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「
女
の
一
生
」
の
分
か
れ
道

─
森
本
薫
作
・
久
保
田
万
太
郎
演
出
の
〈
戦
後
〉

小
平
麻
衣
子

１
．初
期
上
演
と
改
訂
経
緯

文
学
座
の
﹁
女
の
一
生
﹂
は
杉
村
春
子
の
主
演
だ
け
で
も
九
四
七
回
の
上
演
を
誇
り
︑
森
本
薫
の
代
表
作
と
な
っ
た
︒
だ
が
戦
中
に
日
本
文
学

報
国
会
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
執
筆
︑
上
演
さ
れ
た
た
め
︑
戦
後
の
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
書
き
か
え
や
演
出
家
に
よ
る
補
訂
が
な
さ
れ
︑
テ
ク
ス

ト
は
定
ま
ら
ず
︑
評
価
も
そ
れ
に
つ
れ
て
揺
れ
て
き
た
︒
何
が
﹁
女
の
一
生
﹂
を
そ
こ
ま
で
大
き
な
存
在
に
押
し
上
げ
た
の
か
︑
地
道
な
資
料
発

掘
や
整
備
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
レ
ベ
ル
で
の
検
討
は
進
ん
で
き
た
と
は
言
え
︑
そ
れ
は
か
え
っ
て
森
本
薫
の
資
質
に
話
題
を
集
中
さ
せ
て
き
た
と

言
え
る
︒
本
稿
は
先
行
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
︑
初
演
台
本
と
文
明
社
版
に
絞
っ
て
細
部
に
注
目
す
る
が
︑
時
期
と
事
象
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ

り
︑
逆
に
演
劇
な
ら
で
は
の
共
同
性
を
分
析
す
る
た
め
の
糸
口
を
探
り
た
い
︒

大
塚
高
信
﹁
台
詞
は
変
る
─
森
本
薫
作
﹁
女
の
一
生
﹂
の
本
文
﹂︵﹃
悲
劇
喜
劇
﹄
一
九
七
六
年
四
月
︶
が
先
鞭
を
つ
け
て
か
ら
何
回
と
な
く

言
及
さ
れ
︑
と
り
わ
け
井
上
理
恵
﹁
森
本
薫
﹁
女
の
一
生
﹂
論
﹂︵﹃
演
劇
研
究
﹄
一
九
九
二
年
三
月
︶
で
詳
細
な
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
ま

ず
経
緯
と
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
最
低
限
の
確
認
を
行
う
︒
文
学
座
に
よ
る
初
演
は
一
九
四
五
年
四
月
一
一
日
か
ら
一
六
日
︑
東
横
劇
場
に
お
い
て
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で
あ
る
︒
こ
の
台
本
は
謄
写
版
刷
り
で
︑
杉
村
春
子
旧
蔵
本
が
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
︵
以
下
︑
初
演
台

本
と
呼
ぶ
︶︑﹃
シ
ア
タ
ー
ア
ー
ツ
﹄
一
九
九
六
年
九
月
号
で
復
刻
さ
れ
た
︒
敗
戦
を
迎
え
︑
森
本
が
書
き
直
し
︑
一
九
四
六
年
一
〇
月
に
文
明
社

か
ら
出
版
さ
れ
る
が
︵
以
下
︑
文
明
社
版
と
呼
ぶ
︶︑
彼
は
結
核
の
悪
化
に
よ
り
同
月
六
日
に
亡
く
な
っ
た
︒
文
学
座
で
は
戦
後
再
出
発
期
の
企

画
の
一
つ
と
し
て
﹁
女
の
一
生
﹂
を
選
び
︑
一
九
四
六
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
の
京
都
・
名
古
屋
・
大
阪
︑
一
九
四
七
年
の
六
月
か
ら
七
月
の
福

岡
・
長
崎
を
経
て１
︑
八
月
二
日
か
ら
一
五
日
の
三
越
劇
場
で
の
森
本
追
悼
公
演
で
上
演
す
る
︒
た
だ
こ
の
上
演
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
森
本
の

文
明
社
版
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
戌
井
市
郎
が
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
︒

森
本
の
初
演
台
本
と
文
明
社
版
で
最
も
異
な
る
の
は
ど
こ
か
︒
先
だ
っ
て
︑
改
訂
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
︑
主
役
け
い
の
︿
女
の
一
生
﹀

に
あ
た
る
部
分
は
︑
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
母
を
亡
く
し
父
を
戦
争
で
失
い
︑
お
ば
の
家
で
つ
ら
く
あ
た
ら
れ
て
い
た
布
引
け
い
が
︑
明
治
三

八
年
︑
堤
家
に
迷
い
込
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
住
み
込
み
で
働
か
せ
て
も
ら
う
よ
う
に
な
る
︵
一
幕
︶︒
堤
家
は
中
国
貿
易
を
家
業
と
し
︑
け
い
は
次

男
・
栄
二
と
親
し
い
が
︑
母
・
し
ず
は
学
究
肌
の
長
男
・
伸
太
郎
に
家
を
継
が
せ
る
た
め
︑
商
売
に
向
い
て
い
る
と
見
込
ん
だ
け
い
と
娶
せ
る

︵
二
幕
︶︒
二
人
に
は
娘
も
で
き
︑
け
い
の
才
覚
に
よ
り
家
業
も
順
調
だ
が
︑
伸
太
郎
は
︑
け
い
が
不
人
情
と
も
見
え
る
ま
で
に
商
売
を
優
先
す
る

こ
と
に
対
し
︑
持
ち
続
け
て
い
た
不
満
を
ぶ
ち
ま
け
︑
家
を
出
る
︵
三
幕
︶︒
け
い
の
結
婚
前
後
か
ら
中
国
に
渡
っ
て
い
た
栄
二
が
久
し
ぶ
り
に

帰
国
す
る
が
︑
け
い
は
彼
が
共
産
主
義
の
活
動
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
︑
警
察
に
渡
す
︒
け
い
の
娘
の
知
栄
は
家
族
に
冷
淡
な
母
親
に

失
望
し
︑
家
を
出
る
︵
四
幕
︶︒
堤
家
で
は
保
護
者
の
い
な
く
な
っ
た
栄
二
の
娘
た
ち
を
中
国
か
ら
迎
え
る
準
備
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
︑
別
居

し
て
い
た
伸
太
郎
が
知
栄
に
つ
い
て
の
相
談
で
け
い
を
訪
れ
る
︒
二
人
の
関
係
修
復
の
糸
口
が
見
え
か
け
た
と
こ
ろ
で
︑
伸
太
郎
は
発
作
を
起
こ

し
︑
亡
く
な
る
︵
五
幕
の
一
︶︒

諸
版
で
も
っ
と
も
大
き
く
異
な
る
の
は
︑
右
の
︿
女
の
一
生
﹀
を
挟
ん
で
額
縁
の
よ
う
に
置
か
れ
る
序
と
終
景
で
あ
る
︒
初
演
台
本
で
は
︑
一

幕
の
一
は
昭
和
一
七
年
正
月
︑
戦
争
中
で
は
あ
る
が
正
月
気
分
を
味
わ
う
け
い
と
︑
中
国
育
ち
の
姪
︵
栄
二
の
娘
︶
た
ち
の
会
話
で
あ
り
︑
姪
た

ち
が
け
い
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
知
り
た
が
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
︑
次
の
場
か
ら
そ
れ
が
再
現
さ
れ
る
︒
終
景
五
幕
の
二
は
︑
一
幕
の
一
と

同
じ
時
間
と
場
で
︑
け
い
が
人
生
を
振
り
返
り
つ
つ
︑
姪
た
ち
が
中
国
で
お
母
さ
ん
に
な
る
ま
で
見
届
け
る
と
い
う
︒
文
明
社
版
で
は
︑
初
景
一
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幕
の
一
は
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
︑
焼
け
果
て
た
堤
家
跡
に
寝
起
き
す
る
け
い
の
と
こ
ろ
へ
︑
終
戦
で
釈
放
さ
れ
た
栄
二
が
訪
れ
て
互
い
を
認
め
︑

そ
こ
か
ら
回
想
と
し
て
︿
女
の
一
生
﹀
が
始
ま
る
︒
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
一
幕
の
二
︑
明
治
三
八
年
旅
順
陥
落
の
提
灯
行
列
を
喜
び
合
う
台
詞
も

大
幅
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
終
景
五
幕
の
二
で
は
伸
太
郎
の
死
後
︑
再
び
冒
頭
の
昭
和
二
〇
年
に
戻
り
︑
自
分
の
一
生
は
人
の
言
い
な
り

だ
っ
た
と
慨
嘆
す
る
け
い
に
︑
栄
二
が
こ
れ
か
ら
の
女
性
は
違
う
と
希
望
を
示
唆
し
て
終
わ
る
︒

言
う
ま
で
も
な
く
︑
日
本
文
学
報
国
会
や
検
閲
を
意
識
し
た
初
演
台
本
で
は
︑
日
本
の
中
国
進
出
に
同
調
す
る
場
面
だ
っ
た
も
の
が
︑
戦
後
に

は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
検
閲
を
考
慮
し
て
書
き
か
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
初
演
台
本
で
は
︑
共
産
主
義
者
の
栄
二
は
︑
保
釈
後
気
持
ち
を
入
れ
替
え
︑
中

国
で
日
本
側
の
工
作
に
走
り
回
っ
て
い
る
こ
と
が
結
末
の
け
い
の
台
詞
で
語
ら
れ
る
が
︑
文
明
社
版
で
は
︑
敗
戦
に
よ
っ
て
収
監
が
解
け
て
焼
け

跡
に
現
れ
る
の
で
あ
り
︑
初
演
台
本
に
あ
っ
た
中
国
情
勢
を
め
ぐ
る
多
く
の
台
詞
も
削
ら
れ
て
い
る
︒
関
連
し
て
五
幕
の
一
で
︑
け
い
と
伸
太
郎

の
関
係
修
復
の
き
っ
か
け
と
な
る
娘
の
知
栄
の
問
題
が
︑
初
演
台
本
で
は
昭
和
三
年
の
軍
人
と
の
結
婚
話
︑
文
明
社
版
で
は
昭
和
一
七
年
︑
既
に

結
婚
し
て
い
る
知
栄
の
夫
の
出
征
と
な
っ
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
一
九
四
六
年
・
四
七
年
の
上
演
も
︑
井
上
理
恵
の
指
摘
や
文
学
座
の
記
録２
に
よ
れ
ば
︑
す
で
に
出
て
い
る
は
ず
の
文
明
社
版
に
基
づ

い
て
い
な
い
︒
一
九
四
六
年
の
関
西
公
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
﹁
文
学
座
関
西
公
演
上
演
脚
本
﹂﹁
十
二
月
初
旬
文
明
社
刊
行
予
定
﹂
と
あ
り
︑
文

明
社
版
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
の
︑
実
際
に
は
舞
台
装
置
の
関
係
か
ら
︑
序
・
終
景
を
焼
け
跡
で
は
な
く
堤
家
の
庭
に
面
し
た
座
敷
︑
時
は

昭
和
二
一
年
一
一
月
の
新
憲
法
発
布
の
頃
と
し
て
あ
り
︑
一
幕
の
二
︑
初
演
で
は
明
治
三
八
年
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
︑
明
治
三
四
年
四
月
昭
和
天

皇
誕
生
の
祝
い
と
し
て
い
る
︒
戌
井
に
よ
る
改
変
は
そ
の
後
も
度
重
な
り
︑
序
終
景
を
初
演
に
近
く
し
な
が
ら
︑
時
は
昭
和
二
七
年
に
置
き
換
え
︑

さ
ら
に
時
代
に
従
っ
て
現
代
に
置
き
換
え
た
こ
と
︑
一
九
六
〇
年
の
訪
中
公
演
に
あ
た
っ
て
の
日
中
関
係
や
共
産
主
義
に
か
か
わ
る
手
直
し
︑
さ

ら
に
舞
台
効
果
を
ね
ら
っ
て
序
を
な
く
し
終
景
に
ま
と
め
る
︑
な
ど
重
な
り３
︑
そ
の
都
度
議
論
の
的
に
な
っ
た
が
︑
今
回
は
範
囲
と
し
な
い
︒

一
九
四
六
年
・
四
七
年
の
上
演
も
森
本
の
文
明
社
版
通
り
で
な
い
理
由
は
︑
杉
村
春
子
の
談
話
に
は
﹁
そ
れ
は
薫
さ
ん
が
知
っ
て
た
の
か
知
ら

な
い
の
か
︑
本
屋
さ
ん
の
ほ
う
で
か
っ
て
に
削
っ
た
の
か
︑
と
に
か
く
︑
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
引
き
ち
ぎ
っ
た
み
た
い
に
取
れ
て
る
の
︒
ポ
ン
︑
ポ

ン
と
ね
︒
本
を
ち
ぎ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
続
き
が
つ
こ
う
と
つ
く
ま
い
と
︑
と
に
か
く
全
部
︑
び
り
っ
︑
び
り
っ
と
︑
取
っ
て
あ
る
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わ
け
な
ん
で
す
よ
︑
戦
争
が
終
わ
っ
て
ぐ
あ
い
の
悪
い
と
こ
ろ
は
ね
︒
そ
れ
じ
ゃ
上
演
台
本
に
な
ら
な
い
わ
け
で
す
よ
︑
辻
褄
が
合
わ
な
く
て
︒﹂

︵
杉
村
春
子
・
小
山
祐
士
﹃
女
優
の
一
生
﹄
白
水
社
︑
一
九
七
〇
年
︶
と
あ
る
︒
文
明
社
版
は
国
会
図
書
館
所
蔵
の
も
の
で
も
筆
者
が
所
蔵
し
て

い
る
も
の
で
も
︑
大
き
な
乱
丁
が
あ
り
︑
紙
の
削
除
か
内
容
の
削
除
か
わ
か
り
に
く
い
杉
村
の
表
現
に
影
響
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
一
方

で
戌
井
は
﹁
森
本
薫
に
と
っ
て
不
本
意
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
は
検
閲
を
憚
っ
て
削
除
し
た
部
分
の
こ
と
で
あ
る
﹂︑﹁
だ
か
ら
米
軍
に
よ

る
検
閲
制
が
解
か
れ
て
以
後
の
上
演
に
は
カ
ッ
ト
の
部
分
を
生
か
し
た
﹂︵
戌
井
市
郎
﹁﹁
女
の
一
生
﹂
補
訂
稿
に
つ
い
て
﹂﹃
大
阪
労
演
﹄
一
九

六
九
年
四
月
︶
と
述
べ
て
お
り
︑
戦
後
す
ぐ
の
上
演
と
︑
検
閲
が
解
か
れ
て
以
後
に
段
階
的
な
改
訂
が
あ
る
の
か
︑
不
明
な
部
分
も
残
る
︒

２
．久
保
田
万
太
郎
の
演
出

今
回
は
初
演
台
本
と
文
明
社
版
の
比
較
を
中
心
と
す
る
が
︑
周
知
の
上
演
の
経
緯
を
振
り
返
っ
た
の
は
︑
初
演
台
本
の
手
書
き
に
よ
る
書
き
入

れ
と
︑
台
詞
に
引
か
れ
た
抹
消
線
を
話
題
に
す
る
た
め
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
一
九
四
六
︑
四
七
年
上
演
が
杉
浦
に
よ
っ
て
﹁
一
冊
し
か
な
か
っ

た
わ
た
し
の
本
が
そ
の
と
き
に
ど
こ
に
あ
る
の
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
も
ん
で
﹂﹁
み
ん
な
の
記
憶
﹂
に
よ
っ
て
つ
く
っ
た４
と
言
わ
れ
る
か
ら
に

は
︑
初
演
時
か
︑
四
六
︑
四
七
年
よ
り
後
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
作
成
す
る
時
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
具
体
的
に
は
ど
う
か
︒
例
え
ば
︑
二

幕
目
で
け
い
と
栄
二
が
軽
口
を
た
た
き
合
う
場
面
に
は
︑
の
ち
に
名
場
面
と
し
て
写
真
に
も
よ
く
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︑
次
の
よ
う
な
書
き
入

れ
が
あ
る
︵
句
点
か
読
点
か
判
別
し
に
く
い
も
の
は
﹁
.﹂
で
示
す
︶︒

あ
ら
タ
ス
キ
︑
ど
う
し
た
の
か
し
ら
.

栄
二　

・・

け
い
.
す
み
ま
せ
ん
.

ま
た
︑
ど
う
い
う
人
が
栄
二
の
妻
に
な
る
の
か
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
で
︑
栄
二
が
︑
初
対
面
時
に
け
い
が
手
を
握
っ
て
も
い
い
と
言
っ
た
こ
と
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を
引
き
合
い
に
出
し
︑
け
い
が
︑
あ
れ
は
追
い
出
さ
れ
た
く
な
い
ば
か
り
の
出
ま
か
せ
だ
と
述
べ
る
が
︑
そ
の
あ
と
に
は
︑
次
の
よ
う
な
抹
消
線

が
あ
る
︵﹇　

﹈
内
は
書
き
入
れ
︶︒

栄
二　

へ
え
︒
口
か
ら
出
ま
か
せ
だ
つ
た
の
か
︒
そ
ん
な
策
略
だ
な
ん
て
知
ら
な
い
も
ん
だ
か
ら
﹇
僕
は
ま
た
﹈
少
し
は
僕
が
好
き
な
の
か
と

思
つ
て
た
︒

念
の
た
め
に
述
べ
る
と
︑
文
明
社
版
で
は
襷
の
下
り
は
な
く
︑﹁
そ
ん
な
︙
だ
か
ら
﹂
の
方
は
抹
消
さ
れ
ず
に
あ
る
︒
森
本
薫
原
作
・
戌
井
市

郎
脚
色
﹁
文
学
座
上
演
戯
曲　

女
の
一
生
﹂︵﹃
新
劇
﹄
一
九
六
一
年
三
月
︶
で
は
︑
前
者
は
な
し
︑
後
者
は
抹
消
線
部
を
削
除
し
た
形
に
書
き
直

さ
れ
て
い
る５
︒
後
者
を
み
れ
ば
︑
書
き
込
み
は
一
九
四
六
︑
四
七
年
上
演
か
ら
一
九
六
一
年
ま
で
の
ど
こ
か
で
な
さ
れ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
前
者
に
つ
い
て
︑
三
越
劇
場
で
の
上
演
を
扱
っ
た
松
村
秋
男
﹁
舞
台
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
﹁
女
の
一
生
﹂﹂︵﹃
演
劇
界
﹄
一
九
四
七

年
九
月
︶
が
﹁
栄
二
が
そ
ば
の
タ
ス
キ
を
何
気
な
く
け
い
に
投
つ
て
く
れ
る
︒
し
ば
し
引
つ
ぱ
り
合
ひ
に
な
っ
て
﹂
と
あ
り
︑
戌
井
の
﹁﹁
女
の

一
生
﹂
日
記　

下
﹂︵﹃
日
本
演
劇
﹄
一
九
四
九
年
四
月
︶
で
も
︑
一
九
四
七
年
六
月
の
地
方
公
演
の
日
記
記
事
に
付
記
す
る
形
で
﹁
次
男
栄
二
と

の
や
り
と
り

0

0

0

0

で
赤
い
た
す
き

0

0

0

を
引
つ
ぱ
り
合
つ
て
親
し
い
感
情
の
流
れ
を
あ
ら
わ
す
一
場
面
が
あ
る
︑
こ
の
あ
た
り
久
保
田
万
太
郎
演
出
の
情
緒

に
感
心
し
な
が
ら
﹂
と
あ
る
の
で
︑
こ
の
時
期
に
は
で
き
て
い
た
演
出
で
あ
る６
︒
す
る
と
初
演
台
本
で
す
で
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も

消
え
る
わ
け
で
は
な
く
︑
ま
た
そ
の
後
の
台
本
へ
の
反
映
に
は
出
入
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
れ
ら
に
注
目
す
る
の
は
︑
各
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
比
較
が
よ
り
詳
細
な
単
位
で
行
わ
れ
る
段
階
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
︒

け
い
が
本
当
は
栄
二
を
思
っ
て
い
た
が
そ
の
気
持
ち
を
押
し
殺
し
て
伸
太
郎
と
結
婚
し
た
の
だ
と
い
う
解
釈
が
︑
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
徐
々
に

強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
労
働
の
た
め
の
襷
を
間
接
的
な
身
体
の
接
触
に
変
換
す
る
前
者
は
も
と
よ
り
︑
後
者
の
改
変

で
は
︑
策
略
を
も
操
る
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
が
消
去
さ
れ
︑
け
い
が
出
ま
か
せ
だ
っ
た
と
言
う
の
は
︑
む
し
ろ
栄
二
を
思
う
が
ゆ
え
の
照
れ
隠
し
で

あ
る
よ
う
に
み
な
せ
る
だ
ろ
う
︒
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そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
改
変
は
︑
森
本
か
ら
離
れ
て
演
出
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
︑
森
本
の
介
入
も
あ
っ
て
相
乗
的

に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
︑
と
い
う
の
が
本
稿
の
見
立
て
で
あ
る
が
︑
そ
の
前
に
︑
さ
き
ほ
ど
か
ら
名
前
が
出
て
い
る
︑

演
出
の
久
保
田
万
太
郎
を
見
て
お
き
た
い
︒
戌
井
市
郎
は
初
演
に
つ
い
て
︑﹁
た
だ
終
始
森
本
が
稽
古
に
立
会
つ
て
久
保
田
先
生
の
相
談
に
預
つ

て
い
た
こ
と
は
覚
え
て
い
る
︒
稽
古
場
は
殆
ん
ど
久
保
田
先
生
の
新
居
で
あ
つ
た
﹂︵﹁﹃
女
の
一
生
﹄
日
記　

上
﹂﹃
日
本
演
劇
﹄
一
九
四
九
年
三

月
︶
と
書
い
て
い
る
︒
万
太
郎
に
つ
い
て
は
︑
新
派
風
で
あ
る
こ
と
を
自
明
と
す
る
か
の
よ
う
に
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
演
劇
に
近
い
森
本
と
は
同
時
に

論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
︑
前
後
の
主
だ
っ
た
脚
本
を
振
り
返
り
︑
万
太
郎
の
女
性
造
型
の
傾
向
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
︒

例
え
ば
﹁
波
し
ぶ
き
﹂︵﹃
八
雲
﹄
一
九
四
三
年
六
月７
︶
は
︑
三
人
の
元
芸
者
が
︑
一
人
の
旦
那
に
そ
れ
ぞ
れ
の
経
緯
で
関
わ
り
な
が
ら
︑
た
が

い
を
尊
重
し
︑
相
手
の
よ
り
よ
い
く
ら
し
を
願
う
至
純
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
︑
お
は
ま
は
千
之
助
︑
お
ま
さ
は
吉
三
郎
と
い
う
も
と
も
と
の

思
い
人
へ
の
思
い
を
︑
困
難
を
超
え
て
貫
く
︒﹁
町
の
音
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
四
二
年
八
月
︶
は
︑
情
報
局
の
国
民
演
劇
の
一
環
と
し
て
書
か

れ
︑
同
年
一
二
月
に
文
学
座
で
上
演
さ
れ
た
際
︑
作
中
女
性
が
酒
を
飲
む
な
ど
の
理
由
に
よ
り
︑
情
報
局
は
﹁“
情
報
局
委
嘱
作
品
”
と
い
ふ
肩

書
を
つ
け
さ
せ
な
か
つ
た
﹂
そ
う
だ
が
︵
久
保
田
万
太
郎
﹁
後
記
﹂﹃
久
保
田
万
太
郎
全
集
﹄
第
十
巻
︑
好
学
社
︑
一
九
四
九
年
︶︑
一
九
四
三
年

一
〇
月
に
は
新
生
新
派
で
も
上
演
さ
れ
た
︒
夫
の
母
親
を
よ
そ
よ
そ
し
い
と
感
じ
る
お
つ
る
は
︑
芸
者
で
あ
っ
た
自
身
の
前
歴
の
た
め
か
と
疑

い
︑
見
栄
の
な
い
と
こ
ろ
を
見
せ
る
た
め
に
掃
除
婦
と
し
て
働
き
始
め
る
が
︑
母
親
に
も
娼
妓
で
あ
っ
た
過
去
︑
前
夫
と
の
不
仲
︑
彼
に
虐
げ
ら

れ
た
別
の
女
性
と
子
ど
も
へ
の
同
情
な
ど
込
み
入
っ
た
事
情
と
思
い
が
あ
る
こ
と
を
知
り
︑
心
が
通
う
︒
い
ず
れ
の
作
品
も
︑
酒
が
高
じ
て
関
係

の
深
い
人
々
に
顔
向
け
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
男
性
︑
良
い
芸
を
持
ち
な
が
ら
世
に
入
れ
ら
れ
ず
に
都
落
ち
す
る
芸
人
な
ど
︑
万
太
郎
の
作
品

で
は
な
じ
み
だ
が
︑
こ
れ
ら
を
支
え
る
女
性
側
に
焦
点
化
し
︑
相
手
に
容
れ
ら
れ
ま
い
が
自
分
の
信
念
の
ま
ま
に
一
途
に
ふ
る
ま
う
さ
ま
を
描
い

た
も
の
で
あ
る
︒

万
太
郎
が
こ
の
時
期
女
性
の
至
純
と
︑
女
性
同
士
の
絆
を
中
心
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
言
え
ば
︑
一
九
四
五
年
一
〇
月
︑
歌
舞
伎
復
興
の
象

徴
た
る
べ
く
菊
五
郎
一
座
で
上
演
さ
れ
た
﹁
銀
座
復
興
﹂︵﹃
三
田
文
学
﹄
一
九
四
四
年
四
・
六
・
九
・
一
〇
月
︶
に
は
︑
水
上
滝
太
郎
の
原
作
に

は
な
い
が
︑
夫
が
事
業
の
再
起
を
賭
け
て
北
海
道
に
行
く
の
に
従
っ
て
い
く
女
性
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
加
え
ら
れ
て
い
る
し
︑
一
九
四
六
年
一
〇
月
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上
演
の
有
島
武
郎
原
作
﹁
或
る
女
﹂
で
は
︑
原
作
で
有
名
な
葉
子
の
﹁
タ
ク
ト
﹂
は
抑
え
ら
れ
︑
運
命
に
従
い
︑
娘
や
妹
た
ち
を
思
う
側
面
が
強

い
︒
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑﹁
女
の
一
生
﹂
の
け
い
に
つ
い
て
の
万
太
郎
の
解
釈
が
︑
口
に
出
す
こ
と
は
せ
ず
と
も
内
心
で
は
栄
二
を
思
い

な
が
ら
仕
事
に
打
ち
込
む
女
性
︑
栄
二
の
姪
を
引
き
取
る
こ
と
で
︑
彼
を
媒
介
に
そ
の
妻
へ
の
同
情
を
持
つ
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
頷
け
る
︒
人

物
造
型
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑
森
本
だ
け
で
な
く
周
囲
に
目
配
り
す
る
必
要
を
感
じ
さ
せ
る
事
例
だ
が
︑
た
だ
し
万
太
郎
の
演
出
だ
け
が

大
衆
性
を
牽
引
し
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い８
︒
万
太
郎
の
方
は
紙
幅
が
足
り
な
い
た
め
詳
述
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
︑
森
本
の
戯
曲
に
戻
っ

て
︑
女
性
像
の
改
変
に
彼
自
身
の
介
入
が
あ
る
こ
と
を
み
て
ゆ
く
︒

 

３
．本
心
を
偽
る
〈
け
い
〉
の
強
調

あ
え
て
森
本
と
の
相
乗
効
果
と
言
う
の
は
︑
文
明
社
版
に
は
こ
う
し
た
万
太
郎
演
出
に
共
鳴
す
る
書
き
か
え
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
︒
一
つ
は
︑
以
後
度
重
な
る
上
演
に
お
い
て
﹁
女
の
一
生
﹂
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
る
歌
の
指
定
で
あ
る９
︒
序
の
焼
け
跡
の
シ
ー
ン
か
ら
引
用

す
る
︒

け
い　

い
い
え
︑
ど
う
せ
何
時
に
ね
て
何
時
に
起
き
る
と
言
ふ
身
分
ぢ
や
な
い
ん
で
す
か
ら
︒︵
小
屋
の
後
へ
廻
つ
て
戸
の
様
な
も
の
さ
げ
て

来
る
︒
口
の
中
で
切
れ
〳
〵
に
歌
ふ
︶︒
ま
き
上
げ
た
る
︙
︙
小
簾
の
も
と
に
︙
︙
と
め
し
紫
色
あ
せ
じ
─
︵
明
治
二
十
三
年
発
行
小
学
唱

歌
集
中
︑
才
女
︶

初
演
台
本
で
も
歌
が
追
憶
の
糸
口
に
な
る
点
は
同
じ
で
あ
る
︒
冒
頭
昭
和
一
七
年
に
姪
が
口
ず
さ
ん
だ
歌
が
︑
父
で
あ
る
栄
二
か
ら
習
い
覚
え

た
も
の
だ
と
述
べ
ら
れ
︑
こ
れ
は
け
い
が
初
め
て
来
た
と
き
に
堤
家
の
集
ま
り
で
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
追
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
た
だ
し
具

体
的
な
情
報
は
文
明
社
版
で
付
加
さ
れ
た
︒
実
際
に
は
一
八
八
四
年
の
出
版
に
な
る
﹃
小
学
唱
歌
集
﹄
第
三
篇
に
載
っ
て
い
る
が
︑﹁
才
女
﹂︵
作

詞
・
里
見
義
︶
は
︑
一
番
は
紫
式
部
に
よ
る
源
氏
物
語
執
筆
を
︑
二
番
は
清
少
納
言
の
枕
草
子
に
見
ら
れ
る
香
炉
峰
の
雪
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
歌
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い
︑
女
性
の
教
養
を
奨
励
す
る
も
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
謡
﹁
ア
ン
ニ
ー
・
ロ
ー
リ
ー
﹂
に
日
本
的
な
歌
詞
を
つ
け
た
も
の

で
︑
も
と
も
と
の
楽
曲
は
︑
一
八
世
紀
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ダ
グ
ラ
ス
が
対
立
す
る
氏
族
の
娘
に
恋
を
し
た
が
家
の
確
執
の
た
め
叶
え
ら
れ
ず
︑
そ

れ
ぞ
れ
別
の
相
手
と
結
婚
し
た
と
い
う
伝
説
に
よ
る
︒
伝
説
自
体
は
知
ら
な
く
て
も
︑
当
時
日
本
で
も
流
布
し
て
い
た
歌
詞
を
み
れ
ば
︑
恋
の
歌

で
あ
る
こ
と
ま
で
は
知
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る10
︒
と
す
れ
ば
︑
宮
廷
に
仕
え
る
女
房
︑
ま
た
唱
歌
と
い
う
国
民
と
し
て
の
教
育
︑
そ
の
両
者
か
ら

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
模
範
的
な
女
性
像
が
︑
そ
の
実
︑
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
恋
の
悩
み
を
秘
め
て
い
る
︑
と
い
う
二
重
性
が
︑
森
本
自
身
に
よ
っ

て
仕
込
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
文
明
社
版
で
付
け
加
え
ら
れ
た
終
景
は
︑
栄
二
が
昔
読
ん
だ
外
国
の
短
編
を
思
い
出
し
た
と
し
て
︑
け
い
に
カ
ド
リ
ー

ル
を
踊
ろ
う
か
と
話
し
か
け
て
終
わ
る
︒
こ
の
短
編
に
つ
い
て
︑
戸
板
康
二
﹁
箸
や
す
め
─
﹃
女
の
一
生
﹄
雑
談
﹂︵﹃
悲
劇
喜
劇
﹄
一
九
八
〇

年
五
月
︶
が
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
﹁
老
夫
婦
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
︑
翻
訳
タ
イ
ト
ル
は
﹁
メ
ヌ
エ
ッ
ト
﹂
と
し
て
知
ら
れ
る
一
八
八
二
年

の
作
品
で
あ
る11
︒
現
在
五
十
歳
の
一
人
称
の
語
り
手
が
︑
若
か
り
し
日
に
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
で
老
人
を
見
か
け
︑
ル
イ
十
五
世
時
代
の
オ

ペ
ラ
座
の
バ
レ
エ
監
督
だ
っ
た
と
い
う
彼
と
老
夫
人
が
メ
ヌ
エ
ッ
ト
を
踊
る
の
を
見
た
こ
と
を
語
る
と
い
う
︑
複
雑
な
懐
旧
を
テ
ー
マ
と
し
た
も

の
で
あ
る
︒
森
本
が
︑
メ
ヌ
エ
ッ
ト
で
は
な
く
︑
カ
ド
リ
ー
ル
に
変
更
し
て
い
る
︒

カ
ド
リ
ー
ル
は
︑
明
治
期
に
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
︑
西
洋
の
宮
廷
舞
踊
に
起
源
を
持
つ
ダ
ン
ス
の
一
種
で
︑﹁
方
舞
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒﹁
方
舞
﹂

は
﹁
円
舞
﹂
と
対
に
な
り
︑
一
九
〇
五
年
の
﹁
体
操
遊
戯
取
調
報
告
﹂
ま
で
は
学
校
教
育
で
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒
だ
が
︑
実
際
に
は
男
女

別
学
な
が
ら
男
女
が
混
じ
っ
て
行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
ダ
ン
ス
は
︑
鹿
鳴
館
時
代
へ
の
反
省
な
ど
も
あ
り
︑
不
健
全
な
も
の
と
し
て
徐
々
に
排

除
さ
れ
て
い
き
︑
一
九
一
三
年
﹁
学
校
体
操
教
授
要
目
﹂
で
は
も
は
や
名
が
残
る
の
み
と
な
る
︒
と
は
言
え
例
え
ば
西
岡
景
治
等
編
﹃
最
新
式
師

範
学
校
︑
女
学
校
︑
小
学
校
系
統
的
行
進
遊
技
﹄︵
六
合
館
書
店
︑
一
九
一
六
年
︶
な
ど
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
女
学
校
で
は
行
わ
れ
て

も
い
た
︒
メ
ヌ
エ
ッ
ト
の
経
緯
も
ほ
ぼ
同
様
だ
が
︑
こ
ち
ら
が
男
女
︵
と
想
定
さ
れ
る
︶
一
対
で
終
始
踊
ら
れ
る
の
に
対
し
︑
カ
ド
リ
ー
ル
は
二

組
が
向
か
い
合
い
︑
パ
ー
ト
ナ
ー
を
交
換
し
な
が
ら
踊
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
一
組
だ
け
で
は
踊
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒
結
婚
に
お
け

る
相
手
の
取
り
違
え
︑
最
後
に
も
と
も
と
の
恋
の
相
手
と
再
会
す
る
こ
と
が
︑
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
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む
ろ
ん
初
演
台
本
か
ら
︑
け
い
は
栄
二
と
の
初
対
面
に
ま
つ
わ
る
櫛
を
大
切
に
持
っ
て
い
た
が
︑
伸
太
郎
と
の
結
婚
が
決
ま
っ
て
折
る
と
い
う

シ
ー
ン
が
あ
り
︑
さ
ら
に
︑
伸
太
郎
は
︑
け
い
が
栄
二
へ
の
思
い
を
家
へ
の
忠
誠
に
代
え
た
と
し
て
︑﹁
お
前
に
︑
女
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も

の
が
欠
け
て
ゐ
る
﹂
と
ぶ
ち
ま
け
て
い
る
か
ら
に
は
︑
栄
二
と
の
恋
を
読
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
︑
終
幕
に
栄
二
が
登
場
せ
ず
︑
け

い
が
軽
く
触
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
初
演
台
本
に
比
べ
︑
文
明
社
版
で
は
栄
二
へ
の
思
い
が
本
心
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
︒
先
ほ
ど
の
襷
の
演
出
時
期
の
不
確
定
性
は
残
る
も
の
の
︑
森
本
の
文
明
社
版
を
久
保
田
が
斟
酌
し
た
の
か
︑
初
演
で
の
久
保
田
演
出
の
方

向
性
を
森
本
が
文
明
社
版
に
反
映
し
た
の
か
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
相
互
的
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
後
︑
戌
井
も
助
長
し
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

こ
れ
ら
は
従
来
も
︑
森
本
が
座
付
き
作
者
に
な
り
︑
ま
た
新
派
の
影
響
を
受
け
て
本
領
が
損
ね
ら
れ
た
と
評
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
︑

本
論
で
は
個
人
作
家
の
褒
貶
で
は
な
く
︑﹁
女
の
一
生
﹂
が
い
か
に
し
て
戦
後
に
存
在
感
を
示
す
演
劇
に
な
り
え
た
か
と
い
う
観
点
に
接
続
し
た

い
︒
次
で
は
︑
最
も
有
名
な
台
詞
と
の
か
か
わ
り
も
確
認
し
な
が
ら
︑
自
己
の
本
心
を
裏
切
り
続
け
た
女
性
像
の
︿
戦
後
﹀
に
お
け
る
意
味
に
つ

い
て
結
論
付
け
た
い
︒

４
．〈
女
の
〉
一
生
と
国
民
の
物
語

初
演
台
本
で
は
二
幕
で
︑
総
子
の
相
手
と
目
さ
れ
て
い
た
精
三
が
︑
ふ
み
と
結
婚
す
る
か
け
違
い
の
と
こ
ろ
に
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
︒

章
介　
︵
二
人
を
見
送
つ
て
︶
人
間
と
い
ふ
奴
は
︑
何
か
や
る
と
必
ず
間
違
ひ
を
し
な
い
で
ゐ
ら
れ
な
い
ら
し
い
な　

ま
る
で
間
違
ひ
を
す
る

為
に
何
か
す
る
﹇
や
う
な
も
の
だ
﹈
み
た
い
だ
︒
と
こ
ろ
で
︑
お
前
も
そ
の
︑
間
違
ひ
組
か
ね12

︒

け
い　
︵
ぐ
つ
と
首
を
上
げ
︶
い
い
え
︑
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
誰
が
選
ん
で
く
れ
た
の
で
も
な
い
︒
自
分
で
選
ん
で
歩
き
出
し
た
道

で
す
も
の
︒
間
違
つ
て
ゐ
た
と
知
つ
た
ら
自
分
で
間
違
ひ
で
な
い
や
う
に
し
な
く
ち
や
あ
︒﹇
あ
の
う
︑﹈
精
三
さ
ま
は
︑
総
子
お
嬢
様
の
旦
那

様
に
な
ら
れ
る
方
ぢ
や
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
︒
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文
明
社
版
で
は
︑
こ
こ
で
の
け
い
の
台
詞
は
﹁
あ
の
︑
精
三
さ
ま
は
︑
総
子
お
嬢
様
の
旦
那
様
に
な
ら
れ
る
方
ぢ
や
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す

か
︒﹂
だ
け
に
切
り
詰
め
ら
れ
︑
こ
れ
ら
一
連
の
台
詞
の
位
置
は
︑
三
幕
で
伸
太
郎
に
栄
二
の
こ
と
を
詰
め
寄
ら
れ
︑﹁
け
い
︑
ぐ
つ
た
り
と
な
つ

て
し
ま
ふ
︒
／
縁
側
の
廊
下
か
ら
章
介
出
て
来
る
︒
黙
つ
て
籐
椅
子
に
坐
つ
て
︑
間
︒﹂
と
い
う
幕
切
れ
の
後
に
︑
次
の
よ
う
に
置
き
換
え
ら
れ

る
︵
こ
れ
は
初
演
台
本
に
手
書
き
で
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
︒︻　

︼
内
に
︑
初
演
台
本
の
書
き
入
れ
が
異
な
る
部
分
の

み
示
し
た
︶︒

章
介　

人
間
と
い
︻
云
︼
ふ
奴
は
実
に
よ
く
間
違
ひ
を
す
る
︒
ま
る
で
間
違
ひ
を
す
る
為
に
何
か
す
る
み
た
い
だ
︒
と
こ
ろ
で
︑
あ
ん
た
も

︻
お
前
も
︼
そ
の
間
違
ひ
組
か
ね
︒

け
い　
︵
ぐ
つ
と
首
を
上
げ
て
︻
あ
げ
︼︶
い
い
え
︑
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︑
誰
が
選
ん
で
く
れ
た
の
︻
ん
︼
で
も
な
い
︑
自
分
で
選
ん

で
歩
き
出
し
た
道
で
す
も
の　

間
違
ひ
と
知
つ
た
ら
自
分
で
間
違
ひ
で
な
い
や
︻
よ
︼
う
に
し
な
く
ち
や
︻
ち
あ
︼︒

も
と
も
と
二
幕
に
置
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
︑﹁
間
違
い
﹂
が
結
婚
相
手
の
取
り
違
え
で
あ
る
の
は
明
ら
か
な
の
だ
が
︑
問
題
は
位
置
に
よ

っ
て
﹁
間
違
い
﹂
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
か
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
四
幕
に
は
栄
二
の
検
挙
が
あ
る
が
︑
初
演
台
本
で
は

そ
の
後
︑
け
い
と
夫
が
復
縁
の
糸
口
を
つ
か
ん
だ
と
こ
ろ
で
夫
が
亡
く
な
り
︑
終
盤
の
栄
二
は
近
況
が
触
れ
ら
れ
る
程
度
の
背
景
に
過
ぎ
な
い
︒

だ
か
ら
間
違
い
の
修
復
は
夫
と
の
関
係
の
こ
と
で
︑
復
縁
が
遅
か
っ
た
と
い
う
悔
恨
は
残
れ
ど
︑
戦
前
の
結
婚
規
範
に
自
然
と
沿
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る13
︒
一
方
︑
文
明
社
版
で
は
︑
本
当
に
思
っ
て
い
た
の
は
栄
二
で
あ
る
こ
と
が
終
景
に
至
っ
て
再
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
三
幕
の

幕
切
れ
で
上
記
の
台
詞
︑
直
後
に
栄
二
を
警
察
に
渡
す
行
動
は
︑
自
分
が
選
ん
だ
伸
太
郎
と
の
結
婚
を
︑
客
観
的
に
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
と
も
︑

間
違
い
で
な
い
と
思
い
こ
む
た
め
の
強
が
り
で
あ
る
こ
と
が
︑
遡
及
的
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
間
違
ひ
で
な
い
や
う
に
﹂
の
意
味
が
︑

修
正
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
間
違
い
で
な
い
と
思
い
込
む
と
い
う
逆
側
に
振
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
こ
れ
は
︑﹁
女
の
一
生
﹂
が
︿
戦
後
﹀
を
代
表
す
る
演
劇
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
終
幕
で
︑
こ
れ
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ほ
ど
ま
で
に
頑
な
な
け
い
の
信
念
が
﹁
一
ぺ
ん
に
へ
し
折
ら
れ
て
し
ま
つ
た
﹂
こ
と
が
︑﹁
そ
い
つ
は
貴
女
一
人
だ
け
の
事
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
︒

こ
の
国
全
部
が
生
れ
て
始
め
て
の
大
き
な
打
撃
に
よ
ろ
め
い
て
ゐ
る
﹂
と
国
民
に
拡
張
さ
れ
る
と
き
︑
内
心
は
違
っ
た
が
大
義
に
従
っ
て
己
を
欺

き
続
け
た
の
だ
と
事
後
か
ら
想
起
す
る
物
語
は
︑
敗
戦
の
日
本
で
こ
そ
説
得
力
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
れ
が
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
︿
女
の
﹀

一
生
の
効
果
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
改
め
て
確
認
す
る
べ
き
で
あ
る
︒

敗
戦
後
ア
メ
リ
カ
に
占
領
さ
れ
た
日
本
に
つ
い
て
米
山
リ
サ
は
︑﹁
非
軍
事
化
と
脱
植
民
地
化
の
多
く
の
ケ
ー
ス
と
同
様
に
︑
日
本
の
変
遷
も

ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
過
程
﹂
で
あ
り
︑﹁
合
衆
国
の
絶
対
的
権
力
に
よ
っ
て
去
勢
さ
れ
た
日
本
人
男
性
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
﹂
が
作
り
上
げ
ら
れ

た
と
指
摘
し
た14
︒
戦
中
ま
で
日
本
人
男
性
を
支
え
て
い
た
権
力
性
は
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
打
ち
砕
か
れ
︑
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
は
敗
戦
や
占
領
に
恥

を
感
じ
る
わ
け
だ
が
︑
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
は
︑
具
体
的
な
小
説
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
売
春
婦
等
の
女
性
像
が
頻
繁
に
描
か
れ
る
こ
と
を

分
析
し
︑
そ
れ
ら
が
︑
日
本
人
男
性
の
恥
を
女
性
の
身
体
に
転
嫁
し
︑
彼
ら
自
身
が
恥
か
ら
遠
ざ
か
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た15
︒

同
様
に
︑
兵
士
に
も
な
っ
て
い
な
い
女
の
一
生
が
︑﹁
一
種
の
“
国
民
演
劇
”
み
た
い
﹂
と
言
わ
れ
︑
た
び
た
び
﹁
私
た
ち
日
本
人
﹂
と
関
連

づ
け
ら
れ
た
の
は16
︑
戦
争
に
並
走
す
る
一
人
の
人
生
が
多
く
の
人
生
に
通
じ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
が
気
丈
で
は
あ
っ
て
も
︿
女
の
﹀

一
生
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
敗
戦
日
本
で
求
め
ら
れ
た
表
象
足
り
得
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
大
衆
性
が
仮
に
芸
術
の
前
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し

て
も
︑
そ
れ
は
﹁
赤
ん
坊
や
子
供
が
騒
い
で
い
る
よ
う
な
客
席
﹂
の
せ
い17
︑
つ
ま
り
彼
等
を
連
れ
て
来
る
実
体
と
し
て
の
女
性
観
客
の
せ
い
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
︒
言
説
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
女
性
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
み
る
と
︑﹁
女
の
一
生
﹂
を
集
団
の
記
憶
と
い

う
観
点
か
ら
検
証
す
る
余
地
は
ま
だ
あ
り
︑
上
演
側
に
し
ろ
観
客
側
に
し
ろ
︑
森
本
個
人
に
限
定
せ
ず
に
研
究
範
囲
を
見
定
め
て
い
く
必
要
が
あ

る
が
︑
今
回
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
た
細
部
は
限
ら
れ
て
い
る
︒
同
作
の
大
き
さ
を
改
め
て
確
認
す
る
た
め
に
も
︑
検
証
の
作
業
を
続
け
た

い
︒
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注１ 
一
九
四
六
年
一
一
月
三
〇
日
か
ら
一
二
月
一
日
京
都
︑
一
二
月
五
日
か
ら
八
日
名
古
屋
︑
同
月
一
一
日
か
ら
一
六
日
大
阪
︑
一
九
四
七
年
六
月
三
〇
日

か
ら
七
月
一
三
日
の
福
岡
長
崎
︒

２ 

﹃
文
学
座
通
信
﹄
一
九
九
六
年
五
月
︒

３ 

﹃
文
学
座
通
信
﹄
一
九
九
六
年
五
月
︒

４ 

前
掲
﹃
女
優
の
一
生
﹄︒

５ 

み
な
も
と
ご
ろ
う
﹁
Ⅰ
﹃
女
の
一
生
﹄
の
台
本
の
復
刻
に
つ
い
て
﹂︵﹃
シ
ア
タ
ー
ア
ー
ツ
﹄
一
九
九
六
年
九
月
︶
に
す
で
に
言
及
が
あ
る
︒

６ 

杉
村
春
子
は
︑﹁
あ
れ
は
久
保
田
先
生
が
お
つ
け
に
な
っ
た
ん
で
す
︒
最
初
か
ら
お
つ
け
に
な
っ
た
の
か
︑
二
度
目
ぐ
ら
い
か
ら
お
つ
け
に
な
っ
た
の

か
︑
そ
こ
の
と
こ
は
あ
た
し
覚
え
て
な
い
﹂
と
述
べ
た
︵
大
笹
吉
雄
﹃
女
優
杉
村
春
子
﹄
集
英
社
︑
一
九
九
五
年
︶︒

７ 

﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
三
九
年
八
月
に
﹁
三
人
﹂
の
第
一
部
﹁
一
ト
し
ぐ
れ
﹂
と
し
て
発
表
し
た
も
の
を
改
稿
︒
こ
の
時
期
の
上
演
は
な
い
︒

８ 

久
保
田
作
品
の
女
性
人
物
に
も
︑
他
の
人
物
の
た
め
に
尽
く
し
︑
そ
の
手
段
と
し
て
戦
時
に
称
揚
さ
れ
る
職
業
に
就
く
な
ど
の
設
定
が
あ
る
︒
だ
が
そ

の
奉
仕
は
個
人
に
向
け
ら
れ
︑
構
造
と
し
て
他
の
人
物
と
共
有
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
︒

９ 

戸
板
康
二
﹁
箸
や
す
め
─
﹃
女
の
一
生
﹄
雑
談
﹂︵﹃
悲
劇
喜
劇
﹄
一
九
八
〇
年
五
月
︶
に
﹁
才
女
﹂
の
歌
詞
の
紹
介
と
原
曲
が
ア
ン
ニ
ー
・
ロ
ー
リ

ー
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
︒
西
村
博
子
﹁
森
本
薫
﹁
女
の
一
生
﹂︵
五
幕
七
場
︶﹂︵
日
本
近
代
演
劇
史
研
究
会
﹃
20
世
紀
の
戯
曲
﹄
社
会
評
論
社
︑

二
〇
〇
五
年
︶
に
は
︑
歌
を
き
っ
か
け
と
す
る
構
成
に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
る
︒

10	

例
え
ば
︑
東
京
教
育
音
楽
研
究
会
編
﹃
新
撰
女
声
曲
集
﹄
第
六
巻
︵
東
京
音
楽
書
院
︑
一
九
三
七
年
︶
で
は
︑
タ
イ
ト
ル
は
﹁
ア
ン
ニ
ー
ロ
ー
リ
ー　

A
nnie Laurie

﹂
と
あ
り
︑
楽
譜
部
分
の
歌
詞
は
︑
日
本
語
の
﹁
才
女
﹂
の
も
の
と
英
語
の
﹁A

nnie Laurie

﹂
の
も
の
が
併
記
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
二

七
年
制
作
の
ア
メ
リ
カ
映
画
﹁
ア
ン
ニ
ー
・
ロ
ー
リ
ー
﹂
の
日
本
公
開
や
︑
宝
塚
歌
劇
団
﹁
忘
れ
じ
の
歌
﹂
と
し
て
の
レ
コ
ー
ド
化
︵
一
九
四
〇
年
︶

な
ど
で
︑
歌
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
知
名
度
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

11	

﹃
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
短
篇
選
﹄ ︵
高
山
鉄
男
編
訳
︑
岩
波
文
庫
︑
二
〇
〇
二
年
︶︒

12	

抹
消
線
の
引
か
れ
た
﹁
と
こ
ろ
で
︑
お
前
も
そ
の
︑
間
違
ひ
組
か
ね
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
シ
ア
タ
ー
ア
ー
ツ
﹄︵
一
九
九
六
年
九
月
︶
の
復
刻
で
は
脱
落

し
て
い
る
︒

13	

前
掲
井
上
理
恵
論
文
で
は
︑
初
演
台
本
の
方
に
︑
け
い
が
知
栄
の
縁
談
に
関
し
て
彼
女
を
︿
家
﹀
か
ら
解
放
す
る
進
歩
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
︑
本
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論
の
立
場
は
異
な
る
︒
知
栄
の
相
手
は
軍
人
と
い
う
戦
時
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
︑
後
継
ぎ
の
知
栄
が
い
な
く
な
っ
て
も
必
要
な
ら
誰
か

が
継
ぐ
︑
と
い
う
け
い
の
理
屈
は
︑
け
い
が
辿
っ
て
き
た
経
緯
そ
の
も
の
で
︑︿
家
﹀
自
体
の
解
体
に
は
つ
な
が
ら
な
い
︒
井
上
が
述
べ
る
テ
ク
ス
ト

の
両
義
性
が
森
本
の
戦
略
で
あ
る
こ
と
に
は
同
意
す
る
が
︑
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
国
策
に
従
う
話
型
も
同
時
に
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

14	

米
山
リ
サ
﹃
広
島　

記
憶
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
﹄︵
小
沢
弘
明
︑
小
澤
祥
子
︑
小
田
島
勝
浩
訳
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒

15	

マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
﹃
占
領
の
記
憶
／
記
憶
の
占
領
─
戦
後
沖
縄
・
日
本
と
ア
メ
リ
カ
﹄︵
鈴
木
直
子
訳
︑
青
土
社
︑
二
〇
〇
六
年
︶︒

16	

引
用
前
者
は
﹁
演
劇
時
評
﹂︵﹃
悲
劇
喜
劇
﹄
一
九
六
八
年
一
〇
月
︶
の
茨
木
憲
の
発
言
︒
後
者
は
﹁
劇
評　

主
人
公
と
杉
村
交
錯
﹂︵﹃
朝
日
新
聞
﹄
一

九
八
九
年
二
月
一
五
日
夕
刊
︶︒

17	

﹁
文
学
座
か
ら
浪
漫
劇
場
ま
で
／
中
村
伸
郎
﹂　
︵
戸
板
康
二
﹃
対
談
戦
後
新
劇
史
﹄
早
川
書
房
︑
一
九
八
一
年
︶︒

＊
資
料
の
閲
覧
に
関
し
て
︑
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒


