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田
村
俊
子
「
女
作
者
」
論

―
―〈
女
作
者
〉
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
―
―

木　

下　

史　

帆

一
　「
女
作
者
」
に
つ
い
て

　
「
女
作
者
」
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
年
）、
田
村
俊
子
に
よ
っ
て
『
新
潮
』
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。『
新
潮
』
へ
掲
載
当

初
の
題
名
は
「
遊
女
」
で
あ
っ
た
が
、
四
ヵ
月
後
の
大
正
二
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
単
行
本
『
宣
言
』
に
収
め
ら
れ
る
際
に
、
俊
子
自
身
に
よ
っ

て
「
女
作
者
」
に
改
め
ら
れ
た
。

　

本
作
に
つ
い
て
、
俊
子
は
執
筆
当
時
を
振
り
返
り
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
が
そ
の
頃
自
分
の
芸
術
の
上
に
認
め
て
い
た
美
は
デ
カ
ダ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
真
の
芸
術
は
独
創
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
信
念
を

抱
い
て
い
た
私
は
、
創
作
を
す
る
や
う
に
な
つ
て
も
、
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
と
云
ふ
見
識
で
、
男
性
の
持
た
ぬ
境
地
、
彼
ら
の
知
ら
ぬ
世

界
を
書
く
こ
と
に
ば
か
り
一
生
懸
命
に
な
つ
て
い
た
し
、
私
の
美
は
デ
カ
ダ
ニ
ズ
ム
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
自
然
頽
廃
的
な
女
の
官
能
、
女

の
感
覚
、
女
の
悩
み
、
女
の
恋
愛
と
云
ふ
や
う
な
も
の
ば
か
り
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
や
が
て
私
の
芸
術
が
行
き
詰
ま
つ
て
了
つ
た
。

（
１
）

　

俊
子
は
「
女
の
官
能
、
女
の
感
覚
、
女
の
悩
み
、
女
の
恋
愛
」
と
い
っ
た
〈
女
〉
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
結
果
、
作
家
と
し
て
の
行
き
詰
ま
り
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に
は
ま
り
こ
ん
で
い
た
の
だ
と
い
う
。

　

た
だ
し
、
当
時
の
評
判
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
悪
く
な
い
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
な
る
人
物
は
「
女
作
者
」
が
発
表
さ
れ
た
次
号
の
『
新
潮
』
二
月
号
に
お

い
て
「
田
村
と
し
子
氏
の
「
遊
女
」
は
ほ
ん
と
う
に
面
白
か
っ
た
。
感
覚
が
文
芸
の
上
に
重
要
な
地
位
を
占
め
る
や
う
に
な
っ
た
今
、
此
種
の

女
流
作
家
が
ど
し
〳
〵
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

（
２
）

と
、
俊
子
を
女
流
作
家
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

俊
子
が
世
に
出
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
あ
き
ら
め
」
は
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
懸
賞
小
説
で
一
等
と
な
り
、
そ
の
審
査
は
幸
田
露
伴
、
島

村
抱
月
、
夏
目
漱
石
が
担
当
し
た
が
、
漱
石
は
病
気
の
た
め
森
田
草
平
が
代
理
で
審
査
に
あ
た
っ
た
。
そ
の
縁
も
あ
り
、
草
平
は
俊
子
の
「
あ

き
ら
め
」
単
行
本
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。「「
あ
き
ら
め
」
を
手
に
取
り
た
る
刹
那
、
ま
づ
紫
色
の
イ
ン
キ
に
て
書
き
た
る
肉
細
の
女
文
字
が

眼
に
映
り
申
候
。
段
々
読
み
も
て
行
く
に
、
女
な
ら
で
は
と
思
は
る
る
よ
う
な
、
美
し
き
感
能
の
に
ほ
ひ
も
有
れ
ば
、
こ
ま
や
か
な
神
経
の
反

応
も
有
り
」

（
３
）

と
、
俊
子
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
「
女
性
性
」
を
評
価
し
て
い
る
。
俊
子
自
身
に
関
し
て
は
「
個
人
と
し
て
も
、
人
生
に
対
し
、

世
間
に
対
し
て
、
こ
だ
は
ら
な
い
づ
ば
ぬ
け
た
と
こ
ろ
の
あ
る
観
察
眼
を
持
つ
て
居
る
人
ら
し
い
。
其
の
点
は
明
ら
か
に
普
通
の
女
性
以
上
に

出
て
居
る
。
我
々
（
即
ち
教
育
の
あ
る
男
子
と
云
ふ
意
味
）
と
話
を
し
て
も
、
さ
う
譲
歩
し
て
話
を
す
る
必
要
が
な
い
。
さ
う
云
ふ
点
に
於
て

新
し
い
女
性
だ
と
思
ふ
」

（
４
）

と
言
及
し
、
俊
子
を
〈
新
し
い
女
性
〉
と
評
し
た
。

　

本
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
女
作
者
」
と
改
題
さ
れ
た
小
説
の
原
題
、「
遊
女
」
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
か
、
検
討
し

た
い
。
加
え
て
、
こ
の
小
説
が
原
題
「
遊
女
」
に
せ
よ
改
題
さ
れ
た
「
女
作
者
」
に
せ
よ
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
「
女
」
を
過
剰
に
意
識
さ
せ
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
、
本
文
と
執
筆
当
時
の
状
況
を
絡
め
分
析
す
る
。

　

な
お
、
本
論
に
お
け
る
「
女
作
者
」
の
本
文
は
す
べ
て
、
田
村
俊
子
「
女
作
者
」（『
田
村
俊
子
作
品
集
・
1
』
オ
リ
ジ
ン
出
版
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
三
年
）
か
ら
引
用
し
、
漢
字
は
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、
以
下
頁
数
の
み
を
示
し
た
。
ま
た
、
本
論
に
お
け
る
区
別
と
し
て
、
作
品

名
は
「
女
作
者
」
と
表
記
し
、
本
作
の
主
人
公
を
指
す
際
に
は
〈
女
作
者
〉
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
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二
　
先
行
論
に
お
け
る
「
遊
女
」
の
解
釈

　
「
女
作
者
」
に
関
す
る
先
行
論
全
体
の
傾
向
と
し
て
は
、
作
品
の
性
質
か
ら
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
が

目
立
つ（

５
）。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
が
隆
盛
を
迎
え
た
一
九
八
〇
年
代
後
半
頃
、
男
性
中
心
主
義
に
対
す
る
抵
抗
や
挑
戦
が
良
く
描
か
れ
て
い
る
と

し
て
田
村
俊
子
を
再
評
価
す
る
流
れ
が
起
こ
っ
た
こ
と
か
ら
、
比
較
的
新
し
い
研
究
が
多
い
の
も
特
徴
で
あ
る
。

　
「
遊
女
」
か
ら
「
女
作
者
」
へ
の
改
題
に
関
し
て
論
じ
た
も
の
に
は
、
黒
澤
亜
里
子
の
論
が
あ
る
。
黒
澤
は
「
俊
子
が
、「
遊
女
」
を
雑
誌
『
新

潮
』
に
掲
載
し
た
の
は
、
大
正
二
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、
俊
子
の
実
生
活
に
取
材
し
た
も
の
で
、
ひ
と
り
の
女
性
作
家
の
創

作
の
苦
し
さ
と
苛
立
た
し
い
日
常
生
活
の
気
分
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
」

（
６
）と

、「
女
作
者
」を
位
置
付
け
て
い
る
。
そ
の
上
で「
こ
こ
で
作
者
は
い
っ

た
い
何
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
創
作
の
苦
し
さ
な
ら
こ
と
さ
ら
に
「
遊
女
」
と
い
う
自
己
卑
下
と
も
と
れ
る
題
名
を
つ
け
る
必

要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
作
者
は
か
な
り
屈
折
し
た
か
た
ち
で
み
ず
か
ら
の
創
作
態
度
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
」
の
で

は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。

　

黒
澤
が
戸
惑
い
を
見
せ
る
の
も
無
理
は
な
い
。「
女
作
者
」
に
「
遊
女
」
は
登
場
し
な
い
の
だ
。
こ
の
問
題
に
対
し
、
黒
澤
は
以
下
の
よ
う
に

結
論
づ
け
て
い
る
。

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
遊
女
」
か
ら
「
女
作
者
」
へ
の
改
題
と
い
う
作
家
と
し
て
の
自
己
の
定
立
の
仕
方
の
な
か
に
、
お
の
ず
と
俊
子
の

可
能
性
も
限
界
も
含
ま
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
江
戸
三
百
年
の
歴
史
文
化
の
中
で
、「
悪
所
」
に
生
き

る
隠
微
な
「
性
」
と
し
て
蔑
ま
れ
、
ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
練
ら
れ
、
磨
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
遊
女｣

の
情
趣
と
象
徴
性
を
、
自
身
の
中

の
文
化
的
な
近
似
性
、
連
続
性
と
し
て
自
覚
的
に
引
き
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
、
近
代
文
学
に
お
け
る
「
女
作
者
」
と
し
て
立
と
う

と
い
う
作
者
の
姿
勢
の
表
明
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
黒
澤
は
、
俊
子
が
「
江
戸
三
百
年
の
歴
史
文
化
の
中
で
「
悪
所
」
に
生
き
る
隠
微
な
「
性
」
と
し
て
蔑
ま
れ
」
て
き
た
「
遊
女
」
の

イ
メ
ー
ジ
を
、
近
代
文
学
の
女
性
作
者
〈
女
作
者
〉
と
連
続
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
黒
澤
は
こ
こ
に
俊
子

の
「
可
能
性
」
と
「
限
界
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
指
摘
は
鈴
木
正
和（

７
）や

、
王
勝
群（

８
）に

も
参
照
さ
れ
て
お
り
、
の
ち
に
続
く
「
女

作
者
」
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

小
平
麻
衣
子
も
、
黒
澤
の
論
を
受
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

遊
女
の
と
ら
え
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ひ
と
ま
ず
、
男
性
優
位
の
権
力
と
経
済
の
機
構
に
依
存
し
た
存
在
で
あ
り
、
直
接
的
な

肉
体
を
取
引
の
材
料
に
す
る
も
の
だ
と
と
ら
え
て
み
た
時
、「
遊
女
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
人
目
を
引
く
効
果
が
達
成
さ
れ
た
の
ち
に
は
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
必
ず
「
女
作
者
」
と
呼
び
変
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
官
能
と
言
わ
れ
る

も
の
の
内
実
が
、
男
性
に
依
存
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
も
、
直
接
的
な
身
体
で
は
な
く
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
身

体
を
問
題
に
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
も
、「
女
作
者
」
は
遊
女
と
は
異
な
り
、
女
性
が
書
く
こ
と
そ
れ
自
体
を
テ
ー
マ
化
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る（

９
）。

　

小
平
も
ま
た
、「
遊
女
」
か
ら
「
女
作
者
」
へ
の
変
更
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、黒
澤
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
遊

女
」
と
「
女
作
者
」
の
連
続
性
を
強
調
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、小
平
は
「「
女
作
者
」
は
遊
女
と
は
異
な
り
、女
性
が
書
く
こ
と
そ
れ
自
体
を
テ
ー

マ
化
し
て
い
た
か
ら
」
こ
そ
変
更
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
、
そ
の
切
断
を
強
調
し
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
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三
　〈
ゆ
う
じ
ょ
〉
と
〈
あ
そ
び
め
〉

　

こ
の
よ
う
に
先
行
論
で
は
「
遊
女
」
と
「
女
作
者
」
の
連
続
性
と
切
断
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
作
品
で
掲
げ
ら
れ

た
「
遊
女
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
捉
え
て
お
く
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、「
遊
女
」
の
辞
書
的
な
意
味
を
確
認
し
た
い
。

『
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』）

（1
（

に
よ
る
と
、「
遊
女
」
に
は
以
下
の
三
つ
の
意
味
が
あ
る
。

①　

 

遊
ん
で
い
る
女
。
出
て
遊
ぶ
女
。

②　

 

歌
舞
に
よ
っ
て
、
人
を
楽
し
ま
せ
、
ま
た
、
枕
席
に
も
侍
っ
た
女
。
う
か
れ
め
・
白
拍
子
（
し
ら
び
ょ
う
し
）・
傀
儡
女
（
く
ぐ
つ
め
）

な
ど
の
類
。
あ
そ
び
め
。
遊
君
。

③　

 

江
戸
時
代
、
官
許
の
遊
郭
の
娼
妓
（
し
ょ
う
ぎ
）
と
、
各
所
に
存
在
し
た
私
娼
の
称
。
女
郎
。
傾
城
（
け
い
せ
い
）。

　

こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、「
遊
女
」
に
は
一
般
的
に
知
ら
れ
る
「
江
戸
時
代
の
遊
郭
の
女
」
と
い
う
意
味
の
他
に
も
、「
歌
舞
に
よ
っ
て
人
を

楽
し
ま
せ
」
る
女
、
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
②
に
つ
い
て
は
、「
江
戸
時
代
の
遊
郭
の
女
」
と
は
意
味
が
異
な
る
。
宮
武
外
骨

は
『
売
春
婦
異
名
集
』（
半
狂
堂　

一
九
二
三
年
）
に
お
い
て
「
要
す
る
に
、
遊
女
を
あ
そ
び
、
あ
そ
び
も
の
、
あ
そ
び
女
と
云
い
し
は
、
売
淫

婦
の
義
に
あ
ら
ず
し
て
歌
舞
女
の
義
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
外
骨
の
こ
の
記
述
に
つ
い
て
中
野
栄
三
は
「「
遊
女
」
の
類
に
は
、
こ
れ
ら
の
古

い
呼
称
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
「
売
女
」
で
は
な
く
、
歌
舞
を
演
ず
る
妓
に
す
ぎ
な
い
場
合
が
あ
っ
た
」
と
し
、
奈
良
・
平
安
時

代
の
貴
族
階
級
の
間
で
「
遊
び
」
と
は
、
音
楽
を
演
奏
し
て
楽
し
む
こ
と
だ
っ
た
と
『
古
語
辞
典
』
に
も
見
え
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、「
遊
女
」
を
〈
あ
そ
び
め
〉
と
し
た
場
合
に
は
、
歌
舞
を
業
と
し
て
他
の
宴
席
に
興
を
助
け
る
遊
芸
者
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
は
後

世
の
女
芸
者
に
等
し
い
。「
古
く
こ
う
し
た
「
あ
そ
び
め
」
が
変
化
し
て
「
売
女
」
と
な
り
、
さ
ら
に
ま
た
「
売
女
」
で
あ
る
「
遊
女
」
の
中
か
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ら
分
離
独
立
し
て
後
年
の
「
女
芸
者
」
が
出
現
し
た
こ
と
は
、
興
味
あ
る
現
象
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」）

（（
（

と
、
中
野
は
ま
と
め
て
い
る
。

　

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、〈
あ
そ
び
も
の
〉〈
あ
そ
び
め
〉
は
、「
売
春
婦
」
と
い
う
よ
り
も
「
女
芸
者
」
に
近
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
。『
精

選
版
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
お
け
る
②
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
平
松
隆
円
が
紹
介
す
る
よ
う
に）

（1
（

「
喜
多
村
信
節
『
瓦
礫
雑
考
』（
英
文
蔵　

一

八
一
七
年
）
を
み
る
と
「
生
地
を
み
せ
て
悦
ぶ
は
傾
城
の
こ
と
」
と
い
う
批
判
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
薄
化
粧
も
し
く
は
素
顔
は
遊
女

の
ま
ね
で
あ
り
、「
は
し
た
な
い
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
だ
が
、
実
際
に
、
江
戸
時
代
の
遊
女
は
相
手
の
着
物
に
白
粉
や
口
紅
が
付
く

の
を
防
ぐ
た
め
、
可
能
な
限
り
化
粧
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
素
顔
で
も
美
し
い
こ
と
が
、
遊
女
の
適
性
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
女
作
者
」
で
は
、「
化
粧
」
を
す
る
こ
と
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。「
こ
の
女
作
者
は
い
つ
も
白
粉
を
つ

け
て
ゐ
る
。
も
う
三
十
に
成
ら
う
と
し
て
ゐ
な
が
ら
、
随
分
濃
い
お
粧
り
を
し
て
ゐ
る
。
誰
も
見
な
い
時
な
ど
は
舞
台
化
粧
の
や
う
な
お
粧
り

を
し
て
そ
つ
と
喜
ん
で
ゐ
る
」（
二
九
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
舞
台
化
粧
の
よ
う
な
濃
い
化
粧
を
一
人
で
楽
し
む
女
が
主
人
公
で
あ
る
。
い
う

な
れ
ば
、「
女
作
者
」
に
は
「
遊
女
」
は
登
場
し
な
い
が
「
女
優
」
は
登
場
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
俊
子
本
人
も
「
女
優
」
で
あ
っ

た）
（1
（

。

　

以
上
を
踏
ま
え
考
察
す
れ
ば
、「
女
作
者
」
の
原
題
「
遊
女
」
は
、〈
ゆ
う
じ
ょ
〉
で
は
な
く
〈
あ
そ
び
め
〉
と
読
む
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、〈
ゆ
う
じ
ょ
〉
で
は
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
要
素
も
、〈
あ
そ
び
め
〉
で
あ
れ
ば

筋
が
通
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
は
、
黒
澤
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
江
戸
三
百
年
の
歴
史
文
化
の
中
で
、「
悪
所
」
に
生
き
る
隠
微
な
「
性
」
と
し

て
蔑
ま
れ
、
ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
練
ら
れ
、
磨
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
遊
女｣

の
情
趣
と
象
徴
性
」
を
前
提
と
し
た
読
み
は
踏
襲
し
な
い
。

　

女
芸
者
と
し
て
の
〈
あ
そ
び
め
〉
こ
そ
が
本
作
に
与
え
ら
れ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
物
語
を
読
み
直
す
な
ら
ば
、

ど
の
よ
う
な
「
女
作
者
」
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
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四
　「
女
作
者
」
に
お
け
る
女
性
性

　

こ
の
女
作
者
の
頭
脳
の
な
か
は
、
今
ま
で
に
乏
し
い
力
を
さ
ん
ざ
絞
り
だ
し
絞
り
だ
し
て
き
た
残
り
の
滓
で
い
つ
ぱ
い
に
な
つ
て
ゐ
て
、

も
う
何
こ
の
袋
を
揉
み
絞
つ
て
も
、
肉
の
付
い
た
一
と
言
も
出
て
こ
な
け
れ
ば
血
の
匂
ひ
の
す
る
半
句
も
食
み
で
て
こ
な
い
（
二
九
五
頁
）。

　

女
作
者
が
火
鉢
を
わ
き
に
置
い
て
き
ち
ん
と
座
つ
て
ゐ
る
座
敷
は
二
階
の
四
畳
半
で
あ
る
（
二
九
五
頁
）。

　

女
作
者
は
思
ひ
が
け
な
く
懐
し
い
も
の
に
つ
い
と
袖
を
取
ら
れ
た
や
う
な
心
持
で
、
目
を
見
張
つ
て
そ
の
微
笑
の
口
許
に
い
つ
ぱ
い
に

自
分
の
心
を
啣
ま
せ
て
ゐ
る
と
、
お
の
づ
と
女
作
者
の
胸
の
な
か
に
は
自
分
の
好
き
な
人
に
対
す
る
あ
る
感
じ
が
お
し
ろ
い
刷
毛
が
皮
膚

に
さ
わ
る
様
な
柔
ら
か
な
刺
戟
で
ま
つ
は
つ
て
く
る
（
二
九
六
頁
）。

　

こ
の
女
作
者
は
い
つ
も
白
粉
を
つ
け
て
ゐ
る
（
二
九
六
頁
）。

　

以
上
が
、「
女
作
者
」
の
冒
頭
一
段
落
か
ら
四
段
落
ま
で
の
本
文
で
あ
る
。
四
段
落
目
ま
で
す
べ
て
が
「
女
作
者
」「
こ
の
女
作
者
」
で
始
ま
り
、

「
女
作
者
」
と
い
う
語
の
過
剰
と
い
え
る
ま
で
の
強
調
が
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
こ
の
女
作
者
は
い
つ
も
白
粉
を
つ
け
て
ゐ
る
。
も
う
三
十
に
成
ら
う
と
し
て
ゐ
な
が
ら
、
随
分
濃
い
お
粧
り
を
し
て
ゐ
る
。
誰
も
見

な
い
時
な
ど
は
舞
台
化
粧
の
や
う
な
お
粧
り
を
し
て
そ
つ
と
喜
ん
で
ゐ
る
。
少
し
ぐ
ら
ゐ
身
体
の
工
合
の
悪
る
い
時
な
ら
、
わ
ざ
〳
〵
白
粉
を

つ
け
て
床
の
な
か
に
居
や
う
と
云
ふ
ほ
ど
白
粉
を
放
す
事
の
出
来
な
い
女
な
の
で
あ
る
」（
二
九
六
頁
）
と
あ
る
。〈
女
作
者
〉
は
三
十
近
い
が

随
分
濃
い
化
粧
を
し
て
お
り
、身
体
の
具
合
の
悪
い
時
で
も
白
粉
を
手
放
す
こ
と
の
出
来
な
い
女
で
あ
る
。
更
に
こ
の〈
女
作
者
〉に
と
っ
て
、「
媚

を
失
つ
た
不
貞
腐
れ
た
加
減
に
な
つ
て
く
る
。
そ
れ
が
こ
の
女
に
は
何
よ
り
も
恐
し
い
」「
だ
か
ら
自
分
の
素
顔
を
い
つ
も
白
粉
で
か
く
し
」
て

い
る
。「
媚
」
を
失
っ
た
状
態
が
何
よ
り
怖
い
、
だ
か
ら
白
粉
で
顔
を
隠
す
。「
さ
う
し
て
頬
や
小
鼻
の
わ
き
の
白
粉
が
脂
肪
に
と
け
て
、
そ
れ

に
物
の
接
触
す
る
度
に
人
知
れ
ず
匂
つ
て
く
る
お
し
ろ
い
の
香
を
味
ひ
な
が
ら
、
そ
の
お
し
ろ
い
の
香
の
染
み
つ
い
て
ゐ
る
自
分
の
情
緒
を
、
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何
か
彼
に
か
浮
気
つ
ぽ
く
浸
し
込
ん
で
、我
れ
と
我
が
身
の
媚
に
自
分
の
心
を
や
つ
し
て
ゐ
る
」
女
で
あ
る
と
い
う
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
濃

い
お
粧
り
」「
白
粉
」「
媚
」
な
ど
、
あ
き
ら
か
に
「
女
性
性
」
が
強
調
さ
れ
た
表
現
が
多
い
こ
と
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
「
女
作
者
」
に
お
け
る
過
剰
と
い
え
る
ま
で
の
「
女
性
性
」
の
強
調
に
関
し
て
は
、
本
作
が
発
表
さ
れ
た
当
時
の
文
壇
の
状

況
を
踏
ま
え
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。「
女
作
者
」
が
発
表
さ
れ
た
『
新
潮
』
に
お
い
て
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
年
）
に
小
栗
風
葉
や
生
田

長
江
ら
が
「
女
流
文
学
論
」
と
い
う
座
談
会
を
行
っ
て
い
る
。

近
来
の
女
流
作
家
と
云
ふ
も
の
を
見
る
の
に
、
ど
う
も
、
女
ら
し
い
作
家
が
無
く
て
困
る
。
う
ま
い
、
ま
ず
い
は
措
い
て
、
そ
の
女
ら
し

く
な
い
所
が
気
に
く
は
な
い
か
ら
、
僕
な
ど
も
、
今
の
女
流
作
家
の
作
品
は
余
り
読
ま
な
い
。（
中
略
）
僕
の
女
流
作
家
に
望
む
所
は
、
飽

く
迄
も
其
女
ら
し
い
所
を
保
存
し
其
女
ら
し
い
所
に
適
合
す
る
や
う
な
作
品
を
中
心
に
し
て
書
い
て
貰
ひ
た
い
と
云
ふ
事
で
あ
る）

（1
（

。

　

こ
こ
で
は
最
近
の
女
性
作
家
に
「
女
ら
し
い
作
家
」
が
い
な
い
こ
と
が
、
男
性
作
家
達
に
よ
っ
て
嘆
か
れ
て
い
る
。
こ
の
当
時
の
「
女
流
作

家
は
女
ら
し
い
作
品
を
書
く
べ
き
」
と
い
う
風
潮
と
、田
村
俊
子
の
関
連
に
お
い
て
は
、先
行
研
究
で
も
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。
小
平
麻
衣
子
は
、

「『
あ
き
ら
め
』
の
作
者
田
村
俊
子
が
「
隠
れ
た
る
女
流
作
家
」、「
未
来
あ
る
女
作
家
」（『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
四
三
・
一
・
一
二
） 

と
紹
介

さ
れ
、『
あ
き
ら
め
』
が
選
者
の
一
人
で
あ
る
島
村
抱
月
に
は
、
ま
さ
に
「
女
性
作
家
風
」
と
評
さ
れ
て
い
る 

（『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
四
三
・

一
一
・
一
一
）
の
も
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
女
性
作
家
払
底
と
い
わ
れ
る
厳
し
い
状
況
の
な
か
で
、〈
女
流
〉
作
家
・
田
村
俊
子

が
立
ち
上
が
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
決
し
て
男
性
作
家
の
領
域
を
邪
魔
し
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
」）

（1
（

と
述
べ
て
い
る
。『
あ
き
ら
め
』
初
出
が
、「
男

性
が
規
定
し
た
女
性
像
を
、
女
性
作
家
自
ら
が
書
く
こ
と
で
演
じ
た
」
も
の
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

黒
澤
亜
里
子
も
「
時
代
は
、
自
分
の
顔
を
し
た
文
学
、
し
か
も
自
然
主
義
の
よ
う
に
随
分
黄
ば
ん
だ
地
肌
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
や
や
粧
わ

れ
色
ど
ら
れ
た
顔
を
求
め
て
い
た
」
と
説
明
し
て
い
る）

（1
（

。
田
村
俊
子
が
「
あ
き
ら
め
」
に
よ
っ
て
デ
ビ
ュ
ー
し
「
女
作
者
」
を
執
筆
し
た
明
治
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後
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
の
文
壇
で
は
、女
流
作
家
に
は
「
飽
く
迄
も
其
女
ら
し
い
所
を
保
存
し
其
女
ら
し
い
所
に
適
合
す
る
や
う
な
作
品
」

を
書
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。「
男
性
の
持
た
ぬ
境
地
、
彼
ら
の
知
ら
ぬ
世
界
を
書
く
こ
と
に
ば
か
り
一
生
懸
命
に
な
つ
て
い
た
」「
自
然

頽
廃
的
な
女
の
官
能
、
女
の
感
覚
、
女
の
悩
み
、
女
の
恋
愛
と
云
ふ
や
う
な
も
の
ば
か
り
を
書
い
た
」
俊
子
自
身
が
、
男
性
作
家
達
が
望
む
「
女

ら
し
い
」「
女
性
性
」
を
強
調
し
た
テ
ク
ス
ト
を
書
く
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、「
女
作
者
」
の
テ
ク
ス
ト
に
目
を
や
れ
ば
、
本
作
の
主
人
公
は
そ
も
そ
も
書
け
な
い
小
説
家
と
し
て
物
語
の
な
か
に
登
場
し
て
く
る
。

こ
こ
に
も
ま
た
、「
女
ら
し
い
」「
女
性
性
」
の
強
調
と
い
っ
た
も
の
が
読
み
取
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

五
　
書
け
な
い
〈
女
作
者
〉

　
「
女
作
者
」
に
お
い
て
「
白
粉
」
は
、
何
度
も
登
場
す
る
重
要
な
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。

　

ま
た
、
鏡
台
の
前
に
座
つ
て
お
し
ろ
い
を
溶
い
て
る
時
に
限
つ
て
、
き
つ
と
何
か
し
ら
面
白
い
事
を
思
ひ
付
く
の
が
癖
に
な
つ
て
ゐ
る

か
ら
な
の
で
も
あ
つ
た
。
お
し
ろ
い
が
水
に
溶
け
て
冷
た
く
指
の
端
に
触
れ
る
時
、
何
か
し
ら
新
ら
し
い
心
の
触
れ
を
こ
の
女
作
者
は
感

じ
る
事
が
出
来
る
。
さ
う
し
て
そ
の
お
し
ろ
い
を
顔
に
刷
い
て
ゐ
る
内
に
、
だ
ん
と
想
が
編
ま
れ
て
く
る
―
―
こ
ん
な
事
が
能
く
あ
る
の

で
あ
つ
た
。こ
の
女
の
書
く
も
の
は
大
概
お
し
ろ
い
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。だ
か
ら
い
つ
も
白
粉
の
臭
み
が
付
い
て
ゐ
る（
二

九
七
頁
）。

　
〈
女
作
者
〉
は
こ
こ
で
、
白
粉
を
顔
に
塗
る
、
自
身
の
素
顔
を
白
粉
で
隠
し
て
い
る
と
き
「
想
が
編
ま
れ
て
く
る
」
と
説
明
す
る
。
自
身
の
書

く
も
の
大
概
お
し
ろ
い
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
い
つ
も
白
粉
の
臭
み
が
付
い
て
い
る
、
と
表
現
す
る
。
そ
の
文
章
ま
で
も
、
白
粉
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と
い
う
「
女
性
性
」「
女
ら
し
さ
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
か
ら
生
ま
れ
出
て
、
そ
の
香
り
は
消
え
る
こ
と
が
な
い
と
語
る
。

　

け
れ
ど
も
こ
の
頃
は
い
く
ら
白
粉
を
つ
け
て
も
、
何
に
も
書
く
事
が
出
て
こ
な
い
。
生
地
が
荒
れ
て
お
し
ろ
い
の
跡
が
干
破
れ
て
ゐ
る

や
う
に
、
ぬ
る
い
血
汐
が
肉
の
な
か
で
渦
を
描
い
て
る
や
う
な
も
の
懐
し
い
気
分
に
も
な
つ
て
こ
な
い
。
た
ゞ
逆
上
し
て
み
て
眼
が
充
血

の
為
に
金
壺
ま
な
こ
の
様
に
小
さ
く
な
つ
て
、
頬
が
飴
細
工
の
狸
の
や
う
に
ふ
く
ら
ま
つ
て
く
る
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
う
し
て
何
所
に
も

正
体
が
な
い
。
た
ゞ
書
く
事
が
な
い
、
書
け
な
い
、
と
云
ふ
事
ば
か
り
に
心
が
詰
ま
つ
て
し
ま
つ
て
、
耳
か
ら
頸
筋
の
ま
は
り
に
蜘
蛛
の

手
の
や
う
な
細
長
い
爪
を
持
つ
た
や
は
〳
〵
し
た
手
が
、
幾
本
も
幾
本
も
取
り
つ
い
て
る
様
な
ぞ
つ
と
し
た
取
り
詰
め
た
思
ひ
に
息
も
絶

え
さ
う
に
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
今
朝
、
こ
の
女
作
者
は
自
分
の
亭
主
の
前
で
と
う
〳
〵
泣
き
だ
し
て
了
つ
た
（
二
九
七
・
二
九
八
頁
）。

　

し
か
し
、こ
の
頃
は
い
く
ら
白
粉
を
つ
け
て
も
、何
に
も
書
く
事
が
出
て
こ
な
い
。
書
け
な
い
こ
と
に
心
が
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た〈
女
作
者
〉は
、

亭
主
の
前
で
と
う
と
う
泣
き
出
し
て
し
ま
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
「
こ
の
女
作
者
の
頭
脳
の
な
か
は
、
今
ま
で
に
乏
し
い
力

を
さ
ん
ざ
絞
り
だ
し
絞
り
だ
し
て
き
た
残
り
の
滓
で
い
つ
ぱ
い
に
な
つ
て
ゐ
て
、
も
う
何
こ
の
袋
を
揉
み
絞
つ
て
も
、
肉
の
付
い
た
一
と
言
も

出
て
こ
な
け
れ
ば
血
の
匂
ひ
の
す
る
半
句
も
食
み
で
て
こ
な
い
」（
二
九
五
頁
）
と
い
う
一
文
で
始
ま
る
。
こ
の
場
面
に
限
ら
ず
、
す
で
に
冒
頭

部
分
か
ら
、
創
作
に
行
き
詰
っ
て
い
る
〈
女
作
者
〉
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
〈
女
作
者
〉
は
書
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、〈
女
作
者
〉
の
モ
デ
ル
と
思
し
き
〈
作
者
〉
田
村
俊
子

が
執
筆
当
時
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
参
照
す
れ
ば
、
比
較
的
容
易
に
説
明
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

前
出
の
「
木
乃
伊
の
口
紅
」
で
は
、
芸
術
に
関
し
て
譲
ら
な
い
二
人
の
ぶ
つ
か
り
合
い
が
、
特
に
経
済
的
に
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
松
魚

の
屈
折
も
あ
っ
て
、
た
び
た
び
生
じ
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
、
松
魚
の
半
ば
脅
し
と
も
と
れ
る
勧
め
に
よ
り
、
俊
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子
は
、
大
阪
朝
日
新
聞
の
一
万
号
記
念
懸
賞
小
説
に
応
募
す
る
た
め
、
長
編
小
説
の
執
筆
に
着
手
し
た
。
幸
田
露
伴
、
夏
目
漱
石
、
島
村

抱
月
を
審
査
員
と
し
た
こ
の
懸
賞
の
一
等
賞
金
は
二
千
円
。
不
如
意
な
二
人
の
経
済
生
活
の
打
開
に
は
、
十
分
な
金
額
だ
っ
た）

（1
（

。

　

こ
の
解
説
が
示
す
よ
う
に
、
俊
子
が
「
あ
き
ら
め
」
で
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
の
は
、
生
活
苦
か
ら
懸
賞
小
説
を
書
く
よ
う
松
魚
に
半
ば

脅
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
作
家
と
し
て
の
俊
子
の
執
筆
活
動
に
は
当
初
か
ら
不
安
定
な
「
経
済
生
活
」
か
ら
の
強
い
圧
が
か
か
っ

て
お
り
、
主
体
的
な
創
作
意
欲
に
基
づ
い
て
作
品
を
書
く
と
い
っ
た
理
想
的
な
状
況
か
ら
は
、
か
け
離
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
女
作
者
」
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
は
〈
女
作
者
〉
が
創
作
す
る
動
機
は
書
か
れ
て
い
な
い
、
と
い
う

点
で
あ
る
。〈
作
者
〉
俊
子
に
と
っ
て
本
作
が
、
そ
し
て
創
作
自
体
が
、
生
活
費
を
稼
ぐ
た
め
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く

間
違
い
な
い
。
だ
が
テ
ク
ス
ト
で
は
、
冒
頭
よ
り
幾
度
と
な
く
創
作
の
行
き
詰
ま
り
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
生
活
費
を
稼
ぐ

た
め
で
あ
る
と
は
一
言
も
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
は
、
作
者
に
よ
る
一
種
の
〈
隠
蔽
〉
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
俺
は
知
ら
な
い
よ
。」

と
云
つ
た
。
そ
れ
が
何
う
見
て
も
小
人
ら
し
い
空
嘯
き
か
た
だ
つ
た
。（
中
略
）

「
何
で
す
つ
て
。」

と
云
ひ
な
が
ら
亭
主
の
方
を
ぢ
つ
と
見
た
。

「
お
れ
は
知
ら
な
い
つ
て
云
つ
た
ん
だ
。
何
だ
い
。
ど
れ
ほ
ど
の
物
を
今
年
に
な
っ
て
書
い
た
ん
だ
。
今
年
一
年
の
間
に
何
百
枚
の
も
の
を

書
い
た
ん
だ
。
も
う
書
く
事
が
な
い
な
ん
て
君
は
到
底
駄
目
だ
よ
。
俺
に
書
か
せ
り
や
今
日
一
日
で
四
五
十
枚
も
書
い
て
見
せ
ら
あ
。
何

だ
つ
て
書
く
事
が
あ
る
ぢ
や
な
い
か
。
そ
こ
い
ら
中
に
書
く
事
は
転
が
つ
て
ゐ
ら
あ
。
生
活
の
一
角
さ
へ
書
け
ば
い
ゝ
ん
ぢ
や
な
い
か
、

例
へ
ば
隣
り
の
家
で
兄
弟
喧
嘩
を
し
て
弟
が
家
を
横
領
し
て
兄
貴
を
入
れ
な
い
な
ん
て
事
だ
つ
て
直
ぐ
書
け
る
。
女
は
駄
目
だ
よ
。
十
枚
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か
二
十
枚
の
も
の
に
何
百
枚
と
云
ふ
消
し
を
し
て
さ
。
さ
う
し
て
そ
れ
程
の
事
に
十
日
も
十
五
日
も
か
ゝ
つ
て
ゐ
や
が
る
。
君
は
偉
い
女

に
違
ひ
な
い
。」

　

男
の
声
は
時
々
敷
石
の
上
を
安
歯
の
下
駄
で
駆
け
出
す
や
う
な
頓
狂
さ
が
交
じ
っ
て
ぽ
ん
〳
〵
と
斯
う
云
ひ
続
け
た
。
女
作
者
の
顔
は

眼
が
丸
く
な
つ
て
行
く
に
伴
れ
て
眉
毛
が
だ
ん
〳
〵
に
上
が
つ
て
行
つ
た
が
、
泣
く
ど
こ
ろ
で
な
く
て
、
失
笑
し
て
了
つ
た
（
二
九
八
・

二
九
九
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
「
女
作
者
」
に
お
い
て
、〈
女
作
者
〉
と
亭
主
の
創
作
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
は
、
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
な
に
も

書
け
な
い
と
泣
く
〈
女
作
者
〉
を
、
亭
主
は
「
も
う
書
く
事
が
な
い
な
ん
て
君
は
到
底
駄
目
だ
よ
」
と
な
じ
り
、「
俺
に
書
か
せ
り
や
今
日
一
日

で
四
五
十
枚
も
書
い
て
見
せ
ら
」
と
自
身
を
誇
示
す
る
。
こ
こ
で
亭
主
は
さ
ら
に
「
女
は
駄
目
だ
よ
」
と
、「
君
」
で
は
な
く
「
女
」
全
体
も
な
じ
っ

て
い
る
。
そ
の
亭
主
の
言
葉
に
、〈
女
作
者
〉
は
泣
く
ど
こ
ろ
か
、
失
笑
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
亭
主
を
「
小
人
ら
し
い
空
嘯
き
か
た
」

と
表
現
す
る
〈
女
作
者
〉
か
ら
は
、
俊
子
の
作
品
に
従
来
よ
り
言
及
さ
れ
て
き
た
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
意
識
」
が
読
み
取
れ
る
と
も
い
え
る）

（1
（

。

　

し
か
し
本
作
に
は
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
意
識
」
と
い
う
観
点
だ
け
で
は
捉
え
切
れ
な
い
問
題
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。

〈
女
作
者
〉
と
亭
主
の
芸
術
観
の
違
い
で
あ
る
。
亭
主
は
創
作
に
つ
い
て
、「
何
だ
つ
て
書
く
事
が
あ
る
ぢ
や
な
い
か
。
そ
こ
い
ら
中
に
書
く
事

は
転
が
つ
て
ゐ
ら
あ
。
生
活
の
一
角
さ
へ
書
け
ば
い
ゝ
ん
ぢ
や
な
い
か
」
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
。「
例
へ
ば
隣
り
の
家
で
兄
弟
喧
嘩
を
し

て
弟
が
家
を
横
領
し
て
兄
貴
を
入
れ
な
い
な
ん
て
事
だ
つ
て
直
ぐ
書
け
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
創
作
に
つ
い
て
「
出
来
事
」
を
書
け
ば
良
い
と

見
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
対
し
て
、〈
女
作
者
〉
は
「
お
し
ろ
い
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
」
文
章
を
書
く
。「
お
し
ろ
い
を
顔
に
刷
い

て
ゐ
る
内
に
、
だ
ん
と
想
が
編
ま
れ
て
く
る
」
と
語
る
よ
う
に
、「
女
性
性
」
の
「
想
」
が
根
本
に
置
か
れ
た
そ
の
世
界
観
、
芸
術
性
は
一
種
確

立
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
〈
女
作
者
〉
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
〈
女
作
者
〉
の
苦
悩
を
亭
主
が
理
解
し
て
い
な

い
た
め
に
、
こ
の
二
人
の
間
で
齟
齬
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
俊
子
は
「
女
作
者
」
に
お
い
て
は
、
二
人
の
諍
い
の
原
因
を
「
芸
術
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性
の
違
い
」
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
結
果
、「
女
作
者
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
自
体
が
、「
生
活
の
一
角
」
を
書
け
ば
よ

い
と
い
う
亭
主
の
芸
術
観
へ
の
「
反
抗
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。

「
君
は
駄
目
だ
よ
。」

斯
う
云
つ
た
先
刻
の
亭
主
の
言
葉
が
ふ
と
胸
に
浮
ん
だ
。
何
故
あ
の
時
自
分
は
笑
つ
て
し
ま
つ
た
の
だ
ら
う
。
い
く
ら
あ
の
云
ひ
草
が
馬

鹿
々
々
し
い
と
云
つ
て
も
、
も
う
少
し
何
か
云
つ
て
や
れ
ば
よ
か
つ
た
と
云
ふ
様
な
反
抗
が
つ
い
と
湧
い
て
き
た
。

「
駄
目
な
女
な
ら
何
う
な
の
。」

こ
ん
な
事
を
云
つ
て
、
又
突
つ
か
ゝ
つ
て
遣
り
度
い
気
が
し
て
き
た
。
何
で
も
い
ゝ
か
ら
自
分
の
感
情
を
五
本
の
指
で
掻
き
む
し
る
や
う

な
事
が
欲
し
い
。
も
つ
と
あ
の
男
を
怒
ら
し
て
や
ら
う
。
女
作
者
は
そ
ん
な
事
も
思
つ
た
（
三
〇
四
頁
）。

　

本
作
の
終
盤
で
は
、〈
女
作
者
〉
は
亭
主
の
態
度
の
馬
鹿
馬
鹿
し
さ
に
「
も
う
少
し
何
か
云
つ
て
や
れ
ば
よ
か
つ
た
と
云
ふ
様
な
反
抗
が
つ
い

と
湧
い
て
」
き
て
い
る
。「
駄
目
な
女
な
ら
何
う
な
の
」
と
い
う
言
葉
で
、
も
っ
と
亭
主
を
怒
ら
せ
て
や
ろ
う
と
い
う
「
反
抗
」
心
が
〈
女
作
者
〉

に
湧
き
上
が
っ
て
き
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
着
目
し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
「
反
抗
」
が
「
何
で
も
い
ゝ
か
ら
自
分
の
感
情
を
五
本
の
指

で
掻
き
む
し
る
や
う
な
事
」
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
予
感
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、

彼
女
に
は
亭
主
の
芸
術
観
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、「
頭
脳
」
が
残
り
滓
で
一
杯
に
な
っ
て
「
も
う
何
こ
の
袋
を
揉
み
絞
つ
て
も
、
肉

の
付
い
た
一
と
言
も
出
て
こ
な
け
れ
ば
血
の
匂
ひ
の
す
る
半
句
も
食
み
で
て
こ
な
」
く
な
っ
た
今
の
自
分
に
は
芸
術
的
な
も
の
は
何
も
出
て
こ

な
い
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
だ
が
、「
揉
み
絞
」
っ
て
駄
目
で
も
「
掻
き
む
し
」
っ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
何
か
生
み
出
さ
れ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
「
反
抗
」
が
、
彼
女
の
創
作
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
「
可
能
性
」
と
し
て
、〈
女
作
者
〉
の
中
に
立
ち
現
れ
る
の
で

あ
る
。
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六
　
結
論

　

本
論
で
は
こ
こ
ま
で
、「
女
作
者
」
の
「
女
性
性
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
一
段
落
か
ら
四
段
落
ま
で
の
冒
頭
が
す
べ
て
「
女
作
者
」
で

始
ま
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、「
濃
い
お
粧
り
」「
白
粉
」「
媚
」
な
ど
、「
女
性
性
」
が
強
調
さ
れ
た
表
現
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
こ
か

ら
は
「
女
の
官
能
、女
の
感
覚
、女
の
悩
み
、女
の
恋
愛
」
を
書
こ
う
と
し
た
、そ
し
て
そ
れ
が
時
代
に
望
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
自
覚
的
で
あ
っ

た
〈
女
作
者
〉
田
村
俊
子
の
意
図
を
読
み
取
こ
と
が
出
来
る
。

　

原
題
の
「
遊
女
」
に
つ
い
て
は
、「
遊
女
」
が
〈
あ
そ
び
め
〉
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
黒
澤
の
い
う
「
自
己
卑
下
と
も
と
れ
る
題
名
」
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
俊
子
に
と
っ
て
、「
女
優
」
と
し
て
「
演
じ
る
こ
と
」
も
〈
女
作
者
〉
と
し
て
「
書
く
こ
と
」
も
同
じ
「
お

し
ろ
い
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
」
な
ら
ば
、白
粉
を
つ
け
な
か
っ
た
〈
ゆ
う
じ
ょ
〉
で
は
な
く
、た
っ
ぷ
り
白
粉
を
つ
け
た
〈
あ
そ
び
め
〉
が
、

〈
女
作
者
〉
に
は
相
応
し
い
と
い
え
る
。

　

し
か
し
「
お
し
ろ
い
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
」「
白
粉
の
臭
み
が
付
い
て
ゐ
る
」
文
章
を
、〈
女
作
者
〉
は
冒
頭
か
ら
書
け
な
く
な
っ
て
い
る
。

当
時
の
男
性
作
家
達
か
ら
、
そ
し
て
具
体
的
に
い
え
ば
亭
主
か
ら
望
ま
れ
て
い
る
執
筆
活
動
で
あ
る
が
、
書
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
は
、

こ
の
〈
女
作
者
〉
が
置
か
れ
た
状
況
を
考
え
れ
ば
説
明
が
つ
く
の
で
は
な
い
か
。〈
女
作
者
〉
は
「
女
ら
し
い
作
家
」
で
い
る
た
め
の
「
媚
」
を

強
く
必
要
と
し
て
い
る
が
、
対
し
て
「
女
は
駄
目
だ
よ
」
と
い
う
言
葉
へ
の
「
反
抗
」
心
も
強
く
持
っ
て
い
る
。〈
女
作
者
〉
は
作
中
に
お
い
て
、

〈
女
〉
で
あ
る
自
身
が
非
常
に
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
。

　

田
村
俊
子
は
当
時
を
振
り
返
り
「
や
が
て
私
の
芸
術
が
行
き
詰
ま
つ
て
了
つ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
が
、「
女
作
者
」
は
そ
の
芸
術
の
行
き
詰

ま
り
が
体
現
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、
本
作
の
次
の
よ
う
な
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
が
暗
示
し
て
い
る
も
の
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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け
ふ
は
時
雨
が
降
つ
て
ゐ
る
。
雨
の
音
は
聞
え
ず
に
た
ゞ
雫
の
音
が
は
ら
〳
〵
と
響
き
を
打
つ
て
ゐ
る
。
風
の
ふ
る
え
が
障
子
の
紙
の

隙
間
を
ば
た
と
か
ら
か
つ
て
ゐ
る
。
雨
の
降
る
日
に
遊
び
に
行
く
約
束
を
し
た
人
が
あ
つ
た
が
、
と
、
こ
の
女
作
者
は
ふ
と
思
つ
た
が
、

そ
の
考
へ
は
何
の
興
味
も
起
さ
せ
ず
に
直
き
と
な
だ
ら
か
に
消
え
て
し
ま
つ
た
。
自
分
の
好
き
な
女
優
が
舞
台
の
上
で
大
根
の
膾
を
こ
し

ら
へ
て
ゐ
た
。
あ
の
手
が
冷
め
た
さ
う
に
赤
く
な
つ
て
ゐ
た
。
あ
の
手
を
握
り
し
め
て
脣
の
あ
た
ゝ
か
み
で
暖
め
て
や
り
た
い
―
―
（
三

〇
五
頁
）。

　
「
女
作
者
」
の
最
後
の
五
行
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
女
優
が
舞
台
の
上
で
大
根
の
膾
を
こ
し
ら
え
て
い
る
。
そ
れ
は
演
技
で
あ
ろ
う
が
、「
あ

の
手
が
冷
め
た
さ
う
に
赤
く
な
つ
て
」
い
る
。
そ
の
手
を
握
り
し
め
て
「
暖
め
て
や
り
た
い
」、そ
の
〈
女
作
者
〉
の
願
い
で
本
作
は
閉
じ
ら
れ
る
。

手
の
赤
さ
と
い
う
演
技
を
超
え
た
「
本
質
」
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
の
ラ
ス
ト
は
、
演
じ
る
女
で
あ
る
〈
あ
そ
び
め
〉
か
ら
反
抗
す
る
女
で
あ
る
〈
女

作
者
〉
へ
歩
み
出
そ
う
と
す
る
彼
女
の
姿
が
、
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

―
注
―

（
１
）
田
村
俊
子
「
一
つ
の
夢
」（『
文
芸
春
秋
』　

一
九
三
六
年
三
月
）

（
２
）
Ａ
Ｂ
Ｃ
「
新
年
の
小
説
を
読
み
て
」（『
新
潮
』　

一
九
一
三
年
二
月
）
二
六
頁

（
1
）
森
田
草
平
「
序
」（
田
村
俊
子
『
あ
き
ら
め
』
金
尾
文
淵
堂　

一
九
一
一
年
）
四
頁

（
４
）
森
田
草
平
「
新
ら
し
き
女
と
し
て
の
女
史
」（『
新
潮
』　

一
九
一
三
年
三
月
）
二
三
頁

（
５
）
具
体
的
に
は
、長
谷
川
啓
「
書
く
こ
と
の
（
狂
）
―
田
村
俊
子
『
女
作
者
』（『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
へ
の
招
待
』
學
藝
書
林　

一
九
九
五
年
）
や
、

飯
田
祐
子
「「
女
」
の
自
己
表
象 

応
答
性
・
被
読
性
と
田
村
俊
子
「
女
作
者
」」（『〈
生
表
象
〉
の
近
代 

自
伝
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
・
学
知
』
森
本
淳

生
編 

水
声
社　

二
〇
一
五
年
一
〇
月
）
な
ど
。
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（
６
）
黒
澤
亜
里
子
「「
遊
女
」
か
ら
「
女
作
者
」
へ
―
田
村
俊
子
に
お
け
る
自
己
定
立
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
」（『
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
』　

一
九
八
五

年
三
月
）
七
六
頁

（
７
）
鈴
木
正
和
「
田
村
俊
子
『
女
作
者
論
』
―
〈
女
〉
の
闘
争
過
程
を
読
む
―
」（『
日
本
文
学
研
究
』
33
号　

一
九
九
四
年
一
月
）
六
五
頁

（
８
）
王
勝
群
「「
厚
化
粧
」
の
田
村
俊
子
―
つ
く
る
/
つ
く
ら
れ
る
女
作
者
―
」（『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
一
〇
六　

二
〇
一
三
年
二
月
）
三
一
頁

（
９
）
小
平
麻
衣
子
「「
女
作
者
」
論　

テ
ク
ス
ト
に
融
け
る
恋
す
る
身
体
」（『
21
世
紀
日
本
文
学
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
7
）
田
村
俊
子
』
小
平
麻
衣
子
・

内
藤
千
珠
子
編　

ひ
つ
じ
書
房　

二
〇
一
四
年
）
一
四
一
頁

（
10
）『
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
13
巻
』（
小
学
館　

二
〇
〇
六
年
）
三
三
〇
頁

（
11
）
中
野
栄
三
『
雄
山
閣
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
歴
史
篇　

遊
女
Ⅰ
―
廓
（
く
る
わ
）
―
』（
雄
山
閣　

二
〇
一
六
年
）
二
二
・
二
三
頁

（
12
）
平
松
隆
円
『
化
粧
に
み
る
日
本
文
化
』（
水
曜
社　

二
〇
〇
九
年
）
一
二
八
頁

（
13
）
瀬
戸
内
晴
美
「
田
村
俊
子
年
譜
」『
田
村
俊
子
―
こ
の
女
の
一
生
―
』（
角
川
書
店　

一
九
六
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
俊
子
は
明
治
三
九
年
頃
か
ら
、

自
身
の
作
風
と
文
学
修
行
の
方
法
に
嫌
悪
と
疑
惑
を
覚
え
て
苦
し
み
、
文
学
以
外
に
自
己
表
現
の
道
を
見
出
そ
う
と
女
優
に
な
っ
た
。
翌
年
に
は

横
浜
初
衣
座
で
初
舞
台
を
踏
む
。
そ
の
の
ち
、東
京
座
で
の「
戸
津
川
合
戦
」に
田
舎
娘
役
と
し
て
出
演
し
好
評
を
得
た
。
明
治
四
三
年
本
郷
座「
波
」

の
女
主
人
公
役
を
最
後
に
、
劇
団
が
解
散
し
た
た
め
女
優
業
を
一
度
や
め
る
。
し
か
し
、
大
正
元
年
に
は
も
う
一
度
女
優
と
し
て
立
つ
た
め
文
芸

協
会
に
通
う
な
ど
、
女
優
業
へ
の
熱
意
は
大
正
五
年
頃
ま
で
続
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
14
）
小
栗
風
葉
・
柳
川
春
葉
・
徳
田
秋
江
・
生
田
長
江
・
真
山
青
果
「
女
流
文
学
論
」（『
新
潮
』　

一
九
〇
八
年
五
月
）
六
頁

（
15
）
小
平
麻
衣
子
「
女
が
女
を
演
じ
る
―
明
治
四
〇
年
代
の
化
粧
と
演
劇
」（『
女
が
女
を
演
じ
る　

文
学
・
欲
望
・
消
費
』
新
曜
社　

二
〇
〇
八
年
）

八
一
・
八
二
頁

（
16
）
黒
澤
前
掲
論
文
、
七
二
頁

（
17
）
小
平
麻
衣
子
「
俊
子
の
人
生
」（『
21
世
紀
日
本
文
学
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
7
）
田
村
俊
子
』
小
平
麻
衣
子
・
内
藤
千
珠
子
編　

ひ
つ
じ
書
房　

二
〇

一
四
年
）
九
頁

（
18
）
長
谷
川
啓
は
「
解
説
」『
田
村
俊
子
作
品
集　

第
2
巻
』（
一
九
八
八
年
九
月　

オ
リ
ジ
ン
出
版
セ
ン
タ
ー
）
の
中
で
、「
田
村
俊
子
の
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
意
識
の
出
発
」
が
、文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
の
初
出
「
あ
き
ら
め
」
か
ら
で
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
。「
つ
づ
い
て
『
青
鞜
』
創
刊
号
に
発
表
し
た
「
生
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血
」
で
女
性
の
新
し
い
自
我
の
か
た
ち
を
〈
男
女
両
性
の
相
剋
〉
関
係
の
中
で
追
求
し
は
じ
め
、「
宣
言
」「
木
乃
伊
の
口
紅
」「
奴
隷
」
と
そ
の
テ
ー

マ
を
深
め
て
い
き
、「
炮
烙
の
刑
」
で
頂
点
に
達
す
る
」（
四
三
八
頁
）
と
ま
と
め
た
。

（
文
化
創
造
研
究
科
国
文
学
専
修
博
士
前
期
課
程
二
年
）
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