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吉
田
知
子
は
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
い
。
そ
の
名
を
広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
芥
川

賞
受
賞
作
『
無
明
長
夜
』(
『
新
潮
』
一
九
七
〇
・
四
）
で
さ
え
、
状
況
は
変
わ
ら
な
い
①

。
そ

し
て
、
数
少
な
い
論
考
に
お
け
る
『
無
明
長
夜
』
理
解
と
評
価
の
基
調
を
定
め
た
の
が
、
三
島

由
紀
夫
の
芥
川
賞
選
評
②

で
あ
っ
た
。 

 

三
島
は
そ
こ
で
、
『
無
明
長
夜
』
を
「
実
存
的
作
品
で
、
す
ば
ら
し
い
断
片
の
集
積
」
と
高

く
評
価
し
た
う
え
で
、｢

で
き
れ
ば
、
断
片
の
累
積
で
終
っ
て
ほ
し
か
っ
た
。
さ
わ
り
の
本
山
の

出
火
や
回
想
の
炸
裂
は
、
い
か
に
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
盛
上
げ
に
な
っ
て
い
て
感
心
し
な
い
。
」

と
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
、｢

自
由
意
志
」
の
産
物
で
あ
る
小
説
で
は
、｢

自
由
意
志
」
が
否
定
さ

れ
た
「
偶
然
性
の
体
現
」
で
あ
る
狂
気
を
描
く
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
、
三
島
の
小
説
観
に

基
づ
く
批
判
で
あ
っ
た
③

わ
け
だ
が
、
『
無
明
長
夜
』
に
お
い
て
は
「
断
片
」
こ
そ
が
重
要
な

の
だ
と
い
う
見
解
は
、
後
の
論
者
に
引
き
継
が
れ
る
。｢

た
と
え
作
中
人
物
の
行
動
や
出
来
事
の

粗
筋
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
と
う
て
い
内
容
に
迫
る
こ
と
は

不
可
能
な
小
説
で
あ
る
。
内
容
は
い
く
つ
か
の
挿
話
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
ほ

と
ん
ど
具
象
的
な
記
述
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
読
ん
で
い
く
と
、
具
象
を
超
え

た
暗
闇
の
な
か
へ
さ
そ
い
こ
ま
れ
る
思
い
に
な
る
。｣

④

「
幼
い
頃
か
ら
人
と
会
話
と
い
う
も
の

を
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
、
と
い
う
主
人
公
が
凝
視
し
て
き
た
一
種
底
の
知
れ
な
い
暗
く
混
沌

と
し
た
世
界
を
語
る
面
白
さ
が
こ
の
小
説
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
ろ
う
。
筋
立
て
は
そ
の
た
め
の

進
行
役
に
す
ぎ
な
い
。
」
⑤

「
こ
の
作
品
の
興
味
は
、
各
場
面
の
細
部
の
描
写
に
あ
る
の
で
、

筋
立
て
は
作
者
自
身
さ
し
て
問
題
に
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
」
⑥

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

確
か
に
、
作
者
自
身
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
残
し
て
お
り
、｢

筋
立
て
は
作
者
自
身
さ
し
て
問
題

に
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
発
言
を
念
頭
に
置
い
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 

こ
れ
は
長
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
人
を
う
ん
ざ
り
さ
せ
る
の
が
目
的
な
の
で
す

か
ら
。
だ
ら
だ
ら
は
て
し
な
く
続
い
て
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
終
ら
な
く
て
、
も
う
死
ん

で
し
ま
い
た
く
な
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
小
説
な
ん
で
す
⑦ 

 

だ
が
、｢

人
を
う
ん
ざ
り
さ
せ
る
の
が
目
的
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も
飛
び
出
す
こ
の
発
言
を
、

そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。『
無
明
長
夜
』
は
、｢

だ
ら
だ
ら
は
て
し
な
く
続
」

く
「
断
片
の
集
積
」
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
断
片
」
と
見
ら
れ
る
も
の
の
多
く
が
有
機
的

に
結
合
す
る
こ
と
で
、
確
か
な
物
語
を
形
成
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
三
島
の
評

以
降
、
『
無
明
長
夜
』
の
「
筋
立
て
」
が
あ
ま
り
に
も
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
だ
。 

 

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
久
保
田
裕
子
⑧

は
、
「
断
片
の
集
積
と
思
わ
れ
た
『
無

明
長
夜
』
の
世
界
の
背
後
に
は
、｢

私
」
と
玉
枝
と
「
か
れ
、
、
」
を
め
ぐ
る
、
あ
る
全
体
像
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。｣

と
指
摘
し
、
従
来
の
見
解
を
覆
そ
う
と
し
た
。
だ
が
、
結
果
導
き
出
さ
れ

る
、｢

玉
枝
の
発
作
を
見
詰
め
る
「
私
」
の
非
情
の
ま
な
ざ
し
が
「
か
れ
、
、
」
の
罪
障
の
思
い
と
交

錯
し
、
玉
枝
と
の
共
感
的
世
界
が
、
絶
対
的
な
「
か
れ
、
、
」
の
存
在
と
共
に
外
界
と
「
私
」
を
つ

な
ぎ
止
め
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
玉
枝
と
「
か
れ
、
、
」
は
「
私
」
の
罪
と
憧
憬
を
映
す
鏡
で
あ

り
、
彼
ら
を
通
し
て
「
私
」
は
生
き
て
い
る
と
言
え
る
。｣

と
の
解
釈
は
、
ど
う
に
も
理
解
で
き

な
い
。｢

『
無
明
長
夜
』
で
は
、
見
捨
て
ら
れ
る
者
と
見
捨
て
る
者
の
双
方
の
罪
障
の
思
い
を
抱

え
込
ん
だ
異
形
の
姿
の
ま
ま
で
、｢

私
」
は
歩
き
出
す
こ
と
を
決
意
す
る
。
こ
の
「
私
」
の
あ
る

種
の
晴
れ
や
か
さ
は
、
そ
の
よ
う
な
「
イ
ノ
チ
」
の
あ
り
よ
う
を
引
き
受
け
よ
う
と
い
う
揺
る

ぎ
な
い
覚
悟
を
示
し
て
い
る
。｣

と
い
う
最
終
場
面
の
読
み
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。 

『
無
明
長
夜
』
は
、
は
た
し
て
き
ち
ん
と
読
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま

で
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
物
語
性
に
あ
ら
た
め
て
光
を
当
て
て
、
『
無

明
長
夜
』
を
読
み
直
し
て
み
た
い
。 

  
 
 
 
 

二 

 

『
無
明
長
夜
』
は
、｢
十
年
ぶ
り
に
御
本
山
へ
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
」
と
い
う
「
私
」
の
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語
り
で
始
ま
る
。
語
り
手
は
「
私
」
に
統
一
さ
れ
、
外
か
ら
の
視
点
は
一
切
持
ち
込
ま
れ
な
い
。

御
本
山
の
あ
る
門
前
村
に
帰
っ
て
か
ら
の
「
私
」
に
つ
い
て
の
語
り
と
、
幼
少
時
か
ら
帰
村
前

ま
で
の
「
私
」
の
過
去
に
つ
い
て
の
語
り
が
細
か
く
錯
綜
す
る
が
、｢

私
」
が
意
識
を
向
け
る
範

囲
が
狭
い
た
め
、
混
乱
は
生
じ
な
い
。｢

私
」
が
特
に
拘
り
続
け
る
の
は
、｢

ひ
と
つ
の
確
固
と

し
た
不
動
の
も
の
、
、
、
不
変
真
如
」
で
あ
る
御
本
山
と
「
か
れ
、
、
」
で
あ
る
。
ま
ず
は
「
私
」
と
御

本
山
と
「
か
れ
、
、
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
端
緒
か
ら
整
理
し
て
み
よ
う
。 

｢

私
」
に
と
っ
て
御
本
山
が
特
別
な
も
の
と
な
っ
た
の
は
、｢

か
れ
、
、
」
に
魅
せ
ら
れ
て
か
ら
で

あ
る
。
御
本
山
を
遊
び
場
に
し
て
い
た
「
私
」
は
、
八
歳
の
と
き
に
見
た
「
か
れ
、
、
」
か
ら
「
ひ

と
つ
の
確
か
な
も
の
」
を
感
得
し
、｢
あ
の
人
は
何
を
す
る
の
に
も
迷
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と

思
っ
た
。
以
来
、｢

私
」
に
と
っ
て
「
彼
の
確
か
さ
と
御
本
山
の
確
か
さ
は
同
じ
も
の
」
と
な
り
、

｢

二
十
数
年
、
私
は
ず
っ
と
心
の
底
の
ど
こ
か
で
御
本
山
を
意
識
し
て
生
き
て
き
」
た
の
だ
。 

 
｢

私
」
が
こ
の
よ
う
に
「
確
か
さ
」
に
拘
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、｢

私
」
が
「
確
か
さ
」
と

は
無
縁
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。｢

私
」
に
は
、
幼
い
頃
か
ら
「
規
準
」
が
な
か
っ
た

の
だ
と
い
う
。 

 
 

歯
を
磨
く
と
き
に
、
ど
の
く
ら
い
力
を
い
れ
る
か
、
何
回
こ
す
る
か
、
ど
う
し
て
も
解
り

ま
せ
ん
で
し
た
。｢

そ
ん
な
こ
と
を
い
ち
い
ち
訊
く
人
は
な
い
、
誰
だ
っ
て
知
っ
て
い
る
こ

と
だ
」
と
母
は
う
る
さ
が
り
ま
し
た
。
皆
に
は
「
規
準
」
と
い
う
も
の
が
歴
然
と
あ
っ
て

人
に
言
わ
れ
な
く
て
も
自
然
に
解
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
に
だ
け
、
ど
ん
な
規
準
も
あ
り

ま
せ
ん
。
考
え
だ
す
と
き
り
が
な
く
な
り
ま
し
た
。 

 
｢

歯
を
磨
く
こ
と
」
に
限
ら
ず
、｢

人
に
挨
拶
す
る
こ
と
、
う
が
い｣

、
そ
れ
ら
「
本
来
な
に
も

考
え
る
必
要
の
な
い
決
り
き
っ
た
事
柄
」に
関
し
て
、｢

私
だ
け
が
そ
れ
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

と
い
う
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
「
私
」
は
、｢

ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
」
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち

な
が
ら
成
長
し
て
い
く
。 

 
 

ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
を
引
き
ず
り
歩
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
不
明
瞭
な
不
快
感
が
あ

り
ま
し
た
。｢

ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
」
と
い
う
の
は
私
で
あ
り
、
ま
た
私
の
前
に
あ
る

途
方
も
な
く
長
い
道
な
の
で
す
。 

 

こ
れ
は
、｢

私
」
の
生
ま
れ
つ
き
の
資
質
と
し
て
片
付
け
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
御
本
山
が

あ
り
「
私
」
の
実
家
が
あ
る
門
前
村
は
、
私
の
生
ま
れ
故
郷
で
は
な
い
。
戦
争
中
、｢

私
」
は
母

と
と
も
に
、｢

父
の
応
召
後
、
わ
ず
か
な
伝
手
を
頼
っ
て｣

「
門
前
村
に
疎
開
し
て
き
た
」
。
当

時
「
私
」
は
「
二
歳
か
三
歳
」
。
間
も
な
く
父
の
戦
死
の
報
が
入
り
、
母
は
生
活
の
た
め
に
「
役

場
の
小
使
」
と
し
て
働
き
始
め
た
。｢

私
」
は
も
っ
ぱ
ら
母
の
手
で
育
て
ら
れ
た
の
だ
。
し
か
し
、

そ
の
母
は
、｢

役
場
の
小
使
」
と
し
て
働
き
な
が
ら
も
、｢

小
使
な
ど
と
い
う
職
業
を
大
変
屈
辱

的
に
感
じ
て
い
る
よ
う
で
」
あ
り
、
し
ば
し
ば
、｢

い
ず
れ
そ
こ
へ
戻
る
」
場
所
で
あ
り
「
私
」

に
は
「
ど
こ
と
も
知
れ
ぬ
輝
か
し
い
場
所
」
で
あ
る
「
ま
ち
、
、
の
話
」
を
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ

う
な
母
に
育
て
ら
れ
る
こ
と
で
、｢

私
」
に
、
あ
る
歪
み
が
生
じ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
⑨

。 

 
 

村
に
は
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
疎
開
者
の
家
族
が
た
く
さ
ん
い
て
、
村
人
た
ち
と
は
ち
が

う
言
葉
を
つ
か
い
、
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
優
越
感
と
阿
諛
を
露
骨
に
み
せ
て
い
ま
し
た
。

私
は
村
の
子
供
た
ち
と
も
交
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
う
い
う
疎
開
者
の
子
供
た
ち
の

仲
間
に
も
入
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の
容
易
に
人
と
な
じ
ま
な
い
陰
気
な
性
質
が
そ
の
第

一
の
原
因
だ
っ
た
の
で
す
が
、
私
が
愛
嬌
の
い
い
子
供
だ
っ
た
と
し
て
も
同
じ
こ
と
だ
っ

た
で
し
ょ
う
。
疎
開
者
の
多
く
は
売
り
食
い
で
、
役
場
の
小
使
な
ど
に
な
っ
た
人
は
い
な

か
っ
た
か
ら
で
す
。
戦
争
が
終
っ
て
二
、
三
年
も
す
る
と
彼
ら
は
町
へ
戻
り
は
じ
め
、
昭

和
二
十
年
代
も
末
に
近
く
な
っ
た
頃
は
、
村
に
残
っ
て
い
る
疎
開
者
は
私
た
ち
母
子
だ
け

に
な
り
ま
し
た
。 

 
｢

私
」
は
、
疎
開
者
の
余
所
者
で
あ
る
も
の
の
、
疎
開
者
の
集
団
に
属
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

｢

私
」
は
村
の
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
の
外
部
存
在
と
し
て
成
長
し
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
生
育
状
況

と
「
私
」
の
「
規
準
」
の
な
さ
に
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。｢

私
の
容
易
に
人

と
な
じ
ま
な
い
陰
気
な
性
質
」
も
「
規
準
」
の
な
さ
も
、
と
も
に
母
と
の
生
活
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
当
の
母
は
、
「
規
準
」
を
持
た
な
い｢

私
」
の
苦
し
み

を
理
解
せ
ず
、｢

私
」
の
訴
え
を
「
う
る
さ
が
」
る
。｢

学
校
へ
行
っ
て
も
家
へ
帰
っ
て
も
私
に

は
親
し
く
話
し
あ
う
人
は
な
か
っ
た
」
の
だ
。
家
庭
に
も
村
の
中
に
も
、
頼
る
べ
き
存
在
な
ら

び
に
自
己
形
成
の
モ
デ
ル
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
「
私
」
が
、
自
閉
的
な
傾
向
を
帯
び
る
の
も

当
然
と
い
え
よ
う
⑩

。 

 
｢

い
る
べ
き
場
所
が
な
い
と
い
う
感
じ
」
に
常
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
た
と
も
語
る
「
私
」
は
、

そ
の
例
と
し
て
、
子
ど
も
の
頃
の
葬
式
で
の
出
来
事
を
挙
げ
る
。
外
部
の
人
間
に
と
っ
て
は
、

内
部
の
人
間
に
と
っ
て
自
然
で
自
明
な
こ
と
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
冠
婚
葬
祭
を
含
む
諸
々
の
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儀
式
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
特
に
顕
著
で
あ
る
。｢

田
舎
の
葬
式
に
は
実
際
は
が
ん

じ
が
ら
め
の
規
則
や
し
き
た
り
が
あ
っ
て
、
皆
そ
れ
に
そ
っ
て
動
い
て
い
る
」
の
に
、｢

私
」
は

そ
の
中
で
上
手
く
動
く
こ
と
は
で
き
ず
、｢

い
る
場
所
も
、
す
る
こ
と
も
な
い
」
状
態
に
陥
る
こ

と
に
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
「
私
」
は
、｢

外
界
に
も
現
実
に
も
深
い
関
心
は
抱
」
か
ず
、｢

私
が
い
る
と
こ

ろ
も
仮
の
場
所
な
の
で
し
た
。
私
は
い
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
す
。｣

と
考
え
る
。

こ
こ
で
「
私
」
が
、
自
分
の
居
場
所
を
「
列
車
の
連
結
器
の
上
の
よ
う
な
と
こ
ろ
」
だ
と
い
う

の
も
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
の
外
に
い
る
「
私
」
の
在
り
方
を
正
確
に
表
し
て
い
よ
う
。｢

私
」
は

客
車
（
共
同
体
）
に
入
れ
な
い
ま
ま
、
し
か
し
列
車
（
人
生
）
か
ら
降
り
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
い
る
の
だ
。 

 

あ
ら
ゆ
る
共
同
体
の
外
に
い
る
「
私
」
は
、
異
形
の
も
の
と
し
て
お
の
れ
を
自
覚
す
る
。｢

私
」

に
そ
の
よ
う
な
自
覚
を
促
す
色
彩
が
赤
で
あ
る
。
幼
い
「
私
」
が
自
分
の
「
規
準
」
の
な
さ
に

つ
い
て
考
え
た
の
は
、
赤
い
椿
の
落
花
を
見
な
が
ら
で
あ
っ
た
。｢

私
に
最
も
強
烈
な
印
象
を
与

え
る
の
は
曼
殊
沙
華
の
赤
」
で
あ
り
、
そ
の
赤
を
見
る
と
、｢
私
」
は
、
自
分
が
「
一
刻
も
静
止

し
て
い
な
い
」｢

濃
密
な
ゼ
ラ
チ
ン
状
の
粘
っ
た
か
た
ま
り
に
な
っ
て
い
く
の
を
感
じ
」
、｢

体

に
力
を
入
れ
て
い
な
い
と
、
ば
ら
ば
ら
に
ほ
ど
け
て
流
れ
だ
し
て
し
ま
う
」
気
が
す
る
。
ま
た
、

あ
る
晩
秋
に
焚
火
を
見
た
際
に
は
、｢

私
の
内
部
の
、
私
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
い
る
生
き
も
の
」
、

｢

言
葉
や
頭
で
は
な
く
私
で
も
な
い
も
の
、
私
の
存
在
そ
の
も
の
が
闇
の
中
の
、
い
ま
は
も
う
一

点
の
光
と
な
っ
た
赤
い
火
に
揺
り
動
か
さ
れ
て
激
し
く
お
の
の
い
て
い
た
」
と
い
う
。｢
仮
の
場

所
」
に
生
き
て
い
る
今
の
「
私
」
も
ま
た
仮
の
姿
で
あ
り
、｢

私
の
存
在
そ
の
も
の
」
は
不
定
形

な
も
の
と
し
て
「
私
」
の
内
部
に
あ
る
と
「
私
」
は
考
え
る
の
だ
⑪

。 

 

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
己
存
在
の
不
安
定
さ
が
、｢

私
」
に
、
確
か
さ
と
安
定
の
象
徴
た
る

御
本
山
と
「
か
れ
、
、
」
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
⑫

。
後
に
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
、
御
本
山
と｢

か、

れ、
」
は
、
不
安
定
な
「
私
」
を
こ
ち
ら
の
世
界
に
繋
ぎ
止
め
る
た
め
に
必
要
な
、
い
わ
ば
「
私
」

の
錘
と
し
て
あ
る
⑬

。
だ
か
ら
こ
そ
「
私
」
は
、
就
職
し
て
毎
日
が
仕
事
に
追
わ
れ
る
よ
う
に

な
れ
ば
、｢

御
本
山
へ
も
の
ぼ
ら
な
く
な
り
、
な
に
も
考
え
な
く
な
」
る
の
で
あ
り
、｢

二
年
、

三
年
と
た
つ
う
ち
に
か
れ
、
、
も
遠
い
も
の
に
な
り｣

、｢

幾
重
も
の
白
い
膜
で
厚
く
蔽
わ
れ
て
し
ま
」

う
の
だ
。
結
婚
後
に
も
や
は
り
、｢

御
本
山
は
私
の
中
で
牛
乳
の
薄
皮
の
よ
う
な
平
べ
っ
た
い
膜

に
な
っ
て
冷
え
冷
え
と
し
て
い
た
」
。
太
呉
町
の
金
物
店
へ
の
就
職
か
ら
藤
川
村
で
の
結
婚
生

活
の
間
は
、｢

私
」
は
心
身
と
も
に
御
本
山
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

と
は
い
え
、
こ
の
期
間
の
「
私
」
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
安
定
は
、
相
対
的
な
も
の
で
し
か

な
い
。
も
と
よ
り
、
勤
め
て
い
る
と
き
の
「
私
」
に
は
、｢

い
る
場
所
も
、
す
る
こ
と
も
な
い
」

と
い
う
状
態
が
「
具
体
的
な
こ
と
で
は
な
く
な
」
っ
た
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、｢

い
る
場
所
も
、
す

る
こ
と
も
な
い
と
い
う
気
持
は
ず
っ
と
続
い
て
い
」
た
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
、
結
婚
生
活
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。 

 
｢

私
」
の
結
婚
は
、｢

あ
ま
り
に
も
軽
々
し
く
無
造
作
に
決
っ
た
」
と
い
う
。｢

相
手
方
の
事
情

の
た
め
に
全
く
す
ば
や
く
行
わ
れ
」
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
事
情
も
「
ど
こ
ま
で
本
当
か

解
」
ら
な
い
。
確
か
な
こ
と
は
、
こ
の
結
婚
に
「
私
」
の
強
い
意
志
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
何
も
語
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
母
の
意
向
は
強
く
反
映
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

｢

私
」
は
、
夫
の
吉
彦
が
「
再
婚
で
、
彼
の
前
の
妻
は
原
因
不
明
の
自
殺
」
を
し
て
い
る
こ
と
が

結
婚
後
に
判
明
し
て
も
、｢

彼
が
変
質
者
だ
と
い
う
噂
」
を
聞
い
て
も
⑭

、
そ
れ
ら
は
「
ど
う
で

も
よ
い
こ
と
」
、｢

興
味
の
な
い
こ
と
」
で
あ
り
、｢

吉
彦
に
も
姑
の
福
子
に
も
何
も
不
満
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
。
夫
に
「
私
ほ
ど
味
の
な
い
女
は
ど
こ
の
土
地
に
も
い
な
い
」
と

皮
肉
ら
れ
る
こ
と
を
も
含
め
、
「
私
」
に
認
め
ら
れ
る
の
は
極
端
な
受
動
性
で
あ
る
⑮

。
「
私
」

は
周
囲
に
無
関
心
な
ま
ま
、
形
だ
け
の
妻
と
嫁
を
生
き
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
期
間
に
あ
っ
て
も
、
「
私
」
は
、
仕
事
の
昼
休
み
に
訪
れ
た
神
社
で
は
、
祠
の
「
細

か
い
部
分
部
分
ま
で
」｢

見
え
る
は
ず
が
な
い
の
に
見
え
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
に
「
眩
暈
を
感
じ
、

気
持
が
悪
く
な
り
」
、｢

不
安
定
に
宙
に
浮
び
あ
が
っ
て
い
る
感
覚
」
に
襲
わ
れ
る
。
海
へ
行
け

ば
「
ぶ
る
ぶ
る
と
震
え
て
い
る
白
い
丸
い
も
の
」
の
幻
覚
を
見
⑯

、
続
い
て
「
空
間
に
不
安
定

な
格
好
で
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る
自
分
の
姿
」
を
見
る
。
姑
の
福
子
の
勧
め
で
始
め
た
書
道
塾

へ
の
行
き
帰
り
に
は
、｢

自
分
が
体
を
斜
め
に
か
し
げ
て
歩
い
て
い
る
の
に
気
づ
」
き
、｢

ず
り

落
ち
て
い
く
よ
う
な
感
覚
」
を
覚
え
る
。
そ
し
て
、
あ
る
日
の
帰
り
、
幼
児
を
助
け
よ
う
と
し

た
母
親
が
ト
ラ
ッ
ク
に
は
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
た
「
私
」
は
、
足
下
に
転
が
っ
て
来
た

母
親
の
顔
に
笑
い
が
浮
か
ぶ
の
を
見
る
の
だ
。 

数
十
分
歩
い
て
か
ら
私
は
自
分
の
顔
に
触
り
ま
し
た
。
私
は
自
分
が
彼
女
と
同
じ
顔
を
し

て
い
る
の
に
気
づ
い
た
の
で
す
。
い
い
え
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
女
が
笑
っ
た
の
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は
、
私
の
顔
を
見
て
反
射
的
に
同
じ
表
情
を
し
た
の
だ
。│

│

そ
こ
ま
で
考
え
つ
い
た
と

き
、
私
は
自
分
が
手
袋
を
脱
ぐ
と
き
の
よ
う
に
、
く
る
り
と
裏
が
え
し
に
な
る
の
を
感
じ

ま
し
た
。 

 
｢

私
」
は
、
人
と
し
て
の
倫
理
の
枠
か
ら
も
は
み
出
し
て
い
く
。
太
呉
町
で
も
藤
川
村
で
も
、

｢

私
」
の
崩
壊
、
不
気
味
な
内
部
の
表
出
は
、
こ
の
よ
う
に
着
実
に
進
行
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

夫
の
吉
彦
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
は
仮
初
め
の
も
の
と
は
い
え
一
応
の
安
定
し

た
生
活
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、｢

急
に
私
の
心
の
中
の
御
本
山
が
厚
み
を
持
ち｣

、｢

私
」

は
十
年
ぶ
り
に
門
前
村
に
帰
り
、
御
本
山
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

三 

  

し
か
し
、
十
年
ぶ
り
の
御
本
山
は
、｢

私
」
に
何
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、

｢

私
」
の
過
去
に
つ
い
て
の
語
り
は
極
端
に
減
る
⑰

。
語
ら
れ
る
の
は
十
年
ぶ
り
に
御
本
山
へ
行

っ
た
後
の
「
私
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
再
会
し
た
「
か
れ
、
、
」
と
の
関

係
の
変
化
と
、
こ
れ
ま
た
再
会
し
た
玉
枝
と
の
間
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
。
玉
枝
に
つ
い

て
は
次
節
で
ま
と
め
て
扱
う
こ
と
と
し
、
前
者
を
見
て
い
こ
う
。 

 
 

そ
れ
で
も
四
六
時
中
引
き
ず
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
ち
ら
に
も
こ
ち
ら
に
も
解
決
不
能
の

も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
不
快
な
形
で
宙
に
も
や
も
や
と
漂
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
茫

然
と
眺
め
て
時
間
を
過
し
ま
し
た
。 

 

御
本
山
へ
行
っ
た
後
の
「
私
」
の
様
子
で
あ
る
。
宙
に
漂
う
「
不
快
な
形
」
は
、
も
ち
ろ
ん｢
私
」

自
身
の
不
快
と
照
応
関
係
に
あ
る
。
す
で
に
御
本
山
で
「
私
」
は
、｢

体
中
に
「
い
や
な
気
分
」

が
詰
っ
て
い
る
」
の
を
感
じ
る
と
同
時
に
、｢

大
気
中
に
「
不
快
」
の
芽
が
充
満
し
て
い
る
」
の

を
眼
に
し
て
い
た
。
幻
視
と
「
ど
こ
か
へ
ず
る
ず
る
と
引
き
こ
ま
れ
て
い
く
」
感
覚
の
訪
れ
は

頻
繁
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、｢

私
」
は
「
か
れ
、
、
」
と
再
会
す
る
の
だ
が
、

こ
の
再
会
は
「
私
」
を
戸
惑
わ
せ
る
。
「
か
れ
、
、
」
は
「
御
本
山
で
修
業
中
に
ど
こ
か
に
出
奔
し
」
、

｢

二
十
年
間
行
方
不
明
だ
っ
た
」｢

千
台
寺
の
長
男
」
で
あ
り
、
今
は
村
人
か
ら｢

新
院
様
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
新
院
が
「
生
活
を
持
ち
、
人
び
と
に
一
挙
一
動
を
あ
げ
つ
ら
わ
れ
て
い
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
」
い
「
私
」
は
、
新
院
を
疑
う
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、｢

私
」

の
崩
壊
は
加
速
す
る
。｢

ど
ん
な
も
の
と
も
不
調
和
な
激
し
い
赤
が
日
毎
に
蔓
延
し
は
じ
め
」
、

｢

天
も
地
も
赤
く
な
る
。
私
は
、
じ
っ
と
坐
っ
た
ま
ま
で
、
そ
の
赤
に
眼
を
す
え
」
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
れ
は
幻
覚
で
あ
る
。｢

何
に
よ
ら
ず
私
に
は
ぼ
ん
や
り
と
し
か
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。」

｢

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
遠
く
な
り
ま
し
た
。
私
は
暑
く
も
な
く
寒
く
も
な
く
、
幸
福
で
も
不
幸
で
も

な
く
、
生
き
て
い
て
も
死
ん
で
い
て
も
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
い
っ
た
症
状
も
現
れ
、
記

憶
は
断
片
化
し
、
夢
と
現
実
は
曖
昧
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
先
に
あ
る
の
が
、｢

白
い
闇
」
の
世
界
、

｢

無
明
長
夜
」
の
世
界
で
あ
る
。 

 
 

ど
こ
か
に
大
き
な
秤
が
あ
る
、
と
私
は
思
い
ま
し
た
。
そ
の
秤
が
一
方
に
大
き
く
揺
れ
ま

し
た
。
ぐ
ら
り
と
傾
き
ま
し
た
。
自
分
に
は
見
え
な
い
が
必
ず
あ
る
は
ず
だ
と
信
じ
続
け

て
き
た
も
の
が
実
は
無
い
、
、
の
か
も
知
れ
な
い
。
初
め
か
ら
無
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

す
べ
て
誤
解
だ
っ
た
の
か
。
私
は
錯
覚
か
ら
出
発
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
闇
の
色
が

変
り
ま
し
た
。
い
ま
ま
で
が
黒
い
闇
だ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
は
白
い
闇
で
す
。
黒
い

闇
は
夜
が
あ
け
て
日
が
出
れ
ば
消
え
ま
す
が
、
白
い
闇
は
消
え
な
い
。
未
来
永
劫
に
融
け

る
こ
と
は
な
い
。 

 

新
院
が
た
だ
の
人
間
で
あ
り
、
確
か
さ
を
体
現
す
る
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は｢

私
」
を

こ
ち
ら
の
世
界
に
繋
ぎ
止
め
る
錘
に
は
な
り
え
な
い
。｢

そ
の
男
が
ど
こ
か
に
い
る
、
と
思
う
こ

と
で
釣
り
あ
い
が
と
れ
て
い
た
」
秤
は
、
大
き
く
傾
く
ほ
か
は
な
い
の
だ
。｢

私
」
は
次
の
よ
う

な
訴
え
を
し
た
た
め
た
手
紙
を
新
院
に
送
る
。 

 
 
 

新
院
さ
ま
。
あ
な
た
は
不
動
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。
迷
わ
ぬ
人
で
は
な
か
っ
た
の

で
す
ね
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
い
ま
さ
ら
私
は
あ
な
た
の
こ
と
を
考
え
る
の
を
止
め
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
何
が
何
で
も
片
方
の
重
み
、
そ
ち
ら
の
分
銅
の
重
み
を
な
く
す

わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
ど
ん
な
に
お
そ
ろ
し
い
も
の
だ
ろ
う
と
妙
な
も
の
だ
ろ
う

と
私
の
重
さ
だ
け
の
も
の
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
秤
皿
に
載
っ
て
い
な
い
と
私
は
…
…
ど
う

ぞ
解
っ
て
下
さ
い
。
ど
う
ぞ 

 

こ
の
手
紙
を
読
ん
だ
ら
し
い
新
院
の
、｢

わ
し
は
、
あ
ん
た
の
父
親
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
言
葉

は
、
今
に
至
る
「
私
」
の
苦
し
み
の
原
点
を
正
確
に
指
し
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
前
節
で
、｢

私
」

の
歪
み
の
最
初
の
原
因
を
母
子
関
係
に
見
た
わ
け
だ
が
、
も
し
父
が
い
た
な
ら
ば
、｢

私
」
の
幼

少
時
は
ま
た
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
新
院
を
錘
に
し
て
、
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こ
の
世
界
に
、
こ
の
「
私
」
と
し
て
留
ま
り
た
い
と
の
願
い
は
、
新
院
を
介
し
て
の
自
己
確
立

の
希
求
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
す
で
に
不
動
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
新
院
に
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
担
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
新
院
も
ま
た
、｢

あ
ん
た
に
は
自

分
以
外
の
も
の
は
な
い
の
だ｣

、｢

自
分
だ
け
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。｣

と
「
私
」

を
突
き
放
す
。｢
あ
ん
た
に
は
自
分
以
外
の
も
の
は
な
い
」
と
い
う
指
摘
も
、｢

私
」
が
他
人
と

の
親
密
な
関
係
を
構
築
で
き
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
、
自
分

自
身
を
把
握
、
確
立
で
き
な
い
た
め
に
自
分
に
拘
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
そ
れ
は
同
時
に
、
新
院

と
御
本
山
に
拘
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
だ
）
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
正
鵠
を
射
て
い

よ
う
。
新
院
に
見
放
さ
れ
た
「
私
」
は
、｢
新
院
の
眼
で
自
分
を
見
」
、｢

自
分
を
嫌
悪
し
」
、｢

愛

想
を
つ
か
し
、
見
捨
て
」
る
。
八
歳
の
と
き
か
ら
続
い
て
き
た
「
私
」
の
「
か
れ
、
、
」
＝
新
院
へ

の
執
着
は
、
こ
こ
で
終
わ
る
。 

 

新
院
に
続
い
て
、｢

私
」
の
中
で
、
御
本
山
も
失
わ
れ
る
。 

 
 

「
お
山
が
燃
え
て
る
ぞ
」
と
、
ど
こ
か
で
男
が
ど
な
り
ま
し
た
。
門
前
村
で
「
お
山
」
と

い
え
ば
御
本
山
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
聞
く
と
、
私
は
ほ
ど
け
ま
し
た
。
体
が
楽
に
な
り

ま
し
た
。
私
を
吊
し
あ
げ
て
い
た
も
の
は
、
い
ま
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る
。
私
は
忍
び
笑

い
を
は
じ
め
ま
し
た
。
お
か
し
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
理
的
に
自
然
に
笑
い
が
こ
み

あ
げ
て
く
る
の
で
す
。
私
を
人
の
形
に
貼
り
つ
け
て
い
た
釘
が
一
本
ず
つ
抜
け
落
ち
て
い

く
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
私
は
が
た
が
た
と
形
の
な
い
も
の
に
崩
れ
て
い
く
。
私
は
声
を
た

て
て
だ
ら
し
な
く
笑
い
ま
し
た
。
生
ま
れ
て
初
め
て
の
笑
い
、
、
で
し
た
。 

 
 ｢

私
」
は
、
人
の
形
を
し
た
仮
の
姿
が
失
わ
れ
、
不
定
形
の
真
の
姿
が
現
れ
る
こ
と
を
自
覚
す

る
。
御
本
山
と
い
う
錘
に
よ
っ
て
落
ち
る
こ
と
を
免
れ
、
同
時
に
宙
吊
り
の
状
態
に
「
吊
る
し

あ
げ
」
ら
れ
て
も
い
た
「
私
」
は
、
つ
い
に
崩
壊
す
る
。
こ
こ
で
の
「
私
」
の
笑
い
は
、
夫
を

捜
し
て
訪
れ
た
精
神
病
院
で
見
た
、
病
者
の
笑
い
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
声
を
出
し
て
笑
う
こ

と
が
苦
手
な
「
私
」
は
、
そ
の
と
き
、｢

き
ち
が
い
に
な
っ
た
ら
笑
え
る
で
し
ょ
う
か
。
あ
あ
い

う
よ
う
に
笑
い
た
い
。
彼
女
た
ち
の
よ
う
に
笑
い
た
い
」
と
思
っ
て
い
た
の
だ
。｢

私
」
は
、
狂

気
の
世
界
へ
と
滑
り
落
ち
る
。も
は
や「
御
本
山
の
火
事
が
ほ
ん
の
小
火
だ
っ
た
こ
と
」は
、｢

私
」

に
と
っ
て
の
現
実
で
は
な
い
。｢

私
は
御
本
山
が
壮
大
に
燃
え
て
い
る
の
を
見
た
」
の
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
が
「
私
」
に
と
っ
て
の
現
実
で
あ
る
。
「
私
」
に
は
も
う
「
御
本
山
は
無
い
」
。｢

私
」

を
こ
ち
ら
の
世
界
に
繋
ぎ
止
め
る
も
の
は
、
こ
れ
で
す
べ
て
失
わ
れ
た
の
だ
。 

  
 
 
 
 

四 

  

続
い
て
、
こ
れ
ま
で
触
れ
て
こ
な
か
っ
た｢

私｣

と
玉
枝
と
の
関
係
を
中
心
に
、
こ
ち
ら
も
で

き
る
だ
け
時
間
経
過
に
沿
い
な
が
ら
見
て
い
こ
う
。
『
無
明
長
夜
』
の
物
語
は
、｢

私
」
と
御
本

山
・｢

か
れ
、
、
」
と
の
関
係
を
第
一
の
軸
、｢

私｣

と
玉
枝
と
の
関
係
を
第
二
の
軸
と
し
て
成
立
し
て

い
る
。 

 

大
貫
玉
枝
は
「
私
の
た
だ
ひ
と
り
の
友
達
」
で
あ
っ
た
。 

 
  

私
は
ひ
と
り
で
歩
い
て
い
る
と
ソ
カ
イ
ノ
オ
コ
ン
ジ
キ
（
疎
開
者
の
乞
食)

と
意
地
悪
な
子

に
は
や
さ
れ
ま
し
た
。
玉
枝
と
い
る
と
テ
ン
カ
ン
ッ
子
バ
チ
ア
タ
リ
、
チ
ャ
ッ
ト
イ
ネ(

疾

く
去
れ
。
イ
ネ
に
は
死
ね
、
、
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
）
と
節
を
つ
け
て
歌
わ
れ
ま
し
た
。 

 

門
前
村
の
子
ど
も
た
ち
は
偏
見
の
中
に
あ
り
、癲
癇
の
持
病
が
あ
る
玉
枝
は
差
別
を
受
け
る
。

た
と
え
「
大
き
な
旅
館
の
子
」
で
あ
っ
て
も
、
玉
枝
は
共
同
体
の
周
縁
に
位
置
し
て
い
る
の
だ
。

｢

病
気
に
加
え
て
人
一
倍
引
っ
こ
み
思
案
で
臆
病
な
性
質
」
で
も
あ
る
玉
枝
は
、｢

私｣

の
分
身
的

存
在
で
あ
る
。
二
人
が
知
り
あ
っ
た
の
は
「
小
学
校
三
年
の
初
め
」
。
御
本
山
で
「
か
れ
、
、
」
を

見
た
の
が
八
歳
の
と
き
だ
か
ら
、｢

私
」
は
立
て
続
け
に
、
対
極
の
存
在
と
同
質
の
存
在
を
知
っ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
二
十
余
年
を
経
て
、｢

私
」
は
や
は
り
立
て
続
け
に
、
こ
の
両
者
と

の
別
れ
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。 

 
｢

私
」
は
玉
枝
の
発
作
を
二
度
目
撃
し
て
い
る
。
一
度
目
は
小
学
校
五
年
の
春
。｢

私
」
は
発

作
の
最
中
の
玉
枝
の
顔
を
、｢

一
秒
の
何
万
分
の
一
と
い
う
短
い
時
間
に
ぱ
っ
と
停
止
し
た
顔
、

い
わ
ば
真
空
状
態
に
あ
る
顔
」
と
し
て
記
憶
す
る
。
時
の
停
止
し
た
顔
と
は
、
他
者
と
の
関
係
、

共
同
体
と
の
関
係
、
世
界
と
の
関
係
が
停
止
し
た
顔
で
あ
り
、
物
と
し
て
の
顔
で
あ
る
。
三
島

は
『
無
明
長
夜
』
を
「
実
存
的
作
品
」
だ
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
、
玉
枝
の
実
存
が
顔
を

見
せ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 
｢

私
」
は
こ
の
顔
を
、
結
婚
後
に
思
い
出
す
こ
と
に
な
る
。
姑
の
福
子
が
用
を
足
し
て
い
る
手

洗
い
の
戸
を
「
私
」
は
う
っ
か
り
開
け
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
の
福
子
の
「
表
情
ば
か
り
か
、

何
も
な
い
顔
」
を
見
て
、｢
あ
の
と
き
の
玉
枝
の
顔
も
そ
う
だ
っ
た
」
と
思
う
の
だ
。
こ
の
と
き
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の
福
子
の
顔
が
、
や
は
り
「
す
べ
て
が
停
止
し
た
顔
」
、｢

生
き
る
と
か
死
ぬ
と
か
い
う
こ
と
の

外
側
に
あ
る
顔
」
で
あ
っ
た
。
太
呉
町
で
働
い
て
い
る
頃
、｢

私
」
は
、｢

自
分
に
は
死
ぬ
資
格

な
ど
な
い
」
、｢

私
に
は
、
そ
ん
な
人
並
な
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
。
と
り
あ
え
ず
仮
に
、
間

に
あ
わ
せ
に
生
き
て
い
る
だ
け
な
の
に
。｣

と
考
え
て
い
た
。
生
き
る
も
死
ぬ
も
、
こ
の
世
界
で

正
し
く
生
き
て
い
る
人
間
に
の
み
許
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
の
よ
う
な
考
え
を
持

っ
て
い
た
「
私
」
が
目
撃
す
る
、｢

生
き
る
と
か
死
ぬ
と
か
い
う
こ
と
の
外
側
に
あ
る
顔
」
＝｢

停

止
し
た
顔
」
と
は
、｢

私
」
の
自
画
像
に
通
じ
る
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
し
て
ま
た
、
玉
枝

と
福
子
の
こ
れ
ら
の
顔
は
、
後
に
見
る
こ
と
に
な
る
精
神
病
者
の
、｢

ま
た
た
き
も
せ
ず
に
み
つ

め
て
い
る
」｢

い
っ
ぱ
い
に
見
開
か
れ
た
ま
ま
」
の
眼
に
も
繋
が
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
「
開
き

っ
ぱ
な
し
の
ま
ま
の
大
き
な
眼
」
を
持
つ
「
彼
女
た
ち
の
存
在
の
、
そ
こ
に
い
る
だ
け
、
と
い

う
脈
絡
の
な
さ
」
は
、
他
者
と
の
関
係
、
共
同
体
と
の
関
係
、
世
界
と
の
関
係
を
失
っ
た
も
の

と
し
て
、｢

私
」
や
発
作
時
の
玉
枝
と
も
重
な
る
。 

 

二
度
目
の
目
撃
は
、｢

参
加
し
た
と
い
う
べ
き
」
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
太
呉
高
校
で
の
受
験

の
日
、｢

私
」
は
発
作
を
起
こ
し
倒
れ
か
か
っ
て
き
た
玉
枝
の
体
を
避
け
る
。 

 
 

私
が
倒
れ
か
か
る
玉
枝
の
体
を
避
け
た
の
は
決
し
て
間
違
え
た

、
、
、
、
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど

こ
か
か
ら
ひ
と
つ
の
考
え
が
突
然
私
の
頭
に
入
り
こ
み
、
決
定
的
な
確
信
と
な
っ
て
い
た

の
で
す
。
そ
の
ほ
う
が
玉
枝
に
よ
い
、
机
の
角
に
頭
を
打
ち
つ
け
て
打
ち
所
が
悪
く
て
死

ん
だ
と
し
て
も
、
そ
の
ほ
う
が
い
い
の
だ
、
と
い
う
考
え
が
。
複
雑
な
数
学
の
問
題
の
よ

う
に
順
を
追
っ
て
解
い
て
い
く
と
、
そ
う
い
う
答
え
が
出
て
い
る
。
そ
れ
を
私
は
瞬
時
に

や
っ
て
の
け
た
の
で
す
。 

 

こ
の
頃
の
「
私
」
が
す
で
に
「
自
分
に
は
死
ぬ
資
格
な
ど
な
い
」
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
玉
枝
の
死
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
「
私
」
に
は
、
た
だ
一
人

の
友
達
の
死
を
願
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
人
倫
か
ら
逸
脱
し
た
禍
々
し
さ
（
そ
れ
は
後
に
、
幼

児
の
交
通
事
故
を
目
撃
し
て
笑
っ
て
し
ま
う
「
私
」
に
そ
の
ま
ま
繋
が
っ
て
い
る
）
と
、
死
と

い
う
形
で
こ
の
世
界
か
ら
遁
走
す
る
こ
と
へ
の
憧
憬
が
共
存
し
て
い
た
だ
ろ
う
。 

 

門
前
村
に
帰
っ
て
き
た
「
私
」
は
、
や
が
て
玉
枝
と
再
会
す
る
⑱

。
玉
枝
は
、
癲
癇
は
ま
だ

治
ら
な
い
が
、｢

そ
れ
で
も
出
て
歩
く
」
、｢

わ
ざ
と
、
石
の
あ
る
と
こ
や
青
池
の
縁
な
ん
か
へ

来
る
」
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
な
死
へ
の
願
望
で
あ
る
。
次
に
会
う
の
は
千
台
寺
近
く

の
淵
の
縁
。
こ
こ
で
玉
枝
は
発
作
を
起
こ
し
、｢

私
」
は
高
校
受
験
の
日
と
同
様
に
倒
れ
か
か
っ

て
く
る
玉
枝
の
体
を
避
け
る
。
玉
枝
は
淵
に
落
ち
て
見
え
な
く
な
る
。
こ
こ
で｢

私
」
は
、
自
分

を
「
人
殺
し
」
だ
と
思
う
の
だ
が
、
こ
の
「
私
」
を
見
て
い
る
も
の
が
い
た
。 

 

玉
枝
が
落
ち
る
こ
と
に
な
る
淵
は
、「
山
の
頂
上
附
近
の
赤
土
が
流
れ
こ
ん
だ
」
た
め
か
「
異

常
な
赤
さ
」
で
（
こ
こ
で
も
赤
が
強
調
さ
れ
て
い
る
）
、｢

水
が
増
し
た
の
で
淵
の
水
面
の
形
が

変
」
わ
り
、｢

眼
の
形
」
に
な
っ
て
い
た
。｢

私
」
は
玉
枝
と
会
話
し
な
が
ら
「
水
面
の
枯
葉
の

目
ま
ぐ
る
し
い
動
き
」
を
見
て
「
め
ま
い
を
感
じ
」
、｢

頭
上
に
渦
巻
い
て
い
る
濁
流
を
見
」
る
。

こ
こ
で
は
奇
妙
に
上
下
が
逆
転
し
、
淵
の
濁
流
は
頭
上
に
あ
る
。
玉
枝
が
落
ち
た
後
、｢

私
は
顔

を
あ
げ
、
宙
に
ひ
と
つ
の
形
を
見
」
る
。｢

こ
れ
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
形
。
必
ず
こ
う

な
る
は
ず
な
の
で
し
た
。
決
っ
て
い
た
こ
と
な
の
で
す
。｣

と
語
ら
れ
る
「
形
」
が
何
の
形
な
の

か
、
直
接
に
は
明
か
さ
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
「
眼
の
形
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
先
だ
っ
て
、

新
院
は
「
私
」
に
次
の
よ
う
に
告
げ
て
い
た
。 

 
 
｢

死
ぬ
の
も
生
き
る
の
も
、
み
こ
こ
ろ
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
何
も
期
待
し
て
は
い
け
な
い
。

悩
み
苦
し
み
、
と
ん
で
も
な
い
方
向
へ
い
こ
う
と
し
て
い
て
も
…
…
小
さ
な
子
供
が
溺
れ

死
の
う
と
し
て
い
て
も
…
…
仏
は
見
て
い
る
だ
け
だ
。
仏
に
す
れ
ば
、
ど
れ
も
こ
れ
も
善、

い
こ
と

、
、
、
な
の
だ
。
二
十
年
前
に
、
わ
し
は
そ
れ
を
知
っ
た
ん
だ
。
黙
っ
て
見
て
い
る
も
の

が
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
」 

 

仏
は
黙
っ
て
見
て
い
る
だ
け
、
そ
う
新
院
に
告
げ
ら
れ
て
い
た
「
私
」
は
、｢

人
殺
し
」
と
い

う
禍
々
し
い
存
在
に
な
っ
た
自
分
も
ま
た
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
の
だ
。
こ
の
あ
た

り
で
表
面
化
し
て
く
る
の
は
、｢

私
」
と
新
院
と
の
類
似
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
す
で
に
、
新
院

は
「
私
」
同
様
に
「
無
意
味
無
益
」
で
「
不
器
用
な
人
間
」
に
過
ぎ
ず
、
不
動
の
存
在
な
ど
で

は
な
い
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
二
人
が
「
人
殺
し
」
と
し

て
重
な
る
可
能
性
が
生
じ
る
の
だ
。｢

私
」
は
半
信
半
疑
だ
っ
た
が
、
村
人
は
、
新
院
が
「
人
殺

し
を
し
て
二
十
年
刑
務
所
に
入
っ
て
い
」
た
と
噂
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。｢

か
れ
、
、
」
＝
新
院
は
、

｢

私
」
と
対
極
の
「
私
」
を
支
え
る
錘
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
「
私
」
と
同
じ
側
の
存
在
か

も
し
れ
な
い
の
だ
。 

 

そ
れ
と
は
逆
に
、
分
身
的
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
の
玉
枝
と
「
私
」
と
の
距
離
は
拡
が
る
。
淵

か
ら
離
れ
た
「
私
」
は
、
次
の
よ
う
な
幻
覚
妄
想
状
態
に
陥
る
。 
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大
空
の
中
央
に
馥
郁
と
咲
き
誇
っ
て
い
る
大
輪
の
花
々
が
あ
り
ま
し
た
。
豪
華
な
花
束
が

重
た
げ
に
た
ゆ
た
い
な
が
ら
天
井
に
浮
い
て
い
る
。
花
た
ち
は
色
と
り
ど
り
の
大
小
の
蝶

と
な
っ
て
無
心
に
舞
い
狂
い
、
煌
め
く
色
彩
硝
子
の
破
片
と
な
っ
て
鮮
明
な
紺
碧
の
空
の

涯
に
砕
け
散
り
ま
し
た
。
そ
の
遥
か
な
高
み
か
ら
露
を
含
ん
だ
花
び
ら
の
一
片
が
堕
ち
て

き
ま
し
た
。
激
し
く
揺
れ
て
い
る
高
い
木
の
梢
を
か
す
め
て
私
の
眼
の
中
に
は
ら
り
と
落

ち
ま
し
た
。
空
は
晴
天
な
の
に
下
界
は
横
な
ぐ
り
の
雨
で
し
た
。
私
は
全
身
び
し
ょ
濡
れ

に
な
り
な
が
ら
山
道
を
お
り
は
じ
め
ま
し
た
。(

中
略
）
私
は
歩
き
な
が
ら
自
分
が
玉
枝
の

名
を
呼
ん
で
い
る
の
に
気
づ
き
ま
し
た
。
私
は
そ
の
と
き
小
学
生
の
玉
枝
を
追
い
か
け
て

い
た
の
で
す
。
い
ま
ま
で
一
緒
に
遊
ん
で
い
た
玉
枝
が
何
の
合
図
も
な
し
に
、
い
き
な
り

｢

や
あ
め
た
」
と
叫
ん
で
走
り
だ
し
た
の
で
す
。
私
は
驚
い
て
追
い
か
け
ま
し
た
。
玉
枝
は

小
川
を
跳
び
こ
え
て
見
る
見
る
遠
ざ
か
り
ま
す
。
幅
の
狭
い
川
な
の
に
私
に
は
ど
う
し
て

も
飛
び
こ
せ
ま
せ
ん
。
私
は
川
の
縁
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
走
り
ま
わ
り
な
が
ら
、
ど

う
に
か
し
て
玉
枝
を
呼
び
も
ど
そ
う
と
、
何
度
も
何
度
も
玉
枝
の
名
を
呼
び
ま
し
た
。 

 

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
「
私
」
は
、
玉
枝
だ
け
が
見
事
に
死
ん
で
見
せ
た
こ
と
に

対
す
る
羨
望
と
、
置
い
て
行
か
れ
た
悲
哀
と
を
覚
え
て
い
る
。
こ
の
「
私
」
は
、
受
験
時
に
玉

枝
の
死
を
肯
定
し
よ
う
と
し
た
「
私
」
の
正
確
な
延
長
線
上
に
あ
る
。
違
い
は
、
今
回
は
本
当

に
玉
枝
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
今
「
私
」
が
い
る
下
界
は
激
し
い
雨

だ
が
、
な
ぜ
か
空
は
匂
い
立
つ
よ
う
な
鮮
や
か
さ
で
あ
る
。
新
院
は
、｢

私
」
に
、
次
の
よ
う
に

も
告
げ
て
い
た
。 

 
 
｢

極
楽
浄
土
は
、
あ
り
ま
す
。
あ
る
べ
き
だ
。
死
ぬ
ん
だ
か
ら
ね
。
誰
で
も
…
…
死
ぬ
の
は

仏
の
み
こ
こ
ろ
な
ん
だ
。
ど
ん
な
死
に
か
た
だ
ろ
う
と
。
だ
か
ら
、
極
楽
浄
土
は
、
あ
る
」 

 
｢

私
」
と
玉
枝
の
道
は
決
定
的
に
分
か
た
れ
た
。
玉
枝
は
「
仏
の
み
こ
こ
ろ
」
に
よ
り
極
楽
浄

土
に
行
っ
た
の
だ
。
絢
爛
た
る
空
の
幻
視
は
、｢

私
」
が
そ
う
受
け
止
め
て
い
る
が
故
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
取
り
残
さ
れ
た
「
死
ぬ
資
格
な
ど
な
い
」｢

私
」
は
、
こ
の
後
、
新
院
を
訪
ね
る
も
見

放
さ
れ
、
御
本
山
も
失
う
。
こ
の
経
緯
は
前
節
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
て｢

私
」
は
、
完

全
に
狂
気
の
世
界
へ
と
移
行
し
、｢

白
い
闇
」
の
世
界
を
歩
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
⑲

。
そ

こ
に
「
晴
れ
や
か
さ
」
や
「
揺
る
ぎ
な
い
覚
悟
」
を
読
み
と
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。 

 

 
 
 
 
 

五 

  

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
無
明
長
夜
』
は
、｢

私
」
の
狂
気
へ
の
転
落
と
い
う
結
末
に
向
か

っ
て
着
実
に
進
む
物
語
性
を
有
し
て
い
る
。
『
無
明
長
夜
』
を
「
断
片
の
累
積
」
や
「
い
く
つ

か
の
挿
話
か
ら
成
」
る
も
の
と
見
た
場
合
で
も
、
そ
れ
ら
「
断
片
」｢

挿
話
」
の
多
く
は
有
機
的

に
結
合
し
、こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
物
語
を
形
成
し
て
い
る
。狂
気
へ
と
滑
り
落
ち
る「
私
」

を
支
え
て
い
た
錘
と
し
て
の
御
本
山
・｢

か
れ
、
、
」
を
失
い
、
分
身
的
存
在
で
あ
る
玉
枝
に
置
き
去

り
に
さ
れ
る
こ
と
で
、｢

私
」
は
つ
い
に
狂
気
の
世
界
の
住
人
と
な
る
の
だ
。 

「
私
」
と
御
本
山
・｢

か
れ
、
、
」
と
の
関
係
と
「
私
」
と
玉
枝
と
の
関
係
が
二
つ
の
軸
と
な
っ
て
、

｢

私
」
の
狂
気
へ
の
転
落
と
い
う
物
語
を
な
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
『
無
明
長
夜
』
に
は
、
所
々

で
、こ
の
二
つ
の
軸
と
直
接
関
係
が
な
い
か
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
散
見
さ
れ
る
。先
に
、｢

断

片
」｢

挿
話
」
の
多
く
、
、
が
有
機
的
に
結
合
し
、
と
述
べ
た
の
は
そ
れ
故
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の

点
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。 

 

代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
五
年
ぶ
り
に
母
と
迎
え
た
元
旦
の
朝
に
、
ポ
ン

プ
の
口
か
ら
蟇
が
落
ち
て
く
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
新
年
早
々
、｢

醜
い
大
き
な
蛙
の
体
液
の

混
っ
た
水
で
口
を
す
す
ぎ
、
う
が
い
を
し
た
」
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、｢

す
が
す
が
し
い
一
月

元
旦
の
朝
の
風
は
一
変
し
て
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
、
な
ま
ぐ
さ
い
夜
中
の
空
気
に
な
」
る
と
い

う
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
御
本
山
に
も
「
か
れ
、
、
」
に
も
玉
枝
に
も
関
係
は
な
く
、｢

私
」
の
狂
気

の
進
行
過
程
と
も
直
接
の
関
わ
り
が
な
い
。
こ
れ
を
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
禍
々
し
い
雰
囲
気

づ
く
り
の
た
め
の
も
の
と
か
、｢

私
」
の
不
穏
な
行
く
末
を
暗
示
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
を
、
隠
れ
て
い
た
禍
々
し
い
存
在
が
姿
を
現
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し

て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
『
無
明
長
夜
』
の
全
体
と
相
似
形
を
な
す
も
の
と
な
る
⑳｢

私
」

の
狂
気
へ
の
転
落
は
、｢

私
」
の
内
部
に
蠢
い
て
い
た
不
定
形
で
不
気
味
な
存
在
が
、
そ
れ
ま
で

の
「
私
」
に
代
わ
り
、
完
全
に
表
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
全
三
章
か
ら
な
る
『
無
明
長
夜
』
の
第
二
章
の
最
後
に
置

か
れ
て
い
る
。
第
一
章
の
最
後
に
は
、
幼
児
を
助
け
よ
う
と
し
た
母
親
が
ト
ラ
ッ
ク
に
は
ね
ら

れ
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
た
「
私
」
が
「
く
る
り
と
裏
が
え
し
に
な
る
の
を
感
じ
」
る
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
置
か
れ
て
い
た
。
第
三
章
の
最
後
す
な
わ
ち
作
品
全
体
の
最
後
で
は
、
い
う
ま
で
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も
な
く
「
私
」
が
完
全
に
狂
気
の
世
界
に
入
り
こ
ん
だ
後
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
第

一
章
、
第
二
章
の
最
後
に
は
、｢

私
」
の
不
定
形
で
禍
々
し
い
内
部
が
露
わ
に
な
っ
て
い
く
過
程

を
描
い
た
『
無
明
長
夜
』
の
全
体
と
相
似
形
を
な
す
、
内
に
隠
れ
て
い
た
不
気
味
な
も
の
が
外

へ
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
あ
た
か
も
二
つ
の
紋
中
紋
の
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
。 

 

夫
の
吉
彦
が
「
再
婚
で
、
彼
の
前
の
妻
は
原
因
不
明
の
自
殺
」
を
し
て
い
る
こ
と
が
結
婚
後

に
判
明
し
た
り
、｢

彼
が
変
質
者
だ
と
い
う
噂
」
を
立
て
ら
れ
た
り
飼
い
犬
を
虐
待
す
る
よ
う
な

人
間
で
あ
っ
た
り
し
た
こ
と
も
、
隠
さ
れ
て
い
た
異
常
性
が
露
わ
に
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て

纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
御
本
山
参
道
入
口
左
手
に
あ
る
池
の
、
鯉
の
姿
は
見
え
ず
、
た
だ
「
い

き
も
の
の
気
配
が
水
底
か
ら
水
面
に
つ
た
わ
り
、
そ
の
い
の
ち
の
あ
お
り
で
水
面
が
そ
こ
だ
け

ふ
く
れ
あ
が
っ
て
い
」
た
り
、｢

底
の
ほ
う
で
暗
く
澱
ん
で
い
る
も
の
は
鯉
の
姿
と
も
気
の
せ
い

と
も
解
ら
」
な
い
と
い
う
様
子
や
、｢

猫
好
き
な
と
こ
ろ
か
ら
猫
勝
と
呼
ば
れ
て
い
」
た
「
白
痴

の
乞
食
」
が
猫
を
殺
害
し
た
（
か
も
し
れ
な
い
）
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
相

似
形
に
は
な
ら
な
い
ま
で
も
、
や
は
り
「
私
」
の
不
定
形
で
禍
々
し
い
内
部
が
露
わ
に
な
っ
て

い
く
過
程
と
共
鳴
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。 

 

『
無
明
長
夜
』
で
は
、｢

断
片
」
と
見
ら
れ
て
き
た
も
の
の
多
く
が
有
機
的
に
結
合
す
る
こ
と

で
、
確
か
な
物
語
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、｢

私
」
と
御
本
山
・｢
か
れ
、
、
」
と
の
関
係
と
、

｢

私
」
と
玉
枝
と
の
関
係
を
二
つ
の
軸
と
し
た
、｢

私｣

の
狂
気
へ
の
転
落
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

｢

私｣

の
狂
気
へ
の
転
落
は
、｢

私
」
の
禍
々
し
い
内
部
が
露
わ
に
な
る
こ
と
で
も
あ
り
、
二
つ
の

軸
に
直
接
関
係
し
な
い
「
断
片
」
も
、
隠
さ
れ
た
内
部
が
露
わ
に
な
る
過
程
と
共
鳴
す
る
も
の

と
し
て
あ
る
。
『
無
明
長
夜
』
の
構
造
は
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

  

注 ① 
 

管
見
で
は
、
作
品
名
を
冠
し
た
論
は
、
曽
根
博
義
「
『
無
明
長
夜
』
吉
田
知
子
」(

『
国
文

学 

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
三
・
五
）
、
鈴
木
靖
子
「
吉
田
知
子
「
無
明
長
夜
」
の
私
」
（
『
国

文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
六
・
九
）
、
久
保
田
裕
子
「
『
無
明
長
夜
』│

│

原
初
の
白
い

闇│
│

」
（
『
淵
叢
』
四
号
、
一
九
九
五
・
三
）
の
三
本
の
み
。
そ
の
他
、
第
六
三
回
芥
川

賞
選
評
と
書
評
を
除
け
ば
、
三
島
由
紀
夫
「
小
説
と
は
何
か 

 

十
三
」
（
『
波
』
一
九
七
〇

 

・
九
、
一
〇
）
、
吉
良
任
市
「
吉
田
知
子 

具
象
的
観
念
の
文
学
」(

『
ふ
る
さ
と
の
文
学 

静

岡
』
文
京
書
房
、
一
九
七
四
・
四
、
所
収
）
、
川
村
二
郎
「
物
語
と
告
白
」(

『
現
代
の
女
流

文
学 

第
二
巻
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
四
・
九
、
所
収
）
、
白
川
正
芳
「
解
説
」(

『
無
明

長
夜
』
新
潮
文
庫
、
一
九
七
五
・
三
）
等
に
『
無
明
長
夜
』
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
早
い

段
階
で
の
ま
と
ま
っ
た
作
家
論
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
折
金
紀
男
「
関
係
憎
悪
の
論
理│

│

吉

田
知
子
論
」(

『
吉
田
知
子
作
品
選
』
深
夜
叢
書
社
、
一
九
七
一
・
四
、
所
収
）
に
は
、
『
無

明
長
夜
』
へ
の
言
及
は
な
く
、
唯
一
の
単
行
本
で
あ
る
庄
司
肇
『
吉
田
知
子
論
』(

沖
積
舎
、

一
九
九
四
・
一
〇
）
で
は
、｢

な
ん
ど
読
ん
で
も
、
こ
ち
ら
の
脳
髄
が
拒
否
反
応
を
お
こ
す
ら

し
く
、
混
濁
し
た
印
象
が
残
る
だ
け
で
不
快
に
な
る
。
」
と
の
理
由
か
ら
、
ま
と
も
に
論
じ

ら
れ
て
い
な
い
。 

② 

第
六
三
回
芥
川
賞
選
評
「
甲
乙
つ
け
が
た
く
」(

『
文
藝
春
秋
』
一
九
七
〇
・
九
）
。 

③ 
｢

小
説
と
は
何
か 

十
三
」(

注
①
前
掲
）
。
引
用
は
『
三
島
由
紀
夫
全
集
34
』(

新
潮
社
、

二
〇
〇
三
・
九
）
に
拠
る
。
三
島
は
こ
こ
で
も
、
『
無
明
長
夜
』
を
高
く
評
価
し
つ
つ
、｢

殺

人
と
本
山
炎
上
の
妄
想
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
」
は
「
む
り
に
小
説
を
終
結
さ
せ
よ
う
と
し
た

作
者
の
恣
意
に
も
と
づ
い
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
小
説
は
、
デ
ィ
テ
ー
ル
の
集
積
だ
け
で
十

分
な
の
で
あ
り
、
そ
の
最
良
の
デ
ィ
テ
ー
ル
は
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
「
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
の

手
紙
」
を
さ
へ
思
は
せ
る
。
し
か
し
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
こ
れ
を
裏
切
る
の
だ
。
」
と
論
じ

て
い
る
。
狂
気
を
め
ぐ
る
三
島
の
小
説
観
そ
の
も
の
の
是
非
を
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
狂

気
に
陥
っ
た
「
私
」
は
語
り
手
の
資
格
を
持
ち
う
る
の
か
、
と
い
う
問
い
の
有
効
性
は
否
定

で
き
な
い
。 

④ 
 

吉
良
任
市
「
吉
田
知
子 

具
象
的
観
念
の
文
学
」(

注
①
前
掲
）
。 

⑤ 

白
川
正
芳
「
解
説
」(

注
①
前
掲
）
。 

⑥ 
鈴
木
靖
子
「
吉
田
知
子
「
無
明
長
夜
」
の
私
」(

注
①
前
掲
）
。 

⑦ 

「
「
無
明
長
夜
」
の
寺
」(

初
出
未
詳
、
『
猫
の
目
、
女
の
目
』
大
和
書
房
、
一
九
七
四
・

五
、
所
収
）
。 

⑧ 

「
『
無
明
長
夜
』│

│

原
初
の
白
い
闇│

│

」(

注
①
前
掲
）
。 

⑨ 
 

吉
田
知
子
作
品
の
母
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
豊
原
』
な
ど
を
も
交
え
な
が
ら
、
稿
を
改
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め
て
考
え
て
み
た
い
。 

⑩ 
｢

容
易
に
人
と
な
じ
ま
な
い
陰
気
な
性
質
」
の
「
私
」
に
は
、
大
貫
玉
枝
以
外
に
友
達
は
い

な
い
。｢
私
」
は
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
家
が
「
戦
前
は
蚕
小
屋
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞

い
て
か
ら
は
、｢
自
分
は
蚕
だ
」
と
思
い
込
む
「
ひ
と
り
遊
び
」
を
す
る
。 

⑪ 
 

曽
根
博
義
は
、｢
主
人
公
は
「
赤
い
も
の
」
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
、
逆
に
自
分
が
じ
つ
に

あ
や
ふ
や
な
、
形
の
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
自
分
が
刻
々
、
溶
け
て
流
れ

出
て
い
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
恐
怖
に
お
の
の
く
。｣

と
正
し
く
指
摘
す
る
一
方
で
、｢

数
々
の

｢

赤
い
も
の
」
は
、
い
ず
れ
も
明
ら
か
に
主
人
公
の
「
機
能
的
な
眼
」
に
映
っ
た
存
在
そ
の
も

の
、
隙
間
な
く
詰
ま
つ
て
い
る
確
か
な
も
の
、
、
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。｣

と
す
る
（
「
『
無
明
長

夜
』
吉
田
知
子
」
注
①
前
掲
）
。
だ
が
、｢
赤
い
も
の
」
を
「
存
在
そ
の
も
の
、
隙
間
な
く
詰

ま
つ
て
い
る
確
か
な
も
の
、
、
」
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
ト
リ
ガ
ー

で
あ
る
。 

⑫ 
 

久
保
田
裕
子
は
、｢

「
私
」
の
「
か
れ
、
、
」
へ
の
憧
憬
に
は
、
葬
式
で
の
儀
礼
や
挨
拶
の
仕
方

な
ど
の
外
部
か
ら
の
強
制
に
す
ぎ
な
い
決
め
ご
と
に
、
無
批
判
に
従
う
こ
と
へ
の
不
信
感
が

内
在
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
慣
例
を
自
明
の
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
て
し

ま
う
生
き
方
に
対
す
る
、
社
会
批
判
と
い
う
よ
う
な
明
確
な
形
を
と
ら
な
い
漠
然
と
し
た
違

和
感
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
」
と
論
じ
る
（
注
①
前
掲
論
文
）
が
、｢

私
」
の
内
部
に
、
た

と
え
「
漠
然
と
し
た
」
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。 

⑬ 

同
時
に
、
御
本
山
は
「
私
」
に
自
身
の
不
安
定
さ
を
突
き
付
け
る
も
の
で
も
あ
る
。
御
本

山
の
朱
色
の
山
門
（
「
私
は
そ
の
鱗
粉
を
ま
ぶ
し
つ
け
た
よ
う
な
乾
い
た
色
が
嫌
い
」
で
「
い

つ
も
微
か
な
不
快
感
を
覚
え
」
た
と
い
う
。
赤
と
い
う
色
彩
の
持
つ
意
味
は
こ
こ
で
も
同
じ

で
あ
る
。
）
を
「
私
」
は
く
ぐ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。｢

私
」
は
「
自
分
に
そ
の
資
格
が
な
い

か
ら
」
だ
と
感
じ
、｢

私
は
山
門
か
ら
拒
否
さ
れ
て
い
る
」
と
思
う
の
だ
。
高
校
入
学
後
、
太

呉
町
へ
通
う
軽
便
鉄
道
の
中
で
は
、
行
き
と
帰
り
の
二
回
、｢

私
」
は
御
本
山
を
意
識
し
、｢

あ

れ
は
単
な
る
建
物
だ
、
他
の
山
と
同
じ
、
た
だ
の
山
な
の
だ
と
思
う
」
こ
と
も
、｢

不
動
な
ん

て
も
の
は
あ
り
は
し
な
い
、
そ
ん
な
も
の
は
虚
妄
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
」
こ
と
も
、｢

微
動

も
し
な
い
御
本
山
を
憎
み
、
無
視
し
よ
う
と
し
」
た
こ
と
も
あ
っ
た
。 

 

⑭ 

吉
彦
の
こ
の
よ
う
な
設
定
は
、｢

こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
の
道
具
立
て
が
多
す
ぎ
て
閉
口

し
た
。｣

と
い
う
舟
橋
聖
一
の
感
想
（
第
六
三
回
芥
川
賞
選
評
「
古
山
と
吉
田
」
『
文
藝
春
秋
』

一
九
七
〇
・ 

九
）
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
よ
う
。 

⑮ 

後
に
門
前
村
で
「
私
」
は
「
子
供
相
手
の
書
道
塾
」
を
開
く
の
だ
が
、
こ
れ
も
「
母
が
私

に
何
の
相
談
も
な
く
勝
手
に
計
画
し
た
こ
と
」
で
あ
り
、｢

家
を
借
り
る
の
も
生
徒
を
集
め
る

の
も
顔
の
広
い
母
が
や
っ
た
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
「
私
」
は
母
に
従
っ
て
い
る
の

だ
。 

⑯ 

こ
の
、
見
え
る
は
ず
の
な
い
も
の
が
見
え
る
と
い
う
事
態
は
、
門
前
村
に
帰
っ
て
か
ら
も

繰
り
返
さ
れ
る
。
ま
た
、｢

私
」
は
最
後
に
は
幻
覚
に
覆
い
つ
く
さ
れ
、
狂
気
の
世
界
へ
移
行

し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
こ
は
「
白
い
闇
の
中
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
も
「
私
」
は
、｢

透
明
な

水
の
中
を
浮
き
つ
沈
み
つ
し
て
い
る
も
の
」
を
見
る
。 

⑰ 

久
保
田
裕
子
は
、｢

「
私
」
の
語
り
に
お
い
て
は
、
時
間
は
線
的
に
不
可
逆
的
に
進
行
す
る

の
で
は
な
く
、
過
去
も
現
在
も
時
間
の
遠
近
の
感
覚
が
消
滅
し
た
よ
う
に
、
全
く
並
立
し
た

も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
」
と
論
じ
る
（
注
①
前
掲
論
文
）
。
確
か
に
「
私
」
は
過
去

の
記
憶
を
ま
ざ
ま
ざ
と
蘇
ら
せ
る
が
、｢

十
年
ぶ
り
に
」
と
い
う
語
り
初
め
か
ら
「
時
間
の
遠

近
の
感
覚
」は
保
持
し
て
い
た
。む
し
ろ
、過
去
を
語
ら
な
く
な
っ
た
こ
の
あ
た
り
か
ら
、｢

私
」

の
時
間
は
澱
み
始
め
る
。 

⑱ 

久
保
田
裕
子
は
、｢

十
五
年
ぶ
り
に
「
私
」
と
再
会
し
た
玉
枝
は
、
父
の
死
後
は
家
の
中
で

厄
介
者
の
立
場
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
夫
の
失
踪
後
、｢

出
戻
り
の
娘
」
と
し
て
実

家
の
「
物
置
兼
用
の
三
畳
」
で
息
を
ひ
そ
め
て
い
る
「
私
」
の
境
遇
と
重
な
り
合
う
。｣

と
指

摘
し
て
い
る(

注
①
前
掲
論
文)

。
正
確
に
は
、｢

私
」
が
母
の
家
に
同
居
し
て
い
た
の
は
帰
村

後
数
か
月
の
間
で
、
そ
の
後
「
私
」
は
自
分
の
家
を
借
り
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
帰
村
後

も
な
お
、｢

私
」
と
玉
枝
は
分
身
的
存
在
で
あ
っ
た
。
久
保
田
は
さ
ら
に
、
玉
枝
は
「
「
私
」

の
生
き
て
い
る
原
初
的
な
世
界
を
共
有
」
す
る
、｢

自
分
の
内
部
の
原
初
の
意
識
を
反
映
し
、

拡
大
し
て
み
せ
た
よ
う
な
存
在
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
根
拠
が
薄
く
受
け
入
れ
が
た
い
。 

⑲ 
 ｢

白
い
闇
」
の
世
界
に
登
場
す
る
の
は
、
新
院
で
あ
り
、
「
母
に
似
た
羅
漢
」
で
あ
り
、
「
玉

枝
に
似
た
羅
漢
」
で
あ
り
、
男
女
の
「
白
痴
の
乞
食
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
玉
枝
は
、｢

大
願
成
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就
し
」｢

極
楽
浄
土
へ
行
」
っ
た
も
の
と
し
て
「
私
」
に
「
喝
采
」
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
男

女
の
「
白
痴
の
乞
食
」
と
は
、｢

猫
勝
」
と
呼
ば
れ
る
「
門
前
村
に
住
ん
で
い
る
白
痴
の
乞
食
」

と
、
子
供
の
頃
に
玉
枝
と
一
緒
に
目
撃
し
た
「
根
上
り
松
の
と
こ
ろ
で
出
会
っ
た
女
」
で
あ

ろ
う
。
両
者
は
、
す
で
に
狂
気
に
陥
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
、
精
神
病
院
の
患
者
た
ち
と
と

も
に
、｢

私
」
の
未
来
の
姿
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。｢

私
」
は
彼
、
彼
女
ら
の
姿
を
「
ひ

と
つ
ひ
と
つ
覗
き
こ
み
な
が
ら
歩
い
て
い
」
く
。 

 
 

な
お
、
三
島
由
起
夫
と
舟
橋
聖
一
は
、｢

夢
と
現
実
が
等
価
の
も
の
に
な
る
分
裂
症
の
病
理

学
的
分
析
も
た
し
か
な
ら
、
文
章
も
た
し
か
で
、
詩
が
横
溢
し
て
い
る
」(｢

甲
乙
つ
け
が
た

く
」
注
②
前
掲)

、｢

精
神
分
裂
者
の
幻
想
小
説
と
い
う
も
の
は
素
人
に
も
書
き
易
い
も
の
で

あ
る
」(｢

古
山
と
吉
田
」
注
⑭
前
掲
）
と
、
と
も
に
「
私
」
を
精
神
分
裂
病
（
統
合
失
調
症
）

と
見
て
い
る
。
曽
根
博
義
は
「
典
型
的
な
離
人
症
患
者
」
と
見
て
い
る(｢

『
無
明
長
夜
』
吉

田
知
子
」
注
①
前
掲
）
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
病
名
を
用
い
る
こ
と
な
く
『
無
明
長
夜
』

を
論
じ
て
き
た
。専
門
外
の
人
間
が
軽
々
に
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
、
あ
く
ま
で
も
虚
構
の
存
在
で
あ
る
主
人
公
に
、
実
在
の
病
名
を
与
え
る
必
要
も
な
い

と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
精
神
病
理
学
の
分
野
か
ら
『
無
明
長
夜
』
の｢

私
」
が
ど
う

見
え
る
の
か
、
興
味
は
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
高
橋
正
雄
「
精
神
医
学
的
に
み
た
近
代
日

本
文
学
（
第
26
報
）│

│

石
牟
礼
道
子
・
吉
田
知
子
・
有
吉
佐
和
子
・
中
野
好
夫│

│

」(

『
聖

マ
リ
ア
ン
ナ
医
学
研
究
史
』
17
（
92
）
、
二
〇
一
七
・
三
）
が
『
無
明
長
夜
』
を
取
り
上

げ
な
が
ら
「
私
」
に
ま
っ
た
く
触
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
実
に
残
念
で
あ
る
。 

⑳ 

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
締
め
く
く
る
、｢

不
透
明
で

曖
昧
に
な
っ
た
頭
の
中
で
ひ
っ
き
り
な
し
に
鐘
が
鳴
り
続
け
て
い
る
の
を
私
は
聞
き
ま
し

た
。
冬
眠
中
の
蟇
が
、
除
夜
の
鐘
を
聞
き
ま
し
た
。
背
中
一
面
に
醜
悪
な
疣
を
背
負
っ
た
大

き
な
蟇
が
聞
き
ま
し
た
。
」
と
い
う
文
章
は
、｢

冬
眠
中
の
蟇
」
＝
い
ず
れ
は
表
に
現
れ
る
「
私
」

の
不
気
味
な
内
部
、
と
し
て
読
み
う
る
も
の
と
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
い
よ
い
よ
こ
の
年
そ

れ
は
目
覚
め
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
読
め
（
蟇
が
出
て
き
た
ポ
ン
プ
は
、｢

赤
土
の
崖
」
に

面
し
た
場
所
に
あ
る
。
こ
こ
に
も
ト
リ
ガ
ー
と
な
る
赤
が
あ
る
の
だ
。
）
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
も
ま
た
、
狂
気
の
進
行
過
程
に
関
わ
る
も
の
と
な
る
。 
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