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一
、
は
じ
め
に
―
恋
愛
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

近
代
に
入
っ
て
「
恋
愛
」
が
脱
封
建
主
義
的
命
題
と
し
て
浮
上
し
た
。

な
か
で
も
日
本
で
は
、「
恋
愛
」
は
啓
蒙
性
、
つ
ま
り
政
治
性
を
帯
び
、

近
代
化
に
伴
う
形
で
現
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
性
を
含
む「
恋
愛
」

は
英
語
の
「LO

V
E

」
を
翻
訳
す
る
過
程
の
中
で
作
ら
れ
た
造
語
で
あ

る（
（
（

。
そ
も
そ
も「
古
代
日
本
人
に
は「
恋
」は
あ
っ
て
も
恋
愛
は
な
か
っ

た
。（
中
略
）
な
ぜ
な
ら
「
恋
愛
」
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
発
生
し
た
観

念
だ
か
ら（

（
（

」
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
存
の
「
愛
」「
情
」「
恋
」
が
家
族
的
、

宗
教
的
観
念
に
絡
ん
で
い
た
た
め
に
「LO

V
E

」
の
近
代
的
含
意
、
つ

ま
り
個
人
と
個
人
と
の
自
由
な
選
択
に
よ
る
「LO

V
E

」
の
観
念
を
表

現
し
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
聖
さ

を
加
味
さ
せ
た
「
恋
愛
」
が
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る（

（
（

。

こ
の
「
恋
愛
」
と
い
う
近
代
の
産
物
は
日
本
を
経
由
し
て
韓
国
に
も

伝
わ
っ
た
。
日
本
に
留
学
し
た
韓
国
近
代
文
学
の
父
と
言
わ
れ
る
李
光

洙
の
「
自
由
恋
愛
」
啓
蒙
運
動
を
は
じ
め
、
日
本
留
学
派
の
廉
想
渉
、

金
東
仁
、
田
榮
澤
な
ど
、
韓
国
近
代
文
学
者
に
よ
っ
て
「
新
」
を
内
包

す
る
魅
力
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。し
か
し
、「
恋
愛
」

啓
蒙
期
に
お
い
て
李
光
洙
が
強
調
し
た
「
妹
の
よ
う
に
愛
す
る
こ
と（

（
（

」、

つ
ま
り
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
、
性
解

放
を
か
か
げ
た
「
恋
愛
至
上
主
義
」
に
変
貌
し
、
結
婚
に
結
び
つ
か
な

い
「
恋
愛
」
観
が
新
た
に
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
今

ま
で
社
会
の
中
心
に
君
臨
し
続
け
て
き
た
男
性
に
と
っ
て
代
わ
り
、
こ

の
「
恋
愛
」
の
主
体
と
な
っ
た
の
が
近
代
的
知
識
を
身
に
つ
け
た
「
新

女
性
」
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
彼
女
た
ち
は
自
分
の
人
生
を
直
接
見

つ
め
よ
う
と
し
て
い
た
。「
新
女
性
」
は
「
自
由
恋
愛
」
の
賛
美
と
、

そ
れ
に
伴
い
愛
す
る
男
女
が
結
ば
れ
る
と
い
う
「
恋
愛
」
観
を
持
っ
て

い
た
。
封
建
時
代
に
お
け
る
階
級
内
婚
、
早
婚
、
売
春
婦
、
寡
婦
の
再

「
新
女
性
」
の
愛
と
性
、
そ
し
て
「
恋
愛
至
上
主
義
」

―
有
島
武
郎
「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
と
廉
想
渉
「
除
夜
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
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婚
禁
止
な
ど
、
伝
統
社
会
の
結
婚
観
が
支
配
的
で
あ
っ
た
時
代
に
、「
新

女
性
」
た
ち
は
従
来
の
価
値
観
と
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
一
九
二
〇
年
代
の
韓
国
で
は
空
前
の「
恋
愛
」ブ
ー

ム
が
巻
き
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
前
述
し
た
「
恋
愛
」
の
歴
史
的
な
変
遷
を
踏
ま
え
、
日

本
の
「
恋
愛
」
観
念
が
韓
国
的
「
恋
愛
」
観
念
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
実

情
を
、
有
島
武
郎
の
「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」（
一
九
一
八
）
と
廉

想
渉
の
「
除
夜
」（
一
九
二
一
）
を
手
が
か
り
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
。

と
同
時
に
、
日
本
と
韓
国
に
お
け
る
「
恋
愛
」
観
念
と
、
そ
の
「
恋
愛
」

観
に
お
け
る
女
性
の
描
き
方
に
つ
い
て
比
較
考
察
を
行
い
た
い
。

二
、「
除
夜
」
の
源
泉
と
し
て
の
「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」

そ
の
一
、「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
と
そ
の
あ
ら
す
じ

一
九
一
七
年
、「
自
由
恋
愛
」
思
想
を
背
景
に
書
か
れ
た
李
光
洙
の

「
幼
き
友
へ
」
が
発
表
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、韓
国
で
は
「
自
由
恋
愛
」

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
小
説
が
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。し
か
し
、

一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
、
結
婚
を
理
想
と
し
た
「
自
由
恋
愛
」
は
も

は
や
色
あ
せ
、
女
性
自
身
が
主
体
と
な
っ
て
性
解
放
を
主
張
す
る
「
恋

愛
至
上
主
義
」
に
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
そ
の
過
程

で
書
か
れ
た
の
が
廉
想
渉
の
「
除
夜
」（『
開
闢
』
一
九
二
二
年
二
月
～

六
月
）
で
あ
る
。

廉
想
渉
は
、
一
九
一
二
年
十
五
才
で
渡
日
し
、
麻
布
中
学
校
を
経
て

一
九
一
八
年
京
都
府
立
第
二
中
学
校
を
卒
業
後
、
同
年
慶
応
大
学
予
科

に
入
学
し
た
。
し
か
し
、
学
費
の
調
達
が
苦
し
く
な
り
、
京
都
や
大

阪
、
神
戸
、
横
浜
な
ど
を
転
々
と
し
た
末
、
一
九
二
〇
年
、
創
刊
さ
れ

た
ば
か
り
の
『
東
亜
日
報
』
の
政
経
部
記
者
と
な
っ
て
帰
国
し
た
。
わ

ず
か
一
年
足
ら
ず
で
記
者
を
辞
め
た
廉
想
渉
は
、
一
九
二
一
年
、『
標

本
室
の
青
蛙
』
を
以
て
華
々
し
く
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
、
以
後
、

韓
国
近
代
文
学
を
代
表
す
る
作
家
と
し
て
文
壇
を
リ
ー
ド
し
た
。
留

学
中
の
廉
想
渉
は
、
徳
富
蘆
花
や
尾
崎
紅
葉
、
夏
目
漱
石
、
高
山
樗

牛
、
二
葉
亭
四
迷
訳
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
な
ど
を
愛
読
す
る
な
ど
文
学
青

年
で
あ
っ
た
。
帰
国
後
も
、
取
材
で
知
り
合
っ
た
柳
宗
悦
を
通
じ
て
志

賀
直
哉
な
ど
白
樺
派
作
家
と
交
流
す
る
な
ど
、
日
本
の
文
壇
及
び
日
本

文
学
に
深
い
関
心
を
示
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
有
島
武
郎
の
作
品
に
心

酔（
（
（

し
、
後
に
朝
鮮
近
代
文
学
史
を
塗
り
替
え
る
三
部
作
「
標
本
室
の
青

蛙
」（
一
九
二
一
）「
暗
夜
」（
一
九
二
二
）「
除
夜
」（
一
九
二
二
）
を

書
き
上
げ
て
い
る
。
こ
の
三
部
作
に
有
島
の
「
生
ま
れ
出
づ
る
悩
み
」
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（
一
九
一
七
）
と
「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」（
一
九
一
八
）
が
強
い

影
響
を
与
え
て
い
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る（

（
（

が
、
有
島
の

影
響
を
受
け
て
い
た
の
は
廉
想
渉
だ
け
で
は
な
い
。
金
東
仁
、
田
榮

澤
、
朴
錫
胤
、
朴
鐘
和
な
ど
、
一
九
一
〇
年
代
に
日
本
に
留
学
し
て

い
た
文
学
者
の
間
で
は
「
宣
言
」（
一
九
一
五
）、「
生
ま
れ
出
づ
る
悩

み
」（
一
九
一
七
）、「
平
凡
人
の
手
紙
」（
一
九
一
七
）、「
小
さ
き
者
へ
」

（
一
九
一
八
、「
死
と
そ
の
前
後
」（
一
九
一
七
）、「
カ
イ
ン
の
末
裔
」

（
一
九
一
七
）「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」（
一
九
一
八
）
な
ど
、
有
島

の
代
表
的
な
作
品
が
広
く
読
ま
れ
て
い
た
。
廉
想
渉
ら
韓
国
の
文
学
者

た
ち
が
『
或
る
女
』（
一
九
一
一
～
一
九
一
三
）『
宣
言
』「
石
に
ひ
し

が
れ
た
雑
草
」
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
自
我
に
目
覚
め
始
め
た
女
性
の
自
立

や
自
覚
、
自
我
の
実
現
を
扱
っ
た
作
品
に
深
い
関
心
を
示
し
、
そ
の
影

響
を
強
く
受
け
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
金
東
仁
の
「
心
の
浅

き
者
よ
」（
一
九
一
九
「
弱
き
者
の
悲
し
み
」（
一
九
一
九
）、
田
榮
澤

の
「
運
命
」（
一
九
二
〇
）、
廉
想
渉
の
「
除
夜
」（
一
九
二
二
）「
ひ
ま

わ
り
」（
一
九
二
三
）、
李
光
洙
の
『
再
生
』（
一
九
二
五
）
な
ど
は
、

い
ず
れ
も
自
由
恋
愛
を
通
し
て
自
我
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
女
性
た
ち

の
苦
悩
と
挫
折
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
有
島
の

『
或
る
女
』「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」「
宣
言
」
な
ど
が
深
い
影
響
を

与
え
て
い
た
。
中
で
も
廉
想
渉
の
「
除
夜
」
は
夫
を
裏
切
っ
た
妻
が
自

分
の
過
ち
を
自
覚
し
、
自
殺
す
る
直
前
に
夫
に
置
手
紙
を
書
き
残
す
点

な
ど
、「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
か
ら
多
く
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る（

（
（

。

そ
こ
で
両
作
品
の
影
響
関
係
を
分
析
す
る
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
「
石
に

ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
は
中
村
白
葉
か
ら
聞
い
た
実
話
を
も
と

に
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
有
島
は
そ
の
こ
と
を
初
出
稿
の
末
尾
に
次

の
よ
う
に
明
か
し
て
い
る
。

「
一
人
の
男
が
い
て
あ
る
女
と
婚
約
し
て
い
た
。
所
が
そ
の
男

が
洋
行
中
女
は
他
の
男
と
恋
に
陥
つ
た
。
最
初
の
男
が
洋
行
か
ら

帰
る
と
、
女
は
す
べ
て
を
白
状
し
た
。
男
は
慇
懃
に
そ
れ
を
許
し

結
婚
し
た
。
而
し
て
心
に
不
断
の
嫉
妬
を
潜
み
な
が
ら
、
そ
の
女

に
親
切
の
限
り
を
尽
く
し
た
。
女
は
肺
病
に
な
つ
た
。
而
し
て
死

ん
だ
」
こ
れ
だ
け
の
事
実
を
中
村
白
葉
氏
が
材
料
と
し
て
持
つ
て

居
ら
れ
た
。
私
が
そ
れ
を
懇
願
し
た
ら
譲
つ
て
下
さ
つ
た
。
こ
の

創
作
は
以
上
の
材
料
か
ら
構
出
さ
れ
た
も
の
だ（

（
（

。

だ
が
有
島
は
、
中
村
白
葉
か
ら
聞
い
た
実
話
を
基
に
し
な
が
ら
別
の
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物
語
を
創
っ
た
。
不
貞
を
犯
し
た
女
は
本
能
を
抑
え
ら
れ
ず
結
婚
後
も

引
き
続
き
そ
の
相
手
と
不
倫
を
犯
す
だ
け
で
は
な
く
、
情
念
の
た
め
に

美
少
年
と
密
会
を
楽
し
む
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
恋
人
で
あ
る
加
藤
か
ら

見
放
さ
れ
る
と
、
Ａ
に
そ
れ
を
求
め
る
と
い
う
異
常
な
ま
で
に
性
に
執

着
す
る
「
娼
婦
型
の
女
」
に
造
形
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
作
品
は

発
表
当
初
、
菊
池
寛
か
ら
、

△
全
体
と
し
て
、
虚
構
だ
と
思
ふ
。
が
大
き
な
華
や
か
な
立
派

な
虚
構
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
体
が
虚
構
で
あ
る
に
拘
は
ら
ず
部

分
々
々
は
飽
迄
、
現
実
的
で
あ
る
。
そ
し
て
全
体
が
大
き
な
心
理

的
演
習
で
あ
る
。
人
間
の
心
理
を
解
剖
し
、
そ
の
真
諦
を
掴
ん
で

之
を
創
作
台
上
に
置
き
之
を
駆
使
し
て
、
心
ゆ
く
ば
か
り
の
心
理

的
演
習
を
行
は
し
め
た
作
品
で
あ
る（

（1
（

。

と
絶
賛
さ
れ
る
な
ど
、
文
壇
の
注
目
を
集
め
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
ひ

と
ま
ず
あ
ら
す
じ
を
見
て
お
こ
う
。

二
十
歳
の
大
学
生
で
あ
っ
た
Ａ
は
、
友
人
の
加
藤
と
招
か
れ
た
Ｂ
先

生
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
や
が
て
二
人
は
結
婚
の
約
束
を
交
わ
す

ま
で
懇
意
に
な
っ
た
が
、
社
会
的
地
位
、
財
産
に
乏
し
か
っ
た
Ａ
は
、

Ｍ
子
の
親
の
意
見
で
洋
行
し
、
商
売
の
や
り
方
な
ど
を
懸
命
に
働
き
学

ぶ
こ
と
を
結
婚
承
諾
の
条
件
と
さ
れ
た
。
外
遊
の
三
年
間
Ａ
は
死
に
も

の
狂
い
で
努
力
し
、
実
業
家
と
し
て
の
素
養
を
身
に
つ
け
た
。
そ
の

間
、
Ｍ
子
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
手
紙
は
Ａ
を
励
ま
し
た
。
し
か
し
、
Ａ

が
ア
メ
リ
カ
で
暮
ら
し
は
じ
め
て
二
年
に
な
る
頃
、
突
然
Ｍ
子
か
ら
の

消
息
が
途
切
れ
た
。
不
安
に
駆
ら
れ
た
Ａ
は
誰
に
も
知
ら
せ
ず
、
三
年

ぶ
り
に
帰
国
し
た
。
Ａ
の
疑
い
の
通
り
、
Ｍ
子
は
大
学
時
代
の
知
り
合

い
で
あ
っ
た
加
藤
と
親
し
く
交
際
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
人
で

話
し
合
っ
た
末
、
加
藤
は
Ｍ
子
と
別
れ
る
こ
と
を
誓
っ
た
。
そ
の
一
ケ

月
後
、
Ａ
と
Ｍ
子
は
結
婚
式
を
挙
げ
た
。
Ｍ
子
は
生
ま
れ
変
わ
っ
た
か

の
よ
う
に
慎
ま
し
い
主
婦
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
Ａ
は
海
外
で
の
実
務

を
生
か
し
て
一
年
足
ら
ず
で
事
業
を
成
功
さ
せ
た
。
Ａ
は
Ｍ
子
に
対
し

て
徐
々
に
警
戒
心
を
緩
め
、
二
人
の
愛
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
加
藤
の
字
を
思
わ
せ
る
紙
切
れ
を
拾
っ
た
Ａ
は
、
Ｍ
子
の
裏

切
り
に
衝
撃
を
受
け
る
。
以
来
、
Ａ
は
Ｍ
子
の
密
会
の
現
場
を
探
ら
せ

る
た
め
に
私
設
探
偵
を
雇
う
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
彼
女
へ

の
復
讐
の
念
を
募
ら
せ
た
。
Ａ
の
罠
に
は
ま
っ
た
Ｍ
子
は
再
び
加
藤
と

密
会
を
重
ね
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
情
欲
か
ら
美
少
年
と
遊
ぶ
よ
う
に
な

り
、
そ
の
こ
と
が
原
因
で
加
藤
と
の
関
係
も
悪
化
す
る
。
そ
の
こ
と
を
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ひ
そ
か
に
見
て
い
る
Ａ
は
「
嫉
妬
のorgasm

」
の
よ
う
な
快
楽
を
覚

え
る
。
追
い
詰
め
ら
れ
た
Ｍ
子
は
ど
ん
ど
ん
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
な
っ
て

い
っ
た
。
し
か
し
、
Ａ
は
復
讐
の
手
を
緩
め
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
彼

女
へ
の
精
神
的
攻
撃
を
強
め
、
性
の
飢
餓
状
態
に
陥
っ
た
Ｍ
子
は
強
度

の
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
陥
っ
て
発
狂
し
て
し
ま
う
。
復
讐
の
た
め
に
す
べ
て

を
失
っ
た
Ａ
は
復
讐
に
至
っ
た
経
緯
を
認
め
た
手
紙
と
と
も
に
も
ぬ
け

の
殻
に
な
っ
た
Ｍ
子
を
加
藤
に
送
り
、
二
人
の
前
か
ら
姿
を
消
し
た（

（（
（

。

以
上
が
「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
が
、
有
島

は
Ｍ
子
の
み
な
ら
ず
、
Ａ
の
異
常
さ
を
も
描
い
て
い
る
。「
あ
の
女
が

誰
に
も
独
占
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
俺
れ
も
別
に
独
占
す
る
気
は
な

い
」（
四
七
一
頁
）
と
、
Ｍ
子
に
出
会
っ
て
す
ぐ
異
常
な
ま
で
の
執
着

心
に
駆
ら
れ
る
Ａ
は
、
Ｍ
子
と
同
様
に
本
能
の
ま
ま
に
生
き
る
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
有
島
自
身
も
恋
愛
と
結
婚
が
親
の
反
対
に
よ
っ

て
挫
折
し
、
厳
格
な
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
の
中
で
本
能
を
押
さ
え
て
生

き
て
き
た
人
生
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑

草
」
に
描
か
れ
て
い
る
「
Ｍ
子
」
と
「
Ａ
」
の
異
常
な
行
動
は
、
有
島

自
身
の
内
面
世
界
を
表
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
作
品
に
深
く
共
鳴
し
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
の
が
ほ
か

な
ら
ぬ
韓
国
か
ら
の
留
学
生
た
ち
で
あ
っ
た
。

そ
の
二
、「
除
夜
」
と
そ
の
あ
ら
す
じ

一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
日
本
に
留
学
し
て
い
た
学

生
た
ち
は
、
ま
さ
に
モ
ダ
ン
都
市
へ
と
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る

東
京
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
街
に
は
デ
パ
ー
ト
や
カ
フ
ェ
、
お
し
ゃ

れ
な
ビ
ル
が
建
ち
並
び
、
断
髪
と
洋
装
の
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
モ
ダ
ン

ボ
ー
イ
が
闊
歩
し
て
い
た
。
こ
の
モ
ガ
、
モ
ボ
た
ち
は
誰
に
も
憚
る
こ

と
な
く
カ
フ
ェ
や
ダ
ン
ス
・
ホ
ー
ル
に
遊
び
、
大
衆
都
市
文
化
の
花
開

く
東
京
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
。
留
学
生
達
は
、
モ
ダ
ン
で
お
し
ゃ
れ
で

猥
雑
で
危
険
で
、
そ
し
て
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
東
京
と
い
う
大
都
会
に
戸

惑
い
な
が
ら
も
、
そ
の
自
由
な
雰
囲
気
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
と

り
わ
け
、
留
学
生
達
を
強
く
惹
き
つ
け
た
の
は
若
い
男
女
の
自
由
な
交

際
と
恋
愛
、
そ
し
て
女
性
の
社
交
の
自
由
で
あ
っ
た
。
親
の
決
め
た
結

婚
の
形
し
か
知
ら
な
か
っ
た
留
学
生
達
は
、
こ
の
新
し
い
習
俗
に
違
和

感
を
覚
え
つ
つ
も
、
自
分
の
意
思
で
配
偶
者
を
選
択
す
る
と
い
う
斬
新

な
行
為
に
魅
力
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
す
で
に
一
部
の
留

学
生
の
間
で
は
親
睦
会
や
講
習
会
、
講
演
会
な
ど
を
通
じ
て
恋
愛
関
係

に
陥
る
者
も
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
彼
ら
の
前
に
は
早
婚
と
い
う
現
実
の
壁
が
立
ち
は
だ

か
っ
て
い
た
。
当
時
朝
鮮
の
中
流
、
上
流
階
級
の
家
庭
で
は
息
子
が
十
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代
半
ば
に
な
る
と
、
年
上
の
女
性
と
結
婚
さ
せ
て
早
目
に
跡
継
ぎ
を
も

う
け
る
習
慣
が
あ
り
、
当
然
男
子
学
生
の
ほ
と
ん
ど
は
故
郷
に
妻
子
を

も
つ
既
婚
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
女
子
学
生
は
ほ
と
ん
ど
未
婚

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
女
た
ち
は
自
分
に
見
合
う
恋
愛
相
手
や
結
婚

相
手
を
既
婚
者
の
中
か
ら
選
ぶ
し
か
な
か
っ
た
。
新
女
性
の
中
に
妾
や

後
妻
に
な
っ
た
者
が
多
い（

（1
（

の
は
、
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
伝
統
的
な
結
婚

制
度
の
壁
が
如
何
に
高
か
っ
た
か
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に

満
ち
た
現
実
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
女
性
た
ち
も
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
代
価
は
あ
ま
り
に
も
大
き
か
っ
た
。
朝
鮮
最
初
の
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手

と
し
て
知
ら
れ
る
尹
心
悳
が
妻
子
の
い
る
男
と
無
理
心
中
を
図
っ
た
の

は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

尹
心
悳
は
、
東
京
音
楽
学
校
に
在
学
中
の
一
九
二
一
年
に
在
日
朝
鮮

人
留
学
生
親
睦
会
を
通
じ
て
知
り
合
っ
た
早
稲
田
大
学
生
、
金
祐
鎮
と

恋
に
落
ち
た
。
し
か
し
、
大
富
豪
の
長
男
で
あ
っ
た
金
裕
鎮
は
当
時
の

習
慣
に
従
っ
て
す
で
に
結
婚
し
て
い
た
。
だ
か
ら
二
人
の
恋
は
社
会
的

に
許
さ
れ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
不
倫
な
の
で
あ
っ
た
。
二
人
は
愛
情
と
倫

理
の
間
で
苦
し
ん
だ
が
、
結
局
因
習
の
壁
を
越
え
ら
れ
ず
、
一
九
二
六

年
八
月
四
日
、
玄
界
灘
に
身
を
投
げ
た（

（1
（

。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
競
っ
て

こ
の
心
中
事
件
を
報
道
し
、
高
等
教
育
を
受
け
た
女
性
の
恋
愛
と
結
婚

【図 1．尹心悳と金宇鎮の玄界灘心中事件を報道した『東亜日報』 （1（）】
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問
題
が
社
会
的
に
注
目
さ
れ
た
。

一
九
二
〇
年
代
当
時
、
女
子
の
普
通
学
校
就
学
率
は
ま
だ
十
％
に
も

達
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
教
育
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
尹
心
悳
の
よ

う
に
高
等
教
育
を
受
け
た
女
性
は
非
常
に
恵
ま
れ
た
、
か
つ
貴
重
な
存

在
な
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
彼
女
た
ち
は
留
学
な
ど
を
通
じ
て
学

ん
だ
知
識
を
社
会
に
広
め
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
知
識
な
ど
因
習
的
な
結
婚
制
度
の
前
で
は
邪
魔
も
の
以

外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
現
実
に
強
い
不
満
を
も
つ
知
識
人
達
は
、
自
由
な
男
女

交
際
と
結
婚
の
実
践
こ
そ
が
朝
鮮
社
会
を
封
建
的
因
習
か
ら
救
い
出
す

こ
と
だ
と
思
い
、
自
由
恋
愛
を
近
代
化
の
た
め
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
し

て
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。
一
九
二
二
年
に
発
表
さ
れ

た
廉
想
渉
の
「
除
夜
」
は
、
自
由
恋
愛
を
渇
望
す
る
新
女
性
た
ち
が
、

現
実
の
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
挫
折
す
る
様
子
を
描
い
て
文
壇
の
注
目
を
集

め
た
作
品
で
あ
る
。
廉
想
渉
は
、
置
手
紙
と
い
う
形
式
を
借
り
て
、
女

性
に
の
み
貞
操
を
求
め
る
現
実
を
告
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
批

判
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
新
女
性
の
生
き
方
に
理
解
を
示
し
た
が
、
こ

の
作
品
に
は
留
学
時
代
に
愛
読
し
て
い
た
有
島
武
郎
の
「
石
に
ひ
し
が

れ
た
雑
草
」
が
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
ま
ず
、
あ
ら
す
じ
か
ら

見
て
行
く
。

六
年
間
の
日
本
留
学
を
終
え
て
帰
国
し
た
ば
か
り
の
崔
貞
仁
は
、
母

校
で
教
鞭
を
取
る
一
方
、
講
演
会
で
女
性
問
題
に
つ
い
て
講
演
す
る
な

ど
、
忙
し
い
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
彼
女
に
結
婚
の
話
が
持
ち

上
が
っ
た
。
貞
仁
に
結
婚
を
申
し
込
ん
だ
の
は
東
京
高
等
商
業
学
校
出

身
の
堅
実
な
Ａ
（
安
氏
）
で
あ
る
。
一
度
結
婚
に
失
敗
し
た
Ａ
に
は
貞

仁
を
後
妻
に
し
た
い
事
情
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
女
に
若
干
の
名
声
と

知
識
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
妾
の
子
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
二
十
五
歳
と
い

う
初
婚
に
は
難
し
い
年
齢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
Ａ
は
彼
女
に

結
婚
を
申
し
込
ん
だ
の
だ
が
、
彼
女
は
愛
な
き
因
習
的
な
結
婚
に
は
懐

疑
的
で
あ
っ
た
。
貞
仁
は
、
Ｘ
Ｘ
女
学
校
を
卒
業
し
た
十
八
歳
の
と
き

に
は
も
う
処
女
で
は
な
か
っ
た
。彼
女
は
一
人
の
男
性
と
だ
け
で
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
男
性
と
の
恋
愛
を
謳
歌
し
た
い
自
由
恋
愛
論
者
で
あ
っ
た

が
、
留
学
生
活
は
ま
さ
し
く
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で

彼
女
は
Ｐ
と
い
う
男
性
に
出
会
っ
た
。
ま
た
Ｅ
と
い
う
男
性
に
出
会
っ

た
の
は
帰
国
後
そ
れ
ほ
ど
日
が
経
っ
て
い
な
い
頃
だ
っ
た
。
貞
仁
を
中

心
に
し
た
女
子
講
演
会
が
あ
っ
た
日
、
彼
女
は
Ｐ
か
ら
Ｅ
を
紹
介
さ
れ

た
。
貞
仁
は
Ｅ
を
見
た
瞬
間
心
が
魅
か
れ
た
。
彼
女
は
Ｐ
が
日
本
に
戻

る
や
否
や
Ｅ
を
誘
惑
し
始
め
た
。
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
彼
女
は
Ｅ
と
関
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係
を
結
ん
だ
。
し
か
し
、
貞
仁
は
そ
れ
に
満
足
せ
ず
、
Ｅ
を
離
婚
さ
せ

よ
う
と
し
た
。
Ｅ
が
自
分
と
結
婚
し
て
ド
イ
ツ
留
学
に
連
れ
て
行
く
こ

と
を
狙
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
間
も
Ａ
と
の
結
婚
話
は
父
親
を
中
心

に
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
貞
仁
は
教
師
を
辞
め
、
結

婚
を
延
期
し
て
ほ
し
い
と
両
親
に
頼
ん
だ
が
、
父
親
の
猛
反
対
に
遭

い
、
家
出
を
し
て
し
ま
う
。
釜
山
に
逃
げ
た
彼
女
は
、
す
ぐ
Ｅ
に
電
報

を
打
ち
、
Ｅ
も
釜
山
に
や
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
Ｅ
は
ド
イ
ツ
留
学
に

貞
仁
を
同
伴
す
る
気
持
ち
は
も
は
や
薄
れ
て
い
た
。
家
に
戻
っ
た
貞
仁

は
、
妹
に
頼
ん
で
Ｅ
に
手
紙
を
出
す
の
だ
が
、
Ｅ
は
す
で
に
心
変
わ
り

を
し
た
の
で
冷
た
い
返
事
し
か
返
っ
て
来
な
か
っ
た
。
ま
も
な
く
妊
娠

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
貞
仁
は
、
Ｅ
に
妾
で
も
い
い
か
ら
ド
イ
ツ

留
学
に
同
伴
し
く
れ
る
よ
う
に
と
、
手
紙
を
出
す
の
だ
が
、
Ｅ
の
態
度

は
あ
く
ま
で
も
冷
淡
だ
っ
た
。
貞
仁
と
Ａ
と
の
結
婚
式
が
近
付
い
て
い

た
が
、
妊
娠
も
も
は
や
隠
せ
な
い
事
実
に
な
っ
て
い
た
。
貞
仁
は
Ａ
が

自
分
を
許
し
て
く
れ
る
こ
と
だ
け
を
祈
っ
た
。
そ
の
後
、
貞
仁
と
Ａ
は

東
京
で
三
週
間
の
新
婚
旅
行
を
終
え
て
大
邱
に
新
居
を
構
え
た
。
新
婚

旅
行
の
途
中
、
Ａ
が
見
せ
る
愛
情
に
心
を
動
か
さ
れ
、
貞
仁
は
生
れ
て

初
め
て
後
悔
と
い
う
も
の
を
し
た
。
だ
が
、
偽
善
の
上
で
始
ま
っ
た
こ

の
結
婚
は
七
十
五
日
で
ピ
リ
オ
ド
が
打
た
れ
た
。
妊
娠
が
発
覚
し
、
ま

た
新
婚
旅
行
で
も
ず
っ
と
Ａ
と
の
関
係
を
拒
み
続
け
た
こ
と
で
Ａ
の
疑

い
が
ま
す
ま
す
深
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
女
に
は
逃
げ
道

が
あ
っ
た
。
新
婚
旅
行
の
際
、
逢
っ
た
Ｐ
と
話
が
つ
い
て
い
た
の
で
あ

る
。
Ｐ
自
身
も
故
郷
に
い
る
妻
と
の
離
婚
を
ず
っ
と
ね
が
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、つ
い
に
貞
仁
は
Ａ
か
ら
見
捨
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ソ
ウ
ル
に
戻
っ
て
き
た
彼
女
は
親
を
説
得
し
て
独
り
暮
ら
し
を
は
じ
め

る
。
Ａ
が
再
婚
す
る
と
い
う
噂
は
彼
女
を
絶
望
さ
せ
た
。
そ
の
後
四
カ

月
近
く
貞
仁
は
悩
み
続
け
て
い
た
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
に
す
べ
て
を

許
し
、
新
し
く
生
ま
れ
る
命
も
受
け
入
れ
る
と
い
う
Ａ
の
手
紙
が
届
い

た
。
Ａ
の
手
紙
に
衝
撃
を
受
け
た
貞
仁
は
自
分
の
生
き
方
が
間
違
っ
て

い
た
こ
と
を
悟
っ
た
。
大
晦
日
の
夜
、
Ａ
宛
て
に
自
分
の
こ
れ
ま
で
の

生
活
を
告
白
す
る
手
紙
を
書
き
残
し
た
後
、
貞
仁
は
ス
カ
ー
ト
の
ひ
も

で
首
を
く
く
る
の
で
あ
っ
た（

（1
（

。

以
上
の
あ
ら
す
じ
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、「
除
夜
」
は
そ
の
筋
立

て
に
お
い
て
明
ら
か
に
「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
の
影
響
を
受
け
て

い
る
。
つ
ま
り
、
性
的
に
自
由
奔
放
な
貞
仁
＝
Ｍ
子
、
そ
の
女
性
の
た

め
に
苦
し
め
ら
れ
る
羽
目
に
な
る
夫
の
Ａ
＝
Ａ
、
そ
し
て
貞
仁
と
Ｍ
子

を
め
ぐ
る
男
、
Ｅ
＝
加
藤
と
い
っ
た
構
図
は
偶
然
の
一
致
と
は
思
え
な

い
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
次
の
三
つ
の
点
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に
注
目
し
、
両
者
の
影
響
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
の
三
、「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
か
ら
「
除
夜
」
へ

第
一
に
、
叙
述
形
式
の
類
似
が
指
摘
で
き
る
。
あ
ら
す
じ
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
は
不
貞
を
働
い
た
妻
に
復

讐
を
果
た
し
た
夫
が
自
殺
す
る
前
に
、
妻
の
不
倫
相
手
の
男
に
復
讐
の

顛
末
を
一
通
の
手
紙
で
告
白
す
る
と
い
う
書
簡
体
小
説
で
あ
る
。
一

方
「
除
夜
」
は
、
他
の
男
の
子
を
み
ご
も
っ
た
ま
ま
結
婚
し
た
女
が
す

べ
て
を
許
す
と
い
う
夫
に
死
を
以
て
詫
び
る
前
に
、
不
貞
に
至
っ
た
経

緯
と
原
因
を
一
通
の
手
紙
で
赤
裸
々
に
告
白
す
る
と
い
う
書
簡
体
小
説

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
作
品
と
も
に
自
殺
を
決
意
し
た
主
人
公
が
過
去

を
振
り
か
え
り
、
今
の
自
分
の
心
境
を
一
通
の
手
紙
で
書
き
表
す
書
簡

体
小
説
で
あ
る
。
し
か
も
双
方
と
も
、
復
讐
や
不
貞
に
至
っ
た
顛
末
を

描
く
に
際
し
て
他
者
の
意
見
や
立
場
を
全
く
考
慮
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も

告
白
を
一
方
的
に
送
り
つ
け
る
「
一
方
送
信
型
」
を
使
っ
て
い
る
。
小

坂
晋
は
、「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
が
こ
の
よ
う
な
形
式
を
と
っ
た

理
由
を
、「
主
人
公
の
内
面
を
描
く
た
め
に
最
も
適
し
た
手
法
で
あ
る
。

作
者
は
（
中
略
）
主
人
公
Ａ
の
内
面
を
描
く
た
め
に
こ
の
形
式
を
選
ん

だ（
（1
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
に
は

妻
に
不
貞
を
働
か
れ
た
一
人
の
男
が
妻
に
執
着
す
る
あ
ま
り
嫉
妬
心
を

抑
え
き
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
彼
女
を
窮
地
に
追
い
こ
む
苦

悩
や
葛
藤
が
一
方
的
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
廉
想
渉
は

不
貞
を
働
い
た
女
を
主
人
公
と
設
定
し
、
彼
女
を
告
白
者
に
据
え
て
い

る
。「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
の
Ａ
は
、「
除
夜
」
の
中
で
は
脇
役
に

回
さ
れ
、
結
婚
に
至
る
ま
で
の
心
境
は
貞
仁
と
い
う
女
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
貞
仁
の
内
面
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
廉
想
渉
の
意
図
が
読
み
と
れ
る
。
そ
の
意
図
と
は
、

貞
仁
が
な
ぜ
不
貞
を
働
い
た
の
か
、
そ
の
内
面
世
界
を
描
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
の
韓
国
に
お
け
る
新
女
性
の
恋
愛
至
上
主
義

の
顛
末
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
男
で
は
な
く
、

女
を
語
り
手
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で

詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
は
、
作
品
の
構
成
の
一
致
と
、
細
部
に
お
け
る
事
柄
の
類
似
性

が
指
摘
で
き
る
。
こ
こ
で
は
両
作
品
を
導
入
部
、
発
端
部
、
展
開
部
、

上
昇
部
、
結
末
部
と
五
つ
の
段
階
に
分
け
て
考
察
す
る
。

ま
ず
導
入
部
だ
が
、
両
作
品
と
も
物
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
が

手
紙
を
書
き
残
す
理
由
を
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。「
石

に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
は
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。
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姿
を
隠
す
と
き
が
来
た
。
何
を
愚
図
々
々
の
さ
ば
っ
て
い
る
の

だ
と
心
の
中
で
君
に
苛
ま
れ
る
時
も
果
て
た
。
君
と
一
緒
に
こ
の

地
球
の
上
に
い
な
が
ら
姿
を
隠
す
の
か
、
あ
る
い
は
あ
の
世
に
姿

を
隠
す
の
か
、
そ
ん
な
事
は
詮
議
し
て
く
れ
る
な
。
縦
令
詮
議
し

た
所
で
無
駄
だ
、
僕
が
姿
を
隠
し
た
後
に
、
君
は
こ
の
置
手
紙
一

つ
以
外
の
外
は
何
物
も
見
出
さ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。（
中
略
）

姿
を
隠
す
前
に
、
僕
は
君
の
恋
人
で
あ
り
、
僕
の
妻
で
あ
る
Ｍ

子
を
生
殺
し
に
し
た
顛
末
を
君
に
だ
け
知
ら
せ
て
置
き
た
い
と
思

ふ
の
だ
。
僕
が
何
か
目
的
が
あ
つ
て
そ
ん
な
事
を
し
た
と
思
つ
て

は
い
け
な
い
、僕
に
は
目
的
は
な
い
。
目
的
な
ぞ
が
あ
る
も
の
か
。

（
中
略
）
僕
は
唯
何
だ
か
君
に
書
き
残
し
た
い（

（1
（

。

こ
れ
に
対
し
て
「
除
夜
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

最
後
の
瞬
間
は
一
番
重
大
な
使
命
を
遂
行
し
ま
す
。
そ
し
て
絶

対
的
な
終
結
を
告
げ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
残
る
も
の
は
何
で
し
ょ

う
。
た
だ
の
空
っ
ぽ
で
す
。
空
か
ら
空
へ
流
れ
て
そ
こ
に
永
遠
な

安
住
が
あ
り
、
絶
対
的
な
解
脱
が
あ
り
、
純
然
が
あ
り
、
神
聖
が

あ
り
、
至
る
善
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
い
ま
こ
の
手
紙
は
何
の
必
要
で
書
く
の
か
、
自
分
も

疑
問
で
あ
り
ま
す
。
最
後
の
結
末
と
何
の
関
係
が
あ
っ
て
こ
の
手

紙
を
書
く
気
に
な
っ
た
の
か
、自
分
も
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。（
中

略
）こ
の
手
紙
を
口
実
に
あ
な
た
の
同
情
を
買
お
う
と
す
る
と
か
、

も
し
く
は
私
が
あ
な
た
の
心
情
を
理
解
し
同
情
し
て
い
る
と
い
う

良
心
の
片
影
を
見
せ
る
た
め
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
第
一

に
私
に
は
あ
ま
り
に
も
苛
酷
な
刑
罰
で
す（

（1
（

。（
拙
訳
）

「
最
後
の
瞬
間
」
と
い
う
言
葉
で
は
じ
ま
る
冒
頭
か
ら
自
殺
を
ほ
の

め
か
す
口
調
、
手
紙
を
書
く
理
由
の
提
示
、
手
紙
を
書
か
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
主
人
公
の
心
境
、
目
的
の
な
い
ま
ま
自
分
の
過
去
の
顛
末
を
告

白
し
よ
う
と
す
る
心
情
な
ど
、「
除
夜
」
の
冒
頭
が
「
石
に
ひ
し
が
れ

た
雑
草
」
を
手
が
か
り
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

次
の
発
端
部
で
は
、
両
作
品
と
も
Ｍ
子
と
Ａ
、
ま
た
貞
仁
と
Ａ
が
ど

の
よ
う
に
し
て
出
会
い
、
結
婚
に
向
か
っ
て
い
っ
た
の
か
が
描
か
れ
て

い
る
。

展
開
部
で
は
、「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
の
場
合
、
Ａ
が
ア
メ
リ

カ
留
学
へ
と
旅
立
っ
た
後
、
Ｍ
子
の
新
た
な
恋
人
で
あ
る
加
藤
の
出
現
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と
、
Ａ
の
帰
国
に
よ
る
二
人
の
破
局
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
「
除
夜
」

で
は
、
貞
仁
と
Ｅ
の
新
し
い
出
会
い
と
、
二
人
の
深
い
関
係
が
、
Ｅ
が

既
婚
者
で
あ
る
現
実
の
壁
に
ぶ
つ
か
り
破
局
す
る
内
容
に
と
っ
て
か

わ
っ
て
い
る
。

上
昇
部
で
は
、
Ｍ
子
が
結
婚
し
た
後
も
不
貞
を
犯
し
、
Ａ
が
そ
の
復

讐
を
決
意
す
る
。
そ
の
結
果
、
Ｍ
子
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
陥
り
、
発
狂
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
「
除
夜
」
で
は
貞
仁
が
他
の
男
の
子
供
を

身
ご
も
っ
た
ま
ま
Ａ
と
の
結
婚
を
強
行
し
た
こ
と
が
明
る
み
に
な
り
、

Ａ
は
苦
し
ん
だ
あ
げ
く
貞
仁
を
実
家
へ
帰
す
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、

両
作
品
と
も
結
婚
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
原
因
が
、
女
性
側
の
不
貞
で

あ
る
点
が
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
結
末
部
で
は
、両
作
品
と
も
そ
れ
ぞ
れ
「
凡
て
が
終
わ
っ
た
」

（「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
五
二
八
頁
）、「
最
後
の
微
か
な
音
さ
え
も

切
る
時
が
す
ぐ
そ
こ
ま
で
来
ま
し
た
」（「
除
夜
」
一
〇
八
頁
）
と
告
げ
、

自
殺
へ
と
向
か
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
両
作
品
を
五
段
階
に
分
け
て
比
較
考
察
す
る
と
、「
除

夜
」
が
「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
の
構
成
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

第
三
は
、
女
性
の
描
き
方
の
類
似
が
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
娼

婦
型
の
女
」
と
し
て
描
か
れ
る
Ｍ
子
の
性
質
は
、
そ
の
ま
ま
「
淫
蕩
な

気
質
で
娼
婦
的
な
不
倫
を
犯
し
た
」
貞
仁
の
性
質
に
置
き
か
え
ら
れ
て

い
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
娼
婦
型
の
女
」
の
性
に
対
す
る
執
着
は
貞
仁

の
自
由
奔
放
な
男
性
遍
歴
を
際
立
た
せ
る
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
。
次

の
文
は
貞
仁
の
「
娼
婦
型
」
の
性
質
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
場
面
で

あ
る
。

「
私
の
前
に
集
ま
っ
て
く
る
色
と
り
ど
り
の
青
年
た
ち
の
群
れ

は
、
宝
石
店
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
前
に
立
っ
た
婦
人
よ
り
も
、
私

に
と
っ
て
は
も
っ
と
輝
い
て
、
満
足
に
見
え
ま
し
た
。（
中
略
）

は
め
た
け
れ
ば
ど
れ
で
も
は
め
ら
れ
る
し
、
は
め
た
く
な
け
れ
ば

一
つ
も
手
を
つ
け
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
す
」（「
除
夜
」
七
二

～
七
三
頁
、
拙
訳
）

つ
ま
り
、「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
の
Ａ
に
と
っ
て
「
娼
婦
型
の
女
」

で
あ
っ
た
Ｍ
子
の
周
り
を
取
り
囲
む
男
た
ち
の
姿
を
、
廉
想
渉
は
貞
仁

か
ら
見
た
男
性
た
ち
に
置
き
換
え
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
は

「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」に
お
け
る
Ｍ
子
の
性
質
を
そ
の
ま
ま「
除
夜
」

の
貞
仁
に
適
用
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、
書
簡
形
式
と
プ
ロ
ッ
ト
の
構
成
、
そ
し
て
女
性
の
描
き
方
と

い
う
三
つ
の
要
素
を
比
較
考
察
し
て
き
た
が
、
結
論
と
し
て
廉
想
渉
は

「
除
夜
」
を
執
筆
す
る
に
当
た
っ
て
有
島
武
郎
の
「
石
に
ひ
し
が
れ
た

雑
草
」
か
ら
多
く
の
ヒ
ン
ト
や
示
唆
を
受
け
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
な
ぜ
、
廉
想
渉
は
男
性
で
は
な
く
、
女

性
を
語
り
手
と
し
て
描
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
理

由
を
次
節
で
探
り
た
い
。

三
、も
う
一
人
の
Ｍ
子
―
「
良
妻
賢
母
」と「
娼
婦
型
の
女
」の
間
で

「
除
夜
」
は
、「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
の
中
で
Ａ
を
苦
し
め
る

Ｍ
子
を
主
人
公
に
据
え
、そ
の
視
点
か
ら
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
。い
っ

た
い
な
ぜ
廉
想
渉
は
Ａ
（
男
性
）
か
ら
貞
仁
（
女
性
）
へ
と
視
点
を
変

え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
近
代
と
と
も
に
新
た
に
登
場
し
て
き

た
「
新
女
性
」
の
存
在
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

近
代
化
の
波
に
乗
っ
て
西
洋
か
ら
「
自
由
」「
平
等
」
と
い
う
思
想

が
伝
え
ら
れ
た
の
を
契
機
に
、そ
れ
ま
で
の
儒
教
式
教
育
が
見
直
さ
れ
、

女
性
も
男
性
と
同
じ
く
近
代
的
教
育
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
女
子

師
範
学
校
、
官
立
女
学
校
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
な
ど
各
地
に
女
学

校
が
設
立
さ
れ
、
女
学
生
た
ち
は
欧
米
の
新
し
い
知
識
を
意
欲
的
に
身

に
つ
け
は
じ
め
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
九
〇
年
代
頃
か
ら
男
女
平
等
や

女
性
の
地
位
、
権
利
を
主
張
す
る
新
し
い
価
値
観
を
持
っ
た
女
性
た
ち

が
現
わ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
新
女
性
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
清
戦
争
後
、
大
国
化
を
目
指
し
た
明
治
政
府
に
よ
っ

て
良
妻
賢
母
思
想
が
女
子
教
育
の
中
心
と
な
っ
て
か
ら
、
女
学
校
で
は

そ
れ
ま
で
行
っ
て
い
た
男
女
平
等
に
基
づ
く
近
代
教
育
か
ら
男
性
に

従
っ
て
家
を
守
り
、
育
児
に
い
そ
し
む
女
と
し
て
の
し
つ
け
を
重
視
す

る
良
妻
賢
母
主
義
に
基
づ
く
教
育
に
切
り
替
え
ら
れ
、
男
女
平
等
へ
の

道
は
急
激
に
ふ
さ
が
れ
て
し
ま
っ
た（
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。
無
論
、
女
性
た
ち
も
黙
っ
て
お

ら
ず
、
一
九
一
一
年
、
平
塚
ら
い
て
う
た
ち
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
「
青

鞜
社
」
が
、
機
関
誌
『
青
鞜
』
を
通
じ
て
女
を
束
縛
す
る
既
成
道
徳
に

反
旗
を
翻
し
、
因
習
の
中
で
出
口
を
模
索
し
て
い
た
多
く
の
女
性
の
共

感
を
呼
ん
だ
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
家
族
制
度
批
判
を
始
め
母
性
、

貞
操
、
堕
胎
、
公
娼
な
ど
あ
ら
ゆ
る
婦
人
問
題
を
議
論
の
対
象
と
し
た

『
青
鞜
』
の
活
動（

1（
（

は
、
日
本
に
お
け
る
婦
人
論
興
隆
の
引
き
金
に
な
っ
た

だ
け
で
は
な
く
、
韓
国
や
中
国
の
女
性
解
放
運
動
に
も
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る（

11
（

。
そ
の
担
い
手
た
ち
は
他
で
も
な
く
、
一
九
一
〇
年
代

か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
日
本
に
留
学
し
た
女
子
留
学
生
た
ち
で
あ
る
。
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中
で
も
韓
国
か
ら
来
日
し
た
女
子
留
学
生
た
ち
は
『
青
鞜
』
を
は
じ
め

と
す
る
日
本
の
女
性
運
動
に
刺
激
さ
れ
、
留
学
生
会
の
機
関
誌
を
通
じ
て

女
性
の
自
我
を
主
張
し
、
儒
教
道
徳
に
お
け
る
男
尊
女
卑
思
想
を
批
判
し

男
女
平
等
論
を
展
開
し
て
注
目
を
集
め
た
。
帰
国
後
も
、
封
建
的
価
値
観

か
ら
女
性
を
救
い
出
す
運
動
を
展
開
す
る
な
ど
、
女
性
の
地
位
向
上
の
た

め
に
活
動
し
、
社
会
的
に
期
待
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
運
動
を
し

た
の
は
ご
く
一
部
の
女
性
で
あ
っ
て
、
多
く
の
新
女
性
た
ち
は
世
間
や
周

囲
の
期
待
と
は
裏
腹
に
仕
事
に
就
く
こ
と
も
な
く
、
中
に
は
派
手
な
男
性

遍
歴
を
繰
り
返
す
女
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
賑
わ
す
、
い
わ
ば
時
代

の
「
ト
ラ
ブ
ル
メ
ー
カ
ー
」
と
さ
れ
て
い
た
。
新
聞
や
雑
誌
、
さ
ら
に
小

説
で
は
伝
統
的
な
モ
ラ
ル
に
捉
わ
れ
ず
自
分
の
意
志
で
生
き
る
新
女
性
を

連
日
の
よ
う
に
取
り
上
げ
、
そ
の
生
き
方
を
批
判
し
た
が
、
と
り
わ
け
廉

想
渉
を
は
じ
め
と
す
る
留
学
帰
り
の
男
性
作
家
は
新
女
性
の
生
き
方
に
対

し
て
厳
し
い
ま
な
ざ
し
を
送
っ
て
い
た
。

前
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
廉
想
渉
の
描
く
「
除
夜
」
の
ヒ
ロ
イ
ン

の
貞
仁
は
、
日
本
に
留
学
し
た
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

帰
国
後
、
ろ
く
に
仕
事
も
せ
ず
ひ
た
す
ら
結
婚
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
過

程
で
不
倫
や
姦
通
、
裏
切
り
を
繰
り
返
す
、
い
わ
ゆ
る
性
的
に
奔
放
な

女
に
造
型
さ
れ
て
い
る
。「
除
夜
」
だ
け
で
は
な
い
。
金
東
仁
の
「
心

の
浅
き
者
よ
」（
一
九
一
九
）「
弱
き
者
の
悲
し
み
」（
一
九
一
九
）、
田

榮
澤
の
「
運
命
」（
一
九
二
〇
）、
李
光
洙
の
『
再
生
』（
一
九
二
五
）

に
描
か
れ
た
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
も
、
社
会
を
リ
ー
ド
す
べ
き
立
場
に
い
な

が
ら
、
仕
事
よ
り
も
恋
愛
や
結
婚
に
し
か
関
心
を
示
さ
な
い
人
物
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、新
女
性
た
ち
は
仕
事
よ
り
も
、

結
婚
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
彼
女
た
ち
は
始
め
か
ら
結
婚
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
。
女
学
校
を
卒
業
し
て
も
、
そ
の
知
識
を
生
か
す
職
場
も
な
く（

11
（

、

【図2．就職できず卒業証書の前で泣く女学生（（（）】
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女
性
を
家
庭
に
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
当
時
の
社
会
的
風
潮
が
そ
う
さ

せ
た
の
で
あ
る
。廉
想
渉
た
ち
も
そ
う
し
た
事
情
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
当
時
の
韓
国
社
会
が
求
め
て
い
た
理
想
的
な
女
性
像
、

す
な
わ
ち
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
家
庭
を
築
き
、
子
供
の
教
育
に

努
め
る
良
妻
賢
母
と
は
正
反
対
の
女
性
像
を
通
し
て
、
結
婚
以
外
に
選

択
肢
の
な
い
新
女
性
の
置
か
れ
た
現
状
を
浮
き
彫
り
に
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
際
、
彼
ら
が
モ
デ
ル
に
し
て
い
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
有
島
の

描
き
上
げ
た
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
で
あ
る
。

『
或
る
女
』
の
葉
子
、「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
の
Ｍ
子
、「
宣
言
」

の
Ｙ
子
は
、
い
ず
れ
も
女
学
校
を
出
た
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
な
が
ら
、
職

に
就
く
こ
と
も
な
く
、
仕
事
を
し
よ
う
と
も
し
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
男
に
従
っ
て
家
を
守
り
、
育
児
に
い
そ
し
む
良
妻
賢
母
で
も
な
い
。

彼
女
た
ち
は
た
だ
ひ
た
す
ら
恋
愛
を
楽
し
み
、
愛
に
忠
実
に
生
き
る
が

故
に
不
貞
を
働
き
、
男
を
苦
し
め
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
注

目
す
べ
き
は「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」の
Ｍ
子
で
あ
る
。
彼
女
は「
先

天
的
な
娼
婦
型
」
の
性
質
で
二
度
も
夫
を
裏
切
っ
て
愛
人
の
加
藤
の
も

と
に
走
る
が
、
そ
の
娼
婦
性
と
は
「
童
貞
に
惹
か
れ
、
他
の
女
に
与
え

る
の
を
妬
み
征
服
し
よ
う
と
す
る
エ
リ
ス
説（

11
（

」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る（

11
（

。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
娼
婦
型
の
Ｍ
子
の
心
理
、
す
な
わ
ち
有
島

武
郎
が
描
こ
う
と
し
た
女
性
の
性
に
対
す
る
欲
望
は
、
貞
仁
の
「
娼
婦

型
」
の
中
か
ら
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
廉
想
渉
が
描
く

貞
仁
の
「
娼
婦
」
性
は
遺
伝
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

今
に
な
っ
て
大
胆
、
無
礼
に
父
母
の
欠
点
を
暴
露
し
て
不
肖
の

罪
を
繰
り
返
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
私
の
生
命
が
、

そ
の
発
芽
の
第
一
歩
を
不
倫
の
結
合
か
ら
出
発
し
た
こ
と
は
（
中

略
）
疑
い
の
な
い
事
実
で
す
。
口
に
す
る
だ
け
で
も
恥
ず
か
し
い

で
す
が
、
私
の
祖
父
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
父
親
の
絶
倫
な
精
力

は
祖
父
の
子
供
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
も
正
確
に
証
明
し
ま
す
。

（0
歳
近
い
今
で
も
、
妾
が
二
人
も
い
ま
す
。
そ
の
中
で
は
自
分
の

孫
と
い
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
幼
い
女
学
生
上
が
り
ま
で
い
る
そ

う
で
す
。
し
か
し
、
私
の
母
も
決
し
て
貞
淑
な
婦
人
で
は
な
か
っ

た
で
す
。（
中
略
）
と
も
か
く
、
私
が
彼
ら
の
娘
で
あ
る
事
実
を

忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）嗚
呼
、私
は
私
生
児
で
す
。（
中

略
）
私
は
姦
夫
姦
婦
が
作
り
出
し
た
醜
い
肉
の
塊
と
い
う
わ
け
で

す
。（
中
略
）
小
さ
い
時
か
ら
見
慣
れ
た
濃
厚
な
色
彩
は
私
の
感

情
を
体
質
以
上
に
早
熟
に
さ
せ
ま
し
た
。
も
う
一
度
言
う
と
、
家
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庭
の
空
気
が
ま
さ
し
く
私
の
雰
囲
気
で
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
し
て

は
な
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
い
ま
い
ま
し
い
崔
家
の
血
！
あ
あ
！

（「
除
夜
」
六
八
～
六
九
頁
、
拙
訳
）

こ
の
遺
伝
に
よ
る「
娼
婦
型
」は「
悪
い
血
」と
表
現
さ
れ
、当
時「
自

由
恋
愛
」
を
主
張
し
、
実
践
し
た
理
由
と
し
て
、
他
の
作
品
で
も
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
「
悪
い
血
」
に
つ
い
て
崔
ヘ
シ
ル

は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

妾
と
の
間
に
も
う
け
た
私
生
児
が
社
会
的
に
認
め
ら
れ
な
い
事

実
を
、
貞
淑
で
は
な
い
女
性
の
子
孫
は
悪
い
血
を
受
け
継
い
で
生

ま
れ
た
の
で
、
生
来
貞
淑
な
家
庭
の
主
婦
に
は
な
れ
な
い
と
い
う

迷
信
と
結
び
つ
け
て
い
る（

11
（

。（
拙
訳
）

つ
ま
り
、
貞
仁
の
生
涯
こ
そ
結
婚
家
族
制
度
と
い
う
社
会
制
度
を
守

る
た
め
に
「
性
」
が
ど
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
、
規
定
さ
れ
た
の
か
を
克

明
に
表
し
た
身
体
の
政
治
学
（body politics

）（
11
（

の
具
現
で
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
堕
落
し
た
ヒ
ロ
イ
ン
が
結
局
、
死
の
運
命
を
免

れ
得
な
い
と
い
う
伝
統
的
な
文
学
テ
キ
ス
ト
の
叙
事
構
造
に
従
っ
て
い

る
点
も
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
た
め
に
「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
の

Ｍ
子
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
追
い
込
ま
れ
る
場
面
で
の
有
島
武
郎
の
女
性
の

性
に
対
す
る
心
理
描
写
は
貞
仁
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

る
。廉

想
渉
は
、
最
後
に
貞
仁
の
過
ち
を
許
す
と
い
う
寛
大
な
夫
を
設
定

し
、
貞
仁
は
不
貞
な
妻
の
ま
ま
、
そ
の
償
い
の
道
と
し
て
身
ご
も
っ
た

ま
ま
自
殺
を
選
ば
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
で
「
二
つ
の
生
命
は
救

わ
れ
ま
し
た
」（
一
一
〇
頁
）
と
言
い
放
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
少
な
か
ら
ず
作
家
自
身
の
主
観
、
つ
ま
り
社
会
の
中
心
で
あ
る
男

性
た
ち
の
、
女
性
は
純
潔
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム

が
窺
え
る
。
貞
仁
は
、
社
会
、
つ
ま
り
男
性
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
っ
て

殺
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
は
「
除
夜
」
の
中
で
家
父
長

制
を
批
判
し
て
は
い
る
が
、
貞
仁
が
自
ら
死
を
選
ぶ
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト

は
、
結
局
、
そ
の
家
父
長
制
を
よ
り
堅
固
な
も
の
に
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
廉
想
渉
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
時
代
の
制
約

か
ら
自
由
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
廉
想
渉
が
有
島
武
郎
の
造
型
し
た
Ｍ
子
を
通
し
、
近
代
化

の
真
只
中
で
、
韓
国
社
会
に
現
わ
れ
た
新
女
性
の
姿
を
見
出
そ
う
と
し

た
点
は
意
味
深
い
。
つ
ま
り
、
日
本
留
学
出
身
と
い
っ
た
イ
ン
テ
リ
女
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性
が
、
一
夫
一
婦
や
女
性
の
権
利
を
主
張
し
つ
つ
、
自
分
は
「
文
明
化

さ
れ
た
女
性
に
ふ
さ
わ
し
い
」
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
留
学
の
た
め
に
不

倫
を
し
、
さ
ら
に
結
婚
を
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
自
由
恋
愛
」

と
い
う
新
し
い
観
念
を
自
分
に
都
合
よ
く
解
釈
し
よ
う
と
し
た
価
値
観

の
混
乱
は
、
そ
の
末
路
が
見
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
貞
仁
に

と
っ
て
の
Ａ
は
性
的
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
貞
仁
の
両
親
を
目
覚
め

さ
せ
る
相
手
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
の

Ｍ
子
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
果
て
に
自
殺
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
と
は
異
な

り
、
貞
仁
は
自
分
の
自
由
奔
放
な
恋
愛
観
の
末
路
と
し
て
自
殺
を
選
ん

で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
貞
仁
の
後
悔
は
、
新
女
性
た
ち
が
履
き
違
え
た

恋
愛
の
自
由
と
い
う
意
味
を
裏
に
含
ん
で
い
る
。
も
し
か
し
た
ら
貞
仁

の
口
か
ら
後
悔
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
新
女
性
の
行
動
に

真
正
性
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
貞
仁
を

主
人
公
に
据
え
た
意
味
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。「
除
夜
」
と
い
う
題
目

が
示
す
通
り
、
貞
仁
は
夫
の
許
し
の
手
紙
を
見
て
、

私
は
泣
き
ま
し
た
（
中
略
）
一
生
を
通
じ
て
た
っ
た
一
回
、
可

愛
い
涙
を
流
し
ま
し
た
。（
中
略
）
私
の
涙
は
…
…
新
た
な
生
命

の
泉
で
し
た
。
私
は
生
き
ま
す
。
永
遠
に
生
き
ま
す
。
あ
な
た

の
胸
の
中
に
包
ま
れ
て
永
遠
に
生
き
ま
す
。
あ
あ
！
（「
除
夜
」

一
〇
九
頁
、
拙
訳
）

と
叫
ぶ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
夫
の
許
し
に
よ
っ
て
少
女
の
心

を
取
り
戻
し
、ま
た
自
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
夜
の
世
界
は
幕
を
閉
じ
、

Ａ
の
愛
と
い
う
新
た
な
「
光
」
の
世
界
へ
と
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
除
夜
」
の
構
造
は
、
娼
婦
が
死
を
通
し
て
処
女

に
戻
れ
る
と
い
う
歪
な
結
末
と
、
ヒ
ロ
イ
ン
に
純
潔
だ
け
を
求
め
る
社

会
の
中
心
、
す
な
わ
ち
男
性
た
ち
の
利
己
主
義
を
露
呈
し
て
い
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

四
、
自
由
恋
愛
の
行
方

「
新
女
性
」
と
い
う
言
葉
が
封
建
的
、
つ
ま
り
儒
教
的
な
価
値
観
を

打
ち
破
る
女
性
に
つ
け
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
未
だ
伝
統
的
な

思
想
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て
彼

女
た
ち
は
芳
し
く
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
風
潮
を

代
弁
す
る
か
の
ご
と
く
、「
除
夜
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
貞
仁
は
ま
さ
に

そ
の
よ
う
な
新
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は
日
本
留
学
を
し
た
当
時
と
し
て
は
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数
少
な
い
エ
リ
ー
ト
女
性
で
あ
る
。
帰
国
し
た
後
も
女
性
界
の
先
頭
に

立
つ
人
物
と
し
て
講
演
会
を
し
た
り
、
教
師
と
し
て
働
い
た
り
す
る
職

業
女
性
で
あ
り
、
ま
た
進
ん
だ
女
性
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
女
に
と
っ

て
「
自
我
」
の
省
察
は
自
分
の
生
き
ざ
ま
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
体
、
生
と
い
う
の
は
何
だ
ろ
う
か
？
（
中
略
）
運
命
？
そ
れ

も
疑
わ
し
い
不
正
確
な
観
念
に
過
ぎ
な
い
言
葉
で
す
が
（
中
略
）

す
る
と
、
死
は
何
だ
ろ
う
か
？
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
よ
う
に
瞬
間
的
な

消
滅
の
名
で
す
か
？
感
情
と
い
う
の
は
何
で
す
か
？
恋
愛
と
は
何

で
す
か
？
生
殖
と
は
何
で
す
か
？
神
と
は
何
で
す
か
？
道
徳
と
い

う
の
は
何
で
す
か
？
（
中
略
）
―
―
す
べ
て
が
幼
い
子
供
が
作
っ

た
玩
具
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
何
の
権
威
が
あ
っ
て
意
味
が
あ
る

だ
ろ
う
か
。
主
観
は
絶
対
で
あ
る
。
自
己
の
主
観
の
み
が
唯
一
の

標
準
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
主
観
が
許
す
な
ら
、
そ
れ
ま

で
の
話
だ
。
社
会
が
何
と
言
お
う
と
、
道
徳
が
何
と
言
お
う
と
、

神
が
警
鐘
を
鳴
ら
そ
う
と
、耳
を
傾
け
る
必
要
は
な
い
の
だ
。（「
除

夜
」
六
一
頁
、
拙
訳
）

こ
の
よ
う
に
、
貞
仁
は
既
存
の
道
徳
や
社
会
の
習
わ
し
を
否
定
す
る

と
同
時
に
、
そ
の
反
動
で
自
我
、
す
な
わ
ち
自
分
の
思
想
、
個
性
を
主

張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
由
恋
愛
は
彼
女
の
存
在
、
あ
る
い
は
個
性

を
表
せ
る
行
動
で
あ
り
、
ま
た
外
に
向
か
っ
て
の
自
己
表
出
で
も
あ
っ

た
。

ど
ん
な
社
会
が
ど
ん
な
新
道
徳
を
作
ろ
う
と
、
あ
な
た
は
到
底

許
さ
な
い
だ
ろ
う
―
―
と
、
考
え
る
と
き
は
絶
望
に
泣
き
叫
び
な

が
ら
神
の
救
い
を
哀
願
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
自
己
嫌
悪
が
極
に

達
し
て
自
分
の
体
が
醜
悪
の
象
徴
の
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。（
中
略
）

―
―
一
体
石
を
投
げ
つ
け
ら
れ
る
者
は
誰
で
し
ょ
う
？
何
が
罪
だ

ろ
う
。
堕
落
？
そ
れ
は
自
由
恋
愛
を
渇
望
す
る
幼
い
乙
女
に
の
み
、

被
せ
る
絞
首
台
の
上
に
立
つ
死
刑
囚
の
覆
面
巾
の
名
な
の
か
？（
中

略
）
少
な
く
と
も
私
は
人
間
性
の
第
一
の
美
し
い
部
分
だ
け
は
売

ら
な
か
っ
た
自
信
が
あ
り
ま
す
。（「
除
夜
」
六
二
頁
、
拙
訳
）

性
と
は
何
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
の
一
環
と
し
て
彼
女
は
、
愛
と
性
に

対
す
る
考
察
を
し
、
真
の
自
我
の
た
め
の
社
会
的
な
偏
見
か
ら
の
解
放

を
叫
ん
で
い
る
。
愛
の
な
い
結
婚
と
い
う
桎
梏
か
ら
脱
し
、
不
倫
を
し

て
で
も
自
分
の
正
当
性
を
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（1
（

。
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Ａ
と
の
情
交
が
続
く
時
に
は
、
Ａ
に
対
し
て
貞
操
を
守
る
情
夫

に
な
る
で
し
ょ
う
し
、
Ｂ
と
夫
婦
関
係
を
持
続
す
る
間
は
、
ま
た

Ｂ
に
対
し
て
貞
淑
な
妻
に
な
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
Ａ
に
対
し
て
も
は
や
少
し
も
愛
着
を
感
じ
な
い
な
ら
Ａ
と
の

夫
婦
関
係
を
持
続
す
る
こ
と
こ
そ
、
か
え
っ
て
姦
淫
で
す
。（「
除

夜
」
七
五
頁
、
拙
訳
）

貞
仁
に
と
っ
て
男
女
間
の
恋
愛
は
愛
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
が
し
か

し
、
相
手
は
必
ず
し
も
一
人
と
は
限
ら
な
い
。
こ
こ
で
言
う
恋
愛
は
、

霊
と
肉
を
同
格
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
貞
仁
の
こ
の
よ
う
な
恋
愛
観
は

愛
よ
り
情
念
が
先
走
っ
た
時
、
崩
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
Ｐ
と
Ｅ
と
の

関
係
が
そ
う
で
あ
り
、
Ｅ
か
ら
見
放
さ
れ
た
時
、
虚
栄
心
の
あ
ま
り
、

Ａ
と
の
結
婚
を
決
心
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
虚
栄
心
は

「
新
女
性
」
と
し
て
留
学
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
こ
で
彼
女
の
自
由
恋

愛
に
対
す
る
誤
解
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
口
で
は
愛
に
基
づ

く
霊
と
肉
を
同
格
し
た
恋
愛
と
言
い
つ
つ
も
、
自
分
の
虚
栄
心
を
満
た

す
た
め
に
Ｅ
と
の
恋
愛
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｅ
の
学
職
、
名
声
、
風
采
が
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
で
す
。
離
婚
が
成
立
す
る
よ
う
に
願
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で

も
な
い
で
す
。
し
か
し
何
よ
り
逃
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ド

イ
ツ
留
学
の
計
画
で
し
た
。も
し
も
ド
イ
ツ
ま
で
行
け
な
く
て
も
、

と
に
か
く
洋
行
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
で
す
。
学
問
も
学
問
で
す

が
、
日
本
に
行
く
だ
け
で
は
、
到
底
私
の
虚
栄
心
が
満
た
さ
れ
な

か
っ
た
か
ら
で
す
。（「
除
夜
」
八
二
頁
、
拙
訳
）

そ
し
て
、
そ
れ
が
う
ま
く
行
か
な
く
な
っ
た
時
、
Ａ
と
の
結
婚
を
受

け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
貞
仁
の
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
行
動
は
、
彼
女
一

人
に
限
ら
れ
た
問
題
で
は
か
っ
た
。
こ
の
作
品
の
中
で
も
貞
仁
の
よ
う

な
新
女
性
に
対
す
る
批
判
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
見
ら
れ
る
。

Ｙ
の
よ
う
な
女
は
結
婚
し
た
後
ま
で
、
夫
が
留
学
す
る
間
に
、

そ
れ
も
教
師
勤
め
、
○
○
勤
め
を
や
た
ら
に
し
た
せ
い
で
、
そ
れ

こ
そ
山
の
よ
う
な
お
腹
を
抱
え
て
も
、夫
が
許
し
て
あ
げ
た
の
で
、

今
も
相
変
わ
ら
ず
皆
を
騙
し
て
先
生
と
呼
ば
れ
て
い
る
し
…
…
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
！
呆
れ
た
こ
と
に
、
Ｓ
は
○
○
を
始
末
し
て
前

も
っ
て
妊
娠
す
る
心
配
も
な
く
し
て
か
ら
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
ふ
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る
ま
い
を
し
て
い
て
も
、
講
演
会
と
い
う
講
演
会
に
は
抜
け
る
こ

と
な
く
、
新
聞
に
毎
日
騒
が
れ
て
も
有
志
淑
女
と
し
て
も
て
は
や

さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
…
…
「
除
夜
」
一
〇
七
頁
、
拙
訳
）

こ
の
よ
う
に
新
女
性
の
「
恋
愛
」
は
自
由
を
放
縦
と
誤
解
す
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、「
恋
愛
」
こ
そ
真
の
女
性
解
放
で
あ
り
、
伝
統
思
想
か

ら
の
脱
皮
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
封
建
思
想
の
中
で

抑
圧
さ
れ
て
き
た
女
権
の
回
復
に
向
け
て
の
道
の
り
で
あ
り
、
そ
の
先

頭
に
立
っ
た
エ
リ
ー
ト
女
性
の
環
境
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
こ
の
作
品
で
は
貞
仁
の
思
想
の
底
流
に
あ
る
家
庭
環
境
の
問
題
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
当
時
留
学
し
た
女
性
が

出
会
っ
た
男
性
の
持
つ
「
恋
愛
」
対
象
者
と
し
て
の
弱
点
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
早
婚
と
い
う
因
習
に
縛
ら
れ
て
い
た
時
代
な
の
で
、
彼
女
た

ち
が
求
め
る
男
性
は
既
婚
者
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
彼
女
た
ち
の
選
択

条
件
は
既
に
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
新
女
性
」
た
ち

が
打
開
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
厚
い
壁
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼

女
た
ち
が
叫
ぶ
「
自
由
恋
愛
」
は
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
を
越
え
た
霊

と
肉
を
同
格
に
す
る
新
た
な
恋
愛
観
、
つ
ま
り
「
恋
愛
至
上
主
義
」
に

向
か
う
の
で
あ
る
。
親
や
地
域
社
会
の
目
が
届
か
な
い
留
学
と
い
う
環

境
が
浅
薄
な
「
恋
愛
観
」
を
生
む
の
で
あ
る
。
浅
薄
と
い
う
表
現
を
使

う
理
由
は
、
こ
の
作
品
で
も
扱
わ
れ
て
い
る
貞
仁
の
よ
う
な
新
女
性
の

虚
栄
と
社
会
道
徳
の
基
準
を
越
え
た
多
く
の
男
性
と
の
肉
体
関
係
は
決

し
て
尊
い
恋
愛
に
結
び
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
貞
仁
が
自

殺
を
選
ん
だ
理
由
は
、
封
建
社
会
の
規
範
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
女
性
の

「
愛
」
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
自
由
へ
の
錯
覚
に
よ
る
後
悔
で
あ
っ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

五
、
お
わ
り
に

韓
国
に
「
恋
愛
」
を
も
た
ら
し
た
の
は
日
本
で
あ
っ
た
。
次
の
文
は

一
九
二
〇
年
、
雑
誌
『
ソ
ウ
ル
』
に
掲
載
さ
れ
た
恋
愛
に
対
す
る
当
時

の
論
評
で
あ
る
。

今
、
私
た
ち
の
社
会
は
段
々
恋
愛
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

恋
愛
の
中
で
も
俗
恋
愛
で
あ
る
。
こ
の
俗
恋
愛
化
さ
れ
よ
う
と
す

る
今
の
社
会
状
態
は
大
変
、
恐
ろ
し
い
現
象
で
あ
る
。
こ
の
恋
愛

は
西
洋
か
ら
日
本
に
入
り
、日
本
か
ら
我
国
に
入
っ
て
き
た（

（（
（

。（
拙

訳
）
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小
説
は
、
そ
の
作
家
が
生
き
た
時
代
と
社
会
を
如
実
に
記
録
す
る
と

い
う
反
映
論
の
観
点
か
ら
、「
恋
愛
」
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
視
点
で
見

る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。「
除
夜
」
を
そ
の
脈
略
か
ら
考
え
る
と
、

「
恋
愛
至
上
主
義
」
が
韓
国
社
会
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
そ
れ
は

女
性
に
一
途
な
従
順
か
ら
「
主
観
の
絶
対
さ
」
を
認
識
さ
せ
、
さ
ら
に

家
か
ら
社
会
へ
、
そ
し
て
社
会
に
お
い
て
主
体
と
な
る
可
能
性
を
示
唆

し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
有
島
武
郎
の
「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
は
社
会

反
映
論
と
は
無
縁
な
、
あ
く
ま
で
も
作
者
の
内
面
世
界
を
表
現
し
た
作

品
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
島
武
郎
が
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
霊
と
肉
の

一
元
的
な
満
足
、
す
な
わ
ち
「
一
元
的
な
個
性（

（1
（

」
は
、
人
間
が
本
能
的

に
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
Ｍ
子
が
求
め
る
「
肉
」
の
本
能
は
、

「
霊
」
が
排
除
さ
れ
た
人
間
の
歪
ん
だ
心
理
状
態
を
露
呈
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

一
方
、「
除
夜
」
は
有
島
武
郎
の
観
念
的
な
世
界
に
立
ち
入
る
も
の

で
は
な
く
、「
恋
愛
至
上
主
義
」
と
い
う
観
念
的
な
世
界
を
よ
り
「
実

体
化
」
さ
せ
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
「
実
体
化
」
は
、
Ｍ
子

と
彼
女
の
自
由
奔
放
な
性
質
を
か
た
ど
っ
た
貞
仁
で
あ
っ
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

（
1
）
本
論
文
は
、
二
〇
一
二
年
度
（
平
成
二
十
四
年
度
）
科
学
研
究

費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）「
有
島
武
郎
と
外
国
文
学
―
韓
国
近
代

文
学
を
手
が
か
り
と
し
て
」（
課
題
番
号（（（（0（（（

）
の
成
果
の
一

部
で
あ
る
。

（
（
）
柳
父
章『
翻
訳
語
成
立
事
情
」（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
八
九

～
一
〇
五
頁
参
照
。

（
（
）
柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』（
講
談
社
、
一
九
八
〇
年
）

九
五
頁
。

（
（
）
佐
伯
順
子
『「
色
」
と
「
恋
」
の
比
較
文
学
史
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
）
十
六
頁
に
よ
れ
ば
、「
神
の
愛
と
隣
人
愛
を
併
置
す

る
キ
リ
ス
ト
教
的
な「
愛
」の
思
想
に
基
づ
け
ば
、単
に「
愛
」と
い
っ

た
だ
け
で
は
、
人
間
と
神
、あ
る
い
は
親
子
、
兄
弟
姉
妹
、
友
人
と

い
っ
た
広
範
囲
な
関
係
が
含
ま
れ
る
の
で
、
特
に
異
性
間
の
好
意

に
特
定
し
た
い
場
合
に
は
、
従
来
の
日
本
語
の「
恋
」と
い
う
語
と
、

翻
訳
語
と
し
て
の「
愛
」と
を
合
体
さ
せ
て
、「
恋
愛
」と
い
う
表
現
を

使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」と
指
摘
し
て
い
る
。

（
（
）
李
光
洙「
幼
き
友
へ
」（『
青
春
』九
号
、
一
九
一
七
年
十
二
月
）。

（
（
）
廉
想
渉
が
有
島
武
郎
の
作
品
を
深
く
読
ん
で
い
る
ば
か
り
で
な
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く
、そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
金
允
植
『
廉
想
渉
研

究
』（
ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
、
一
九
八
七
年
）
を
皮
切
り
に
、
姜

仁
淑『
自
然
主
義
文
学
論
Ⅱ
』（
高
麗
苑
、
一
九
九
一
）、
李
甫
永『
乱

世
の
文
学
』（
図
書
出
版
芸
知
閣
、
一
九
九
一
）
な
ど
に
よ
っ
て
よ

く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
金
允
植
、
前
掲
書
（
註
（
）
一
八
七
頁
。

（
（
）
金
充
植
、
前
掲
書
（
註
（
）
一
七
三
～
一
八
八
頁
。

（
（
）
山
田
昭
夫
「
解
題
」（『
有
島
武
郎
全
集
第
三
巻
』
筑
摩
書
房
、

一
九
八
〇
）
六
八
九
頁
。

（
10
）
菊
池
寛
「
四
月
の
文
壇
に
就
い
て
の
雑
感
」（『
帝
国
文
学
』

一
九
一
九
年
五
月
）。

（
11
）『
有
島
武
郎
全
集
第
三
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
）、た
だ
し

初
出
は『
太
陽
』第
二
十
四
巻
四
号
（
博
文
館
、一
九
一
八
年
四
月
）。

（
1（
）
一
九
二
〇
年
代
当
時
、
高
学
歴
の
女
性
の
結
婚
は
非
常
に
厳
し

く
、
教
育
の
上
で
も
価
値
観
の
上
で
も
自
分
に
見
合
う
男
性
と
結

婚
す
る
た
め
に
は
、
妾
に
な
る
か
、
後
妻
に
な
る
か
、そ
れ
と
も
結

婚
せ
ず
独
身
を
通
す
か
の
三
つ
の
選
択
し
か
な
か
っ
た
。

（
1（
）『
東
亜
日
報
』一
九
二
六
年
八
月
五
日
二
面
。

（
1（
）
ユ
・
ミ
ン
ヨ
ン『
尹
心
悳　

死
の
賛
美
―
尹
心
悳
評
伝
』（
ミ
ン
ソ

ン
社
、
一
九
八
七
）
と『
金
裕
鎮
全
集
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
チ
ョ
ン
イ
ェ
ウ
ォ

ン
、
一
九
八
三
）
参
照
。

（
1（
）
崔
柄
宇
「
韓
国
近
代
一
人
称
小
説
研
究
」（『
一
九
九
二
年
度
ソ
ウ

ル
大
学
大
学
院
博
士
論
文
』）
一
二
二
頁
～
三
頁
。

（
1（
）『
廉
想
渉
全
集
第
九
巻
』（
民
音
社
、
一
九
八
七
）。た
だ
し
初
出
は

『
開
闢
』（
開
闢
社
、ソ
ウ
ル
、
一
九
二
二
年
二
月
～
六
月
に
渡
っ
て

五
回
掲
載
）。

（
1（
）
小
坂
晋
『
有
島
武
郎
文
学
の
心
理
的
考
察
』（
桜
風
社
、

一
九
七
九
）
一
八
〇
頁
。

（
1（
）
有
島
武
郎「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」（『
有
島
武
郎
全
集
第
三
巻
』

筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
）
四
六
七
頁
。以
下
頁
数
の
み
記
載
。

（
1（
）
廉
想
渉「
除
夜
」（『
廉
想
渉
全
集
』民
音
社
、
一
九
八
七
年
）
五
九

頁
。以
下
頁
数
の
み
記
載
。

（
（0
）
牟
田
和
恵「
新
し
い
女
・
モ
ガ
・
良
妻
賢
母
―
近
代
日
本
の
女
性

像
の
コ
ン
フ
ィ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」（『
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
植
民
地
的

近
代
―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
帝
国
・
資
本
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』岩
波
書

店
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
（1
）
米
田
佐
代
子
・
石
崎
昇
子「『
青
鞜
』以
後
の
新
し
い
女
た
ち
―
平

塚
ら
い
て
う
と「
産
婦
人
協
会
」の
運
動
を
中
心
に
」（『
新
女
性
―
韓



（（

国
と
日
本
の
近
代
の
女
性
像
』青
年
社
、
二
〇
〇
三
）
参
照
。

（
（（
）
ム
ン
・
オ
ク
ピ
ョ
ウ「
朝
鮮
と
日
本
の
新
女
性
―
羅
蕙
錫
と
平
塚

ら
い
て
う
の
生
涯
の
比
較
」（
ム
ン
・
オ
ク
ピ
ョ
ウ
編『
新
女
性
―
韓

国
と
日
本
の
近
代
女
性
像
』青
年
社
、
二
〇
〇
三
）
参
照
。

（
（（
）
三
山
人「
女
学
校
に
通
う
と
結
婚
が
で
き
な
く
な
る
」（『
別
乾
坤
』

一
九
二
八
年
二
月
）
一
〇
四
頁
。

（
（（
）
本
格
的
な
女
性
雑
誌
と
し
て
知
ら
れ
る『
新
女
性
』（
一
九
二
三
年

九
月
か
ら
一
九
三
四
年
四
月
）
は
、
一
九
二
六
年
二
月
号
で「
婦
人

職
業
問
題
」
と
い
う
特
集
を
組
み
、
女
学
校
を
卒
業
し
て
も
「
行
く

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
」、「
金
の
な
い
境
遇
」、「
一
人
で
生
活
が
出

き
る
よ
う
に
な
れ
ば
」、「
嫁
に
行
け
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
親
」
と
訴

え
る
女
学
生
の
投
稿
を
紹
介
し
て
い
る
。ま
た
、京
城
（
現
ソ
ウ
ル
）

に
あ
る
進
明
女
学
校
の
一
九
二
四
年
度
卒
業
生
四
八
五
名
の
う
ち
、

職
に
就
い
た
女
学
生
は
、
学
校
教
員
四
七
名
、
外
国
留
学
十
四
名
、

銀
行
会
社
事
務
二
名
に
過
ぎ
ず
、そ
の
他
の
卒
業
生
は
家
事
手
伝
い

で
あ
る
と
い
う
事
実
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
（（
）
小
坂
晋
、
前
掲
書
（
註
1（
）
一
六
六
頁
。

（
（（
）
有
島
は
、
一
九
一
六
年
三
月
二
八
日
、
Ｈ
・
エ
リ
ス
の『
性
心
理

学
の
研
究
』
を
読
み
終
え
た
後
、
日
記
に
「
多
く
の
知
識
と
示
唆
を

与
え
ら
れ
た
。性
生
活
に
お
け
る
女
性
の
心
理
や
、ヒ
ス
テ
リ
ー
と

性
本
能
と
の
間
の
関
係
な
ど
、い
く
つ
か
の
事
実
を
学
ん
だ
。こ
れ

は
う
ま
く
扱
え
ば
稀
に
見
る
文
学
作
品
に
仕
上
が
る
だ
ろ
う
。『
或

る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』を
書
き
換
え
る
の
に
有
用
な
点
が
数
々
得
ら

れ
た
。」
と
記
し
て
い
る
。「
観
想
録
」
第
十
五
巻︹
訳
︺」（『
有
島
武
郎

全
集
第
十
二
巻
』四
五
九
頁
。

（
（（
）
金
東
仁
の『
金
妍
実
伝
』（
一
九
三
九
）
の
中
で
も
性
的
に
放
縦
な

父
と
妾
の
母
と
の
間
に
生
ま
れ
た
主
人
公
が
、そ
の
悪
い
環
境
の
ゆ

え
に
貞
操
観
念
が
薄
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
崔
ヘ
シ
ル
『
新
女
性
た
ち
は
何
を
夢
見
た
の
だ
ろ
う
か
』（
考
と

木
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
三
七
頁
。

（
（（
）
崔
ヘ
シ
ル
、
前
掲
書
（
註
（（
）
三
六
七
頁
。

（
（0
）
鄭
明
煥「
廉
想
渉
と
ゾ
ラ
ー
―
性
に
関
す
る
見
解
を
中
心
に
」（
権

ヨ
ン
ミ
ン
編
『
廉
想
渉
文
学
研
究
―
廉
想
渉
全
集
別
巻
』
民
音
社
、

一
九
八
七
年
）
三
二
五
頁
。

（
（1
）
林
蚩
出「
俗
恋
愛
は
反
対
」（『
ソ
ウ
ル
』一
九
二
〇
年
四
月
号
）
但

し
、
金
ジ
ン
ソ
ン『
現
代
性
の
形
成
―
ソ
ウ
ル
に
ダ
ン
ス
・
ホ
ー
ル

を
許
せ
よ
』（
現
実
文
化
研
究
。二
〇
〇
三
年
、二
九
〇
頁
）
に
収
録
。

（
（（
）
安
川
定
男『
有
島
武
郎
論
』（
明
治
書
院
、一
九
六
七
年
）
七
八
頁
。


