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《
論
文
》「

女
流
」
と
は
誰
か
、
何
か

―
―
小
島
信
夫
「
女
流
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―

疋
田
雅
昭

０

　
「
女
流
」
は
、
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
一
二
月
に
『
群
像
』
に
発
表
さ
れ
た
。

実
在
の
人
物
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
話
題
に
あ
が
っ
た
こ
と
を
除

け
ば
、
ほ
ぼ
反
響
の
な
か
っ
た
作
品
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
確
か
に
、『
女
流
』
の
単

行
本
は
あ
ま
り
版
を
重
ね
る
こ
と
も
な
か
っ
た
様
だ
し
、
一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）

年
の
『
小
島
信
夫
全
集
』
の
刊
行
ま
で
に
、
こ
の
作
品
を
収
録
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

は
、
講
談
社
の
「
わ
れ
ら
の
文
学
」
と
い
う
叢
書
の
「
小
島
信
夫
集
」（
一
九
六
七
（
昭

和
四
二
）
年
）
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た
。
当
の
小
島
本
人
で
さ
え
も
、
全
集
の
「
自

作
解
説
」
で
以
下
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

た
し
か
、
武
田
泰
淳
さ
ん
が
、
新
鋭
叢
書
の
解
説
⑴
の
中
で
、「
女
流
」
は
モ
デ

ル
云
々
と
い
う
こ
と
だ
け
に
ふ
れ
ら
れ
て
、
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た

が
、
著
者
に
と
っ
て
重
要
な
作
品
だ
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
い
わ

れ
、
本
人
の
私
が
眼
を
円
く
し
た
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
当
初
か
ら
そ
の
可
能
性
を
高
く
評
価
し
て
い
た
の
が
河
野
多
恵

子
で
あ
っ
た
。
河
野
は
文
庫
版
（
一
九
七
七
年
五
月
、
集
英
社
）
の
解
説
の
中
で
、

日
本
の
文
壇
の
歴
史
の
中
で
「
稀
に
み
る
本
当
の
恋
愛
小
説
」
と
評
し
て
い
る
⑵
。

論
者
は
、
こ
の
小
説
が
「
恋
愛
小
説
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
は
全
く
関
心
が
な
い
の

だ
が
、
河
野
が
こ
の
作
品
を
恋
愛
小
説
で
あ
る
と
す
る
根
拠
に
は
別
の
意
味
で
興
味

を
惹
か
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
が
本
当
の
恋
愛
小
説
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
弟
の

〈
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
と
り
つ
か
れ
た
〉
た
め
に
鋭
く
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
感
性
の
せ

い
な
の
で
あ
る
。
謙
二
少
年
に
は
、
男
女
の
世
界
に
つ
い
て
何
も
わ
か
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
彼
の
五
感
は
そ
の
真
実
を
悉
く
捉
え
て
い
る
。

　

こ
の
小
説
の
タ
イ
ト
ル
「
女
流
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
「
女
流
作
家
」
の
「
女
流
」
の

意
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
小
説
の
多
く
の
部
分
は
、
こ
の
弟
（
謙
二
）
が
書
い
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
こ
れ
は
男
流
の
視
点
（
手
法
）
で
描
か
れ
た
「
女
流
」
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
通
常
の
意
味
で
「
恋
愛
」
し
て
い
る
の
は
、

兄
（
良
一
）
と
菅
野
（
太
田
）
満
子
で
あ
り
、
謙
二
は
視
点
人
物
で
あ
っ
て
も
、
当
事

者
に
は
な
り
得
な
い
位
置
で
あ
り
、
そ
の
位
置
は
物
語
の
最
後
ま
で
変
わ
ら
な
い

（
謙
二
と
満
子
の
物
語
は
満
子
の
拒
絶
に
よ
っ
て
終
わ
る
）。

　

物
語
内
で
は
、
当
初
満
子
と
「
恋
愛
」
関
係
に
な
っ
た
良
一
は
、
す
ぐ
に
死
去
し

て
し
ま
い
、
謙
二
は
そ
の
後
の
満
子
の
人
生
に
対
し
、
文
字
通
り
一
番
近
く
の
「
傍

観
者
」
と
な
る
。
だ
が
、
そ
の
満
子
が
死
去
し
た
後
も
物
語
は
続
く
。
満
子
を
語
る

夫
の
物
語
で
あ
る
。
全
て
の
物
語
は
、
謙
二
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の

に
、
謙
二
は
、
満
子
も
そ
の
夫
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
良
一
も
、
相
対
化
し
え
な
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「女流」とは誰か、何か

い
。
良
一
の
物
語
は
、
た
え
ず
満
子
を
脅
か
し
、
そ
の
満
子
の
物
語
は
謙
二
の
物
語

を
規
定
し
て
ゆ
く
。
同
時
に
謙
二
は
、
満
子
の
子
供
達
の
物
語
に
も
巻
き
込
ま
れ
、

死
去
し
た
満
子
を
一
方
的
に
取
り
戻
そ
う
と
す
る
夫
の
物
語
に
も
巻
き
込
ま
れ
る
。

こ
れ
ら
全
て
が
謙
二
に
よ
る
「
女
流
」
と
い
う
物
語
で
あ
る
と
し
て
も
、
謙
二
が
物

語
る
行
為
は
、
謙
二
自
身
を
い
か
な
る
意
味
で
も
安
定
し
た
場
所
に
連
れ
て
行
っ
て

は
く
れ
な
い
。

　
「
女
流
」
と
は
誰
の
物
語
で
あ
ろ
う
か
。
誰
か
を
物
語
と
し
て
語
る
こ
と
は
、
そ

の
人
物
を
描
く
こ
と
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
他
者
を
「
客
観
」
化
し
て
捉
え
る
と
い
う

意
味
と
同
義
な
の
だ
ろ
う
か
。

１　

良
一
の
所
在

　

甲
田
良
一
は
二
十
数
年
前
の
十
一
月
の
八
日
に
死
ん
だ
。
弟
の
私
と
い
っ

し
ょ
に
、
二
人
が
住
ん
で
い
た
名
古
屋
か
ら
信
州
の
山
の
中
へ
出
か
け
た
と
き

に
発
病
し
た
。 

（
3
）

　

物
語
は
、
冒
頭
か
ら
姓
名
と
い
う
三
人
称
で
焦
点
化
し
た
人
物
の
死
を
語
り
始
め

る
。
次
の
行
で
は
「
良
一
は
二
十
二
歳
、
私
は
十
九
歳
に
な
っ
て
い
た
」
と
な
る
の

で
、
す
ぐ
に
時
制
は
巻
き
戻
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
制
の
在
り
方
は
、
物
語

が
、
限
定
さ
れ
た
視
点
の
人
物
か
ら
統
御
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
冒
頭
か
ら
我
々
に
語

り
か
け
て
い
る
。
語
り
手
は
「
私
」
と
自
称
す
る
人
物
、
良
一
の
弟
で
あ
る
。

　

良
一
の
命
を
奪
う
こ
と
と
な
っ
た
肺
病
は
、
兄
弟
が
信
州
の
山
中
に
旅
行
し
て
い

る
時
に
発
病
し
た
。
咳
と
熱
は
、
些
細
な
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
た
兄
弟
間
の
口
論

の
際
に
発
症
し
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
喧
嘩
で
は
名
前
が
あ
が
る
「
太
田
さ
ん
の
奥

さ
ん
」「
礼
子
」
は
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
人
物
に
つ
い
て
も
、

こ
こ
で
語
ら
れ
る
在
り
方
は
後
に
な
っ
て
み
な
い
と
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
分
か

ら
な
い
形
で
語
ら
れ
る
。

　

数
ヵ
月
前
私
が
東
京
か
ら
帰
省
し
て
兄
の
部
屋
に
泊
っ
た
と
き
、
礼
子
が
泊

り
に
き
た
。
余
分
の
寝
具
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
と
き
、
な
ぜ
礼
子
を
真

序
に
寝
か
せ
、
そ
し
て
礼
子
の
方
も
良
一
に
い
わ
れ
た
通
り
に
し
た
か
分
ら
な

い
。
そ
う
な
る
前
に
二
人
は
別
の
部
屋
に
い
て
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
を
し

て
い
た
。
良
一
は
入
っ
て
く
る
な
り
、
私
に
隅
に
寝
る
よ
う
に
い
っ
た
。
そ
ん

な
わ
け
で
私
の
足
は
小
さ
い
礼
子
の
足
に
ふ
れ
る
よ
り
良
一
の
足
の
方
に
ふ
れ

た
。
私
が
自
分
の
足
を
ひ
っ
こ
め
る
と
、
良
一
の
足
は
礼
子
の
足
に
ま
つ
わ
り

つ
い
た
。 

（
6
）

　

良
一
に
は
常
に
女
の
影
が
あ
っ
た
。
周
囲
の
女
た
ち
の
存
在
は
兄
・
良
一
に
と
っ

て
は
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
弟
・
謙
二
に
と
っ
て

は
、
兄
に
劣
等
感
と
同
時
に
憧
れ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
何
か
で
あ
っ
た
。
教
師
で

あ
っ
た
良
一
の
教
え
子
で
あ
っ
た
玲
子
は
、
死
の
間
際
の
良
一
を
支
え
続
け
た
存
在

で
も
あ
り
、
ま
た
良
一
の
死
後
、
満
子
と
不
思
議
な
関
係
と
な
る
女
だ
。

　

玲
子
と
そ
の
友
人
が
、
良
一
に
い
た
ず
ら
を
し
か
け
よ
う
と
し
て
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
語
ら
れ
た
後
、
い
つ
も
繰
り
返
さ
れ
た
様
な
兄
弟
の
口
論
は
、
満
子
と
い
う
女
性

に
つ
い
て
語
り
出
す
き
っ
か
け
と
な
る
。

　

良
一
は
腹
を
立
て
て
、
ど
ん
と
足
ぶ
み
し
た
。
私
が
彼
の
前
を
通
っ
て
階
段

を
お
り
は
じ
め
る
と
、
良
一
が
上
か
ら
追
っ
か
け
て
き
て
い
っ
た
。

「
お
れ
は
本
当
は
東
京
へ
も
ど
り
た
い
ん
だ
。
そ
れ
が
こ
こ
に
い
る
の
は
、
何
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の
た
め
だ
と
思
う
」

「
僕
の
た
め
だ
と
い
う
の
か
」

「
お
前
を
食
わ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
家
族
を
見
て
い
る
た
め
だ
」

「
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」

　

東
京
へ
も
ど
れ
ば
満
子
と
接
近
し
す
ぎ
る
こ
と
こ
そ
、
良
一
が
苦
し
ん
で
い

る
理
由
だ
、
と
い
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

　

私
は
そ
れ
だ
け
い
う
と
良
一
に
襟
を
つ
か
ま
れ
な
い
う
ち
に
外
へ
逃
げ
だ
し

た
。 

（
11
）

　

兄
は
画
家
を
目
指
し
て
い
る
が
、
同
時
に
弟
の
世
話
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。

弟
は
ま
だ
受
験
生
で
あ
る
。
兄
の
苦
し
み
は
、
己
の
将
来
だ
け
を
考
え
て
い
れ
ば
い

い
と
い
う
境
遇
に
は
居
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
画
家
を

目
指
す
こ
と
に
付
随
す
る
あ
る
女
性
と
の
関
係
に
起
因
す
る
。
両
者
は
全
く
異
な
る

次
元
の
問
題
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
無
関
係
な
訳
で
も
な
い
。

　

そ
の
女
性
、
太
田
満
子
と
は
、
良
一
が
師
事
す
る
画
家
の
婦
人
で
あ
る
。
良
一
の

苦
し
み
は
、
満
子
が
人
妻
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
師
の
妻
で

も
あ
る
。
さ
ら
に
、
画
家
と
し
て
独
り
立
ち
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
た
め
で
あ
る
と

同
時
に
弟
の
将
来
の
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
兄
の
「
恋

愛
」
は
、
二
重
、
三
重
の
背
任
行
為
な
の
で
あ
る
。

　

続
く
、
近
く
の
ホ
テ
ル
に
兄
を
呼
び
出
す
満
子
か
ら
の
電
報
を
、
勝
手
に
受
け
取

り
兄
に
黙
っ
て
満
子
に
会
い
に
ゆ
く
謙
二
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
兄
の
死
後
も
続
く
、

謙
二
と
満
子
の
関
係
性
を
象
徴
し
て
い
る
。

「
あ
な
た
が
自
分
で
ほ
ん
と
の
作
家
に
お
な
り
に
な
っ
た
方
が
い
い
で
す
よ
」

「
わ
た
し
が
？
」
彼
女
は
画
家
の
こ
と
を
作
家
と
い
っ
た
の
で
、
自
分
が
作
家

に
な
り
た
い
の
だ
、
と
思
っ
て
い
た
。

「
あ
ら
、
ほ
ん
と
に
そ
う
思
っ
て
。
そ
う
か
し
ら
」

彼
女
の
顔
が
そ
ま
る
の
が
見
え
た
。

「
謙
ち
ゃ
ん
、
こ
っ
ち
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
キ
ス
し
て
あ
げ
て
よ
」

「
え
？
」

「
キ
ス
し
て
あ
げ
て
よ
。
頬
ぺ
た
に
よ
」 

（
18
）

　

そ
れ
は
、
二
人
の
関
係
が
兄
・
良
一
と
い
う
「
媒
介
」
が
な
け
れ
ば
全
く
存
在
し

え
な
い
こ
と
。
そ
れ
と
同
時
に
、
満
子
は
性
的
に
も
謙
二
を
魅
了
し
て
お
り
、
一
方

で
謙
二
こ
そ
が
満
子
を
「
女
流
」
作
家
た
ら
し
め
た
存
在
で
あ
る
こ
と
だ
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
こ
の
関
係
性
こ
そ
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
全
体
を
支
え
て
い
る
原
理
で
も
あ

る
。　

良
一
は
そ
の
日
の
こ
と
は
満
子
に
手
紙
を
出
し
た
が
、
満
子
か
ら
き
た
手
紙

も
私
の
こ
と
に
は
あ
ま
り
ふ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
見
え
る
。（
私
は
満
子
の
手

紙
を
勝
手
に
開
封
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
し
た
く
な
か
っ
た
）
良
一
は
あ
る

日
上
京
し
た
。
そ
の
留
守
に
こ
ら
れ
る
よ
う
に
私
は
名
簿
で
し
ら
べ
て
礼
子
に

手
紙
を
出
し
て
い
た
。
そ
の
手
紙
に
私
は
礼
子
と
友
達
の
名
と
二
人
の
名
前
を

書
い
て
、
礼
子
の
家
へ
出
し
て
お
い
た
。 

（
21
）

　

こ
の
テ
ク
ス
ト
を
支
え
る
も
う
一
つ
の
原
理
が
手
紙
で
あ
る
。
通
常
、
手
紙
は

「
書
く
」
と
「
読
む
」
と
い
う
行
為
に
付
随
す
る
メ
デ
ィ
ア
だ
が
、
こ
の
物
語
に
は

「
書
き
写
す
」「
密
か
に
見
せ
る
」「
盗
み
見
る
」
と
い
う
独
特
の
位
相
が
付
け
加
わ
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
書
簡
の
通
常
の
在
り
方
に
お
い
て
は
「
誤
配
」
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
文
学
、
特
に
書
簡
体
小
説
に
お
い
て
は
「
誤
配
」
を
引
き
起
こ
す
行
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「女流」とは誰か、何か

為
は
む
し
ろ
必
須
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。

　

良
一
の
留
守
中
に
玲
子
に
「
書
簡
集
」
を
見
せ
る
と
い
う
行
為
は
、
恐
ら
く
良
一

に
黙
っ
て
、
代
わ
り
に
満
子
に
会
い
に
い
く
行
為
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
兄
へ
の
嫉
妬
あ
る
い
は
憧
れ
、
も
し
く
は
そ
の
両
者
が
入

り
交
じ
っ
た
よ
う
な
何
か
で
あ
っ
た
。

　
「
書
簡
集
」
に
写
さ
れ
た
四
通
の
手
紙
が
示
さ
れ
た
後
、（
丸
括
弧
）
の
中
に
鉛
筆

書
き
に
よ
る
謙
二
の
メ
モ
の
一
例
が
示
さ
れ
る
。
だ
が
、
謙
二
が
密
か
に
書
き
た
め

て
い
る
日
記
の
内
容
が
読
者
に
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
恐
ら
く
そ
の
内
容
を
し
た

た
め
た
で
あ
ろ
う
便
箋
は
満
子
宛
に
投
函
さ
れ
た
と
い
う
「
事
実
」
だ
け
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
投
函
さ
れ
た
手
紙
は
、
満
子
に
読
ま
れ
る
よ
り
も
前
に
兄

が
持
ち
帰
っ
て
い
る
。
兄
も
ま
た
こ
の
手
紙
を
読
ん
で
い
な
い
。
こ
の
兄
弟
た
ち

は
、
奇
妙
な
ほ
ど
人
の
「
手
紙
」
を
盗
み
見
る
こ
と
だ
け
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

「
あ
い
つ
に
本
当
に
勝
た
な
き
ゃ
、
仕
事
が
で
き
ん
。
高
飛
車
に
出
て
き
た
ん

だ
。
お
前
の
学
費
も
出
し
て
や
る
と
い
っ
て
る
ん
だ
。
そ
の
た
め
に
ピ
ア
ノ
で

ア
ル
バ
イ
ト
す
る
と
い
っ
て
る
ん
だ
」

「
僕
の
？
」

「
あ
り
が
た
い
と
思
う
か
。
お
れ
は
い
や
だ
、
お
れ
は
い
や
だ
ぞ
」

　

三
十
歳
に
な
っ
た
よ
う
な
物
の
い
い
方
を
し
て
い
た
良
一
が
、
涙
を
出
し
た

あ
と
、
泣
き
じ
ゃ
く
り
は
じ
め
た
。 

（
35
）

　

こ
の
「
あ
い
つ
」
と
は
、
満
子
の
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
兄
も
ま
た
満
子
に
魅
了

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ゆ
え
に
兄
は
、
己
だ
け
で
は
な
く
弟
ま
で
も
、
経
済
的
支
配

下
に
置
か
れ
る
こ
と
を
強
く
拒
み
続
け
て
い
る
。
少
な
く
と
も
兄
は
、
こ
の
点
に
お

い
て
は
、「
最
後
の
一
線
」
を
越
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
良
一
が
ど
の
程
度
、
満

子
と
性
的
な
関
係
性
を
有
し
て
い
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
良
一
は
兄
と
し

て
、
そ
の
経
済
的
支
配
に
は
抗
し
続
け
た
。
そ
れ
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
「
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
芸
術
」
の
問
題
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

良
一
は
宿
で
礼
子
の
こ
と
を
気
に
し
て
い
る
の
だ
な
、
と
私
に
い
っ
た
あ

と
、
私
が
違
う
と
い
う
と
こ
の
ま
ま
帰
れ
、
と
い
っ
た
。
私
は
学
校
に
も
入

り
前
よ
り
は
大
人
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
荷
物
を
も
っ
て
し
ば
ら
く
外
へ
出

た
が
引
返
し
て
き
て
み
る
と
、
良
一
は
畳
の
上
に
う
つ
ぶ
せ
に
な
っ
て
稔
っ
て

い
た
。
そ
れ
か
ら
医
者
を
呼
ぶ
の
に
手
間
ど
り
、
急
性
肺
炎
だ
と
い
う
見
立
て

だ
。
あ
く
る
日
、
私
と
し
て
は
は
じ
め
て
の
こ
と
だ
が
、
私
が
良
一
を
連
れ
て

か
え
っ
た
。 

（
35
）

　

場
面
は
再
び
、
先
の
旅
行
の
場
面
に
戻
る
。
こ
の
後
の
展
開
は
早
い
。
半
年
後
に

胸
の
浸
潤
が
発
見
さ
れ
、
さ
ら
に
半
年
後
に
良
一
は
亡
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

良
一
の
師
で
あ
る
太
田
氏
の
追
悼
文
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
謙
二
が
直
接
太
田
氏

に
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
時
は
過
ぎ
、
終
戦
後
、
謙
二
は
出
版

社
に
勤
め
、
満
子
は
太
田
氏
と
は
別
居
し
な
が
ら
、
文
筆
家
と
し
て
、
書
き
物
が
活

字
に
な
り
始
め
て
い
た
。
満
子
は
、
長
男
の
明
夫
、
次
男
の
光
彦
の
二
人
の
子
供
と

暮
ら
し
て
い
る
。
長
男
は
絵
を
、
次
男
は
音
楽
を
学
ん
で
い
る
。
別
居
し
な
が
ら

も
、
太
田
氏
の
家
と
は
目
と
鼻
の
先
で
あ
る
。

　

原
稿
料
を
貰
っ
た
謙
二
と
満
子
と
そ
の
子
供
達
が
都
内
を
あ
て
も
な
く
移
動
す
る

電
車
は
境
界
の
様
な
象
徴
性
を
有
し
、
こ
の
家
族
の
在
り
方
を
別
の
フ
ェ
ー
ズ
に
連

れ
て
行
く
。
謙
二
と
子
供
達
と
い
う
不
思
議
な
共
同
生
活
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ

の
後
、
一
行
ア
キ
の
後
、
時
制
は
再
び
戦
前
に
戻
る
。
兄
弟
が
夏
の
二
ヶ
月
間
、
満

子
の
用
意
し
た
家
で
暮
ら
し
た
時
の
話
だ
。
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私
は
自
分
を
モ
デ
ル
に
し
て
絵
を
か
い
て
い
る
良
一
の
限
を
と
き
ど
き
盗
み

見
し
て
知
っ
て
い
た
。
彼
が
全
体
の
効
果
を
つ
か
む
た
め
に
眼
を
細
め
て
私
の

方
を
見
て
い
る
の
は
、
弟
の
私
が
見
て
も
美
し
い
。
お
な
じ
兄
弟
で
も
、
た
し

か
に
美
し
い
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
女
の
よ
う
な
眼
だ
が
、
弱
々
し
い

も
の
で
は
な
く
、
感
情
に
ぬ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
も
の
だ
。
私
は
そ
の
美
し
さ

が
自
分
を
苦
し
め
る
の
を
知
っ
て
い
た
。 

（
48
）

　

こ
こ
に
は
兄
弟
の
関
係
性
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
兄
の
「
美
し
さ
」
は
、
弟
を
魅

了
す
る
と
同
時
に
、「
苦
し
み
」
の
元
凶
で
も
あ
る
。
弟
に
男
と
し
て
の
劣
等
感
を

抱
か
せ
る
の
は
兄
の
周
囲
の
女
達
の
存
在
だ
け
で
は
な
い
。
兄
の「
女
の
よ
う
な
眼
」

は
、
弟
を
よ
り
一
層
魅
了
さ
れ
た
「
男
」
に
仕
立
て
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
物
語
の
構
造
を
分
析
し
て
み
る
と
、
語
り
手
が
実
に
巧
み
に
時
制
を

再
構
築
し
て
い
る
様
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
兄
が
旅
行
中
に
発
症
し
死
去
す

る
ま
で
の
物
語
の
中
で
、
死
後
の
時
間
や
旅
行
以
前
の
時
間
を
巧
み
に
織
り
込
み
な

が
ら
、
兄
弟
の
会
話
の
意
味
が
了
解
出
来
る
よ
う
に
配
置
し
て
い
る
の
だ
。
兄
弟
の

会
話
中
の
人
物
や
出
来
事
は
読
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
突
然
す
ぎ
て
不
可
解
な
も
の

と
な
っ
て
も
、
そ
の
疑
問
が
読
み
進
め
て
ゆ
く
と
氷
解
し
、
さ
ら
に
先
を
読
も
う
と

す
る
原
動
力
と
な
る
。
こ
れ
は
、
典
型
的
な
「
小
説
」
の
手
法
で
あ
る
。
で
は
、
こ

の
「
小
説
」
は
誰
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
。
少
な
く
と
も
テ
ク
ス
ト
内
部
で

は
、
謙
二
に
よ
る
「
小
説
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

２　

犬
の
所
在

　

太
田
家
に
は
と
く
に
前
脚
の
短
か
い
犬
が
い
た
。
そ
う
前
か
ら
い
た
は
ず
が

な
い
。
も
し
い
た
と
し
た
ら
良
一
の
話
や
満
子
の
手
紙
の
中
に
一
度
ぐ
ら
い
出

て
く
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
満
子
の
良
人
が
、
あ
る
高
名
の
実
業
家
か
ら
一
匹
分

け
て
貰
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
茶
褐
色
で
ツ
ヤ
ツ
ヤ
し
た
毛
並
み
で
鼻

が
長
く
て
穴
熊
を
と
る
と
い
う
犬
で
あ
る
。
歩
く
と
き
は
よ
ち
よ
ち
と
無
恰
好

だ
が
、
人
間
の
よ
う
な
顔
を
し
て
、
人
間
の
い
る
と
こ
ろ
へ
は
ど
こ
へ
で
も
つ

い
て
き
た
。 

（
48
）

　

こ
の
犬
の
名
は
「
ピ
カ
ソ
」
と
言
う
。
こ
の
犬
の
「
短
か
い
」「
前
脚
」
を
謙
二
は
あ

や
ま
っ
て
踏
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
犬
は
子
供
達
（
明
夫
、
光
彦
）
の
遊
び

相
手
で
あ
る
。
こ
の
「
遊
び
相
手
」
と
い
う
役
割
は
、
謙
二
に
と
っ
て
「
応
接
間
」
な

ど
に
い
て
子
供
達
の
側
に
い
な
い
「
良
一
の
役
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

上
で
以
下
の
満
子
の
言
葉
に
注
目
し
て
み
る
。

「
ね
え
や
、
明
夫
と
光
彦
を
向
う
へ
連
れ
て
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
。
と
て
も
疲
れ

ち
ゃ
う
。
あ
な
た
が
た
も
お
客
さ
ま
に
坊
ち
ゃ
ま
を
任
せ
な
い
で
、
あ
そ
ん
で

あ
げ
て
ち
ょ
う
だ
い
ね
」 

（
52
）

　

満
子
と
子
供
達
の
間
に
お
い
て
は
、
ピ
カ
ソ
と
い
う
犬
と
謙
二
と
女
中
た
ち
は
交

換
可
能
な
存
在
で
あ
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
礼
子
が
な
ぜ
足
の
「
不
具
」
を
伴
っ
た

女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
分
か
る
。
だ
が
、
問
題
は
三
人
の
交
換
可
能
性
＝

等
価
性
と
い
う
問
題
に
留
ま
ら
な
い
。
太
田
氏
は
ピ
カ
ソ
の
こ
と
を
可
愛
が
る
に
は
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「女流」とは誰か、何か

可
愛
が
る
が
そ
の
愛
情
は
表
層
的
で
あ
る
。

ピ
カ
ソ
と
い
う
名
は
光
彦
が
つ
け
た
。
も
ち
ろ
ん
、
画
家
の
ピ
カ
ソ
の
こ
と
だ
。

　

一
度
満
子
の
良
人
が
パ
リ
か
ら
持
ち
帰
っ
た
ピ
カ
ソ
の
絵
を
満
子
が
良
一
に
見
せ

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
性
交
」
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
暗
示
的
で
も
あ
る

が
、
一
方
で
良
一
や
（
お
そ
ら
く
）
太
田
氏
の
画
風
は
、
そ
う
い
っ
た
前
衛
色
の
強

い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
関
連
す
る
か
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
太
田
氏
は
ピ
カ

ソ
と
い
う
名
前
に
は
難
色
を
示
す
。

　

さ
ら
に
、
ア
ト
リ
エ
な
ど
自
ら
の
仕
事
の
空
間
に
は
ピ
カ
ソ
を
入
れ
よ
う
と
し
な

い
。
ピ
カ
ソ
は
家
族
と
良
一
あ
る
い
は
謙
二
を
結
ぶ
紐
帯
と
し
て
の
役
割
を
負
っ
て

い
な
が
ら
も
、
良
一
と
太
田
氏
の
空
間
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
。
こ
れ
を
、
私
／
公
の

空
間
（
関
係
性
）
と
捉
え
る
と
、
満
子
は
表
向
き
は
公
と
し
て
し
か
良
一
と
太
田
氏

の
空
間
に
介
入
出
来
な
い
が
、
そ
の
実
良
一
と
の
空
間
は
頗
る
私
的
で
あ
る
。

「
先
生
は
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
家
に
い
る
の
か
。
け
っ
き
ょ
く
絵
の
方
は
ど
う
な

る
の
だ
、
兄
さ
ん
」

　

彼
は
答
え
な
か
っ
た
。

「
な
ぜ
、
あ
ん
な
と
き
に
接
吻
な
ど
し
た
ん
だ
」

「
お
前
、
こ
れ
か
ら
ど
こ
か
へ
行
っ
て
こ
い
！

お
前
の
世
話
す
る
の
は
い
や

に
な
っ
た
」

　

と
良
一
は
い
っ
た
。

「
犬
の
よ
う
に
は
行
か
へ
ん
わ
」 

（
69
）

　

太
田
氏
の
帰
国
に
よ
っ
て
、
満
子
と
の
不
思
議
な
三
角
関
係
の
様
な
疑
似
家
族
空

間
は
終
わ
り
を
む
か
え
る
。
こ
こ
で
謙
二
が
言
葉
に
す
る
「
犬
」
と
は
紛
れ
も
な
い

ピ
カ
ソ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
良
一
に
と
っ
て
謙
二
と
の
「
家
」
は
も
う
一
つ
の
私

的
空
間
で
あ
る
。
良
一
の
画
家
に
な
る
た
め
の
修
業
（
勉
強
）
と
い
う
公
的
空
間
は
、

二
つ
の
相
反
す
る
私
的
空
間
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
つ
つ
、
危
う
い
バ
ラ
ン
ス
で
成

り
立
っ
て
い
る
。

　

提
示
さ
れ
る
五
つ
目
の
書
簡
で
は
、
良
人
が
帰
っ
て
き
た
後
の
日
々
が
綴
ら
れ
て

い
る
。
月
に
一
回
上
京
す
る
日
付
を
満
子
と
そ
の
良
人
に
知
ら
せ
て
、
一
度
三
越
で

逢
い
引
き
し
た
後
に
、
家
に
出
向
く
と
い
う
二
人
の
定
番
の
「
パ
タ
ー
ン
」
が
満
子

に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
が
最
初
に
兄
に
黙
っ
て
謙
二
が
満
子

に
会
い
に
出
掛
け
た
伏
線
の
結
ば
れ
る
箇
所
だ
。
こ
の
手
紙
で
の
も
う
一
つ
の
眼
目

は
、
満
子
の
書
い
た
童
話
が
あ
る
雑
誌
社
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
も
ち
ろ
ん
「
女
流
」
作
家
、
菅
野
満
子
の
誕
生
を
意
味
す
る
わ
け
だ
。

　

こ
の
手
紙
の
直
後
は
、
良
一
が
死
に
む
か
っ
て
ゆ
く
「
格
闘
」
の
日
々
を
描
い
て

い
る
。
こ
こ
で
、
焦
点
化
さ
れ
る
の
は
礼
子
で
あ
る
。
礼
子
は
、「
事
実
上
の
妻
」

で
あ
る
か
の
よ
う
に
良
一
を
介
護
す
る
。

（
段
落
前
半
省
略
、
以
下
（
前
略
）
と
記
す
）
そ
れ
は
き
っ
と
く
り
か
え
す
か
ら

だ
。
良
一
が
描
き
か
け
た
ま
ま
に
な
っ
た
高
架
線
の
下
を
通
る
電
車
の
絵
が

（
何
か
新
し
い
こ
と
を
も
く
ろ
ん
だ
つ
も
り
だ
っ
た
）固
定
し
た
画
架
に
か
か
っ

て
い
た
が
、
今
、
裏
返
し
に
な
っ
て
い
た
。
満
子
の
肖
像
も
裏
返
し
に
な
っ
て

ほ
か
の
キ
ャ
ン
パ
ス
と
い
っ
し
ょ
に
つ
み
か
さ
ね
て
あ
っ
た
。
部
屋
の
中
に
便

器
と
、
横
た
わ
っ
た
彼
と
、
礼
子
が
毎
日
の
よ
う
に
ピ
ッ
コ
を
ひ
き
な
が
ら
運

ん
で
く
る
季
節
の
花
と
、
品
目
の
よ
う
に
つ
け
は
じ
め
た
日
記
と
、
啄
木
の

「
一
握
の
砂
」
と
、
そ
れ
か
ら
、
法
華
経
と
が
あ
っ
た
。 

（
73
）

　

死
を
目
の
前
に
し
た
良
一
の
部
屋
で
は
、
全
て
の
「
公
」
が
無
意
味
で
あ
る
。
絵

画
は
良
一
に
と
っ
て
「
公
」
そ
の
も
の
な
の
で
、
全
て
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
裏
返
さ
れ
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積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
、
良
一
を
揺
さ
ぶ
り
つ
づ
け
た
も
う
一
つ
の

「
私
」
で
あ
っ
た
満
子
の
視
線
も
ま
た
他
の
絵
と
同
様
に
、
積
み
重
ね
、
隠
さ
れ
て

い
る
。

　

良
一
が
礼
子
を
側
に
お
く
の
は
、
満
子
と
の
選
択
の
結
果
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

病
気
で
あ
る
自
身
の
姿
を
見
せ
た
く
な
い
と
い
う
必
然
が
、
満
子
を
避
け
礼
子
を
引

き
寄
せ
て
い
る
。
で
は
礼
子
を
側
に
置
く
必
然
と
は
一
体
何
か
。
そ
れ
が
礼
子
の
足

の
「
不
具
」
で
あ
る
こ
と
は
、
良
一
自
身
が
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
。
死
と
は
、

公
か
ら
も
私
か
ら
も
離
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
。
良
一
に
と
っ
て
生
き
る
こ
と
と
は
、

満
子
、
絵
画
、
そ
し
て
家
（
弟
、
謙
二
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
「
生
」
は
今
全
て
退
け

ら
れ
、「
死
」
と
の
紐
帯
に
礼
子
は
置
か
れ
て
い
る
。

「
あ
の
人
が
知
ら
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し
い
わ
。
私
、
毎
日
、
そ
の
こ
と
を

考
え
て
い
る
の
。
二
人
は
会
う
べ
き
だ
わ
。
私
、
こ
ま
る
の
よ
。
良
一
さ
ん
が

亡
く
な
る
の
を
私
、
ひ
と
り
で
見
守
る
の
は
、
負
担
な
の
よ
」

「
そ
う
」

「
女
で
な
く
っ
ち
ゃ
駄
目
な
の
よ
。
で
も
不
具
の
私
だ
け
じ
ゃ
駄
目
」 
（
76
）

　
「
ひ
と
り
」
は
「
負
担
」
で
あ
り
、「
私
だ
け
」
で
は
「
駄
目
」
だ
と
い
う
礼
子
は
、

そ
の
紐
帯
の
位
置
に
満
子
を
呼
び
寄
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
最
期
ま
で
満
子
が

訪
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
前
略
）
次
に
私
が
良
一
に
あ
っ
た
と
き
に
は
前
よ
り
も
っ
と
小
さ
く
な
っ
て
、

棺
の
中
に
い
た
。
礼
子
は
こ
う
表
現
し
た
。

「
お
兄
さ
ん
の
あ
の
丈
夫
な
頃
の
肉
は
す
っ
か
り
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
。

二
階
か
ら
下
へ
下
す
と
き
、
私
ひ
と
り
で
出
来
た
の
よ
。
死
体
は
重
い
と
い
う

け
ど
、
と
て
も
軽
い
の
。
私
が
お
と
す
と
思
っ
て
み
ん
な
と
め
た
の
。
小
犬
の

よ
う
に
軽
か
っ
た
の
よ
。
小
犬
の
よ
う
に
」 

（
77
）

　

死
ん
だ
良
一
の
躯
は
、「
子
犬
」
の
よ
う
に
軽
か
っ
た
。
こ
の
「
軽
さ
」
は
、
死
ん

だ
良
一
と
こ
れ
か
ら
も
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
礼
子
を
繋
ぐ
身
体
感
覚
的
な
紐
帯
で
あ

る
。「
犬
」
は
様
々
な
形
で
人
々
の
関
係
の
紐
帯
と
な
る
。
良
一
の
死
の
直
後
に
提

示
さ
れ
る
六
通
目
の
手
紙
は
、
良
一
が
病
気
に
な
っ
た
直
後
に
「
一
度
手
紙
の
往
復
」

が
あ
っ
た
中
の
満
子
か
ら
の
返
信
で
あ
る
。

　

こ
の
手
紙
で
重
要
な
の
は
、
満
子
と
良
一
の
間
に
は
「
一
線
を
越
え
る
」
事
実
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
一
回
限
り
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
満
子
の
少
な
く
と
も
物
理
的
に
は
夫
の
側
に
居
続
け
る
と
い
う
選
択
で

あ
っ
た
と
同
時
に
、
良
一
の
理
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
満
子
の
前
者
の
選
択
の
本
当
の
意
図
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
自
ら
の
子
を
内

密
に
「
処
分
」
し
た
満
子
に
並
々
な
ら
ぬ
決
意
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
や
り
と
り
を
礼
子
は
知
ら
な
い
。
だ
が
、
良
一
の
死
は
、
新
た
な

形
の
紐
帯
と
し
て
礼
子
と
満
子
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

良
一
の
死
後
、
編
集
社
に
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
謙
二
は
、
不
思
議
な
縁
で
、
満

子
や
そ
の
息
子
と
共
同
生
活
を
お
く
る
よ
う
に
な
る
。
共
同
生
活
を
お
く
る
そ
の
家

は
、
太
田
氏
の
目
と
鼻
の
先
で
あ
る
。
太
田
氏
は
謙
二
の
記
憶
を
ほ
ぼ
有
し
て
い
な

い
。
こ
こ
で
女
中
の
道
野
と
語
ら
れ
る
話
は
、
十
年
前
に
ピ
カ
ソ
は
太
田
氏
の
命
令

に
よ
っ
て
家
か
ら
追
い
出
さ
れ
、
道
野
が
田
舎
で
世
話
を
し
て
い
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
（
後
に
、
道
野
の
田
舎
で
す
ぐ
殺
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
）。

こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
犬
は
様
々
な
形
に
変
化
す
れ
ど
そ
の
役
割
は
「
紐
帯
」
で
あ

る
。
あ
く
ま
で
象
徴
的
に
で
は
あ
る
が
、
太
田
氏
は
、
息
子
達
や
満
子
を
繋
い
で
い

た
紐
帯
を
自
ら
切
断
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
だ
か
ら
こ
そ
、
道
野
は
太
田
氏
と
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暮
ら
し
て
い
る
と
も
言
え
る
）。

３　
「
父
」
と
「
母
」
の
所
在

　

明
夫
と
光
彦
は
対
照
的
な
二
人
で
あ
る
。
中
途
半
端
な
形
で
は
あ
る
も
の
の
父
が

不
在
で
あ
る
現
在
、
あ
る
い
は
父
が
い
た
戦
前
か
ら
、
二
人
の
兄
弟
に
と
っ
て
、
謙

二
は
象
徴
的
な
「
父
」
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
父
」
は
良
一
の

「
代
替
」
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
う
考
え
て
見
れ
ば
、
以
下
の
河
野
の
指
摘
に
あ
る
場

面
は
、
河
野
が
言
う
こ
と
と
は
別
の
意
味
で
、
重
要
視
す
べ
き
だ
。

　

十
二
歳
で
実
母
を
亡
く
し
た
満
子
が
良
一
に
母
親
を
感
じ
る
と
い
う
部
分
に

も
、
真
実
が
渡
っ
て
い
る
。
彼
女
は
そ
ん
な
こ
と
は
感
じ
て
い
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
誰
に
も
母
親
を
感
じ
ず
、
感
じ
た
い
と
も
思
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
彼
女
は
口
か
ら
出
ま
か
せ
に
、
彼
を
か
ら
か
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
彼
女
が
か
ら
か
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
お
信
じ
に
な
っ
て
も
い

い
の
よ
、
と
い
う
よ
う
な
心
の
中
の
呟
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
呟
き
の

背
後
に
は
、
良
一
に
母
親
を
感
じ
る
こ
と
で
す
み
、
彼
に
と
っ
て
も
そ
れ
を
信

じ
る
こ
と
で
す
め
ば
、
互
に
ど
れ
ほ
ど
傷
の
痛
み
が
や
わ
ら
ぐ
だ
ろ
う
と
い
う

彼
女
の
思
い
が
あ
る
。
そ
の
真
実
が
謙
二
の
感
覚
を
通
し
て
、
読
者
に
伝
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。 

（
178
）

　
「
女
流
」
で
あ
る
満
子
は
、
そ
の
過
程
で
良
人
を
家
族
か
ら
切
り
離
し
た
の
だ
。

そ
れ
は
、
満
子
自
身
が
「
父
」
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
れ
は
、
単
純
に
家

族
の
中
の
生
産
主
体
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
専
業
主
婦
か
ら
自
ら
の
や

り
た
い
芸
術
を
通
し
て
「
公
」
へ
の
回
路
を
開
い
た
満
子
は
、
私
的
欲
望
を
そ
の
ま

ま
公
的
実
現
の
手
段
に
し
た
と
い
う
意
味
で
、「
母
」
の
ま
ま
「
父
」
と
な
っ
た
の
だ
。

弟
は
音
楽
、
兄
は
絵
画
と
息
子
達
そ
れ
ぞ
れ
も
芸
術
に
よ
る
自
己
実
現
を
志
し
て
い

る
。
精
神
分
析
的
な
比
喩
で
言
え
ば
、
エ
ス
を
そ
の
ま
ま
超
自
我
に
し
た
て
た
母
の

生
き
方
は
、
息
子
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
エ
ス
と
は
母
の
象
徴
、
超
自
我
と

は
父
の
象
徴
で
あ
る
。

　

先
に
確
認
し
た
様
に
、
少
な
く
と
も
テ
ク
ス
ト
上
で
は
、
満
子
が
文
筆
業
に
む
か

う
き
っ
か
け
の
一
つ
は
、
良
一
で
は
な
く
謙
二
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
満
子
の
言
葉
を

書
き
写
さ
せ
た
の
は
、
兄
・
良
一
で
あ
る
が
、
良
一
に
と
っ
て
満
子
の
言
葉
は
コ
ン

ス
タ
テ
ィ
ブ
な
そ
れ
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ス
タ
テ
ィ
ブ
で
あ
る
が
故
に
、
伝
達
さ
れ
る

「
真
意
」
が
不
可
解
で
文
字
通
り
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
書
き
写

し
「
書
簡
集
」
に
仕
立
て
上
げ
、
そ
こ
に
「
註
釈
」
を
加
え
、
定
期
的
に
読
み
返
し
て

い
る
謙
二
に
と
っ
て
、
満
子
の
言
葉
は
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
文

学
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
謙
二
の
言
葉
も
満
子
を
「
女
流
」
に
す
る
き
っ
か

け
を
与
え
た
と
い
う
い
う
意
味
で
も
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
こ
の

テ
ク
ス
ト
の
大
部
分
は
謙
二
の
言
葉
で
あ
る
。

　

そ
う
考
え
れ
ば
、
満
子
の
息
子
で
あ
る
明
夫
と
光
彦
と
い
う
「
兄
弟
」
は
、
良
一

と
謙
二
と
い
う
「
兄
弟
」
と
相
同
関
係
で
あ
る
。
良
一
の
満
子
を
介
し
た
画
家
へ
の

欲
望
は
死
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
欲
望
は
母
を
欲
す
る
明
夫
に
よ
っ
て

「
反
復
」
さ
れ
て
い
る
。
明
夫
は
常
に
母
を
眼
差
し
て
い
る
。
し
か
し
、
母
の
眼
差

し
は
光
彦
に
注
が
れ
て
お
り
、
明
夫
の
そ
れ
に
は
無
自
覚
だ
。

（
前
略
）
私
に
絵
を
見
せ
る
と
い
う
の
は
名
目
で
、
実
際
は
、
漠
然
と
過
去
の

自
分
の
家
や
、
自
分
の
母
親
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
を
自
分
の
そ
ば
に
お
い

て
お
き
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
が
明
夫
の
部
屋
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に
あ
る
母
親
に
だ
か
れ
た
写
真
の
こ
ろ
を
よ
く
お
ぼ
え
て
い
る
、
と
い
っ
て
、

当
時
、
朝
食
に
彼
が
イ
リ
卵
を
オ
ー
ト
ミ
ー
ル
に
か
け
て
サ
ジ
で
食
べ
て
い
た

こ
と
を
話
す
と
、
彼
は
、
真
剣
な
、
そ
れ
で
い
て
ひ
ど
く
恥
し
そ
う
な
や
さ
し

い
表
情
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
父
に
も
母
に
も
似
て
い
な
い
特
別
な
顔
つ
き
で

あ
っ
た
。 

（
86
）

　

謙
二
が
想
定
す
る
明
夫
が
考
え
る
謙
二
像
に
は
既
視
感
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
満
子

と
良
一
の
間
に
あ
っ
て
、
常
に
「
言
い
訳
」
と
し
て
の
存
在
と
し
て
自
ら
を
想
定
し

て
い
た
謙
二
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
母
を
欲
望
し
て
い
な
が
ら
も
、
家
の

調
整
役
と
し
て
奔
走
し
、
想
い
が
届
か
な
い
明
夫
の
姿
。
そ
れ
も
、
謙
二
そ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。
明
夫
は
明
ら
か
に
満
子
と
光
彦
の
紐
帯
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
、

満
子
と
良
一
の
紐
帯
が
謙
二
で
あ
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
か
と
言
っ
て
、
謙
二

が
紐
帯
の
役
割
か
ら
開
放
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
謙
二
は
相
変
わ
ら
ず
満
子
と
そ
の

息
子
た
ち
の
間
に
存
在
し
続
け
て
い
る
。

　

弟
で
あ
る
光
彦
は
、
父
に
対
す
る
母
親
の
思
い
を
知
ら
な
い
。
知
ら
な
い
か
ら
こ

そ
、
母
と
父
を
元
の
鞘
に
収
め
よ
う
と
す
る
。
兄
で
あ
る
明
夫
は
そ
の
過
程
を
知
っ

て
い
る
だ
け
に
、
母
親
の
感
情
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
双
方
に
気
を
つ
か
う
。

　

そ
れ
か
ら
急
に
思
い
つ
い
た
よ
う
に
、

「
し
か
し
、
僕
は
、
母
を
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
て
る
ん
で
す
が
、
ど
う
で
す
か
」

「
誰
が
で
す
か
」

「
お
母
ち
ゃ
ま
で
す
よ
」

「
勿
論
そ
う
で
す
よ
」
と
私
は
答
え
た
。

　

私
は
良
一
が
歩
く
と
き
片
方
の
肩
を
さ
げ
て
歩
く
こ
と
、
そ
の
肩
が
私
の
肩

に
よ
く
ぶ
つ
か
っ
た
こ
と
を
考
え
て
い
た
。 

（
96
）

　

犬
の
ピ
カ
ソ
に
せ
よ
、
礼
子
に
せ
よ
、
ま
た
こ
の
明
夫
に
せ
よ
、
紐
帯
と
な
る
も

の
た
ち
は
、
足
や
肩
な
ど
対
に
な
る
も
の
の
バ
ラ
ン
ス
を
壊
し
て
い
る
。

４　

書
簡
と
小
説
の
所
在

　

続
く
、
黒
バ
ラ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
七
通
目
の
手
紙
の
提
示
に
繋
が
り
、
物
語
を

再
び
良
一
の
生
前
に
引
き
戻
し
、
満
子
よ
り
も
前
の
失
恋
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
紐
帯
は
恐
ら
く
、
黒
、
闇
、
夜
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ

う
し
た
詩
的
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
な
が
ら
、
物
語
は
進
み
つ
つ
戻
る
と
い
う
時
制

の
動
き
を
繰
り
返
す
。
そ
れ
が
、
不
自
然
に
思
わ
れ
な
い
の
は
、
時
制
を
戻
す
度
に

先
行
す
る
会
話
の
謎
が
明
ら
か
に
な
る
構
成
に
加
え
、
こ
の
物
語
を
語
っ
て
い
る
人

物
（
つ
ま
り
は
謙
二
）
が
主
た
る
根
拠
と
し
て
い
る
の
が
、
自
ら
の
記
憶
で
は
な
く
、

自
ら
書
き
残
し
た
言
葉
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
中
心
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
満
子

の
書
簡
に
あ
る
。
だ
が
、
物
語
は
「
書
簡
集
」
か
ら
の
み
発
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
さ
き
の
失
恋
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
満
子
と
の
出
会
い
へ
と
繋
が
る
の
だ
が
、
そ

の
描
写
は
良
一
に
内
的
焦
点
化
す
る
三
人
称
の
客
観
小
説
の
様
に
見
え
る
。

「
無
駄
な
こ
と
で
す
」
彼
は
、
心
の
中
で
腹
を
立
て
て
い
た
。

「
そ
う
、
そ
ん
な
こ
と
だ
っ
た
ら
、
あ
な
た
恋
な
ん
か
出
来
な
く
て
よ
。
い

い
？
」

「
恋
で
す
か
？
」

　

恋
と
い
わ
れ
た
と
た
ん
に
良
一
は
鼻
で
あ
し
ら
う
よ
う
な
表
情
を
見
せ
た
。

「
僕
は
さ
っ
き
ま
で
、
あ
る
女
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
す
。
恋
な
ん
か
、
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も
う
ど
う
で
も
い
い
ん
で
す
。
僕
な
ん
か
も
う
恋
な
ん
か
で
き
な
く
て
い
い
ん

で
す
」

　

良
一
は
そ
う
い
っ
て
い
る
う
ち
に
、
声
が
つ
ま
っ
て
き
て
目
か
ら
涙
が
出

て
く
る
の
で
、
筆
を
も
っ
た
腕
で
顔
を
ふ
い
た
。
良
一
は
二
十
歳
で
満
子
は

三
十
二
歳
に
な
っ
て
い
た
。 

（
104
）

　

こ
う
し
た
や
り
と
り
の
中
、
読
者
は
良
一
や
謙
二
が
な
ぜ
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
」

に
拘
っ
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
疑
念
の
氷
解
が
カ
タ
ル
シ
ス
と

な
り
、
読
書
行
為
を
先
に
推
し
進
め
て
ゆ
く
一
方
で
、
時
折
散
見
さ
れ
る
「
書
い
て

あ
っ
た
」
と
か
「
傍
線
が
ひ
い
て
あ
っ
た
」
な
ど
と
い
う
表
現
が
、
そ
の
出
典
が
小

説
の
形
式
で
は
な
い
別
の
記
録
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
記
録
は
一
体

何
な
の
か
？

　

実
直
の
と
こ
ろ
の
あ
る
良
一
は
ず
っ
と
日
記
を
つ
け
て
い
た
。
日
記
の
中
に

は
モ
デ
ル
の
娘
の
こ
と
も
自
分
の
姉
の
こ
と
も
書
か
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
記

を
満
子
は
良
一
の
留
守
に
読
ん
で
い
た
の
で
、
良
一
が
打
明
け
る
前
に
知
っ
て

い
た
。 

（
105
）

　

恐
ら
く
、
こ
の
物
語
は
、
書
簡
集
と
兄
が
残
し
た
日
記
と
い
う
異
な
る
位
相
の
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
、
謙
二
に
よ
っ
て
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
書
簡
や
日
記
か
ら
得
ら
れ
る
と
は
思
え
な
い
情
報
も
含
ま
れ
て

い
る
の
で
、
明
ら
か
に
「
小
説
」
に
加
工
さ
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
こ
の
文
章
そ
の

も
の
が
「
小
説
」
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
と
っ
て
は
特
別
な
意
味
を
持

つ
。

　

良
一
は
そ
の
二
週
間
の
あ
と
で
も
度
々
、
満
子
と
あ
い
に
出
か
け
て
行
き
、

枯
れ
た
芝
草
の
問
か
ら
あ
た
ら
し
い
芽
が
の
び
だ
し
た
丘
と
丘
と
の
あ
い
だ
の

凹
み
の
と
こ
ろ
で
、
つ
い
に
「
接
吻
」
を
か
わ
し
た
と
い
っ
た
。
私
が
到
着
し

た
前
の
日
に
は
彼
は
午
後
ま
た
お
な
じ
場
所
で
会
い
、
帰
り
に
は
彼
女
が
持
っ

て
き
て
い
た
包
み
を
受
取
っ
て
帰
っ
て
き
た
。
家
に
帰
っ
て
か
ら
あ
け
て
く
れ

と
い
わ
れ
て
、
良
一
は
い
わ
れ
た
通
り
に
家
へ
も
ど
っ
て
か
ら
見
る
と
、
中
か

ら
黒
い
バ
ラ
の
花
が
出
て
き
た
。
封
筒
が
つ
け
て
あ
る
の
で
あ
け
て
見
る
と
、

「
年
上
の
女
の
恋
」
と
記
し
で
あ
っ
た
。
バ
ラ
の
花
は
筆
差
し
の
中
に
入
れ
て

床
の
間
の
ガ
ラ
ク
タ
の
間
に
お
い
て
あ
る
。
一
か
た
ま
り
の
花
は
、
ま
る
で
ペ

ル
シ
ャ
猫
が
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。 

（
108
）

　

語
り
の
現
在
は
、
良
一
の
死
後
に
満
子
と
そ
の
息
子
た
ち
と
生
活
す
る
謙
二
の

日
々
だ
が
、
そ
こ
か
ら
想
起
さ
れ
る
物
語
は
、
完
全
に
「
小
説
」
に
な
っ
て
い
る
。

満
子
の
息
子
た
ち
が
語
る
「
バ
ラ
」
の
話
な
ど
、
こ
れ
ま
で
書
簡
と
兄
弟
の
会
話
に

よ
っ
て
読
者
に
断
片
的
に
開
示
さ
れ
て
き
た
情
報
の
欠
落
は
、
こ
の
小
説
部
分
に

よ
っ
て
完
全
に
補
完
さ
れ
て
ゆ
く
。

　

バ
ラ
の
話
ま
で
来
て
、
再
び
語
り
の
現
在
に
時
制
は
戻
る
が
、
こ
こ
で
も
文
体
は

既
に
「
小
説
」
と
な
っ
て
い
る
。

「
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
眠
れ
る
ん
で
す
」

　

彼
は
首
を
さ
げ
た
ま
ま
い
っ
た
。

「
薬
は
止
め
る
わ
け
に
行
か
な
い
の
？
」

　

彼
は
黙
っ
て
い
た
。
ま
た
私
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の

は
、
彼
が
ま
た
口
を
も
ぐ
も
ぐ
や
り
だ
し
た
こ
と
で
分
っ
た
。

「
お
母
ち
ゃ
ま
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
僕
の
も
の
に
な
ら
な
い
」
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私
が
そ
の
ま
ま
立
っ
て
い
た
の
は
、
ス
ト
ー
ブ
の
火
は
も
え
て
い
る
が
、
彼

が
寝
息
を
立
て
は
じ
め
た
ら
、
ベ
ッ
ド
の
上
へ
は
こ
ぶ
つ
も
り
だ
っ
た
か
ら

だ
。 

（
113
）

　

こ
の
明
夫
の
叫
び
は
、
薬
に
よ
る
無
意
識
の
叫
び
で
あ
る
が
、
そ
の
実
こ
れ
は
、

謙
二
の
叫
び
で
も
あ
る
。
あ
る
夜
に
酔
っ
た
太
田
氏
は
、
謙
二
に
以
下
の
様
に
言
い

放
つ
。「
そ
れ
な
ら
い
う
が
、
あ
い
つ
は
出
来
損
っ
た
よ
。
も
し
き
み
が
そ
う
思
わ

な
け
り
ゃ
、
気
の
毒
だ
が
、
き
み
も
お
な
じ
口
だ
」。「
あ
い
つ
」
と
は
明
夫
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
台
詞
の
際
に
は
、
太
田
氏
は
記
憶
に
な
か
っ
た
謙
二
を
良
一
の
弟
と

し
て
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
る
。
太
田
氏
か
ら
み
た
明
夫
と
謙
二
は
良
一
の
影
と
し

て
同
じ
位
相
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
。

　

か
つ
て
、
謙
二
は
良
一
を
待
つ
男
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
今
の
明
夫
は
光
彦
を
待

つ
男
で
あ
る
。
満
子
の
か
つ
て
の
愛
情
は
良
一
に
、
そ
し
て
今
は
光
彦
に
注
が
れ
て

い
る
。
事
実
は
別
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
明
夫
自
身
は
そ
う
感
じ
ざ
る
を
得
な

い
。　

私
は
む
か
し
良
一
に
い
だ
い
た
よ
う
な
羨
望
を
光
彦
に
も
抱
き
な
が
ら
家
へ

も
ど
っ
た
。
そ
れ
か
ら
二
時
間
も
し
た
こ
ろ
、
外
で
「
ご
め
ん
下
さ
い
」
と
神

妙
な
声
が
し
て
光
彦
が
入
っ
て
き
た
。
明
夫
は
い
る
か
と
い
う
の
で
、
今
日
は

ア
ル
バ
イ
ト
の
日
で
い
な
い
と
い
う
と
、
あ
る
有
名
店
の
菓
子
折
を
出
し
た
。

そ
し
て
今
日
は
失
礼
し
ま
し
た
、
と
い
っ
た
。
光
彦
は
、

「
み
ん
な
い
い
や
つ
ば
か
り
で
す
」

　

と
い
っ
た
。
そ
し
て
、

「
僕
ら
が
と
っ
つ
か
ま
っ
た
り
し
た
ら
、
ひ
と
つ
甲
田
さ
ん
と
ど
こ
か
へ
行
っ

て
い
た
こ
と
に
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
ね
。
僕
ら
と
く
に
ヤ
バ
イ
こ
と
し
て
る
っ

て
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
が
」

「
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
る
だ
け
で
も
う
る
さ
い
の
か
も
し
れ
な
い
」

　

と
ご
く
気
の
な
い
い
い
か
た
で
、
私
は
い
っ
た
。 

（
122
）

　

そ
の
状
況
は
良
一
も
変
わ
ら
な
い
。
謙
二
は
光
彦
に
ま
で
「
秘
密
」
を
共
有
さ
せ

ら
れ
、
光
彦
と
「
女
の
子
」
の
関
係
を
支
え
る
「
紐
帯
」
と
化
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
光
彦
の
持
っ
て
き
た
菓
子
折
は
、
じ
つ
は
、
良
一
の
一
周
忌
の
際
に
、
満
子
が

寮
に
持
っ
て
き
た
も
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
満
子
が
寮
に
残
し
た
置
き

手
紙
が
開
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
謙
二
へ
の
別
れ
の
手
紙
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
場
面

の
最
後
で
手
紙
を
読
ん
で
憔
悴
し
て
い
る
謙
二
に
、
寮
で
満
子
を
応
対
し
た
友
人
は

満
子
の
表
情
を
「
非
常
に
つ
か
れ
て
い
る
」
と
評
し
て
る
の
だ
が
、
こ
の
「
つ
か
れ

て
い
る
」
と
い
う
表
情
が
、
一
行
ア
キ
の
明
夫
の
「
疲
れ
た
」
声
、
顔
、
様
子
の
描

写
に
重
な
っ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
時
制
を
往
還
し
な
が
ら
も
両
者
を
詩
的

な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
場
面
は
「
小
説
」
と

な
っ
て
い
る
の
だ
。

（
前
略
）
私
は
礼
子
が
い
つ
か
寝
な
が
ら
洩
し
た
言
葉
が
う
か
ん
だ
。

「
あ
な
た
の
声
を
き
く
と
、
良
一
さ
ん
を
思
い
だ
す
わ
。
ほ
か
の
こ
と
は
お
ぼ

え
て
い
る
の
。
声
だ
け
は
一
番
早
く
忘
れ
る
の
ね
。
あ
な
た
は
、
し
か
し
、
自

分
で
は
良
一
さ
ん
の
声
を
思
い
だ
せ
な
い
の
は
、
お
気
の
毒
だ
わ
ね
」

　

そ
の
と
き
、
と
つ
ぜ
ん
隣
り
の
部
屋
か
ら
明
夫
の
声
が
し
た
。

「
甲
田
さ
ん
、
あ
な
た
は
ど
う
思
い
ま
す
か
。
お
母
ち
ゃ
ま
は
心
の
中
で
は
お

父
ち
ゃ
ま
と
い
っ
し
ょ
に
住
み
た
が
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」

「
な
ぜ
で
す
か
」

「
な
ぜ
っ
て
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
甲
田
さ
ん
は
ど
う
思
っ
て
る
ん
で
す
か
。
あ
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「女流」とは誰か、何か

な
た
は
冷
静
に
僕
の
家
を
見
て
い
る
で
し
ょ
う
」

「
僕
は
疲
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
疲
れ
て
い
る
と
い
え
ば
、

あ
な
た
も
疲
れ
て
い
ま
す
」

「
疲
れ
て
い
る
？　

疲
れ
さ
せ
る
の
は
過
去
だ
な
」 

（
130
）

　

場
面
は
、
何
故
か
良
人
と
別
れ
よ
う
と
し
な
い
満
子
を
め
ぐ
る
周
囲
の
苦
悩
で
あ

る
が
、
そ
の
際
に
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
言
葉
は
「
疲
れ
」
で
あ
る
。
心
の
中
の
謙
二

の
声
は
満
子
に
よ
り
か
つ
て
の
良
一
へ
の
「
紐
帯
」
に
さ
れ
、
具
体
的
に
発
せ
ら
れ

る
声
は
、
良
一
に
よ
り
満
子
へ
の
「
紐
帯
」
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
結
び
つ
け
ら

れ
さ
え
す
れ
ば
消
え
ゆ
く
「
紐
帯
」
で
あ
る
。

「
礼
子
は
あ
な
た
の
家
に
い
た
の
で
す
よ
」

　

と
い
お
う
と
し
た
。

　

し
か
し
彼
女
は
も
う
一
つ
寝
返
り
を
打
ち
な
が
ら
「
長
太
郎
さ
ん
、
あ
な
た

は
私
と
お
な
じ
人
間
よ
」

　

と
つ
ぶ
や
い
た
。
そ
こ
で
、

「
僕
は
良
一
で
す
よ
。
満
子
さ
ん
、
僕
は
良
一
で
す
よ
」

　

と
私
は
彼
女
の
頬
に
自
分
の
頬
を
す
り
よ
せ
て
い
っ
た
。
す
る
と
彼
女
の
鼻

孔
が
ひ
ら
き
、
大
き
な
溜
息
が
漏
れ
た
。

「
い
い
え
、
あ
の
人
も
さ
い
ご
に
私
か
ら
逃
げ
だ
し
た
の
よ
」

　

満
子
は
ま
だ
目
を
と
じ
た
ま
ま
で
、
そ
う
い
っ
て
私
を
さ
え
ぎ
っ
た
。

「
し
か
し
、
ど
っ
ち
に
せ
よ
、
あ
な
た
は
私
の
中
に
し
か
い
や
し
な
い
の
で
す
」

「
私
は
ね
む
い
の
よ
。
お
願
い
だ
か
ら
ね
む
ら
せ
て
」

　

と
満
子
が
く
り
か
え
し
た
。
そ
れ
か
ら
ほ
ん
と
う
に
睡
り
こ
ん
だ
。 

（
152
）

　

少
な
く
と
も
、
テ
ク
ス
ト
上
で
は
満
子
と
謙
二
は
肉
体
的
に
結
ば
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
、「
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

最
期
ま
で
、
謙
二
は
物
語
の
語
り
手
で
あ
っ
た
。
謙
二
は
、
物
語
を
書
く
代
わ
り

に
、
物
語
の
満
子
に
消
さ
れ
た
の
だ
。
満
子
が
様
々
な
「
男
」
と
繋
が
る
紐
帯
と
し

て
。

５　

礼
子
の
所
在

　

謙
二
が
寝
て
い
る
満
子
の
耳
元
で
囁
い
た
「
礼
子
」
の
話
も
「
小
説
」
と
し
て
語
ら

れ
る
。
良
一
の
死
後
、
追
悼
文
集
で
太
田
氏
の
こ
と
を
知
り
、
女
中
と
し
て
家
に

入
っ
た
。
か
つ
て
良
一
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
礼
子
も
短
期
間
で
、
こ
の
家
に

必
要
な
素
材
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
は
、
満
子
が
徐
々
に
文
筆
業
に
て
活
躍
し
は
じ

め
た
時
期
で
も
あ
り
、
同
時
に
太
田
氏
と
の
「
間
隙
」
が
明
確
に
な
っ
て
い
っ
た
時

期
で
も
あ
る
。

　

こ
の
場
面
で
印
象
的
な
の
は
、
礼
子
が
太
田
の
家
族
と
あ
る
光
源
の
宿
に
疎
開
し

た
際
に
、
家
族
四
人
が
わ
た
っ
て
い
る
吊
り
橋
の
手
す
り
を
悪
戯
心
か
ら
礼
子
が
ゆ

す
っ
た
と
こ
ろ
だ
。

「
う
ま
く
い
え
な
い
。
私
、
良
一
さ
ん
の
こ
と
を
思
い
奥
さ
ん
の
こ
と
を
思
っ

た
の
よ
。
そ
う
す
る
と
あ
の
人
達
、
子
供
や
太
田
さ
ん
も
あ
あ
し
て
バ
ラ
バ
ラ

に
し
て
お
き
た
く
な
か
っ
た
の
。
私
、
ほ
ん
と
う
は
死
に
た
か
っ
た
の
。
あ
の

人
達
を
見
て
い
る
と
、
死
に
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
っ
し
ょ
に
死
に

た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
私
は
死
に
た
く
で
し
た
ん
じ
ゃ
な
い

の
。
私
の
つ
も
り
で
は
、
つ
な
が
り
を
感
じ
た
の
。
こ
う
し
て
い
っ
し
ょ
に
生
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き
て
い
る
こ
と
が
た
い
へ
ん
に
う
れ
し
か
っ
た
の
。
だ
か
ら
、
う
れ
し
さ
の
あ

ま
り
、
あ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
。
そ
う
し
た
ら
、
謙
二
さ
ん
、
と
た
ん
に
、
あ

ん
な
こ
と
に
な
っ
て
、
ま
る
で
殺
し
か
ね
な
い
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
ん
で

し
ょ
」

　

私
は
こ
の
話
を
き
い
た
時
、
自
分
が
し
た
よ
う
に
、
礼
子
の
気
持
が
理
解
で

き
る
よ
う
な
気
が
し
た
。 

（
155
）

　

礼
子
も
謙
二
も
、
そ
し
て
良
一
も
、
満
子
の
影
で
あ
る
。
三
人
は
満
子
に
魅
了
さ

れ
、
あ
る
意
味
満
子
に
尽
く
し
た
。
だ
が
、
誰
も
満
子
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
。
い
や
、
手
に
入
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
満
子
が
家
族
と
居
る
こ
と
は
自
ら

が
家
族
を
支
え
る
側
に
甘
ん
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
三
人
は
み
な
そ
の
役
割
を

甘
受
し
た
。

　

礼
子
が
満
子
と
暮
ら
し
て
い
る
時
期
は
、
戦
争
に
よ
り
謙
二
が
不
在
の
時
で
あ

る
。
礼
子
は
、
謙
二
の
役
割
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
情
報
を
謙

二
が
「
小
説
」
と
し
て
語
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
礼
子
の
晩
年
を
と
も
に
過
ご
し

た
の
が
他
で
も
な
い
謙
二
だ
っ
た
か
ら
だ
。

「
私
に
は
分
ら
な
い
わ
。
で
も
何
だ
か
も
う
い
つ
死
ん
で
も
い
い
と
思
う
の
よ
。

こ
れ
か
ら
五
年
生
き
ら
れ
る
か
、
十
年
生
き
ら
れ
る
か
分
ら
な
い
け
ど
、
私
の

中
に
も
う
ち
ゃ
ん
と
良
一
さ
ん
が
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
よ
。
私
、
こ
れ
で
一

人
前
の
女
に
な
っ
た
気
が
す
る
わ
。
一
人
前
の
人
間
と
い
っ
た
ら
い
い
の
か
も

し
れ
な
い
わ
。
で
も
、
私
、
あ
の
橋
の
上
の
こ
と
を
思
う
と
…
…
。
た
っ
た
一

つ
で
も
い
い
こ
と
を
し
た
と
思
っ
た
の
に
。
と
て
も
い
い
こ
と
と
い
う
の
は
、

と
て
も
悪
い
こ
と
と
つ
な
が
る
ん
で
す
も
の
ね
。
で
も
私
、
ほ
ん
と
の
こ
と
を

い
う
と
、
あ
な
た
が
戦
地
に
い
た
あ
い
だ
、
良
一
さ
ん
が
い
る
つ
も
り
だ
っ
た

の
よ
」 

（
159
）

　

礼
子
は
良
一
が
自
分
の
中
に
居
る
と
い
う
。
戦
地
に
い
て
日
本
に
「
不
在
」
で

あ
っ
た
謙
二
の
代
わ
り
に
、
礼
子
が
充
填
し
た
「
不
在
」
は
、
結
局
は
良
一
の
「
不

在
」
で
あ
る
。
満
子
は
良
一
の
死
後
も
良
一
を
求
め
続
け
た
。
だ
が
、
良
一
が
死
去

す
る
よ
り
前
に
、
既
に
満
子
に
と
っ
て
良
一
は
「
不
在
」
だ
っ
た
の
だ
。
良
一
は
「
不

在
」
と
し
て
存
在
し
続
け
る
。
三
人
は
、
そ
の
「
不
在
」
を
背
負
い
合
う
存
在
だ
。

６　

女
流
の
所
在

　

私
は
以
上
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
た
。
思
う
ま
ま
に
私
の
中
に
と
び
こ
ん
で

く
る
時
間
に
の
せ
て
つ
づ
っ
た
も
の
が
、
果
し
て
小
説
か
ど
う
か
分
ら
ぬ
。
私

は
満
子
の
と
こ
ろ
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
か
ら
、
自
分
で
彼
女
の
代
り
に
書
く
こ
と

を
思
い
た
っ
た
の
だ
。
私
が
文
章
の
中
の
満
子
と
は
親
し
ん
で
い
た
。
そ
れ
か

ら
声
や
身
体
を
も
っ
た
実
在
の
満
子
の
こ
と
を
久
し
ぶ
り
に
考
え
て
い
る
と

き
、
彼
女
が
あ
る
作
品
で
賞
を
得
て
世
の
中
へ
出
た
こ
と
を
知
っ
た
。
彼
女
が

人
妻
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
ど
け
な
く
、
一
日
中
ベ
ッ
ド
で
空
想
に
ふ
け
っ
て
い

る
か
と
思
う
と
、
気
が
む
く
と
ピ
ア
ノ
の
鍵
を
叩
い
た
り
す
る
と
い
わ
れ
た
。

彼
女
は
中
堅
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
だ
。 

（
160
）

　

一
行
ア
キ
で
述
べ
ら
れ
る
こ
の
段
落
は
、
今
ま
で
の
部
分
と
は
大
き
く
こ
と
な

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
以
上
の
よ
う
な
文
章
」
の
内
実
が
不
明
だ
か
ら
だ
。
い
や
、

不
明
な
の
は
内
実
で
は
な
い
。
こ
の
文
章
は
、
ど
こ
か
ら
が
、
そ
の
「
文
章
」
に
相

当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
開
始
部
分
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
全
て
の
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「女流」とは誰か、何か

部
分
が
そ
の「
文
章
」に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。「
遠
ざ
か
っ
て
か
ら
」と
い
う
始
点
も
、

書
く
こ
と
を
思
い
つ
い
た
始
点
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
過
去
に
遡
っ
て
書
き
始
め
る

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
ど
こ
か
ら
か
が
そ
の
「
文
章
」
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
こ
の
後
の
後
日
談
あ
る
い
は
「
文
章
」
の
前
の
部
分
を
も
含
め
た
形
が
、
小

説
「
女
流
」
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
わ
け
だ
か
ら
、
小
説
内
小
説
の
確
定
は
さ
ほ
ど

意
味
が
な
い
と
も
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
こ
の
「
文
章
」
の
タ
イ
ト
ル
が
「
女

流
」
で
あ
る
こ
と
が
謙
二
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
、
問
題
は
結
局
宙
づ
り
に

な
っ
た
ま
ま
だ
。

　

テ
ク
ス
ト
は
、
こ
の
「
文
章
」
そ
の
も
の
を
相
対
化
す
る
よ
う
に
、
私
（
謙
二
）
が

書
い
た
満
子
へ
の
批
評
を
提
示
す
る
。
そ
こ
で
は
、
Ａ
と
言
う
人
物
（
こ
の
人
物
は

謙
二
の
創
作
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
が
、
昔
か
ら
の
知
り
合
い
で
あ
る
の
に

も
関
わ
ら
ず
、
菅
野
満
子
に
全
く
記
憶
に
な
い
よ
う
な
そ
ぶ
り
を
さ
れ
た
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
や
、
満
子
の
愛
情
を
求
め
得
な
い
原
因
に
十
二
歳
で
死
別
し
た
母
の
影
が

あ
る
こ
と
を
「
告
白
」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
批
評
を
満
子
が
読
ん
だ

の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
満
子
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
小
説
「
花
の
真
実
」
に
は
、
他
の
人

物
は
描
か
れ
て
い
る
の
に
「
良
一
」
の
こ
と
は
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
後
日
謙

二
と
会
っ
た
満
子
の
言
葉
は
、
途
中
か
ら
礼
子
の
言
葉
と
重
な
っ
て
ゆ
く
。

「（
道
野
と
と
も
に
煙
草
の
在
処
を
忘
れ
て
し
ま
う
話
に
続
け
て
）
そ
れ
で
私
、

あ
っ
ち
こ
っ
ち
、
や
た
ら
に
探
す
ん
だ
け
ど
、
は
じ
め
か
ら
無
い
と
き
だ
っ

て
あ
る
ん
だ
か
ら
、
お
か
し
な
話
で
し
ょ
。
い
い
の
よ
、
い
い
の
よ
、
私
は

そ
の
楽
し
み
の
こ
と
を
い
っ
て
る
ん
だ
か
ら
。
あ
と
で
道
野
に
買
わ
せ
ま
す

よ
。
…
…
私
、
今
思
っ
て
も
ぞ
っ
と
す
る
。
私
、
ど
う
し
て
あ
ん
な
悪
戯
心
を

お
こ
し
た
の
か
し
ら
。
吊
橋
を
ゆ
す
る
な
ん
て
。
私
、
何
を
考
え
て
い
た
の
か

し
ら
、
…
…
う
ま
く
い
え
な
い
。
私
、
良
一
さ
ん
の
こ
と
を
思
い
、
奥
さ
ん
の

こ
と
を
思
っ
た
の
よ
。
そ
う
す
る
と
あ
の
人
達
、
子
供
や
太
田
さ
ん
も
あ
あ
し

て
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
お
き
た
く
な
か
っ
た
の
。
私
は
ほ
ん
と
う
は
死
に
た
か
っ

た
の
…
…
」

　

私
は
目
の
前
で
、
満
子
に
代
っ
て
礼
子
が
し
ゃ
べ
り
は
じ
め
る
の
を
、
き
い

て
い
た
。 

（
166
）

　

晩
年
に
先
に
倒
れ
た
の
は
太
田
氏
の
方
で
あ
っ
た
が
、
病
院
で
采
配
を
ふ
る
っ
た

の
は
満
子
で
あ
っ
た
。
何
故
か
。
光
彦
は
海
外
、
明
夫
は
病
院
、
そ
し
て
道
野
は
満

子
で
は
な
い
か
ら
だ
。
満
子
に
な
れ
る
の
は
恐
ら
く
礼
子
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
。
太

田
の
姿
を
馬
鹿
に
し
つ
つ
も
介
護
し
て
い
た
満
子
は
脳
溢
血
で
急
死
し
て
し
ま
う
。

結
局
、
満
子
は
、
自
ら
が
謙
二
の
前
で
太
田
氏
を
一
方
的
に
相
対
化
し
よ
う
と
し
た

こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
太
田
氏
に
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

自
筆
の
手
紙
を
書
き
謙
二
を
呼
び
出
し
、
互
い
を
一
方
的
に
相
対
化
し
よ
う
と
す

る
。
正
反
対
の
こ
と
を
し
な
が
ら
、
二
人
は
同
じ
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

二
人
と
も
互
い
に
相
手
を
最
期
ま
で
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

甲
田
君
、
別
れ
て
し
ま
わ
な
か
っ
た
の
は
、
私
と
こ
れ
が
馴
れ
合
い
だ
っ
た

と
思
う
か
い
。
そ
れ
と
も
私
が
卑
怯
な
人
間
だ
と
思
う
か
い
。
そ
う
い
う
の
は

み
ん
な
表
向
き
の
見
方
じ
ゃ
な
い
か
ね
。
私
は
こ
れ
を
一
番
よ
く
知
っ
て
い
た

の
で
ね
。
あ
い
つ
だ
っ
て
、
私
の
こ
と
が
分
っ
て
い
た
の
だ
。

　

そ
こ
で
私
は
子
供
た
ち
に
も
、
明
夫
と
も
縁
が
あ
る
甲
田
君
も
き
て
い
る
か

ら
、
こ
の
さ
い
言
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
が
、
菅
野
満
子
と
い
う
人
は
も
う
い

な
い
か
ら
ね
。
私
た
ち
は
別
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
の
だ
か
ら
、
当
然
太
田

満
子
だ
。
今
日
か
ら
は
太
田
満
子
と
い
う
女
し
か
い
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
れ
の
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小
説
の
こ
と
で
本
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
き
た
ら
、
私
は
お

断
わ
り
す
る
し
、
私
が
死
ん
だ
あ
と
は
、
子
供
ら
に
も
そ
う
し
て
貰
い
ま
す
。

 

（
170
）

　

満
子
は
死
に
、
太
田
氏
に
よ
っ
て
、
女
流
作
家
・
菅
野
満
子
は
太
田
満
子
に
消
さ

れ
て
し
ま
う
。
女
流
は
、
そ
の
書
簡
（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
に
よ
っ
て
良
一
、
礼
子
、

明
夫
た
ち
を
魅
了
し
消
去
し
、
謙
二
は
自
身
の
小
説
（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
「
女
流
」
と
い
う
小
説
に
書
き
残
し
た
。「
女
流
」
と
い
う
小
説
と
は
何

の
こ
と
か
。「
女
流
」
と
は
誰
の
こ
と
か
。「
女
流
」
と
は
誰
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
な

の
か
？

　

だ
が
、
少
な
く
と
も
小
島
が
「
女
流
」
を
書
い
て
い
る
際
に
は
、
こ
の
小
説
が
潜

在
的
に
も
つ
「
自
己
増
殖
性
」
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
後
に
「
寓

話
」
で
「
増
殖
」
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
「
墓
碑
銘
」
と
同
じ
性
質
を
も
つ
小
説
で

あ
っ
た
。
今
後
増
殖
す
る
「
人
間
」
と
「
物
語
」
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
「
事

実
」
の
な
い
「
真
実
」。
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
の
「
起
源
」
と
し
て
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
。
そ
れ
が
「
女
流
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
。
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