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一

『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
主
人
公
小
山
お
げ
ん
の
モ
デ
ル
で
あ
る
高
瀬
そ
の
が
根
岸
の
精
神
病
院
で
六
五
歳
の
生
涯
を
終
え
た
の
が
大
正

九
年
三
月
三
一
日
、
病
因
は
西
丸
四
方
の
『
島
崎
藤
村
の
秘
密
』
に
よ
れ
ば
、「
梅
毒
性
の
精
神
病
」
で
は
な
く
、「
幻
覚
妄
想
性
の
も

の
」
で
、「
幻
覚
妄
想
性
精
神
分
裂
症
」
で
亡
く
な
っ
た
父
正
樹
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
�
。
藤
村
が
も
っ
と
も
敬
愛
し
て
き
た
姉
そ
の

の
死
が
、
深
い
悲
し
み
を
も
た
ら
せ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、『
あ
る
女
の
生
涯
』
に
先
立
っ
て
、
姉
の
没
後
間
も
な
く

の
六
月
一
日
発
行
の
雑
誌
「
解
放
」
に
発
表
さ
れ
た
短
編
『
涙
』
に
そ
の
哀
惜
と
鎮
魂
の
思
い
が
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
つ
と

に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

『
涙
』
は
、
主
人
公
の
御
隠
居
が
「
わ
た
し
も
斯
う
し
て
、
娘
と
二
人
ぎ
り
で
暮
せ
る
迄
に
は
、
容
易
ぢ
や
無
か
つ
た
」
と
感
慨
を
漏

ら
す
よ
う
に
、
夫
に
死
別
し
て
か
ら
、
苦
労
を
重
ね
て
、
今
は
よ
う
や
く
東
京
の
片
隅
に
庭
の
あ
る
小
さ
な
家
を
構
え
、
郷
里
か
ら
の
仕

送
り
を
得
て
、
一
人
の
奉
公
人
と
共
に
平
穏
な
余
生
を
送
っ
て
い
る
風
景
が
語
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
。『
涙
』
の
御
隠
居
の
こ
の
生
活

は
、『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
お
げ
ん
が
長
い
間
望
ん
で
つ
い
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
境
遇
で
あ
る
の
だ
が
、
瓜
生
清
氏
が
当
時
の
、
そ
の
の
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夫
高
瀬
薫
が
郷
里
及
び
養
子
の
高
瀬
兼
喜
に
宛
て
た
書
簡
か
ら
状
況
を
推
察
し
て
、『
涙
』
が
藤
村
に
よ
る
仮
構
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
�
、
大
正
五
年
九
月
に
上
京
し
、
た
だ
ち
に
小
石
川
の
保
養
施
設
に
入
院
し
た
後
、
六
年
二
月
に
は
「
病

勢
」
が
改
ま
っ
て
、
保
養
施
設
で
の
治
療
を
断
ら
れ
た
の
で
、
根
岸
の
精
神
病
院
に
転
院
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
以
後
亡
く
な
る
ま
で
退
院

す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
に
お
い
て
、
そ
の
の
晩
年
に
御
隠
居
の
よ
う
な
穏
や
か
な
老
境
の
生
活
は
最
後
ま
で
訪
れ
な
か
っ
た

こ
と
が
推
察
で
き
る
。『
涙
』
で
は
御
隠
居
は
郷
里
か
ら
仕
送
り
を
受
け
て
生
活
し
て
い
る
が
、
経
済
的
な
心
配
を
し
な
い
で
、「
庭
の
草

花
の
手
入
を
し
た
り
、
お
嬢
さ
ん
に
手
伝
は
せ
た
り
し
て
、
年
老
い
た
寡
婦
ら
し
い
余
生
を
送
ら
う
と
し
て
」
い
る
御
隠
居
の
生
活
は
、

『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
お
げ
ん
が
上
京
し
て
弟
た
ち
に
「
ど
ん
な
小
さ
な
家
で
も
い
い
か
ら
」
と
強
く
要
求
し
て
、
結
局
得
ら
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
「
隠
れ
家
」
で
の
生
活
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
安
穏
な
生
活
の
中
に
御
隠
居
を
お
い
た
『
涙
』
が
、
藤
村
が
不
幸
な
姉
の
生

涯
を
悲
し
み
、
哀
惜
の
情
を
持
っ
て
葬
ろ
う
と
す
る
心
情
を
託
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
窺
え
よ
う
。

わ
た
し
も
斯
う
し
て
、
娘
と
二
人
ぎ
り
で
暮
ら
せ
る
迄
に
は
、
容
易
ぢ
や
無
か
つ
た
。
な
か
�
�
。
こ
な
ひ
だ
弟
の
家
を
訪
ね
て

や
つ
た
時
に
、
近
頃
は
わ
た
し
も
朝
寝
を
す
る
や
う
に
成
つ
た
よ
ツ
て
、
そ
ん
な
話
が
出
た
と
い
ふ
も
の
サ
。（
略
）
ど
う
し
て
、

以
前
は
こ
れ
で
朝
寝
を
す
る
ど
こ
ろ
か
、
早
く
眼
が
覚
め
て
困
つ
た
く
ら
ゐ
だ
ぞ
よ
。
わ
た
し
は
も
う
暗
い
う
ち
か
ら
起
き
て
、
自

分
の
部
屋
を
掃
除
し
た
り
、
障
子
を
バ
タ
�
�
と
言
は
せ
た
り
、
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な
か
つ
た
。（
略
）
そ
の
わ
た
し

が
、
此
節
ぢ
や
、
朝
寝
を
し
て
居
ら
れ
る
や
う
に
成
つ
た
。
以
前
の
や
う
に
眼
は
早
く
覚
め
る
。
そ
れ
で
も
静
か
に
し
て
寝
て
居
ら

れ
る
。
寝
床
の
中
で
眼
を
覚
ま
し
て
、
朝
早
く
鶏
の
啼
く
の
を
聞
い
て
居
る
と
、
何
と
も
言
へ
な
い
冴
え
�
�
し
た
気
持
に
な
る
│
│

以
前
と
は
大
違
い
。
な
か
�
�
斯
様
な
気
持
に
成
れ
よ
う
と
は
、
自
分
で
も
思
は
す
か
。

奉
公
人
の
や
す
じ
に
向
か
っ
て
言
っ
た
、
こ
の
言
葉
に
は
特
に
精
神
的
に
も
、
生
活
の
上
で
も
よ
う
や
く
清
謐
で
穏
や
か
な
晩
年
を
過
ご

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
御
隠
居
の
心
情
が
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
更
に
、
女
と
し
て
の
苦
労
を
重
ね
て
き
て
四

十
近
い
年
に
な
っ
て
御
隠
居
の
家
に
奉
公
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
夫
に
苦
労
し
て
、
猜
疑
と
否
定
の
多
い
不
遇
の
人
生
を
過
ご
し
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て
き
た
や
す
じ
が
次
第
に
癒
さ
れ
、「
御
隠
居
さ
ん
の
言
ふ
こ
と
な
ら
、
何
で
も
し
た
が
っ
た
」
と
い
う
状
態
に
ま
で
な
っ
て
い
っ
た
あ

る
日
、
こ
の
御
隠
居
の
話
を
聞
い
た
後
、

や
す
じ
は
台
所
の
障
子
を
あ
け
て
、
日
頃
流
許
で
働
く
時
の
な
ぐ
さ
み
に
す
る
石
垣
を
見
に
行
つ
た
。
も
う
何
年
と
い
ふ
こ
と
な

く
溜
り
に
溜
つ
て
居
た
や
う
な
涙
が
復
た
彼
女
の
朴
訥
な
顔
を
流
れ
て
き
た
。

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
苦
労
の
一
切
を
流
し
さ
る
か
の
よ
う
な
あ
た
た
か
い
〈
涙
〉
を
流
す
結
末
部
分
は
、
不
幸
な
や

す
じ
を
も
安
穏
に
導
く
御
隠
居
の
穏
や
か
な
晩
年
が
彷
彿
さ
れ
、
そ
こ
に
は
藤
村
の
、
姉
そ
の
の
生
涯
に
対
す
る
深
い
同
情
と
癒
し
の
心

情
を
重
ね
て
読
む
こ
と
が
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。『
あ
る
女
の
生
涯
』
に
対
し
て
、
和
田
謹
吾
が
、

お
げ
ん
は
そ
の
「
隠
れ
家
」
さ
え
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
当
時
の
藤
村
は
園
子
に
そ
れ
を
与
え
て
や
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
で
き
た
の
は
「
深
い
窓
」
の
あ
る
、
お
げ
ん
が
「
こ
ゝ
は
も
う
自
分
に
取
っ
て
の
座
敷
牢
だ
。
そ
れ
を
意
識

す
る
こ
と
は
堪
へ
が
た
か
つ
た
。」
と
い
う
精
神
病
院
へ
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
お
げ
ん
は
そ
こ
で
三
年
ほ
ど
暮
ら
し

て
、
見
取
る
人
も
な
く
死
ん
で
い
く
。
こ
の
死
は
藤
村
に
取
っ
て
堪
え
が
た
い
呵
責
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

と
指
摘
し
て
い
る
�
姉
の
死
に
臨
ん
で
の
「
堪
え
が
た
い
呵
責
」
の
心
情
や
、
三
好
行
雄
が

藤
村
に
と
っ
て
彼
女
の
死
を
描
く
こ
と
は
、
宿
業
の
浄
化
を
確
信
す
る
た
め
に
必
要
な
ひ
と
つ
の
秘
儀
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
指
摘
し
た
�
家
と
血
に
ま
つ
わ
る
「
宿
業
の
浄
化
」
と
い
っ
た
も
の
を
藤
村
が
姉
の
死
へ
の
鎮
魂
の
思
い
の
中
で
付
加
し
よ
う
と
し
た

視
点
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
、
死
の
直
後
に
書
い
た
『
涙
』
こ
そ
、
そ
う
し
た
藤
村
の
思
い
が
切
実
に
託
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
一
方
、
瓜
生
清
氏
が

し
か
し
、
美
し
く
仮
構
さ
れ
た
老
年
の
世
界
に
姉
を
昇
華
さ
せ
る
試
み
は
、
逆
に
実
際
の
姉
の
悽
惨
な
最
後
を
作
者
の
意
識
内
に
強

く
き
わ
だ
た
せ
る
こ
と
に
な
る
の
も
、
ご
く
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
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と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
�
、
現
実
に
は
藤
村
は
大
正
七
年
五
月
か
ら
『
新
生
』
の
発
表
を
開
始
し
て
お
り
、
兄
広
助
と
も
義
絶
し
て
逼
塞

し
た
生
活
を
過
ご
す
も
っ
と
も
困
難
な
時
に
遭
遇
し
て
い
た
故
、『
家
』
の
小
泉
三
吉
と
姉
お
種
の
関
係
に
描
い
た
よ
う
な
深
い
親
愛
と

共
感
を
抱
い
て
い
た
姉
に
対
し
て
、
病
院
を
手
配
し
て
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
ま
ま
死
に
至
ら
し
め

た
悔
恨
を
、〈
鎮
魂
の
涙
〉
を
注
い
だ
作
品
を
表
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
を
解
消
し
得
る
は
ず
も
な
い
わ
け
で
、
深
い
悲
し
み
と

断
念
の
中
で
寂
し
く
死
に
至
ら
し
め
た
そ
の
の
不
幸
な
生
涯
は
、『
涙
』
を
執
筆
す
る
こ
と
で
更
に
一
層
悔
恨
の
思
い
を
引
き
出
す
こ
と

に
な
り
、
深
刻
に
藤
村
の
心
奥
を
と
ら
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。

註�

西
丸
四
方
『
島
崎
藤
村
の
秘
密
』
昭
和
四
一
年
六
月
、
有
信
堂
、
三
一
頁
。

�

瓜
生

清
「
島
崎
藤
村
「
あ
る
女
の
生
涯
」
論
「
福
岡
教
育
大
学
紀
要
」
第
四
三
号
第
１
分
冊
、
平
成
六
年
二
月
。

�

和
田
謹
吾
「
あ
る
女
の
生
涯
│
│
宿
業
の
終
焉
」「
国
文
学
」
昭
和
四
六
年
四
月
、
学
燈
社
、
一
三
四
頁
。

�

三
好
行
雄
『
島
崎
藤
村
論
』
昭
和
四
一
年
四
月
、
至
文
堂
、
三
八
二
頁
。

�

瓜
生

清
、
前
掲
書
、
三
八
頁
。

二

藤
村
は
昭
和
一
三
年
一
一
月
の
「
小
説
集
『
春
待
つ
宿
』
付
記
」
に
お
い
て
、『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
執
筆
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

三
度
ま
で
も
同
じ
人
物
を
自
分
の
作
中
に
取
り
扱
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
写
し
て
も
写
し
て
も
尽
せ
な
い
や
う
な
も
の
が
そ

の
人
の
生
涯
か
ら
に
じ
む
や
う
に
出
て
来
て
ゐ
る
た
め
で
あ
つ
た
。
わ
た
し
が
女
の
一
生
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
や
う
に
な
つ
た
の
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も
、
さ
う
い
ふ
声
を
呑
ん
で
こ
の
世
を
歩
い
て
行
つ
た
や
う
な
人
が
自
分
の
最
も
親
し
い
身
内
の
も
の
に
あ
つ
た
か
ら
で
。

「
三
度
ま
で
」
と
は
、『
家
』
と
『
あ
る
女
の
生
涯
』『
夜
明
け
前
』
を
指
す
。『
夜
明
け
前
』
を
書
い
た
後
の
こ
の
感
慨
は
、
ま
た
『
あ
る

女
の
生
涯
』
執
筆
で
の
心
情
を
も
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
「
写
し
て
も
写
し
て
も
尽
せ
な
い
や
う
な
も
の
が
そ
の
人
の
生
涯
か
ら

に
じ
む
や
う
に
出
て
来
て
ゐ
る
」
と
い
う
認
識
に
は
、『
涙
』
で
盛
り
込
ん
だ
〈
鎮
魂
の
涙
〉
に
と
ど
ま
ら
ず
、
安
政
三
（
一
八
五
六
）

年
に
生
ま
れ
て
六
五
歳
で
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で
、
父
正
樹
の
側
で
、
明
治
維
新
の
激
変
を
体
験
し
、
近
代
の
急
速
な
変
化
に
翻
弄
さ
れ
破

れ
て
い
っ
た
夫
高
瀬
薫
の
妻
と
し
て
苦
労
と
忍
従
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
、
そ
し
て
最
後
は
、『
あ
る
女
の
生
涯
』
に
、

親
戚
の
人
達
は
飾
り
一
つ
無
い
や
う
な
病
院
風
の
部
屋
に
火
鉢
を
囲
ん
で
、
お
げ
ん
の
亡
き
骸
の
仮
に
置
い
て
あ
る
側
で
、
三
月

の
深
夜
ら
し
い
時
を
送
っ
た
。
お
げ
ん
が
遺
し
た
物
と
云
つ
て
も
、
旅
人
の
や
う
に
極
少
な
か
つ
た
。
養
子
は
そ
れ
を
始
末
し
な
が

ら
、『
よ
う
そ
れ
で
も
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
辛
抱
し
た
し
た
も
の
だ
』
と
言
っ
た
。

と
記
さ
れ
た
お
げ
ん
の
終
焉
の
様
子
の
ご
と
く
、
製
薬
業
を
営
み
伝
統
あ
る
旧
家
を
守
っ
て
来
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
形
あ
る
も
の
は
何

も
残
さ
な
い
で
世
を
去
っ
た
姉
の
生
涯
に
深
い
ま
な
ざ
し
を
注
ぎ
、
そ
の
意
味
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
ほ
ぼ
同
時
に
か
か
れ
た
「
北
村
透
谷
二
十
七
回
忌
に
」（「
大
観
」
大
正
十
年
七
月
）
に
お
い
て
、

・
長
い
年
月
の
間
に
あ
の
友
人
の
こ
と
を
考
へ
て
見
る
と
、
掘
つ
て
も
掘
つ
て
も
尽
き
な
い
や
う
な
種
々
な
も
の
が
後
か
ら
�
�
と
出

て
く
る
や
う
に
思
は
れ
た
。

・
そ
の
惨
憺
と
し
た
戦
ひ
の
跡
に
は
拾
つ
て
も
�
�
尽
き
な
い
や
う
な
光
つ
た
形
見
が
残
つ
た
。

と
透
谷
を
振
り
返
っ
た
藤
村
の
認
識
に
も
通
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
、
高
瀬
そ
の
の
生
涯
に
対
し

て
、
時
間
の
流
れ
に
お
い
て
は
符
合
し
た
形
で
展
開
し
て
い
る
が
、
作
品
は
そ
の
の
生
涯
に
対
し
て
、
透
谷
に
つ
い
て
記
し
た
と
同
じ
よ

う
な
意
義
を
認
め
る
作
者
が
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
の
生
涯
を
凝
視
し
て
、
そ
の
生
涯
の
意
義
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
よ
っ
て
創
作

し
た
仮
構
世
界
で
あ
る
と
言
い
得
よ
う
。
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で
は
、
そ
の
、
そ
の
の
生
涯
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
作
者
の
ま
な
ざ
し
が
『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
お
げ
ん
を
通
し
て
何
を
求
め
よ
う
と

し
て
い
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
窺
う
中
で
見
逃
せ
な
い
の
が
、
父
と
の
か
か
わ
り
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
お
げ
ん
が
「
ず
つ
と
以
前
に
一
度
」
入
院
し
た
こ
と
の
あ
る
「
根
岸
の
精
神
病
院
」
へ
再
び
入

院
さ
せ
ら
れ
た
後
、「
俺
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
来
る
や
う
な
病
人
と
は
違
ふ
ぞ
い
。
ど
う
し
て
俺
を
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
入
れ
た
か
」
と
心

の
中
で
自
問
し
、「
み
ん
な
で
寄
つ
て
た
か
つ
て
俺
を
狂
人
に
」
し
た
と
周
囲
を
批
判
す
る
一
方
で
、
嘆
息
し
つ
つ
も
う
逃
れ
ら
れ
な
い

境
遇
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
始
め
て
い
く
中
で
、
改
め
て
父
の
こ
と
を
想
起
し
て
独
り
呟
く
次
の
箇
所
で
あ
る
。

『
お
父
さ
ま
│
│
お
前
さ
ま
の
心
持
は
こ
の
俺
に
は
よ
く
解
る
ぞ
な
し
。
俺
も
お
前
さ
ま
の
娘
だ
。
お
前
さ
ま
に
幼
少
な
時
分
か
ら

教
へ
ら
れ
た
こ
と
を
忘
れ
な
い
ば
か
り
に
│
│
俺
も
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
来
た
。』

お
げ
ん
は
「
姉
弟
中
で
一
番
父
親
に
似
て
居
る
と
も
言
は
れ
」
て
き
た
。
そ
の
こ
と
に
誇
り
と
自
負
を
抱
く
彼
女
は
ま
た
、

『
俺
は
歌
は
読
ま
ん
。
そ
の
か
は
り
若
い
時
分
か
ら
お
父
さ
ん
の
側
で
、
毎
日
の
や
う
に
い
ろ
�
�
な
こ
と
を
教
は
つ
た
。
聞
い
て

見
ろ
や
、
何
で
も
俺
は
言
つ
て
見
せ
る
に
│
│
何
で
も
知
つ
て
る
に
│
│
』

と
熊
吉
に
向
か
っ
て
強
調
す
る
ほ
ど
、
父
を
尊
敬
し
、
生
き
ざ
ま
を
手
本
に
し
て
過
ご
し
て
き
た
。
例
え
ば
次
の
「
御
霊
」
に
つ
い
て
も

そ
う
で
あ
る
。

お
げ
ん
は
自
分
を
笑
ふ
や
う
に
し
て
、
両
手
を
膝
の
上
に
置
き
な
が
ら
ホ
ッ
と
一
つ
息
を
吐
い
た
。
お
げ
ん
の
話
に
は
よ
く
『
御
霊

さ
ま
』
が
出
た
。
こ
れ
は
お
げ
ん
が
ま
だ
若
い
娘
の
頃
に
、
国
学
や
神
道
に
熱
心
な
父
親
か
ら
の
感
化
で
あ
つ
た
。

そ
の
他
、
お
げ
ん
が
『
御
霊
さ
ま
』
を
意
識
す
る
次
の
よ
う
な
箇
所
も
あ
る
。

・『
御
霊
さ
ま
』
は
ま
だ
自
分
等
と
一
緒
に
居
て
下
さ
る
と
お
げ
ん
が
思
つ
た
の
は
、
旦
那
に
お
新
を
逢
は
せ
る
こ
と
の
出
来
た
時
だ

つ
た
。

・『
御
霊
さ
ま
が
居
て
、
こ
の
年
寄
を
守
つ
て
居
て
下
さ
る
よ
。
そ
ん
な
皆
の
思
ふ
や
う
な
も
の
と
は
違
ふ
よ
。
た
い
も
な
い
。
御
霊
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さ
ま
は
お
新
と
い
ふ
娘
を
も
守
つ
て
居
て
下
さ
る
。（
略
）』

こ
う
し
た
父
か
ら
感
化
を
受
け
た
『
御
霊
さ
ま
』
に
対
す
る
信
心
の
篤
さ
に
、
父
の
教
え
、
考
え
方
を
忠
実
に
守
っ
て
き
た
典
型
を
窺
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
父
の
教
え
に
忠
実
な
お
げ
ん
の
生
き
方
は
、
瓜
生
清
氏
が
、

お
げ
ん
に
潜
在
し
て
い
る
性
へ
の
違
和
は
、
父
の
教
育
に
よ
っ
て
一
方
的
に
注
入
さ
れ
た
婦
徳
の
観
念
に
力
を
吹
き
込
み
、
貞
操
の

権
化
の
よ
う
な
女
に
仕
上
げ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
�
、
夫
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
貞
操
を
守
り
通
し
て
い
く
お
げ
ん
の
考
え
方
に
も
通
じ
て
居
よ
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
お
げ
ん
の
生
涯
は
「
お
父
さ
ん
の
側
で
、
毎
日
の
や
う
に
い
ろ
�
�
な
こ
と
を
教
は
つ
た
」
こ
と
を
実
践
し
通
し
て

き
た
人
生
で
あ
っ
た
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
泰
正
氏
が
、

『
新
生
』
で
ひ
ら
か
れ
た
〈
父
〉
の
世
界
へ
、
い
ま
お
げ
ん
の
眼
を
通
し
て
作
者
は
さ
ら
に
一
歩
踏
み
降
っ
て
ゆ
く
。
い
や
、
夜
明

け
を
待
ち
つ
つ
、「
根
岸
の
空
は
ま
だ
暗
か
つ
た
」
と
結
ぶ
結
末
こ
そ
は
、
こ
れ
を
い
ま
ひ
と
つ
の
〈
夜
明
け
前
〉
と
呼
ぶ
こ
と
も

で
き
よ
う
。〈
あ
る
女
〉
の
生
涯
を
語
っ
て
、
そ
の
「
深
い
眠
り
」
か
ら
の
夜
明
け
は
い
つ
か
と
作
者
は
問
い
た
げ
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
た
よ
う
に
�
、
新
時
代
〈
明
治
〉
に
夢
を
抱
き
な
が
ら
、
夢
が
瓦
解
し
、
狂
熱
の
う
ち
に
不
遇
の
死
を
遂
げ
た
父
正
樹
の
人
生

を
、
そ
の
正
樹
が
夢
を
抱
い
た
〈
明
治
〉
を
懸
命
に
生
き
た
お
げ
ん
の
生
涯
を
描
く
中
で
相
対
化
し
、
反
芻
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
図

に
よ
っ
て
眺
め
直
し
た
『
あ
る
女
の
生
涯
』
の
成
果
が
、
や
が
て
『
夜
明
け
前
』
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
佐
藤
氏
の
視
点
は
、
こ
の

作
品
の
意
義
の
ひ
と
つ
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
視
点
で
も
う
一
度
「
幼
少
な
時
分
か
ら
教
へ
ら
れ
た
こ
と
を
忘
れ
な
い
ば
か
り
に
│
│
俺
も
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
来
た
」

の
箇
所
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
更
に
重
要
な
問
い
が
窺
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
即
ち
「
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
来
た
」
は
、
精
神
病
院
を
指

し
て
い
る
と
同
時
に
、
父
を
道
標
に
し
て
生
き
通
し
て
き
た
人
生
が
、
結
局
は
徒
労
の
人
生
で
あ
っ
た
こ
と
を
痛
恨
し
て
い
る
言
葉
で
も

あ
る
の
で
あ
る
。
息
子
の
娵
が
居
た
頃
を
回
想
し
た
時
に
「
俺
は
ツ
マ
ら
ん
よ
」
と
、
娵
に
対
し
て
呟
く
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、『
あ
る
女
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の
生
涯
』
に
描
か
れ
た
お
げ
ん
の
生
涯
は
ま
さ
に
こ
の
「
俺
は
ツ
マ
ら
ん
よ
」
と
い
う
徒
労
に
帰
し
た
人
生
を
痛
恨
す
る
心
情
に
覆
わ
れ

た
生
涯
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
年
間
の
空
白
の
後
、
親
戚
の
者
誰
一
人
に
も
見
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
病
死
し
た
お
げ
ん
の
寂
寥
は
、
哀
切
で
あ
る
と
同
時
に
、
作
者

の
深
い
同
情
が
注
ぎ
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
結
末
部
分
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
年
取
っ
た
看
護
婦
が
お
げ
ん
の
両
手
を
胸
の

上
に
組
み
合
わ
せ
て
や
っ
た
行
為
を
書
き
加
え
た
と
こ
ろ
に
、
お
げ
ん
を
通
し
て
姉
の
死
を
想
起
す
る
作
者
の
深
い
同
情
と
鎮
魂
の
思
い

が
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
だ
し
、
お
げ
ん
は
確
か
に
父
の
教
え
を
実
行
し
通
し
て
孤
死
に
至
っ
た
が
、
こ
の
お
げ
ん
が
、
父
を
振
り
返
る
時
、
狂
熱
の
中
で
死

ん
だ
父
と
は
は
っ
き
り
距
離
を
置
い
て
眺
め
る
立
場
を
取
っ
て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
、「
教
へ
ら
れ
た
こ
と
を

忘
れ
な
い
」
と
い
う
捉
え
方
に
は
、
父
の
生
涯
に
対
し
て
「
意
識
的
」
な
姿
が
窺
え
る
点
で
あ
る
が
、
更
に
父
の
狂
気
と
座
敷
牢
を
想
起

す
る
箇
所
に
そ
の
意
識
が
更
に
顕
著
に
窺
え
る
。

註�

瓜
生

清
、
前
掲
書
、
四
一
頁
。

�

佐
藤
泰
正
「『
あ
る
女
の
生
涯
』│
│『
春
』
と
『
夜
明
け
前
』
の
は
ざ
ま
に
│
│
」「
解
釈
と
鑑
賞
」
平
成
十
一
年
四
月
、
至
文
堂
、
一
〇
五
頁
。

三

お
げ
ん
は
小
山
の
家
の
方
か
ら
、
発
狂
し
た
父
を
見
舞
ひ
に
行
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
父
は
座
敷
牢
に
入
つ
て
居
て
も
、
何
か
書
い
て

見
た
い
と
言
つ
て
、
紙
と
筆
を
取
寄
せ
て
、
そ
ん
な
に
成
つ
て
も
物
を
書
く
こ
と
を
忘
れ
な
か
つ
た
。『
お
げ
ん
、
こ
ゝ
へ
来
さ
つ

せ
れ
、
一
寸
こ
ゝ
へ
来
さ
つ
せ
れ
』
と
父
が
し
き
り
に
手
招
き
す
る
か
ら
、
何
か
書
い
た
も
の
で
も
見
せ
る
の
か
と
思
つ
て
、
行
く
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と
、
父
は
恐
ろ
し
い
力
で
お
げ
ん
を
捉
へ
よ
う
と
し
て
、
も
う
す
こ
し
で
お
げ
ん
の
手
が
引
き
ち
ぎ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
父

は
髭
の
延
び
た
蒼
ざ
め
た
顔
付
き
で
、
時
に
は
『
あ
は
は
、
あ
は
ゝ
』
笑
つ
て
、
も
う
さ
ん
�
�
腹
を
抱
へ
て
反
り
か
へ
る
や
う
に

し
て
、
笑
つ
て
笑
ひ
抜
い
た
か
と
思
ふ
と
、
今
度
は
暗
い
座
敷
牢
の
格
子
に
取
り
す
が
り
な
が
ら
、
さ
め
�
�
と
泣
い
た
。

お
げ
ん
が
「
小
山
の
家
」
で
過
ご
し
て
い
た
こ
ろ
に
発
狂
し
た
父
を
見
舞
っ
た
時
の
記
憶
で
あ
る
が
、
自
ら
精
神
病
院
に
幽
閉
の
身
と

な
っ
て
あ
ら
た
め
て
想
起
し
た
心
情
の
中
に
は
、
座
敷
牢
に
晩
年
を
過
ご
し
た
父
へ
の
深
い
同
情
と
、
狂
気
に
対
す
る
恐
れ
が
明
確
に
窺

え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
父
の
狂
気
へ
の
恐
れ
を
鮮
や
か
に
想
起
す
る
心
情
は
ま
た
、
確
か
な
父
の
子
の
証
し
と
し
て
受
け
継
い
だ

自
ら
の
〈
狂
気
〉
へ
の
恐
れ
と
も
な
っ
て
お
げ
ん
に
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

自
ら
の
中
の
〈
狂
気
〉
を
自
覚
し
た
時
、
ま
ず
意
識
さ
れ
た
の
は
、
父
が
晩
年
を
孤
独
と
狂
熱
の
中
で
過
ご
し
た
「
座
敷
牢
」
の
こ
と

で
あ
り
、「
格
子
に
取
り
す
が
り
な
が
ら
、
さ
め
�
�
と
泣
い
た
」
父
の
悔
恨
の
人
生
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
自
ら
も
父
の
「
座
敷
牢
」
に

等
し
い
精
神
病
院
に
幽
閉
さ
れ
た
身
で
あ
る
こ
と
を
眺
め
直
し
た
時
、
そ
れ
ま
で
払
拭
で
き
な
い
恐
れ
と
し
て
彼
女
を
威
圧
し
て
き
た
父

の
狂
気
は
、
そ
の
狂
気
に
陥
っ
た
者
の
無
念
と
寂
寥
の
思
い
へ
の
共
感
と
し
て
、
再
び
お
げ
ん
を
懐
か
し
い
父
へ
い
ざ
な
っ
て
い
っ
た
。

即
ち
、
お
げ
ん
の
人
生
は
、
父
を
道
標
と
し
て
歩
む
と
同
時
に
、
父
の
狂
気
に
対
す
る
恐
れ
を
先
立
て
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ

と
を
窺
わ
さ
せ
る
の
が
次
の
箇
所
で
あ
る
。

晩
年
を
暗
い
座
敷
牢
の
中
に
送
つ
た
父
親
の
こ
と
が
し
き
り
と
お
げ
ん
の
胸
に
浮
ん
で
来
た
。
父
の
最
後
を
思
ふ
度
に
お
げ
ん
は

何
処
ま
で
も
気
を
確
か
に
持
た
ね
ば
成
ら
な
い
と
考
へ
た
。
ど
う
か
し
て
あ
の
父
の
や
う
に
は
成
つ
て
行
き
た
く
な
い
と
考
へ
た
。

そ
れ
に
は
成
る
べ
く
父
の
こ
と
に
触
ら
な
い
や
う
に
。
同
じ
思
出
す
に
し
て
も
、
父
の
死
際
の
こ
と
に
は
触
ら
な
い
や
う
に
。
こ
れ

は
も
う
長
い
年
月
の
間
、
お
げ
ん
が
人
知
れ
ず
努
め
て
来
た
こ
と
で
あ
つ
た
。

「
何
処
ま
で
も
気
を
確
か
に
持
た
ね
ば
成
ら
な
い
」「
成
る
べ
く
父
の
こ
と
に
触
ら
な
い
」
と
い
う
箇
所
に
は
、
お
げ
ん
が
い
か
に
父
の
こ

と
を
意
識
的
に
と
ら
え
、
特
に
晩
年
の
父
に
対
し
て
明
確
に
距
離
を
置
い
た
生
き
方
を
思
考
し
て
い
た
か
が
理
解
で
き
る
。
お
げ
ん
は
、
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父
を
敬
慕
し
、
人
生
の
師
と
も
仰
い
で
教
え
を
忠
実
に
守
ろ
う
と
し
て
来
た
が
、
一
方
、
狂
気
に
浸
食
さ
れ
、「
座
敷
牢
」
に
幽
閉
の
身

に
な
る
こ
と
だ
け
は
絶
対
に
避
け
よ
う
と
意
識
し
て
「
人
知
れ
ず
努
め
て
来
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
藤
村
が
透
谷
の
生
き
方

に
学
ぶ
姿
勢
、
即
ち
、
狂
熱
の
中
で
自
ら
死
を
選
ん
だ
透
谷
の
生
き
方
か
ら
生
肯
定
の
方
向
に
転
じ
て
、
透
谷
の
「
掘
つ
て
も
掘
つ
て
も

尽
き
な
い
や
う
な
」「
光
つ
た
形
見
」
を
学
び
取
っ
て
、
自
ら
の
人
生
の
生
き
方
と
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。

即
ち
、
お
げ
ん
に
お
い
て
は
、
父
の
人
生
の
「
狂
と
実
」
の
そ
の
境
を
見
据
え
つ
つ
、「
狂
」
を
意
識
的
に
回
避
し
つ
つ
、「
実
」
の
面

に
お
い
て
人
生
の
指
針
と
し
て
い
こ
う
と
す
る
生
き
方
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
伊
狩
弘
氏
が
「
こ
の
小
説
で
は
じ
め
て
藤
村

は
狂
気
の
内
と
外
と
い
う
狂
気
を
捉
え
る
型
を
見
出
し
た
と
言
い
え
よ
う
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
�
、
お
げ
ん
の
人
生
は
、
ま
さ
に

父
の
狂
気
に
対
す
る
外
的
現
象
と
内
的
真
実
と
を
見
極
め
た
認
識
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
お
げ
ん
は
父
に
深
い
同
情
を
寄
せ
つ
つ
、
そ
の
「
狂
」
に
転
じ
る
境
目
を
見
極
め
て
、
内
側
の
真
に
学
ぼ
う
と
し
て
き
た
と
い
え
る

の
で
る
。

し
か
し
、
こ
の
視
点
で
言
う
な
ら
ば
、
父
の
「
狂
と
実
」
の
境
目
を
認
識
す
る
お
げ
ん
は
ま
た
「
狂
と
実
」
の
は
ざ
ま
で
苛
ま
れ
て
い

く
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
瓜
生
清
氏
が
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
お
父
さ
ま
│
│
お
前
さ
ま
の
心
持
ち
は
、
こ
の
俺
に
は
よ
く
解
る
ぞ
な
し
。」
と
言
っ
て
、
お
げ
ん
が
父
の
運
命
と
の
一
体
化
を
確

認
す
る
場
面
な
ど
、
お
げ
ん
に
継
起
す
る
妄
想
・
幻
覚
状
態
に
お
い
て
も
、
正
確
な
認
知
能
力
が
保
た
れ
て
い
る
瞬
間
が
あ
る
描
き

方
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
�
。

お
げ
ん
は
「
狂
」
に
苛
ま
れ
て
い
っ
た
父
の
轍
を
踏
ま
な
い
こ
と
を
人
生
の
指
針
と
し
て
懸
命
に
生
き
て
き
た
。
そ
の
父
の
「
狂
」
の
側

に
引
き
込
ま
れ
る
の
を
懸
命
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
意
識
は
、
一
方
時
間
の
経
過
と
共
に
確
実
に
お
げ
ん
の
精
神
を
�
ん
で
く
る
自

ら
の
「
狂
」
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
、
あ
く
ま
で
も
父
と
自
分
を
差
異
化
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
働
く
。
瓜
生
氏
が
「
正
確
な
認
知
能

力
が
保
た
れ
て
い
る
瞬
間
」
と
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
藤
村
は
、
お
げ
ん
が
「
狂
と
実
」
の
は
ざ
ま
で
、
時
折
「
正
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確
な
認
知
能
力
」
を
み
せ
つ
つ
次
第
に
狂
気
の
中
に
陥
っ
て
い
く
姿
に
、
人
間
の
「
狂
と
実
」
の
限
界
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

更
に
見
逃
せ
な
い
の
が
、
そ
の
よ
う
に
絶
対
に
避
け
よ
う
と
懸
命
に
守
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
と
同
じ
症
状
に
捕
ら
わ
れ
て

い
っ
た
お
げ
ん
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

小
石
川
の
高
台
に
あ
る
養
生
園
が
斯
う
し
た
お
げ
ん
を
待
つ
て
居
た
。
最
後
の
『
隠
れ
家
』
を
求
め
る
つ
も
り
で
国
を
出
て
来
た
お

げ
ん
は
そ
の
養
生
園
の
一
室
に
、
白
い
制
服
を
着
た
看
護
婦
な
ど
の
廊
下
を
往
来
す
る
音
の
聞
こ
え
る
と
こ
ろ
に
、
年
老
い
た
自
分

を
見
つ
け
る
さ
へ
夢
の
や
う
で
あ
つ
た
。（
略
）
あ
の
お
新
を
相
手
に
臥
た
り
起
き
た
り
し
た
小
山
の
家
の
奥
座
敷
に
比
べ
る
と
、

そ
こ
で
見
る
窓
は
も
つ
と
深
か
つ
た
。

養
生
園
に
移
つ
て
か
ら
の
お
げ
ん
は
毎
晩
薬
を
服
ん
で
寝
る
度
に
不
思
議
な
夢
を
辿
る
や
う
に
成
つ
た
。

弟
熊
吉
に
よ
っ
て
養
生
園
に
有
無
を
言
わ
せ
ず
入
園
さ
せ
ら
れ
た
お
げ
ん
は
、
次
第
に
現
実
か
ら
遊
離
し
て
「
不
思
議
な
夢
を
辿
る
や
う

に
成
つ
」
て
い
っ
た
。
肉
親
の
中
で
最
も
頼
み
と
し
て
来
た
熊
吉
が
、
お
げ
ん
の
外
的
な
症
状
の
み
を
判
断
し
て
一
方
的
に
養
生
園
に
入

れ
た
時
に
、
お
そ
ら
く
お
げ
ん
が
懸
命
に
守
り
通
し
て
来
た
も
の
は
そ
こ
で
切
れ
た
と
い
え
る
。
親
戚
の
も
の
に
迷
惑
を
か
け
、
次
第
に

孤
立
し
て
い
く
姉
の
現
状
を
憂
慮
し
た
熊
吉
の
処
置
は
間
違
っ
て
い
な
い
し
、「
狂
」
へ
の
兆
候
の
不
安
を
潜
め
な
が
ら
も
弟
た
ち
に

『
隠
れ
家
』
を
求
め
続
け
て
来
た
お
げ
ん
の
懸
命
の
訴
え
も
真
実
で
あ
る
。
そ
の
お
げ
ん
の
内
面
の
誠
が
看
過
さ
れ
、
身
体
的
兆
候
の
み

で
人
生
の
戦
い
の
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
っ
た
お
げ
ん
の
生
涯
を
描
く
こ
と
に
こ
の
作
品
の
意
義
が
あ
る
と
同
時
に
そ
こ
に
、
作
者
藤

村
の
姉
そ
の
の
死
に
深
い
哀
感
と
悔
恨
の
情
を
注
ご
う
と
す
る
真
の
心
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

註�

伊
狩

弘
「「
あ
る
女
の
生
涯
」
論
」（「
日
本
文
芸
論
稿
」
第
一
八
、
一
九
合
併
号
、
東
北
大
学
、
平
成
三
年
一
一
月
、
二
八
頁
）。
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四

父
の
教
え
を
懸
命
に
守
っ
て
生
き
て
来
た
お
げ
ん
が
、
そ
の
父
を
想
起
す
る
時
、
常
に
記
憶
の
底
か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
た
の

が
、
父
の
晩
年
の
狂
気
へ
の
恐
れ
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
病
に
陥
り
、
父
の
「
座
敷
牢
」
に
等
し
い
精
神
病
院
で
、
親
類

縁
者
の
誰
一
人
に
も
看
取
ら
れ
ず
寂
し
く
死
ん
だ
お
げ
ん
の
生
涯
、
そ
の
生
涯
に
対
し
、
最
愛
の
姉
の
死
を
悼
み
悔
恨
す
る
藤
村
が
、
そ

れ
故
に
い
か
な
る
意
義
を
盛
り
込
ん
で
描
こ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
手
が
か
り
と
し
て
次
の
箇

所
が
注
目
さ
れ
る
。

『
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
つ
て
か
ら
、
お
母
さ
ん
は
一
度
も
鏡
を
見
な
い
。（
略
）』

お
げ
ん
は
親
し
げ
に
自
分
の
こ
と
を
娘
に
言
つ
て
見
せ
て
、
お
新
が
そ
こ
へ
持
つ
て
来
た
鏡
に
向
は
う
と
し
た
。
ふ
と
、
死
別
れ
て

か
ら
何
十
年
に
な
る
か
と
思
は
れ
る
や
う
な
お
げ
ん
の
父
親
の
こ
と
が
彼
女
の
胸
に
来
た
。
お
げ
ん
の
手
は
か
す
か
に
震
へ
て
来

た
。
彼
女
の
父
親
は
晩
年
を
暗
い
座
敷
牢
に
送
つ
た
人
で
あ
つ
た
か
ら
。

『
ふ
ー
ん
。』

思
は
ず
お
げ
ん
は
唸
る
や
う
な
声
を
出
し
て
自
分
の
姿
に
見
入
つ
た
。
彼
女
が
心
ひ
そ
か
に
映
る
こ
と
を
恐
れ
た
や
う
な
父
親
の
面

影
の
か
は
り
に
、
信
じ
難
い
ほ
ど
変
り
果
て
た
彼
女
自
身
が
そ
の
鏡
の
中
に
い
た
。（
略
）

「
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
つ
て
か
ら
」「
一
度
も
鏡
を
見
な
い
」
と
は
、
い
か
に
お
げ
ん
が
夫
の
愛
の
み
を
支
え
に
し
て
生
き
て
き
た
か
を
窺

わ
せ
る
。
そ
う
し
た
お
げ
ん
の
生
き
方
は
「
父
と
し
て
は
子
を
傷
け
、
夫
と
し
て
は
妻
を
傷
け
て
行
つ
た
や
う
な
あ
の
放
蕩
な
旦
那
が
、

ど
う
し
て
こ
ん
な
に
恋
し
い
か
と
思
は
れ
る
」
と
い
っ
た
箇
所
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
夫
の
死
以
後
は
じ
め
て
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鏡
を
見
た
お
げ
ん
が
、
そ
こ
で
は
夫
で
は
な
く
父
を
想
起
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、「
彼
女
が
心
ひ
そ
か
に
映
る
こ
と
を
恐
れ
た

や
う
な
父
親
の
面
影
」
を
浮
か
べ
つ
つ
一
方
で
「
信
じ
難
い
ほ
ど
変
り
果
て
た
彼
女
自
身
」
を
「
鏡
の
中
」
に
み
た
と
続
い
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
父
の
教
え
の
通
り
、
夫
の
愛
の
み
を
守
り
支
え
と
し
て
生
き
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
と
の
愛
は

う
ま
く
行
か
ず
、
結
果
と
し
て
、
苦
労
ば
か
り
の
多
い
人
生
で
あ
っ
た
と
い
う
痛
恨
の
思
い
が
心
奥
に
浮
か
ん
で
い
る
こ
と
が
推
測
で
き

る
。藤

村
は
『
あ
る
女
の
生
涯
』
執
筆
の
少
し
前
に
、〈
時
代
〉
と
〈
女
性
〉
に
対
す
る
認
識
を
表
し
た
次
の
文
章
を
発
表
し
て
い
る
。

・
明
治
の
維
新
と
は
言
つ
て
も
根
深
い
過
去
の
も
の
を
全
く
新
し
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
あ
る
意
味
か
ら
言
へ
ば
私
達
の
眼

前
に
あ
る
多
く
の
も
の
は
封
建
時
代
の
遺
物
の
近
代
化
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
欧
羅
巴
の
大
戦
の
影
響
を
受
け
て
、
漸
く
そ
れ
ら
の
過

去
の
も
の
の
壊
れ
行
く
時
が
来
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

「
胸
を
開
け
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」
大
正
九
年
一
月
一
日
）

・
婦
人
の
眠
り
の
深
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
一
概
に
旧
い
囚
は
れ
た
思
想
と
か
、
長
い
こ
と
置
か
れ
た
奴
隷
の
や
う
な
状
態
と

か
、
屈
従
を
強
ひ
よ
う
と
す
る
男
子
の
偏
見
と
か
に
の
み
帰
し
た
く
な
い
。
む
し
ろ
私
は
女
性
自
身
の
内
部
に
│
│
本
能
と
性
欲
に

支
配
さ
れ
易
く
見
え
る
女
性
自
身
の
内
部
に
、
そ
の
深
い
眠
り
の
源
の
あ
る
こ
と
を
想
像
す
る
。

「
婦
人
の
眼
ざ
め
」（「
女
性
日
本
人
」
大
正
一
〇
年
六
月
一
日
）

「
明
治
維
新
」
で
は
「
過
去
の
も
の
」
を
全
く
新
し
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
世
界
大
戦
を
経
て
日
本
に
お
い
て
も
よ
う
や
く

「
封
建
時
代
の
遺
物
」
が
壊
れ
行
く
時
が
来
た
。
お
げ
ん
の
生
涯
と
か
か
わ
ら
せ
て
考
え
る
な
ら
、
旧
い
封
建
的
な
「
家
」
の
考
え
方
が

崩
れ
、
個
の
自
由
開
放
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
社
会
の
変
革
と
し
て
だ
け
で
な

く
、
個
々
の
人
間
の
内
部
に
お
い
て
も
改
ま
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
感
触
を
得
て
い
る
こ
と
が
も
う
ひ
と
つ
の
文
章
か
ら
窺
え
る
。
そ
し

て
そ
う
し
た
藤
村
の
認
識
が
、
お
げ
ん
の
「
家
」
に
対
す
る
考
え
方
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
例
え
ば
次
の
箇
所
か
ら
も
窺
え
る
。

・
あ
の
旦
那
が
亡
く
な
つ
て
か
ら
、
俺
は
も
う
小
山
の
家
に
居
る
気
も
し
な
く
な
つ
た
よ
。
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・『
ど
つ
ち
に
し
て
も
、
あ
な
た
の
と
こ
ろ
の
養
子
に
も
心
配
さ
せ
る
が
好
う
ご
ざ
ん
す
サ
。』

『
お
前
は
そ
ん
な
に
暢
気
な
こ
と
を
言
ふ
が
、
旦
那
が
亡
く
な
つ
た
時
に
俺
は
さ
う
思
つ
た
│
│
俺
は
も
う
小
山
に
縁
故
の
切
れ
た

も
の
だ
と
思
つ
た
│
│
』

お
げ
ん
の
嫁
い
だ
小
山
家
は
旧
家
で
財
産
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
い
か
に
夫
が
不
始
末
を
繰
り
返
し
長
く
出
奔
し
て
い
た
と
は
い
え
、
夫

が
亡
く
な
れ
ば
養
子
夫
婦
に
対
し
て
絶
対
的
力
を
持
ち
得
る
の
は
未
亡
人
で
あ
る
お
げ
ん
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
お
げ
ん
の
養
生
園
入

園
以
来
、
小
山
家
の
養
子
は
仕
送
り
を
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
旦
那
が
亡
く
な
っ
た
ら
小
山
の
家
と
は
縁
故
も
切
れ
る
と
す
る

の
は
お
げ
ん
の
考
え
で
あ
り
、
旧
い
「
家
」
に
束
縛
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
「
家
」
の
権
威
に
し
が
み
つ
か
ず
、
夫
と
自
分
と
い
う
夫
婦
と

し
て
の
単
位
を
最
優
先
さ
せ
た
考
え
こ
そ
お
げ
ん
の
考
え
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
夫
に
尽
く
し
、
夫
婦
の
仲
を
守
る
こ
と
を
教
え
て
き

た
父
の
考
え
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
故
、
お
げ
ん
は
夫
の
死
後
、
何
と
か
努
力
し
て
「
家
」
を
出
て
〈
最
後
の
「
隠
れ
屋
」〉
を
求
め
よ
う
と
し
て
き
た
。

・「
漸
く
来
た
」
と
お
げ
ん
は
独
で
そ
れ
を
言
つ
て
見
た
。

・「
そ
こ
は
女
だ
も
の
。
俺
は
半
年
も
前
か
ら
思
い
立
つ
て
、
漸
く
こ
こ
ま
で
来
た
」

と
繰
り
返
す
言
葉
は
ま
さ
に
そ
の
実
感
を
表
し
て
い
よ
う
。

し
か
し
、
お
げ
ん
の
心
の
内
側
の
心
情
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
外
面
に
現
れ
た
現
象
（
病
状
）
の
変
化
の
み
で
即
養
生
園
か
ら
精

神
病
院
へ
送
り
込
ま
れ
た
よ
う
に
、
形
（
権
威
）
と
し
て
の
「
家
」
を
捨
て
た
お
げ
ん
に
は
、
現
実
は
、
東
京
で
の
「
隠
れ
家
」
を
与
え

ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
小
遣
い
に
す
ら
事
欠
く
状
態
に
な
る
。

彼
女
は
六
十
の
歳
に
な
つ
て
浮
浪
を
始
め
た
や
う
な
自
己
の
姿
を
胸
に
描
か
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
。
し
か
し
自
分
の
長
い
結
婚

生
活
が
結
局
女
の
破
産
に
終
わ
つ
た
と
は
考
へ
た
く
な
か
つ
た
。（
略
）
彼
女
は
旦
那
の
忘
れ
形
見
と
も
い
ふ
べ
き
お
新
と
共
に
、

ど
う
か
し
て
も
つ
と
生
甲
斐
の
あ
る
こ
と
を
探
し
た
い
と
心
に
思
つ
て
居
た
。
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父
の
教
え
を
守
り
、「
彼
女
の
力
に
出
来
る
だ
け
こ
と
は
為
」
て
頑
張
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
何
と
か
「
も
つ
と
生
甲
斐
の
あ
る
」
人
生

を
見
い
だ
し
た
い
と
願
う
お
げ
ん
に
は
、
藤
村
の
「
婦
人
の
眼
ざ
め
」
に
述
べ
ら
れ
た
通
り
の
、
個
と
し
て
の
自
覚
と
生
へ
の
意
志
を
汲

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
其
の
後
の
お
げ
ん
は
、
残
さ
れ
た
唯
一
の
支
え
で
あ
っ
た
お
新
か
ら
も
離
れ
、
孤
塞
の
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。
関
谷
由

美
子
氏
が
、

お
げ
ん
は
過
去
を
破
壊
し
た
の
だ
が
、
そ
の
破
壊
は
自
由
や
解
放
や
新
し
い
生
を
も
た
ら
す
代
り
に
、
直
ち
に
お
げ
ん
を
捕
わ
れ

の
身
と
し
た
の
で
あ
る
。〈
旧
い
牢
獄
〉
の
出
口
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
〈
新
し
い
牢
獄
〉
の
入
口
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
�
の
は
、
そ
う
し
た
お
げ
ん
の
終
焉
の
悲
劇
の
と
ら
え
方
と
し
て
的
確
で
あ
る
。

作
品
は
「
も
う
そ
ろ
�
�
夜
が
明
け
さ
う
な
も
の
で
す
な
あ
。」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
「
根
岸
の
空
は
ま
だ
暗
か
つ
た
。」
と
転
じ
て

終
わ
る
。「
夜
が
明
け
さ
う
」
と
は
お
げ
ん
の
生
涯
の
う
え
に
旧
い
「
過
去
」
を
破
り
個
の
自
立
、
婦
人
の
眼
ざ
め
に
向
け
て
の
実
践
を

見
よ
う
と
し
た
作
者
の
真
の
癒
し
の
言
葉
で
あ
る
と
共
に
、「
根
岸
の
空
は
ま
だ
暗
か
つ
た
」
は
、
そ
の
お
げ
ん
を
結
局
孤
独
な
死
に
終

わ
ら
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
「
時
代
」
の
旧
さ
を
痛
恨
し
、
お
げ
ん
の
生
涯
は
そ
の
堅
牢
な
旧
さ
に
敗
北
し
た
人
生
で
は
あ
っ
た
が
、
そ

れ
は
や
が
て
必
ず
来
る
「
夜
明
け
」
に
対
す
る
貴
重
な
犠
牲
の
生
涯
で
あ
っ
た
と
す
る
作
者
の
心
情
が
託
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
言
い
得

よ
う
。

註�

関
谷
由
美
子
「〈
流
浪
す
る
狂
女
〉
と
〈
二
階
の
叔
父
さ
ん
〉│
│
藤
村
『
あ
る
女
の
生
涯
』
と
『
出
発
』│
│
」（『
文
学
に
お
け
る
性
と
家
族
』

佐
藤
泰
正
編
、
笠
間
書
院
、
所
収
、
一
九
九
九
年
四
月
、
三
二
頁
）。
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