お
前
に
賛
沢
を
さ
せ
た

い」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
の
目
的
は
ナ
オ
ミ
に
「
賛
沢
を
さ
せ
」
、
「
も

っ
と
立
派
な
奥
さ
ん
ら
し
く
向
上
さ
せ
」

る
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し

て
、
「
文
化
生
活
」
は
「
無
産
階
級
」
の
妻
が
「
能
率
噌
進
」
を
通
し

て
、
経
済
的
、
時
間
的
な
余
裕
を
得
る
た
め
の
生
活
だ
っ
た
。
ノコ
ま

り
、
「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
は
夫
が
金
銭
的
、
時
間
的
余
裕
を
与
え

る
生
活
だ
っ
た
の
に
刻
し
て
、
「
文
化
生
活
」
は
妻
が
自
力
で
金
銭
的
、

時
間
的
余
裕
を
得
る
生
活
だ

っ
た
点
に
二
つ
自
の
違
い
を
見
い
だ
せ

る
の
だ
。

こ
の

二
点
の
違
い
を
も
っ

「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」

は
初
期
『
女

性
』
に
お
い
て
、
大
枠
を
共
有
し
な
が
ら
も
全
く
異
な
る
要
素
で
構

成
さ
れ
た

目
新
し
い
生
活
ス
タ
イ
ル
と
し
て
映
り
得
る
の
だ
。
だ

が
そ
の

「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
も
ナ
オ
ミ
が

「
お
伽
話
の
家
」
を

出
て
行
く
こ
と
で
本
文
中
か
ら
消
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
『
女
性
』

に
お
い
て
「
文
化
生
活
」
と
比
較
し
な
が
ら
読
み
進
め
て
き
た
河
合

夫
妻
の

「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
も

意
味
し
て
い
る
。
『
女
性
』
に
「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
は
参
考
に
す

ベ
き
生
活
様
式
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
前

に
、
「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
そ
の
も
の
が
消
え
て
し
ま
う
の
だ
。
だ

が
妻
を
失
い
「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
が
消
え
た
後
も
、
「
撚
り
を
戻
」

二
二
)
す
こ
と
で
河
合
夫
婦
の
生
活
が
ふ
た
た
び
揃
か
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の

「
撚
り
を
戻
」
す
こ
と
に
な
る
ま
で
の
経
緯
で
注
目

し
た
い

の
は
、
謙
治
と
ナ
オ
ミ
と
は
「
ほ
ん
た
う
の
意
味
で
夫
婦
に
」

な
る
前
に
別
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
私
と
ナ
オ
ミ
と
は

シ
ャ
ボ
ン
だ
ら
け
に
な
り
ま
し
た
。

「・
此
れ
で
漸
く
夫
婦
に
な
れ
た
、
も
う
今
度
こ
そ
逃
が
さ
な
い
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ょ
。」(一一
二
)

こ
こ
で
誠
治
は

「
シ
ャ
ボ
ン
だ
ら
け
に
な
」
る
こ
と
で

人
カ1

「
漸
く
夫
婦
に
な
れ
た
」

と
言
っ
て
い
る
。
だ
が
譲
治
は
玉
章
で
ナ

オ
ミ
が

「お
伽
話
の
家
」
を
出
て
か
ら
も
単
に

「
孤
独
と
失
恋
に
苦

し
め
ら
れ
て
ゐ
る
」
だ
け
で

法
的
な
離
婚
の
手
続
き
を
し
て
い
な

、A

〉
伊
一

。

カ
ペ
穴

つ
ま
り
一
三
章
の
時
点
で
も
誠
治
と
ナ
オ
ミ
と
は
法
的
被

拠
の
あ
る
夫
婦
な
の
だ
。
法
的
機
拠
の
あ
る
夫
婦
で
あ
り
な
が
ら
「
夫

婦
に
な
れ
た
」

と
言
う
こ
と
で
、
譲
治
は
ナ
オ
ミ
と
は
も
は
や
夫
婦



で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
逆
説
的
に
示
し
て
い
る
。
夫
婦
で

あ
り
な
が
ら
夫
婦
で
な
い
よ
う
に
振
る
舞
う

一
三
章
で
の
誠
治
の
姿

は
、
凹
章
で

「
ほ
ん
た
う
の
意
味
で
夫
婦
に
」
な
ろ
う
と
す
る
譲
治

の
姿
と
重
な
る
の
だ
。

内
長
ム
ロ
日
'

-5
1
1
 「
ほ
ん
た
う
の
意
味
で
夫
婦
に
な
れ
る
」
た
め
の
条
件
と

し
て
上
げ
て
い
た
も
の
に
「
子
ど
も
が
出
来
」

る
こ
シ
ア
と

「
も
っ
と

真
面
目
な
、
常
識
的
な
家
庭
を
持
つ
」
こ
と
と
の
二
つ
が
あ
る
。
だ

が
譲
治
は
、

ナ
オ
ミ
が
家
を
出
て
か
ら
も
「
大
森
の
家
に
独
り
で
寝

泊
ま
り
し
て
」

お
り
、
引
っ
越
し
の
計
画
を
中
止
し
て
し
ま
っ
て
い

た
。
そ
の

「
大
森
の
家
」
に
ナ
オ
ミ
が
現
わ
れ

「
友
達
」

と
な
り
、

最
後
肉
体
関
係
を
同
つ
こ
と
で

「
夫
婦
に
な
れ
た
」

と
感
じ
て
い
る

以
上
、
譲
治
は
「
子
ど
も
が
出
来
」
る
こ
と
を
期
待
し
て

な
れ
た
」
と
一言

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
譲

「夫
婦
に

治
の

「
夫
婦
に
な
れ
た
」
と
い
う
発
言
は
『
女
性
』
に
お
い
て
、
河

合
夫
妻
が
『
女
性
』
の
価
値
観
に
合
致
し
た
家
庭
生
活
を
送
る
よ
う

に
な
っ
た
証
拠
、
さ
ら
に
い
え
ば
河
合
夫
妻
の
生
活
が
初
期
『
女
性
』

に
お
い
て
推
奨
さ
れ
て
い
た
「
文
化
生
活
」
「
二
重
生
活
」
の
範
囲
内

に
回
帰
し
た
証
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
だ
。

だ
が
こ
こ
で
強
制
し
て
お
き
た
い
の
は
、
譲
治
は
あ
く
ま
で
も
「
夫

婦
に
な
れ
た
」

と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
具
体
的
な
夫
婦
の
内
実、

家
庭
生
活
の
条
件
は
ナ
オ
ミ
が
取
り
決
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

「
ぢ
や
、
さ
っ
き
云
っ
た
こ
と
は
忘
れ
な
い
わ
ね
、
何
で
も
好
き

に
さ
せ
て
く
れ
る
わ
ね
。
|
|
夫
婦
と
云
っ
て
も
、
堅
ツ
苦
し
い

夫
婦
は
イ
ヤ
よ

又
逃
げ
出
す
わ
よ
。
」

で
な
い
と
あ
た
し

「
此
れ
か
ら
又
、
『
ナ
オ
ミ
さ
ん
』
に
『
譲
治
さ
ん
』
で
行
く
ん

だ
ね
。
」

「
と
き
ど
き
ダ
ン
ス
に
行
か
し
て
く
れ
る
?
」

「
う
ん
、
」
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「
い
ろ
い
ろ
な
お
友
達
と
附
き
合
っ
て
も
い
い
?
も
う
先
の
や

う
に
文
句
を
云
は
な
い
ワ
」

「
う
ん
、
」

中
日!各

「
仕
事
の
方
へ
み
ん
な
お
金
を
注
ぎ
込
ん
ぢ
ま
っ
ち
ゃ
イ
ヤ
だ

わ
よ
、
あ
た
し
に
賛
沢
を
さ
せ
る
お
金
を
、
別
に
し
て
置
い
て
く

れ
な
け
り
ゃ
。

い
い
?
」

「
あ
あ

「
ぢ
や
、
半
分
別
に
し
て
置
い
て
く
れ
る
?
|
|
三
十
万
円
な
ら



十
五
万
円
、

二
十
万
円
な
ら
十
万
円
|

|
」
(
一一ニ)

こ
こ
で
ナ
オ
ミ
が
提
示
し
即
座
に
了
承
さ
れ
て
い
く
家
庭
生
活
の

条
件
は
『
女
性
』

に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
た
「
文
化
生
活
」
「
二
重

生
活
」
と
ず
れ
て
い
る
。
初
期
『
女
性
』
に
お
い
て
推
奨
さ
れ
て
い

た

「
文
化
生
活
」

の
恨
木
的
な
目
的
は
、
あ
く
ま
で
家
事
や
育
児
を

よ
り
良
く
す
る
た
め
に
自
身
の
知
識
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
た
の
に
対
し
て
、

ナ
オ
ミ
は
余
暇
の
時
間
を
「
ダ
ン
ス
」
や
「
お

友
達
と
附
き
合
」
う
こ
と
に
費
や
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
譲
治

は
ナ
オ
ミ
が

「
ダ
ン
ス
」
や
「
お
友
達
と
附
き
合
」
う
こ
と
に
全
く

反
対
し
な
い
。
二
章
で
は
「
熊
谷
と
遊
び
た
か
っ
た
」
ナ
オ
ミ
を
「
厳

重
に
」
「
監
視
し
て
」
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
一
切

を
許
し
て
い
る
の
だ
。

野
上
の
論
説
文
に
よ
れ
ば
、
「
出
来
る
だ
け
多
く
自
己
の
欲
望
を
満

足
さ
せ
る
生
活
」
が

一
般
に
言
わ
れ
る
文
化
生
活
で
あ
り
、
そ
れ
は

「決
し
て
真
の
文
化
生
活
で
は
無
い
」
。
だ
が
、
こ
の
「
出
来
る
だ
け

多
く
自
己
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
生
活
」
を
ナ
オ
ミ
は
欲
し
、
誠
治

は
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、

一
三
章
で

婦
に
な
れ
た
」
河
合
夫
妻
は
、
「
ダ
ン
ス
」
や
西
洋
人
の
「
お
友
達
と

附
き
合
」

い
た
い
と
い
う
ナ
オ
ミ
の
欲
望
を
「
で
き
る
だ
け
多
く
」

認
め
る
生
活
を
新
し
い
家
庭
生
活
と
捉
え
て
い
る
の
だ
。

一
三
章
以

降
誠
治
は
、
ナ
オ
ミ
が
望
む
通
り
の
西
洋
的
な
生
活
を
送
り
は
じ
め
、

『
痴
人
の
愛
』
自
体
も
終
わ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
『
痴
人
の
愛
』
に
お
け
る
家
庭
生
活
の
変
遷
は

一
応
の
収
束
を
見
せ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た

い
の
は
『
痴
人
の
愛』

連
載
終
了
時
前
後
の
『
女
性
』
に
お
け
る
、
家
庭
生
活
に
関
す
る
記

事
で
あ
る
。
『
痴
人
の
愛
』
に
お
け
る
家
庭
生
活
の

一
大
転
機
と
な
っ

た

一
三
章
は
、
『
女
性
』

一
九
二
五
年
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
そ

の
翌
月
、

「
簡
易
生
活
の
賛
美
」
と
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一
九
二
五
年
七
月
号
に
お
い
て

い
う
小
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。

簡
易
生
活
と
い
ふ
と
、
何
だ
か
、
郊
外
に
新
建
て
の
バ
ラ
ッ
ク

式
の
木
造
洋
風
の
家
屋
の
中
に
、
安
物
の
椅
子
や
卓
を
並
べ
て

拭
掃
除
も
ろ
く
/¥
せ
ず
に
、

細
君
も
常
住
洋
服
を
着
て
、
紅
茶

な
ど
を
入
れ
て
飲
ん
で
ゐ
る
処
が
想
像
に
浮
ん
で
来
る
が
、
(
中

「夫

略
)
そ
ん
な
簡
易
生
活
の
家
に
限
っ
て
、
夜
具
の
手
入
れ
な
ど
は

あ
ん
ま
り
し
な
い
と
思
は
れ
て
、
織
い

こ
と
こ
の
上
な
し
で
あ
る
。



『
痴
人
の
愛
』
終
了
時
の
『
女
性
』
に
お
い
て
一
般
的
な
「
簡
易

生
活
」
と
は
、
簡
素
な
洋
風
住
宅
に
住
み
不
衛
生
な
こ
と
に
も
か
ま

わ
ず
過
ご
す
生
活
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
は

〔

1
8
]

頓
と
消
潔
と
は
必
要
で
あ
る
」
「
清
浄
と
高
貴
と
を
如
何
な
る
場
合
に

も
目
ざ
し
て
ゐ
た
」
と
、
清
潔
な
生
活
を
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
言
説
は
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
的
な
生
活
を
否
定
し
て
い
る

の
だ
。

一
章
で
何
合
夫
妻
が
避
暑
に
来
た
鎌
倉
で
の
下
宿
先
の
様
子
が

「
い
つ
も
の
通
り
乱
雑
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ

フ
」
は
「
械
い
こ
と
こ
の
上
な
し
」
、

「憐
づ
ベ
き
多
く
の
紛
雑
と
、

醜
織
と
の
あ
る
」
生
活
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て

「
シ
ン
プ
ル

ラ
イ
フ
」
と

「
簡
易
生
活
」
と
は
接
続
し
う
る
。

つ
ま
り
『
女
性
』

に
お
い
て
こ
こ
で
初
め
て

西
洋
風
の
不
衛
生
な
生
活
を
送
る
河
合

夫
妻
の
生
活
が
説
明
で
き
る

「
簡
易
生
活
」

と
い
う
枠
組
み
が
提
示

さ
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
言
説
が
『
痴
人
の
愛
』
終

了
直
前
に
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
譲
治
の
主
導
し
て
い
た

ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
が
目
新
し
い
生
活
方
法
か
ら

「簡
易
生
活
」

と
相
対
化
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

だ
が
、
こ

の
「
簡
易
生
活
」
も
ま
た
、
「
文
化
生
活
」
と
「
シ
ン
プ

ル
・
ラ
イ
フ
」
と
の
関
係
同
様
、
「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
と
大
枠
は

共
有
し
な
が
ら
も
少
し
ず
れ
た
枠
組
み
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な

整

ら
『
女
性
』
に
お
い
て

「
簡
易
生
活
」

と
は
「
由
来
簡
易
生
活
を
賛

美
し
た
り
主
張
し
た
り
す
る
人
達
の
多
く
が
、
そ
の
反
対
の
複
雑
生

活
不
能
力
者
の
側
に
あ
っ
た
」
、
「
貧
に
居
て
貧
の
煩
ひ
と
、
よ
ご
れ

と
か
ら
放
た
れ
て
」
い
る
べ
き
生
活
と
し
て
、

つ
ま
り
貧
困
を
前
提

に
し
た
生
活
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
先
に
も
指
摘
し
た

よ
う
に
、
譲
治
は
潤
沢
な
資
金
の
下
「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
を
展

開
し
て
い
る
。
だ
が
裕
福
な
人
聞
が
「
簡
易
生
活
」
を
送
る
こ
と
は
、

「
何
業
に
よ
ら
ず
随
分
栄
え
て
ゐ
る
人
に
あ
っ
て
は
、
さ
う
無
理
を

し
て
簡
易
な
生
活
が
出
来
う
る
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
否
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定
さ
れ
て
も
い
た
。
談
治
の
求
め
た
「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
と
は

大
枠
で
は

「
文
化
生
活
」
や
「
簡
易
生
活
」
と
接
続
し
な
が
ら
も

常
に
ず
れ
た
生
活
と
し
て
否
定
さ
れ
続
け
て
い
く
生
活
だ
っ
た
の
だ
。

「

シJ、、

お
わ
り
に

譲
治
は
自
身
の
生
活
を
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。



此
れ
を
読
ん
で
、
馬
鹿
々
々
し
い
と
思
ふ
人
は
笑
っ
て
下
さ
い
。

教
訓
に
な
る
と
思
ふ
人
は

い
い
見
せ
し
め
に
し
て
下
さ
い
。
私

自
身
は
、

ナ
オ
ミ
に
惚
れ
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、
ど
う
思
は
れ
て

も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
(
一
四

大
枠
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
で
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ
る
『
痴

人
の
愛
』
の
生
活
方
法
は
し
か
し
、
譲
治
自
身
の
語
り
に
よ
っ
て
反

国
教
師
的
な
生
活
方
法
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
『
女
性
』

に
お
い
て
『
痴
人
の
愛
』
の
生
活
は
、
生
活
方
法
を
表
現
す
る
言
葉

は

一
致
し
て
い
な
が
ら
も

そ
の
内
実
は
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
生

活
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。

「
シ
ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
と

ご

-
f
A
占
露
日
ム
ロ

fA

+
I
・
刀
雪
ロ
平
{
カ

い
う
美
名
に
憧
れ
て
」
実
際
の
生
活
方
法
を
模
索
し
て
い
た
の
と
同

憾
に
、
『
女
性
』
も
ま
た

「真
の
文
化
生
活
」
「
簡
易
生
活
の
極
地
」

を
理
想
と
し
た
生
活
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

『
女
性
』
に
お
い
て
「
真
の
文
化
生
活
」
「
簡
易
生
活
の
極
地
」
と
は

ど
の
よ
う
な
生
活
な
の
か
と
い
う
具
体
的
な
例
示
は
一
切
な
さ
れ
て

い
な
い
。
『
痴
人
の
愛
』
に
お

い
て
「
シ
ン
プ

ル
・
ラ
イ
フ
」
と
い
う

言
葉、が

一
人
歩
き
し
て
い
た
の
と
同
様
に
、
『
女
性
』
で
も
ま
た
「
文

化
生
活
」
「
簡
易
生
活
」
と
い
う
言
葉
が
一
人
歩
き
し
て
い
た
の
だ
と

い
え
よ
う
。

『
痴
人
の
愛
』
の
生
活
は
一
人
歩
き
し
た

「美
名
」
を
追
い
求
め

た
結
果
、
笑
わ
れ
る
し
か
な
い
よ
う
な
生
活
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

だ
が
「
馬
鹿
々
々

し
い
と
恩
ふ
人
」
「
教
訓
に
な
る
と
思
ふ
人
」
と
語

り
か
け
ら
れ
た
『
女
性
』
読
者
に
は
、

そ
の
生
活
を
単
純
に
笑
い
飛

ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
『
女
性
』
に
お
い
て
『
痴
人

の
愛
』
は
、
空
虚
な
言
葉
だ
け
を
追
い
求
め
続
け
た
生
活
の
一
例
と

し
て
機
能
す
る
か
ら
だ
。
譲
治
が
自
身
の
生
活
を
笑
い
も
の
と
し
て

提
示
す
る
こ
と
で
、
『
女
性
』
に
お
け
る
生
活
様
式
も
ま
た
笑
わ
れ
う

る
も
の
へ
と
変
貌
さ
せ
ら
れ
て
い
く
。
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つ
ま
り
『
女
性
』
の
価
値
観

か
ら
ず
れ
続
け
否
定
さ
れ
て
い
た

『
痴
人
の
愛
』
の
生
活
方
法
は

最
終
章
に
お
い
て
『
女
性
』
の
に
お
け
る
生
活
方
法
の
模
索
そ
れ
自

体
を
お
か
し
な
こ
と
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
だ
と
い
え

ょ
う
。
『
女
性
』
に
お
い
て
善
と
さ
れ
て
い
た
生
活
の
模
索
を
辿
り
な

が
ら
、
最
後
の
最
後
で
模
索
の
結
果
を
笑
い
も
の
と
し
て
提
示
す
る
。

『
痴
人
の
愛
』
は
『
女
性
』
に
お
け
る
生
活
の
言
説
に
対
す
る
パ
ロ

デ
イ
で
あ
り
、

そ
の
点
で
『
女
性
』
を
痛
烈
に
批
判
し
た
小
説
と
な

り
得
る
の
だ
。



[
注
]

1 

中
村
三
代
司
「
〈夫
婦
小
説
〉
と
し
て
の
『
痴
人
の
愛
』
||
谷
崎
文
学

と
活
字
メ
デ
ィ
ア
|

|
」
(
『
日
本
近
代
文
学
』
第
五
六
集

一h
u
レ
い
い
い

・

目

:
'
d

五
2 

酋
校
保
「
谷
崎
潤
一
郎
『
痴
人
の
愛
』
と
新
し
い
女
」
(
『
近
代
文
学
論

集
』
第
三
五
号
、

二
O
O九
・
一

3 

前
掲
「
〈夫
婦
小
説
〉
と
し
て
の
『
痴
人
の
愛
』
|
|
谷
附
文
学
と
活
字

メ
デ
ィ
ア
1
1
1
」

4 

『
女
性
』
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
「
『
女
性
』
の
出
発
は

一
般
に
総
合

女
性
文
芸
誌
と
一
日
附
さ
れ
て
い
る
が
、

創
刊
以
来
、
数
多
く
の
優
れ
た
評

論
・随
筆
も
生
み
出
し
て
い
る
。
一
定
の
立
場
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、

多
角
的
に
比
較
文
化
的
に
論
究
す
る
と
言
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
」
(律

金
制
伸
聡
府
「
雑
誌
『
女
性
』
と
中
山
太
陽
堂
お
よ
び
プ
ラ
ト
ン
祉
に

つ
い

て
」
鶴
見
俊
輔
監
修
『
紛
誌
『
女
性
』
』
第
四
十
八
巻

一
九
九
三

・
九
)

と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

5 

谷
本
官
回
「
婦
人
問
題
の
種
々
層
」
(
『
女
性
』
五
月
号
、

一
九
二
二

・
五
)

6 

『
女
性
』
創
刊
ロ
す
か
ら
の
一
年
間
で
〈
自
覚
し
た
女
性
〉
に
つ
い
て
の

記
事
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
単
発
の
記
事
が
ほ
と
ん
ど
で
、
複
数
号
に

わ
た
っ
て

〈自
覚
し
た
女
性
〉
に
つ
い
て
論
じ
続
け
た
論
者
は
野
上
以
外

い
な
い
。
ま
た
、
野
上
の
論
説
文
は
創
作
(
『
女
性
』
は
冒
頭
に
創
作
を
数

点
載
せ
て
か
ら
論
説
文
を
載
せ
て
い
た
)
の
す
ぐ
後
に
世
か
れ
る
こ
と
が

多
く
、
『
女
性
』
編
集
部
に
お
い
て
も
野
上
の
記
事
は
重
要
視
さ
れ
て

い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
野
上
が
一
年
間
で
書
い
た
記
事
は
三
本
と
少
な
い
が
、

単
発
記
事
の
大
半
が
野
上
と
同
織
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
も
合
わ
せ

考
え
て
野
上
を
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
定
め
た
。

7 

野
上
俊
夫
「
婦
人
の
自
覚
と
は
何
か
」
(
『
女
性
』
六
月
号
、

九

」ーノ、
8 

前
掲

「
婦
人
の
自
覚
と
は
何
か
」

9 

例
え
ば
「
往
時
の
や
う
に
女
性
を
奴
隷
視
し
財
産
視
し
て
男
子
の
権
力
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下
に
屈
従
を
強
ひ
た
る
が
如
き
時
代
は
疾
く
に
過
ぎ
去
っ
た
。
(中
略
)
さ

り
な
が
ら
女
子
た
る
も
の
は
人
の
妻
た
り
問
た
る
べ
き
者
な
る
こ
と
を
忘

れ
で
は
な
ら
な
い
」
(
問
中
香
涯
「
婦
人
解
放
運
動
に
刻
す
る
科
学
的
批
判」

『
女
性
』
六
月
号
、

一
九
二
二

・
六
)
や
、
「
大
体
の
理
論
か
ら
云
っ
て
男

子
に
許
さ
れ
て
い
〉
す
べ
て
は
亦
女
子
に
も
許
す
べ
き
で
あ
る
と
は
当
然

云
へ
る
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
我
々
は
異
存
は
な
い
。

し
か
し、

そ
の
恕
論

は
両
性
の
属
性
や
、
特
徴
を
混
同
さ
せ
る
こ
と
で
は
無
論
な
い
。
」
(
新
居

絡
「
婦
人
解
放
問
題
の

二
局
而
」
『
女
性
』

二
月
号

一
九
二
三

・
二
)
と

い
っ
た
論
説
文
が
散
見
さ
れ
る
。

い
ず
れ
の
論
説
文
に
も
共
通
し
て
い
る



こ
と
は
、
女
性
が
男
性
と
同
等
の
権
利
を
求
め
る
こ
と
は
当
然
で
は
あ
る

が
、
出
産

・
育
児
と
い
う
「
天
職
」
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
と
論
じ
て

い
る
点
で
あ
る
。

1 

0 

野
上
俊
夫
「
所
制
二
重
生
活
は
寧
ろ
進
歩
し
た
る
生
活
な
り
」
(
『
女

性
』
一

O
月
号
、

一
九
二
二

・
一
O
)

1 
1 

前
掲
「
所
間
二
重
生
活
は
寧
ろ
進
歩
し
た
る
生
活
な
り
」

1 
2 

千
葉
亀
雄
「
最
近
女
性
界
の
鳥
眼
敵
」
(
『
女
性
』

九

一
月
号

-
ー
) 

1 

3 

野
上

・
千
紫
同
名
以
外
に
も
、
例
え
ば
「
近
似
能
率
と
い
ふ
言
柴
が

各
方
而
で
云
為
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
(
中
略
)
最
近
の
同
勢
に
な
っ

て
社
会
組
織
の
著
し
い
変
遷
の
た
め
に
個
人
生
活
の
状
態
は
急
激
に
変
化

を
来
し
た
。
詳
し
い
こ
と
は
経
済
学
上
の
問
題
で
」
(
杉
岡
直
樹

「
現
代
婦

人
の
生
活
と
そ
の
能
率
増
進
」
(
『
女
性
』

一
月
号
、

一
九
二
三

・
ご

や

婦
人
は
先
刻
も
云
っ
た
通
り
、
も
っ
と
生
活
の
恨
底
か
ら
改
造
す
る
の

力
を
持
っ
て
ゐ
る
。
と
い
ふ
と
煽
て
る
織
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、

家
と
か
食
物
と
か
衣
服
と
か
、
生
活
を
改
造
す
る
の
は
女
性
の
場
合
が
多

く
、
そ
し
て
そ
れ
が
本
当
に
人
聞
を
幸
福
に
導
く
改
造
だ
か
ら
で
あ
る
。

婦
人
よ
。
先
づ
台
所
か
ら
改
造
し
て
か
〉
れ
。
」
(
生
方
俊
郎
「
女
性
の
成

就
す
可
き
生
活
革
命
」
(
『
女
性
』

一
月
号

九

こ

な

ど

の
意
見
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
論
説
文
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、

経
済
的
な
生
活
苦
を
打
破
す
る
こ
と
と
、
育
児

・
家
事
に
無
自
覚
に
忙
殺

さ
れ
て
い
た
従
来
の
婦
人
の

〈自
覚
〉
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
て
い
る

点
で
あ
る
。

1 
4 

前
掲
「
所
制
二
重
生
活
は
鈍
』
ろ
進
歩
し
た
る
生
活
な
り

1 
5 

前
掲
「
現
代
婦
人
の
生
活
と
そ
の
能
率
増
進
」
に
、
「
し
か
し
今
日
で

も
如
何
に
し
て
婦
人
は
向
上
的
修
養
を
な
す
べ
き
か
、
婦
人
は
先
づ
何
を

学
ぶ
べ
き
か
と
い
ふ
如
き
問
題
は
、
寧
ろ
ま
だ
二
次
的
の
こ
と
で
あ
っ
て
」

と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
初
期
『
女
性
』
に
お
い
て
、

ま
だ
ど
の
よ
う
に
女
性
が
修
養
を
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
重
要
視
さ
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れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
女
性
の
修
養
は
、
『
痴
人
の
愛
』

連
載
直
前
ま
で
に
お
い
て
も
一

切
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
話
題
で
あ
っ

た
1 
6 

『
女
性
』
創
刊
号
の
コ
ラ
ム
に
「
パ
1

ス
・
コ
ン
ツ
ロ

l
ル
と
い
へ

ば
モ
ウ
そ
ろ
/¥
徽
の
生
え
さ
う
な
問
題
で
」
(
笠
塚
甲
六
「
パ

|
ス
・
コ

ン
ツ
ロ

ー
ル
」
『
女
性
』
五
月
号
、

一
九
二
二

・
五
)
と
い
う

一
文
が
あ
る
。

こ
の
一
文
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
バ

ー
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
(
産
児
訓
節
)

は
、
す
で
に

こ
の
時
代
に
お
い
て
広
く
一
般
に
認
知
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。

こ
の
記
事
に
鐙
み
れ
ば
、
譲
治
が
ナ
オ
ミ
と
肉
体
関
係
を



持
っ
た
時
に
「
夫
婦
に
な
れ
た
」
と
感
じ
た
の
か
も
『
女
性
』
内
に
お
い

て
了
解
さ
れ
う
る
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。

-Aヴ
t

近
松
秋
江
「
簡
易
生
活
と
は
何
ぞ
」
(
『
女
性
』
七
月
号

一
九
二
五

ー七
1 

8 

前
崎
「
削
日
制
生
析
と
は
何
ぞ
」

1 

9 

相
馬
御
風
「
簡
素
生
活
者
と
し
て
の
良
党
」
(
『
女
性
』
七
月
号

九
二
五

・
七
)

2 
0 

前
回
向
「
簡
素
生
活
者
と
し
て
の
良
寛

2 
1 

前
掲

「
簡
易
生
活
と
は
何
ぞ
」

2 
2 

前
開
向
「
簡
素
生
活
者
と
し
て
の
良
寛
」
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2 
3 

前
崎

「簡
易
生
所
と
は
何
ぞ」


