
ｊく

椎
名
麟
三
の
作
舶
「
美
し
い
女
」
は
、
昭
和
三
十
年
五
月
か
ら
同
年
九
月
ま

で
、
五
回
に
わ
た
っ
て
「
中
央
公
論
」
に
連
載
さ
れ
、
同
年
十
月
単
行
本
と
し

て
同
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
長
篇
小
説
で
あ
る
。

発
表
形
式
は
、
四
百
字
詰
百
枚
を
も
っ
て
一
回
と
し
、
四
回
に
わ
た
っ
て
連

載
す
る
よ
う
中
央
公
論
で
も
く
ろ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
椎
名
が
途
中
で
病

気
で
倒
れ
た
た
め
四
回
で
完
結
せ
ず
、
四
回
目
（
八
月
号
）
が
中
断
さ
れ
て
、
五

註
１

回
目
で
完
結
し
た
の
で
あ
る
。

椎
名
は
、
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
、
昭
和
三
十
年
度
の
「
芸
術
選
奨
文
部
大
臣

賞
」
（
文
学
部
門
に
お
け
る
）
を
受
賞
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
受
賞
理
由

に
は
「
椎
名
麟
三
氏
は
、
「
美
し
い
女
』
（
中
央
公
論
）
に
お
い
て
、
社
会
の

変
動
の
中
に
誠
実
に
生
き
よ
う
と
す
る
平
凡
人
の
原
型
を
平
易
な
文
体
で
見
事

に
描
出
、
戦
後
文
学
に
新
し
い
人
間
像
を
も
た
ら
し
た
功
績
と
、
そ
の
他
の
作

註
２

品
に
対
し
て
云
盈
」
と
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
な
か
の
「
誠
実
に
生
き
よ
う
と
す
る
平
凡
人
の
原
型
を
平
易
な

椎
名
文
学
論

Ｉ
「
美
し
い
女
」
の
制
作
意
図
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

今
で

文
体
で
見
邪
に
抽
州
」
の
記
事
の
示
す
通
り
、
こ
の
作
舶
は
、
椎
名
の
初
期
の

も
の
に
比
較
す
る
と
、
内
容
は
勿
論
、
技
法
の
上
で
も
み
る
べ
き
進
展
を
示
し

て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
表
現
意
識
の
安
定
が
文
体
面
に
も
見
那

に
表
わ
れ
、
実
存
的
な
気
分
を
醸
成
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
繰
り
返
し
て
用
い

ら
れ
た
観
念
的
な
言
葉
は
稀
薄
な
も
の
に
な
っ
て
、
思
弁
的
な
重
量
感
や
そ
れ

に
と
も
な
う
晦
渋
さ
が
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
本
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
作
仙
諭
に
あ
る
の
で
、
文
体
面
の

考
察
は
別
稿
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
適
立
援
用
す
る
に
止
め
る
。

そ
こ
で
、
筆
者
は
記
事
に
う
た
わ
れ
て
い
る
「
平
凡
人
の
原
型
」
・
「
新
し
い

人
間
像
」
に
つ
い
て
問
題
に
し
た
い
。

こ
の
作
品
の
主
人
公
に
、
そ
う
し
て
そ
の
生
き
方
に
な
ぜ
「
平
凡
人
の
原
型
」

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
戦
後
文
学
に
お
け
る
「
新
し
い
人
間
像
」

と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
が
問
越
に
な
っ
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、
前
者
の
解

明
は
、
直
接
に
作
品
の
構
造
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
、

後
者
は
、
椎
名
の
作
品
系
列
の
鳥
臓
的
、
抽
象
的
把
握
と
、
そ
れ
ら
の
基
雛
に

た
っ
て
さ
ら
に
作
家
及
び
戦
後
文
学
の
問
題
と
の
関
連
を
考
え
て
み
る
こ
と
に

七

例

々

木
五
四攻

口

暉
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ｊ
夕

、



よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
の
場
合
は
、
前
者
の
「
平
凡
人
の
原
型
」
を
求
め
て
の
作
舶
諭

を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
作
品
系
列
を
た
ど
り
、
戦
後
文
学
論
の
な
か
で
考
察

す
る
こ
と
を
目
途
と
し
て
い
る
「
新
し
い
人
間
像
」
の
究
明
に
つ
い
て
は
、
本

稿
で
は
卜
肌
接
問
題
と
し
な
い
で
必
要
な
と
こ
ろ
で
関
述
づ
け
る
糀
度
に
止
め
た

い
と
考
え
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

Ｊ一
一く

さ
て
、
作
品
「
美
し
い
女
」
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
文
章
の
異
同
に
つ
い

て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。

初
出
の
「
中
央
公
論
」
連
載
の
部
分
と
、
い
ま
筆
者
が
使
冗
上
使
用
し
て
い

る
「
新
選
現
代
日
本
文
学
全
集
弱
ｌ
椎
名
麟
三
集
ｌ
‐
」
（
筑
朧
書
房
版
）

と
の
間
に
は
、
多
少
の
加
筆
・
削
除
・
訂
正
と
い
う
改
訂
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
多
く
は
字
句
の
訂
正
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
そ
の
地
方
で

は
、
子
供
を
間
引
く
た
め
に
堕
胎
薬
と
し
て
ほ
う
ず
き
の
根
を
煎
用
す
る
」
の

「
ほ
う
ず
き
」
を
「
な
ん
て
ん
」
に
、
母
親
の
亡
く
な
っ
た
年
令
「
七
十
四
」
を

「
六
十
四
」
に
訂
正
し
て
い
る
程
度
の
も
の
は
相
当
数
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

修
飾
相
当
語
句
の
一
訂
正
に
つ
い
て
は
、
割
合
、
意
識
的
に
畝
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
以
下
両
耆
を
比
較
し
、
略
述
す
る
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

（
初
出
）
（
全
染
）

私
に
そ
の
よ
う
な
努
力
が
出
来
た
私
は
そ
の
よ
う
な
努
力
が
Ⅲ
来
た

、
、
、

の
は
、
あ
の
笑
い
合
っ
た
一
瞬
を
と
の
は
、
あ
の
笑
い
合
っ
た
、
そ
こ
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
戻
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
。
あ
の
ほ
ん
と
う
の
美
し
い
女
の
感
じ

、
、
、
、
、
、

ら
れ
る
よ
う
な
一
瞬
を
と
り
戻
し
た

一
か
つ
た
か
ら
だ
。
（
典
岡
の
郁
分
に

椎
弔
文
学
論

私
が
、
克
枝
の
こ
と
を
考
え
て
い

ら
だ
た
し
く
な
っ
た
り
、
き
み
を
思

い
川
し
て
暗
い
気
持
に
陥
っ
た
り
し

、
、
、
、
、
、
、

た
と
き
、
滑
稽
に
も
ひ
ろ
子
こ
そ
ほ

ん
と
う
の
美
し
い
女
で
あ
っ
た
か
の

よ
う
に
、
否
応
の
な
い
力
で
そ
の
私

を
ひ
き
つ
け
た
か
ら
で
あ
る
。

私
も
そ
の
彼
女
に
こ
た
え
て
、
彼

女
の
手
を
に
ぎ
っ
た
。
あ
た
た
か
い

、
、
、
、
、
、
、
、

手
だ
っ
た
。
そ
の
私
は
、
情
な
く
も

あ
の
ほ
ん
と
う
の
美
し
い
女
の
像
を

思
い
う
か
べ
て
い
た
の
で
、
あ
る
。

し
か
し
彼
女
は
、
自
分
の
家
の
あ

る
災
通
り
へ
ま
が
る
と
き
、
泣
き
そ

或
い
は
、
私
は
、
克
枝
を
唯
一
絶

対
の
も
の
と
し
て
は
愛
し
て
い
な
か

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
‐
だ
が
、
私
は

、
、

一
生
と
も
に
年
を
と
っ
て
行
く
平
凡

、な
愛
と
し
て
は
、
十
分
に
彼
女
を
愛

し
て
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、

あ
わ
れ
な
こ
と
だ
が
、
私
は
そ
の
愛

、
、
、
、
、
、
、
、

の
十
分
さ
を
知
っ
て
い
た
の
だ
。

私
が
克
枝
の
こ
と
を
考
え
て
い
ら

だ
た
し
く
な
っ
た
り
、
き
象
を
思
い

州
し
て
暗
い
気
持
に
陥
っ
た
り
し
た

、
、
、
、
、
、
、
、

と
き
、
ひ
ろ
子
は
彼
女
こ
そ
ほ
ん
と

う
の
美
し
い
女
で
あ
っ
た
か
の
よ
う

に
、
否
応
の
な
い
力
で
そ
の
私
を
ひ

き
つ
け
た
か
ら
で
あ
る
・

私
も
そ
の
彼
女
に
こ
た
え
て
、
彼

女
の
手
を
に
ぎ
っ
た
。
あ
た
た
か
い

、
、
、
、
、
、
、

手
だ
っ
た
。
だ
が
私
は
、
や
は
り
、

あ
の
ほ
ん
と
う
の
美
し
い
女
の
像
を

思
い
う
か
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
彼
女
は
、
自
分
の
家
の
，
あ

る
異
辿
り
へ
ま
が
る
と
き
、
泣
き
そ

五
五

或
い
は
、
私
は
、
克
枝
を
唯
一
絶

対
の
も
の
と
し
て
は
愛
し
て
い
な
か

っ
た
か
も
知
れ
な
い
・
だ
が
、
私
は

一
生
と
も
に
年
を
と
っ
て
行
く
愛
と

し
て
は
、
十
分
に
彼
女
を
愛
し
て
い

た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
は

そ
の
愛
の
十
分
さ
に
化
き
る
こ
と
が

出
来
る
の
だ
。

傍
点
を
附
し
て
お
い
た
。
）



う
な
顔
で
、
忙
し
げ
に
小
さ
く
手
を
一
う
な
顔
で
、
忙
し
げ
に
小
さ
く
手
を

、
、
、
、

振
っ
た
。
す
る
と
情
な
く
も
私
の
心
振
っ
た
。
す
る
と
私
の
心
の
ほ
ん
と

の
ほ
ん
と
う
の
美
し
い
女
が
ま
た
も
う
の
美
し
い
女
が
ま
た
も
や
微
笑
し

や
微
笑
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
仕
方
た
の
で
あ
る
。
で
、
私
は
仕
方
な
く

な
く
手
を
振
っ
た
。
手
を
振
っ
た
。

こ
れ
ら
を
比
較
し
な
が
ら
み
て
ゆ
く
と
、
「
あ
わ
れ
な
こ
と
だ
が
」
「
情
な

く
も
」
「
滑
稽
に
も
」
が
全
集
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
れ
ら
の
語
句
に
代
っ
て
、
補
足
説
明
的
な
語
句
が
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
に
文
の
前
後
か
ら
考
え
て
主
人
公
が
ど
う
し
て
「
あ
わ
れ
な
こ
と
」
と
か
「
情

な
く
も
」
と
か
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
判
断
に
苦
し
む
場
面
の
展

開
が
多
い
。
即
ち
、
必
然
性
が
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
言
葉
は
、

椎
名
の
初
期
の
作
砧
の
な
か
で
実
存
的
効
果
と
、
そ
れ
に
よ
る
思
弁
的
葹
量
感

を
盛
り
上
げ
る
手
法
と
し
て
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作

品
で
も
、
そ
の
当
時
の
自
分
を
考
え
あ
わ
せ
て
、
暗
い
気
分
に
沈
潜
し
た
よ
う

な
時
に
、
は
し
な
く
も
筆
癖
と
な
っ
て
表
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

勘
ぐ
る
な
ら
、
椎
名
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
四
章
の
こ
の
部
分
を
執
筆
中
、
病
の

た
め
に
倒
れ
た
の
で
、
そ
の
直
前
の
病
状
の
進
ん
で
い
た
時
の
陰
う
つ
な
気
分

が
、
そ
の
ま
ま
作
舳
の
主
人
公
の
気
分
に
反
映
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
種
の
言
葉
を
全
集
の
方
で
意
識
的
に
削
除
し
た
形
で

糸
る
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
内
在
的
理
由
以
外
に
外
在
的
な
理
由
が
あ
る

の
で
あ
る
。
即
ち
、
昭
和
三
十
年
八
月
二
十
二
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
「
美
し
い

註
３

女
‐
｜
の
「
創
作
合
評
会
」
の
席
上
、
梅
崎
春
生
は
「
小
さ
い
こ
と
だ
け
れ
ど
も

」
”
情
な
い
こ
と
に
」
云
灸
と
い
う
こ
と
ば
が
た
び
た
び
出
て
く
る
。
『
情
な
い

こ
と
に
は
美
し
い
女
が
現
わ
れ
た
』
と
か
い
っ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
別
に
情

ノ

念

な
く
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
や
は
り
そ
れ
を
反
復
す
る
こ
と
で
効
果
を
出
そ

う
と
し
て
い
る
の
か
な
」
と
。
十
返
肇
は
こ
れ
に
答
え
て
「
そ
れ
と
椎
名
さ
ん

の
小
説
は
感
情
が
偶
然
に
よ
っ
て
転
換
す
る
と
こ
ろ
が
非
常
に
多
い
で
し
ょ
う
。

ふ
と
思
っ
た
り
突
然
気
が
変
る
こ
と
が
多
い
。
：
．
：
ぼ
く
は
小
説
の
中
の
人
間

の
気
持
の
動
か
し
方
と
い
う
の
は
も
う
少
し
必
然
性
を
も
っ
た
動
か
し
方
を
し

て
ほ
し
い
と
思
う
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
必
然
性
を
要
求
す
れ
ば
、

こ
の
作
品
の
構
成
自
体
が
逆
に
く
ず
れ
て
し
ま
う
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
椎
名
は
、
こ
の
批
評
に
目
を
と
め
て
、
構
成
を
く
ず
さ
な
い
程
度
に
お

い
て
意
識
的
に
削
除
し
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

繰
り
返
す
よ
う
で
あ
る
が
、
椎
名
の
執
筆
当
時
の
気
持
と
し
て
は
、
自
然
に

表
わ
れ
た
筆
辨
な
り
、
自
身
の
病
状
か
ら
気
分
的
に
あ
の
種
の
表
現
を
と
ら
し

た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
点
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま

生
か
し
て
お
い
た
方
が
む
し
ろ
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、

一
方
、
椎
名
が
こ
の
種
の
批
評
に
対
し
て
極
め
て
素
直
に
反
応
を
示
す
点
、
作

者
の
性
格
の
一
面
を
知
り
得
る
と
と
も
に
、
筆
者
は
、
作
者
自
体
の
反
応
の
よ

さ
に
一
抹
の
不
安
を
拭
い
得
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
紬
末
に
近
い
祁
分
及
び
結
末
の
部
分
の
書
き
か
え
に
も
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

彼
女
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
あ
わ

、
、
、

て
て
小
さ
く
手
を
振
っ
た
。
そ
の
彼

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

女
を
見
た
瞬
間
、
私
は
、
彼
女
と
一

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

緒
に
死
ん
で
も
い
い
よ
う
な
気
が
し

、
、
、
、
、

た
の
で
あ
る
。

彼
女
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
あ
わ

て
て
小
さ
く
手
を
振
っ
た
。
瞬
間
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

私
は
ひ
ろ
子
は
、
こ
の
現
実
の
な
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
や
、
、

に
生
き
て
い
な
い
と
い
う
気
が
し
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
だ
っ
た
。
彼
女
は
、
多
く
の
ひ
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
愛
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ

五
一L－
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私
は
、
平
凡
な
人
間
な
の
で
あ
る
。

電
車
に
ノ
ヅ
チ
を
入
れ
れ
ば
動
き
出

す
あ
の
平
凡
な
確
実
さ
の
好
き
な
人

、
、
、
、
、
、
、

間
な
の
で
あ
る
。
異
常
な
も
の
に
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
こ
の
人
生
の
意
味
が
か
か
っ
て
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
平
凡
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
も
そ
れ
に
劣
ら
な
い
意
味
を
も
つ

、
、
、
、
、

て
い
る
の
だ
。

私
は
、
い
ま
で
も
、
こ
の
世
の
一

切
の
き
ち
が
い
め
い
た
も
の
、
悪
魔

め
い
た
も
の
へ
対
立
す
る
平
凡
さ
へ
、

光
と
力
を
与
え
て
や
り
た
い
と
順
っ

椎
潴
文
学
論

人
を
蝶
い
て
も
い
い
が
車
は
こ
わ

す
な
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
与
え
ら

れ
て
、
そ
れ
が
極
端
に
達
し
た
か
ら

が
た
。

己

私
は
、
い
ま
で
も
、
こ
の
世
の
一

切
の
き
ち
が
い
め
い
た
も
の
、
悪
魔

め
い
た
も
の
へ
対
立
す
る
平
凡
さ
へ
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

｜
そ
れ
と
た
た
か
い
得
る
光
と
熱
を
与

は
、
ど
こ
か
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
彼

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

女
と
し
て
で
あ
る
に
ち
が
い
な
か
っ

、
、
、
、
可
、
、
、
、
、
、
、

た
。
そ
し
て
私
は
、
ど
ん
な
に
彼
女

、
、
、
、
、
、
、
、
可
、
、
、
、

を
愛
し
て
い
て
も
、
妓
後
の
点
に
於

、
、
、
、
、
、
、
、
。
、
、
、
、
、

て
は
、
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、

と
嘘
じ
た
の
で
あ
る
。

組
合
の
人
狗
は
、
い
さ
さ
か
の
羨

、
ｖ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

望
を
ま
じ
え
、
た
軽
蔑
を
も
っ
て
、
私

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
特
別
扱
い
し
て
い
る
。
だ
が
私
は
、

平
凡
な
人
間
な
の
で
あ
る
。
電
車
に

ノ
ッ
チ
を
入
れ
れ
ば
動
き
川
す
あ
の

平
凡
な
確
実
さ
の
好
き
な
人
間
な
の

、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
る
。
だ
が
、
私
の
平
凡
さ
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

異
常
な
も
の
を
拒
否
す
る
の
だ
。

人
を
櫟
い
て
も
い
い
が
車
は
こ
・
わ

す
な
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
与
え
ら

れ
て
、
そ
れ
が
極
端
に
達
し
、
私
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
が
許
せ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

て
い
る
。
私
は
、
そ
の
た
め
に
だ
け

こ
の
手
記
を
書
い
た
の
だ
。
そ
し
て

こ
の
白
髪
の
ま
じ
っ
て
来
た
男
は
、

毎
日
克
枝
と
夕
食
の
膳
に
向
い
あ
い

な
が
ら
こ
う
い
う
の
だ
。
（
終
り
）

い
ま
指
摘
し
た
結
末
の
文
章
に
つ
い
て
加
筆
・
削
除
・
訂
正
の
重
要
な
部
分

の
承
を
象
て
ゆ
く
と
．
．
「
彼
女
と
一
緒
に
死
ん
で
も
い
い
よ
う
な
気
が
し
た
」

が
「
ど
ん
な
に
彼
女
を
愛
し
て
い
て
も
、
最
後
の
点
に
於
て
は
、
拒
絶
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
一
に
訂
正
さ
れ
、
以
下
ゑ
て
ゆ
く
と
、
一
‐
私
の
平
凡
さ
は
、
異
常

な
も
の
を
拒
否
す
る
の
だ
」
・
「
そ
れ
が
極
端
に
達
し
、
私
に
そ
れ
が
許
せ
な
か

っ
た
か
ら
だ
」
・
「
そ
れ
と
た
た
か
い
得
る
光
と
熱
」
・
「
異
常
な
も
の
は
、
も
う

ご
め
ん
だ
」
・
「
そ
の
こ
と
を
訴
え
よ
う
と
思
っ
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
一

連
の
語
句
を
率
な
が
ら
、
初
出
と
比
較
し
て
ふ
る
と
、
人
間
の
愛
情
の
拒
否
、

世
の
中
の
災
常
な
も
の
、
極
端
な
も
の
の
拒
否
を
断
定
的
な
調
子
で
の
べ
て
い

る
と
同
時
に
、
一
方
で
は
「
た
た
か
い
得
る
」
・
「
訴
え
よ
う
」
と
積
極
的
に
ア

ク
チ
ュ
ア
ル
な
主
張
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
細
部
に
わ
た
る
が
、

「
そ
れ
と
た
た
か
い
得
る
光
と
熱
を
与
え
て
や
り
た
い
」
の
「
光
と
熱
」
は
、

初
出
で
は
「
光
と
力
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
訂
正
は
、
冒
頭
が
「
人
な
み

の
熱
い
血
を
通
わ
せ
、
生
命
の
光
を
あ
た
え
て
や
り
た
い
」
で
あ
っ
た
の
で
、

「
力
」
を
「
熱
」
に
訂
正
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
七

●

え
て
や
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
個

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

人
的
な
も
の
で
あ
れ
、
社
会
的
な
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
で
あ
れ
、
異
常
な
も
の
は
、
も
う

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

ご
め
ん
だ
。
そ
し
て
私
は
、
そ
の
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
を
訴
え
よ
う
と
思
っ
て
こ
の
手
記

、

を
書
い
た
の
だ
。
そ
う
し
て
こ
の
白

髪
の
ま
じ
っ
て
来
た
男
は
、
毎
日
克

枝
と
夕
食
の
膳
に
向
い
あ
い
な
が
ら

こ
う
い
う
の
だ
。
（
終
り
）



さ
て
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
稚
名
は
特
に
こ
の
紡
末
の
文
章
の
比
較
的
重
要
な

部
分
に
つ
い
て
の
加
筆
・
削
除
・
訂
正
を
あ
え
て
お
こ
な
っ
た
か
、
と
い
う
点

に
つ
い
て
で
あ
る
。

作
者
は
「
平
凡
」
を
意
識
的
に
前
而
に
押
し
だ
そ
う
と
す
る
余
り
、
か
え
っ

て
そ
れ
が
主
人
公
の
意
識
を
暖
味
な
も
の
、
妥
協
的
な
も
の
に
さ
せ
て
、
．

緒
に
死
ん
で
も
い
い
よ
う
な
気
が
し
た
」
・
「
だ
が
平
凡
な
も
の
も
そ
れ
（
異
常

な
も
の
・
筆
者
註
）
に
劣
ら
な
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
を
と
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
初
出
を
読
み
返
し
た
作
者
が
、
紬
末
の

部
分
に
お
い
て
、
自
己
の
意
図
す
る
形
而
上
学
的
な
問
題
を
訴
え
得
な
い
ま
で

に
甘
い
、
一
種
の
オ
プ
テ
ィ
｛
、
、
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
も
た
せ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
察
し
て
の
改
制
と
み
た
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
単
な
る

筆
者
の
脆
見
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
「
平
凡
」
を
主
題
に
し
て

い
る
と
い
う
各
傍
証
的
な
発
言
に
対
す
る
、
作
者
の
意
図
に
か
か
わ
る
問
題
で

あ
る
と
考
え
る
。

惟
名
の
、
こ
の
妥
協
的
な
結
末
を
批
判
し
て
梅
崎
以
下
の
三
人
は
、
前
出
の

合
評
会
で
口
を
そ
ろ
え
て
批
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
物
語
に
非
常
に
な
だ

ら
か
な
起
伏
が
あ
る
だ
け
で
終
っ
て
し
ま
っ
て
、
礎
り
上
っ
た
と
こ
ろ
が
幾
つ

も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
悪
く
い
え
ば
ダ
ラ
ダ
ラ
話
が
統
い
て
い
る
」

（
梅
崎
）
と
か
、
「
四
百
枚
使
っ
て
そ
の
結
論
が
少
し
弱
い
」
（
十
返
）
と
か
、

「
短
篇
小
説
の
テ
ー
マ
だ
。
百
枚
で
も
三
人
の
女
は
出
せ
た
と
思
う
」
（
平
林
）

と
い
う
ふ
う
に
の
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
さ
き
の
梅
崎
の
指
摘
と
、
こ
の
三
人
に
よ
る
合
評
の
部
分
と
で
ば
、

椎
名
と
い
う
作
家
主
体
の
、
批
評
に
対
す
る
反
応
の
仕
方
に
は
お
の
ず
か
ら
違

っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
極
の
批
評
が
一
つ
の
モ

曹
旬

五
八
，

メ
ン
ト
に
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、
平
林
の
発
言

に
あ
る
「
短
篇
小
説
の
テ
ー
マ
だ
」
と
い
う
点
と
「
百
枚
で
も
三
人
の
女
は
州

せ
た
」
は
、
平
林
の
、
意
図
に
対
す
る
理
解
の
不
十
分
さ
と
、
女
性
の
立
場
と

し
て
の
、
む
し
ろ
思
い
過
し
た
批
評
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
）
」
の
和

の
発
言
が
あ
る
こ
と
は
、
二
Ⅲ
に
お
い
て
、
主
人
公
を
は
じ
め
登
場
人
物
の
形

象
化
に
い
ま
一
段
の
工
夫
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ｊ
一
一
一く

さ
て
、
㈲
の
合
評
会
で
の
発
言
を
再
び
問
題
に
す
る
が
、
こ
の
小
説
を
読
み

終
っ
た
と
き
に
、
何
か
作
者
自
身
が
こ
の
人
生
に
満
足
し
て
い
る
よ
う
な
印
象

を
与
え
ら
れ
、
悪
く
い
う
と
人
間
は
平
凡
で
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
の
境
地
に
作

者
か
安
心
立
命
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
危
険
性
を
感
じ
た
（
十
返
）
と
か
、
平

凡
さ
を
強
く
押
し
通
そ
う
と
い
う
意
図
が
あ
り
、
非
常
に
平
凡
で
日
常
を
愛
し

仕
聯
を
愛
す
る
と
い
う
主
人
公
に
対
し
て
、
他
の
者
は
み
な
破
滅
す
る
の
に
彼

だ
け
は
日
常
の
確
か
さ
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。
そ
れ
が
テ
ー
マ
だ
（
枕
崎
）

と
か
、
平
凡
と
い
う
こ
と
の
発
見
、
そ
れ
は
椎
名
の
小
説
の
上
で
の
発
見
で
あ

る
と
同
時
に
椎
名
自
身
で
も
あ
っ
た
（
平
林
）
と
発
言
し
て
い
る
。
｜
」
こ
で
三
人

と
も
に
「
平
凡
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
前
に
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、

そ
う
し
て
さ
ら
に
祢
崎
の
発
言
を
通
し
て
も
「
平
凡
」
は
、
こ
の
作
品
の
意
図
を

解
明
す
る
場
合
の
中
核
的
な
媒
体
の
役
割
を
果
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

椎
名
は
こ
の
作
陥
に
脚
す
る
制
作
意
図
を
、
自
身
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

あ
の
作
品
の
一
つ
の
意
図
は
こ
う
だ
っ
た
の
で
す
。
僕
が
非
合
法
運
動

を
や
っ
て
い
る
と
き
に
、
文
学
に
ち
ょ
っ
と
接
し
た
わ
け
で
す
。
（
小
略
）

ユ

が

グ



’

で
、
そ
の
当
時
感
じ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
労
働
者
を
拙
い
て
い
る
人
は

ゑ
な
イ
ン
テ
リ
だ
。
小
説
の
な
か
で
労
働
者
と
し
て
生
き
て
い
る
場
合
で

も
、
や
は
り
イ
ン
テ
リ
で
あ
る
。
（
中
略
）
僕
た
ち
の
現
実
を
ち
っ
と
も

知
ら
な
い
。
僕
た
ち
の
一
一
ヒ
リ
ズ
ム
を
知
ら
な
い
し
、
僕
ら
の
日
常
に
交

わ
し
て
い
る
下
ら
な
い
冗
談
も
知
ら
な
い
。
た
だ
語
ら
れ
て
い
る
一
」
と
は

非
常
に
前
衛
的
な
理
想
的
な
労
働
者
が
柚
か
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の

へ
の
反
感
が
あ
っ
て
（
中
略
）
そ
れ
で
一
度
労
働
者
を
描
き
た
い
と
思
っ

て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
自
分
自
身
が
労
働
者
を
州
け
な
い
場
所
に
置

か
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
労
働
者
に
入
っ
て
行
け
な
い
し
、
入
っ
て
行
く
場

註
４

合
に
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
感
ず
る
か
無
意
味
を
感
ず
る
か
ど
っ
ち
か
だ
っ
た
。

椎
名
が
諮
っ
て
い
る
通
り
、
「
美
し
い
女
」
の
制
作
意
図
は
、
党
幹
部
の
イ

ン
テ
リ
に
対
す
る
反
感
及
び
前
術
的
・
理
想
的
な
労
働
者
を
描
く
イ
ン
テ
リ
を

中
心
に
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
（
左
翼
）
文
学
に
対
す
る
反
感
で
あ
る
。
そ
う
し

て
、
そ
の
反
感
が
作
者
を
し
て
制
作
へ
と
導
い
た
こ
と
を
明
確
に
物
紙
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
作
品
の
上
で
こ
れ
を
確
認
し
て
み
る
と
、
結
末
の
部
分
で
椎
名

は
主
人
公
「
私
」
に
次
の
よ
う
に
脇
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
い
ま
で
も
、
こ
の
世
の
一
切
の
き
ち
が
い
め
い
た
も
の
、
悪
魔

め
い
た
も
の
へ
対
立
す
る
平
凡
さ
へ
、
そ
れ
と
た
た
か
い
得
る
光
と
熱
を

与
え
て
や
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
個
人
的
な
も
の
で
あ
れ
、
社
会
的
な

も
の
で
あ
れ
、
異
常
な
も
の
は
、
も
う
ご
め
ん
だ
。
そ
し
て
私
は
、
そ
の

こ
と
を
訴
え
よ
う
と
思
っ
て
こ
の
手
記
を
書
い
た
の
だ
。

「
き
ち
が
い
め
い
た
も
の
、
悪
魔
め
い
た
も
の
へ
対
立
す
る
平
凡
」
「
異
常

な
も
の
は
、
も
う
ご
め
ん
だ
」
と
過
去
の
労
働
運
動
に
対
す
る
憤
り
と
反
感
と

を
こ
め
て
訴
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
作
陥
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
省
の
意
図

椎
名
文
学
論 e

を
よ
り
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
点
を
作
品
の
具
体
的
状
況
Ｉ
事
件
の
展
開
と
共
に
動
く
実
際

の
人
間
関
係
の
な
か
で
検
討
し
て
み
る
と
、
宇
治
電
鉄
の
交
通
労
働
者
の
同
僚

青
柳
に
誘
わ
れ
て
、
山
本
の
下
宿
に
集
っ
た
主
人
公
木
村
末
男
は
、
こ
の
集
会

が
共
産
党
宇
治
電
細
胞
の
第
三
回
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

驚
く
の
で
あ
る
。
席
上
、
オ
ル
グ
活
動
に
上
部
組
織
か
ら
派
遣
さ
れ
た
イ
ン
テ

註
５

リ
の
若
い
男
（
「
生
い
立
ち
と
文
学
」
に
よ
る
と
神
戸
商
大
の
学
生
で
共
産
党
員

で
あ
っ
た
と
い
う
）
か
ら
「
実
際
、
日
本
の
労
働
者
に
は
、
あ
な
た
の
よ
う
に
、

暖
味
で
脳
病
で
卑
屈
な
奴
隷
根
性
の
も
の
が
多
す
ぎ
る
」
と
極
付
け
ら
れ
、

「
革
命
を
お
く
ら
せ
て
い
る
の
は
、
実
に
あ
な
た
の
よ
う
な
人
を
な
ん
で
す
」

と
凄
ま
れ
る
。
そ
の
後
、
一
斉
検
挙
で
肝
心
の
幹
部
の
者
は
事
前
に
そ
れ
を
知

っ
て
逃
亡
、
嫌
疑
を
う
け
た
主
人
公
は
特
高
の
手
で
留
置
場
に
放
り
込
ま
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
ん
な
木
村
は
、
共
産
党
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
木
村
は
共
産
党
を
「
何
か
秘
密
め
き
何
か
恐
ろ
し
げ
な
顔
付
を
し
た
団
体

で
あ
り
、
私
の
よ
う
な
単
純
な
労
働
者
に
は
何
の
縁
も
な
い
団
体
だ
」
と
思
い
、

「
共
産
党
の
悪
魔
め
い
た
顔
付
」
「
こ
の
私
鉄
に
も
共
産
党
の
ビ
ラ
が
撒
か
れ

た
が
、
そ
の
文
句
も
書
き
方
も
、
悪
魔
が
吠
え
て
い
る
」
と
感
じ
、
「
臆
病
な

話
だ
が
、
悪
魔
め
い
た
一
切
が
き
ら
い
な
の
だ
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
臆
病

で
、
卑
怯
で
、
無
自
覚
な
奴
隷
根
性
の
持
主
の
よ
う
に
極
付
け
ら
れ
た
木
村
が
、

逆
に
共
産
党
を
「
単
純
な
労
働
者
に
は
何
の
縁
も
な
い
団
体
」
で
あ
る
と
そ
つ

ぼ
を
む
く
と
と
も
に
、
前
衛
的
な
イ
ン
テ
リ
労
働
者
と
そ
の
組
織
に
悪
魔
性
を

見
抜
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
意
図
す
る
前
衛
的
な
も
の
に
対
す
る

反
感
は
、
早
速
、
左
翼
か
ら
も
の
凄
い
攻
撃
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち

理
由
は
「
共
産
党
を
悪
魔
と
し
て
み
て
い
る
」
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
作
者

五
九

｡
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と
し
て
は
そ
ん
な
こ
と
は
問
題
の
中
心
で
な
く
て
「
実
践
の
陰
に
隠
さ
れ
て
い

る
悪
魔
性
」
を
暴
露
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
組
織
悪
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

作
者
白
身
「
悪
魔
的
に
な
ら
な
い
で
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
の
人
間
的
な
実
践
と

註
６

し
て
や
っ
て
行
く
の
に
は
何
が
必
要
か
と
い
う
問
鼬
を
提
起
し
た
だ
け
で
す
」

と
、
む
し
ろ
そ
の
種
の
組
織
に
反
省
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

ま
た
、
久
山
の
討
論
会
の
席
上
「
僕
ら
が
入
る
と
き
は
、
何
で
も
か
ん
で
も
党

員
に
し
ろ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
僕
ら
ぷ
た
い
な
も
の
が
党
員
に
な
っ
た
わ

け
で
す
。
で
も
、
労
働
者
は
か
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
絶
対
命
令
象
た

い
な
も
の
を
感
じ
て
お
っ
た
の
は
事
実
で
す
。
そ
れ
か
ら
や
は
り
労
働
者
と
い

う
の
は
辛
い
で
す
ね
。
た
だ
僕
は
そ
の
当
時
、
党
の
地
方
の
指
導
部
、
地
方
委

員
会
と
い
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
反
感
は
確
か
に
あ
っ
た
の
で
、

そ
れ
は
こ
の
間
『
美
し
い
女
』
に
も
書
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
つ
ま
り
個
人

の
具
体
的
な
状
況
と
い
う
よ
う
な
の
は
全
然
問
題
に
な
ら
な
い
」
と
憤
り
を
も

っ
て
回
顧
し
、
さ
ら
に
最
近
、
田
中
英
光
の
「
除
名
問
題
」
を
取
り
扱
っ
た
な

か
で
、
組
織
に
つ
い
て
は
、
そ
の
組
織
が
人
間
的
に
み
え
る
と
き
で
さ
え
、
非
人

間
性
を
秘
め
て
い
る
と
言
及
し
、
組
織
で
問
題
に
な
る
の
は
、
い
つ
も
全
体
の
問

題
で
あ
り
．
人
の
人
間
の
内
面
的
な
真
実
だ
と
か
、
個
人
的
な
自
由
と
い
っ

た
も
の
は
黙
殺
さ
れ
る
の
だ
。
（
中
略
）
私
も
あ
る
組
織
に
参
加
し
て
苦
労
し

註
７

た
こ
と
が
あ
る
が
云
食
一
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
椎
名
の
組
織

悪
に
対
す
る
反
感
が
、
単
な
る
観
念
的
な
判
断
に
も
と
づ
く
も
の
で
な
く
て
苛

酷
な
条
件
の
も
と
に
お
い
て
体
験
し
、
形
成
さ
れ
た
信
念
で
あ
る
点
、
如
何
に

根
強
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
椎
名
の
属
し
て
い

る
教
会
機
関
誌
「
指
」
の
な
か
で
も
「
田
中
英
光
の
問
題
」
と
し
て
組
織
や
共

同
体
の
こ
と
に
触
れ
て
「
た
と
え
そ
れ
ら
が
人
類
の
幸
福
を
目
指
す
も
の
で
あ

11

六
○

っ
て
も
、
そ
れ
ら
に
所
属
す
る
人
間
の
何
等
か
の
自
由
を
制
約
す
る
と
い
う
こ

と
は
否
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
中
略
）
文
学
者
と
し
て
の
英
光
は
、
そ
の
よ

華
叫
８

う
な
人
間
に
つ
い
て
行
け
な
く
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
事
実
な
の
だ
」
と

の
べ
て
川
中
英
光
の
自
殺
に
つ
い
て
弁
謎
し
て
い
る
と
と
も
に
、
組
織
の
犠
牲

に
な
っ
た
自
分
の
立
場
を
同
じ
作
家
と
し
て
徹
底
的
に
追
求
し
て
ゆ
こ
う
と
い

う
執
勘
な
態
度
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

椎
名
は
事
実
・
昭
和
三
年
春
か
ら
宇
治
川
電
気
の
電
鉄
部
に
車
掌
と
し
て
は

い
り
、
共
産
党
宇
治
電
細
胞
の
キ
ャ
ヅ
・
プ
と
し
て
組
織
活
動
に
従
事
、
同
六
年

検
挙
さ
れ
、
転
向
に
よ
り
同
八
年
懲
役
三
年
執
行
猶
予
五
年
の
判
決
を
受
け
て

出
所
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
作
品
は
、
昭
和
の
初
期
か
ら
大
弾

圧
、
中
日
事
変
、
太
平
洋
戦
争
と
多
難
な
内
外
の
情
勢
の
な
か
に
、
「
赤
」
と

そ
の
転
向
者
と
い
う
烙
印
を
お
さ
れ
な
が
ら
も
一
労
働
者
と
し
て
実
に
「
平
凡
」

を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
生
き
抜
こ
う
と
す
る
魂
の
妨
復
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
椎
名
の
意
図
を
作
品
の
な
か
で
は
勿
論
、
他
の
著
作
で
の
発
言
に

よ
っ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

Ｊ四く

「
美
し
い
女
」
の
舞
台
に
つ
い
て
は
す
で
に
白
で
言
及
し
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
は
、
作
者
自
身
の
若
き
日
の
体
験
を
思
い
浮
べ
て
直
ち
に

構
成
さ
れ
、
表
現
さ
れ
た
自
伝
的
作
品
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に

の
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
意
図
し
た
も
の
は
、
自
伝
的
要
素
を
含
み
な
が

ら
も
過
去
の
悲
惨
な
状
況
の
再
現
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
現
実

に
は
作
者
自
身
は
厳
密
な
調
査
と
再
検
討
を
必
要
と
し
、
ま
た
事
実
、
実
地
踏

査
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
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椎
名
は
座
談
会
の
席
上
「
最
初
の
方
は
、
関
西
が
舞
台
に
な
る
も
の
で
す
か

ら
、
関
西
で
書
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
関
西
で
も
大
阪
と
神

戸
、
明
石
と
姫
路
、
そ
の
辺
が
舞
台
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
僕
は
向
う

の
言
葉
を
す
っ
か
り
忘
れ
ち
や
っ
た
。
思
い
川
し
て
も
そ
れ
が
間
違
っ
て
る
ん

だ
。
だ
か
ら
そ
こ
に
行
っ
て
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
誹
り
か
ら
覚
え
な
け
れ
ば
な

註
９

ら
な
い
」
と
の
べ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
作
品
の
完
成
後
「
私
は
、
一
昨

年
、
悶
西
へ
数
回
旅
行
し
た
。
『
美
し
い
女
』
と
い
う
小
説
の
舞
台
が
関
西
な

註
加

の
で
、
そ
の
調
査
の
た
め
で
あ
る
」
と
発
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
記
討
論
会

の
席
上
一
‐
僕
は
現
在
作
家
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
労
働
者
（
毎
日
を
平
凡
に
生

き
て
い
る
そ
の
ま
ま
の
労
働
者
・
筆
者
註
）
の
自
分
と
の
連
帯
感
と
い
う
も
の

が
、
一
応
観
念
的
に
は
つ
な
が
っ
て
行
っ
て
も
皮
膚
の
上
で
切
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。
そ
れ
で
昔
の
職
場
に
帰
っ
た
。
『
美
し
い
女
』
を
書
く
前
の
年
に
四
回

く
ら
い
行
っ
た
し
、
次
の
年
は
三
四
か
行
っ
て
い
ま
す
。
職
場
に
入
っ
て
昔
の

人
倉
と
会
っ
た
り
生
活
し
て
、
一
緒
に
酒
を
飲
ん
だ
り
話
を
し
た
り
、
あ
る
い

は
職
場
の
電
車
に
乗
っ
た
り
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
や
っ
て
い
る
う
ち

に
昔
の
僕
の
持
っ
て
い
た
労
働
者
の
感
情
と
い
う
も
の
が
皮
膚
の
上
に
甦
っ
て
、

仲
間
と
言
葉
で
な
く
つ
な
が
っ
て
来
た
の
を
感
じ
た
。
こ
れ
な
ら
書
け
る
と
思

っ
て
い
た
わ
け
で
す
」
と
の
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
椎
名
自
身
、
そ
の
意
図
・

を
作
品
の
な
か
で
具
体
化
す
る
た
め
の
構
想
の
一
環
と
し
て
、
若
き
日
の
職
場

を
選
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
「
美
し
い
女
」
の
郷
台
は
終
始
一

貫
し
て
関
西
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
作
者
の
執
筆
前
に
語
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
は
「
最
初
の
方
は
、
関
西
が
舞
台
に
な
る
も
の
で
す
か
ら
、
関

西
で
書
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
‐
｜
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
少
く
と
も
最
初
の

椎
名
文
学
論

巳

価

予
定
と
し
て
は
、
関
西
以
外
に
も
舞
台
を
展
開
し
て
い
こ
う
と
い
う
野
心
的
な

構
想
を
も
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
て
一
‐
前
の
年
に
四
回
く
ら
い
行

っ
た
」
は
、
昭
和
二
十
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
座
談
会
の
催
さ
れ
た
昭

和
三
十
年
二
月
下
旬
の
頃
ま
で
は
、
関
西
に
腰
を
落
着
け
て
、
最
初
の
部
分
を

「
関
西
で
書
こ
う
」
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
事
実
は
す
で

に
の
べ
た
よ
う
に
全
部
関
西
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

作
者
が
そ
う
い
う
意
図
を
も
っ
て
、
昭
和
三
十
年
二
月
下
旬
以
後
、
関
西
へ

踏
査
に
訪
れ
る
の
は
、
「
向
う
の
言
葉
を
す
っ
か
り
忘
れ
た
」
こ
と
、
従
っ
て
「
ま

ず
そ
れ
ぞ
れ
の
靴
り
か
ら
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
も
重
要
な
理
由
の

一
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
作
者
も
の
べ
て
い
る
よ
う
に
自
分
と
労
働
者

と
の
連
帯
感
が
観
念
的
に
し
か
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
皮
膚
の
上

で
じ
か
に
つ
な
が
り
を
も
ち
た
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
後
者

の
方
が
意
図
か
ら
い
っ
て
も
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

て
、
か
っ
て
の
仲
間
と
生
活
し
た
り
、
酒
を
飲
ん
だ
り
、
電
車
に
乗
っ
た
り
す

る
こ
と
を
通
し
て
観
念
的
な
つ
な
が
り
が
稀
薄
に
な
っ
て
、
か
っ
て
の
感
情
が

皮
虐
の
上
に
甦
っ
て
言
葉
の
問
題
で
な
く
、
膚
の
感
覚
の
上
で
つ
な
が
っ
て
く

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
な
ら
書
け
る
」
と
い
う
作
者
の
意

図
実
現
へ
の
自
信
の
前
に
、
初
期
の
椛
想
の
あ
る
部
分
は
変
更
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
筆
者
は
こ
の
章
の
最
初
で
、
作
者
の
意
図
は

単
な
る
過
去
の
悲
惨
な
状
況
の
再
現
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
の
べ
た
。
椎
名

の
そ
の
当
時
の
問
題
意
識
や
個
禽
の
細
部
に
わ
た
る
体
験
は
、
い
ま
さ
ら
踏
査

を
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
、
自
身
が
一
番
よ
く
知
悉
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

昭
和
二
十
六
年
十
二
月
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
赤
岩
栄
牧
師
か
ら
プ
ロ
テ
ス
ク
ン

｛
〈
一



ト
の
洗
礼
を
う
け
た
作
者
は
、
キ
リ
｝
〈
卜
者
と
し
て
の
自
覚
の
も
に
再
出
発
し

た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
交
通
労
働
者
当
時
の
感
覚
の
再
現
だ
け
で
も
っ
て
描
い

た
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
作
品
で
は
、
過
去
に
対
す
る

反
感
も
単
な
る
憎
悪
の
み
を
こ
め
て
の
反
感
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
「
平
凡
」
に
生
き
抜
こ
う
、
異
常
な
も
の
を
拒
否
し
よ
う
、

と
い
う
自
覚
の
上
に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
む
し
ろ
信
仰
を

通
じ
て
信
念
化
さ
れ
た
独
自
な
意
図
を
貫
ぬ
く
た
め
の
確
認
に
あ
っ
た
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
「
労
働
者
と
自
分
と
の
連
帯
感
は
観
念
的
な
つ
な
が
り
で
あ
る
」

と
の
べ
た
作
者
は
、
長
い
踏
査
の
末
に
、
観
念
的
な
壁
を
破
っ
て
、
じ
か
に
膚

で
感
じ
と
る
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
平
凡
な
自
由
を
甦
え
ら
せ
る
と
同
時
に
、

一
方
で
は
、
逆
に
「
復
活
の
キ
リ
ス
ト
を
、
文
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
べ

註
、

る
」
と
い
う
形
而
上
的
感
覚
を
も
意
味
す
る
観
念
化
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
作
者
自
身
に
ま
つ
わ
る
悲
惨
な
暗
い
谷
間
の
属
性
は
陰
を
ひ
そ
め
、
さ

ら
に
高
い
次
元
に
自
由
に
再
生
す
る
根
拠
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

即
ち
作
家
主
体
は
、
踏
盃
を
通
し
て
過
去
の
再
現
及
び
再
確
認
を
企
図
し
た
の

で
は
な
く
て
、
こ
の
種
の
再
生
的
思
考
を
通
し
て
長
い
谷
間
か
ら
の
訣
別
と
キ

リ
ス
ト
者
の
自
由
を
欲
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
一
見
無
意
味
に
み

え
る
数
度
の
踏
査
は
、
作
者
の
願
う
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
を
確
認
す
る
た
め
の

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
役
割
を
果
し
た
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
す
る

の
で
あ
る
。

椎
名
は
「
深
夜
の
酒
宴
」
か
ら
「
赤
い
孤
独
者
」
に
至
る
作
品
に
は
、
自
己

否
定
を
極
限
に
ま
で
追
い
つ
め
て
実
存
的
な
苦
し
み
を
主
人
公
を
通
し
て
ぶ
ち

ま
け
る
と
い
う
意
図
が
強
烈
す
ぎ
て
、
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
て
あ
ま
し
、
作

品
の
個
為
の
人
物
に
そ
れ
が
う
ち
と
け
ず
、
む
し
ろ
、
異
様
な
ま
で
に
不
自
然

註
吃

面

凸

一
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一
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に
戯
画
化
し
て
し
ま
っ
て
「
観
念
が
浮
い
て
熊
び
ま
わ
っ
て
い
る
感
じ
」
と
い

う
亀
井
勝
一
郎
を
は
じ
め
、
諸
家
の
批
評
を
蒙
っ
た
。
・
ま
た
本
論
の
は
じ
め
に

も
の
べ
た
よ
う
に
、
思
弁
的
重
量
感
や
晦
渋
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
受
洗
以
後
の
作
品
を
検
討
し
て
ゑ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
過
去
へ

の
訣
別
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
と
と
も
に
、
客
観
化
さ
れ
た
次
元
に
立
っ
て

過
去
を
決
定
的
態
度
で
眺
め
得
る
余
裕
を
も
ち
得
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
度
重

な
る
踏
査
は
、
は
じ
め
の
構
想
を
変
更
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
者
の
志
向

す
る
受
洗
以
後
の
一
貫
し
た
信
念
ｌ
彼
の
い
う
「
生
き
る
道
」
に
は
何
ら
の

変
質
を
も
き
た
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｊ五く

さ
て
、
椎
名
は
、
同
じ
職
場
を
描
い
た
「
自
由
の
彼
方
で
」
に
お
い
て
は
、

自
身
が
新
た
に
生
ま
れ
か
わ
る
た
め
に
の
こ
し
た
遺
書
と
し
て
の
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
口
叩
で
は
、
作
者
は
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
信
じ
、
す

べ
て
の
過
去
を
つ
き
は
な
し
て
眺
め
る
位
置
に
立
っ
て
い
る
。
即
ち
、
自
由
の

位
置
に
立
っ
て
彼
方
で
あ
る
自
分
の
か
っ
て
の
随
劣
さ
を
も
っ
た
当
時
に
帰
り
、

そ
の
総
決
算
を
や
っ
た
の
で
あ
る
。
作
者
も
銘
打
っ
て
い
る
よ
う
に
こ
れ
は
自

伝
小
説
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
の
素
材
の
面
で
の
延
長
の
上
に
立

っ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
「
美
し
い
女
」
で
は
主
人
公
を
は
じ
め
他
の
同
僚
、

女
性
達
を
生
き
生
き
と
描
き
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
人
物
が
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
に
み
る
よ
う
な
前
衛
的
・
理
想
的
な
労
働
者
で
は
な
く
、
皮
膚
の

上
で
つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
に
肉
付
け
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の

よ
う
な
労
働
者
を
描
く
こ
と
の
で
き
た
の
は
キ
リ
ス
ト
に
根
拠
を
も
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
モ
チ
ー
フ
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
予
定
で

屯
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あ
る
か
ら
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
た
だ
作
者
の
言
葉
を
借
り
る
な

ら
ば
「
こ
の
作
品
（
「
自
由
の
彼
方
で
」
）
を
書
き
得
た
の
は
、
そ
の
場
所
を
持
ち

、
、
、
《
、

得
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
場
所
（
全
生
涯
を
語
る
に
当
っ
て
、
よ
し
と
い
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
吟
、
、
、
、
、

得
る
精
神
的
な
場
所
）
は
、
キ
リ
ス
ト
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
（
傍

点
筆
者
・
文
中
括
弧
の
祁
分
は
筆
者
註
）
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
を
モ
チ
ー
フ
の

な
か
に
明
確
に
描
い
て
い
る
と
断
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
キ

リ
ス
ト
を
意
識
し
た
と
き
、
椎
名
は
「
平
凡
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
き

た
の
で
あ
る
。
即
ち
「
平
凡
」
を
主
題
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
即
ち
「
平
凡
」

を
主
題
に
し
よ
う
と
い
う
自
信
が
湧
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
労
働
者
を
皮
膚
の

註
過

上
で
の
実
感
で
う
け
と
ろ
う
と
い
う
「
一
種
の
肉
体
的
な
確
信
」
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
作
者
は
、
労
働
者
へ
の
深
い
連
帯
感
を
問
題
に
し
て
命
中
野
重
治
の

「
指
輪
」
を
批
評
す
る
と
こ
ろ
で
「
ま
ず
中
野
さ
ん
は
、
労
働
者
を
抽
象
的
に

と
ら
え
て
い
る
と
思
う
。
こ
う
い
う
『
戦
旗
』
を
読
も
う
と
い
う
労
働
者
は
こ

れ
ほ
ど
浅
薄
で
は
な
い
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
も
う
少
し
労
働
者
を
愛
し
て
や
つ

註
迦

て
ほ
し
い
。
愛
情
が
足
り
な
い
と
思
う
」
と
、
イ
ン
テ
リ
作
家
を
攻
撃
し
、
椎

名
自
身
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
は
っ
き
り
と
言
い
き
っ
て
い
る
。

作
者
が
皮
膚
の
上
で
実
感
し
、
肉
体
の
上
で
確
信
し
た
体
験
の
数
交
は
、
決

し
て
単
な
る
私
小
説
的
な
発
想
を
と
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作

品
の
主
題
で
あ
る
「
平
凡
」
こ
そ
、
作
者
の
表
現
し
よ
う
と
す
る
観
念
で
あ
る

と
と
も
に
、
「
生
き
る
道
」
を
示
す
肉
体
的
な
確
信
で
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
「
美
し
い
女
」
に
は
「
平
凡
人
の
原
型
」
が
見
事
に
描
出
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

臼
井
吉
見
は
「
美
し
い
女
」
を
評
し
て
「
現
実
ば
な
れ
と
も
見
え
る
方
法
を

駆
使
し
た
こ
の
小
説
が
不
思
議
に
現
実
感
の
濃
い
も
の
に
な
っ
て
い
主
す
。

椎
名
文
学
論

0

G

（
中
略
）
左
翼
の
小
説
な
ど
の
ぞ
い
て
み
て
も
『
労
働
者
の
あ
の
根
源
的
な
気

分
、
幾
分
ニ
ヒ
リ
ス
チ
ッ
ク
な
気
分
』
に
つ
い
て
、
な
ん
に
も
知
ら
な
い
と
思

っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
「
美
し
い
女
」
が
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
自
伝
小
説

註
晦

で
あ
る
ゆ
え
ん
で
す
」
と
の
べ
て
い
る
。
臼
井
の
い
う
「
現
実
ぱ
な
れ
と
も
見

え
る
方
法
」
は
本
稿
で
検
討
で
き
な
か
っ
た
部
分
で
あ
る
が
「
復
活
の
キ
リ
ス

ト
を
、
文
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
べ
る
」
と
い
う
形
而
上
的
な
方
法
を
こ

の
作
品
に
適
用
し
た
が
た
め
に
、
か
え
っ
て
「
不
思
議
に
現
実
感
の
濃
い
」
作

品
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
作
者
が
皮
盧
の
上
で
実
感
し
、
肉
体
の
上
確
信
し
た

数
灸
の
体
験
に
、
キ
リ
ス
ト
に
根
拠
を
も
っ
た
作
者
の
制
作
意
図
に
よ
っ
て
十

分
に
作
品
の
な
か
で
生
か
さ
れ
「
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
自
伝
小
説
」
と
な
り

え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
椎
名
を
評
し
て
小
松
伸
六
は
、
椎
名
の
初
期
の

作
品
「
深
夜
の
酒
宴
」
「
重
き
流
れ
の
な
か
に
」
「
永
遠
な
る
序
章
」
と
、
「
美

し
い
女
」
と
を
よ
み
く
ら
べ
て
象
て
、
初
期
の
作
品
に
は
戦
後
と
い
う
一
時
代

の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
再
確
認
し
た
が
、
読
み
と
お
す
の
は
つ
ら
か
っ
た
旨
を

の
べ
、
「
「
美
し
い
女
』
に
は
、
椎
名
氏
が
も
つ
独
自
の
生
命
様
式
『
庶
民
意
識

の
重
み
』
と
い
う
も
の
が
、
表
面
に
あ
ら
わ
に
出
ず
、
浄
化
さ
れ
て
、
平
明
な

註
略

文
体
と
調
和
し
て
、
安
定
し
た
世
界
を
つ
く
っ
て
い
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
小

松
の
い
う
よ
う
に
「
庶
民
意
識
の
重
み
」
と
い
う
も
の
が
表
面
に
あ
ら
わ
に
で

な
い
で
、
一
種
カ
タ
ル
シ
ス
さ
れ
た
世
界
を
現
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
き
ち

が
い
め
い
た
も
の
、
悪
魔
め
い
た
も
の
へ
対
立
す
る
平
凡
さ
」
を
打
ち
出
そ
う

と
す
る
椎
名
の
意
図
が
十
分
成
果
を
収
め
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
笹
淵
友
↑
｜
博
士
は
「
椎
名
氏
の
文
学
で
、
ほ
ん
と
う
に
人
を
打

つ
力
は
庶
民
的
な
善
意
と
で
も
い
う
も
の
で
し
ょ
う
ね
。
あ
れ
は
確
か
に
い
ま

ま
で
の
文
学
の
持
た
な
か
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
、
あ
の
人
の
人
間
性
の
美
し

｛
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註
刀

さ
だ
と
思
う
」
と
の
べ
る
と
と
も
に
、
椎
名
は
全
く
新
し
い
タ
イ
プ
の
作
家
で

非
常
に
期
待
し
て
い
い
と
明
言
し
て
い
る
が
、
椎
名
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の

信
念
が
、
生
地
の
ま
ま
の
人
間
性
の
美
し
さ
に
さ
ら
に
磨
き
を
掛
け
ら
れ
て
、

作
品
に
十
分
な
反
映
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

異
常
な
も
の
に
対
す
る
「
平
凡
」
を
も
っ
て
こ
の
作
品
を
貫
こ
う
と
す
る
椎

名
の
意
図
は
、
キ
リ
ス
ト
に
根
拠
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
異
様
な
ま
で
に
主
人

公
木
村
の
意
識
の
な
か
に
根
を
お
ろ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
悪
魔
め
い

た
も
の
」
と
闘
う
た
め
に
平
凡
に
振
舞
う
主
人
公
に
は
、
確
か
に
笹
淵
の
い
う

よ
う
に
「
人
を
打
つ
力
」
が
あ
る
と
と
も
に
、
主
人
公
を
も
含
め
て
彼
と
か
か

わ
り
を
も
つ
同
僚
・
女
性
に
は
「
庶
民
的
な
善
意
」
が
十
分
に
う
か
が
え
る
の

で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
よ
う
な
生
き
方
に
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
生
き
方

が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
に
も
の
べ
た
よ
う
に
モ
チ
ー
フ
に
関

連
を
も
つ
問
題
を
蔵
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
「
美
し
い
女
」
を
一
つ
の
作
品

と
し
て
取
り
あ
げ
て
み
て
も
数
多
く
の
問
題
を
胚
胎
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆

者
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
の
べ
て
象
る
稻
り
で
あ
る
。

さ
て
、
作
品
論
の
一
環
と
し
て
「
平
凡
人
の
原
型
」
を
意
図
の
面
か
ら
論
じ

た
の
で
あ
る
が
、
紙
数
の
都
合
も
あ
っ
て
ご
く
要
点
を
拾
っ
た
の
み
で
終
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

戦
後
派
文
学
の
作
家
の
一
人
で
あ
る
椎
名
は
、
今
後
と
も
「
美
し
い
女
」
に

描
か
れ
た
「
平
凡
人
の
原
型
」
と
い
う
庶
民
的
な
意
識
の
上
に
出
来
上
っ
た
型

を
、
恥
と
罪
の
多
い
こ
の
人
生
に
さ
ら
に
一
層
描
き
続
け
て
ほ
し
い
と
期
待
す

る
の
で
あ
る
。

椎
名
は
本
格
的
な
キ
リ
ス
ト
教
文
学
の
作
家
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
美
し
い
女
」

を
は
じ
め
と
し
て
、
以
後
の
作
品
の
内
部
構
造
を
通
し
て
た
し
か
め
る
こ
と
が

a
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四

で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
美
し
い
女
」
の
作
品
分
析
の
意
義
の
重
要
さ
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
（
昭
和
三
十
八
年
六
月
十
日
稿
）

註
１
》
」
の
発
表
形
式
は
、
「
新
し
い
長
篇
小
説
」
と
し
て
企
画
さ
れ
、
昭
和

三
十
年
一
月
号
か
ら
四
月
号
ま
で
、
四
回
に
わ
た
っ
て
、
三
島
由
紀
夫
が

「
沈
め
る
滝
」
を
連
載
、
そ
の
後
を
う
け
も
っ
て
、
五
月
号
に
、
椎
名
が

「
美
し
い
女
」
を
句
時
を
同
じ
く
し
て
同
号
に
堀
田
善
衛
が
「
記
念
碑
」

を
連
載
、
堀
田
は
四
回
（
八
月
号
）
で
予
定
通
り
完
結
、
そ
の
後
を
、
伊

藤
整
が
「
若
い
詩
人
の
肖
像
」
を
四
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
、
ち
ょ
う
ど

一
年
間
で
、
四
人
が
交
替
で
受
け
も
っ
た
の
で
あ
る
。

註
２
授
賞
規
定
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
主
催
に
な
る
、
芸
術
選
奨
文
部
大
臣

賞
の
授
賞
規
定
の
要
項
が
あ
り
、
昭
和
三
十
年
度
の
こ
の
賞
の
文
学
部
門

に
お
け
る
選
考
委
員
は
次
の
七
氏
で
あ
っ
た
。

青
野
季
吉
・
臼
井
吉
見
・
河
盛
好
蔵
・
中
島
健
蔵
・
中
村
光
夫
・
山
本

健
吉
・
吉
田
健
一

註
３
「
創
作
合
評
会
」
皿
回
「
群
像
」
・
昭
和
三
十
年
十
月
号
・
出
席
者
梅

崎
春
生
・
十
返
肇
・
平
林
た
い
子

註
４
久
山
康
編
「
現
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
」
・
第
四
章
椎
名
文
学
の
形

成
・
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
刊
・
創
文
社

註
５
「
現
代
日
本
文
学
講
座
」
小
説
７
．
昭
和
三
十
七
年
二
月
刊
・
三
省
堂

註
６
久
山
康
編
「
近
代
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
」
・
大
正
・
昭
和
篇
・
昭
和
三
十

一
年
十
一
月
刊
・
創
文
社

註
７
「
新
潮
」
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
号

註
８
「
指
」
一
九
六
二
年
三
月
号
・
赤
岩
栄
細
集
・
上
原
教
会
発
行

む

、

1

．J』.,



註
９
「
中
央
公
論
」
昭
和
三
十
年
四
月
号
「
新
し
い
長
篇
小
説
‐
｜
ｌ
そ
の

発
表
形
式
と
作
者
の
態
度
Ｉ
（
こ
の
座
淡
会
は
、
昭
和
三
十
年
二
月
二

十
六
日
に
お
》
」
な
わ
れ
た
）

註
加
椎
名
麟
三
薪
「
私
の
聖
書
物
語
」
昭
和
三
十
四
年
八
月
刊
・
中
央
公
論

社

註
皿
「
文
学
界
」
ｌ
文
学
の
擁
護
ｌ
昭
和
三
十
七
年
三
月
号

註
廻
「
群
像
」
昭
和
二
十
七
年
二
月
号
ｌ
椎
名
麟
三
論
ｌ

註
過
椎
名
麟
三
箸
「
愛
と
死
の
谷
間
」
の
、
佐
々
木
基
一
の
解
説
・
昭
和
三

椎
名
文
学
論

8

争

十
五
年
四
月
刊
・
角
川
文
庫

註
皿
「
創
作
合
評
会
」
恥
回
「
群
像
」
・
昭
和
三
十
六
年
二
月
号
・
出
席
者

椎
名
麟
三
・
武
田
泰
淳
・
埴
谷
雄
高

註
略
臼
井
吉
見
著
「
小
説
の
味
わ
い
方
」
の
な
か
の
「
自
伝
小
説
と
自
己
形

成
」
よ
り
・
昭
和
三
十
七
年
六
月
刊
・
新
潮
社

註
蛎
「
解
釈
と
鑑
賞
」
ｌ
戦
後
文
学
特
集
号
ｌ
昭
和
三
十
七
年
四
月
号

註
Ⅳ
月
刊
「
キ
リ
ス
ト
」
ｌ
近
代
文
学
の
病
巣
に
メ
ス
を
ｌ
昭
和
三
十

七
年
六
月
号

君

六

五

〃


