
倉
橋
由
　
美
　
子
　
論

《
妖
女
》
か
ら
《
老
人
》

へ

小

倉

斉

〈
女
〉
の
視
点
と
《
反
世
界
》
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反
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現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
こ
と
、
つ
ま
り
《
事
実
》
や
《
体
験
》
や
《
日
常
性
》
と
い
う
も
の
を
い
か
に
正
確
に
描
写
し
て
い
く
か
と

い
う
こ
と
に
意
義
を
見
い
だ
す
〈
リ
ア
リ
ズ
ム
〉
の
精
神
が
、
明
治
以
降
の
文
学
の
展
開
に
大
き
く
力
を
発
揮
し
た
こ
と
は
、
三
＝
ロ
う
ま
で
も

な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
倉
橋
由
美
子
の
文
学
を
我
々
は
〈
反
リ
ア
リ
ズ
ム
〉
の
文
学
と
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
〈
反
リ
ア
リ
ズ
ム
〉

に
関
し
て
彼
女
が
示
し
た
基
本
的
な
姿
勢
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
わ
た
く
し
は
、
小
説
と
は
読
者
の
な
か
に
ひ
と
つ
の
夢
を
投
影
す
る
た
め
の
映
写
装
置
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
夢
こ

　
　
そ
レ
ア
リ
テ
（
現
実
）
と
よ
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ふ
つ
う
の
小
説
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
夢
が
日
常
世
界

1
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に
酷
似
し
て
い
る
か
、
な
い
し
は
日
常
世
界
と
簡
明
な
対
応
関
係
を
も
つ
こ
と
を
、
そ
の
存
立
条
件
に
し
て
い
た
と
い
え
ま
す
け
れ
ど
、

　
　
し
か
し
わ
た
く
し
自
身
は
、
小
説
と
い
う
も
の
を
そ
の
意
味
で
の
レ
ア
リ
ス
ム
に
よ
っ
て
決
定
的
に
制
約
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な

　
　
い
か
、
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
の
で
し
た
。

　
こ
れ
は
『
人
間
の
な
い
神
』
（
一
九
六
一
・
四
、
角
川
書
店
）
の
「
あ
と
が
き
」
の
一
節
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
〈
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
〉

の
姿
勢
と
は
全
く
異
な
っ
た
、
新
し
い
文
学
へ
の
志
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
反
リ
ア
リ
ズ
ム
〉
の
姿
勢
は
、
彼
女
の
特
異

な
文
学
的
感
覚
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
《
反
世
界
》
の
創
造
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
《
反
世
界
》
と
は
、
彼
女
の
想
像
的
産
物
で
あ
り
、

《
事
実
》
や
《
体
験
》
や
《
日
常
性
》
と
は
別
の
次
元
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、
そ
れ
は
彼
女
が
小
説
を
次
の

よ
う
に
定
義
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
小
説
と
は
、
《
こ
と
ば
》
に
よ
っ
て
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
非
文
学
的
な
要
素
を
利
用
し
て
、
《
反
世
界
》
に
《
形
》
を
あ
た
え
る
魔
術
で
あ

　
　
る
。
あ
る
い
は
そ
の
（
形
》
が
小
説
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
（
『
小
説
の
迷
路
と
否
定
性
』
）

　
倉
橋
由
美
子
に
と
っ
て
《
事
実
》
や
《
体
験
》
や
《
日
常
性
》
は
、
彼
女
が
《
反
世
界
》
を
表
現
す
る
時
、
大
い
に
利
用
す
べ
き
も
の
と

し
て
存
在
し
て
い
る
。
彼
女
が
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
現
実
や
日
常
を
う
ら
が
え
し
た
も
の
、
つ
ま
り
非
現
実
や
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
）

日
常
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
「
ノ
ー
マ
ル
な
何
か
が
存
在
す
る
」
こ
と
の
な
い
場
所
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
あ
っ
て
言
葉
で
紡
ぎ
出
さ
れ

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
次
に
、
こ
の
（
反
世
界
》
の
創
造
が
何
と
結
び
付
い
て
い
る
の
か
、
《
反
世
界
》
が
創
出
さ
れ
る
べ
き
必
然
性
は
何
な
の
か
、
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
《
反
世
界
》
が
《
事
実
》
や
《
体
験
》
や
《
日
常
性
》
と
い
っ
た
も
の
を
利
用
し
て
創
造
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
そ

れ
で
は
そ
う
い
っ
た
《
事
実
》
や
（
体
験
》
や
《
日
常
性
》
と
い
う
も
の
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
。
仮
に
そ
れ
を
〈
真
実
〉

2



と
名
づ
け
よ
う
。
彼
女
に
と
っ
て
の
〈
真
実
〉
と
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
。
ー
そ
れ
は
彼
女
が
〈
女
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
女
の

《
存
在
》
を
支
配
す
る
〈
女
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
に
と
っ
て
唯
一
の
〈
真
実
〉
で
あ
り
、
（
事
実
》
や
《
体
験
》
や
《
日
常
性
》

と
密
着
し
て
離
れ
な
い
。
彼
女
の
眼
に
さ
ら
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
彼
女
の
感
じ
る
《
事
実
》
や
《
体
験
》
や
（
日
常
性
》
と
い
っ
た
も
の
は
、

常
に
〈
女
〉
と
い
う
（
存
在
》
の
普
遍
性
に
縛
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
彼
女
の
創
出
し
よ
う
と

し
て
い
る
世
界
は
、
《
反
世
界
》
と
な
り
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
〈
女
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
日
常
世
界
に
違
和
感
・
ず
れ
を
も
た
ら
す
。
〈
女
〉
で
あ
る
が
故
に
日
常
世
界
が
歪
ん
で
見
え
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
そ
の
裂
け
目
が
、
（
事
実
》
や
《
体
験
》
や
《
日
常
性
》
と
い
っ
た
も
の
を
媒
体
と
し
て
《
反
世
界
》
と
い
う
悪
夢
を
覗
か
せ
る
。
、

〈
女
〉
で
あ
る
こ
と
が
彼
女
に
と
っ
て
の
出
発
点
で
あ
る
の
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
彼
女
は
〈
女
〉
の
あ
り
方
に
対
す
る
問
題
意
識
を
契
機

と
し
て
書
き
始
め
た
。
乱
暴
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
〈
女
〉
性
の
社
会
的
な
位
置
へ
の
疑
問
・
問
い
か
け
を
意
識
し
た
時
、
彼
女
は
書
く
こ

と
を
始
め
た
の
だ
。

2

原
点
と
し
て
の
〈
女
〉
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明
治
大
学
文
学
部
仏
文
学
科
の
学
生
だ
っ
た
倉
橋
由
美
子
が
明
治
大
学
学
長
賞
を
受
賞
し
た
『
パ
ル
タ
イ
』
（
一
九
六
〇
・
一
「
明
治
大

学
新
聞
」
）
は
、
彼
女
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
り
、
ま
た
彼
女
の
独
自
の
小
説
世
界
が
初
め
て
読
者
の
眼
に
さ
ら
さ
れ
た
作
品
と
し
て
重

要
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
倉
橋
の
文
学
の
根
底
を
支
配
し
て
い
る
〈
女
〉
の
位
置
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
あ
る
日
あ
な
た
は
、
も
う
決
心
は
つ
い
た
か
と
た
ず
ね
た
」
と
い
う
一
見
明
晰
な
が
ら
実
に
感
覚
的
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
『
パ
ル
タ
イ
』

は
、
女
子
学
生
で
あ
る
「
わ
た
し
」
が
、
「
パ
ル
タ
イ
」
と
い
う
複
雑
に
し
て
且
つ
抽
象
的
な
組
織
の
中
で
完
全
な
る
個
の
確
立
、
自
立
を

3
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目
指
そ
う
と
し
た
、
そ
の
試
み
を
描
い
て
い
る
。
作
品
中
に
多
用
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
作
品
全
体
の
精
神
性
を
象
徴
す
る
言
葉
と
し
て
《
オ
ン

ト
》
が
あ
る
が
、
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
が
抽
象
的
で
奇
妙
な
観
念
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
パ
ル
タ
イ
」
に
感
じ
た
も
の
は
、

こ
の
《
オ
ン
ト
》
の
感
情
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
「
わ
た
し
」
の
《
オ
ン
ト
》
の
感
情
は
、
「
わ
た
し
」
の
「
明
晰
な
意
識
」
に
よ
っ
て
呼

び
起
こ
さ
れ
て
お
り
、
「
パ
ル
タ
イ
」
と
い
う
世
界
を
自
分
の
向
こ
う
側
へ
追
い
や
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
「
パ
ル
タ
イ
」
と
い
う
《
オ

ン
ト
》
の
迷
路
の
中
へ
自
ら
入
り
込
む
こ
と
で
、
自
己
の
確
立
を
試
み
よ
う
と
す
る
。

　
　
パ
ル
タ
イ
に
は
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
み
の
個
人
的
な
生
活
を
す
べ
て
、
愛
情
と
い
っ
た
問
題
も
む
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
れ
を
パ
ル
タ

　
　
イ
の
原
則
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
な
の
だ
。

　
「
わ
た
し
」
の
恋
人
で
あ
る
「
あ
な
た
」
は
、
こ
う
言
っ
た
後
、
「
パ
ル
タ
イ
」
に
は
い
る
に
は
「
パ
ル
タ
イ
」
が
承
認
し
う
る
よ
う
な
客

観
的
な
《
必
然
性
》
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
繰
り
返
し
注
意
し
、
過
去
を
《
必
然
性
》
と
い
う
論
理
で
紡
い
だ
《
経
歴
書
》
を
提
出
す
る

よ
う
に
「
わ
た
し
」
に
話
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
す
る
「
わ
た
し
」
の
主
張
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
わ
た
し
は
パ
ル
タ
イ
を
選
び
、
パ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
わ
た
し
の
自
由
を
縛
ろ
う
と
決
心
し
た
。
こ
こ
に
は
な
ん
の
理
由
づ
け
も
な
く
、

　
　
な
ん
ら
の
因
果
関
係
が
わ
た
し
の
決
意
を
み
ち
び
き
だ
し
た
の
で
も
な
い
。

　
「
わ
た
し
」
は
「
明
晰
な
意
識
」
に
よ
っ
て
、
常
に
「
パ
ル
タ
イ
」
を
対
象
化
す
る
の
に
可
能
な
位
置
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

「
あ
な
た
」
の
場
合
は
、
そ
れ
と
は
少
し
立
場
が
異
な
っ
て
い
る
。
「
あ
な
た
」
は
完
全
に
「
パ
ル
タ
イ
」
に
同
化
し
、
ま
た
「
パ
ル
タ
イ
」

は
「
あ
な
た
」
や
他
の
《
同
志
》
た
ち
を
呑
み
込
ん
で
、
そ
の
殻
の
中
に
閉
じ
込
め
る
。
彼
ら
は
皆
一
様
に
《
信
じ
る
》
と
い
う
言
葉
を
ぶ

ら
下
げ
て
歩
き
、
彼
ら
自
身
が
「
パ
ル
タ
イ
」
か
ら
放
た
れ
て
い
る
《
オ
ン
ト
》
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
わ
た
し
」
の
前
に
「
粘

液
性
の
抽
象
的
な
壁
」
と
な
っ
て
立
ち
ふ
さ
が
り
、
「
異
臭
」
を
放
つ
。

　
し
か
し
「
わ
た
し
」
は
、
自
分
の
中
に
も
そ
う
い
っ
た
「
粘
液
性
の
抽
象
的
な
壁
」
が
存
在
し
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
強
い
《
オ
ン
ト
》

4
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を
感
じ
る
。
「
わ
た
し
」
は
自
分
の
中
に
あ
る
「
壁
」
を
取
り
壊
し
、
そ
し
て
否
定
す
る
た
め
に
彼
ら
に
挑
み
か
か
る
が
、
彼
ら
は
結
局
、

「
率
直
さ
や
、
友
情
や
、
相
互
の
愛
情
」
と
い
っ
た
も
の
　
　
要
す
る
に
《
な
か
ま
意
識
》
と
彼
ら
が
好
ん
で
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
「
わ
た
し

に
は
恥
し
い
よ
う
な
感
情
」
を
「
分
泌
」
す
る
「
《
オ
ン
ト
》
の
紐
で
つ
な
が
れ
た
犬
の
集
団
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
「
わ
た
し
」
は
そ

れ
を
断
ち
切
る
た
め
、
「
パ
ル
タ
イ
」
を
出
る
決
心
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
、
「
あ
な
た
」
や
「
あ
な
た
」
の
《
同
志
》
た
ち
と
「
パ
ル
タ
イ
」
は
、
ま
さ
に
イ
コ
ー
ル
の
関
係
で
結
ば
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
「
わ
た
し
」
は
、
「
明
晰
な
意
識
」
の
も
と
に
そ
れ
ら
を
対
象
化
し
よ
う
と
し
、
そ
の
裂
け
目
は
《
反
世
界
》
と
な
っ

て
我
々
読
者
の
前
に
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
「
わ
た
し
」
の
視
点
を
〈
女
〉
の
視
点
と
重
ね
て
考
え
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　
世
界
の
裏
側
に
は
み
だ
し
て
い
る
女
の
位
置
は
、
じ
つ
は
男
の
世
界
を
対
象
化
す
る
の
に
屈
強
の
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
わ
た
し
の
『
第
三
の
性
』
』
）

　
倉
橋
の
文
学
の
原
点
が
明
確
に
示
さ
れ
た
一
節
で
あ
る
が
、
『
パ
ル
タ
イ
』
の
場
合
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
「
わ
た
し
」
は
〈
パ
ル
タ
イ
〉

と
い
う
男
性
世
界
に
対
し
て
強
い
《
オ
ン
ト
》
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
、
「
わ
た
し
」
が
そ
う
い
っ
た
男
性
世
界
に
対
し
て
「
明
晰
な
意
識
」

を
固
持
し
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
、
「
明
晰
な
意
識
」
と
い
う
も
の
は
、
「
世
界
の
裏
側
に
は
み
だ
し
て
い
る
女
」
が
「
男
の
世
界
を

対
象
化
す
る
」
場
合
の
唯
一
不
可
欠
の
武
器
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
こ
の
小
説
は
、
「
世
界
の
裏
側
に
は
み
だ
し
て
い
る
女
」
が
「
明
晰
な

意
識
」
を
も
っ
て
「
男
の
世
界
」
に
対
し
て
示
し
た
抵
抗
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
な
の
だ
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
「
世
界
の
裏
側
に
は
み
だ
し
て
い
る
」
と
倉
橋
由
美
子
が
述
べ
た
と
こ
ろ
の
〈
女
〉
の

位
置
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
引
用
し
た
エ
ッ
セ
イ
『
わ
た
し
の
『
第
三
の
性
ヒ
の
中
に
示
唆
的
な
言
及
が
あ
る
。

　
　
　
男
は
主
体
で
あ
る
が
、
女
は
こ
の
主
体
を
《
他
者
》
と
し
て
客
体
化
し
う
る
も
う
ひ
と
つ
の
主
体
と
い
う
存
在
論
的
構
造
を
も
た
な

　
　
い
。
男
女
両
性
の
関
係
は
け
っ
し
て
左
右
対
称
的
で
は
な
く
一
方
的
な
《
主
体
－
客
体
》
の
構
造
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
事
実

5
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ヘ
　
　
へ

　
　
は
男
に
と
っ
て
は
所
有
者
の
う
ぬ
ぼ
れ
や
、
対
象
を
自
由
に
な
が
め
う
る
主
体
の
尊
大
さ
の
か
た
ち
で
、
女
に
と
っ
て
は
も
の
と
し
て

　
　
み
ら
れ
る
こ
と
の
恥
（
ゴ
o
巳
①
）
や
屈
辱
と
し
て
、
日
常
実
感
さ
れ
て
い
る
。

　
当
然
、
こ
こ
で
の
「
恥
」
や
「
屈
辱
」
と
い
う
も
の
は
、
彼
女
の
存
在
を
構
成
す
る
〈
女
〉
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
女
〉

と
は
あ
く
ま
で
も
《
客
体
》
で
あ
る
。

　
　
　
女
に
で
き
る
《
行
動
》
は
た
だ
ひ
と
つ
、
子
ど
も
を
産
む
こ
と
、
マ
ル
ク
ス
流
に
い
え
ば
、
「
労
働
力
を
生
産
す
る
」
こ
と
で
、
あ

　
　
と
は
た
だ
、
ひ
た
す
ら
《
存
在
》
す
る
の
が
本
体
で
す
。
（
『
毒
薬
と
し
て
の
文
学
』
）

　
子
ど
も
を
産
む
こ
と
1
1
労
働
力
を
生
産
す
る
こ
と
で
し
か
そ
の
存
在
意
義
を
示
せ
な
い
《
客
体
》
と
し
て
の
〈
女
〉
。
彼
女
の
文
学
は
、

こ
の
《
客
体
》
と
し
て
の
〈
女
〉
を
拒
絶
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

二
　
〈
女
性
論
〉
的
立
場

1

倉
橋
由
美
子
と
《
第
二
の
性
》

　
〈
女
〉
と
い
う
存
在
が
、
い
か
に
社
会
的
に
制
約
を
受
け
、
〈
男
〉
た
ち
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
よ
う
に
勝
手
な
解
釈
を
さ
れ
て
い
る
か
、

そ
の
辺
り
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
女
と
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
い
う
よ
う
に
《
第
二
の
性
》
で
あ
る
。
こ
の
女
の
宿
命
の
根
拠
は
ふ
つ
う
生
物
学
的
条
件
に
も
と
め
ら

　
　
れ
る
。
女
と
は
要
す
る
に
子
宮
だ
。
1
男
に
と
っ
て
は
こ
れ
で
十
分
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
『
わ
た
し
の
『
第
三
の
性
』
』
）

　
倉
橋
に
言
わ
せ
れ
ば
、
〈
女
〉
と
い
う
も
の
は
、
〈
子
宮
〉
を
持
つ
が
故
に
社
会
的
に
存
在
を
認
め
ら
れ
る
生
き
物
な
の
で
あ
る
。
〈
女
〉

6
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た
ち
は
そ
の
〈
子
宮
〉
の
使
用
法
を
家
庭
や
学
校
で
強
制
的
に
教
え
込
ま
れ
、
職
場
と
い
う
社
会
で
円
滑
に
そ
れ
を
実
践
し
、
そ
の
成
果
と

し
て
の
結
婚
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
か
に
素
晴
ら
し
い
結
婚
を
す
る
か
に
よ
っ
て
〈
女
〉
の
価
値
は
決
ま
る
の
で
あ
る
。
〈
女
〉

は
こ
の
世
に
生
ま
れ
落
ち
た
瞬
間
か
ら
人
生
の
縮
図
た
る
も
の
の
見
通
し
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で
、
社
会
は
〈
女
〉
に
そ
の
見
通
し
の
実
現

を
要
求
し
、
〈
女
〉
は
そ
れ
に
よ
っ
て
《
女
》
に
さ
せ
ら
れ
、
社
会
と
い
う
市
場
で
一
方
的
に
〈
男
〉
た
ち
の
眼
に
よ
っ
て
撫
で
ま
わ
さ
れ

る
だ
け
の
運
命
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
そ
う
い
っ
た
一
方
的
な
客
体
と
し
て
の
彼
女
は
、
社
会
の
公
的
ル
ー
ト
を
通
し
た
結
婚
と
い
う
永
久
的
な
避
難
所
に
潜
り
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
（
王
体
－
客
体
》
の
関
係
か
ら
脱
け
出
し
、
（
王
体
－
主
体
》
の
構
造
を
獲
得
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
妻
が
夫
を
経

済
的
に
縛
り
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
見
男
女
対
等
の
関
係
が
成
立
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
〈
女
〉
の
築
く
家
庭
と
い
う
奇
妙

な
世
界
は
社
会
と
い
う
〈
男
〉
の
世
界
に
対
し
て
、
主
体
性
と
い
う
も
の
を
発
揮
す
る
権
利
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
〈
男
〉
に
と
っ

て
の
家
庭
と
は
、
社
会
か
ら
完
全
に
離
脱
し
た
位
置
に
存
在
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
〈
女
〉
と
し
て
は
一
方
的
に
張
り
合
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
の
で
あ
る
。
夫
は
妻
を
家
庭
と
い
う
温
室
で
飼
い
慣
ら
す
こ
と
で
社
会
的
な
立
場
を
保
つ
。

　
つ
ま
り
〈
男
〉
は
、
妻
と
い
う
呼
称
と
家
庭
内
で
の
役
割
を
与
え
る
こ
と
で
、
彼
女
の
主
体
と
し
て
の
自
己
を
封
じ
込
め
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
や
が
て
彼
女
は
、
家
庭
の
中
で
這
い
回
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
な
く
な
り
、
妻
と
い
う
名
を
借
り
て
〈
男
〉
を
振
り
回
し
、
母
と
い
う

名
を
借
り
て
子
供
を
締
め
付
け
る
と
い
う
失
態
を
演
じ
る
し
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
〈
女
〉
は
自
分
の
中
に
存
在
し
て
い
る
主
体
と
し
て

の
自
己
に
気
づ
く
間
も
な
く
、
い
や
た
と
え
気
づ
い
た
と
し
て
も
、
長
年
培
わ
れ
て
き
た
〈
女
〉
に
対
す
る
社
会
通
念
ー
1
「
出
産
と
育
児

を
人
間
社
会
に
た
い
す
る
崇
高
な
義
務
と
す
る
通
念
」
に
新
た
な
期
待
と
生
き
が
い
を
見
い
だ
し
、
子
離
れ
の
で
き
ぬ
ま
ま
に
や
が
て
老
い
、

〈
女
〉
と
し
て
の
一
生
を
全
う
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
結
局
そ
れ
は
、
〈
男
〉
が
、
ひ
い
て
は
社
会
が
、
〈
女
〉
に
課
し
た
唯
一
最
大
の
使
命
で
あ
り
、
そ
の
使
命
を
至
上
の
喜
び
と
感
じ
さ
せ
る

7
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た
め
に
、
社
会
は
彼
女
の
主
体
と
し
て
の
自
己
の
上
に
《
女
》
ら
し
さ
こ
そ
第
一
で
あ
る
と
い
う
教
育
を
施
す
の
で
あ
る
。

　
さ
て
〈
女
〉
は
、
そ
う
い
っ
た
《
第
二
の
性
》
の
中
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
自
己
の
存
在
を
ど
う
解
決
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。

　
倉
橋
由
美
子
は
『
わ
た
し
の
『
第
三
の
性
』
』
の
中
で
、
「
政
治
や
特
殊
な
専
門
的
職
業
、
文
学
、
芸
術
、
学
問
研
究
な
ど
の
領
域
へ
の
女

の
進
出
」
に
つ
い
て
、
「
女
が
家
庭
の
な
か
に
そ
の
原
形
質
的
な
存
在
を
と
じ
こ
め
て
い
る
こ
と
に
く
ら
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
超
越
を
こ
こ

ろ
み
る
方
に
魅
力
を
お
ぼ
え
る
」
と
述
べ
、
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。

　
　
こ
の
生
き
方
は
女
が
そ
の
性
を
脱
ぎ
す
て
て
第
一
の
性
に
復
帰
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
女
は
み
ず
か
ら
を
い
わ
ば
第

　
　
三
の
性
に
つ
く
り
か
え
る
の
だ
。
女
は
男
に
よ
っ
て
女
と
し
て
客
体
化
さ
れ
た
こ
と
を
ひ
き
う
け
た
う
え
で
し
か
も
み
ず
か
ら
を
別
の

　
　
も
の
に
つ
く
る
こ
と
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
、
女
が
第
二
の
性
と
い
う
立
場
を
拒
否
し
て
第
一
の
性
と
抗
争
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し

　
　
ろ
第
二
の
性
と
し
て
の
立
場
を
利
用
し
な
が
ら
第
三
の
立
場
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
〈
第
三
の
性
〉
、
そ
れ
を
主
体
を
も
ち
得
た
〈
女
〉
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
〈
女
流
作
家
〉
と
い
う
の
が
そ
れ
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
倉
橋
由

美
子
は
彼
女
自
身
の
小
説
の
中
に
し
ば
し
ば
こ
の
〈
女
流
作
家
〉
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
例
え
ば
『
妖
女
の
よ
う
に
』
が
そ
う
で
あ
る
。

8

2

《
妖
女
》
と
〈
男
性
化
願
望
〉

　
小
説
『
妖
女
の
よ
う
に
』
は
、
倉
橋
由
美
子
が
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
『
パ
ル
タ
イ
』
で
文
壇
に
登
場
し
た
四
年
後
の
昭
和
三

十
九
年
（
一
九
六
四
）
十
二
月
、
雑
誌
「
文
藝
」
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
〈
第
三
の
性
〉
と
し
て
の
立
場
、
〈
女
流
作
家
〉

を
ど
う
位
置
づ
け
て
い
く
べ
き
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
倉
橋
由
美
子
の
作
家
と
し
て
の
意
識
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
。
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「
あ
た
し
が
小
説
を
書
く
こ
と
を
母
は
け
っ
し
て
許
し
て
い
な
い
。
日
に
一
度
は
、
ア
ナ
タ
ト
イ
ウ
ヒ
ト
ハ
鬼
ノ
眼
デ
母
サ
ン
ヲ
、
、
、
テ

　
　
イ
ル
と
さ
も
お
そ
ろ
し
げ
に
い
う
わ
。
ア
ナ
タ
ハ
オ
ナ
カ
ノ
ナ
カ
ニ
鬼
ヲ
飼
ッ
テ
イ
ル
と
…
…
」

　
　
「
そ
れ
に
つ
い
て
は
ぼ
く
も
き
き
た
い
ね
。
い
っ
た
い
ど
う
い
う
理
由
で
そ
ん
な
鬼
を
飼
っ
て
い
る
の
か
。
（
中
略
）
な
ぜ
き
み
が
書
く

　
　
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
わ
る
い
習
慣
み
た
い
な
も
の
に
ど
う
し
て
と
り
つ
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
」

　
〈
第
三
の
性
〉
と
は
、
そ
こ
に
常
に
「
第
二
の
性
と
し
て
の
立
場
を
利
用
し
な
が
ら
」
と
い
う
注
釈
が
つ
き
ま
と
う
。
し
か
し
そ
れ
は
当
初
、

つ
ま
り
彼
女
が
〈
第
三
の
性
〉
と
し
て
の
自
分
を
強
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
頃
に
は
、
実
に
有
効
な
手
段
だ
っ
た
。
『
パ
ル
タ
イ
』
を
見

れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
こ
の
注
釈
の
裏
に
は
、
彼
女
が
常
に
《
女
》
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
役
割
を
演
じ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
苦
渋
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
女
に
と
っ
て
は
家
庭
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
実
質
そ
の
も
の
で
す
。
い
く
ら
な
ん
で
も
、
生
き
る
こ
と
自
体
を
ひ
と
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ

　
　
ン
と
し
て
演
じ
よ
う
と
い
う
の
は
、
そ
ら
お
そ
ろ
し
い
た
く
ら
み
で
あ
り
詐
欺
行
為
で
す
。
（
『
妖
女
で
あ
る
こ
と
』
）

　
「
女
に
し
て
作
家
で
あ
る
こ
と
」
－
彼
女
は
体
面
上
《
女
》
で
あ
り
続
け
な
が
ら
、
自
己
の
主
体
を
〈
作
家
〉
と
い
う
強
固
な
男
性
的

観
念
の
中
に
挿
入
す
る
。

　
体
面
上
《
女
》
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
。
「
結
婚
と
い
う
制
度
に
も
ぐ
り
こ
ん
」
で
「
通
行
手
形
を
手
に
い
れ
」
れ
ば
よ
い
。

あ
と
は
夫
の
付
属
品
と
し
て
そ
の
義
務
を
遂
行
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
彼
女
は
一
生
涯
、
名
目
上
《
女
》
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
夫
に
は
、
「
食
う
た
め
に
み
ず
か
ら
留
置
場
に
は
い
っ
て
き
た
よ
う
な
も
ん
だ
ね
。
ぼ
く
が
そ
こ
の
看
守
か
。
き
み
に
メ
シ
を

食
わ
せ
た
う
え
に
き
み
の
安
穏
を
保
証
し
て
い
る
看
守
に
す
ぎ
な
い
」
と
で
も
言
わ
せ
れ
ば
、
も
う
こ
ち
ら
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
ひ

と
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
は
完
成
を
迎
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
て
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
の
中
に
「
女
に
し
て
作
家
で
あ
る
こ
と
」
を
閉
じ
込
め
よ
う
と
し
て
い
る
彼
女
の
心
中
に
は
、

9
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自
己
の
肥
大
化
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
名
目
的
に
《
女
》
を
保
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
内
側
か
ら
は
自
己
が
膨
張

し
て
き
て
、
そ
の
表
皮
さ
え
も
破
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

　
　
　
女
が
小
説
を
書
く
。
こ
れ
は
ば
け
も
の
の
仕
事
だ
。
女
の
ば
け
も
の
。
こ
れ
を
妖
女
と
い
う
。

　
倉
橋
由
美
子
は
「
女
に
し
て
作
家
で
あ
る
こ
と
」
に
《
妖
女
》
と
い
う
呼
び
名
を
与
え
た
。
そ
し
て
こ
の
《
妖
女
》
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
次
の
よ
う
な
説
明
を
試
み
て
い
る
。

　
　
　
い
わ
ば
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
女
の
胎
を
も
た
ず
、
そ
の
か
わ
り
胎
内
に
、
こ
と
ば
を
分
泌
す
る
虚
無
の
く
ら
や
み
を
か
か
え
た
女
が

　
　
小
説
を
書
い
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
妖
女
で
す
。
妖
女
と
は
つ
ま
り
女
の
形
を
し
た
ば
け
も
の
の
こ
と
で
す
。
（
中
略
）
最

　
　
近
こ
う
い
う
妖
女
を
書
く
こ
と
に
関
心
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
わ
た
し
の
小
説
の
女
主
人
公
は
し
ば
し
ば
作
家
と
な
り
ま
す
。

　
　
こ
の
設
定
は
必
要
な
仮
定
で
あ
っ
て
、
べ
つ
に
わ
た
し
は
私
小
説
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
『
妖
女
で
あ
る
こ
と
』
）

　
彼
女
は
し
き
り
に
自
己
の
男
性
化
を
願
う
。
《
妖
女
》
と
は
、
彼
女
の
言
う
男
性
化
願
望
の
ひ
と
つ
の
形
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
「
男
性
化
の
願
望
」
（
『
毒
薬
と
し
て
の
文
学
』
）
。
こ
れ
を
倉
橋
由
美
子
は
、
「
精
神
分
析
的
に
み
た
わ
た
し
の
文
学
の
秘
密
」
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
〈
作
家
〉
と
い
う
職
業
に
携
わ
る
こ
と
、
か
つ
て
そ
れ
は
き
わ
め
て
男
性
的
な
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
、
《
女
》

が
マ
ニ
キ
ュ
ア
を
塗
っ
た
り
化
粧
を
し
た
り
す
る
よ
う
な
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
「
創
造
1
1
想
像
」
（
『
女
性
講
座
』
）
と
い
う
行
為
は
、
か

弱
き
《
女
》
た
ち
に
と
っ
て
避
け
て
通
り
た
い
重
労
働
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
〈
作
家
〉
で
あ
る
こ
と
を
選
択
し
た
彼
女
ら
に
は
、
必
ず
《
女

流
》
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
。
《
女
》
と
は
、
「
た
だ
、
ひ
た
す
ら
《
存
在
》
す
る
」
と
い
う
特
質
に
お
い
て
の
み
成
り
立
っ
て
い
る

生
き
物
で
あ
る
か
ら
、
「
女
が
そ
れ
以
外
の
《
行
動
》
を
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
だ
い
た
い
《
行
動
》
の
真
似
ご
と
」
な
の
で
あ
っ
て
、

「
書
く
こ
と
は
《
行
動
》
で
は
な
く
て
分
泌
作
用
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
《
女
》
が
〈
女
流
作
家
〉
で
は
な
く
＜
作
家
〉
に
な
る
た

め
に
は
、
《
女
》
で
あ
る
こ
と
を
排
除
し
て
い
く
以
外
に
道
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
倉
橋
由
美
子
は
、
自
己
の
男
性
化
を
目
指
し
、
実
際
に
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男
性
的
で
あ
る
と
い
う
強
い
自
負
心
も
も
っ
て
い
る
の
だ
。

　
　
わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
男
性
化
を
め
ざ
し
て
努
力
し
た
か
い
あ
っ
て
、
い
ま
で
は
た
い
が
い
の
男
性
よ
り
も
男
性
的
で
あ
る
と
信
じ
て
い

　
　
ま
す
。
（
『
毒
薬
と
し
て
の
文
学
』
）

　
こ
の
自
負
心
は
、
と
き
に
「
今
後
（
男
性
的
女
性
で
は
な
く
）
男
性
そ
の
も
の
と
な
る
べ
く
」
「
性
転
換
手
術
を
受
け
る
の
も
一
方
法
で

あ
り
ま
す
」
な
ど
と
冗
談
め
か
し
た
言
い
回
し
に
な
っ
て
現
れ
る
。
彼
女
が
こ
こ
ま
で
「
男
性
化
の
願
望
」
に
こ
だ
わ
り
、
手
に
い
れ
た
い

と
願
っ
た
も
の
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。

　
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
、
《
第
二
の
性
》
の
拒
絶
を
通
し
て
自
己
の
主
体
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
　
退
行
意
識
の
文
学

1

《
老
人
》
作
家
宣
言
と
『
聖
少
女
』

淑徳国文38

　
『
妖
女
の
よ
う
に
』
は
倉
橋
由
美
子
二
十
九
歳
の
時
の
作
品
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
三
十
歳
に
し
て
《
老
人
》
作
家
宣
言
を
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
『
妖
女
の
よ
う
に
』
が
「
す
で
に
わ
た
し
の
な
か
に
夜
が
ひ
ろ
が
り
は
じ
め
て
い
る
」
と
い
う
一
文
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
示

唆
的
だ
。
こ
こ
に
彼
女
は
、
《
第
二
の
性
》
を
拒
絶
し
、
《
女
性
》
か
ら
脱
出
し
た
先
に
開
け
て
く
る
自
分
の
文
学
の
方
向
を
見
い
だ
し
た
の

で
あ
る
。

　
彼
女
の
《
老
人
》
作
家
と
し
て
の
意
識
を
考
え
る
う
え
で
、
エ
ッ
セ
イ
『
毒
薬
と
し
て
の
文
学
』
は
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
は
そ
こ
か
ら
始

め
た
い
と
思
う
。
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一
九
六
五
年
十
月
十
日
に
わ
た
し
は
三
十
歳
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
に
年
齢
の
こ
と
を
書
く
の
は
す
で
に
わ
た
し
が
《
女
》
で
は
な

　
　
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
満
三
十
歳
の
誕
生
日
以
後
わ
た
し
は
《
老
人
》
　
　
　
《
老
婆
》
で
は
な
く
ー
に
な
っ
た
わ
け
で
、
こ

　
　
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
ま
こ
と
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
す
。
（
中
略
）
わ
た
し
は
と
も
か
く
《
女
性
》
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
、

　
　
と
り
あ
え
ず
、
精
神
を
つ
な
ぎ
と
め
る
杭
と
し
て
必
要
な
最
低
限
に
ま
で
肉
体
を
縮
小
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
《
老
人
》
に

　
　
な
る
の
で
す
。
こ
れ
は
か
な
り
醜
悪
な
存
在
で
は
あ
り
ま
す
が
、
精
神
の
お
化
け
の
ほ
う
が
、
《
若
い
妖
女
》
よ
り
は
い
く
ぶ
ん
ま
し

　
　
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
《
第
二
の
性
》
と
し
て
の
、
《
女
》
と
し
て
の
自
己
の
意
識
を
、
《
若
い
妖
女
》
か
ら
《
老
人
》
へ
と
昇

華
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
彼
女
の
意
志
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
女
の
「
男
性
化
の
願
望
」
の
終
結
を
意
味
し
、
同
時
に
「
男
性
化
の
願
望
」

だ
け
に
は
お
さ
ま
り
き
ら
な
く
な
っ
た
彼
女
の
作
家
と
し
て
の
意
識
の
拡
大
・
膨
張
を
も
意
味
し
て
い
る
。

　
で
は
、
彼
女
の
言
う
《
老
人
》
文
学
と
は
い
か
な
る
も
の
を
指
す
の
か
。
そ
れ
は
同
じ
く
『
毒
薬
と
し
て
の
文
学
』
の
中
の
次
の
よ
う
な

一
節
か
ら
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
わ
た
し
が
今
後
老
年
の
道
楽
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
、
第
一
種
の
小
説
、
す
な
わ
ち
《
世
界
》
を
拒
絶
す
る
ー
い
や
、
本
音
を
吐

　
　
く
な
ら
、
《
世
界
》
に
毒
を
も
り
、
狂
気
を
感
染
さ
せ
、
な
に
喰
わ
ぬ
顔
を
し
な
が
ら
《
世
界
》
の
皮
を
剥
ぎ
と
っ
た
り
顛
覆
さ
せ
た

　
　
り
す
る
こ
と
を
く
わ
だ
て
る
文
学
で
す
。

　
倉
橋
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
既
成
観
念
の
拒
絶
で
あ
り
、
「
お
し
な
べ
て
暗
く
貧
し
く
、
他
人
が
読
ん
で
面
白
く
な
く
、
狭
い
自
閉
症
的

な
世
界
を
目
指
す
の
が
定
石
と
理
解
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
」
「
い
わ
ば
「
残
淫
」
と
し
て
の
純
文
学
的
小
説
」
（
『
感
想
』
一
九
八
八
・
＝

「
新
潮
」
）
の
定
石
そ
の
も
の
を
打
破
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
女
の
《
老
人
》
文
学
の
出
発
点
、
あ
る
い
は
彼
女
が
《
若
い
妖
女
》

か
ら
《
老
人
》
へ
と
変
貌
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
過
渡
期
に
位
置
す
る
作
品
が
、
『
聖
少
女
』
（
一
九
六
五
・
九
、
新
潮
社
）
で
あ
る
。
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『
聖
少
女
』
の
テ
ー
マ
は
既
成
観
念
の
拒
絶
で
あ
る
。
「
近
親
相
姦
」
を
「
悪
」
と
す
る
観
念
を
「
拒
絶
」
す
る
こ
と
で
「
聖
化
す
る
」

（『

C
ン
セ
ス
ト
に
つ
い
て
』
）
と
い
う
わ
け
だ
。
「
近
親
相
姦
」
が
「
悪
」
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
、
「
じ
つ
は
理
由
な
ん
か
な
い
の
が
『
悪
』

の
『
悪
』
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
要
す
る
に
『
社
会
が
禁
じ
た
こ
と
』
、
『
反
社
会
的
な
こ
と
』
」
（
『
イ
ン
セ
ス
ト
に
つ
い
て
』
）
で

あ
る
か
ら
と
述
べ
た
あ
と
、
彼
女
は
以
下
の
よ
う
な
｝
般
論
を
展
開
す
る
。

　
　
　
父
と
娘
、
母
と
息
子
、
兄
と
妹
が
愛
し
あ
う
こ
と
が
大
昔
に
は
あ
っ
た
ら
し
い
け
れ
ど
、
そ
れ
は
王
族
の
特
権
だ
っ
た
。
賎
民
に
近

　
　
親
相
姦
を
お
こ
な
う
資
格
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
だ
。
賎
し
い
人
間
の
あ
い
だ
の
近
親
相
姦
か
ら
は
あ
ら
ゆ
る
劣
等
な
も
の
や

　
　
醜
悪
な
も
の
し
か
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
頽
廃
が
は
じ
ま
る
だ
け
だ
。

　
さ
て
『
聖
少
女
』
の
物
語
は
、
近
親
相
姦
の
タ
ブ
ー
に
対
す
る
「
聖
化
」
を
二
つ
の
視
点
か
ら
試
み
て
い
る
。
一
つ
は
女
主
人
公
「
未
紀
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
視
点
で
あ
り
、
一
つ
は
こ
の
物
語
の
語
り
手
で
も
あ
る
「
ぼ
く
」
の
視
点
で
あ
る
。

　
「
未
紀
」
は
小
説
の
中
で
「
聖
女
」
（
神
に
つ
か
え
る
マ
ゾ
ヒ
ス
ト
）
と
表
現
さ
れ
、
「
未
紀
」
が
「
パ
パ
」
と
の
間
で
「
選
ば
れ
た
愛
」

と
し
て
の
そ
の
試
み
を
最
後
ま
で
持
続
し
、
愛
し
合
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
未
紀
」
と
「
パ
パ
」
と
の
間
の
「
近
親
相
姦
」

は
、
「
未
紀
」
が
生
ま
れ
る
以
前
か
ら
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
て
い
た
罠
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
「
パ
パ
」
は
「
未
紀
」
が
生
ま
れ
た
時
に
、

　
　
　
彼
女
ハ
ソ
ノ
股
ノ
ア
イ
ダ
カ
ラ
ボ
ク
ニ
対
ス
ル
怨
ミ
ヲ
排
泄
シ
タ
。
（
中
略
）
コ
ノ
子
ハ
（
予
定
ド
オ
リ
未
紀
ト
名
ヅ
ケ
ヨ
ウ
）
母

　
　
親
ヨ
リ
モ
美
シ
ク
ナ
ル
ダ
ロ
ウ
、
ソ
シ
テ
ボ
ク
ヲ
愛
ス
ル
ヨ
ウ
ニ
ナ
ル
ダ
ロ
ウ
。
恋
人
ト
シ
テ
。
ナ
ニ
シ
ロ
未
紀
ハ
ボ
ク
ガ
ツ
ク
ッ
タ

　
　
ボ
ク
自
身
ノ
敵
ナ
ノ
ダ
カ
ラ
。

　
と
日
記
に
記
し
て
お
り
、
「
未
紀
」
も
そ
れ
を
意
識
し
て
お
互
い
に
罠
を
か
け
あ
い
、
共
犯
者
と
な
る
。
「
未
紀
」
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
小
説
（
ノ
ー
ト
）
は
、
そ
の
意
識
を
さ
ら
に
推
し
進
め
た
計
画
的
な
試
行
へ
の
到
達
を
導
く
。

　
　
　
あ
の
小
説
（
ま
た
は
た
ん
に
、
あ
の
ノ
ー
ト
）
は
、
あ
た
し
に
と
っ
て
呪
術
の
性
質
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
お
も
い
ま
す
。
あ
た
し
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の
分
泌
し
た
こ
と
ば
は
、
現
実
を
と
か
し
て
、
現
実
と
非
現
実
の
境
に
ゆ
ら
め
く
か
げ
ろ
う
の
な
か
に
あ
た
し
を
と
じ
こ
め
る
た
め
の

　
　
呪
文
と
い
う
性
質
を
お
び
て
い
ま
し
た
。
い
ま
と
な
っ
て
お
も
え
ば
、
あ
た
し
は
あ
の
小
説
に
よ
っ
て
、
不
可
能
な
恋
人
で
あ
っ
た
パ

　
　
パ
に
対
す
る
あ
た
し
の
不
可
能
な
愛
を
聖
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
た
。

　
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
作
者
の
意
図
と
重
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「
ぼ
く
」
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
「
ぼ
く
」
は
姉
「
」
」
と
の
間
に
生
じ
た
「
近
親
相
姦
」
を
「
炭
焼
小
屋
や
貧
乏
人
に
属
す
る
賎
し
い
事
件
」
だ
と
思
う
。
「
近
親
相
姦
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
行
う
者
の
う
ち
、
近
親
者
を
愛
す
る
と
い
う
「
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
も
っ
た
人
間
は
「
神
や
そ
の
一
族
」
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
き
る
。
し
か
し
「
低
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
し
か
必
要
と
し
な
い
あ
い
す
る
と
い
う
行
為
の
み
の
そ
れ
は
、
単
な
る
「
賎
民
」
の
「
賎
し
い
事

件
」
に
過
ぎ
な
い
。

　
だ
が
「
ぼ
く
」
は
、
「
ノ
ー
マ
ル
な
何
か
が
存
在
す
る
こ
と
の
な
い
」
《
反
世
界
》
の
中
で
生
息
し
て
い
る
生
き
物
と
し
て
、
自
ら
の
「
賎

し
い
事
件
」
を
「
悪
」
と
定
義
で
き
な
い
で
い
る
。
そ
れ
は
彼
が
《
反
世
界
》
で
の
み
通
用
す
る
掟
や
道
徳
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
か
ら
で
、

そ
こ
に
「
近
親
相
姦
」
に
対
す
る
罪
の
意
識
は
な
い
。
そ
れ
は
「
道
徳
的
感
覚
の
欠
如
」
、
あ
る
い
は
「
負
の
道
徳
的
感
覚
」
で
．
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
姉
「
」
」
も
、
「
妖
女
」
と
し
て
「
ぼ
く
」
を
愛
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
は
「
選
ば
れ

た
愛
」
に
限
り
な
く
近
い
状
態
を
保
つ
。
し
か
し
「
ぼ
く
」
は
、
「
聖
女
」
で
も
な
け
れ
ば
「
妖
女
」
で
も
な
い
。
彼
は
単
な
る
人
間
に
過

ぎ
な
い
。
「
ぼ
く
」
の
視
点
と
い
う
の
は
、
男
の
、
ひ
い
て
は
社
会
の
視
点
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
押
し
広
げ
よ
う
と
も
人
間
と
い
う
範
囲

を
出
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
「
ぼ
く
」
の
視
点
の
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
ぼ
く
」
が
《
男
》
だ
か
ら
で
あ
り
、
《
社
会
》
だ
か
ら
で
あ
り
、

《
体
制
》
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
あ
な
た
は
、
強
盗
強
姦
も
、
革
命
ご
っ
こ
や
何
ダ
ー
ス
も
の
情
事
も
、
イ
ン
セ
ス
ト
ま
で
も
お
や
り
に
な
っ
た
、
そ
し
て
こ
の
世
の

　
　
秩
序
や
道
徳
を
ず
い
ぶ
ん
喰
い
あ
ら
し
た
け
れ
ど
、
で
も
世
界
を
喰
い
つ
く
し
て
自
分
が
世
界
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
は
、
あ
な
た
に
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も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
な
た
の
よ
う
に
強
力
な
ひ
と
に
も
。
け
っ
き
ょ
く
、
現
実
を
喰
い
つ
く
す
こ
と
は
だ
れ
に
も
で
き
な
い
こ

　
　
と
で
す
わ
。
も
し
喰
い
つ
く
し
て
な
く
な
っ
た
ら
も
う
生
き
て
は
い
け
ま
せ
ん
か
ら
…
…

　
荒
々
し
い
狼
の
ご
と
き
存
在
の
「
ぼ
く
」
は
、
青
春
の
す
べ
て
の
残
骸
を
「
未
紀
」
の
胎
の
中
へ
投
げ
棄
て
、
そ
し
て
彼
自
身
も
ま
た
そ

こ
へ
も
ぐ
り
こ
み
、
ゆ
る
や
か
な
生
の
下
降
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
倉
橋
由
美
子
の
「
男
性
化
の
願
望
」
の
限
界
だ
っ
た
と
言
っ
て

よ
い
。
「
男
性
化
の
願
望
」
は
「
未
紀
」
の
中
に
発
展
的
解
消
を
遂
げ
、
そ
こ
に
《
世
界
》
を
「
拒
絶
」
す
る
文
学
1
《
老
人
》
文
学
を

生
む
の
で
あ
る
。

2

《
老
人
》
文
学
に
お
け
る
倉
橋
由
美
子
の
視
点
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倉
橋
由
美
子
の
《
老
人
》
文
学
と
は
《
世
界
》
を
「
拒
絶
」
す
る
文
学
で
あ
る
、
と
前
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
倉
橋

由
美
子
に
と
っ
て
《
老
人
》
文
学
が
な
ぜ
《
世
界
》
を
「
拒
絶
」
す
る
文
学
と
な
り
得
る
の
か
、
《
老
人
》
と
は
一
体
ど
う
い
う
存
在
と
し
て
、

彼
女
を
《
世
界
》
の
「
拒
絶
」
に
向
か
わ
せ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
《
世
界
》
を
さ
ら
に
限
定
し
て
《
社
会
》
と
置
き
換
え
て
み
よ
う
。
男
に
は
《
社
会
》
の
「
拒
絶
」
は
全
く
必
要
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

な
ぜ
な
ら
《
世
界
》
（
社
会
）
は
男
性
原
理
を
基
準
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
社
会
規
範
や
道
徳
は
彼
自
身
の
も
の
で
あ
る
か
ら
。

男
た
ち
は
そ
れ
を
自
己
を
守
る
た
め
の
有
効
な
手
段
と
し
て
用
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
的
立
場
を
保
証
さ
れ
る
。
も
し
社
会
的
規
範
や
道

徳
が
彼
ら
を
過
剰
に
拘
束
し
、
彼
ら
か
ら
自
由
を
奪
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
新
た
な
規
範
や
道
徳
を
つ
く
り
直
せ
ば
よ
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
《
女
》
の
場
合
は
そ
う
は
ゆ
か
な
い
。
少
な
く
と
も
、
社
会
的
に
は
従
属
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
《
女
》

に
と
っ
て
、
許
さ
れ
る
抵
抗
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
属
的
存
在
と
し
て
の
彼
女
に
安
息
と
充
実
を
保
証
す
る
よ
り
よ
い
相
手
を

15
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選
ぶ
権
利
で
あ
る
。
も
し
相
手
が
期
待
通
り
に
安
息
と
充
実
を
与
え
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
す
か
、
あ
る
い
は
表
面
的
に
は

平
穏
で
あ
り
な
が
ら
内
実
は
退
屈
な
関
係
性
を
甘
受
し
つ
つ
、
育
児
や
教
育
に
そ
の
は
け
口
と
充
足
を
見
い
だ
す
と
い
う
欺
購
的
な
生
活
を

繰
り
返
す
か
、
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
、
事
の
根
本
的
な
解
決
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

　
《
世
界
》
（
社
会
）
を
「
拒
絶
」
す
る
た
め
に
は
、
《
世
界
》
（
社
会
）
に
対
し
て
自
由
に
批
判
的
な
眼
差
し
を
注
ぐ
こ
と
の
で
き
る
位
置
に

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
存
在
の
典
型
と
し
て
少
年
や
少
女
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
聖
少
女
』
の
「
ぼ
く
」
は
そ
う
い

う
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
や
が
て
少
年
は
《
世
界
》
（
社
会
）
に
と
り
こ
ま
れ
、
《
世
界
》
（
社
会
）
を
担
う
一

員
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
始
め
る
。
倉
橋
由
美
子
が
『
聖
少
女
』
の
「
ぼ
く
」
を
「
汚
い
美
少
年
」
と
呼
び
な
が
ら
も
、
や
が
て
「
反
世

界
」
に
住
ま
わ
せ
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
は
、
そ
の
こ
と
に
起
因
す
る
。
「
未
紀
」
と
い
う
存
在
の
中
に
「
ぼ
く
」
を
埋
没
さ
せ

る
こ
と
で
倉
橋
は
、
「
汚
い
美
少
年
」
に
対
す
る
、
そ
し
て
「
男
性
化
の
願
望
」
に
対
す
る
決
別
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

　
と
す
る
な
ら
ば
、
《
世
界
》
（
社
会
）
を
「
拒
絶
」
で
き
る
の
は
「
少
女
」
で
し
か
な
い
。
こ
こ
に
、
ア
メ
リ
カ
の
作
家
レ
ア
ー
ド
．
コ
ー

ニ
グ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
白
い
家
の
少
女
』
（
加
島
祥
造
訳
　
一
九
七
七
・
四
、
新
潮
社
）
が
あ
る
。

　
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
近
郊
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
の
林
の
道
を
登
り
つ
め
た
村
に
、
隣
家
か
ら
遠
く
隔
て
ら
れ
た
白
い
家
が
建
っ
て
い
る
。
そ
の

白
い
家
に
一
人
住
ん
で
い
る
の
は
、
十
三
歳
の
少
女
リ
ン
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
で
あ
る
。
彼
女
は
樫
の
落
葉
色
を
し
た
長
い
髪
と
き
れ
い
な
緑

色
の
目
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
緑
色
の
目
の
ち
っ
ち
ゃ
い
の
と
前
歯
の
少
し
欠
け
て
い
る
の
が
す
こ
ぶ
る
嫌
だ
っ
た
。
そ
の
せ
い
か
「
非

常
の
事
が
そ
の
手
で
わ
た
し
を
導
き
だ
さ
ぬ
限
り
」
彼
女
は
そ
の
白
い
家
か
ら
一
歩
も
出
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

　
　
　
お
父
さ
ん
は
静
か
な
声
で
、
あ
た
し
に
こ
う
言
っ
た
わ
。
あ
た
し
は
こ
の
世
に
い
る
人
の
誰
と
も
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
理

　
　
解
し
て
く
れ
な
い
人
も
何
人
か
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
人
達
は
あ
た
し
を
い
ま
の
ま
ま
に
は
し
て
お
か
な
い
だ
ろ
う
。
あ
た
し
を
変
え
よ

　
　
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
あ
た
し
に
命
令
し
て
、
そ
の
人
達
の
好
き
な
人
間
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。

16
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詩
人
だ
っ
た
リ
ン
の
父
は
、
自
ら
の
死
が
近
い
の
を
知
り
、
リ
ン
に
こ
の
白
い
家
を
用
意
し
た
の
だ
っ
た
。
リ
ン
は
リ
ス
ト
の
ピ
ア
ノ
協

奏
曲
を
聴
き
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
覚
え
、
大
好
き
な
詩
人
エ
ミ
リ
ー
・
デ
ィ
キ
ン
ス
ン
の
詩
を
す
べ
て
暗
唱
し
た
。
「
非
常
の
事
が
そ
の
手
で

わ
た
し
を
導
き
だ
さ
ぬ
限
り
」
と
い
う
の
は
、
エ
ミ
リ
ー
・
デ
ィ
キ
ン
ス
ン
が
言
っ
た
言
葉
だ
。
リ
ン
は
学
校
に
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
リ
ン
に
は
、
た
っ
た
一
人
で
は
あ
っ
た
が
、
い
つ
も
不
自
由
な
足
を
引
き
ず
っ
て
い
る
マ
リ
オ
と
い
う
男
の
友
達
が
い
た
。
リ
ン

は
マ
リ
オ
に
こ
う
話
す
。

　
　
　
学
校
は
ね
、
た
だ
大
き
く
な
る
だ
け
の
子
、
詩
も
書
か
な
き
ゃ
あ
、
歌
も
歌
わ
な
い
し
、
こ
れ
と
言
っ
て
何
も
し
な
い
子
供
達
の
た

　
　
め
に
あ
る
の
よ
。
（
中
略
）
み
ん
な
は
ほ
か
の
人
が
誰
も
信
じ
な
い
の
に
自
分
だ
け
信
じ
る
こ
と
が
、
恐
い
わ
け
。
だ
か
ら
み
ん
な
と

　
　
同
じ
こ
と
を
し
た
が
る
の
よ
。

　
リ
ン
は
父
が
最
後
に
言
っ
た
言
葉
を
思
い
出
す
。

　
　
必
要
と
あ
ら
ば
何
を
し
て
も
い
い
。
ど
ん
な
や
り
方
で
も
い
い
か
ら
、
彼
ら
と
戦
う
ん
だ
。
と
に
か
く
生
き
抜
く
ん
だ
。

　
だ
か
ら
リ
ン
は
母
親
や
意
地
悪
な
女
家
主
を
殺
し
て
し
ま
う
。
い
や
、
殺
し
た
と
い
う
の
は
単
な
る
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
自
己
を
守
ろ
う

と
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
必
死
だ
っ
た
の
だ
。

　
自
己
を
守
る
た
め
に
、
「
少
女
」
は
《
世
界
》
（
社
会
）
を
「
拒
絶
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
倉
橋
由
美
子
の
《
老
人
》
文
学
の
視
点
は
、
こ
う
し
た
「
少
女
」
の
視
点
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
。
『
白
い
家
の
少
女
』

リ
ン
の
ケ
ー
ス
は
極
端
な
例
で
は
あ
る
が
、
「
少
女
」
た
ち
は
自
己
を
守
る
た
め
に
周
り
の
す
べ
て
を
拒
絶
す
る
。
た
だ
し
彼
女
ら
は
「
生

理
を
迎
え
る
前
の
少
女
」
で
し
か
な
い
。
こ
の
定
義
に
は
、
き
わ
め
て
観
念
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
言
葉
を
変
え
れ
ば
、
彼
女
ら
は

あ
ま
り
に
も
「
本
能
的
」
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
無
防
備
で
無
意
識
的
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
「
生
理
を
迎
え
る
前
の
少
女
」
と
は
中
性
的
な
存
在
で
も
あ
る
。
中
性
的
な
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
《
世
界
》
（
社
会
）
に
批
判

17
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的
眼
差
し
を
注
ぐ
こ
と
が
で
き
た
彼
女
ら
も
、
や
が
て
「
生
理
を
迎
え
る
」
と
い
う
不
当
な
理
由
に
よ
っ
て
《
客
体
》
で
あ
る
と
こ
ろ
の
《
女
》

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「
非
常
の
事
」
に
よ
っ
て
《
世
界
》
へ
導
き
だ
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
「
少
女
」
で
あ
る
彼
女
ら
が
て
ん
で
に
悪

態
を
つ
き
、
社
会
や
、
大
人
や
、
男
達
を
罵
倒
し
て
き
た
の
は
、
主
体
的
な
生
き
方
を
切
望
す
る
「
本
能
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
彼
女
ら
は
、
「
《
女
》
の
く
せ
に
」
と
い
う
言
葉
を
浴
び
せ
ら
れ
、
「
《
女
》
ら
し
さ
」
を
強
要
さ
れ
る
。
や
が
て
「
少
女
」
は
《
世
界
》

（
社
会
）
に
よ
っ
て
《
主
体
　
　
客
体
》
の
論
理
を
押
し
付
け
ら
れ
、
《
女
》
と
い
う
加
工
品
に
作
り
替
え
ら
れ
、
商
品
化
さ
れ
る
。

　
倉
橋
由
美
子
は
大
人
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
自
分
の
身
の
上
に
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い
く
《
女
》
と
い
う
存
在
に
、
違
和
感
・
ず
れ
を
感
じ

る
。
そ
れ
を
契
機
と
し
て
《
書
く
》
と
い
う
行
為
を
選
択
し
、
《
女
》
の
皮
を
剥
が
し
終
え
た
の
ち
、
彼
女
は
個
と
し
て
自
分
の
中
に
帰
る

こ
と
が
で
き
た
。
個
は
対
極
に
あ
る
《
世
界
》
を
「
拒
絶
」
す
る
。
そ
し
て
自
己
の
「
世
界
」
に
自
由
を
与
え
る
。

　
彼
女
は
小
説
を
書
く
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
「
男
性
化
の
願
望
」
「
妖
女
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
《
世
界
》
に
放
つ
こ
と
で
、
自
己
を
訓

練
し
、
教
育
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
到
達
し
た
の
が
《
老
人
》
文
学
の
視
点
な
の
で
あ
る
。
彼
女
は
も
う
《
女
》
に
な
る
こ
と
を
強
い
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
女
は
こ
の
あ
と
、
「
永
遠
に
生
理
を
迎
え
る
こ
と
の
な
い
少
女
」
と
し
て
《
世
界
》
を
「
拒
絶
」
し
、
自
由
を
獲
得

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
「
本
能
」
の
強
い
認
識
と
自
覚
、
醒
め
た
視
点
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
《
老

人
》
の
視
点
に
外
な
ら
な
い
。
彼
女
は
《
老
人
》
と
い
う
隠
れ
蓑
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
最
も
自
由
な
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
自
由
の
獲
得

を
許
さ
れ
る
「
少
女
」
を
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
《
老
人
》
と
い
う
視
点
に
は
、
《
世
界
》
に
対
し
て
傍
観
的
な
立
場
を
と
ろ
う
と
す
る
意
識
、

そ
し
て
《
世
界
》
か
ら
解
放
さ
れ
た
意
識
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

18

（
1
）

　
注

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
著
、
室
井
尚
・
吉
岡
洋
訳
『
反
美
学
』
。
ジ
ェ
イ
ム
ス
ン
は
パ
ロ
デ
ィ
と
パ
ス
テ
ィ
シ
ュ
の
違
い
に
つ
い
て
「
パ

ス
テ
イ
シ
ュ
と
は
、
確
か
に
パ
ロ
デ
ィ
と
同
様
に
、
特
異
な
あ
る
い
は
ユ
ニ
ー
ク
な
ス
タ
イ
ル
を
模
倣
す
る
も
の
で
あ
り
、
文
体
と
い
う
仮
面
を



（
2
）

（
3
）

（
4
）

か
ぶ
っ
て
、
死
せ
る
言
葉
で
語
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
パ
ス
テ
ィ
シ
ュ
と
は
、
（
中
略
）
パ
ロ
デ
ィ
の
も
っ
て
い
た
よ
う
な
秘
め
ら
れ
た
動
機
、

つ
ま
り
譜
譲
的
な
刺
激
や
、
嘲
笑
や
、
模
倣
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
に
比
較
し
て
滑
稽
に
見
え
る
よ
う
な
ノ
ー
マ
ル
な
何
か
が
存
在
す
る
と
い
う
気

分
を
、
も
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
パ
ル
タ
イ
』
の
「
模
倣
」
性
が
パ
ロ
デ
ィ
か
パ
ス
テ
ィ
シ
ュ
か
に
つ
い
て
は
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
い
が
、
倉
橋
の
（
反
世
界
》
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。

「
男
性
化
の
願
望
」
に
関
し
て
は
、
田
中
美
代
子
が
「
革
命
化
に
対
す
る
終
始
一
貫
し
た
彼
女
の
嘲
笑
的
態
度
も
、
女
の
運
命
を
共
有
し
て
そ
の
な

れ
の
果
て
の
姿
を
さ
ら
し
て
い
る
母
親
へ
の
嫌
悪
も
、
男
性
化
の
願
望
も
、
す
べ
て
は
そ
の
女
性
存
在
の
根
源
か
ら
発
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
／
読
者
は
こ
の
作
品
に
”
妖
女
”
と
い
う
名
の
珍
し
い
化
け
物
の
出
現
を
期
待
す
る
が
、
そ
こ
で
出
会
う
の
は
、
案
に
相
違
し
て
お
な

じ
み
の
”
可
愛
い
悪
女
”
、
男
好
み
の
”
小
さ
な
悪
魔
”
と
い
っ
た
ふ
う
な
ご
く
当
た
り
ま
え
の
女
の
子
な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
／
男
に
愛
さ
れ

る
に
は
、
彼
女
は
あ
く
ま
で
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
、
男
性
化
の
願
望
な
ど
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
う
そ
っ
ぱ
ち
だ
ろ
う
」
（
『
妖
女

の
よ
う
に
一
一
九
七
一
・
八
「
國
文
學
　
解
釈
と
鑑
賞
」
）
と
述
べ
て
い
る
。

「
ぼ
く
」
と
い
う
一
人
称
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
ぼ
く
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
で
、
自
分
の
立
っ
て
い
る

位
置
の
特
権
性
を
、
社
会
化
さ
れ
た
〈
私
〉
か
ら
隔
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
確
保
す
る
と
い
う
戦
略
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
「
ぼ

く
」
と
い
う
視
点
が
何
も
の
も
代
表
し
な
い
、
社
会
的
な
〈
私
〉
と
い
う
も
の
を
代
表
し
な
い
よ
う
な
地
点
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
、
と
も
言
え
よ
う
。

「
聖
少
女
」
で
は
女
主
人
公
「
未
紀
」
以
外
の
登
場
人
物
は
M
、
S
、
L
、
K
と
い
っ
た
記
号
で
表
さ
れ
、
場
所
も
H
女
学
院
、
K
市
、
な
ど
と
表

記
さ
れ
て
い
る
。
倉
橋
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
わ
た
し
が
小
説
の
な
か
で
固
有
名
詞
の
使
用
を
避
け
て
い
る
の
も
、
〈
事
実
〉
の
狸
雑
さ
が
、
わ

た
し
の
つ
く
る
こ
と
ば
の
世
界
に
侵
入
す
る
こ
と
を
嫌
悪
す
る
か
ら
」
と
述
べ
、
「
い
つ
も
わ
か
ら
ぬ
あ
る
と
き
に
、
ど
こ
に
も
な
い
場
所
で
、
だ

れ
で
も
な
い
だ
れ
か
が
、
な
ぜ
と
い
う
理
由
も
な
く
、
な
に
か
を
し
よ
う
と
す
る
が
結
局
な
に
も
し
な
い
ー
こ
れ
が
わ
た
し
の
小
説
の
理
想
で
す
。

そ
こ
で
こ
の
空
中
楼
閣
に
お
い
て
は
、
主
人
公
た
ち
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
に
な
ら
っ
て
、
K
、
」
、
S
と
い
っ
た
記
号
あ
る
い
は
人
称
代
名

詞
で
指
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
（
「
小
説
の
迷
路
と
否
定
性
一
）
と
書
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
（
お
ぐ
ら
・
ひ
と
し
／
本
学
教
授
）
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