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『
あ
る
女
の
生
涯
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曖
昧
性
が
描
く
＜
老
い
〉
と
〈
狂
気
〉

佐
々
木
　
亜
紀
子

　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
島
崎
藤
村
の
『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
七
月
に
『
新
潮
　
第
三
十
五
巻
第
一
号
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
発
表
当
時

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ね

か
ら
好
評
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
今
日
に
お
い
て
も
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
問
題
を
投
げ
か
け
る
作
品
で
あ
る
。
そ
の
問
題
と
は
、
大
き
く
二

つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
ひ
と
つ
は
、
配
偶
者
を
亡
く
し
た
あ
と
の
高
齢
女
性
の
生
き
難
い
晩
年
を
、
ご
く
早
い
時
期
に
描
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
現
代
日
本
で
こ
そ
、

高
齢
社
会
の
現
状
か
ら
配
偶
者
の
な
い
高
齢
女
性
が
注
目
さ
れ
て
は
い
る
が
、
一
九
二
一
年
に
小
説
の
主
人
公
と
し
て
登
場
さ
せ
た
の
は
慧
眼

と
い
え
よ
う
。

　
そ
し
て
今
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
女
性
の
〈
老
い
〉
と
〈
狂
気
〉
と
が
主
人
公
に
寄
り
添
っ
て
描
か
れ
、
病
め
る
精
神
を
物
語
化
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
〈
曖
昧
性
〉
が
深
く
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
先
行
研
究
で
は
、
藤
村
の
実
姉
高
瀬
園
（
ま
た
は
「
園
子
」
「
そ
の
」
）
と
い
う
実
在
の
女
性
が
『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
主
人
公
の
モ
デ
ル
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
モ
デ
ル
と
作
品
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
高
瀬
園
は
『
あ
る
女
の
生
涯
』
よ
り
ま
え
に
、
既
に
藤
村
に
よ
っ
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て
『
家
』
な
ど
で
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
作
品
と
比
較
さ
れ
た
り
、
〈
狂
気
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
『
春
』
と
『
夜
明
け
前
』
を
つ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

ぐ
作
品
と
し
て
藤
村
の
文
学
的
営
為
か
ら
論
じ
ら
れ
た
り
し
た
。
本
論
は
こ
れ
ら
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
〈
曖
昧
性
〉
を
も
つ
テ
ク
ス

ト
の
構
造
に
注
目
し
つ
つ
、
高
齢
社
会
の
現
代
か
ら
『
あ
る
女
の
生
涯
』
を
読
み
か
え
す
試
み
で
あ
る
。

　
『
あ
る
女
の
生
涯
』
に
は
、
主
人
公
小
山
お
げ
ん
が
精
神
を
患
っ
て
、
家
族
に
看
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
精
神
病
院
で
亡
く
な
っ
た
晩
年
が
描
か

れ
て
い
る
。
だ
が
お
げ
ん
は
天
涯
孤
独
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
養
子
夫
婦
が
継
い
で
い
る
も
の
の
、
番
頭
以
下
多
く
の
使
用
人
を
抱
え
た
小
山

家
と
い
う
大
世
帯
の
「
御
新
造
さ
ま
」
で
も
あ
っ
た
女
性
で
、
東
京
に
は
家
族
と
と
も
に
暮
ら
す
弟
た
ち
が
い
る
。
む
し
ろ
現
代
に
比
べ
れ
ば
、

親
類
縁
者
の
多
い
部
類
に
属
す
る
。
し
か
し
放
蕩
を
重
ね
た
夫
が
亡
く
な
り
、
そ
の
ま
え
に
長
男
も
亡
く
し
、
「
最
後
の
『
隠
れ
家
』
」
を
求
め

て
小
山
の
家
を
出
る
。
精
神
的
に
「
発
育
の
後
れ
た
」
四
〇
歳
に
な
る
独
身
の
娘
で
あ
る
お
新
と
、
甥
に
あ
た
る
三
吉
と
、
付
き
添
い
の
婆
や

を
連
れ
て
、
ま
ず
は
蜂
谷
と
い
う
か
つ
て
の
書
生
が
営
む
病
院
へ
ゆ
く
。
次
に
弟
た
ち
を
頼
っ
て
独
り
東
京
へ
で
る
も
の
の
、
勧
め
ら
れ
て
「
養

生
園
」
へ
入
所
し
、
そ
こ
か
ら
「
根
岸
の
精
神
病
院
」
へ
転
院
し
、
三
年
間
そ
の
病
院
に
過
ご
し
て
つ
い
に
亡
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
高
瀬
園
も
お
お
む
ね
同
様
の
晩
年
を
過
ご
し
た
よ
う
で
あ
る
。
西
丸
四
方
『
藤
村
の
秘
密
』
な
ど
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、

「
音
羽
養
生
院
」
か
ら
「
根
岸
の
脳
病
院
」
に
移
っ
た
末
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。

　
高
齢
女
性
の
過
酷
な
晩
年
生
活
は
、
現
代
の
み
の
現
象
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
身
近
な
家
族
た
ち
を
モ
デ
ル
に
作
品
を
作
り
上
げ

た
藤
村
の
自
然
主
義
的
方
法
ゆ
え
に
、
厳
し
い
現
実
が
は
か
ら
ず
も
活
写
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
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、

「
生
甲
斐
」
を
求
め
た
出
立

　
『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
「
生
涯
」
と
は
い
う
も
の
の
、
お
げ
ん
の
晩
年
の
三
年
あ
ま
り
が
作
品
内
の
時
間
に
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
末
尾
ち

か
く
に
「
三
年
ほ
ど
経
つ
て
、
お
げ
ん
の
容
体
の
危
篤
」
が
病
院
か
ら
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
最
後
の
三
年
間
は
ほ
ぼ
欠



落
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
お
げ
ん
の
「
生
涯
」
は
、
蜂
谷
医
院
に
滞
在
し
た
ご
く
短
い
時
間
の
な
か
で
の
彼
女
自
身
に
よ
る
「
回
想
」
に
よ
っ

て
凝
縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
お
げ
ん
の
夫
は
「
関
係
し
た
芸
者
は
幾
人
と
な
く
あ
つ
て
、
そ
の
一
人
に
旦
那
の
子
が
生
ま
れ
」
た
り
、
「
酌
婦
に
関
係
の
出
来
た
」
り
、
「
若

い
芸
者
」
を
．
「
道
連
に
」
出
奔
し
た
り
し
た
と
い
う
。
「
十
年
も
他
郷
で
流
浪
し
た
揚
句
」
に
帰
郷
し
た
も
の
の
、
再
び
「
復
た
若
い
芸
者
に
関

係
し
た
」
り
と
、
「
人
の
好
い
性
質
と
、
女
に
弱
い
と
こ
ろ
を
最
後
ま
で
持
ち
つ
“
け
」
た
。
そ
の
不
実
な
夫
が
小
山
家
で
亡
く
な
る
。
『
あ
る

女
の
生
涯
』
は
、
そ
の
二
年
後
に
お
げ
ん
が
小
山
家
を
出
た
八
月
か
ら
始
ま
る
。

　
「
あ
の
旦
那
が
亡
く
な
つ
て
か
ら
、
俺
は
も
う
小
山
の
家
に
居
る
気
も
し
な
く
な
つ
た
よ
」
、
「
旦
那
が
亡
く
な
つ
た
時
に
（
中
略
）
俺
は
も
う

小
山
家
に
縁
故
の
切
れ
た
も
の
だ
と
思
つ
た
」
と
弟
に
語
る
お
げ
ん
の
こ
と
ば
か
ら
、
「
待
つ
て
も
、
待
つ
て
も
」
帰
ら
な
い
夫
で
は
あ
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と
シ
リ

お
げ
ん
を
小
山
家
に
引
き
留
め
て
い
た
の
は
夫
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
「
小
山
の
家
の
祖
母
さ
ん
」
や
、
「
相
続
人
」
で
あ
る
「
実
子
の
死
を

見
送
」
っ
た
と
き
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。
「
家
も
捨
て
、
妻
も
捨
て
、
子
も
捨
て
、
不
義
理
の
あ
る
た
け
を
後
に
残
し
て
行
く
」
夫
の
度
重

な
る
裏
切
り
に
、
「
小
山
の
家
を
出
よ
う
と
思
い
立
つ
」
こ
と
が
二
度
あ
っ
た
と
は
い
え
、
結
局
お
げ
ん
は
「
旦
那
の
死
を
も
見
送
」
る
ま
で
は
、

小
山
家
に
い
る
こ
と
を
選
ん
で
い
た
。
こ
う
し
て
二
度
企
図
し
て
か
な
わ
な
か
っ
た
末
に
、
「
俺
は
半
年
も
前
か
ら
思
ひ
立
つ
て
、
漸
く
こ
・
ま

で
来
た
」
と
今
回
の
小
山
か
ら
の
出
立
を
独
り
言
つ
と
こ
ろ
に
、
お
げ
ん
の
決
心
の
ほ
ど
が
う
か
が
え
る
。
長
い
準
備
の
末
に
、
自
ら
選
ん
で

小
山
家
を
あ
と
に
し
た
の
だ
。

　
年
老
い
て
自
ら
家
を
あ
と
に
す
る
女
性
と
い
え
ば
、
『
楢
山
節
考
』
の
お
り
ん
が
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
お
り
ん
と
お
げ
ん
と
は
全
く
異
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

世
界
を
生
き
て
い
る
。
『
楢
山
節
考
』
で
は
、
極
貧
の
村
に
暮
ら
す
お
り
ん
が
、
よ
く
食
べ
ら
れ
る
歯
を
も
つ
こ
と
を
恥
じ
、
村
人
へ
の
「
振
舞

支
度
」
を
し
た
う
え
で
「
楢
山
さ
ま
」
へ
と
旅
立
つ
。
息
子
と
孫
に
嫁
が
き
て
、
食
物
の
消
費
量
が
生
産
量
以
上
に
な
る
日
が
目
前
に
迫
っ
た

た
め
、
お
り
ん
は
自
ら
の
意
思
で
共
同
体
の
慣
習
に
従
っ
た
の
だ
。
需
給
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
か
の
よ
う
な
お
り
ん
の
行
為
は
、
村
や
家
族

の
重
荷
に
な
る
〈
老
い
〉
の
時
間
を
短
縮
し
て
、
有
用
な
生
か
ら
死
へ
と
最
短
距
離
を
ゆ
く
と
も
と
れ
る
。
お
り
ん
に
は
「
楢
山
さ
ま
」
と
い
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う
他
界
の
救
い
が
信
じ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　

　
棄
老
と
い
う
習
俗
に
つ
い
て
、
赤
坂
憲
雄
は
「
棄
老
伝
説
考
－
秘
め
ら
れ
た
供
犠
謹
の
な
か
へ
」
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
従
来
の
「
姥
捨
て
謹
」
の
説
明
を
批
判
し
て
、
家
族
制
度
な
ど
と
の
関
わ
り
か
ら
日
本
の
「
棄
老
伝
説
」

で
赤
坂
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
偏
向
し

の
固
有
性
を
探
っ
た
。
そ
の
な
か

　
棄
老
伝
説
の
前
段
に
（
中
略
）
老
い
と
い
う
、
生
／
死
の
あ
わ
い
に
横
た
わ
る
曖
昧
な
境
界
の
時
間
を
、
ひ
た
す
ら
引
き
延
ば
す
こ
と
を

志
向
し
て
き
た
近
代
の
老
人
観
、
さ
ら
に
い
っ
て
人
間
観
と
は
根
抵
か
ら
対
立
す
る
何
か
が
確
実
に
潜
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
老

い
と
死
の
は
ざ
ま
に
猶
予
さ
れ
た
黄
昏
の
時
間
を
か
ぎ
り
な
く
無
（
傍
点
は
原
文
に
拠
る
）
に
近
付
け
よ
う
と
す
る
共
同
の
意
志
で
あ
り
、

老
い
を
生
か
ら
鋭
利
に
切
断
し
、
死
の
側
へ
と
境
を
こ
え
て
人
為
的
に
逐
い
放
と
う
と
す
る
不
可
視
の
力
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
と

　
さ
ら
に
赤
坂
は
続
け
て
、
「
棄
老
伝
説
は
失
わ
れ
た
歴
史
の
、
ほ
ん
の
幽
か
な
、
共
同
化
さ
れ
た
記
憶
の
痕
跡
で
あ
」
り
、
「
老
人
殺
し
を
秘

め
ら
れ
た
主
題
と
す
る
一
篇
の
供
犠
語
」
で
あ
る
と
論
じ
た
。
「
他
界
な
き
時
代
を
生
き
て
あ
る
わ
た
し
た
ち
」
が
抱
く
「
近
代
の
老
人
観
」
か

ら
は
み
え
に
く
い
「
安
ら
ぎ
」
「
救
済
」
が
「
山
に
棄
て
る
／
山
に
行
く
」
（
傍
点
は
原
文
に
拠
る
）
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
楢
山
節
考
』
の

お
り
ん
の
迷
い
の
な
い
訣
別
の
姿
は
開
に
落
ち
る
。

　
だ
が
お
げ
ん
は
「
他
界
な
き
時
代
」
を
生
き
て
い
る
。
住
み
慣
れ
た
土
地
を
自
ら
あ
と
に
す
る
お
り
ん
と
お
げ
ん
だ
が
、
お
げ
ん
に
は
お
り

ん
の
信
じ
た
「
楢
山
さ
ま
」
と
い
う
他
界
は
な
い
。
ま
た
「
金
銭
の
勘
定
に
拙
」
く
、
家
族
の
経
済
的
な
重
荷
に
な
る
の
を
厭
う
と
い
う
発
想

が
な
い
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、
お
げ
ん
の
出
立
は
「
も
つ
と
生
甲
斐
の
あ
る
こ
と
を
探
し
た
い
と
心
に
思
」
い
、
実
弟
た
ち
を
頼
っ
て
「
隠
れ

家
」
で
の
自
立
し
た
生
活
を
夢
見
て
東
京
を
め
ざ
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
お
り
ん
と
の
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。

　
そ
し
て
当
然
な
が
ら
東
京
は
「
楢
山
さ
ま
」
の
よ
う
に
は
お
げ
ん
を
受
け
入
れ
て
は
く
れ
な
い
。
お
げ
ん
が
小
山
家
を
出
て
弟
た
ち
に
依
存
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し
よ
う
と
す
る
の
は
、
血
縁
や
互
恵
関
係
を
頼
み
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
東
京
で
は
、
養
子
に
い
っ
た
二
番
目
の
弟
の
直
次
が
養
母
や
子

供
と
の
六
人
家
族
で
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
こ
に
藤
村
が
モ
デ
ル
と
思
し
き
三
番
目
の
弟
で
「
外
国
の
旅
か
ら
帰
つ
た
ば
か
り
」
の
熊
吉
が
二
人

の
子
供
と
と
も
に
同
居
し
て
い
た
。
「
倹
約
に
し
て
暮
し
て
も
居
」
る
彼
ら
に
は
、
経
済
の
面
か
ら
も
お
げ
ん
を
支
え
る
力
は
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
高
齢
に
な
っ
て
配
偶
者
や
婚
家
か
ら
や
っ
と
解
放
さ
れ
、
「
も
つ
と
生
甲
斐
の
あ
る
こ
と
を
探
し
た
い
」
と
、
お
げ
ん
の
よ
う
に

考
え
る
こ
と
を
一
蹴
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
高
齢
者
を
画
一
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
と
も
す
れ
ば
若
年
者
か
ら
の

横
暴
と
も
な
り
得
る
。
た
と
え
ば
熊
吉
の
「
あ
の
養
子
を
助
け
て
、
家
の
手
伝
ひ
で
も
し
て
、
時
に
は
姉
さ
ん
の
好
き
な
花
で
も
植
ゑ
て
、
余

生
を
送
る
と
い
ふ
気
に
は
成
れ
な
い
も
の
で
す
か
な
あ
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
小
山
家
に
と
っ
て
都
合
が
よ
く
、
自
分
た
ち
に
負
担
が
か
か
ら

な
い
〈
老
い
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
姉
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
お
げ
ん
の
出
立
に
は
〈
曖
昧
性
〉
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
「
半
年
も
前
か
ら
思
ひ
立
」
っ
た
と
お
げ
ん
は
言
う
が
、
弟
た

ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
も
確
か
め
ぬ
ま
ま
小
山
家
を
出
て
き
て
し
ま
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
疑
念
は
読
む
者
を
戸
惑
わ
せ
る
。
お
げ

ん
の
言
い
分
を
離
れ
て
、
客
観
的
に
考
え
れ
ば
、
や
は
り
お
げ
ん
の
判
断
力
が
低
下
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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二
、
出
立
を
め
ぐ
る
別
の
思
惑

　
無
謀
と
も
い
え
る
お
げ
ん
の
出
立
に
対
し
て
、
小
山
家
が
お
げ
ん
を
ど
の
よ
う
な
思
い
を
も
っ
て
見
送
っ
た
の
だ
ろ
う
。
お
げ
ん
に
寄
り

添
っ
た
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
構
造
上
、
そ
れ
は
測
り
難
く
、
〈
曖
昧
性
〉
を
伴
う
。
小
山
家
の
家
長
た
る
夫
と
、
「
相
続
人
」
の
長
男
を
失
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

た
お
げ
ん
は
、
小
山
家
に
と
っ
て
も
は
や
重
荷
、
も
し
く
は
無
用
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
今
日
の
高
齢
社
会
の
現
状
か
ら
照
ら
し
て
み
れ
ば
そ
れ
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。
お
げ
ん
の
よ
う
に
配
偶
者
や
実
子
よ
り
長
命
を
保
っ
て
い

る
高
齢
者
は
、
医
療
技
術
の
向
上
に
よ
っ
て
現
代
日
本
で
は
む
し
ろ
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
核
家
族
化
に
よ
っ
て
、
お
げ
ん
を
と
り
ま



く
よ
う
な
兄
弟
や
親
族
と
の
繋
が
り
が
失
わ
れ
、
あ
る
面
で
は
よ
り
深
刻
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
う
い
う
現
状
で
の
高
齢
女

性
が
被
介
護
者
と
し
て
置
か
れ
る
と
き
の
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
配
偶
者
や
家
督
継
承
者
を
看
取
り
な
が
ら
も
、
自
ら
は
看
取
り
手
を
確
保
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
要
因
は
家
族
内
で
の
地
位
の
失
墜
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
経
済
力
と
有
用
性
と
が
関
わ
る
。
男
性
と
は
違
っ
て
、

配
偶
者
や
長
男
亡
き
あ
と
の
女
性
は
、
財
産
の
多
く
を
次
の
相
続
人
に
渡
し
て
経
済
的
に
逼
迫
し
て
し
ま
う
の
だ
。
ま
た
看
取
り
の
役
目
が
終

了
し
た
こ
と
で
、
無
用
者
と
し
て
居
場
所
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
夫
や
そ
の
両
親
を
看
取
る
こ
と
を
妻
の
務
め
と
し
て
内
面
化
し
実
行

し
た
世
代
の
高
齢
女
性
が
、
自
ら
は
看
取
り
手
を
確
保
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
う
え
実
子
が
亡
く
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
い
れ
ば
、
状
況
は
よ
り
不
利
に
は
た
ら
く
。
『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
、
か
つ
て
の
女
性
で
は
な
く
、
現
代
の
高
齢
女
性
の
姿
に
も
重
な
る
。

　
話
を
『
あ
る
女
の
生
涯
』
に
戻
そ
う
。
お
げ
ん
は
「
嫁
い
で
来
た
若
い
娘
の
日
か
ら
、
す
く
な
く
も
彼
女
の
力
に
出
来
る
だ
け
の
こ
と
は
為

た
と
信
じ
て
居
た
」
と
い
う
。
だ
が
す
で
に
家
業
を
継
ぐ
養
子
夫
婦
の
い
る
小
山
家
で
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
評
価
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　
蜂
谷
医
院
を
で
て
東
京
へ
い
く
お
げ
ん
の
た
め
に
、
養
子
の
兄
が
や
っ
て
き
て
弟
の
も
と
に
送
り
届
け
る
と
き
、
養
子
、
甥
、
番
頭
、
小
僧
、

女
衆
な
ど
「
小
山
の
家
の
衆
が
み
ん
な
裏
口
へ
出
て
待
受
け
て
」
、
上
京
す
る
汽
車
の
な
か
の
お
げ
ん
に
向
か
っ
て
挨
拶
す
ら
し
て
い
る
。
一
見
、

円
満
な
出
立
と
み
え
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
お
げ
ん
の
出
立
を
引
き
留
め
た
形
跡
が
み
え
な
い
と
も
い
え
る
。

　　　一一

　
彼
女
は
家
の
方
に
居
た
時
分
、
妙
に
家
の
人
達
か
ら
警
戒
さ
れ
て
、
刃
物
と
い
ふ
刃
物
は
鋏
か
ら
剃
刀
ま
で
隠
さ
れ
た
と
気
づ
い
た
こ
と

が
よ
く
あ
る
。
年
を
と
つ
た
お
げ
ん
が
つ
く
ρ
＼
こ
の
世
の
冷
た
さ
を
思
い
知
つ
た
の
は
、
さ
う
い
ふ
時
だ
つ
た
。
そ
の
度
に
彼
女
は
悲
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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へ

さ
や
腹
立
し
さ
が
胸
一
ぱ
い
に
込
み
上
げ
て
来
て
、
わ
ざ
く
養
子
夫
婦
の
い
や
が
る
や
う
に
仕
向
け
て
見
た
こ
と
も
あ
る
。
時
に
は
白
い

ハ
ン
ケ
チ
で
鼠
を
造
つ
て
、
そ
れ
を
自
分
の
頭
の
上
に
載
せ
て
、
番
頭
か
ら
小
僧
ま
で
集
ま
つ
た
仕
事
場
を
驚
か
し
た
こ
と
も
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

周
囲
か
ら
の
奇
異
な
ま
な
ざ
し
を
悲
し
む
感
情
が
お
げ
ん
に
は
あ
り
、
時
に
滑
稽
を
演
じ
て
み
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
読
み



取
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
お
げ
ん
の
側
か
ら
み
た
世
界
で
し
か
な
い
。
こ
こ
に
モ
デ
ル
で
あ
る
姉
へ
の
、
藤
村
な
り
の
思
い
や
り
に

満
ち
た
想
像
力
が
働
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
げ
ん
の
側
か
ら
の
言
い
分
で
し
か
な
い
以
上
、
小
山
家
と
の
不
協
和
音
の
可
能
性
は

残
さ
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
お
げ
ん
の
知
り
得
な
い
水
面
下
で
は
、
小
山
家
と
東
京
の
弟
た
ち
の
と
画
策
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
お
げ
ん
は
弟
た
ち

の
暮
ら
し
ぶ
り
を
知
ら
な
い
ま
ま
出
立
し
た
よ
う
だ
が
、
小
山
家
で
は
直
次
の
家
の
現
状
へ
の
見
極
め
が
あ
る
程
度
で
き
た
は
ず
だ
。
少
な
く

と
も
小
山
家
の
側
は
刃
物
を
隠
す
必
要
性
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
。
「
婆
や
」
に
会
計
を
預
か
ら
せ
て
い
た
の
も
、
お
げ
ん
に
金
銭
の
管
理
能

力
が
な
い
と
判
断
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
家
事
労
働
か
ら
排
除
し
、
経
済
的
自
由
を
奪
っ
た
の
は
、
単
な
る
嫌
が
ら
せ
で
は
な
い
は
ず
だ
。

「
養
子
夫
婦
の
い
や
が
る
や
う
に
仕
向
け
て
見
た
」
お
げ
ん
の
行
為
や
奇
行
を
、
〈
狂
気
〉
の
兆
候
と
し
か
把
握
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
お
げ
ん
を
引
き
留
め
る
こ
と
な
く
使
い
ま
で
出
し
て
東
京
に
送
り
届
け
た
と
考
え
る
余
地
は
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
小
山
家
で
は
お
げ
ん
を
単
な
る
無
用
者
と
し
て
積
極
的
に
追
い
出
し
た
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
そ
の
〈
狂
気
〉
を
危
険
視
し

た
り
、
も
て
あ
ま
し
た
り
し
て
い
た
の
だ
。
お
げ
ん
の
東
京
行
き
は
、
「
も
つ
と
生
甲
斐
の
あ
る
こ
と
を
探
し
た
い
」
と
い
う
本
人
の
希
望
を
実

現
す
る
た
め
で
は
な
く
、
東
京
で
の
「
養
生
」
を
も
企
図
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
弟
た
ち
は
お
げ
ん
が
到
着
し
て

も
な
か
な
か
「
相
談
」
に
は
の
ら
ず
、
「
唯
々
姉
の
様
子
を
見
よ
う
と
ば
か
り
し
て
居
た
」
の
だ
。
そ
し
て
「
養
生
園
」
に
入
っ
て
か
ら
は
、
小

山
の
養
子
が
「
蔭
な
が
ら
直
次
を
通
し
て
ず
つ
と
国
か
ら
仕
送
り
を
続
け
て
居
た
」
の
で
あ
る
。
お
げ
ん
の
側
か
ら
描
か
れ
た
『
あ
る
女
の
生

涯
』
は
、
背
後
に
お
げ
ん
が
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
別
の
相
貌
を
隠
し
も
っ
て
い
る
。

一85一

三
、
〈
狂
気
〉
の
側
か
ら
の
物
語

現
代
に
お
い
て
『
あ
る
女
の
生
涯
』
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
女
性
の
〈
老
い
〉

と

〈
狂
気
〉
と
が
そ
の
内
面
か



ら
も
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
テ
ク
ス
ト
の
欠
落
、
あ
る
い
は
〈
曖
昧
性
〉
と
い
え
る
よ
う
な
語
り
口
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
す
で
に
関
谷
由
美
子
は
『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
「
男
と
女
の
ド
ラ
マ
」
の
欠
落
を
指
摘
し
、
そ
の
た
め
に
お
げ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
　

の
生
涯
が
「
「
女
の
破
産
」
の
光
景
に
塗
り
潰
さ
れ
」
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
先
述
し
た
と
お
り
、
小
山
家
を
出
て
き
た
理
由
が
本

人
の
希
望
だ
け
と
は
断
定
で
き
な
い
曖
昧
さ
が
残
る
。
ほ
か
に
も
、
お
げ
ん
の
精
神
疾
患
の
原
因
は
夫
の
病
（
梅
毒
）
の
感
染
な
の
か
、
父
の

遺
伝
な
の
か
、
あ
る
い
は
性
的
抑
圧
な
の
か
が
曖
昧
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
お
げ
ん
の
側
か
ら
の
語
り
で
は
、
病
症
が
不
明
瞭
で
そ
の
〈
狂
気
〉
が
重
篤
な
状
態
と
は
受
け
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
平
林
た
い
子
が
「
こ
の
小
説
の
余
韻
に
気
づ
か
ず
に
読
ん
で
行
く
と
、
病
院
に
入
れ
る
ほ
ど
病
気
が
悪
化
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
わ
か
ら

　
　
ユ

な
い
」
と
、
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
周
囲
か
ら
危
険
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
気
づ
き
悲
し
む
感
情
や
、
興
奮
し
た
時
の
「
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ち
が
ひ

少
し
を
か
し
か
つ
た
わ
い
」
と
い
う
反
省
や
、
「
何
だ
か
俺
は
ほ
ん
と
に
狂
に
で
も
成
り
さ
う
だ
」
と
い
う
独
り
言
は
、
現
代
か
ら
み
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

孤
独
か
ら
く
る
う
つ
状
態
や
軽
い
認
知
症
の
つ
ぶ
や
き
の
よ
う
に
も
読
め
る
。

　
そ
の
た
め
、
熊
吉
の
行
為
、
す
な
わ
ち
、
「
養
生
園
」
へ
の
入
院
を
強
く
勧
め
、
次
に
は
欺
い
て
「
根
岸
の
精
神
病
院
」
に
転
院
さ
せ
た
こ
と

は
い
か
に
も
不
当
で
あ
り
、
お
げ
ん
が
理
不
尽
な
境
遇
へ
陥
れ
ら
れ
た
印
象
が
強
ま
る
。
つ
ま
り
お
げ
ん
の
側
に
か
ら
語
ら
れ
た
『
あ
る
女
の

生
涯
』
は
、
お
げ
ん
へ
の
同
情
を
か
き
立
て
る
よ
う
に
読
者
を
導
い
て
ゆ
く
の
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
高
齢
者
の
精
神
疾
患
と
い
え
ば
、
近
年
は
認
知
症
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
精
神
科
医
の
小
澤
勲
は
、
認
知
症
を
生

き
る
人
自
身
の
声
を
拾
い
集
め
、
そ
の
人
か
ら
見
た
世
界
を
「
物
語
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
介
護
の
方
法
や
処
遇
の
改
善
を
模

　
　
　
　
　
ロ
　

索
し
て
い
る
。
『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
時
代
、
認
知
症
と
い
う
名
称
は
な
か
っ
た
が
、
お
げ
ん
と
い
う
〈
狂
気
〉
の
側
か
ら
こ
と
ば
を
紡
ぎ
だ
し

て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
お
げ
ん
の
側
か
ら
の
物
語
に
分
け
入
る
こ
と
で
、
精
神
を
病
み
つ
つ
生
き
る
こ
と
の
一
端
を
理
解
す
る
試
み
と
い

え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
か
　
　
　
　
　
　
ひ
と
り
ご
と

　
先
に
あ
げ
た
お
げ
ん
の
つ
ぶ
や
き
や
、
「
彼
女
の
内
部
」
の
「
独
語
を
言
ふ
二
人
の
人
」
の
会
話
は
、
も
ち
ろ
ん
〈
狂
気
〉
の
本
人
の
み
知
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る
も
の
な
の
で
、
仮
構
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
。
だ
が
「
彼
女
の
内
部
」
の
物
語
に
よ
っ
て
、
自
身
の
精
神
状
態
に
対
し
て
病
感
を
抱
く
苦
悩
や
、

次
第
に
正
気
を
喪
失
し
て
い
く
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
る
患
者
の
哀
し
み
に
思
い
を
致
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
財
産
管
理
を
さ
れ
て
「
小
遣
ひ
」

を
「
ね
だ
り
く
」
す
る
こ
と
の
屈
辱
や
、
家
族
全
体
か
ら
疎
外
さ
れ
る
失
望
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
反
対
に
、
「
彼
女
の
内
部
」
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
悩
だ
け
で
は
な
く
、
お
げ
ん
の
自
負
心
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と

え
ば
蜂
谷
医
院
に
滞
在
中
の
「
静
か
な
日
」
が
続
い
た
こ
ろ
、
木
曽
川
の
「
川
岸
か
ら
拾
ひ
集
め
た
小
石
で
茄
子
を
漬
け
る
こ
と
を
楽
み
に
思
」

う
の
は
、
皆
を
「
悦
ば
せ
」
、
皆
に
「
振
舞
ひ
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
パ
ン
を
焼
く
こ
と
」
も
「
在
院
中
の
慰
み
の

一
つ
」
で
、
三
吉
を
喜
ば
せ
、
患
者
た
ち
へ
も
配
る
こ
と
が
お
げ
ん
の
自
負
心
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
か
つ
て
小
山
家
の
「
御
新
造
さ
ま
」
で

あ
っ
た
こ
と
の
名
残
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
家
事
能
力
の
高
さ
が
、
「
女
の
破
産
に
終
つ
た
と
は
考
へ
た
く
な
」
い
彼
女
の
自
尊
心
を
支
え
た
の

だ
ろ
う
。

　
だ
が
東
京
で
は
そ
れ
が
失
敗
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
「
新
物
の
里
芋
」
を
「
う
ま
く
煮
て
弟
達
を
も
悦
ば
せ
よ
う
と
思
ふ
」
の
だ
が
、
「
や
・

昂
奮
」
し
て
「
炭
の
つ
ぎ
方
を
教
へ
よ
う
と
い
ふ
心
」
が
先
走
り
、
直
次
の
妻
の
お
さ
だ
に
「
熱
い
火
箸
」
を
掴
ま
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
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『
熱
。
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
と
も

と
お
さ
だ
は
口
走
つ
た
が
、
そ
の
時
お
さ
だ
の
眼
は
眼
面
に
お
げ
ん
の
方
を
射
つ
た
。

『
気
違
ひ
め
。
』

と
そ
の
眼
が
非
常
に
驚
い
た
や
う
に
物
を
言
つ
た
。

　
こ
こ
で
お
さ
だ
は
「
気
違
ひ
め
」
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
。
お
さ
だ
の
眼
の
表
情
か
ら
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
お
げ
ん
は
相
手

の
嫌
悪
感
を
読
み
取
る
能
力
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
得
意
な
家
事
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
ち
名
誉
を
挽
回
し
よ
う
と
し
た
行
為



が
、
逆
に
周
囲
と
の
軋
礫
を
生
む
。
漬
物
や
パ
ン
を
配
る
こ
と
は
過
分
な
賓
沢
と
解
釈
さ
れ
、
「
教
へ
よ
う
と
い
ふ
心
」
は
自
分
の
能
力
へ
の
過

信
あ
る
い
は
認
識
不
足
と
と
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
昂
奮
」
は
「
気
違
ひ
」
の
兆
候
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
結
局
お
げ
ん
の
自
負
心
か
ら
の
行
為
は
、

彼
女
自
身
の
評
価
を
低
め
て
し
ま
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
入
院
措
置
と
い
う
事
態
を
招
き
寄
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
熊
吉
と
藤
村
の
間

　
『
あ
る
女
の
生
涯
』
が
お
げ
ん
の
側
か
ら
語
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
「
火
箸
」
事
件
は
、
お
げ
ん
に
と
っ
て
「
弟
達
を
も
悦
ば
せ
よ
う
」
、
「
炭
の

つ
ぎ
方
を
教
へ
よ
う
」
と
い
う
意
欲
が
裏
目
に
出
た
結
果
だ
っ
た
と
読
め
る
。
だ
が
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
熊
吉
の
行
動
で
あ
る
。

「
火
箸
」
事
件
の
あ
と
、
直
次
は
「
大
袈
裟
な
真
似
を
す
る
な
い
」
と
言
っ
て
、
「
隣
近
所
に
ま
で
響
け
る
や
う
な
高
い
声
で
笑
つ
た
」
り
、

『
大
分
面
白
か
つ
た
よ
』
と
熊
吉
に
も
「
話
し
て
無
造
作
に
笑
」
い
、
つ
と
め
て
平
静
を
装
っ
て
い
る
。
し
か
し
熊
吉
の
態
度
は
違
っ
て
い
た
。

熊
吉
は
黙
し
勝
ち
に
食
つ
て
居
た
。
食
後
に
、
お
げ
ん
は
自
分
の
側
へ
来
て
心
配
す
る
や
う
に
言
ふ
熊
吉
の
低
い
声
を
聞
い
た
。

『
姉
さ
ん
、
私
と
一
緒
に
い
ら
つ
し
や
い
1
今
夜
は
小
間
物
屋
の
二
階
の
方
へ
泊
り
に
行
き
ま
せ
う
。
』

　
こ
の
晩
、
熊
吉
は
姉
と
二
人
で
相
対
し
、
そ
の
病
状
の
重
篤
さ
を
認
識
す
る
に
至
る
。
「
お
げ
ん
の
内
部
に
居
る
二
人
の
人
が
何
時
の
間
に
か

頭
を
持
上
げ
」
、
次
に
謡
曲
を
「
囎
」
き
、
「
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
熊
吉
は
ま
だ
起
き
て
（
中
略
）
し
よ
ん
ぼ
り
と
電
燈
の
か
げ
に
坐
つ
て
居
る

や
う
な
弟
の
顔
が
彼
女
の
眼
に
映
つ
た
」
と
、
語
り
は
お
げ
ん
に
寄
り
添
う
。
だ
が
熊
吉
か
ら
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
〈
狂
気
〉
の
徴
と
見
え
た
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
「
翌
日
は
熊
吉
も
に
は
か
に
奔
走
を
始
め
た
」
の
で
あ
る
。

　
平
静
を
装
う
直
次
と
は
違
っ
て
、
熊
吉
は
「
火
箸
」
事
件
を
重
大
視
し
、
「
ど
う
し
て
も
俺
は
病
院
へ
行
く
こ
と
は
厭
だ
」
と
い
う
お
げ
ん
の
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こ
と
ば
と
は
う
ら
は
ら
に
、
「
養
生
園
行
を
見
合
せ
な
い
の
み
か
、
そ
の
翌
日
の
午
後
に
は
自
分
で
先
づ
姉
を
見
送
る
支
度
を
し
」
、
「
姉
の
前
に

手
を
つ
い
て
御
辞
儀
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
し
て
勧
め
た
」
の
で
あ
る
。
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
お
げ
ん
は
「
ト
ボ
ケ
で
も
し
な
い
か
ぎ
り
、
何
の
面
を
さ
げ
て
、
そ
ん
な
養
生
園
へ
行
か
れ
よ
う
と
考
へ
」
、
「
わ
ざ
と
風
変
り
」
な
体
裁
で

で
か
け
た
と
い
う
が
、
そ
れ
を
故
意
の
「
ト
ボ
ケ
」
と
す
る
の
は
彼
女
の
言
い
分
で
し
か
な
い
。
「
小
山
の
家
の
方
で
毎
年
漬
物
の
用
意
を
す
る
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

や
う
に
」
台
所
で
蕪
菜
を
「
漬
け
る
手
伝
ひ
」
を
す
れ
ば
、
「
『
そ
ん
な
水
い
ち
り
を
な
す
つ
ち
や
、
い
け
ま
せ
ん
よ
（
中
略
）
』
と
看
護
婦
に
叱

ら
れ
て
」
し
ま
う
。
お
げ
ん
に
と
っ
て
そ
れ
ら
の
行
為
は
故
あ
る
も
の
だ
と
『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
示
し
、
精
神
を
病
む
人
の
心
を
物
語
化
し

て
ゆ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
　
ハ
ロ

　
野
村
章
恒
に
よ
れ
ば
、
お
げ
ん
の
モ
デ
ル
で
あ
る
高
瀬
園
が
入
院
し
た
「
音
羽
養
生
園
」
は
、
呉
秀
三
の
経
営
す
る
「
有
福
な
自
費
の
軽
症
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

を
開
放
的
に
治
療
す
る
病
院
で
」
あ
っ
た
と
い
う
。
野
村
は
精
神
医
学
の
立
場
か
ら
『
あ
る
女
の
生
涯
』
を
分
析
し
て
こ
の
こ
ろ
の
お
げ
ん
の

状
態
を
「
ど
う
み
て
も
痴
呆
が
相
当
進
ん
で
い
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
「
閉
鎖
病
棟
の
根
岸
病
院
に
転
院
せ
ね
ば
な
ら
な
い
結
果
」

を
当
然
視
し
て
い
る
。

　
ま
た
高
瀬
園
の
養
子
高
瀬
兼
喜
（
文
吉
）
宛
の
藤
村
書
簡
（
大
正
六
年
二
月
八
日
）
か
ら
も
、
園
の
重
篤
な
状
態
が
察
せ
ら
れ
る
。
書
簡
に
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へ

は
「
姉
の
こ
と
に
つ
き
て
は
私
も
心
を
傷
め
て
居
り
ま
す
。
病
勢
も
つ
の
る
一
方
に
て
養
生
所
の
方
も
遂
々
こ
と
わ
ら
れ
ま
し
た
。
昨
日
は
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ

兄
方
へ
参
り
、
根
岸
病
院
へ
入
院
さ
せ
る
こ
と
に
相
談
を
ま
と
め
、
其
足
に
て
西
丸
い
さ
の
許
へ
い
ろ
こ
こ
依
頼
に
参
り
ま
し
た
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
園
は
「
開
放
的
に
治
療
す
る
病
院
」
か
ら
退
院
勧
告
さ
れ
る
ほ
ど
の
病
状
だ
っ
た
の
だ
。

　
し
か
し
『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
あ
く
ま
で
お
げ
ん
の
側
か
ら
描
い
て
い
く
。
漬
物
の
手
伝
い
を
し
よ
う
と
す
ら
し
て
い
る
元
気
そ
う
な
お
げ

ん
が
、
「
そ
の
夕
方
」
に
「
熊
叔
父
さ
ん
の
お
使
」
の
「
宗
太
の
娘
の
お
玉
」
の
訪
問
を
突
然
に
う
け
、
「
養
生
園
か
ら
誘
ひ
出
さ
れ
」
て
「
根

岸
病
院
」
に
転
院
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
。
も
ち
ろ
ん
退
院
勧
告
さ
れ
た
こ
と
は
書
か
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
「
根
岸
の
精
神
病
院
」
は
お

げ
ん
に
と
っ
て
は
「
厭
は
し
い
記
憶
」
の
あ
る
「
牢
獄
も
同
様
な
場
所
」
で
あ
っ
た
。
熊
吉
も
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
。
そ
の
場
所
へ
騙
し
て
入
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院
さ
せ
た
お
玉
や
熊
吉
は
、
い
か
に
も
冷
酷
な
悪
役
に
な
る
。

　
根
岸
の
精
神
病
院
で
も
お
げ
ん
の
病
症
は
重
篤
と
は
描
か
れ
な
い
。
「
お
げ
ん
の
中
に
居
る
二
人
の
人
」
が
対
話
し
た
り
、
幻
想
に
入
っ
た
り

す
る
よ
う
な
描
写
は
あ
る
が
、
単
な
る
自
問
自
答
や
回
想
的
な
も
の
思
い
と
も
受
け
取
れ
る
。
「
俺
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
来
る
や
う
な
病
人
と

は
違
ふ
ぞ
い
」
と
言
い
、
病
院
へ
送
り
込
ん
だ
車
夫
の
虚
言
を
悔
し
が
る
お
げ
ん
。
父
が
「
座
敷
牢
」
で
読
ん
だ
古
歌
も
思
い
出
し
、
娘
の
お

新
を
思
い
「
激
し
く
泣
」
く
お
げ
ん
。
『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
お
げ
ん
の
側
か
ら
周
囲
の
不
当
さ
を
語
っ
て
い
る
。

　
そ
の
あ
と
『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
唐
突
に
「
三
年
ほ
ど
」
後
の
「
お
げ
ん
の
容
体
の
危
篤
」
を
告
げ
、
「
養
生
園
以
来
、
蔭
な
が
ら
直
次
を
通

し
て
ず
つ
と
国
か
ら
仕
送
り
を
続
け
て
居
た
」
の
が
「
小
山
の
養
子
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
す
。
お
げ
ん
の
亡
く
な
っ
た
の
ち
に
看
護
婦
が

語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
病
院
で
は
「
よ
く
お
裁
縫
な
ぞ
」
を
し
、
「
お
亡
く
な
り
に
な
る
前
の
日
に
、
頭
を
剃
り
た
い
と
い
ふ
お
話
」
が
あ
っ

た
と
い
う
。
弟
の
宗
太
も
「
大
分
落
着
い
て
居
て
、
こ
の
分
な
ら
も
う
そ
ろ
く
病
院
か
ら
出
し
て
あ
げ
て
も
い
・
と
思
つ
た
」
ほ
ど
で
あ
っ

た
と
言
う
。
『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
お
げ
ん
亡
き
あ
と
に
す
ら
、
他
者
の
こ
と
ば
と
し
て
お
げ
ん
の
言
い
分
を
補
強
し
て
い
る
の
だ
。
反
し
て
熊

吉
は
臨
終
に
も
お
通
夜
に
も
立
ち
会
わ
な
い
ま
ま
で
物
語
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
熊
吉
は
お
げ
ん
の
語
り
か
ら
も
、
末
尾
の
地
の
語
り

か
ら
も
不
当
で
不
義
理
な
弟
と
さ
れ
る
。

　
熊
吉
の
行
動
に
つ
い
て
、
小
林
幸
夫
は
「
精
神
異
常
に
対
す
る
思
考
の
制
度
が
露
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
弟
達
は
、
お
げ
ん
の
願
い
や
訴
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え
に
全
く
反
応
し
な
い
」
と
指
摘
し
、
「
お
げ
ん
の
自
ら
生
き
よ
う
と
す
る
条
件
と
環
境
を
求
め
る
自
己
明
視
的
な
意
志
は
、
そ
の
存
在
す
ら
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
さ
れ
る
こ
と
な
く
葬
ら
れ
た
」
こ
と
を
問
題
と
し
た
。
小
林
の
コ
般
の
生
活
を
送
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
を
封
殺
し
て
は
い
け
な
い
、

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
強
く
持
つ
、
い
わ
ば
今
日
的
な
提
言
を
し
て
い
る
作
品
」
と
し
て
読
む
こ
と
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
「
今
日
的
な

提
言
」
と
限
定
す
る
ま
で
も
な
く
、
当
時
か
ら
患
者
の
人
権
や
自
己
決
定
権
は
守
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。

　
一
九
一
九
年
に
呉
秀
三
ら
が
関
わ
っ
た
「
精
神
病
院
法
」
が
公
布
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
「
精
神
病
者
監
護
法
」
の
強
制
監
置
の
観
点
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ザ

「
治
療
の
必
要
性
」
が
強
調
さ
れ
た
と
は
い
え
、
「
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
干
渉
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
一
九
一
九
年
と
い
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え
ば
『
あ
る
女
の
生
涯
』
が
発
表
さ
れ
る
二
年
前
、
す
な
わ
ち
お
げ
ん
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
高
瀬
園
が
根
岸
病
院
に
転
院
し
た
の
ち
で
あ
る
。

藤
村
や
そ
の
親
族
が
園
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
、
当
時
の
「
思
考
の
制
度
」
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
『
あ
る
女
の
生
涯
』
と
い
う
作
品
が
、
お
げ
ん
の
側
に
寄
り
添
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
お
げ
ん
の
「
自
己
明
視
的
な
意
志
」

に
は
留
保
が
必
要
だ
。
重
要
な
こ
と
は
、
〈
狂
気
〉
の
側
か
ら
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
精
神
病
院
に
入
院
せ
ざ
る
を
得
な
い
お
げ
ん
の
胸

中
は
、
無
化
の
可
能
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
だ
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
あ
る
女
の
生
涯
』
に
は
お
げ
ん
の
知
り
得
な
い
背
景
が
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
小
山
家
の
対
応
や
周
囲
の
あ
つ

か
い
、
お
げ
ん
の
精
神
疾
患
の
重
篤
さ
は
、
お
げ
ん
の
語
り
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
欠
落
や
〈
曖
昧
性
〉

と
し
て
読
者
に
提
示
さ
れ
、
別
の
相
貌
を
み
せ
て
い
る
。
平
林
た
い
子
が
「
こ
の
小
説
の
余
韻
」
と
い
っ
た
の
は
、
こ
こ
で
い
う
〈
曖
昧
性
〉

に
近
い
だ
ろ
う
。
『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
こ
の
〈
暖
昧
性
〉
を
選
び
と
る
に
よ
っ
て
、
〈
老
い
〉
と
〈
狂
気
〉
の
側
と
、
そ
れ
を
看
る
／
視
る
側

と
の
二
つ
の
世
界
を
示
し
え
た
。
熊
吉
は
確
か
に
お
げ
ん
に
対
し
て
無
理
解
な
う
え
、
お
げ
ん
を
騙
し
、
そ
の
死
水
す
ら
と
ら
な
か
っ
た
。
だ

が
『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
そ
の
〈
曖
昧
性
〉
に
よ
っ
て
、
熊
吉
の
行
為
の
裏
側
に
あ
る
然
る
べ
き
理
由
を
灰
か
に
語
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
藤
村
は
、
『
あ
る
女
の
生
涯
』
で
お
げ
ん
に
寄
り
添
っ
て
〈
老
い
〉
と
〈
狂
気
〉
を
生
き
る
心
の
壁
を
描
い
た
。
お
げ
ん
に
対
し
て
熊

吉
は
冷
酷
だ
っ
た
が
、
『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
、
お
げ
ん
の
心
の
葛
藤
、
不
安
、
孤
独
、
疎
外
感
、
失
望
、
屈
辱
感
、
自
負
心
、
そ
し
て
そ
の
悲

し
み
を
語
っ
て
い
る
。
熊
吉
と
藤
村
と
の
距
離
は
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
の
だ
。

＊
本
論
で
は
『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
文
脈
を
活
か
す
た
め
に
差
別
語
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
箇
所
が
あ
る
。

長
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

し
か
し
本
論
は
、
差
別
を
温
存
、
助
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注（
1
）
島
崎
藤
村
の
作
品
、
書
簡
は
「
新
装
版
藤
村
全
集
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
三
～
一
九
七
四
）
に
拠
る
。
た
だ
し
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は

　
適
宜
省
い
た
。
他
の
引
用
も
同
じ
。
ま
た
傍
点
は
特
に
注
が
な
け
れ
ば
、
引
用
者
に
拠
る
。

（
2
）
　
『
新
潮
』
当
該
号
は
、
有
島
武
郎
「
白
官
舎
」
と
の
「
二
家
創
作
号
」
で
、
「
記
者
便
り
」
に
よ
れ
ば
「
二
作
は
共
に
百
枚
を
超
ゆ
る
長
篇
力
作
で
、

　
そ
の
為
め
二
氏
は
約
半
年
に
亘
る
苦
心
と
努
力
と
を
続
け
漸
く
に
し
て
脱
稿
せ
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
次
号
（
『
新
潮
』
一
九
一
二
・
八
）
「
記

　
者
便
り
」
に
も
「
予
期
の
如
く
多
大
の
歓
迎
を
受
け
ま
し
た
」
と
あ
る
。
ま
た
瀬
沼
茂
樹
は
「
発
表
当
時
極
め
て
好
評
で
あ
っ
た
作
品
で
あ
る
。
（
中
略
）

　
精
神
分
裂
の
内
的
独
白
と
幻
視
と
の
狂
的
世
界
を
如
実
に
追
求
す
る
と
こ
ろ
は
、
意
外
な
ほ
ど
に
清
新
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
解
説
」
「
現
代
日
本
文
学

　
全
集
　
8
　
島
崎
藤
村
集
』
筑
摩
書
房
、
一
九
五
三
）
。
他
の
同
時
代
評
な
ど
に
つ
い
て
は
、
小
林
幸
夫
「
『
あ
る
女
の
生
涯
』
1
意
志
と
自
己
統
御
」

　
　
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
二
・
一
〇
）
が
既
に
言
及
し
て
い
る
。

（
3
）
和
田
謹
吾
「
あ
る
女
の
生
涯
　
宿
業
の
終
焉
」
（
『
國
文
學
』
一
九
七
一
・
四
）
、
佐
藤
泰
正
「
「
あ
る
女
の
生
涯
』
1
「
春
』
と
「
夜
明
け
前
」
の

　
は
ざ
ま
に
」
（
「
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
九
〇
・
四
）
、
東
栄
蔵
「
解
説
」
（
「
島
崎
藤
村
全
短
編
集
　
五
」
郷
土
出
版
、
二
〇
〇
三
・
四
）
な
ど
。

（
4
）
西
丸
四
方
「
島
崎
藤
村
の
秘
密
』
（
有
信
堂
、
一
九
六
六
）
。
同
書
の
序
文
に
は
「
ゆ
か
り
の
あ
る
老
女
た
ち
か
ら
伝
え
ら
れ
た
昔
が
た
り
」
で
あ
っ

　
て
、
「
考
証
的
に
は
決
し
て
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
」
と
あ
る
。
だ
が
編
者
の
西
丸
は
『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
「
玉
子
」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
西
丸
い
さ
（
ま

　
た
は
「
い
さ
子
」
）
の
息
子
で
あ
る
。
そ
の
た
め
高
瀬
園
の
入
院
に
関
す
る
点
は
信
ぴ
ょ
う
性
が
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
「
あ
る
女
の
生
涯
』
に

　
は
、
「
養
生
園
」
と
あ
る
が
、
実
在
の
名
称
は
西
丸
が
記
し
た
よ
う
に
「
音
羽
養
生
院
」
。

（
5
）
伊
東
一
夫
編
「
島
崎
藤
村
事
典
　
新
訂
版
』
（
明
治
書
院
、
一
九
七
六
）
の
北
小
路
健
に
よ
る
「
高
瀬
そ
の
」
の
項
参
照
。

（
6
）
引
用
は
深
沢
七
郎
「
楢
山
節
考
』
（
新
潮
文
庫
、
一
九
八
七
）
に
拠
る
。

（
7
）
　
『
〈
叢
書
・
史
層
を
掘
る
＞
W
　
供
犠
の
深
層
へ
」
（
新
曜
社
、
一
九
九
二
）
。

（
8
）
赤
坂
は
「
柳
田
国
男
監
修
「
民
俗
学
辞
典
』
「
姥
棄
山
　
オ
バ
ス
テ
ヤ
マ
」
の
項
」
、
大
間
知
篤
三
ほ
か
編
「
民
俗
の
事
典
」
「
姥
捨
て
山
　
う
ば
す
て

　
や
ま
」
の
項
」
及
び
、
「
関
敬
吾
の
『
日
本
昔
話
大
成
』
第
九
巻
の
「
親
棄
山
」
の
項
」
を
批
判
し
て
い
る
。

（
9
）
こ
の
件
に
関
し
て
、
伊
狩
弘
は
「
適
当
な
病
院
も
な
い
木
曽
で
は
病
状
を
悪
化
さ
せ
た
園
子
の
面
倒
を
見
切
れ
な
く
な
っ
た
養
子
達
が
、
よ
う
や
く
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帰
国
し
た
藤
村
を
あ
て
に
し
て
入
院
さ
せ
る
た
め
に
園
子
の
上
京
を
図
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
『
日
本
文
芸
論
稿
　
第
一
八
・
一

　
九
合
併
号
』
一
九
九
一
・
一
こ
と
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
論
に
つ
い
て
は
滝
藤
満
義
「
「
あ
る
女
の
生
涯
」
1
「
狂
」
を
描
く
と
い
う
こ
と
」
（
千

　
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
一
八
四
『
日
本
近
代
文
学
と
病
』
二
〇
〇
九
・
三
）
を
参
照
し
た
。

（
1
0
）
関
谷
由
美
子
「
〈
流
浪
す
る
狂
女
〉
と
〈
二
階
の
叔
父
さ
ん
＞
1
藤
村
『
あ
る
女
の
生
涯
』
と
『
出
発
』
」
（
『
文
学
に
お
け
る
性
と
家
族
　
梅
光
女

　
学
院
大
学
公
開
講
座
論
集
　
第
4
集
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
）
。

（
1
1
）
平
林
た
い
子
「
「
あ
る
女
の
生
涯
」
に
つ
い
て
」
（
『
新
潮
』
第
四
十
五
巻
第
十
一
号
、
一
九
四
八
、
一
一
）
。

（
1
2
）
お
げ
ん
（
あ
る
い
は
園
）
の
病
状
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
西
丸
四
方
は
高
瀬
園
の
症
状
を
「
脳
梅
毒
」
で
は
な
く
「
精
神
分
裂
病
的
」
（
現
在
の
統

　
合
失
調
症
）
、
「
幻
覚
妄
想
性
の
も
の
」
と
し
て
い
る
（
注
4
に
同
じ
）
。
北
小
路
は
「
女
狂
い
の
夫
か
ら
移
さ
れ
た
病
毒
の
た
め
か
精
神
分
裂
症
（
一
説
）
」

　
　
（
注
5
に
同
じ
）
と
し
、
野
村
章
恒
（
『
森
田
正
馬
評
伝
』
白
揚
社
、
一
九
七
四
）
）
は
「
痴
呆
が
相
当
進
ん
で
い
た
」
と
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
P
T

　
S
D
の
可
能
性
が
捨
て
き
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
心
理
学
史
研
究
者
安
齋
順
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
1
3
）
小
澤
勲
『
痴
呆
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
』
（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
三
）
、
『
物
語
と
し
て
の
痴
呆
ケ
ア
』
（
土
本
亜
理
子
と
の
共
著
、
三
輪
書
房
、
二
〇

　
〇
四
）
、
「
認
知
症
と
は
何
か
』
（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
五
）
な
ど
。
な
お
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
大
鹿
貴
子
「
た
と
え
記
憶
を
な
く
し
て
も
　
認
知
症
の

　
人
々
に
残
る
こ
こ
ろ
」
（
米
村
み
ゆ
き
／
佐
々
木
共
編
『
〈
介
護
小
説
〉
の
風
景
－
高
齢
社
会
と
文
学
』
（
森
話
社
、
二
〇
〇
八
）
を
参
照
。

（
1
4
）
野
村
章
恒
『
森
田
正
馬
評
伝
』
。
注
1
2
参
照
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
根
岸
病
院
の
関
係
者
は
既
に
物
故
し
、
カ
ル
テ
は
「
戦
災
で
消
失
」
し
た
と
い
う
。

（
1
5
）
根
岸
病
院
の
森
田
正
馬
は
、
呉
秀
三
の
弟
子
に
あ
た
る
。

（
1
6
）
鈴
木
芳
次
は
社
団
法
人
東
京
精
神
病
院
協
会
篇
『
東
京
の
私
立
精
神
病
院
史
』
（
牧
野
出
版
、
一
九
七
八
）
で
、
氏
家
信
の
「
東
西
医
界
先
哲
評
伝
（
2
9
）

　
呉
秀
三
」
（
『
医
事
公
論
』
一
九
三
九
・
｝
二
・
二
三
）
を
引
用
し
て
、
「
明
治
四
十
年
」
に
呉
秀
三
が
開
設
し
た
「
音
羽
養
生
所
」
が
「
家
族
看
護
の
療

　
法
を
試
み
」
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
岡
田
靖
雄
も
氏
家
の
同
文
を
引
用
し
た
う
え
で
、
「
「
家
族
的
看
護
の
療
法
」
と
い
う
よ
り
は
開
放
的
処

　
遇
と
い
う
ほ
う
が
あ
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」
（
『
呉
秀
三
1
そ
の
生
涯
と
業
績
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
二
）
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
こ
の
件
に
関
し

　
て
は
安
齋
順
子
氏
と
橋
本
明
氏
（
愛
知
県
立
大
学
）
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
1
7
）
　
「
い
さ
」
は
注
4
の
西
丸
四
方
の
母
。

（
1
8
）
小
林
幸
夫
「
『
あ
る
女
の
生
涯
』
1
意
志
と
自
己
統
御
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
二
・
一
〇
）
。
注
2
参
照
。
小
林
は
こ
の
論
の
な
か
で
、
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同
様
の
論
と
し
て
瓜
生
清
（
「
島
崎
藤
村
「
あ
る
女
の
生
涯
』
論
」
（
「
福
岡
教
育
大
学
紀
要
（
文
科
編
）
第
四
三
号
」
一
九
九
四
・
二
）
）
と
大
井
田
義

　
彰
（
「
主
題
と
し
て
の
”
狂
気
”
1
「
あ
る
女
の
生
涯
』
論
序
説
」
（
「
媒
　
第
六
号
」
一
九
八
九
・
一
二
）
の
論
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
1
9
）
広
田
伊
蘇
夫
『
立
法
百
年
史
－
精
神
保
健
・
医
療
・
福
祉
関
連
法
規
の
立
法
史
　
増
補
版
』
（
批
評
社
、
二
〇
〇
七
）
を
参
照
し
た
。
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