
官
本
百
合
子
『
伸
子
』

－
主
体
に
お
け
る
切
断
と
重
層
に
つ
い
て
－

は
じ
め
に
－
文
学
テ
ク
ス
ト
の
多
義
性
・
個
別
性
と
一
義
的
理
念

r
伸
子
」
の
読
み
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
千
田
洋
幸
に
よ
る
r
伸
子
」
お
よ

び
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
に
対
す
る
批
判
と
、
そ
れ
に
対
す
る
飯
田
祐
子
、
水
田

宗
子
、
高
良
留
美
子
、
北
田
幸
恵
、
岩
淵
宏
子
に
よ
る
反
論
は
興
味
深
い
。

千
田
洋
幸
は
、
「
仲
子
と
い
う
主
体
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
ら
ゆ
る
多
義
性
・

曖
昧
性
・
渾
沌
を
統
御
し
、
人
間
に
仝
一
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
た
ら

フ

7

ル

ス

す
超
越
的
な
力
の
象
徴
1
す
な
わ
ち
男
根
と
、
も
の
の
み
ご
と
に
重
な
」
り
、

「
仲
子
は
、
（
真
実
）
（
真
理
）
を
み
ず
か
ら
体
現
し
、
（
理
性
）
（
精
神
）
と
い

う
絶
対
的
概
念
を
希
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仝
一
的
な
自
己
主
体
を
獲
得
す
る
、

7

7

ル

ス

男
根
＝
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
の
権
化
と
も
い
う
べ
き
存
在
」
だ
と
す
る
。
そ
し

て
、
r
仲
子
」
が
「
自
然
主
義
、
あ
る
い
は
白
樺
派
の
作
家
た
ち
が
生
産
し
っ

7

7

リ

プ

ク

づ
け
た
（
リ
ア
リ
ズ
ム
）
小
説
の
系
列
に
つ
ら
な
る
、
男
根
的
な
テ
ク
ス
ト
」

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
女
性
解
放
の
小
説
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ

遠

　

藤

　

伸

　

治

て
き
た
の
は
、
ひ
と
え
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
伸
子
」
論
の
多
く
が
、
物
語
を
生

成
す
る
語
り
の
構
造
や
文
体
の
問
題
と
い
っ
た
、
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
そ
の
も
の

に
か
か
わ
る
分
析
を
回
避
し
っ
づ
け
、
物
語
内
容
の
表
層
部
分
の
み
を
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
野
合
さ
せ
る
と
い
う
反
動
ぶ
り
を
演
じ
て
き
た
か

往
一

ら
に
す
ぎ
な
い
」
と
批
判
し
た
。

先
に
千
田
の
論
を
見
る
と
、
こ
の
論
自
体
が
、
「
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
そ
の
も

の
に
か
か
わ
る
分
析
」
は
少
な
く
、
伸
子
の
志
向
す
る
　
「
全
一
的
な
自
己
主

体
」
が
実
際
に
「
獲
得
」
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
「
あ
ら
ゆ
る
多
義

性
・
曖
昧
性
・
渾
沌
を
統
御
」
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
な
い
ま
ま

に
、
伸
子
の
　
「
統
一
的
主
体
」
志
向
だ
け
に
基
づ
い
て
テ
ク
ス
ト
の
　
「
多
義

性
・
曖
昧
性
・
渾
沌
」
を
排
除
し
、
仲
子
が
「
統
一
的
主
体
」
だ
と
い
う
批
判

に
終
始
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
ず
テ
ク
ス
ト
の
多
義
性
を
前
提
と
し
て
、
そ

れ
を
直
線
的
に
狭
め
て
し
ま
う
「
統
一
的
主
体
」
と
い
う
理
念
を
批
判
し
な
が

ら
、
結
論
と
し
て
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
自
体
の
直
線
的
狭
さ
を
批
判
す
る
と
い
う



千
田
の
論
理
展
開
に
は
、
重
大
な
論
理
の
転
倒
が
あ
る
。
文
学
テ
ク
ス
ト
の
特

質
は
、
一
般
的
理
念
に
還
元
さ
れ
な
い
多
義
性
と
個
別
性
に
あ
る
。
重
要
な
の

は
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
多
義
性
の
側
に
立
っ
て
、
思
想
的
・
社
会
学
的
な
理
念

の
一
義
性
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
理
念
の
側
か
ら
文
学
テ
ク
ス
ト
を
批

判
す
る
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。
理
念
的
読
み
か
ら
r
伸
子
」
と
い
う
テ
ク
ス

ト
を
開
放
し
、
そ
の
多
義
性
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
千
田
に
こ
そ
必
要
な
の
で

は
な
い
の
か
。

一
方
、
こ
れ
に
対
す
る
反
論
は
、
「
伸
子
と
い
う
主
体
」
が
千
田
の
言
う
よ

う
な
「
確
固
と
し
た
統
一
的
主
体
」
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
、
二
つ
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

飯
田
祐
子
は
「
一
見
確
固
と
し
て
成
立
し
て
見
え
る
主
体
は
、
よ
く
見
れ
ば

注
二

不
均
一
不
統
一
で
混
乱
し
て
」
い
る
と
す
る
。
水
田
宗
子
は
「
と
り
た
て
て
悪

い
と
こ
ろ
の
な
い
夫
（
佃
）
を
離
婚
し
ょ
う
と
す
る
小
説
な
の
だ
か
ら
、
伸
子

注
三

を
統
一
あ
る
人
物
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
」
と
し
、
高
良
留
美
子
は
「
「
伸
子
」

は
、
父
権
制
家
族
の
な
か
で
統
一
的
主
体
で
は
あ
り
え
な
い
（
姫
）
が
、
統
一

的
主
体
を
前
提
と
す
る
か
の
よ
う
な
ロ
ゴ
ス
的
・
男
性
的
な
言
葉
を
使
う
と
い

注
国

う
、
大
き
な
矛
盾
と
分
裂
を
か
か
え
た
テ
ク
ス
ト
」
だ
と
す
る
。

も
う
一
つ
は
、
今
日
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
も
通
じ
る
「
伸
子
と
い
う
主
体
」

の
歴
史
的
意
義
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
北
田
幸
恵
は
「
現
実
の
女
性
差
別
が

残
存
し
た
ま
ま
、
脱
構
築
に
よ
っ
て
抵
抗
の
拠
点
と
し
て
の
主
体
の
立
場
そ
の

注
五

も
の
を
崩
す
こ
と
は
問
題
」
と
反
論
し
、
岩
淵
宏
子
も
北
田
の
論
を
支
持
し

注
大

た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
前
に
、
岩
淵
宏
子
も
北
田
幸
恵
も
、
テ
ク
ス
ト
の
言
葉

そ
の
も
の
の
分
析
を
通
し
て
（
母
）
や
（
婿
）
と
の
葛
藤
の
中
で
揺
れ
動
く

注
七

「
伸
子
と
い
う
主
体
」
を
分
析
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
北
田
も
岩
淵
も
、
千
田

が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
「
仲
子
と
い
う
主
体
」
　
の
重
層
性
や
テ
ク
ス
ト
の
多

義
性
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
論
理
的
に
は
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
も
、
差

別
と
い
う
現
実
に
対
す
る
政
治
的
判
断
に
基
づ
い
て
一
つ
の
読
み
を
選
択
し
、

「
伸
子
と
い
う
主
体
」
を
支
持
す
る
と
主
張
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
は
、
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
で
は
な
い
、
明
確
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立

場
だ
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
論
理
的
に
は
、
主
体
を
解
体
す
る
か
ら
「
脱
構
築

派
」
を
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
伸
子
が
「
確
固
と
し
た
統
一
的
主
体
」
で

あ
っ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
が
、
テ
ク
ス
ト
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
念
に
還

元
し
、
テ
ク
ス
ト
の
多
義
性
を
見
な
い
と
い
う
千
田
の
批
判
に
論
拠
を
与
え
る

結
果
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
と
も
言
え
、
多
く
の
男
根
的
な
テ
ク
ス
ト
に
対

し
、
そ
の
批
評
性
が
有
効
に
働
い
て
き
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
も
ま
た
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
の
理
念
を
立
ち
上
げ
る
r
仲
子
」
　
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て

は
、
そ
の
多
義
性
を
抑
圧
す
る
側
に
機
能
す
る
と
い
う
研
究
上
の
問
題
に
直
面

す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
の
多
義
性
を
読
む
こ
と
は
、
飯
田
祐
子
が
試
み
て
い
る

よ
う
な
形
で
、
（
昏
く
主
体
）
を
一
般
的
な
次
元
に
解
体
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

主
体
が
形
成
さ
れ
る
場
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
所
属
階
層
の
差
異
と
い
っ

た
社
会
的
諸
力
が
ど
の
よ
う
に
主
体
を
形
成
す
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。



以
下
、
「
伸
子
と
い
う
主
体
」
　
の
形
成
に
関
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
が
立
ち

注
八

入
っ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
、
（
父
の
娘
）
、
父
性
的
・
男
性
的
な
も
の
へ
の
期
待

注
九

r
仲
子
」
と
い
う
作
品
は
「
「
家
」
を
破
る
女
」
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
歴
史

が
あ
り
、
ま
た
、
北
田
幸
恵
は
、
「
そ
れ
ま
で
の
母
親
の
沈
黙
・
象
徴
的
な
意

味
で
の
（
母
殺
し
）
を
前
提
と
し
て
い
た
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
父
親
・
男
性
的
な
も

の
と
訣
別
す
る
こ
と
で
母
親
と
の
結
合
が
可
能
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
自
ら
が

母
と
な
っ
た
り
、
母
を
反
復
す
る
こ
と
は
拒
否
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
へ
と
大
き
く
変

注
一
〇

貌
し
た
」
と
い
う
マ
リ
ア
ン
ヌ
・
ハ
ー
シ
ュ
　
r
母
と
娘
の
物
語
」
　
の
指
摘
に
そ

注
一
一

っ
て
、
「
伸
子
j
を
読
み
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
仲
子
」
の
中
に

（
家
）
や
「
父
親
・
男
性
的
な
も
の
」
か
ら
の
訣
別
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

r
仲
子
」
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ホ
テ
ル
の
一
室
で
、
「
仕
事
に
没
頭
し
て
い

る
」
（
父
）
を
「
子
供
の
う
ち
か
ら
」
の
習
慣
に
よ
っ
て
た
だ
お
と
な
し
く
眺

め
て
い
た
仲
子
が
、
や
が
て
、
「
品
の
よ
い
」
「
く
つ
ろ
い
だ
な
り
に
も
似
合
わ

ず
」
、
「
仕
事
」
を
精
力
的
に
こ
な
し
て
行
く
（
父
）
の
姿
を
見
て
い
る
う
ち

に
、
「
力
強
い
確
乎
と
し
た
、
同
時
に
精
力
的
な
克
膏
に
似
た
も
の
」
を
感
じ

る
、
と
い
う
場
面
か
ら
始
ま
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
ゆ
と
り
を
持
っ
て
「
仕
事
」
を
こ
な
す
有
能
さ

と
、
「
仕
事
」
の
「
尤
膏
」
と
を
（
父
）
の
中
に
発
見
し
、
（
父
）
に
共
感
し
て

行
く
成
長
し
た
（
娘
）
の
姿
で
は
な
い
の
か
。
「
父
に
つ
い
て
紐
青
へ
来
た
の

も
、
彼
女
は
自
分
が
欲
す
る
通
り
に
生
き
て
見
る
機
会
を
得
た
い
の
が
主
な
動

機
で
あ
っ
た
。
佐
々
の
家
で
伸
子
は
長
女
で
あ
っ
た
。
勝
気
な
母
の
多
計
代
の

ひ
そ
か
な
大
望
の
偶
像
に
さ
れ
そ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
り
、
中
流
家
庭
の
娘

と
し
て
、
伸
子
が
望
む
だ
け
ど
し
ど
し
人
生
に
突
入
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い

せ
い
ち
e
う

撃
肘
が
あ
っ
た
」
　
（
一
章
七
）
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
仲
子
が
行
う
の
は
、
（
父
）

の
庇
護
の
下
に
（
母
）
か
ら
離
れ
、
「
人
生
に
突
入
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「
父

親
・
男
性
的
な
も
の
」
か
ら
の
訣
別
で
は
な
い
。

仲
子
に
と
っ
て
の
（
父
）
は
、
抑
圧
的
な
厳
父
で
は
な
く
、
綴
り
に
な
る
庇

護
者
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
冒
頭
か
ら
佃
と
の
結
婚
－
離
婚
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん

ど
変
わ
ら
な
い
。
伸
子
は
、
佃
と
の
結
婚
を
考
え
る
際
に
、
自
立
で
き
る
ほ
ど

の
仕
事
を
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
彼
を
稼
ぎ
手
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
必
要
は
な
か
っ
た
」
　
（
二
草
三
）
　
と
考
え
、
結
婚
後
も
、
帰
国
の
費
用

か
ら
、
帰
国
後
の
衣
食
住
、
佃
の
就
職
の
世
話
ま
で
（
父
）
の
庇
護
下
に
行
わ

れ
る
こ
と
に
対
す
る
負
債
感
も
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
い
。

伸
子
は
、
（
母
）
と
は
衝
突
し
、
人
夫
）
と
は
訣
別
す
る
。
し
か
し
、
伸
子
の

批
判
は
佐
々
の
（
家
）
と
（
父
）
に
は
向
か
な
い
し
、
佐
々
の
（
家
）
と
（
父
）

を
否
定
し
な
い
伸
子
が
否
定
的
に
描
か
れ
も
し
な
い
。
女
性
で
あ
る
仲
子
に

は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
際
に
、
例
え
ば
志
賀
直
哉
が
表
現
し
た

よ
う
な
（
父
）
と
の
葛
藤
で
は
な
く
、
（
母
）
と
の
葛
藤
が
あ
る
。
（
息
子
）
に

と
っ
て
の
競
争
相
手
は
（
父
）
で
あ
る
が
、
（
娘
）
に
と
っ
て
の
競
争
相
手
は



（
母
）
で
あ
り
、
「
仕
事
」
と
自
立
を
目
指
す
仲
子
に
と
っ
て
、
「
仕
事
」
　
の
で

き
る
有
能
な
（
父
）
は
共
感
す
る
存
在
な
の
だ
。

ま
た
、
伸
子
は
、
佃
の
「
得
意
な
男
の
快
活
さ
で
も
な
け
れ
ば
、
雄
々
し
さ

で
も
」
な
い
　
「
陰
翳
」
に
、
並
の
平
凡
な
（
男
）
で
は
な
い
と
い
う
「
好
奇

心
」
　
（
一
章
二
）
を
抱
き
、
近
づ
く
。
し
か
し
、
伸
子
は
男
性
的
で
な
い
佃
を

愛
す
る
の
で
は
な
い
。
仲
子
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
に
対
し
て
「
私
は
自
分
を
す
て
て

も
、
あ
な
た
を
完
成
さ
せ
て
上
げ
た
い
」
と
応
え
る
佃
を
見
て
、
伸
子
は
「
彼

が
、
初
め
て
、
男
ら
し
い
権
威
を
以
て
、
自
分
の
心
持
ち
を
明
言
し
て
く
れ
た

歓
喜
」
　
（
二
章
五
）
　
に
感
激
し
て
涙
す
る
。
そ
し
て
、
佃
と
の
交
際
を
深
入
り

し
な
い
よ
う
忠
告
に
訪
れ
た
直
子
に
、
「
愛
は
人
間
を
変
え
る
」
、
「
境
遇
や
何

か
の
た
め
に
下
積
み
に
な
っ
て
い
た
い
い
も
の
が
、
順
当
な
光
で
育
ち
だ
す
」

（
二
章
八
）
と
反
論
す
る
。
伸
子
は
、
自
分
と
の
結
婚
と
い
う
「
順
当
な
光
」

に
よ
っ
て
、
「
下
積
み
に
な
っ
て
い
た
」
佃
の
「
男
ら
し
い
権
威
」
が
「
育
ち

だ
す
」
こ
と
を
期
待
し
、
佃
と
結
婚
す
る
の
だ
。

高
良
留
美
子
は
、
伸
子
と
い
う
人
物
像
の
深
層
に
、
（
父
王
）
に
庇
護
さ
れ
、

グ
レ
ー
ト
マ
ザ
ー

八
大
母
）
の
支
配
に
苦
し
み
、
自
分
を
そ
こ
か
ら
連
れ
出
し
て
く
れ
る
八
王

子
）
を
待
ち
望
み
、
佃
と
身
分
違
い
の
結
婚
を
す
る
（
姫
）
の
存
在
を
見
出

注
〓
】

す
。
確
か
に
、
伸
子
の
深
層
に
は
、
身
分
の
違
い
を
乗
り
越
え
た
自
分
の
純
粋

な
「
愛
」
に
よ
っ
て
、
呪
い
が
解
け
、
佃
が
本
来
の
姿
で
あ
る
八
王
子
）
に
戻

る
と
い
う
物
語
を
期
待
す
る
点
で
も
、
（
姫
）
の
一
面
を
見
出
せ
る
。
し
か
し
、

伸
子
は
、
ま
ず
（
父
王
）
に
よ
っ
て
（
太
母
）
の
支
配
か
ら
連
れ
出
さ
れ
、
そ

し
て
、
（
父
王
）
の
役
割
を
受
け
継
い
だ
八
王
子
）
が
（
父
王
）
の
　
「
男
ら
し

い
権
威
」
を
も
獲
得
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
だ
。

後
に
佃
は
伸
子
の
嫌
悪
の
対
象
と
な
る
が
、
そ
れ
は
、
佃
が
父
性
・
男
性
性

を
回
復
し
、
そ
の
父
性
・
男
性
性
が
嫌
悪
の
理
由
に
な
る
の
で
は
な
く
、
逆

に
、
「
順
当
な
光
」
を
浴
び
て
も
、
佃
の
「
男
ら
し
い
権
威
」
が
、
（
父
）
の
よ

う
に
伸
子
を
導
き
、
庇
護
す
る
ほ
ど
に
は
育
た
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の

か
。
仲
子
自
身
、
「
子
供
欲
し
く
お
あ
り
な
さ
ら
な
い
？
」
と
佃
に
問
い
か
け
、

「
子
供
な
ん
ぞ
う
る
さ
く
て
仕
様
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
る
佃
を
こ
そ
、
「
父

と
し
て
は
承
認
で
き
な
い
者
」
と
い
う
理
由
で
「
嫌
悪
と
不
安
」
　
（
四
章
九
）

を
持
っ
て
見
る
。
そ
し
て
別
居
を
承
諾
し
な
い
佃
を
「
い
つ
か
一
皮
で
も
、
私

が
伺
う
こ
と
に
、
淡
泊
に
、
男
ら
し
く
、
返
答
し
て
下
す
っ
た
こ
と
が
あ
っ

て
？
」
　
（
五
車
五
）
と
責
め
る
。

さ
ら
に
、
佃
と
の
結
婚
生
活
が
破
綻
し
た
後
に
、
書
見
素
子
と
い
う
女
性
と

親
交
を
結
ぶ
伸
子
の
姿
も
、
一
見
「
男
性
的
」
な
も
の
か
ら
の
訣
別
の
よ
う
に

見
え
る
。
し
か
し
、
仲
子
は
、
「
着
物
や
帯
、
細
々
と
し
た
紐
な
ど
を
あ
る
趣

味
で
選
び
、
身
に
つ
け
」
、
「
こ
の
よ
う
な
服
装
の
で
き
る
、
そ
し
て
専
門
は

ロ

シ

7

露
西
亜
文
学
の
、
独
り
で
一
軒
の
家
の
主
人
と
な
っ
て
自
由
に
暮
ら
し
て
い
ら

れ
る
」
　
（
七
草
三
）
素
子
に
魅
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
素
子
に
注
が
れ
る
伸
子

の
視
線
は
、
服
装
か
ら
見
て
取
れ
る
趣
味
の
良
さ
、
生
活
を
楽
し
む
ゆ
と
り
、

そ
し
て
ゆ
と
り
を
持
ち
な
が
ら
「
仕
事
」
を
こ
な
す
有
能
さ
と
い
っ
た
点
で
、

（
父
）
に
対
す
る
も
の
と
異
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
（
男
）
で
あ
る
（
父
）
と
佃



に
対
す
る
八
女
）
で
あ
る
素
子
と
い
う
男
女
の
対
立
で
は
な
く
、
有
能
な
（
父
）

と
素
子
に
対
す
る
無
能
な
佃
と
い
う
才
能
の
有
無
の
対
立
を
見
出
せ
る
。
以
前

（
父
）
に
見
出
し
、
そ
し
て
佃
に
期
待
し
た
有
能
さ
を
、
八
女
）
の
中
に
も
発
見

す
る
と
い
う
点
で
、
確
か
に
変
化
は
あ
る
。
し
か
し
、
（
男
）
に
有
能
さ
と
（
男

ら
し
さ
）
を
望
む
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

伸
子
は
、
自
立
を
志
向
す
る
女
性
で
あ
っ
て
、
（
夫
）
に
依
存
す
る
こ
と
に

ょ
っ
て
安
定
し
た
生
活
を
得
よ
う
と
す
る
、
お
と
よ
さ
ん
の
よ
う
な
一
般
的
女

性
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
り
（
四
章
六
）
、
八
女
）
に
関
す
る
そ
う
し
た
ジ
ェ

ン
ダ
ー
か
ら
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
裏
返
し
で
あ
る
、
自
ら
の
才
能
で

自
分
の
道
を
切
り
開
き
、
成
功
を
勝
ち
取
る
有
能
さ
に
よ
っ
て
（
男
）
を
評
価

す
る
「
男
ら
し
さ
」
の
基
準
か
ら
は
自
由
で
は
な
い
。
後
に
伸
子
は
、
「
も
し
、

あ
な
た
が
そ
ん
な
気
の
弱
い
、
生
存
力
の
希
薄
な
人
な
ら
、
あ
ん
な
に
若
い
う

ち
か
ら
苦
労
し
て
、
自
分
の
路
は
つ
け
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
っ
て

よ
」
　
（
玉
章
六
）
と
佃
に
言
う
。
ア
メ
リ
カ
で
苦
学
し
て
い
た
佃
に
非
凡
な
才

能
が
埋
も
れ
て
い
る
と
伸
子
が
思
っ
た
の
も
、
こ
の
基
準
に
基
づ
い
て
い
た
の

で
あ
り
、
伸
子
は
（
父
）
の
（
男
ら
し
さ
）
が
（
夫
）
の
中
に
再
生
産
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
す
る
の
だ
。

ダ
フ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

二
、
恋
愛
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
上
昇
を
め
ぐ
る
二
重
規
範

佃
に
と
っ
て
、
伸
子
と
（
母
）
と
の
葛
藤
は
帰
国
す
る
ま
で
知
り
よ
う
の
な

い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
伸
子
と
（
父
）
と
の
関
係
は
見
て
取
れ
た
は
ず
で
あ

る
。
佃
の
目
に
映
っ
た
伸
子
は
、
社
会
的
・
経
済
的
に
成
功
し
た
（
父
の
娘
）

で
あ
る
。
佃
は
、
世
間
知
ら
ず
の
若
者
で
も
、
純
粋
無
垢
な
聖
者
で
も
な
い
。

三
十
五
歳
の
苦
労
人
で
あ
る
。
そ
の
佃
に
と
っ
て
、
伸
子
と
の
結
婚
に
よ
っ
て

「
下
積
み
」
だ
っ
た
自
分
に
「
順
当
な
光
」
が
当
た
る
こ
と
は
、
予
想
で
き
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
高
良
留
美
子
が
「
か
れ
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
（
姫
）
（
父
〉

（
母
）
（
家
）
の
一
体
化
し
た
も
の
に
（
身
を
捧
げ
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
身
を
立

て
る
道
を
見
出
し
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
る
」
と
佃
の
「
母
権
制
的
な
（
婿
入

注
〓
二

り
）
願
望
」
を
指
摘
す
る
よ
う
に
、
伸
子
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
承
諾
す
る
こ
と

は
、
佐
々
の
（
家
）
の
恩
恵
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
佃
は
、
単
な
る
打
算
だ
け
の
人
物
で
は
な
い
。
伸
子
か
ら
別
居
を

切
り
出
さ
れ
、
「
私
は
す
べ
て
を
す
て
て
田
舎
へ
引
っ
込
み
ま
す
」
（
五
章
五
）

と
泣
く
佃
に
対
し
て
、
「
佃
は
、
最
初
か
ら
変
な
く
て
仲
子
を
騙
し
、
自
分
の

社
会
的
地
位
を
作
ろ
う
と
し
た
よ
う
に
云
わ
れ
た
。
彼
と
し
て
は
、
今
、
仲
子

と
別
居
し
、
世
間
に
家
庭
生
活
の
破
綻
を
示
し
、
従
っ
て
自
分
に
加
え
ら
れ
た

評
言
を
事
実
で
裏
書
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
全
く
苦
痛
で
あ
ろ
う
」
、
「
ほ
ん
も

の
の
愛
の
あ
っ
た
こ
と
を
後
か
ら
で
も
思
い
知
ら
せ
て
や
り
た
い
」
　
（
五
章
六
）

と
思
っ
て
い
る
の
だ
と
仲
子
は
解
釈
す
る
。

仲
子
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
恩
恵
を
被
る
自
分
を
正
当
化
す
る
「
ほ
ん
も
の
の

愛
」
、
世
間
知
ら
ず
の
良
家
の
子
女
を
騙
し
て
社
会
的
地
位
を
作
ろ
う
と
す
る

（
勇
）
と
い
う
世
間
の
冷
評
に
対
抗
で
き
る
「
ほ
ん
も
の
の
愛
」
、
（
家
）
同
士

の
格
式
や
（
親
）
の
社
会
的
地
位
な
ど
問
題
で
は
な
く
、
当
人
同
士
の
「
愛
」



こ
そ
が
重
要
だ
と
す
る
恋
愛
結
婚
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
こ
れ
こ
そ
佃
の
信
じ
、
「
す

べ
て
を
す
て
て
」
も
実
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
だ
。

岩
淵
宏
子
は
、
伸
子
の
渡
米
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
前
後
の
ア
メ
リ
カ

は
、
恋
愛
結
婚
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
「
す
で
に
伝
統
的
に
根
づ
い
て
い
る
社
会
」

で
あ
り
、
そ
こ
で
伸
子
が
、
恋
愛
結
婚
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
受
容
し
、
「
恋
愛
結

婚
に
自
由
と
開
放
の
契
機
を
見
出
し
て
も
い
た
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
「
結

婚
を
通
じ
て
創
り
出
さ
れ
る
家
庭
」
が
、
資
本
主
義
社
会
の
要
請
に
よ
り
、
「
家

族
個
々
人
の
社
会
的
緊
張
を
解
消
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
を
活
力
に
満
ち

た
社
会
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
再
生
産
す
る
こ
と
」
と
「
子
産
み
子
育
て
に
よ

っ
て
、
次
の
世
代
の
労
働
力
を
再
生
産
す
る
こ
と
」
を
担
う
と
述
べ
た
上
で
、

第
一
に
、
伸
子
が
子
供
を
作
ら
な
い
こ
と
を
結
婚
の
条
件
と
し
た
こ
と
、
第
二

に
、
「
内
面
的
緊
張
関
係
を
は
ら
ん
だ
夫
と
の
関
係
を
通
し
て
、
自
己
が
よ
り

注
一
四

大
き
く
豊
か
に
変
容
す
る
r
自
己
成
長
の
場
」
」
、
「
理
想
主
義
的
な
対
関
係
実

現
の
場
」
と
し
て
の
家
庭
を
望
ん
で
い
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
理
由
か
ら
、

仲
子
を
「
制
度
と
し
て
の
恋
愛
結
婚
を
越
え
う
る
内
的
契
根
」
を
持
っ
て
い
た

と
評
価
し
、
一
方
、
「
佃
に
と
っ
て
家
庭
と
は
、
社
会
に
お
け
る
緊
張
処
理
場
」

注
一
五

な
の
で
あ
る
と
佃
を
批
判
す
る
。

岩
淵
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
恋
愛
結
婚
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
渡
米
生
活
の
長
い

佃
に
強
く
根
づ
い
て
お
り
、
佃
は
一
貫
し
て
こ
れ
に
し
が
み
つ
き
、
佐
々
の

（
家
〉
の
恩
恵
を
受
け
つ
つ
、
「
偽
善
者
」
　
の
ら
く
印
を
押
す
社
会
に
反
論
で
き

る
状
況
、
す
な
わ
ち
、
「
ほ
ん
も
の
の
愛
」
　
の
あ
る
家
庭
を
維
持
す
る
こ
と
に

固
執
す
る
。
ア
メ
リ
カ
と
い
う
資
本
主
義
社
会
の
中
で
苦
学
し
、
特
に
伸
子
と

の
婚
約
以
降
、
無
能
な
「
偽
善
者
」
だ
と
い
う
「
社
会
的
緊
張
」
に
さ
ら
さ
れ

続
け
た
佃
は
、
安
ら
か
な
家
庭
を
保
つ
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
明
確
な
自
己
主
張

を
避
け
、
仲
子
の
意
志
に
合
わ
せ
る
こ
と
だ
け
に
終
始
す
る
。
一
方
、
伸
子
も

恋
愛
結
婚
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
受
容
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
帰
国
後
、
佃
を

「
偽
善
者
」
だ
と
し
て
離
婚
す
る
。
で
は
、
伸
子
に
は
　
「
制
度
と
し
て
の
恋
愛

結
婚
を
超
え
う
る
内
的
契
機
」
が
あ
っ
た
の
か
。

仲
子
は
、
こ
れ
ま
で
（
父
）
に
庇
護
さ
れ
、
資
本
主
義
社
会
の
「
社
会
的
緊

張
」
に
さ
ら
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
（
母
）
と
の
葛
藤
と
い
う
家
庭
内
の
「
緊

張
」
を
程
と
し
て
「
成
長
」
し
、
さ
ら
な
る
「
成
長
」
を
目
指
す
仲
子
は
、
岩

淵
の
述
べ
る
よ
う
に
佃
と
の
家
庭
に
も
「
緊
張
」
を
求
め
、
佃
の
忍
耐
は
報
わ

れ
る
ど
こ
ろ
か
逆
効
果
に
し
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
伸
子
が
労
働
力
再
生
産

の
場
を
必
要
と
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

佃
と
の
家
庭
に
お
い
て
芸
術
的
意
欲
を
減
退
さ
せ
た
伸
子
は
、
「
東
北
の
田

舎
」
に
出
か
け
、
「
力
が
張
っ
て
く
る
洋
々
と
し
た
心
持
」
　
（
四
車
四
）
　
に
な

り
、
そ
し
て
、
「
佃
と
て
木
の
根
っ
こ
で
は
な
．
い
、
い
つ
か
は
少
し
ず
つ
で
も

変
わ
る
ま
い
も
の
で
も
な
い
と
、
希
望
を
抱
き
な
お
」
し
　
（
四
章
六
）
、
「
久
し

ぶ
り
で
短
い
小
説
を
」
（
四
章
七
）
古
く
こ
と
が
で
き
る
。
仲
子
に
と
っ
て
の

労
働
力
再
生
産
の
場
は
「
東
北
の
田
舎
」
な
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
岩
淵
の
言
う
、
夫
と
の
間
に
「
内
面
的
緊
張
関
係
」
を
求

め
、
そ
れ
を
通
し
て
の
「
自
己
成
長
」
を
望
む
こ
と
が
、
「
制
度
と
し
て
の
恋



愛
結
婚
を
越
え
う
る
内
的
契
楼
」
と
な
り
う
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
時
の

仲
子
は
、
「
東
北
の
田
舎
」
に
労
働
力
再
生
産
の
樵
能
を
担
わ
せ
る
こ
と
で
、

二
人
の
「
恋
愛
結
婚
」
を
維
持
し
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
し
、
佃
を
愛
し
て
い

る
と
思
っ
た
か
ら
結
婚
し
、
愛
が
冷
め
、
佃
に
嫌
悪
感
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
、
佃
の
「
愛
」
を
「
ほ
ん
も
の
」
で
は
な
く
、
策
略
で
あ
る
と
思
っ
た

か
ら
離
婚
す
る
仲
子
は
、
む
し
ろ
既
成
の
恋
愛
結
婚
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
ま
ま

で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
佃
に
伸
子
を
「
成
長
」
さ
せ
る
ほ
ど
の
才
能
さ

え
あ
れ
ば
、
二
人
の
「
恋
愛
結
婚
」
を
、
文
字
通
り
「
理
想
主
義
的
な
対
関
係

実
現
の
場
」
と
し
て
成
就
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

伸
子
は
、
世
間
一
般
の
結
婚
に
つ
い
て
、
「
普
通
、
娘
さ
ん
は
お
嫁
に
行
っ

て
落
着
い
て
、
良
人
と
同
化
し
て
、
最
も
現
在
の
社
会
に
安
定
な
生
活
を
得
よ

う
と
す
る
の
が
日
的
で
し
ょ
う
？
　
だ
か
ら
同
じ
階
級
、
同
じ
伝
統
を
も
っ
た

家
、
ま
た
は
少
し
か
或
は
沢
山
、
運
命
が
許
す
だ
け
成
り
上
が
る
こ
と
を
条
件

と
す
る
」
　
（
三
章
四
）
と
認
識
し
て
い
る
。
伸
子
と
佃
の
結
婚
は
、
こ
う
し
た

結
婚
と
は
逆
で
あ
る
。
「
同
化
」
を
求
め
ら
れ
る
の
は
佃
の
方
で
あ
り
、
「
安
定

な
生
活
を
得
よ
う
と
す
る
」
の
も
、
「
成
り
上
が
る
」
の
も
佃
で
あ
る
。

そ
し
て
、
世
間
は
、
八
女
）
が
独
力
で
「
成
り
上
が
る
こ
と
」
を
要
求
し
な

い
か
わ
り
に
、
結
婚
に
よ
っ
て
「
成
り
上
が
る
こ
と
」
を
許
し
、
一
方
、
（
男
）

に
は
自
力
で
「
成
り
上
が
る
こ
と
」
を
要
求
し
、
結
婚
に
よ
っ
て
「
成
り
上
が

る
こ
と
」
を
許
さ
な
い
。
（
男
）
が
「
成
り
上
が
る
」
よ
う
な
結
婚
を
す
る
こ

と
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
自
力
で
は
「
成
り
上
が
る
こ
と
」
の
で
き
な
い
無
能
な

（
男
）
で
あ
る
証
拠
で
あ
り
、
八
女
）
を
だ
ま
し
て
「
成
り
上
が
る
」
「
狭
さ
」

の
証
明
で
も
あ
る
の
だ
。

′
プ
ん
・
ス
’
ン
′
－
ド

こ
こ
に
は
、
明
確
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
二
重
規
範
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
女

性
の
社
会
進
出
の
進
ん
だ
自
由
の
国
ア
メ
リ
カ
で
も
、
家
父
長
制
皮
下
の
抑
圧

的
な
日
本
で
も
、
変
る
こ
と
な
く
佃
を
追
い
つ
め
る
。
「
仲
子
の
父
の
友
人
の

子
息
」
だ
と
名
乗
る
男
は
、
仲
子
に
「
佃
君
は
偽
善
者
で
す
よ
」
と
告
げ
に
来

る
　
（
二
章
八
）
。
ま
た
、
伸
子
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
（
母
）
と
も
言
う
べ
き

ミ
ス
・
プ
ラ
ッ
ト
は
、
伸
子
が
「
私
は
佃
さ
ん
を
愛
し
て
い
ま
す
」
と
告
げ
て

も
動
揺
し
な
い
が
、
「
私
ど
も
は
婚
約
を
い
た
し
ま
し
た
」
と
告
げ
る
と
驚
愕

す
る
。
ミ
ス
・
プ
ラ
ッ
ト
は
、
わ
ざ
わ
ざ
佃
も
一
緒
に
自
宅
に
招
き
、
伸
子
の

前
で
佃
に
議
論
を
し
か
け
、
佃
が
無
能
な
「
偽
善
者
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し

て
見
せ
よ
う
と
す
る
　
（
二
章
七
）
。
そ
し
て
、
こ
の
ミ
ス
・
プ
ラ
ッ
ト
の
言
動

と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
、
伸
子
の
帰
国
後
、
多
計
代
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ

ダ
プ
ん
・
こ
A
タ
ン
′
－
ド

る
。
こ
の
二
重
規
範
の
圧
力
こ
そ
が
、
そ
れ
に
対
抗
で
き
る
唯
一
つ
の
も
の
と

し
て
の
恋
愛
結
婚
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
、
佃
を
固
執
さ
せ
る
の
だ
。

一
方
、
仲
子
は
、
ミ
ス
・
プ
ラ
ッ
ト
に
対
し
た
時
に
は
「
彼
の
名
が
紳
士
録

に
載
っ
て
い
た
ら
、
誰
が
そ
ん
な
こ
と
を
云
う
だ
ろ
う
」
　
（
二
幸
大
）
と
考
え
、

多
計
代
に
対
し
た
時
に
も
、
最
初
は
「
佃
が
貧
し
く
、
社
会
的
背
景
も
持
た
な

い
た
め
、
多
計
代
は
一
層
、
彼
女
の
疑
惑
を
深
め
る
の
だ
」
　
（
三
幸
四
）
と
思

う
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
ま
で
は
、
佃
の
埋
も
れ
た
才
能
を
信
じ
、
佃
が
正
当

に
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
に
憤
慨
し
て
い
た
仲
子
が
、
や
が
て
（
母
）
と
の
葛
藤



の
中
で
こ
の
態
度
を
保
て
な
く
な
り
、
（
母
〉
と
と
も
に
佃
を
無
能
な
「
偽
善

注
－
六

者
」
と
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

ニ
「
　
新
し
い
母
と
娘
－
世
代
間
の
葛
藤

山
下
悦
子
は
、
伸
子
が
「
母
か
ら
の
柾
脱
」
を
求
め
て
渡
米
し
た
と
し
な
が

ら
も
、
帰
国
後
の
伸
子
と
多
計
代
と
の
関
係
を
「
「
家
」
を
媒
介
に
」
し
た
も

の
と
捉
え
、
「
r
家
」
の
家
長
が
ま
る
で
母
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
者
に
は
思
わ

れ
る
」
と
し
て
、
「
仲
子
」
を
「
r
家
」
の
母
の
権
力
か
ら
自
立
で
き
な
か
っ
た

注
一
七

わ
が
ま
ま
娘
の
話
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

し
か
し
、
伸
子
に
と
っ
て
の
多
計
代
は
、
（
父
）
に
代
っ
て
家
父
長
制
を
体

現
す
る
（
母
）
で
あ
り
、
伸
子
が
多
計
代
か
ら
受
け
て
い
る
の
は
、
結
婚
す
る

ま
で
は
（
家
）
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
や
が
て
長
女
と
し
て
婿
養
子
を
迎
え
て

（
家
）
を
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
、
長
男
に
（
家
）
を
継
が
せ

る
た
め
に
適
当
な
時
期
に
他
の
（
家
）
に
嫁
が
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な

（
家
）
の
重
圧
な
の
だ
ろ
う
か
。

佃
へ
の
不
信
を
言
い
立
て
る
多
計
代
に
対
し
て
、
伸
子
は
「
ど
っ
か
母
様
の

知
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
人
の
中
で
、
私
が
愛
し
て
も
い
い
と
お
思
い
な
さ
る
人

が
あ
る
こ
と
？
　
こ
れ
ま
で
私
の
困
り
に
あ
ら
わ
れ
た
人
と
、
一
人
で
も
自
由

に
交
渉
さ
せ
て
い
い
と
お
思
い
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
？
　
な
い
で
し
ょ
う
」

と
、
「
私
の
仕
事
と
か
成
功
と
か
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
に
御
自
分
が
沢
山
の
希

望
を
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ー
そ
れ
は
考
え
て
下
さ
れ
ば
わ
か
る
で
し
ょ

う
？
　
母
様
は
、
あ
る
点
で
御
自
分
の
生
活
で
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
私

に
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
よ
」
と
答
え
る
。
そ
し
て
「
母
棟
に

は
、
恋
愛
な
ん
か
か
ら
超
越
し
て
、
独
り
高
く
浄
L
と
い
う
よ
う
な
、
私
を
見

て
い
る
の
が
趣
味
な
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
続
け
る
伸
子
に
対
し
、
多
計

ひ
と

代
は
「
何
も
独
り
で
い
ろ
と
云
や
し
ま
せ
ん
。
い
い
人
さ
え
あ
れ
ば
、
お
前
を

啓
発
し
て
く
れ
る
人
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
い
つ
だ
っ
て
私
は
よ
ろ
こ
ん
で
迎

え
ま
す
よ
」
　
（
三
重
四
）
と
反
論
す
る
。

「
お
前
を
啓
発
し
て
く
れ
る
人
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
」
と
い
う
多
計
代
の
言

葉
か
ら
は
、
む
し
ろ
仲
子
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
啓
発
し
て
く
れ
る
人
」

に
出
会
わ
な
い
な
ら
ば
、
「
独
り
高
く
渾
」
く
い
る
べ
き
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
見
て
取
れ
て
し
ま
う
。
仲
子
に
と
っ
て
の
多
計
代
は
、
自
ら
の
　
「
仕
事
と

か
成
功
」
を
望
み
、
し
か
し
自
分
に
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
「
仕
事
と
か
成

功
」
を
（
娘
）
に
託
し
、
八
女
）
を
「
仕
事
と
か
成
功
」
に
「
啓
発
」
す
る
こ

と
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
い
（
男
）
た
ち
を
（
娘
）
か
ら
遠
ざ
け
て
き
た
、
当
時

と
し
て
は
例
外
的
な
新
し
い
（
母
）
で
あ
り
、
伸
子
が
感
じ
て
い
る
の
は
、

（
家
）
の
重
圧
な
ど
で
は
な
く
、
（
母
）
の
「
ひ
そ
か
な
大
望
の
偶
像
」
に
さ
れ

そ
う
だ
と
い
う
重
圧
で
あ
る
。

伸
子
は
、
「
仕
事
」
を
続
け
る
こ
と
、
家
事
よ
り
も
「
勉
強
」
を
優
先
す
る

こ
と
、
子
供
を
産
ま
な
い
こ
と
を
結
婚
の
条
件
と
す
る
　
（
二
章
五
）
。
沼
沢
和

子
は
、
子
供
を
産
む
こ
と
へ
の
「
本
能
的
恐
怖
」
　
に
つ
い
て
「
母
か
ら
娘
へ
と

伝
え
ら
れ
る
女
の
身
と
心
に
切
実
な
感
覚
」
と
指
摘
し
て
い
る
蝿
レ
八
そ
の
他
の



条
件
も
、
多
計
代
か
ら
仲
子
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

多
計
代
は
、
佃
を
佐
々
の
（
家
）
の
養
子
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
佃
が
そ

れ
を
は
っ
き
り
と
は
拒
絶
し
な
か
っ
た
こ
と
を
伸
子
の
前
に
示
す
。
多
計
代

は
、
佃
が
、
う
わ
べ
は
「
愛
」
を
口
に
し
な
が
ら
、
有
力
な
（
家
）
と
結
び
つ

く
た
め
に
（
娘
）
と
結
婚
す
る
よ
う
な
無
能
な
「
偽
善
者
」
　
で
あ
る
こ
と
を
証

明
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
し
か
し
、
仲
子
は
、
多
計
代
が
佃
を
「
伸
子
ぐ
る

み
、
一
層
し
っ
か
り
自
分
の
手
の
下
に
結
び
つ
け
て
し
ま
お
う
」
と
し
て
い
る

と
考
え
、
「
生
存
の
根
底
を
脅
か
さ
れ
る
よ
う
な
恐
怖
を
」
（
三
章
十
）
覚
え

る
。
（
母
）
か
ら
受
け
る
こ
の
　
「
恐
怖
」
　
こ
そ
、
伸
子
を
「
父
に
つ
い
て
紐
育

へ
」
行
か
せ
た
も
の
で
あ
り
、
仲
子
に
佃
を
選
ば
せ
た
も
の
で
あ
る
。

伸
子
と
多
計
代
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
あ
る
時
は
全
き
母
で
あ
り
、
あ
る

時
は
友
達
で
あ
り
、
あ
る
時
に
は
競
争
者
で
」
あ
り
、
「
全
力
を
要
す
る
生
存

の
対
照
で
あ
っ
た
－
自
分
と
母
と
の
性
格
の
差
を
自
覚
し
、
生
活
態
度
を
批
判

し
、
〓
一
口
に
云
え
ば
、
彼
女
の
模
型
で
は
な
い
一
女
性
と
し
て
の
自
分
を
造
形

っ
て
行
く
た
め
に
は
、
仲
子
は
、
生
半
可
の
力
を
賀
し
た
の
で
は
な
い
」
　
（
三

牽
十
こ
と
総
括
さ
れ
る
。

単
な
る
保
護
と
束
縛
と
い
う
母
－
息
子
関
係
以
上
に
融
合
的
で
自
他
未
分
化

な
母
－
娘
関
係
は
、
あ
ま
り
に
強
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
無
理
に
断
ち
切
ろ
う

と
す
る
と
、
そ
の
苦
痛
に
二
人
と
も
耐
え
ら
れ
な
い
。
（
母
）
　
へ
の
批
判
は
、

そ
の
ま
ま
自
分
へ
の
批
判
と
し
て
は
ね
返
り
、
伸
子
は
（
母
）
か
ら
乾
脱
し
た

い
と
同
時
に
、
離
脱
し
た
く
な
い
と
い
う
両
義
的
感
情
の
中
で
容
易
に
動
き
が

取
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
伸
子
は
↓
ま
ず
（
父
）
の
庇
護
の
下
に
（
母
）
か
ら
離

れ
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
佃
に
（
母
）
と
の
断
ち
切
り
が
た
い
関
係
を
自
分
に
代

っ
て
断
ち
切
っ
て
く
れ
る
役
割
を
負
わ
せ
た
の
だ
。
伸
子
は
、
（
母
）
な
ら
ば

注
一
九

激
し
く
反
対
す
る
と
思
わ
れ
た
佃
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
、
（
母
）
と
の
「
性
格

の
差
」
を
明
ら
か
に
し
、
（
母
）
を
「
批
判
」
し
、
象
徴
的
な
意
味
で
の
（
母

殺
し
）
を
達
成
し
て
、
（
母
）
の
「
模
型
で
は
な
い
」
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

確
立
し
よ
う
と
し
た
。
伸
子
は
、
「
そ
の
親
達
も
母
様
達
と
そ
っ
く
り
だ
と
い

う
よ
う
な
男
に
は
、
ち
っ
と
も
興
味
を
感
じ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
不
安
よ
」

（
三
章
四
）
と
言
う
よ
う
に
、
自
分
と
近
い
社
会
階
層
の
（
男
）
と
親
し
く
な

る
こ
と
に
対
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
「
不
安
」
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ

っ
て
、
（
母
）
が
（
父
）
に
よ
っ
て
得
た
「
物
質
的
な
繁
栄
」
や
「
精
力
的
で
、

排
他
的
で
、
征
服
的
で
、
あ
ま
り
智
的
で
な
い
原
始
的
生
命
」
の
「
充
実
」
（
≡

章
九
）
と
異
質
で
あ
っ
た
か
ら
、
佃
は
選
ば
れ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
歩
い
て
十

五
分
ほ
ど
の
距
離
と
は
言
え
、
（
母
）
か
ら
距
柾
を
取
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
。

し
か
し
、
伸
子
と
多
計
代
は
決
し
て
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
仕
事

と
か
成
功
」
は
、
伸
子
自
身
の
望
み
で
も
あ
る
。
仲
子
を
芸
術
的
・
精
神
的
に

「
啓
発
」
し
、
多
計
代
に
は
で
き
な
か
っ
た
「
成
功
」
を
伸
子
に
成
就
さ
せ
る

こ
と
、
そ
れ
は
、
伸
子
と
多
計
代
と
が
一
致
し
て
伸
子
の
結
婚
相
手
に
望
む
こ

と
な
の
だ
。
そ
し
て
、
（
母
）
も
仲
子
も
明
確
に
意
識
し
て
は
い
な
い
が
、
（
父
）

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
物
質
的
な
繁
栄
」
よ
り
も
高
次
な
も
の
と
し
て
の
、
伸



子
の
芸
術
的
「
成
功
」
は
、
（
母
）
の
願
望
を
か
な
え
る
一
方
で
、
伸
子
を
「
競

争
者
」
と
し
て
の
（
母
）
に
勝
た
せ
、
（
母
）
と
の
両
義
的
関
係
の
解
決
に
つ

な
が
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
深
い
期
待
に
お
い
て
、
仲
子
と
多

計
代
と
は
強
く
深
く
絡
み
合
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
佃
が
こ
の
期
待
に
応
え
ら

れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
二
人
は
、
最
初
は
食
い
違

い
、
そ
し
て
一
致
す
る
。

大
学
に
職
を
得
、
家
庭
を
築
く
と
い
う
「
順
当
な
光
」
を
浴
び
て
も
、
佃
が

伸
子
を
「
啓
発
」
す
る
ほ
ど
の
精
神
的
・
芸
術
的
才
能
を
発
揮
し
な
い
こ
と
を

伸
子
は
す
ぐ
に
見
て
取
り
、
佃
に
対
す
る
恋
愛
感
情
は
急
速
に
冷
め
る
。
伸
子

は
、
佃
の
「
通
俗
的
な
、
ペ
ル
シ
ャ
文
学
概
論
」
の
「
小
著
書
」
の
原
稿
を
見

て
「
爛
鰯
を
破
裂
」
さ
せ
そ
う
に
な
り
、
「
自
分
が
見
栄
坊
で
偏
狭
な
せ
い
で
、

か
よ
う
な
、
い
わ
ば
特
殊
な
文
学
的
感
覚
の
欠
乏
を
、
こ
れ
ほ
ど
苦
に
や
む
の

だ
ろ
う
か
」
（
四
章
二
）
と
自
身
に
疑
問
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
、
無
意
識
的
な

奥
深
い
所
の
期
待
、
内
面
化
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
期
待
を
裏
切
ら
れ

た
伸
子
の
失
望
感
の
大
き
さ
を
表
し
て
い
る
。
佃
は
「
寝
た
い
だ
け
伸
子
を
眠

ら
せ
」
、
「
日
常
の
買
物
も
自
分
で
厭
わ
ず
し
」
、
「
台
所
さ
え
」
手
伝
い
、
プ
ロ

ポ
ー
ズ
の
時
の
「
決
し
て
私
は
家
政
婦
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う

言
葉
を
実
証
し
て
見
せ
る
が
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
よ
り
も
「
芸
術
的
雰
囲
気
の

欠
乏
」
の
「
苦
し
み
」
　
（
四
章
三
）
　
の
方
が
伸
子
に
と
っ
て
は
大
き
い
。

し
か
し
、
当
事
者
同
士
す
ら
明
確
に
は
意
識
し
な
い
母
－
娘
の
葛
藤
を
、
他

者
で
あ
る
佃
に
は
理
解
し
ょ
う
も
な
い
。
苦
労
人
の
彼
は
、
金
銭
に
細
か
く
、

小
道
帳
を
つ
け
、
多
計
代
が
絵
の
稽
古
を
始
め
た
時
も
、
そ
の
絵
具
箪
笥
の
値

段
だ
け
を
気
に
し
（
四
章
二
）
、
近
所
の
子
供
が
庭
木
の
乗
を
む
し
る
こ
と
に

怒
り
（
四
章
三
）
と
い
っ
た
具
合
に
、
芸
術
的
ど
こ
ろ
か
、
徹
底
的
に
世
俗
的

に
振
る
舞
う
。
こ
う
し
て
佃
は
、
自
分
で
は
伸
子
の
「
仕
事
」
を
助
け
て
い
る

つ
も
り
で
も
、
伸
子
に
と
っ
て
は
、
（
父
）
と
同
様
に
「
物
質
的
」
　
で
、
し
か

も
（
父
）
よ
り
劣
る
、
頼
り
が
い
の
な
い
入
夫
）
に
な
り
、
さ
ら
に
仲
子
の
芸

術
的
野
心
に
マ
イ
ナ
ス
影
響
を
及
ぼ
す
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

江
種
満
子
は
、
「
伸
子
の
よ
う
に
、
女
性
が
男
性
を
自
分
に
合
わ
せ
る
　
（
従

わ
せ
る
）
　
よ
う
望
む
ケ
ー
ス
は
、
世
の
中
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
成
に
逆
行
し
て
い

て
、
生
ま
れ
る
と
同
時
に
男
性
優
位
の
既
得
権
を
恵
与
さ
れ
て
自
己
形
成
を
し

て
き
た
男
性
に
と
っ
て
は
、
男
性
優
位
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
組
み
替
え
る
こ
と
な

ど
、
ま
っ
た
く
論
外
」
で
あ
り
、
「
こ
の
意
味
で
佃
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

注
二
〇

し
ぶ
と
い
戦
士
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
佃
に
と
っ
て
は
、
仲
子
の
所

属
階
層
の
ハ
ピ
ト
ス
に
合
わ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
仲
子
の
恵
与
さ
れ
て
い
る
豊
か

な
既
得
権
の
恩
恵
に
自
ら
も
あ
ず
か
る
道
で
あ
る
。
佃
は
、
ひ
た
す
ら
伸
子
に

合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
だ
物
質
的
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
と
し
て

軽
視
し
、
そ
れ
を
超
え
る
精
神
性
・
芸
術
性
を
求
め
る
ほ
ど
に
は
、
合
わ
せ
き

れ
な
い
だ
け
な
の
だ
。
む
し
ろ
、
男
性
優
位
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
組
み
替
え
る
こ

と
が
困
難
な
の
は
、
佃
に
伸
子
を
「
啓
発
す
る
」
才
能
を
期
待
し
、
有
能
で
頼

り
が
い
が
あ
る
と
い
う
基
準
で
（
男
）
を
評
価
す
る
多
計
代
と
仲
子
の
方
な
の

だ
が
、
多
計
代
が
内
面
化
し
、
伸
子
の
内
に
再
生
産
さ
れ
、
多
計
代
と
伸
子
が
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佃
に
対
し
て
要
求
す
る
（
男
）
に
関
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
が
問
題
に
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

四
、
（
結
婚
制
度
か
ら
の
開
放
と
自
立
）
と
い
う
テ
ー
マ

伸
子
が
「
東
北
の
田
舎
」
に
行
っ
た
後
で
書
い
た
小
説
が
活
字
に
な
り
、
そ

の
中
に
多
計
代
に
批
判
的
な
「
二
字
の
形
容
詞
」
が
あ
っ
た
こ
と
で
、
多
計
代

は
伸
子
を
呼
び
つ
け
「
仲
子
が
佃
と
の
関
係
で
彼
女
に
か
け
た
苦
労
を
思
い
知

る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
や
、
仲
子
の
芸
術
が
、
目
に
見
え
て
堕
落
し
姶
め
た
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
攻
撃
」
す
る
。
こ
の
時
は
、
伸
子
が
「
不
愉
快
に
な
り
、

同
情
的
な
気
分
を
失
」
い
、
「
真
心
を
打
つ
も
の
を
受
け
ら
れ
ず
」
帰
る
と
、

六
H
後
「
是
非
佃
と
二
人
で
来
て
く
れ
」
と
言
っ
て
く
る
。
今
度
は
多
計
代

そ
そ
の

は
、
直
接
伸
子
を
攻
撃
す
る
の
で
は
な
く
、
「
佃
さ
ん
に
、
晴
々
に
で
も
唆
か

さ
れ
て
昏
い
た
と
し
か
思
わ
れ
な
い
の
さ
」
　
（
四
章
七
）
と
佃
に
責
任
転
嫁
し

て
見
せ
る
。
す
る
と
、
仲
子
の
感
情
は
一
人
で
呼
ば
れ
た
時
と
は
逆
の
も
の
に

な
る
。佃

の
考
え
を
糾
す
多
計
代
に
対
し
て
、
佃
が
「
私
は
、
御
承
知
の
通
り
、
こ

の
ひ
と
の
書
く
も
の
に
は
、
絶
対
の
自
由
を
認
め
て
お
り
ま
す
か
ら
」
と
答
え

る
の
を
聞
い
て
、
伸
子
は
「
自
分
に
有
利
な
弁
明
だ
の
に
、
な
ぜ
か
、
こ
の
寛

ず
る

大
ら
し
い
返
答
か
ら
真
実
を
感
じ
ず
、
夫
の
狭
さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
」
、

「
何
を
書
こ
う
と
、
彼
女
の
自
由
で
す
ー
そ
の
自
由
を
私
は
認
め
て
い
る
。
そ

れ
故
、
書
い
た
も
の
は
飽
く
ま
で
書
い
た
も
の
。
そ
こ
に
、
ど
ん
な
苦
し
み
や

涙
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
、
自
分
や
互
い
の
生
活
に
全
然
か
か
わ
り
な
い
彼

女
の
書
い
た
も
の
ー
ほ
う
、
何
と
胸
に
浸
み
透
る
、
冷
た
い
寛
容
さ
！
」
と
い

う
思
い
に
か
ら
れ
る
。

一
方
、
多
計
代
の
言
い
出
す
勘
当
は
、
「
こ
れ
は
な
ぜ
か
ち
っ
と
も
実
感
に

訴
え
て
来
な
」
い
。
そ
し
て
、
「
ど
う
ぞ
お
体
を
大
切
に
」
と
挨
拶
す
る
佃
に

対
し
て
、
「
す
べ
て
が
信
じ
ら
れ
ず
、
わ
ざ
と
ら
し
く
、
変
に
感
じ
ら
れ
」
、
佃

が
「
失
礼
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
い
う
の
を
聞
い
て
、
仲
子
は
「
佃
の
わ
ざ
と
低

め
た
声
や
、
い
か
に
も
自
分
の
も
の
と
い
う
よ
う
に
彼
女
を
見
る
眼
つ
き
が
、

何
か
う
る
さ
か
っ
た
」
と
感
じ
、
「
形
の
上
で
は
突
き
放
さ
れ
な
が
ら
、
却
っ

て
母
の
心
持
ち
と
相
通
じ
る
よ
う
な
、
倒
錯
し
た
感
情
が
生
ま
れ
」
る
。

こ
の
場
面
は
、
仲
子
が
、
佃
に
対
し
て
頼
り
な
さ
だ
け
で
な
く
、
「
狭
さ
」

も
感
じ
る
と
い
う
点
で
重
要
な
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
以
降

の
伸
子
は
、
佃
が
い
く
ら
伸
子
の
「
仕
事
」
や
自
由
を
尊
重
し
、
伸
子
へ
の
献

身
的
な
「
愛
」
を
表
明
し
続
け
て
も
、
と
言
う
よ
り
そ
う
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

そ
れ
ら
す
べ
て
の
言
動
を
、
自
分
を
懐
柔
し
、
繋
ぎ
止
め
て
お
く
た
め
の
偽
善

的
な
ポ
ー
ズ
、
策
略
だ
と
し
て
、
離
婚
の
理
由
に
し
て
行
く
。

ま
ず
、
多
計
代
が
責
任
転
嫁
し
て
い
る
こ
と
は
見
て
取
り
や
す
い
。
こ
れ
に

ょ
っ
て
、
多
計
代
は
、
伸
子
一
人
を
呼
び
つ
け
た
時
の
よ
う
に
不
完
全
燃
焼
で

は
な
く
、
勘
当
の
宣
告
ま
で
持
ち
前
の
激
情
を
爆
発
さ
せ
つ
つ
、
伸
子
と
の
決

定
的
な
断
絶
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
悪
い
の
は
仲
子
で
は
な
く
、
佃
な

の
だ
か
ら
、
佃
さ
え
取
り
除
け
ば
、
伸
子
と
関
係
は
た
だ
ち
に
修
復
可
能
な
の
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だ
。問

題
は
、
多
計
代
が
お
そ
ら
く
は
感
情
の
は
け
口
を
求
め
て
無
意
識
的
に
取

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
戦
略
に
、
伸
子
が
や
は
り
明
確
な
意
識
を
持
た
な
い
ま
ま

共
犯
関
係
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
勘
当
が
「
な
ぜ
か
ち
っ
と
も
実
感

に
訴
え
て
来
な
」
　
い
の
は
、
伸
子
が
、
無
意
識
的
に
、
本
当
に
勘
当
さ
れ
る
の

は
仲
子
で
は
な
く
佃
で
あ
り
、
佃
さ
え
取
り
除
け
ば
関
係
が
修
復
さ
れ
る
と
い

う
多
計
代
の
訴
え
を
受
け
取
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

「
仕
事
」
を
何
よ
り
大
切
に
し
て
き
た
伸
子
に
と
っ
て
は
、
「
二
字
の
形
容

詞
」
に
過
ぎ
な
く
て
も
、
か
け
が
え
の
な
い
表
現
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、

（
母
）
に
対
す
る
批
判
は
、
伸
子
に
と
っ
て
自
ら
の
主
体
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ

た
。
お
そ
ら
く
、
伸
子
だ
け
を
呼
び
つ
け
た
時
に
、
多
計
代
が
「
佃
に
唆
さ
れ

て
書
い
た
」
と
責
め
た
な
ら
ば
、
伸
子
の
「
仕
事
」
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と

主
体
性
を
否
定
す
る
こ
の
言
葉
に
対
し
て
、
伸
子
は
、
自
分
自
身
が
そ
れ
を
昏

い
た
の
で
あ
り
、
自
分
が
何
を
書
こ
う
と
自
由
だ
と
反
論
し
た
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
日
は
佃
が
い
て
、
伸
子
の
言
う
べ
き
こ
と
を
代
行
す
る
。
こ
の

伸
子
自
身
の
代
行
者
佃
に
、
伸
子
は
、
「
狭
さ
」
や
「
苦
し
み
や
涙
」
を
理
解

し
な
い
　
「
冷
た
い
寛
容
さ
」
を
感
じ
る
の
だ
。

先
に
、
（
母
）
か
ら
離
脱
し
た
い
と
同
時
に
、
離
脱
し
た
く
な
い
と
い
う
両

義
的
感
情
の
中
で
動
き
の
取
れ
な
い
伸
子
が
、
自
分
に
代
っ
て
（
母
）
と
の
関

係
を
断
ち
切
っ
て
く
れ
る
役
割
を
佃
に
負
わ
せ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
場
面

に
も
同
様
の
心
理
が
見
て
取
れ
る
。

（
母
）
を
批
判
す
る
作
品
を
書
く
こ
と
は
、
（
母
）
か
ら
離
脱
し
た
く
な
い
方

の
仲
子
か
ら
見
れ
ば
、
（
母
）
に
対
す
る
「
冷
た
い
」
仕
打
ち
に
は
か
な
ら
な

い
。
仲
子
は
、
佃
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
（
母
）
か
ら
距
離
を
取
り
、
「
冷
た
い
」

仕
打
ち
を
責
め
る
自
身
の
感
橘
を
抑
圧
し
、
「
苦
し
み
や
涙
」
に
耐
え
て
そ
れ

を
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
（
母
）
は
、
伸
子
を
責
め
ず
、
佃
に
責
任
転
嫁
す
る

こ
と
で
仲
子
を
庇
護
し
続
け
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
（
母
）
か
ら
の
離
脱
を

願
う
方
の
仲
子
か
ら
す
れ
ば
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
の
時
に

は
、
佃
が
こ
の
役
割
を
代
行
す
る
。
そ
こ
で
、
伸
子
は
、
（
母
）
を
批
判
し
、

拒
絶
す
る
と
い
う
自
身
の
行
為
の
冷
た
さ
を
佃
に
投
影
し
、
（
母
）
と
「
相
通

じ
る
」
方
の
伸
子
の
感
情
を
開
放
す
る
。

そ
し
て
、
精
神
的
・
芸
術
的
に
伸
子
を
「
啓
発
」
で
き
な
い
、
頼
り
が
い
の

な
い
人
夫
）
に
対
す
る
不
満
に
、
開
放
さ
れ
た
こ
の
感
情
が
混
じ
る
。
佃
に

は
、
「
苦
し
み
や
涙
」
の
中
か
ら
作
品
を
生
み
出
す
芸
術
家
の
生
活
な
ど
理
解

で
き
な
い
。
し
か
し
せ
め
て
、
（
母
）
と
同
様
に
「
愛
」
　
に
基
づ
い
て
、
た
と

え
事
実
や
論
理
に
反
し
て
い
て
も
「
唆
か
し
て
書
か
せ
た
」
と
自
分
を
庇
護
し

て
く
れ
さ
え
す
れ
ば
、
「
苦
し
み
や
涙
」
か
ら
も
癒
さ
れ
る
の
だ
が
、
佃
は
そ

れ
を
し
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
を
し
て
く
れ
な
い
佃
は
、
無
能
な
だ
け
で
な
く
、

（
母
）
と
違
っ
て
、
自
分
を
庇
護
し
て
く
れ
る
だ
け
の
「
ほ
ん
も
の
の
愛
」
が

な
い
「
冷
た
い
」
男
な
の
だ
。
「
ほ
ん
も
の
の
愛
」
が
な
い
の
に
、
自
分
と
結

婚
し
た
佃
は
、
（
母
）
を
は
じ
め
世
間
の
誰
も
が
言
う
よ
う
に
「
偽
善
者
」
に

違
い
な
い
。
こ
の
「
偽
善
者
」
が
、
「
い
か
に
も
自
分
の
も
の
と
い
う
よ
う
に
」
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自
分
を
捉
え
、
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
（
母
）
か
ら
奪
い
、
自
分
を
所
有
し
よ

う
と
す
る
の
だ
。
こ
こ
に
お
い
て
、
伸
子
の
佃
に
対
す
る
感
じ
方
は
、
「
偽
善

者
」
に
だ
ま
さ
れ
て
（
娘
）
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
（
母
）
が
感
じ
て
い
る
も
の

に
共
感
し
、
無
能
な
「
狭
い
」
（
男
）
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
基
準
に

同
化
す
る
。
そ
し
て
、
仲
子
が
佃
を
結
婚
相
手
と
し
、
伸
子
が
（
母
）
を
批
判

し
た
作
品
を
発
表
し
た
こ
と
で
呼
び
つ
け
ら
れ
、
勘
当
さ
れ
る
と
い
う
、
こ
れ

ま
で
書
か
れ
て
き
た
事
実
が
、
（
母
）
と
伸
子
の
内
面
で
は
、
佃
の
せ
い
で
伸

子
ま
で
勘
当
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
に
転
倒
す
る
。

こ
の
場
面
が
重
要
な
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
の
も
う
一
つ
の

意
味
は
、
こ
の
事
件
の
後
、
伸
子
が
、
「
自
分
で
し
ゃ
ん
と
立
っ
て
行
こ
う
と

す
る
欲
望
と
真
面
目
に
結
び
つ
い
た
」
気
持
ち
に
な
っ
て
次
の
「
仕
事
」
に
着

手
し
　
（
四
華
人
）
、
（
母
）
か
ら
の
開
放
と
自
立
を
志
向
す
る
主
体
で
は
な
く
、

人
妻
）
を
束
縛
し
、
所
有
す
る
（
夫
）
か
ら
の
自
由
を
、
（
制
度
と
し
て
の
結
婚

か
ら
の
開
放
と
自
立
）
を
、
（
母
）
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
一
般
と
連
帯
し
て

志
向
す
る
主
体
へ
と
切
り
替
わ
り
、
「
伸
子
」
と
い
う
作
品
の
テ
ー
マ
も
切
り

注
二
－

替
わ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

多
計
代
は
、
（
父
）
に
つ
い
て
「
近
頃
は
全
く
い
い
父
様
」
だ
が
、
「
若
い
頃

の
気
む
ず
か
し
か
っ
た
こ
と
と
云
っ
た
ら
！
」
　
（
四
章
二
）
と
語
っ
て
い
た
。

（
母
）
は
、
こ
う
し
た
結
婚
生
活
に
耐
え
、
（
娘
）
に
「
仕
事
と
か
成
功
」
の
期

待
を
託
し
た
の
だ
。
伸
子
が
、
（
制
度
と
し
て
の
結
婚
か
ら
の
開
放
と
自
立
）

と
い
う
テ
ー
マ
を
追
及
し
、
佃
と
離
婚
し
、
自
力
で
の
「
成
功
」
を
目
指
す
こ

と
は
、
こ
う
し
た
（
母
）
と
連
帯
し
、
（
母
）
の
託
し
た
も
の
を
引
き
継
ぐ
こ

と
で
あ
る
と
同
時
に
、
（
娘
）
に
期
待
を
託
す
し
か
な
か
っ
た
（
母
〉
を
越
え

る
、
次
の
世
代
と
し
て
の
伸
子
独
自
の
、
（
母
）
の
コ
ピ
ー
で
は
な
い
人
生
で

も
あ
る
。
（
制
度
と
し
て
の
結
婚
か
ら
の
開
放
と
自
立
）
と
い
う
テ
ー
マ
を
追

及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
母
－
娘
未
分
化
の
密
着
状
態
で
は
な
く
、
女
性
同
士

の
連
帯
と
い
う
よ
り
良
い
関
係
を
築
く
可
能
性
が
開
け
る
の
だ
。

佃
に
非
凡
な
才
能
が
埋
も
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
、

す
で
に
伸
子
は
痛
感
し
て
い
る
。
（
母
）
に
で
き
な
か
っ
た
「
成
功
」
を
佃
の

「
啓
発
」
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
、
（
母
）
と
の
両
義
的
関
係
を
解
決
す
る
と
い
う

可
能
性
は
閉
ざ
さ
れ
た
。
そ
れ
に
替
わ
る
可
能
性
が
、
〈
制
度
と
し
て
の
結
婚
一

か
ら
の
開
放
と
自
立
）
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
佃
に
要
請
さ
れ
る
　
1
3

役
割
も
、
「
啓
発
」
者
か
ら
・
「
偽
善
者
」
へ
と
変
わ
る
。
　
　
　
　
－

仲
子
は
、
「
東
北
の
田
舎
」
に
行
っ
た
時
に
、
す
で
に
、
「
ほ
ん
に
お
れ
な
ん

ぞ
お
国
風
で
、
嫁
ぐ
こ
と
ば
か
り
教
え
ら
れ
、
字
も
書
け
な
い
で
、
今
に
な
っ

く
や

て
か
ら
は
あ
口
惜
し
い
こ
と
よ
」
　
（
四
章
五
）
と
い
う
祖
母
の
愚
痴
を
聞
き
、

「
お
と
よ
さ
ん
が
行
先
に
不
安
を
感
じ
、
養
老
保
険
で
も
か
け
る
よ
う
に
、
結

婚
し
よ
う
と
焦
っ
て
い
る
の
が
は
が
ゆ
も
あ
り
、
哀
れ
で
も
あ
っ
た
」
と
、
「
女

性
の
生
活
の
様
々
な
、
し
か
し
二
様
に
思
う
よ
う
に
は
行
っ
て
い
な
い
標
本
を

眺
め
て
い
る
よ
う
に
」
　
（
四
章
六
）
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
、

仲
子
の
立
場
は
ま
さ
に
「
標
本
を
眺
め
て
い
る
よ
う
」
で
し
か
な
く
、
主
体
的

で
は
な
い
。
お
と
よ
さ
ん
が
「
佃
さ
ん
が
な
ん
で
も
よ
く
お
わ
か
り
で
す
か



ら
、
伸
子
さ
ん
は
お
仕
合
わ
せ
で
す
わ
」
と
言
う
よ
う
に
、
「
仕
事
を
」
し
た

い
か
ら
と
一
人
で
旅
行
す
る
伸
子
と
世
間
一
般
の
（
妻
）
、
そ
れ
を
認
め
る
佃

と
世
間
一
般
の
（
夫
）
、
ア
メ
リ
カ
で
の
伸
子
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
で
始
ま
っ
た
佃

と
の
結
婚
と
一
般
的
な
（
制
度
と
し
て
の
結
婚
）
と
は
、
束
縛
と
所
有
と
い
う

点
に
お
い
て
、
事
実
上
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
仲
子
は
、
当
時
と
し
て
は
例
外

的
に
「
仕
事
」
や
自
立
を
最
優
先
す
る
（
妻
）
で
あ
り
、
佃
は
、
例
外
的
に
、

そ
の
（
妻
）
に
従
う
（
夫
）
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
佃
が
「
偽
善
者
」
で
あ
り
、
伸
子
の
「
仕
事
」
や
意
志
や
自

由
を
尊
重
す
る
の
も
、
伸
子
を
所
有
す
る
た
め
の
狭
い
策
略
な
の
だ
、
と
い
う

要
素
を
加
わ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
差
異
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
。
伸
子

が
、
「
自
分
で
し
ゃ
ん
と
立
っ
て
行
こ
う
と
す
る
欲
望
と
真
面
目
に
結
び
つ
い

た
」
気
持
ち
に
な
り
、
次
の
　
「
仕
事
」
に
着
手
で
き
る
の
は
、
佃
を
「
偽
善

者
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
も
（
夫
）
に
束
縛
さ
れ
、
所
有
さ
れ
る

八
東
）
と
し
て
、
（
別
皮
と
し
て
の
結
婚
か
ら
の
開
放
と
自
立
）
と
い
う
テ
ー
マ

に
主
体
と
し
て
関
わ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
（
書
く
主
体
）
と
し
て
の
伸
子

が
こ
こ
で
再
生
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ス
ケ
ー
イ
∴
コ
ー
ト

お
わ
り
に
－
（
影
）
か
ら
の
逃
走
と
生
賢
の
羊

（
父
）
に
つ
い
て
渡
米
し
、
佃
に
プ
ロ
ポ
ー
ズ
し
た
時
の
伸
子
は
、
（
母
）
か

ら
自
由
に
な
り
、
自
分
の
意
志
で
行
動
す
る
主
体
で
あ
ろ
う
と
志
向
し
、
こ
の

志
向
に
基
づ
い
た
作
品
を
（
書
く
主
体
）
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、

自
他
未
分
化
な
母
－
娘
の
関
係
を
自
－
他
と
し
て
区
分
し
、
（
母
）
を
他
者
と

し
て
批
判
す
る
と
い
う
意
味
で
、
（
父
）
の
導
き
の
も
と
に
男
性
的
な
象
徴
言

語
、
象
徴
的
な
（
母
殺
し
）
を
志
向
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
主
体
志
向
と
は
別
に
、
伸
子
の
深
層
と
外
界
と
を
横
断
し
て
、
恋
愛
結
婚

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
、
「
仕
事
」
が
で
き
る
有
能
さ
に
よ
っ
て
へ
男
）
を
評
価
し
、

有
能
さ
を
（
男
）
に
望
む
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
伸
子

も
佃
も
こ
の
二
つ
の
力
に
強
く
動
か
さ
れ
て
行
く
。

帰
国
後
、
予
想
通
り
佃
は
、
母
－
娘
の
間
に
異
物
と
し
て
挟
ま
り
、
母
－
娘

の
融
合
関
係
を
断
つ
が
、
「
男
ら
し
い
権
威
」
と
埋
も
れ
た
才
能
を
発
揮
す
る

と
い
う
点
で
は
期
待
外
れ
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
〈
母
〉
は
、
〈
母
〉
一

か
ら
の
自
立
を
志
向
し
た
こ
と
に
関
し
て
も
、
ま
た
、
佃
の
才
能
を
見
誤
っ
て
　
1
4

い
た
こ
と
に
関
し
て
も
∴
ン
エ
ン
ダ
ー
に
基
づ
い
た
「
偽
善
者
」
佃
の
イ
メ
ー
ー

ジ
に
す
べ
て
の
責
任
を
転
嫁
し
、
母
－
娘
の
関
係
を
修
復
し
よ
う
と
す
る
。
そ

し
て
仲
子
も
、
（
母
）
と
と
も
に
、
事
実
も
論
理
も
乗
り
越
え
て
、
自
分
自
身

が
主
体
的
に
行
っ
た
佃
と
の
恋
愛
結
婚
の
結
果
責
任
を
「
偽
善
者
」
佃
に
負
わ

せ
、
（
母
）
に
結
び
つ
く
。

（
母
）
は
（
娘
）
に
自
立
の
実
現
を
望
み
、
そ
の
望
み
を
託
さ
れ
た
（
娘
）

は
（
母
）
か
ら
の
自
立
を
志
向
す
る
、
伸
子
と
多
計
代
は
、
実
際
に
こ
れ
ら
の

こ
と
を
行
い
な
が
ら
、
同
時
に
心
の
深
層
で
は
、
（
男
）
が
家
父
長
と
し
て
の

権
力
を
も
っ
て
（
母
）
の
下
か
ら
（
娘
）
を
奪
い
、
所
有
す
る
と
い
う
古
く
か

注
二
〓

ら
の
物
語
を
共
感
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
非
論
理
的
・
両
義
的
感
覚
の
中
か



ら
、
当
時
と
し
て
は
例
外
的
な
実
際
の
多
計
代
・
仲
子
・
佃
に
は
す
で
に
当
て

は
ま
ら
な
い
部
分
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
妻
）
を
束
縛
し
、
所
有
す
る

（
夫
）
か
ら
の
自
由
、
（
制
度
と
し
て
の
結
婚
か
ら
の
開
放
と
自
立
）
と
い
う
一

般
的
理
念
が
吃
立
し
、
（
書
く
主
体
）
と
し
て
の
伸
子
が
再
生
産
さ
れ
る
。

伸
子
は
、
主
体
で
あ
る
こ
と
を
、
男
性
的
な
象
徴
言
語
、
象
徴
的
な
（
母
殺

し
）
を
志
向
し
な
が
ら
、
同
時
に
自
ら
が
志
向
す
る
男
性
的
言
葉
で
は
捉
え
ら

れ
な
い
回
路
を
通
し
て
（
母
）
と
結
び
つ
く
と
い
う
、
非
論
理
的
で
、
曖
昧

で
、
両
義
的
な
存
在
な
の
だ
。
こ
の
点
に
関
し
、
仲
子
は
決
し
て
「
男
根
的
」

で
は
な
く
、
佃
－
（
男
）
に
と
っ
て
の
ま
っ
た
く
の
他
者
な
の
だ
。
こ
れ
ま

で
、
多
く
の
男
性
読
者
に
反
発
と
嫌
悪
を
感
じ
さ
せ
て
き
た
の
は
、
こ
の
点
、

特
に
伸
子
が
主
体
を
志
向
し
な
が
ら
そ
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
点
で
は
な

注
二
三

い
の
か
。

一
方
、
佃
は
、
伸
子
が
別
居
－
撒
婚
を
提
案
し
て
も
、
「
初
め
っ
か
ら
幾
度

も
云
っ
て
あ
る
通
り
、
君
は
自
由
で
す
」
、
「
私
が
、
こ
ん
な
に
真
心
を
か
け
て

愛
し
て
い
る
の
に
苦
し
め
る
の
は
全
く
気
の
毒
で
す
」
　
（
五
車
五
）
と
、
仲
子

か
ら
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
受
け
た
時
と
同
じ
献
身
的
な
「
ほ
ん
も
の
の
愛
」
を
訴

え
続
け
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
佃
は
（
真
実
）
（
真
理
）
を
一
貫
し

て
訴
え
る
「
統
一
的
主
体
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
佃
が
愛
情
表
現
の
つ
も
り
で
ロ
に
す
る
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
「
い

じ
め
て
、
い
じ
め
て
、
本
音
を
吐
く
ま
で
参
ら
せ
ら
れ
た
ら
、
ど
ん
な
に
す
っ

と
す
る
だ
ろ
う
」
　
（
五
章
四
）
と
い
う
よ
う
に
伸
子
を
病
的
な
ま
で
に
苛
立
た

せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
（
真
実
）
（
真
理
）
を
一
貫
し
て
訴
え
る
佃
の
言
葉
は
、

（
母
）
と
連
帯
し
て
、
こ
こ
ま
で
の
経
緯
の
責
任
を
佃
に
転
化
し
た
伸
子
の
曖

昧
な
心
の
深
奥
を
刺
激
し
、
「
偽
善
的
」
ポ
ー
ズ
に
隠
れ
て
（
妻
）
を
束
縛
し
、

所
有
す
る
（
夫
）
か
ら
の
自
由
、
（
制
度
と
し
て
の
結
婚
か
ら
の
開
放
と
自
立
）

と
い
う
テ
ー
マ
と
、
再
生
し
た
（
書
く
主
体
）
と
し
て
の
伸
子
と
の
基
盤
に
あ

る
非
論
理
性
、
曖
昧
さ
、
両
義
性
を
脅
か
し
、
突
き
動
か
す
。
佃
は
、
伸
子
自

身
の
否
定
し
た
い
側
面
、
象
徴
的
な
意
味
で
の
（
影
）
な
の
だ
。

「
普
通
か
ら
見
れ
ば
、
伸
子
は
ず
い
ぶ
ん
我
が
ま
ま
な
女
房
で
あ
っ
た
。
彼

を
一
人
残
し
て
旅
行
に
出
た
。
寝
坊
で
あ
っ
た
。
伸
子
に
は
、
そ
う
い
う
日
常

の
些
細
な
自
由
を
さ
え
、
妻
と
な
れ
ば
大
特
権
の
よ
う
に
貼
紙
つ
き
で
与
え
ら

れ
る
と
い
う
云
い
難
い
憂
鬱
、
夫
が
、
そ
れ
ら
さ
え
与
え
て
お
け
ば
、
不
満
を

云
う
べ
き
も
の
も
な
い
よ
う
に
、
他
を
省
み
な
い
魂
の
孤
独
さ
が
あ
っ
た
」
（
五

章
六
）
と
あ
る
よ
う
に
、
仲
子
が
苛
立
つ
の
は
、
（
妻
）
と
し
て
自
由
が
拘
束

さ
れ
て
い
る
時
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
一
般
の
（
妻
）
と
は
違
っ
て
例
外
的
に

自
分
が
自
由
を
許
さ
れ
て
い
る
時
で
あ
る
。
仲
子
が
（
書
く
主
体
）
で
あ
る
た

め
に
は
、
自
由
は
見
せ
か
け
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
佃
の
言
葉
は
偽
善
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
再
生
し
た
（
古
く
主
体
）
と
し
て

の
伸
子
が
解
体
し
て
し
ま
う
。

r
伸
子
」
　
の
歴
史
的
意
義
は
、
新
し
い
進
歩
的
な
（
母
）
と
（
娘
）
の
葛
藤

に
あ
る
。
伸
子
と
多
計
代
の
関
係
が
、
未
分
化
な
母
－
娘
密
着
状
態
か
ら
、
よ

り
良
好
な
母
－
娘
関
係
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
過
程
、
（
母
）
の
抱
い
た
「
仕
事

15



と
か
成
功
」
　
へ
の
願
望
が
、
（
娘
）
の
中
に
変
換
さ
れ
、
実
現
さ
れ
る
過
程
で

生
じ
る
負
の
感
情
の
は
け
口
と
さ
れ
た
佃
は
、
（
娘
）
に
よ
る
象
徴
的
な
（
母

殺
し
）
の
代
り
の
生
敦
の
羊
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

＊
r
仲
子
J
本
文
の
引
用
は
、
r
宮
本
百
合
子
全
集
二
新
日
本
出
版
社
　
7
9
年
）
に
拠
っ
た
。

洋
二
　
　
「
（
作
者
の
性
）
と
い
う
制
度
I
 
r
伸
子
」
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
へ
の
視
点
－
」

（
r
東
京
学
芸
大
学
紀
要
　
第
二
部
門
　
人
文
科
学
」
第
4
5
集
　
9
4
年
2
月
）

注
二
　
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
主
体
」
　
（
中
山
和
子
・
江
種
苗
子
・
藤
森
清
福
r
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

日
本
近
代
文
学
」
斡
林
書
房
　
9
8
年
3
月
）

注
≡
　
「
作
者
の
性
別
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
評
」
　
（
r
R
i
m
」
8
号
　
9
9
年
3
月
）

7

1

7

L
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注
四
　
「
r
仲
子
」
は
〝
男
根
的
″
テ
ク
ス
ト
か
－
千
田
洋
幸
批
判
－
」
（
r
R
l
m
」
9
号

卯
年
1
0
月
）

フ

▼

リ

ッ

タ

注
五
　
「
r
仲
子
」
は
男
根
的
な
テ
ク
ス
ト
か
？
」
　
（
r
R
…
m
L
5
号
　
9
6
年
5
月
）

注
六
　
「
研
究
動
向
　
宮
本
百
合
子
」
　
（
r
昭
和
文
学
研
究
し
3
7
　
9
8
年
9
月
）
な
ら
び
に

「
宮
本
百
合
子
r
仲
子
」
」
　
（
渡
辺
澄
子
編
r
女
性
文
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
」
世
界
思

想
社
　
の
年
1
0
月
）

注
七
　
例
え
ば
、
岩
淵
宏
子
「
娘
と
母
－
r
伸
子
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
」
　
（
r
国

文
自
白
し
第
3
1
号
　
9
1
年
1
1
月
）
、
お
よ
び
、
北
田
幸
恵
「
母
と
娘
と
r
婿
」
の
物
語

－
r
伸
子
」
を
読
み
な
お
す
ー
」
　
（
r
社
会
文
学
」
第
1
1
号
　
9
7
年
6
月
）

注
八
　
高
橋
昌
子
「
志
向
と
描
写
I
r
伸
子
」
の
複
合
性
に
つ
い
て
－
」
　
（
r
日
本
文
学
」

9
4
年
4
月
）
は
、
「
伸
子
」
を
「
女
性
解
放
と
い
う
理
念
的
志
向
と
、
明
治
大
正
文
学

に
優
勢
だ
っ
た
主
観
排
除
の
外
面
描
写
と
が
作
中
で
衝
突
し
て
い
る
」
作
品
と
し
、

「
外
面
描
写
」
の
暗
示
す
る
「
伸
子
の
意
に
反
す
る
影
の
部
分
」
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批

評
は
問
題
に
し
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

注
九
　
本
多
秋
五
稲
r
宮
本
百
合
子
研
究
し
　
（
新
潮
社
　
5
7
年
4
月
）

注
一
〇
　
寺
沢
み
づ
ほ
訳
（
紀
伊
国
屋
昏
店
　
9
2
年
9
月
）

往
一
一
　
「
母
と
娘
と
r
婿
」
の
物
語
－
r
伸
子
」
を
読
み
な
お
す
⊥
（
前
出
）

注
二
一
　
「
物
語
と
し
て
読
む
r
仲
子
ヒ
　
（
「
城
西
文
学
」
第
2
2
号
　
9
7
年
3
月
）

注
二
二
　
「
r
仲
子
」
は
〝
男
根
的
″
テ
ク
ス
ト
か
－
千
田
洋
幸
批
判
－
」
　
（
前
出
）

拝
二
四
　
水
田
宗
子
「
女
と
し
て
の
失
敗
と
成
長
－
宮
本
百
合
子
と
シ
ル
ヴ
ィ
ア
・
プ
ラ

ス
」
　
（
r
ヒ
ロ
イ
ン
か
ら
ヒ
ー
ロ
ー
へ
」
田
畑
書
店
　
8
2
年
1
2
月
）

注
一
五
　
「
r
仲
子
」
に
み
る
開
放
の
ゆ
く
え
ー
仕
事
と
愛
と
－
」
（
r
昭
和
学
院
短
期
大
学

紀
要
」
第
2
3
号
　
8
7
年
3
月
1
r
宮
本
百
合
子
－
家
族
、
政
治
、
そ
し
て
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
」
翰
林
書
房
　
9
6
年
1
0
月
）

注
〓
ハ
　
高
橋
昌
子
「
志
向
と
描
写
－
r
仲
子
」
の
複
合
性
に
つ
い
て
－
」
　
（
前
出
）
　
に

「
佃
が
同
席
し
た
場
面
で
彼
に
研
究
の
目
的
や
人
生
の
目
的
を
問
い
詰
め
る
ミ
ス
・
プ

ラ
ッ
ト
の
佃
批
判
は
、
ず
っ
と
後
に
仲
子
が
佃
に
向
け
る
批
判
と
同
質
の
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
、
ま
た
、
「
こ
の
小
説
で
は
一
貫
し
て
仲
子
は
母
に
反
発
し
な
が
ら
も
、

行
為
に
お
い
て
母
の
見
立
て
や
予
言
を
後
追
い
す
る
形
で
動
い
て
ゆ
く
」
と
い
う
指

摘
が
あ
る
。

往
一
七
　
r
マ
ザ
コ
ン
文
学
論
」
　
（
新
曜
杜
　
9
1
年
1
0
月
）

注
一
八
　
「
r
仲
子
」
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
」
（
r
女
が
読
む
日
本
近
代
文
学
」
新
曜
社
　
9
2
年
3
月
）

注
一
九
　
北
田
幸
宙
心
「
母
と
娘
と
r
婿
」
の
物
語
I
 
r
伸
子
」
を
読
み
な
お
す
－
」
　
（
前

出
）
　
に
、
「
母
が
許
容
し
な
い
男
性
だ
か
ら
こ
そ
、
（
母
）
不
在
の
空
間
で
、
母
娘
領

域
と
生
活
階
層
圏
か
ら
の
脱
出
を
賭
け
て
佃
に
惹
か
れ
結
び
つ
い
た
」
と
い
う
指
摘

が
あ
る
。

注
二
〇
　
「
r
伸
子
」
論
－
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
（
卓
越
化
）
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
交
点
－
」

（
岩
淵
宏
子
・
北
田
幸
恵
・
沼
沢
和
子
椙
r
宮
本
百
合
子
の
時
空
」
翰
林
書
房
　
0
1
年

6

月

）

注
二
一
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
岩
淵
宏
子
「
母
と
娘
－
r
伸
子
】
の
も
う
一
つ
の
テ
ク
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ス
ト
ト
」
　
（
前
出
）
が
、
「
仕
事
に
つ
い
て
は
譲
れ
な
い
と
い
う
揺
る
が
ぬ
信
念
を
持

っ
て
お
り
、
そ
こ
を
足
場
に
、
母
と
夫
を
冷
静
に
見
つ
め
た
結
果
、
母
の
r
哀
れ
】
さ

と
夫
の
校
さ
が
鮮
明
に
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
」
と
、
ま
た
、
水
田
宗
子
「
作
者
の

性
別
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
評
」
　
（
前
出
）
　
が
、
「
佃
は
伸
子
が
書
い
て
は
い
け
な
い
と
は

言
わ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
女
が
作
家
に
な
る
こ
と
が
自
分
の
喜
び
で
も
あ
る

と
言
う
の
だ
が
、
佃
の
率
直
さ
を
欠
い
た
言
い
回
し
　
（
略
）
　
は
、
彼
が
裏
表
の
あ
る

人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
て
、
伸
子
と
と
も
に
読
者
は
彼
を
信
用
し
な
い
」
と
、

伸
子
の
「
倒
錯
し
た
感
情
」
に
無
条
件
に
同
化
す
る
の
は
、
（
結
婚
制
度
か
ら
の
開
放

と
自
立
）
と
い
う
テ
ー
マ
を
（
書
く
主
体
）
と
し
て
の
伸
子
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に

は
、
佃
が
「
偽
尊
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
条
件
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
も
言
え
る
。

注
二
二
　
北
田
幸
恵
「
母
と
娘
と
r
婿
」
の
物
語
－
r
伸
子
」
を
読
み
な
お
す
⊥
（
前
出
）

に
、
「
家
父
長
制
家
族
の
成
立
が
母
と
娘
の
関
係
を
分
断
し
、
母
は
奪
わ
れ
た
娘
を
探

し
っ
づ
け
る
と
い
う
深
層
の
母
娘
物
語
を
多
計
代
は
現
し
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が

あ
る
。

注
二
三
　
例
え
ば
、
荒
正
人
「
伸
子
と
真
知
子
」
　
（
r
市
民
文
学
論
」
青
木
杏
店
　
5
5
年
6

月
）
　
に
は
、
「
第
三
者
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
仲
子
と
い
う
女
は
ど
う
し
て
自
分
の
黄

任
を
反
省
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
不
審
で
あ
る
」
と
、
ま
た
、
山
本
健
吉
「
民

主
主
義
文
学
の
精
神
的
支
柱
」
　
（
r
昭
和
の
女
流
文
学
」
実
英
之
日
本
社
　
5
9
年
1
2
月
）

に
は
、
「
責
任
は
す
べ
て
相
手
に
負
わ
せ
、
自
分
は
無
傷
の
ま
ま
、
た
く
ま
し
く
見
事

に
脱
皮
を
遂
げ
る
」
と
、
「
責
任
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

－
　
え
ん
ど
う
・
し
ん
じ
、
広
島
県
立
大
学
助
教
授
　
－
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