
『
女
学
雑
誌
』
「
小
供
談
」
の
試
み

〈
児
童
文
学
〉
生
成
期
を
め
ぐ
る
一
考
察

青
　
木
　
文
　
美

〈
小
説
〉
草
創
期
と
〈
児
童
文
学
〉

　
〈
児
童
文
学
〉
は
、
い
か
に
し
て
誕
生
し
た
の
か
。
福
田
清
人
は
、
「
児
童
文
学
は
、
常
に
成
人
文
学
の
後
に
、
数
歩
お
く
れ
て
歩
い
て
き
た
」

と
い
い
、
明
治
期
の
児
童
文
学
を
「
初
期
（
明
治
初
年
ー
二
三
年
）
1
1
胎
動
期
」
、
「
中
期
（
明
治
二
四
年
－
二
七
年
）
1
1
誕
生
期
」
、
「
後
期
（
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
し
レ

ニ
八
年
以
降
）
1
1
成
長
期
」
と
分
類
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
「
女
学
雑
誌
」
が
「
初
期
」
に
「
児
童
雑
誌
で
は
な
い
が
（
略
）
童
話
を
極
め
て
早
い

時
代
か
ら
の
せ
た
」
こ
と
に
ふ
れ
、
「
児
童
文
学
史
上
、
大
き
な
貢
献
を
し
た
」
と
評
価
し
た
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
的
に
「
初
期
」
は
、
最
初
の
創
作
童
話
と
い
わ
れ
た
巌
谷
小
波
「
こ
が
ね
丸
」
登
場
ま
で
の
「
胎
動
期
」
と
し
て
認

識
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
「
こ
が
ね
丸
」
の
登
場
を
〈
児
童
文
学
〉
の
誕
生
と
捉
え
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
試
行
錯
誤
は
看

過
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
胎
動
期
」
と
は
、
唯
一
、
一
般
の
文
学
と
児
童
文
学
と
が
未
分
化
だ
っ
た
時
期
で
も
あ
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、

〈
児
童
文
学
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
誕
生
す
る
ま
で
の
議
論
は
、
同
時
に
、
坪
内
遣
遥
「
小
説
神
髄
」
に
は
じ
ま
る
〈
小
説
〉
と
〈
物
語
〉
と

の
連
関
に
迫
る
議
論
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

　
つ
ま
り
、
〈
児
童
文
学
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
誕
生
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
近
代
文
学
の
根
幹
を
鋭
く
え
ぐ
る
課
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
〈
小
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説
〉
の
草
創
期
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
の
た
め
の
文
学
と
い
う
一
面
に
だ
け
囚
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
は
ず
で

あ
る
。
仮
に
、
〈
児
童
文
学
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
〈
物
語
〉
の
系
譜
と
し
て
捉
え
た
な
ら
ば
、
〈
小
説
〉
の
成
立
過
程
に
お
け
る
〈
物
語
〉
の

役
割
や
そ
の
成
果
を
追
求
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
本
稿
で
は
、
福
田
が
指
摘
し
た
『
女
学
雑
誌
』
「
小
供
談
」
欄
に
焦
点
を
当
て
て
、
〈
児
童
文
学
〉
生
成
期
を
取
り
巻
く
諸
問
題
に
つ
い
て
考

え
た
い
。
ど
の
よ
う
な
問
題
が
、
「
初
期
」
に
議
論
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
、
児
童
、
婦
女
子
と
〈
小
説
〉
、
〈
物
語
〉
と
の
関
係

は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
手
は
じ
め
に
、
「
小
説
神
髄
」
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。

昔
話
と
児
童
、
婦
女
子
の
位
置
－
坪
内
遣
遥
「
小
説
神
髄
」
の
場
合
1

　
坪
内
遣
遥
は
、
「
小
説
神
髄
」
上
巻
で
、
〈
小
説
〉
の
優
位
性
を
論
証
す
る
た
め
に
、
「
猿
蟹
合
戦
」
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
昔
話
の
性
格
と

読
者
へ
の
効
果
、
そ
の
限
界
と
を
論
拠
と
し
て
提
示
し
た
。
そ
こ
に
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
影
響
が
色
濃
く
投
影

さ
れ
て
い
る
。
遭
遥
は
、
「
奇
異
謹
の
濫
膓
」
に
「
鬼
神
誌
」
を
設
定
し
た
。
「
鬼
神
誌
」
と
は
、
「
真
実
の
物
語
」
で
あ
り
「
決
し
て
遊
戯
の
作
」

で
は
な
い
が
、
「
謬
信
説
伝
」
で
「
其
伝
記
の
妄
誕
」
で
あ
る
こ
と
も
含
ま
れ
た
「
史
」
で
あ
る
。
「
仮
作
の
話
謹
と
誰
伝
の
事
蹟
」
と
が
混
じ

り
合
い
、
「
な
か
ば
は
正
史
に
属
し
」
つ
つ
も
「
な
か
ば
は
小
説
に
類
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
適
遥
は
虚
実
の
混
じ
り
合
っ
た
「
鬼
神

誌
」
に
〈
小
説
〉
の
は
じ
ま
り
を
設
定
し
た
。
「
鬼
神
誌
」
か
ら
「
寓
言
の
書
」
へ
。
「
寓
言
の
書
」
か
ら
「
寓
意
小
説
」
へ
。
「
寓
意
小
説
」
か

ら
「
勧
懲
小
説
」
へ
。
「
勧
懲
小
説
」
か
ら
「
模
写
小
説
」
へ
。
「
模
写
小
説
」
を
到
達
点
と
し
た
「
仮
作
物
語
」
の
進
化
の
過
程
を
示
し
た
。

た
だ
し
、
こ
の
進
化
の
過
程
を
め
ぐ
る
言
説
に
は
、
章
に
よ
っ
て
解
釈
の
仕
方
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
「
小
説
の
変
遷
」
で
は
、
「
鬼
神
誌
」
か

ら
「
勧
懲
小
説
」
ま
で
を
「
ロ
ー
マ
ン
ス
」
と
捉
え
て
い
る
。
一
方
、
「
小
説
の
種
類
」
で
は
、
「
寓
意
小
説
」
ま
で
を
「
奇
異
謹
（
ロ
ー
マ
ン

ス
）
」
、
「
勧
懲
小
説
」
と
「
模
写
小
説
」
を
「
尋
常
の
謹
（
ノ
ベ
ル
）
」
と
い
う
よ
う
に
、
物
語
世
界
の
時
間
が
現
在
の
も
の
か
否
か
に
よ
っ
て
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分
割
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
重
要
な
こ
と
は
、
遣
遥
が
「
仮
作
物
語
」
の
進
化
の
過
程
に
昔
話
な
ど
の
「
寓
言
の
書
」
を
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
昔
話
を
は
じ
め
と
す
る
「
奇
異
謹
」
は
、
〈
小
説
〉
の
時
代
を
迎
え
る
と
、
極
端
に
語
ら
れ
る
機
会
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
か
わ
り

に
小
説
の
形
成
や
文
体
、
内
容
な
ど
〈
小
説
〉
に
の
み
限
ら
れ
た
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
遣
遥
は
、
昔
話
な
ど
の
「
寓
言
の
書
」
や
そ
の
読
者
で
あ
る
児
童
、
婦
女
子
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
小
説
神

髄
」
を
確
認
す
る
と
、
「
小
説
の
変
遷
」
、
「
小
説
の
稗
益
」
「
（
第
二
）
人
を
勧
奨
懲
誠
な
す
事
」
で
具
体
的
な
言
及
を
行
っ
て
い
る
。
は
じ
め
に

「
小
説
の
変
遷
」
か
ら
見
て
い
こ
う
。
こ
こ
で
は
、
「
寓
言
の
書
」
の
性
格
、
具
体
的
な
作
品
名
、
そ
し
て
、
大
人
へ
の
効
果
と
童
幼
婦
女
子
へ

の
影
響
力
に
つ
い
て
書
か
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
「
寓
言
の
書
」
の
性
格
か
ら
確
認
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
「
寓
言
の
書
」
と
は
、
「
英
国
に
て
い
ふ
フ
ヘ
イ
ベ
ル
」
を
指
す
。
そ
の
意
義
は
、
「
無
稽
の
小
説
に
調
意
を
寓
し
て
、
童
幼
婦
女
子
の
蒙
を
啓

き
、
奨
誠
な
す
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
物
語
は
、
「
浮
屠
氏
の
い
は
ゆ
る
方
便
」
の
要
素
を
多
分
に
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
其
脚
色
も
単
純
」

で
「
只
皮
相
を
の
み
閲
す
る
時
に
は
い
と
淡
く
し
て
味
」
が
な
い
よ
う
だ
が
、
「
玩
読
し
て
其
隠
微
を
し
も
味
ふ
と
き
に
は
、
所
謂
寸
鉄
人
を
殺

す
深
妙
の
旨
趣
を
見
る
事
」
が
あ
る
ほ
ど
奥
が
深
い
、
と
定
義
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
外
国
の
も
の
な
ら
ば
、
「
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
や
『
荘

　
　
　
　
　
る
ザ

子
』
の
寓
意
」
、
日
本
の
も
の
で
は
、
「
「
猿
蟹
合
戦
」
の
物
語
、
又
は
「
桃
太
郎
」
の
昔
話
、
「
舌
切
雀
」
、
「
か
ち
か
ち
山
」
」
な
ど
が
そ
れ
に
属

す
る
と
い
う
。

　
遣
遥
は
、
日
本
の
昔
話
に
対
し
て
、
「
皮
相
な
る
物
語
は
き
は
め
て
甲
斐
な
き
も
の
に
似
た
れ
ど
、
其
真
相
を
見
る
に
及
び
て
頗
る
深
意
あ
」

る
読
み
物
だ
と
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
「
深
意
」
は
、
「
大
人
具
眼
の
士
」
に
は
少
々
単
純
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
文

運
ま
す
く
進
歩
し
て
開
明
の
世
」
に
な
り
、
「
世
の
流
行
も
む
か
し
に
似
ず
」
「
奢
修
に
傾
き
」
、
「
万
の
事
み
な
贅
沢
」
に
な
る
ほ
ど
時
代
が

進
化
し
た
な
ら
ば
、
「
寓
言
の
書
」
は
本
来
の
意
味
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
「
荘
子
」
の
よ
う
な
傑
作
を
除
い
た
「
フ
ヘ

イ
ブ
ル
」
の
「
調
誠
の
旨
」
は
、
「
次
第
に
効
な
き
も
の
」
と
な
り
、
「
た
．
・
其
文
の
巧
み
な
る
と
、
其
結
構
の
妙
な
る
を
ば
賞
玩
な
す
」
だ
け
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に
な
る
。
つ
ま
り
、
心
に
迫
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
文
体
や
構
成
を
味
わ
う
だ
け
の
も
の
で
し
か
な
い
と
捉
え
て
い
る
の
だ
。
「
大
人
具
眼
の

士
」
に
は
も
の
足
り
な
い
「
寓
言
の
書
」
で
あ
る
が
、
児
童
、
婦
女
子
に
と
っ
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
対
象
が
「
童
幼
婦
女
子
」
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
作
品
が
「
劣
等
の
作
」
で
あ
れ
ば
「
童
蒙
の
お
伽
ぱ
な
し
」
、
あ
る
い
は
「
婦
女
子
ば

ら
」
の
「
玩
具
の
一
種
」
程
度
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
「
其
目
的
」
で
あ
る
は
ず
の
「
諏
刺
」
は

全
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
も
、
彼
ら
は
「
た
“
脚
色
に
の
み
眼
を
留
め
て
、
其
含
蓄
せ
る
寓
意
」
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
も
し

な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
猿
蟹
合
戦
」
な
ど
の
物
語
を
「
小
児
に
か
た
り
聞
か
す
る
祖
母
、
母
親
」
の
多
く
が
、
こ
れ
ら
の

「
寓
言
の
書
」
に
隠
さ
れ
て
い
る
「
深
意
」
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
深
意
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
さ
え
も
知
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
「
た
“
一
通
り
の
つ
く
り
ぱ
な
し
」
と
同
様
に
、
単
な
る
面
白
い
は
な
し
程
度
に
し
か
受
け
取
っ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
の
結
果
、
「
寓

言
の
書
」
は
、
そ
れ
よ
り
も
複
雑
化
し
た
「
西
遊
記
」
な
ど
の
「
寓
意
小
説
」
に
そ
の
座
を
奪
わ
れ
、
い
ず
れ
は
誰
も
読
ま
な
い
も
の
に
な
る

と
規
定
し
た
。

　
要
す
る
に
、
遣
遥
の
考
え
る
「
寓
言
の
書
」
は
、
「
大
人
具
眼
の
士
」
に
は
「
た
．
・
そ
の
文
の
巧
み
な
る
と
、
其
結
構
の
妙
な
る
を
ば
賞
玩
な

す
」
も
の
で
し
か
な
い
。
対
象
を
児
童
、
婦
女
子
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
「
童
蒙
を
啓
く
」
点
で
は
優
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
「
か
た
り
聞
か

す
る
祖
母
、
母
親
」
に
「
深
意
」
を
読
み
取
る
力
が
備
わ
っ
て
い
な
い
た
め
に
正
し
く
理
解
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
寓

言
の
書
」
は
消
え
る
運
命
に
あ
る
と
い
う
の
だ
。

　
で
は
、
児
童
、
婦
女
子
に
は
ど
の
よ
う
な
物
語
が
相
応
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
彼
ら
が
物
語
と
触
れ
合
う
場
合
、
ど
の
よ
う
な
配
慮
を

す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
児
童
、
婦
女
子
と
物
語
と
の
関
係
に
注
目
し
て
、
「
小
説
の
稗
益
」
「
（
第
二
）
人
を
勧
奨
懲
誠
な
す
事
」
を
見
て
み

よ
う
。

　
こ
こ
で
は
、
「
人
生
の
大
機
関
」
を
表
し
た
〈
小
説
〉
が
「
敏
若
き
童
男
童
女
」
に
与
え
る
影
響
、
ま
た
、
彼
ら
が
陥
り
や
す
い
問
題
点
と
そ

の
理
由
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
東
西
間
わ
ず
、
年
若
い
者
が
〈
小
説
〉
を
読
む
習
慣
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
非
常
に
「
危
険
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な
る
習
慣
」
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
若
年
者
と
成
人
と
で
は
、
影
響
の
受
け
方
に
違
い
が
あ
る
か
ら
だ
。
「
幼
少
な
る
時
」
と
い
う
の

は
、
「
感
能
」
が
「
も
つ
と
も
敏
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
外
部
の
刺
戟
を
感
ず
る
こ
と
」
が
、
「
大
人
に
も
ま
し
て
い
と
鋭
」
い
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
〈
小
説
〉
に
限
ら
ず
、
「
人
心
に
甚
だ
し
き
刺
戟
、
感
触
」
を
与
え
る
も
の
は
、
「
近
づ
け
ざ
る
」
こ
と
が
最
善
の
方
法
で
あ
る
、

と
考
え
て
い
た
。

　
本
来
、
〈
小
説
〉
な
ど
の
「
美
術
」
と
い
う
も
の
は
、
「
玩
具
」
で
あ
る
。
「
玩
具
」
で
あ
る
こ
と
に
「
相
違
」
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

れ
ら
の
「
玩
具
」
は
、
「
大
人
、
学
士
の
玩
具
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
疑
念
を
持
つ
必
要
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
「
児
童
の
玩
具
」
と

し
て
供
え
る
こ
と
は
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
「
婦
女
児
童
」
の
性
質
が
「
元
来
稚
蒙
浅
学
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
〈
小

説
〉
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
単
純
に
「
脚
色
を
読
む
」
だ
け
で
そ
の
奥
に
あ
る
「
寓
意
な
ど
．
は
決
し
て
得
知
る
」
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う

は
言
っ
て
も
、
「
善
悪
美
醜
の
弁
別
」
が
全
く
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
奨
誠
主
眼
の
小
説
屡
々
通
読
す
る
」
よ
う
に
な
れ
ば
、

「
勧
懲
の
意
は
し
ら
ず
く
」
の
う
ち
に
身
に
備
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
「
行
為
」
に
そ
の
「
影
響
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
の
影
響
力
は
、
「
具
眼
の
」
読
者
に
「
比
す
れ
ば
弱
」
い
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
元
々
〈
小
説
〉
が
「
婦
女
児
童
の
為
に
」
あ

る
訳
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　
遣
遥
は
、
「
仮
作
物
語
」
の
到
達
点
を
〈
小
説
〉
に
設
定
し
、
昔
話
な
ど
の
「
奇
異
譜
」
を
〈
小
説
〉
に
至
る
ひ
と
つ
の
過
程
と
し
て
捉
え
た
。

そ
れ
は
、
長
く
親
し
ん
で
き
た
「
猿
蟹
合
戦
」
や
「
西
遊
記
」
な
ど
の
「
奇
異
謹
」
を
排
除
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
新
し
い
「
仮

作
物
語
」
で
あ
る
〈
小
説
〉
の
読
者
を
「
大
人
、
学
士
」
に
限
定
し
た
。
こ
れ
に
入
ら
な
い
「
婦
女
児
童
」
は
、
〈
小
説
〉
の
読
者
か
ら
排
除
さ

れ
た
の
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
排
除
が
、
同
時
に
〈
小
説
〉
の
成
立
を
促
し
た
。
そ
し
て
、
「
小
説
神
髄
」
で
定
義
さ
れ
た
〈
小
説
〉
と
い
う

「
仮
作
物
語
」
や
読
者
の
設
定
の
仕
方
が
、
一
八
八
〇
年
代
後
半
の
文
壇
の
標
準
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
八
九
〇
年
ま
で
に
発

表
さ
れ
た
〈
小
説
〉
に
関
わ
る
評
論
は
、
殆
ど
の
も
の
が
「
奇
異
謹
」
や
「
婦
女
児
童
」
に
ふ
れ
て
は
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
「
女
学
雑
誌
」
に
発
表
さ
れ
た
巌
本
善
治
の
「
小
説
論
」
は
違
っ
て
い
た
。
周
囲
が
排
除
し
た
婦
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女
子
と
読
書
と
の
関
係
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。

で
試
み
た
内
容
を
確
認
し
よ
う
。

彼
の
狙
い
と
は
何
か
。
次
に
、
巌
本
善
治
が
「
小
説
論
」
を
は
じ
め
と
す
る
評
論

『
女
学
雑
誌
』
、
あ
る
い
は
巌
本
善
治
の
試
み

　
坪
内
遣
遥
「
小
説
神
髄
」
・
発
表
か
ら
遅
れ
る
こ
と
一
年
半
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
の
秋
に
巌
本
善
治
「
小
説
論
」
は
『
女
学
雑
誌
』

に
掲
載
さ
れ
た
。
「
（
第
一
）
小
説
を
読
む
善
悪
の
事
」
、
「
（
第
二
）
小
説
の
善
悪
を
批
評
す
る
標
準
の
事
」
、
「
（
第
三
）
女
流
、
小
説
を
読
む
の

覚
悟
の
事
」
と
各
号
ご
と
に
小
見
出
し
の
付
け
ら
れ
た
こ
の
論
は
、
『
女
学
雑
誌
』
第
八
二
号
か
ら
第
八
四
号
ま
で
の
「
社
説
」
と
し
て
巻
頭
に

掲
載
さ
れ
た
。
内
容
は
、
〈
小
説
〉
の
読
者
か
ら
排
除
さ
れ
た
女
性
と
〈
小
説
〉
と
の
関
係
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
巌
本
は
、
遣

遥
が
切
り
捨
て
た
女
性
読
者
た
ち
が
、
〈
小
説
〉
の
読
者
と
し
て
認
知
さ
れ
る
方
法
を
提
示
し
た
の
だ
。

　
女
性
、
特
に
一
八
歳
に
満
た
な
い
年
少
女
子
と
〈
小
説
〉
に
関
す
る
発
言
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
翌
年
一
月
の
第
九
五
号
に
掲
載
さ
れ

た
「
二
付
録
の
序
」
「
第
一
。
子
供
の
は
な
し
」
に
も
見
ら
れ
る
か
ら
だ
。
彼
は
、
こ
の
欄
で
子
ど
も
に
わ
か
り
や
す
い
海
外
の
読
み
物
や
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

の
お
は
な
し
を
紹
介
し
た
。
海
外
の
作
品
の
多
く
が
翻
訳
も
の
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
、
巌
本
は
「
第

一
。
子
供
の
は
な
し
」
で
紹
介
す
る
物
語
の
多
く
が
翻
訳
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
欄
は
、
多

く
の
物
語
を
紹
介
す
る
た
め
だ
け
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ほ
か
の
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
女
性
と
〈
小
説
〉

と
の
関
係
を
提
言
し
た
「
小
説
論
」
に
、
な
ぞ
を
解
き
明
か
す
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
欄
の
趣
旨
を
探
る
た
め
に
「
小
説
論
」

を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
人
間
は
、
「
自
己
の
経
験
す
る
」
こ
と
や
「
将
に
経
験
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
」
の
出
来
事
に
関
心
を
寄
せ
る
。
だ
か
ら
「
実
歴
伝
記
小
説
本
等

を
見
聞
す
る
こ
と
を
喜
ぶ
」
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
「
男
女
老
少
に
よ
つ
て
」
関
心
の
高
さ
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
少
年
は
必
ず
老
人
よ
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り
も
強
く
」
興
味
を
示
す
し
、
「
女
性
は
大
率
ね
男
子
よ
り
も
深
」
く
影
響
を
受
け
る
も
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
女
性
の
啓
蒙
を
謳
っ
た
「
女
学

雑
誌
」
は
、
女
性
読
者
に
向
け
て
「
小
説
の
道
徳
を
論
じ
小
説
の
改
良
を
論
じ
小
説
果
た
し
て
人
に
益
あ
る
や
否
や
を
論
定
」
す
る
こ
と
が
、

そ
の
役
割
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
小
説
論
」
の
執
筆
理
由
で
あ
る
。

　
巌
本
は
、
将
に
迫
遥
が
排
除
し
、
そ
の
後
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
女
性
読
者
に
焦
点
を
絞
っ
た
発
言
を
行
っ
た
。
読
者
の
選
定
の
仕

方
に
異
論
を
唱
え
る
だ
け
で
な
く
、
果
た
し
て
、
そ
の
主
張
ま
で
も
が
適
遥
と
異
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
彼
は
、
排
除
す
べ
き
〈
小
説
〉
に
「
支
那
日
本
在
来
の
小
説
」
を
あ
げ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
「
小
説
」
は
、
「
小
説
神
髄
」
で
は
、

「
寓
意
小
説
」
に
そ
の
座
を
奪
わ
れ
い
ず
れ
消
え
る
「
奇
異
謹
」
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
遣
遥
が
示
し
た
「
仮
作
物
語
」
の
進
化

の
過
程
を
支
持
し
た
わ
け
だ
。
巌
本
は
、
女
性
を
〈
小
説
〉
の
読
者
と
し
て
位
置
づ
け
は
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
主
張
は
遣
遥
の
発
言
の
延

長
線
上
に
置
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
適
遥
の
進
化
論
に
従
え
ば
、
〈
小
説
〉
は
哲
学
理
学
の
発
達
と
同
じ
よ
う
に
「
自
然
の
有
様
に
随
ひ
て
自
然
の

有
の
ま
・
を
写
す
の
外
最
良
の
策
な
き
こ
と
を
示
す
に
到
を
止
む
」
こ
と
に
な
る
。
起
り
得
な
い
話
を
語
る
こ
と
は
愚
か
な
こ
と
で
し
か
な
い
、

と
い
う
わ
け
だ
。

　
で
は
、
彼
の
い
う
「
高
等
の
価
値
あ
る
も
の
」
、
「
社
会
の
道
徳
に
対
し
て
不
都
合
な
き
も
の
」
で
あ
る
〈
小
説
〉
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
書
中
の
人
物
が
実
際
に
運
動
す
る
傍
ら
に
立
ち
静
か
に
之
を
見
物
す
る
か
の
如
き
思
ひ
あ
ら
し
む
る
に
至

る
も
の
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
「
勧
善
懲
悪
を
む
き
出
し
に
し
て
巻
末
半
数
の
間
だ
に
目
出
た
し
く
の
結
局
」
を

む
か
え
る
「
支
那
日
本
在
来
の
小
説
」
、
す
な
わ
ち
「
桃
太
郎
」
や
「
西
遊
記
」
な
ど
の
「
奇
異
語
」
は
、
「
高
等
の
小
説
と
し
て
愛
読
す
べ
き
」

も
の
で
は
な
い
「
愚
ら
し
い
」
読
み
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
巌
本
は
、
〈
小
説
〉
の
良
悪
の
基
準
を
「
実
際
の
世
態
人
情
と
相
違
す

る
所
な
き
や
否
や
」
と
い
う
点
に
求
め
た
。
年
少
女
子
が
、
皮
相
の
出
来
事
に
魅
了
さ
れ
る
こ
と
な
く
物
語
世
界
の
人
情
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で

き
た
な
ら
ば
、
経
験
の
な
い
人
情
を
味
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
そ
の
経
験
は
、
〈
小
説
〉
に
ふ
れ
て
こ
そ
味
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
、

女
性
と
〈
小
説
〉
と
の
関
係
を
肯
定
し
た
理
由
が
あ
っ
た
。
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こ
こ
で
確
認
し
た
い
こ
と
は
、
巌
本
が
遣
遥
の
提
示
し
た
「
仮
作
物
語
」
の
進
化
の
過
程
を
支
持
し
、
「
支
那
日
本
在
来
の
小
説
」
を
否
定
の

対
象
と
し
て
捉
え
た
こ
と
だ
。
「
自
然
の
有
の
ま
・
を
写
」
し
て
は
い
な
い
昔
話
は
、
年
少
女
子
の
読
み
物
と
し
て
相
応
し
く
は
な
い
。
で
は
、

昔
話
に
代
わ
る
読
み
物
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
「
桃
太
郎
」
に
匹
敵
す
る
読
み
物
は
、
は
た
し
て
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答

え
の
い
と
ぐ
ち
を
「
子
供
の
は
な
し
」
に
求
め
て
み
よ
う
。

　
「
猿
蟹
合
戦
、
か
ち
く
山
、
又
は
舌
切
雀
、
花
咲
き
爺
」
な
ど
の
お
は
な
し
は
、
「
た
わ
ひ
も
無
き
談
し
の
よ
う
」
で
い
て
、
「
実
は
子
供
の

為
に
至
極
宜
し
き
を
得
た
る
お
談
し
」
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
読
む
に
値
す
る
物
語
の
「
数
の
少
」
い
こ
と
と
、
「
当
今
の
頑
是
あ
る
幼
な

子
に
は
適
」
さ
な
い
話
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
西
洋
で
あ
れ
ば
「
ミ
ス
ア
ル
コ
ツ
ト
の
如
く
特
更
ら
に
小
供
の
読
む
べ

き
小
説
を
作
ら
る
・
」
人
も
い
る
。
ま
た
「
セ
ン
ト
ニ
コ
ラ
ス
の
如
く
専
一
に
幼
な
子
の
慰
み
に
編
集
す
る
雑
誌
」
も
あ
る
。
更
に
は
「
ヱ
ソ

ツ
プ
物
語
を
初
め
と
し
て
其
外
数
多
の
お
談
し
を
記
る
せ
る
書
物
」
が
こ
ど
も
に
「
勧
懲
の
旨
」
を
教
え
る
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
日
本
に
は
「
此
辺
の
教
育
に
深
く
注
意
」
し
た
も
の
が
ま
だ
そ
ろ
っ
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
、
巌
本
は
、
「
子
供
の
は
な
し
」
欄
で
「
母
親
が
其
子
供
に
話
し
き
か
す
る
お
談
の
編
集
」
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
〈
物
語
〉
は
、
「
猿

蟹
合
戦
の
物
語
を
聞
い
て
多
少
功
名
心
を
起
」
し
た
り
、
「
花
咲
き
爺
の
お
談
し
を
聞
い
て
狡
猪
の
悪
徳
た
る
由
を
感
」
じ
た
よ
う
に
、
子
ど
も

の
心
に
何
か
し
ら
の
影
響
を
与
え
る
。
逆
に
、
悪
い
景
況
を
受
け
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
後
世
の
子
孫
を
し
て
均
し
き
恨
み
を
懐
か
し
む
る
の

元
因
」
に
な
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
「
母
親
方
が
其
子
に
語
ら
る
・
為
に
宜
し
き
を
得
た
り
と
覚
ゆ
る
お
談
し
を
集
め
」
、
そ
の
「
お
談
し
」
の
「
筋

書
を
書
」
く
こ
と
に
徹
し
た
。
話
を
「
面
白
く
も
可
笑
く
も
す
る
の
は
母
親
」
の
「
便
口
に
任
」
せ
た
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
母
親
」
が
「
子

の
性
質
に
よ
り
て
法
を
説
く
の
工
夫
」
を
す
れ
ば
よ
い
か
ら
だ
。

　
彼
は
、
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
性
格
を
知
ら
な
い
。
知
ら
な
い
自
分
が
自
己
の
判
断
で
「
お
談
し
」
を
書
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
分
の
「
妄

想
」
を
一
方
的
に
押
し
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
傍
観
者
で
あ
る
彼
は
、
傍
観
者
ら
し
く
「
筋
書
」
を
提
供
す
る
こ
と
に
徹
し
た
の
だ
。
「
書
中
の

人
物
が
実
際
に
運
動
す
る
傍
ら
に
立
ち
静
か
に
之
を
見
物
す
る
か
の
如
き
思
ひ
」
を
与
え
る
た
め
に
、
自
ら
も
傍
観
者
と
し
て
「
お
談
し
」
を
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提
供
す
る
こ
と
に
決
め
た
。

詳
細
に
見
て
み
よ
う
。

果
た
し
て
、
「
小
供
談
」
欄
は
、
彼
が
望
ん
だ
よ
う
に
彼
を
活
躍
さ
せ
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
小
供
談
」
欄
を

「
お
談
し
」
を
語
る
と
は
？
1
「
小
供
談
」
の
役
割
1

　
「
子
供
の
は
な
し
」
「
小
供
談
」
欄
は
、
「
二
附
録
の
序
」
が
掲
載
さ
れ
た
次
号
第
九
六
号
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
。
巻
末
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
欄

は
、
第
百
拾
壱
号
か
ら
タ
イ
ト
ル
を
「
小
供
談
」
に
変
え
て
い
る
。
第
九
六
号
か
ら
第
百
五
拾
九
号
ま
で
の
間
、
紙
幅
に
余
裕
の
あ
る
限
り
掲

載
さ
れ
、
回
数
は
全
部
で
五
〇
回
に
及
ん
だ
。
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
「
お
談
し
」
は
、
全
部
で
三
⊥
ハ
話
あ
り
、
そ
の
う
ち
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で

原
作
が
わ
か
っ
て
い
る
も
の
が
九
作
品
、
原
作
が
不
明
の
も
の
が
一
四
作
品
、
創
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
五
作
品
、
科
学
の
読
み
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

が
一
作
品
、
残
り
の
七
作
品
は
、
日
本
に
伝
わ
る
話
を
引
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
執
筆
者
は
、
巌
本
以
外
に
六
人
い
た
。

　
内
容
や
構
成
、
文
体
を
確
認
す
る
と
、
構
成
に
特
徴
の
あ
る
作
品
が
三
作
品
あ
る
。
第
九
八
、
九
九
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
忠
義
の
家
来
二
人
」
、

第
百
拾
参
、
百
拾
四
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
義
の
為
に
死
せ
る
人
」
、
第
百
拾
五
か
ら
百
拾
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
盲
目
の
物
語
」
で
あ
る
。
そ
の

特
徴
は
、
冒
頭
と
末
尾
が
物
語
と
は
別
に
用
意
さ
れ
、
語
り
手
の
語
る
物
語
の
導
入
と
寓
意
を
示
し
た
結
論
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
な
か
で
も
、
初
期
に
掲
載
さ
れ
た
「
忠
義
の
家
来
二
人
」
は
物
語
言
説
に
、
「
義
の
為
に
死
せ
る
人
」
は
物
語
内
容
に
三
段
階
の
構
成
を
選

択
し
た
意
図
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
「
義
の
為
に
死
せ
る
人
」
は
、
「
お
談
し
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
冒
頭
と
末
尾
で
の

主
張
を
具
体
的
に
説
明
す
る
た
め
に
物
語
を
利
用
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の
語
り
方
は
、
ほ
か
の
二
作
と
比
べ
て
、
語
り
手
の
意
思

が
明
確
で
あ
る
分
、
特
異
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
号
数
が
進
む
に
つ
れ
て
、
文
体
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
冒
頭
に
語
り
手
で
あ
る
盲
人
が
登
場
し
、
自
分
が
盲
人
に
な
る
ま
で
の
経

緯
を
物
語
っ
て
い
く
「
盲
目
の
物
語
」
は
、
初
め
て
〈
物
語
〉
を
一
人
称
で
語
っ
て
い
る
。
「
私
は
」
で
始
ま
る
文
体
は
、
文
末
表
現
に
も
影
響
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を
与
え
て
い
る
。
こ
の
作
品
か
ら
「
私
は
こ
の
話
を
聞
き
ま
し
て
飛
立
つ
計
り
い
ら
立
ち
ま
し
て
先
づ
一
匹
の
騙
駝
に
積
む
丈
の
宝
を
和
尚
様

に
上
げ
る
程
ド
ー
ゾ
其
処
へ
誘
ひ
下
さ
れ
と
申
し
ま
し
た
」
（
傍
線
は
引
用
者
）
と
い
う
表
現
を
生
ん
だ
。
「
私
は
こ
の
話
を
聞
き
ま
し
て
飛
立

つ
計
り
い
ら
立
ち
ま
し
た
」
と
い
う
文
と
、
「
先
づ
一
匹
の
騎
駝
に
積
む
丈
の
宝
を
和
尚
様
に
上
げ
る
程
ド
ー
ゾ
其
処
へ
誘
ひ
下
さ
れ
と
申
し
ま

し
た
」
と
い
う
文
を
、
前
の
文
の
文
末
を
「
い
ら
立
ち
ま
し
て
」
に
変
え
て
つ
な
い
で
見
せ
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
第
百
弐
拾
壱
、
百
弐
拾
弐
号

に
掲
載
さ
れ
た
グ
リ
ム
童
話
「
か
ほ
う
に
く
る
ま
っ
た
ハ
ン
ス
」
の
翻
訳
で
あ
る
「
心
の
変
り
易
き
人
」
に
も
見
ら
れ
る
。
「
金
持
の
息
」
あ
る

い
は
「
彼
の
旅
人
」
と
い
う
三
人
称
で
語
ら
れ
た
物
語
は
、
文
末
を
「
彼
の
旅
人
は
大
層
立
派
な
鶏
で
あ
る
と
少
し
欲
し
き
心
を
起
し
ま
し
て

其
人
の
方
へ
向
き
ま
し
て
其
由
を
申
し
ま
し
た
」
と
変
え
つ
つ
連
続
し
た
文
章
で
つ
な
ぎ
、
物
語
の
時
空
を
自
在
に
操
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
「
お
談
し
」
の
掲
載
を
通
し
て
構
成
や
文
体
の
工
夫
を
重
ね
た
な
か
で
、
語
る
方
法
に
一
定
の
規
則
の
見
ら
れ
る
作
品
が
、
第
百
参
拾
八
か
ら

百
四
拾
弐
号
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
た
「
正
直
な
る
小
娘
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
主
人
公
で
あ
る
ヘ
ッ
チ
ー
と
の
会
話
部
分
は
改
行
し
、
地

の
文
よ
り
も
一
段
下
げ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
主
人
公
と
関
係
の
な
い
第
三
者
同
士
の
会
話
部
分
は
「
「
モ
シ
士
官
私
し
が
問
ふ
て
見
ま
せ

う
お
任
せ
な
さ
い
」
」
と
い
う
よ
う
に
「
　
」
入
れ
て
表
現
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
情
景
描
写
や
心
情
描
写
な
ど
は
「
ハ
イ
さ
う
で
す
と
（
云

ふ
や
否
や
両
眼
よ
り
バ
ラ
く
と
涙
だ
を
落
し
た
り
）
。
」
と
い
う
よ
う
に
（
）
に
入
れ
て
表
現
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
施
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
結
果
、
短
い
文
章
で
場
面
や
状
況
を
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　
こ
の
作
品
を
掲
載
し
た
次
号
か
ら
、
山
田
美
妙
の
創
作
や
蜘
蛛
の
生
態
を
解
説
し
た
科
学
の
読
み
物
、
小
噺
を
掲
載
す
る
な
ど
作
品
が
多
様

化
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
正
直
な
る
小
娘
」
は
、
「
小
供
談
」
欄
に
お
け
る
試
み
を
考
え
る
上
で
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
第
百
六
拾
号
か
ら
新
た
に
「
児
藍
」
欄
が
章
に
加
わ
り
、
若
松
賎
子
「
小
公
子
」
、
「
忘
れ
形
見
」
な
ど
が
掲
載
さ
れ
、
作
品
の
内
容
は

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ザ

一
層
多
岐
に
わ
た
る
。
い
っ
た
い
、
巌
本
は
「
小
供
談
」
で
何
を
試
み
た
の
だ
ろ
う
か
。
仮
に
、
「
正
直
な
る
小
娘
」
を
こ
の
欄
に
掲
載
し
た
「
お

談
し
」
の
集
大
成
で
あ
る
と
す
る
の
な
ら
ば
、
「
小
供
談
」
欄
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
解
き
明
か
す
鍵
を
構
成
や
文
体
が
特
徴
的
な
作
品
で
あ

る
「
忠
義
の
家
来
二
人
」
、
「
義
の
為
に
死
せ
る
人
」
の
二
作
品
に
求
め
て
み
よ
う
。
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ま
ず
は
「
忠
義
の
家
来
二
人
」
で
あ
る
。
早
期
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
、
母
親
が
語
り
手
と
し
て
登
場
し
、
後
の
作
品
と
比
較
し
て
、
こ
ど

も
に
「
語
り
き
か
す
る
」
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
文
体
で
あ
る
と
い
え
る
。
要
す
る
に
、
執
筆
者
で
あ
る
巌
本
が
世
間
の
母
親
に
代
わ
り
、
子

ど
も
た
ち
に
「
語
る
」
よ
う
に
「
お
談
し
」
を
書
い
て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
全
体
を
通
し
て
「
お
聞
き
よ
」
と
か
「
覚
召
し
て
ね
」
と

い
う
よ
う
に
、
語
り
口
調
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
部
分
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
冒
頭
は
、
「
坊
や
嬢
や
お
前
方
忠
義
な
お
家
来
が
欲
し
く
ば
イ
ク
ラ
で
も
貰
わ
れ
ま
す
か
ら
温
と
な
し
く
し
て
少
し
母
の
言
ふ
こ
と
を
お
聞

き
よ
」
と
い
う
よ
う
に
、
母
親
か
ら
こ
ど
も
へ
の
語
り
か
け
で
始
ま
る
。
語
り
か
け
る
よ
う
な
文
体
は
、
「
お
談
し
」
の
本
編
に
入
っ
て
も
変
ら

な
い
。
「
お
談
し
」
を
母
親
が
ず
っ
と
「
語
り
き
か
」
せ
て
い
く
。
た
び
た
び
現
れ
る
「
仰
し
や
つ
て
ね
」
や
、
九
八
号
の
終
わ
り
に
書
か
れ
た

「
今
晩
は
モ
ウ
遅
い
か
ら
ま
た
此
次
に
お
話
し
・
ま
せ
う
（
略
）
今
晩
は
よ
く
考
へ
て
お
息
み
な
さ
い
よ
」
な
ど
は
、
ま
さ
に
子
ど
も
へ
の
語

り
か
け
で
あ
る
。
結
末
で
も
、
母
親
が
子
ど
も
た
ち
に
向
け
て
「
決
し
て
土
や
水
を
ひ
ど
く
使
つ
て
は
成
り
ま
せ
ぬ
、
（
略
）
お
前
方
は
一
層
温

和
し
く
し
て
人
の
言
ふ
こ
と
を
聞
き
又
た
と
ひ
何
ん
な
自
分
の
利
益
に
な
ら
な
い
こ
と
で
も
人
の
お
為
に
な
る
こ
と
な
ら
ば
身
を
粉
に
し
て
で

も
働
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
よ
」
と
語
り
き
か
せ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
「
二
附
録
の
序
」
で
巌
本
が
「
筋
書
」
だ
け
を
書
き
、
「
母
親
御
自
身
」
に
よ
っ
て
「
子
の
性
質
に
よ
り
て
法
を
説
」
い
て
も
ら
う

と
し
た
目
的
か
ら
は
逸
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
母
親
に
「
語
り
き
か
す
る
」
経
験
が
な
い
の
な
ら
ば
、
「
お
談
し
」
を
語
る
よ
う
に
書
き

続
け
、
語
る
と
い
う
方
法
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
作
品
全
て
を
語
り
口
調
で
書
き
あ
ら
わ
す
必
要
が
あ
る
。
「
小
供

談
」
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
は
、
掲
載
開
始
か
ら
早
い
時
期
に
必
要
な
「
お
談
し
」
だ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
語
る
た
め
に
選
択
さ
れ

た
語
り
口
調
の
文
体
は
、
や
む
な
く
「
語
り
き
か
す
」
こ
と
を
実
践
す
る
た
め
に
選
出
さ
れ
た
文
体
だ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
語
る
よ
う
に
書

か
れ
た
言
文
一
致
体
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　
次
に
「
義
の
為
に
死
せ
る
人
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
作
品
は
、
題
名
の
下
に
「
附
り
当
欄
内
を
借
り
て
母
御
衆
に
一
言
申
上
ぐ
」
と
副
題

が
付
い
て
い
る
。
「
お
談
し
」
と
い
う
よ
り
は
、
巌
本
か
ら
母
親
た
ち
へ
の
希
望
と
提
案
を
ま
と
め
た
意
見
書
と
し
て
の
性
格
が
鮮
明
に
現
れ
て
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い
る
。
そ
の
意
見
と
は
、
〈
物
語
〉
を
通
し
た
子
ど
も
の
情
操
教
育
に
母
親
は
い
か
に
関
わ
る
こ
と
が
適
当
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
彼
に
と
っ
て
子
ど
も
と
は
、
「
美
し
」
く
「
柔
か
」
で
「
汚
の
な
き
白
き
子
羊
の
如
き
」
存
在
で
あ
る
。
純
粋
で
無
垢
な
「
小
供
」
に
「
お
談

し
」
を
「
語
る
」
こ
と
は
、
「
知
識
を
啓
き
道
念
を
強
よ
め
感
情
を
清
く
高
か
ら
し
む
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
特
に
、
「
感
情
を
高
く
す
る
と

云
ふ
事
」
は
、
「
人
の
気
付
か
ぬ
事
」
だ
が
、
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
「
我
邦
人
の
欠
け
る
点
」
で
あ
る
。
「
感
情
」
と
は
、
「
高
ひ
低
ひ
の

有
る
も
の
で
」
、
同
じ
花
を
見
て
も
「
其
感
情
の
高
ひ
低
ひ
に
従
ひ
て
」
受
け
取
り
方
が
大
き
く
異
な
る
。
「
日
本
人
」
と
い
う
も
の
は
、
「
感
情

は
あ
れ
ど
皆
卑
き
賎
し
き
感
情
」
が
多
く
、
「
無
情
を
嘆
き
桃
源
の
流
を
慕
ふ
」
傾
向
が
強
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
人
は
西
洋
の
「
格
高
き
小

説
」
に
ふ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
、
フ
ラ
ン
ス
に
伝
わ
る
物
語
を
語
り
始
め
る
。

　
そ
の
内
容
と
は
、
勇
敢
で
立
派
な
味
方
の
大
将
が
、
こ
れ
ま
た
勇
敢
で
立
派
な
敵
の
大
将
を
自
分
の
命
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
助
け
て
や
る
と
、

そ
の
こ
と
が
発
覚
し
て
し
ま
い
味
方
の
大
将
は
軍
罰
に
処
せ
ら
れ
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
立
派
な
味
方
の
大
将
を
死
刑
に
処
し

た
法
官
も
自
分
の
行
為
に
矛
盾
を
感
じ
自
ら
命
を
絶
っ
て
し
ま
う
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
義
の
た
め
に
自
分
の
命
を
惜
し
ま
な
い
そ

の
姿
に
、
巌
本
は
西
洋
の
「
感
情
」
を
見
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
彼
は
末
尾
で
母
親
た
ち
に
親
と
し
て
の
教
え
を
語
る
。

　
自
己
を
犠
牲
に
で
き
る
勇
敢
な
「
感
情
」
は
、
「
自
然
と
何
時
間
に
や
ら
起
る
も
の
で
」
「
久
し
き
間
の
教
育
が
必
要
」
で
あ
る
。
こ
の
「
情
」

を
育
て
る
に
は
、
「
子
供
衆
の
心
」
か
ら
育
て
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
子
ど
も
に
「
感
情
」
を
教
え
ら
れ
る
の
は
「
母
親
」
で
あ
る
。
「
母
親
」

が
「
子
供
の
前
」
で
「
善
悪
」
や
「
美
醜
」
を
簡
単
に
口
に
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
格
高
き
」
「
感
情
」
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
し
て
、
「
子
供
に
向
ひ
て
お
話
を
な
さ
る
人
は
言
葉
の
遣
ひ
や
う
よ
り
総
て
子
供
の
感
情
を
高
く
す
る
や
う
お
ん
心
得
」
を
持
っ
て
子
育

て
に
励
ん
で
ほ
し
い
。

　
こ
の
発
言
は
、
遣
遥
の
「
祖
母
、
母
親
」
へ
の
発
言
と
通
底
し
て
い
る
。
適
遥
は
彼
女
ら
の
多
く
が
「
寓
言
の
書
」
の
「
深
意
」
を
正
し
く

解
せ
な
い
と
明
言
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
女
性
啓
蒙
の
旗
手
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
だ
っ
た
巌
本
は
、
母
親
に
よ
る
教
育
に
よ
っ
て
新

し
い
時
代
の
慈
悲
深
い
人
間
の
育
成
は
可
能
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
そ
の
違
い
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
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「
小
供
談
」
欄
は
、
こ
ど
も
に
「
語
り
き
か
す
」
こ
と
を
目
的
に
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
。
は
じ
め
は
、
こ
ど
も
に
語
る
た
め
だ
け
の
「
お
談
し
」

を
掲
載
す
る
予
定
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
お
談
し
」
を
掲
載
す
る
の
で
は
な
く
、
「
語
り
き
か
す
」
た
め
に
「
お
談
し
」
掲
載
す
る
に
は
、
単

純
に
書
く
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
「
語
り
き
か
す
」
た
め
の
方
法
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
「
お
談
し
」
を
「
語
る
」
と
い
う
行
為

と
「
読
む
」
と
い
う
行
為
の
間
に
は
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
で
は
、
「
語
る
」
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

　
巌
本
は
、
「
お
談
し
」
の
「
筋
書
」
を
は
じ
め
か
ら
語
る
よ
う
に
書
き
続
け
る
方
法
を
選
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
「
仰
し
や
つ
て
ね
」
と
か
「
お

聞
き
よ
」
の
よ
う
に
、
地
の
文
と
物
語
の
筋
と
の
間
に
し
ば
し
ば
語
り
手
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
語
り
手
が
べ
っ
た
り
と
出
来

事
に
寄
り
添
い
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
を
順
序
ど
お
り
に
語
る
方
法
以
外
に
、
ふ
さ
わ
し
い
語
り
の
手
段
は
見
当
た
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
、
物
語
の
時
空
間
を
独
自
の
世
界
と
し
て
縦
横
無
尽
に
往
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
彼
の
課
題
は
「
語
る
」
よ
う
に
物
語
の
「
筋
書
」
を
書
き
表
す
方
法
を
見
つ
け
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ど
う
し
た
ら
、
新
し
い
時
代
に
相

応
し
い
価
値
観
や
考
え
方
を
子
ど
も
に
植
え
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
た
と
え
相
応
し
い
文
体
が
見
つ
か
り
、
「
感
情
」
の
あ
る
物
語
を
書

く
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
「
語
り
き
か
す
」
側
の
母
親
に
内
容
を
解
釈
す
る
素
地
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
こ
の
取
り

組
み
は
意
味
を
成
さ
な
い
。
は
じ
め
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
母
親
た
ち
に
「
小
供
談
」
に
寄
せ
る
自
分
の
深
意
を
理
解
さ
せ
る

こ
と
だ
っ
た
。

　
「
忠
義
の
家
来
二
人
」
、
「
義
の
為
に
死
せ
る
人
」
に
見
ら
れ
る
試
み
は
、
こ
の
欄
を
通
し
て
巌
本
が
取
り
組
み
、
結
実
さ
せ
よ
う
と
し
た
課
題

の
提
言
で
あ
る
と
い
え
る
。
多
く
の
「
お
談
し
」
を
積
み
重
ね
、
文
体
や
内
容
の
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
た
集
大
成
が
「
正
直
な
る
小
娘
」
で

あ
る
と
い
え
る
。
内
容
、
文
体
、
構
成
の
三
点
が
理
想
的
に
結
合
し
、
巌
本
が
思
い
描
く
宗
教
的
効
果
の
高
い
物
語
に
仕
上
げ
ら
れ
た
。
つ
ま

り
、
文
体
の
完
成
度
ば
か
り
で
な
く
、
内
容
に
お
い
て
も
、
主
人
公
の
「
小
娘
」
ヘ
ッ
チ
ー
は
、
巌
本
の
思
考
を
具
体
化
し
た
人
物
と
し
て
完

成
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

　
「
正
直
な
る
小
娘
」
以
降
、
巌
本
の
執
筆
し
た
作
品
か
ら
〈
物
語
〉
は
消
滅
す
る
。
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
、
蜘
蛛
の
生
態
を
説
明
し
た
「
蜘
蛛
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の
は
な
し
」

り
き
か
す
」

「
小
供
談
」

や
小
噺
で
あ
る
コ
旦
腐
の
上
の
相
撲
」
な
ど
、
「
小
供
談
」
の
「
は
な
し
」
の
質
を
か
え
た
「
お
談
し
」
を
描
い
た
。
「
子
供
に
語

「
お
談
し
」
の
結
実
を
「
正
直
な
る
小
娘
」
に
見
た
結
果
、
「
小
供
談
」
の
当
初
の
目
論
み
は
成
功
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、

は
終
了
し
、
創
作
を
中
心
と
し
た
「
児
藍
」
が
開
始
さ
れ
た
の
だ
。

「
小
供
談
」
の
意
義
－
試
み
と
し
て
の
〈
児
童
文
学
〉

　
坪
内
適
遥
の
「
小
説
神
髄
」
に
着
想
を
え
た
巌
本
善
治
は
、
適
遥
の
考
え
る
「
仮
作
物
語
」
の
進
化
の
過
程
に
自
分
の
考
え
を
重
ね
合
わ
せ

た
。
唯
一
、
道
遥
と
違
う
視
点
で
彼
が
発
言
し
た
の
は
、
〈
小
説
〉
の
読
者
に
女
性
や
年
少
女
子
を
認
め
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
、
遣
遥
の

考
え
を
支
持
し
、
そ
の
延
長
線
上
で
〈
小
説
〉
に
関
す
る
提
言
を
し
た
。
適
遥
の
延
長
線
上
で
昔
話
を
否
定
し
た
巌
本
は
、
昔
話
に
か
わ
る
新

し
い
「
お
談
し
」
を
提
供
す
る
こ
と
を
思
い
つ
く
。
西
洋
に
あ
る
多
く
の
〈
物
語
〉
を
翻
訳
す
れ
ば
、
「
お
談
し
」
は
提
供
で
き
る
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
〈
小
説
〉
は
、
「
書
中
の
人
物
が
実
際
に
運
動
す
る
傍
ら
に
立
ち
静
か
に
之
を
見
物
す
る
か
の
如
き
思
ひ
あ
ら
し
む
る
に
至
る
も
の
」
で

あ
る
か
ら
、
自
分
が
傍
観
者
に
徹
し
、
「
筋
書
」
さ
え
提
示
す
れ
ば
、
あ
と
は
母
親
が
こ
ど
も
に
「
見
物
す
る
か
の
如
く
」
「
語
り
き
か
す
」
だ

け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
「
小
供
談
」
を
は
じ
め
て
み
る
と
、
物
語
の
「
筋
書
」
だ
け
を
書
き
記
す
こ
と
は
思
い
の
ほ
か
難
し
か
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
「
お
談
し
」
を
語
っ
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
お
談
し
」
を
「
語
る
」
よ
う
に
書
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
問
題
は
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
「
猿
蟹
合
戦
」
や
「
花
咲
き
爺
」
な
ど
の
昔
話
し
か
知
ら
な
い
日
本
の
母
親
た
ち
に
、
西
洋
の
物
語
や
も
の
の
考
え
方
を
理
解
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
な
る
翻
訳
で
は
、
適
遥
が
「
寓
言
の
書
」
に
つ
い
て
発
言
し
た
よ
う
に
、
「
祖
母
、
母
親
」
た
ち
に
「
た
．
・
ひ
と
通
り
の

つ
く
り
ぱ
な
し
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
寓
意
の
旨
」
を
解
さ
せ
る
に
は
、
理
解
を
促
す
た
め
の
発
言
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
巌
本
の
考
え
た
当
初
の
企
画
意
図
を
大
き
く
超
え
て
、
彼
は
、
「
小
供
談
」
欄
で
文
体
や
内
容
の
質
を
高
め
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
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を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
た
。
文
体
や
内
容
の
問
題
を
鋭
く
捉
え
た
「
小
供
談
」
は
、
言
文
一
致
体
の
構
築
と
い
う
文
壇
の
課
題
と
深
く
関
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
、
そ
の
一
端
を
担
っ
た
と
い
え
る
。
傍
観
者
と
し
て
母
子
に
「
お
談
し
」
の
「
筋
書
」
を
提
示
し
た
は
ず
の
巌
本
は
、
実
際
は
傍
観
者
で
は

な
く
、
具
体
的
に
〈
物
語
〉
に
関
わ
っ
て
し
ま
う
語
り
手
の
存
在
を
提
示
し
、
語
り
手
の
姿
を
で
き
る
だ
け
透
明
に
近
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
努

め
る
な
ど
、
〈
物
語
〉
の
文
体
や
内
容
に
深
く
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
女
性
の
啓
蒙
を
掲
げ
、
『
女
学
雑
誌
』
の
編
集
に
あ
た
っ
て
い
た
巌
本
善
治
が
、
言
文
一
致
体
構
築
の
一
端
に
関
わ
っ
て
い

た
こ
と
は
、
評
価
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
彼
の
文
学
に
対
す
る
姿
勢
は
、
実
作
者
の
文
学
に
対
す
る
姿
勢
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
た
。
彼

が
森
鴎
外
と
の
間
で
繰
り
広
げ
た
い
わ
ゆ
る
「
文
学
と
自
然
論
争
」
は
、
彼
の
文
学
観
の
根
底
に
、
自
然
美
を
尊
重
し
善
を
内
包
さ
せ
、
そ
れ

を
宗
教
的
理
想
に
高
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
こ
と
を
露
呈
さ
せ
た
。
「
実
際
」
を
重
ん
じ
、
「
自
然
の
有
様
に
随
ひ
て
自
然
の
ま
・
に
写
す
」

と
い
う
素
朴
な
文
学
観
は
、
「
空
想
」
の
織
り
な
す
美
し
い
「
顕
象
」
が
文
学
で
あ
る
と
す
る
鴎
外
の
文
学
観
と
は
相
容
れ
な
い
。
鴎
外
は
、
「
自

然
の
美
は
塵
を
含
め
り
」
と
い
っ
た
。
善
も
悪
も
入
り
混
じ
る
「
自
然
」
の
「
塵
」
を
「
「
想
」
火
」
に
よ
っ
て
極
限
ま
で
「
焚
キ
尽
シ
」
「
術

美
」
に
作
り
上
げ
る
。
そ
こ
に
文
学
が
「
美
術
」
と
し
て
成
立
す
る
理
由
が
あ
る
。
決
し
て
「
自
然
の
儘
の
自
然
は
美
」
で
は
な
い
の
だ
。
「
「
自

然
」
二
附
帯
セ
ル
多
少
ノ
塵
埃
ヲ
「
想
」
火
ニ
テ
焚
キ
尽
シ
」
た
上
に
だ
け
、
虚
構
の
世
界
は
誕
生
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
自
然
」
を
再
構
築
し

て
「
製
造
」
さ
れ
た
虚
の
世
界
は
、
宗
教
倫
理
や
道
徳
的
判
断
で
善
悪
を
判
定
で
き
る
世
界
で
は
な
い
の
だ
。

　
あ
く
ま
で
も
「
仮
作
物
語
」
は
「
美
術
」
で
あ
る
以
上
、
道
徳
的
判
断
や
宗
教
倫
理
は
物
語
世
界
に
介
入
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
巌

本
は
「
実
際
」
を
「
自
然
の
ま
・
に
写
」
せ
ば
理
想
的
な
虚
の
世
界
が
構
築
で
き
る
と
考
え
た
。
理
想
を
発
表
す
る
手
段
と
し
て
文
学
を
選
ん

だ
政
治
小
説
の
作
者
と
何
ら
か
わ
り
が
な
い
。
「
小
説
論
」
の
冒
頭
で
、
「
日
本
近
年
の
形
勢
を
評
せ
ば
過
る
明
治
十
三
四
年
の
此
ほ
ひ
は
蓋
し

所
云
る
政
治
慷
慨
の
時
な
り
当
今
明
治
二
十
年
前
後
の
時
代
は
即
は
ち
小
説
流
行
の
時
勢
な
り
」
と
、
〈
小
説
〉
の
流
行
を
捉
え
た
。
つ
ま
り
、

手
段
と
し
て
〈
小
説
〉
を
捉
え
て
い
た
の
だ
。
そ
の
姿
勢
に
巌
本
の
〈
小
説
〉
に
対
す
る
視
野
の
狭
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
果
的
に
い

え
ば
、
彼
に
と
っ
て
文
学
と
は
、
宗
教
的
理
想
を
高
め
、
そ
れ
を
流
布
さ
せ
る
手
段
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
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し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
宗
教
心
や
道
徳
的
判
断
は
、
未
成
熟
で
教
育
を
必
要
と
す
る
こ
ど
も
に
目
を
向
け
る
契
機
と
な
っ
た
。
時
代
に
相
応

し
い
こ
ど
も
の
「
感
情
」
を
育
て
る
に
は
、
従
来
の
も
の
を
否
定
し
、
新
た
な
価
値
観
を
示
す
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
。
「
お
談
し
」
を
「
語
り

き
か
す
」
行
為
は
、
文
体
や
内
容
に
関
わ
る
文
学
の
問
題
だ
け
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
ど
も
と
い
う
存
在
に
、
相
応
し
い
「
お
談

し
」
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
人
間
の
成
長
に
必
要
な
〈
物
語
〉
が
存
在
す
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
〈
児
童
文
学
〉
と
い
う
名
称
は
ま
だ
用
意
さ
れ

て
は
い
な
か
っ
た
が
、
「
小
供
談
」
は
、
〈
小
説
〉
と
は
別
に
、
こ
ど
も
を
対
象
と
し
た
〈
物
語
〉
の
存
在
を
社
会
に
提
示
し
た
と
い
え
る
。
つ

ま
り
、
『
女
学
雑
誌
』
「
小
供
談
」
の
試
み
は
、
「
大
人
、
学
士
」
の
読
み
物
で
あ
る
〈
小
説
〉
に
か
わ
り
、
「
子
供
」
の
読
み
物
で
あ
る
〈
物
語
〉
、

す
な
わ
ち
〈
児
童
文
学
〉
を
成
立
さ
せ
る
試
み
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
物
語
〉
は
、
〈
小
説
〉
の
構
成
や
文
体
に
多
大
な
る
影
響
を
与
え
た

の
で
あ
る
。注（

1
）
福
田
清
人
　
「
明
治
の
児
童
文
学
」
　
『
児
童
文
学
の
す
す
め
』
　
昭
和
四
十
一
・
五
　
愛
育
出
版
社

（
2
）
『
女
学
雑
誌
』
「
小
供
談
」
欄
は
、
設
置
当
初
の
名
称
を
「
子
供
の
は
な
し
」
と
い
っ
た
。
名
称
の
変
更
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
お
談
」
を
紹

　
介
す
る
と
い
う
目
的
に
あ
わ
せ
て
「
子
供
の
は
な
し
」
よ
り
も
意
図
を
明
確
に
示
す
た
め
に
、
名
称
を
「
小
供
談
」
に
変
更
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

　
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
こ
の
欄
の
名
称
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
「
子
供
の
は
な
し
」
で
は
な
く
「
小
供
談
」
と
い
う
表
記
を
採
用
し
た
。
た
だ
し
、
「
二
付

　
録
の
序
」
の
「
子
供
の
は
な
し
」
欄
を
示
す
場
合
と
、
こ
の
欄
の
変
遷
を
示
す
時
に
限
り
、
「
子
供
の
は
な
し
」
の
表
記
を
採
用
し
た
箇
所
が
あ
る
。

（
3
）
「
英
国
に
て
い
ふ
フ
ヘ
イ
ブ
ル
」
と
は
、
英
語
表
記
に
す
る
と
「
S
巨
①
」
で
あ
り
、
一
般
的
に
「
寓
話
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
代
表
的
な
「
寓

　
話
」
に
「
イ
ソ
ッ
プ
物
語
」
が
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ー
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
発
言
と
そ
の
ほ
か
の
口
承
寓
話
群
を

　
採
録
し
た
「
デ
メ
ト
リ
ウ
ス
・
パ
レ
ロ
ス
、
ア
イ
ソ
ボ
ス
寓
話
集
成
」
が
紀
元
前
三
百
年
頃
に
、
そ
れ
と
は
別
の
「
ア
ヒ
カ
ル
物
語
」
が
紀
元
前
六
世

　
紀
か
ら
五
世
紀
頃
に
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
、
こ
れ
ら
が
長
い
年
月
を
経
て
「
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ヴ
ェ
ル
編
イ
ソ
ッ
プ
集
」
と
し
て
一
四
八
〇
年
頃
に
ラ
テ

　
ン
語
と
ド
イ
ツ
語
で
発
表
さ
れ
た
の
が
原
型
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
の
春
秋
戦
国
時
代
に
活
躍
し
た
諸
子
百
家
と
呼
ば
れ
る
思
想
家
た
ち
の
学
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説
も
、
「
寓
言
」
と
い
わ
れ
る
。
遣
遥
は
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
「
寓
言
の
書
」
を
「
フ
ヘ
イ
ブ
ル
」
と
呼
ん
で
い
る
。

（
4
）
た
と
え
ば
、
「
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
で
は
、
農
民
た
ち
を
か
ら
か
っ
て
い
た
少
年
が
、
本
当
に
狼
に
襲
わ
れ
た
と
き
に
誰
か
ら
も
救
助
さ
れ
な
か
っ
た
「
羊

　
飼
い
の
少
年
と
狼
」
や
、
肉
を
く
わ
え
た
水
面
の
自
分
の
肉
を
横
取
り
し
よ
う
と
し
た
ら
、
く
わ
え
た
肉
を
水
に
落
と
し
た
「
犬
と
肉
」
の
は
な
し
が

　
あ
る
。
ま
た
、
「
荘
子
』
の
寓
意
で
は
、
「
無
用
の
用
」
に
つ
い
て
説
い
た
外
篇
山
木
篇
第
二
十
第
一
章
「
山
の
木
と
雁
」
や
、
効
率
の
悪
い
畑
仕
事
を

　
す
る
老
人
に
は
ね
つ
る
べ
の
利
便
性
を
説
い
た
孔
子
の
弟
子
・
子
貢
が
、
功
利
の
優
先
が
堕
落
へ
の
一
歩
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
る
外
篇
天
地
篇
第
十
二

　
第
七
章
「
効
率
の
悪
い
畑
仕
事
」
が
あ
る
。

（
5
）
「
二
付
録
の
序
」
の
も
う
一
つ
は
、
「
第
二
。
小
説
神
髄
」
と
い
う
名
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
核
提
の
翁
」
、
「
月
の
舎
し
の
ぶ
」
が
担
当
し
て
い
る
が
、
こ
の

　
二
者
は
い
ず
れ
も
巌
本
善
治
本
人
で
あ
る
。
「
第
二
。
小
説
神
髄
」
で
は
、
一
つ
の
作
品
を
詳
細
に
翻
訳
す
る
趣
旨
を
明
記
し
て
い
る
。

（
6
）
翻
訳
で
は
、
第
百
弐
拾
八
号
「
黄
金
の
鮎
」
を
山
中
由
美
子
、
第
百
弐
拾
九
号
「
言
葉
を
慎
む
事
」
、
第
百
五
拾
九
号
「
不
親
切
な
る
馬
の
話
」
を
宮

　
規
子
、
第
百
五
拾
弐
、
百
五
拾
参
号
「
幸
福
を
求
む
る
種
々
あ
る
事
」
を
喜
の
音
、
第
百
九
、
百
拾
壱
、
百
拾
八
、
百
拾
九
、
百
弐
拾
弐
号
「
印
度
物

　
語
」
の
シ
リ
ー
ズ
を
大
島
千
代
子
、
創
作
で
は
、
第
百
四
拾
参
号
「
強
く
な
り
た
が
る
猫
の
話
」
を
山
田
美
妙
、
第
百
五
拾
六
号
「
小
鳥
の
は
な
し
」

　
を
り
ょ
う
子
が
執
筆
し
た
。

（
7
）
　
「
児
藍
」
欄
は
、
第
百
六
拾
号
か
ら
第
百
八
拾
参
号
ま
で
掲
載
さ
れ
た
後
、
第
戴
百
四
拾
号
ま
で
「
小
説
」
欄
に
組
み
込
ま
れ
、
第
武
百
四
拾
壱
号

　
か
ら
再
度
「
児
藍
」
欄
と
し
て
独
立
し
て
い
る
。
「
忘
れ
形
見
」
と
「
少
公
子
」
の
一
部
の
掲
載
は
、
「
児
藍
」
欄
の
消
滅
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。
し
か

　
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
性
格
や
「
少
公
子
」
の
後
半
部
分
が
「
児
藍
」
欄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
含
め
た
若
松
作

　
品
は
「
児
藍
」
欄
に
掲
載
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
作
品
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。

（
8
）
坪
内
遣
遥
「
当
世
書
生
気
質
」
、
『
妹
と
背
か
、
・
み
』
か
ら
二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲
』
に
至
る
ま
で
の
文
体
の
変
遷
に
「
小
供
談
」
の
試
み
は
入
れ
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
特
に
、
『
浮
雲
』
の
出
版
時
期
と
重
な
る
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
が
互
い
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
な
検
証
は
今
後
行

　
う
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
巌
本
善
治
が
遣
遥
や
二
葉
亭
の
文
体
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
。
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※
な
お
、
引
用
部
分
の
漢
字
は
、
新
字
体
に
改
め
た
。

（
文
学
部
非
常
勤
講
師
）


