
う
が
よ
っ
ぽ
ど

作
家
の
名
で
あ

か
、
と
私
は
唖

帰
途
、
一
人

「
も
う
小
説
は
書

と
お
も
っ
た

わ
け
で
は
な
か

吉
行
淳
之
介
の
最

九
五
一
年
十
二
月
）

会
で
酷
評
さ
れ
た
と

と
こ
ろ
で
、

人
の
合
評
会
の

る
と
、
女
性
の

吉
行

う
ま
い
わ
」
と
言
っ
た
。
何
某
と
は
、

る
。
私
の
小
説
か
ら
風
俗
だ
け
を
読
み

然
と
し
て
、
論
外
だ
と
お
も
っ
た
。（

で
夜
道
を
歩
き
な
が
ら
、

く
ま
い
」

。
こ
の
と
き
も
、
作
品
に
た
い
す
る
自

っ
た
が
、
あ
ま
り
の
理
解
の
さ
れ
な
さ

初
の
芥
川
賞
候
補
作
「
原
色
の
街
」（

は
、
当
時
吉
行
が
属
し
て
い
た
同
人
誌

い
う
。
吉
行
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て

よ
う
や
く
活
字
に
な
っ
た
「
原
色
の
街

評
判
は
さ
ん
ざ
ん
で
あ
っ
た
。（
略
）

同
人
が
、「
こ
ん
な
程
度
の
も
の
だ
っ

淳
之
介
「
原
色
の
街
」

｜
｜
｜
同
人
誌
「
世
代
」
と
、

当
時
の
流
行
風
俗

取
ろ
う
と
し
た
の

略
）信

が
な
く
な
っ
た

に
、
失
望
落
胆
し

之
介
は

そ
の
原

こ
こ
で
は
「

で
示
さ
れ
て

解
」
さ
れ
、

に
あ
る
と
さ

し
か
し
敗

「
世
代
」

号
、
一

「
世
代
」
の
合
評

い
る
。

」
だ
っ
た
が
、
同

私
が
発
言
を
求
め

た
ら
、
何
某
の
ほ

て
い
た

こ
の
と
き
吉

と
自
負
し
て

は
ど
の
よ
う

ま
ず
吉
行

文
壇
的

と
軍
国
主
義

竹
山
道
雄
の
ナ
チ
ス
批
判
か

一
貫
し
て
人
間
存
在
を
〈
性

の
角
度

点
は
戦
時
下
の
体
験
に
あ
っ
た
と
言
え

風
俗
」
以
外
の
何
か
が
「
人
間
存
在
」

い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
吉
行
は
「
性
」

そ
し
て
そ
の
「
性
」
の
追
求
の
「
原
点

れ
て
き
た
。

戦
後
ま
も
な
い
時
期
に
戦
争
体
験
と
無

。行
は
「
原
色
の
街
」
で
「
風
俗
だ
け
」

い
た
ら
し
い
。
吉
行
が
期
待
し
た
「
原

な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

の
作
品
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
「
理

処
女
作
「
薔
薇
販
売
人
」（『
真
実
』
昭 二

ら
の
影
響
｜
｜春

木

か
ら
追
求
し
て
き
た
が
、

る
。

の
「
追
求
」
と
い
う
言
葉

を
追
求
し
た
作
家
と
「
理

」
は
「
戦
時
下
の
体
験
」

関
係
に
創
作
活
動
を
行
い

で
は
な
い
何
か
を
描
い
た

色
の
街
」
の
「
理
解
」
と

解
」
を
み
て
お
こ
う
。

・
１
）
以
来
、
吉
行
淳

五
八

巳



吉
行
淳
之

（
１
）

「
原
色
の
街
」
を
書

な
日
々
を
過
ご
し
て

待
し
た
「
理
解
」
を

る
こ
と
で
明
ら
か
に

と
し
て
い
た
の
か
考

一
般
的
に
吉
行
は

と
見
な
さ
れ
て
い
る

な
り
、
軍
国
主
義
と

「
性
」
と
い
う
題
材
を

の
原
点
が
「
戦
時
下

「〈
性

の
角
度
か
ら

る
は
ず
だ
。
吉
行
自

抽
象
的
な
言
葉
で
し

に
関
わ
る
問
題
に
対

の
街
」
は
娼
婦
を
描

て
取
り
上
げ
た
最
初

得
た
作
家
な
ど
ほ
と

介
「
原
色
の
街
」
と
軍
国
主
義

「
世
代
」
と
吉
行
淳
之
介

｜「
反
軍
国
主
義
反
フ
ァ
シ

い
た
一
九
五
〇
年
頃
、
娯
楽
雑
誌
編

い
た
吉
行
に
と
っ
て
、
同
人
誌
「
世

、
当
時
吉
行
が
属
し
て
い
た
同
人
誌

し
、
吉
行
が
「
性
」
に
ど
の
よ
う
な
意

察
す
る
。

社
会
的
、
政
治
的
な
も
の
か
ら
遠
い
と

。
し
か
し
「
原
色
の
街
」
で
の
吉
行
は

個
人
の
関
係
｜
い
わ
ゆ
る
社
会
性

通
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
た
。

の
体
験
」
に
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
問

追
求
」
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と

身
は
自
ら
が
「
性
」
を
描
く
理
由
を

か
説
明
し
て
い
な
い
が
、
本
稿
は
こ
の

す
る
考
察
の
第
一
歩
で
あ
る
。
本
稿
で

い
た
最
初
の
作
品
で
あ
り
、「
性
」
を

の
作
品
と
も
い
え
る
。
そ
の
「
原
色
の

ん
ど
皆
無
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
うズ

ム
」の
共
有
｜

集
者
と
し
て
多
忙

代
」（
一
九
四
六
年

あ
の
時

と
は
な

る
。
そ

の
や
り

私
た
ち

「
世
代
」
を
参
照
す

味
を
付
与
し
よ
う

こ
ろ
に
い
る
作
家

そ
れ
と
は
少
々
異

を
持
っ
た
主
題
を

吉
行
は
異
質

し
か
し
、

ズ
ム
の
「
最

れ
は
お
そ
ら

だ
ろ
う
が
、

戦
争
を
嫌
悪

し
て
か
ら
次

題
は
そ
れ
が
な
ぜ

い
う
点
に
こ
そ
あ

「
資
質
」
と
い
っ
た

吉
行
の
創
作
全
体

考
察
す
る
「
原
色

中
心
的
題
材
と
し

街
」
に
吉
行
が
期

っ
た
。
同
人

一
つ
と
し
て

吉
行
と
「

日
高
普
は

想
し
て
い
る

離
を
と
っ
て

た
」
と
位
置

か
。
吉
行
の
作
品

七
月

一
九

二

代
ほ
ど
友
人
に
な
れ
る
相
手
か
ど
う
か

い
。
二
言
、
三
言
話
し
合
え
ば
、
す
ぐ

し
て
、
青
少
年
を
軍
国
主
義
に
統
一
し

口
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
程
の
愚
劣

の
生
理
を
原
型
の
ま
ま
に
維
持
さ
せ
て

な
存
在
と
思
わ
れ
て
い
た
。

い
い
だ
は
思
想
的
な
差
異
を
越
え
て

小
限
綱
領
」
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
」
こ

く
敗
戦
直
後
の
青
年
に
と
っ
て
は
極
め

確
か
に
吉
行
は
反
軍
国
主
義
の
姿
勢
を

す
る
自
ら
の
「
生
理
」
に
つ
い
て
吉
行

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

誌
「
世
代
」
は
小
説
家
吉
行
淳
之
介
が

確
実
に
あ
っ
た
。

世
代
」
の
思
想
的
な
関
係
を
簡
単
に
ま

「
同
人
は
、
ぼ
く
も
ふ
く
め
て
ほ
と
ん

。
し
か
し
日
高
は
吉
行
が
同
人
の
左
翼

い
た
と
述
べ
、
い
い
だ
も
も
は
吉
行

づ
け
て
い
る
。
左
翼
的
傾
向
の
強
か
っ

五
三
年
二
月
、
全
十
七
冊
）
は
「
文
学

五
九

の
判
別
が
明
瞭
だ
っ
た
こ

に
分
類
が
つ
い
た
の
で
あ

よ
う
と
し
た
当
時
の
権
力

さ
を
含
ん
で
い
た
こ
と
が
、

行
っ
た
。（
戦
後
発
表
さ

「
反
軍
国
主
義
・
反
フ
ァ
シ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ

て
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の

同
人
と
共
有
し
て
い
た
。

は
、
敗
戦
か
ら
十
年
ほ
ど

形
成
さ
れ
て
い
く
背
景
の

と
め
て
お
こ
う
。

ど
が
左
翼
だ
っ
た
」
と
回

的
傾
向
か
ら
は
一
定
の
距

を
「
世
代
最
右
翼
で
あ
っ

た
「
世
代
」
同
人
の
中
で

」
を
語
る
数
少
な
い
場
だ



ヒ
ト
ラ
ー
お
よ

山
道
雄
氏
の
『

争
が
片
づ
い
た

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国

べ
る
」
と
著
者
が
解

（
２
号
、
一
九
四
六
年

は
小
説
で
あ
り
麻
田

国
主
義
の
そ
れ
が
「

主
義
の
や
り
口
を
「

い
る
と
し
て
、
そ
れ

吉
行
は
ど
こ
で
見
聞

結
論
か
ら
先
に
述

チ
ス
ド
イ
ツ
に
対
す

「
煙
突
男
」
か
ら
そ
の

吉
行
淳
之

れ
た
ナ
チ
の
や

化
を
与
え
、
精

で
攻
め
ら
れ
て

戦
時
中
、
反
軍
国
主

「
最
新
の
科
学
」
を
応

う
と
」
す
る
よ
う
な

び
ナ
チ
ス
の
や
り
口
に
麻
田
が
脅
威
を

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
悲
劇
』
と
い
う

昭
和
二
十
二
年
に
読
ん
で
か
ら
で
あ
る

に
お
け
る
「
ド
イ
ツ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

説
す
る
「
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
悲

八
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
吉
行
を
安
易
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
は

愚
劣
」
で
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
し
て
い

愚
劣
」
と
批
判
す
る
の
は
吉
行
自
身
の

と
対
置
さ
れ
る
「
戦
後
発
表
さ
れ
た
ナ

き
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

べ
る
と
、
吉
行
は
「
世
代
」
で
の
同
人

る
認
識
を
得
て
い
た
ら
し
い
。
後
年

こ
と
が
分
か
る
。

介
「
原
色
の
街
」
と
軍
国
主
義

り
口
は
、
最
新
の
科
学
を
剛
に
柔
に
応

神
を
変
形
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
、

い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
か
、
私
に
は

義
の
姿
勢
を
と
り
続
け
る
こ
と
が
出
来

用
し
て
「
生
理
に
変
化
を
与
え
、
精

巧
妙
な
や
り
口
の
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
比

覚
え
た
の
は
、
竹

文
章
を
、
も
う
戦

。の
崩
壊
過
程
を
述

劇
」
は
「
世
代
」

。
勿
論
「
煙
突
男
」

で
き
な
い
の
だ
が
、

竹
山
は
現

と
し
、
そ
の

竹
山
は
「

（
略
）
そ
れ
だ

有
効
に
使
役

チ
ス
は
完
全

こ
ろ
な
く
利

る
。
日
本
の
軍
国

体
験
に
依
拠
し
て

チ
の
や
り
口
」
を

活
動
を
通
じ
て
ナ

の
随
筆
風
の
小
説

を
展
開
し
た

違
い
な
い
。

吉
行
は
誤

あ
げ
た
。
そ

の
竹
山
は
ナ

た
竹
山
の
「

を
み
れ
ば
、

用
し
て
生
理
に
変

そ
う
い
う
や
り
口

自
信
が
な
い
。）

た
理
由
を
吉
行
は
、

神
を
変
形
さ
せ
よ

し
て
、
日
本
の
軍

麻
田
の
人
物

吉
行
が
ナ
チ

え
て
い
た
こ

し
か
し
こ

著
者
が
実
は

は
「
世
代
」

代
の
政
治
が
「
人
間
の
精
神
を
変
形
す

最
も
科
学
的
な
も
の
と
し
て
ナ
チ
ス
を

日
本
の
軍
人
は
ま
だ
十
分
に
近
代
人
で

か
ら
か
れ
ら
は
、
支
配
の
た
め
に
も

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
人
は
ま

な
近
代
人
で
し
た
。
か
れ
ら
は
一
切
の

用
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
ナ
チ
ス
の
指

論
者
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
吉
行
は
そ

っ
て
自
己
の
ナ
チ
ス
に
対
す
る
認
識
の

れ
ほ
ど
印
象
的
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

チ
ス
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
の
か

知
識
人
の
裏
切
り
？
」（「
世
代
」
８
号

吉
行
が
竹
山
か
ら
受
け
た
影
響
を
確
認 二

造
形
に
吉
行
自
身
の
体
験
が
引
用
さ
れ

ス
に
つ
い
て
の
自
分
の
認
識
の
起
源
を

と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
。

の
部
分
で
よ
り
重
要
な
の
は
『
ワ
イ
マ

岡
義
武
で
あ
っ
て
竹
山
道
雄
で
は
な
い

の
主
要
な
執
筆
者
の
一
人
で
あ
り
、
ナ

る
こ
と
」
を
企
ん
で
い
る

例
に
あ
げ
る
。

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

近
代
の
利
器
を
そ
れ
ほ
ど

だ
し
も
幸
せ
で
し
た
。
ナ

文
明
の
成
果
を
あ
ま
す
と

導
者
た
ち
は
、
日
本
の
軍

の
文
章
を
読
ん
で
い
た
に

起
源
と
し
て
竹
山
の
名
を

な
る
だ
ろ
う
が
、
で
は
そ

。「
世
代
」
に
掲
載
さ
れ

、
一
九
四
七
年
十
二
月
）

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
〇

て
い
る
の
は
明
ら
か
で
、

「
世
代
」
で
の
活
動
と
考

ー
ル
共
和
国
の
悲
劇
』
の

と
い
う
点
で
あ
る
。
竹
山

チ
ス
に
対
し
て
鋭
い
批
判



吉
行
淳
之

吉
行
も
例
外
で
は
な

「「
戦
中
少
数
派
」
の

な
っ
て
い
る
と
い
っ

を
与
え
、
校
長
は
完

同
様
の
ナ
チ
ス
観

の
力
学
者
で
あ
り
、

と
を
忘
れ
な
い
」、「

論
を
以
て
現
実
を
規

か
れ
て
い
た
。
お
そ

す
る
ナ
チ
ス
と
い
う

始
め
る
。「
愚
劣
」
な

派
」
の
発
言
」
で
も

竹
山
が
語
る
の
は

中
学
校
の
校
長
を
ナ

正
」
し
た
と
い
う
。

さ
せ
る
一
方
、
反
ナ

体
的
な
苦
痛
を
与
え

人
た
ち
よ
り
も
は
る

介
「
原
色
の
街
」
と
軍
国
主
義

く
、
竹
山
や
い
い
だ
の
文
章
に
み
ら

発
言
」
で
の
ナ
チ
ス
に
対
す
る
吉
行
の

て
間
違
い
な
い
。

全
に
親
ナ
チ
ス
に
洗
脳
さ
れ
て
し
ま
う

は
い
い
だ
も
も
に
よ
っ
て
「
フ
ァ
シ
ス

常
に
精
神
の
感
性
的
部
分
に
着
目
し
そ

ナ
チ
ス
の
理
論
は
い
か
に
粗
野
で
あ
つ

制
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
」
と
、「
世
代

ら
く
「
科
学
的
」
な
「
理
論
」
に
基
づ

認
識
は
「
世
代
」
同
人
の
間
で
共
有
さ

日
本
に
対
比
さ
れ
る
ナ
チ
ス
は
、
吉

見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
の
洗
脳
で
あ
る
。
反
ナ
チ
ス
の

チ
ス
は
「
条
件
反
射
の
原
理
」
を
応

毎
日
、
校
長
に
繰
り
返
し
ナ
チ
ス
の
思

チ
ス
の
思
想
を
朗
読
す
る
時
に
は
椅
子

る
。
そ
の
身
体
的
な
苦
痛
は
や
が
て
校

か
に
壮
大
な
悪
魔
的
事
業
を
遂
行
し
た

れ
る
ナ
チ
ス
観
が

認
識
の
下
敷
き
と

っ
た
と
い
う

行
の
こ
れ
ら

描
く
も
の
で

れ
て
き
た
。

色
の
街
」
を

。ト
は
謂
は
ば
心
情

れ
を
利
用
す
る
こ

て
も
と
も
か
く
理

」
に
繰
り
返
し
書

い
て
洗
脳
、
統
治

れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

当
時
、

微
妙
な

か
に
精

っ
た
。

「
人
間
と
か
、

ん
だ
け
ど
、

「
性
」
を
描
く

行
の
「「
戦
中
少
数

思
想
を
持
つ
上
級

用
し
て
「
思
想
矯

想
を
大
声
で
朗
読

に
電
気
を
流
し
身

長
の
観
念
に
影
響

こ
の
よ
う

色
の
街
」
で

軍
国
主
義
に

題
を
「
理
解

う
か
。

吉
行
は
「

の
で
す
」
と
語
り

二

回
想
、
冒
頭
で
引
用
し
た
風
俗
小
説
で

の
発
言
が
総
合
さ
れ
て
「
原
色
の
街
」

は
な
く
「
精
神
」
を
描
く
こ
と
に
主
題

し
か
し
吉
行
の
ナ
チ
ス
の
洗
脳
に
対
す

再
読
す
れ
ば
別
の
読
み
も
可
能
に
な
る

私
の
頭
に
い
つ
も
ひ
っ
か
か
っ
て
い
た

関
係
で
あ
っ
た
。
環
境
が
肉
体
に
ど
う

神
に
及
ぶ
か
を
確
か
め
て
ゆ
く
よ
う
な

精
神
の
在
り
方
と
か
、
い
ろ
ん
な
も

ぼ
く
の
場
合
は
ど
う
し
て
も
性
が
か
ら

理
由
、「
原
色
の
街
」
執
筆
時
に
は
娼

（
２
）
「
原
色
の
街
」
と
軍
国
主

な
軍
国
主
義
に
対
す
る
批
判
的
言
説
に

軍
国
主
義
を
寓
意
的
に
描
こ
う
と
し
た

対
す
る
認
識
を
共
有
し
て
い
る
は
ず
の

」
す
る
だ
ろ
う
、
吉
行
は
そ
う
期
待
し

原
色
の
街
」
の
主
題
に
つ
い
て
次
の
よ

六
一

は
な
い
と
い
う
自
負
。
吉

は
風
俗
や
性
そ
れ
自
体
を

が
あ
る
作
品
だ
と
解
釈
さ

る
認
識
を
ふ
ま
え
て
「
原

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

の
は
、
精
神
と
肉
体
と
の

作
用
し
、
そ
の
作
用
が
い

小
説
を
書
き
た
い
と
お
も

の
を
書
こ
う
と
し
て
い
る

ん
で
く
る
」
と
語
ら
れ
る

婦
に
触
れ
た
こ
と
は
な
か

義
批
判

ふ
れ
る
中
、
吉
行
は
「
原

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
世
代
」
同
人
は
そ
の
主

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
に
述
べ
て
い
る
。



と
な
つ
て
い
く

だ
ろ
う
と
思
う

「
軍
隊
を
悲
惨
だ
と
思

ん
で
い
つ
て
そ
の
一

婦
の
街
と
い
う
機
構

同
じ
論
理
で
構
築
さ

れ
る
以
前
に
執
筆
さ

ま
え
て
発
想
さ
れ
た

さ
ら
に
「
原
色
の

『
真
空
地
帯
』
の
合
評

結
局
、
軍
隊
を

そ
の
も
の
が
あ

材
料
を
使
つ
て

な
奴
が
、
次
第

吉
行
淳
之

吉
行
は
「
環
境
が

か
」
を
描
こ
う
と
し

生
活
に
よ
っ
て
次
第

し
、
次
第
に
「
精
神

こ
れ
は
明
ら
か
に
「

精
神
を
変
形
さ
せ
よ

過
程
を
も
つ
と
突
込
ん
で
書
い
て
あ
れ

の
だ
が
ね
。

う
よ
う
な
奴
が
、
次
第
に
軍
隊
機
構

部
分
と
な
つ
て
い
く
過
程
」
を
描
く
軍

の
中
に
次
第
に
入
り
込
ん
で
い
く
娼
婦

れ
て
い
る
。「
原
色
の
街
」
は
「
真
空

れ
て
い
る
の
で
直
接
の
影
響
関
係
は
あ

も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

街
」
を
発
表
し
た
直
後
に
「
世
代
」
で

会
で
、
吉
行
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

悲
惨
だ
と
思
わ
な
い
人
間
ば
か
り
書
か

ま
り
悲
惨
で
は
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
て

書
く
の
だ
つ
た
ら
、
ぼ
く
は
軍
隊
を
悲

に
軍
隊
機
構
の
な
か
に
入
り
こ
ん
で
い

介
「
原
色
の
街
」
と
軍
国
主
義

肉
体
に
ど
う
作
用
し
、
そ
の
作
用
が
い

た
と
語
っ
た
。
そ
れ
は
娼
婦
の
街
と
い

に
娼
婦
の
肉
体
と
な
り
、
そ
の
こ
と
が

」
が
変
容
し
て
ゆ
く
娼
婦
あ
け
み
の
物

最
新
の
科
学
を
剛
に
柔
に
応
用
し
て
生

う
と
し
た
」
と
い
う
ナ
チ
ス
の
科
学
的

ば
も
つ
と
面
白
い

の
な
か
に
入
り
こ

隊
の
物
語
は
、
娼

あ
け
み
の
物
語
と

地
帯
」
が
発
表
さ

り
得
な
い
が
、
こ

を
「
洗
脳
」

は
次
の
よ
う

話
題

こ
の
二

分
の
初

彼
が

純
な
も

行
わ
れ
た
野
間
宏

い
る
。

れ
て
い
て
、
軍
隊

い
る
。
こ
う
い
う

惨
だ
と
思
う
よ
う

つ
て
そ
の
一
部
分

「
原
色
の
街

に
軍
国
主
義

を
行
う
の
で

元
木
の
婚

「
京
人
形
に
コ

璃
子
を
珍
し

元
木
の
欲
望

か
に
精
神
に
及
ぶ

う
「
環
境
」
で
の

「
精
神
」
に
作
用

語
の
こ
と
だ
が
、

理
に
変
化
を
与
え
、

洗
脳
の
論
理
を
ふ

の
発
言
か
ら

な
っ
て
い
る

つ
ま
り
吉

に
及
ぶ
か
」

脳
を
受
け
る

読
む
こ
と
が

す
る
こ
と
で
あ
る
。
元
木
が
瑠
璃
子
を

に
語
ら
れ
る
。

は
瑠
璃
子
が
提
供
し
た
。
彼
は
、
も
つ

人
の
許
嫁
者
の
あ
い
だ
の
話
題
は
奇
妙

恋
の
男
の
こ
と
を
、
詳
細
に
、
く
り
か

ど
ん
な
に
純
一
な
男
だ
つ
た
か
。
彼
と

の
で
あ
つ
た
か
。
彼
が
東
大
の
法
科
を

」
に
登
場
す
る
も
う
一
人
の
視
点
人

の
在
り
方
を
描
き
出
し
て
い
る
。
元
木

あ
る
。

約
者
、
瑠
璃
子
は
「
感
情
の
や
り
く
り

ケ
ツ
ト
リ
ー
を
つ
け
た
の
よ
う
な
女

い
玩
具
を
と
り
扱
う
よ
う
に
操
作
し
て

は
他
人
を
「
操
作
」
す
る
こ
と
に
あ
る 二

吉
行
の
軍
隊
機
構
に
対
す
る
認
識
と

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

行
が
「
環
境
が
肉
体
に
ど
う
作
用
し
、

を
描
く
と
述
べ
た
娼
婦
あ
け
み
の
物
語

精
神
の
物
語
、
軍
隊
機
構
に
巻
き
込
ま

で
き
る
の
で
あ
る
。

「
洗
脳
」
し
て
い
く
過
程

ぱ
ら
聞
き
役
に
ま
わ
つ
た
。

な
も
の
で
、
彼
女
は
、
自

え
し
て
語
る
の
だ
。

彼
女
の
恋
が
ど
ん
な
に
清

出
た
秀
才
で
、
海
軍
の
予

物
元
木
英
夫
も
同
じ
よ
う

は
ナ
チ
ス
の
ご
と
く
洗
脳

に
は
無
縁
と
思
わ
れ
る
」

」
で
あ
る
。
元
木
は
「
瑠

い
た
」
と
語
ら
れ
る
が
、

。
つ
ま
り
そ
れ
は
瑠
璃
子

六
二

「
原
色
の
街
」
の
物
語
が
重

そ
の
作
用
が
い
か
に
精
神

は
、
ナ
チ
ス
の
科
学
的
洗

れ
る
精
神
の
物
語
と
し
て



吉
行
淳
之

「
煙
突
男
」
で
は
先
に

心
が
、
麻
田
に
起
っ

と
続
く
。
こ
こ
で
い

こ
と
だ
が
、
続
い
て

ヒ
ト
ラ
ー
の
演
説
の

の
物
語
は
、
瑠
璃
子

正
」
す
る
と
い
う
形

と
こ
ろ
で
ナ
チ
ス

は
、
な
ぜ
性
的
な
場

行
は
「
精
神
と
肉
体

「
娼
婦
の
町
と
い
う
環

こ
の
点
も
ま
た
吉

げ
た
か
。
彼
女

（
略
）
瑠
璃
子
は

葉
を
、
執
拗
に

に
う
な
ず
き
か

て
何
気
な
く
、

趣
味
に
合
う
よ

瑠
璃
子
は
「
初
恋
の

備
士
官
と
な
り

介
「
原
色
の
街
」
と
軍
国
主
義

引
用
し
た
部
分
の
後
に
「
そ
の
こ
ろ

て
き
た
。
ナ
チ
ス
が
セ
ク
シ
ー
に
感
じ

う
「
そ
の
こ
ろ
」
と
は
一
九
七
〇
年
代

「
ヒ
ト
ラ
ー
」
と
い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

様
子
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る

の
性
交
の
場
面
で
初
恋
の
男
が
教
え
込

で
物
語
化
さ
れ
る
。

の
洗
脳
を
ふ
ま
え
て
構
想
さ
れ
た
元
木

面
を
舞
台
と
し
て
物
語
化
さ
れ
た
の
だ

と
の
微
妙
な
関
係
」
を
主
題
と
す
る

境
が
便
利
」
だ
と
考
え
た
の
だ
ろ
う

行
独
自
の
発
想
と
い
う
わ
け
で
は
な

が
ど
れ
ほ
ど
ま
で
、
彼
に
魂
を
奪
わ
れ

、
予
備
海
軍
士
官
の
教
え
込
ん
だ
、

叫
ん
だ
。（
略
）
彼
は
親
切
に
丁
重
に

え
し
、
や
が
て
親
切
丁
寧
に
そ
の
衣
裳

気
づ
か
ぬ
よ
う
に
、
女
の
唇
か
ら
洩
れ

う
に
、
修
正
し
て
や
る
。

男
」
に
「
魂
を
奪
わ
れ
つ
づ
け
て
」
い

、
戦
艦
大
和
に
乗
組
ん
で
、
ど
ん
な
に

、
も
う
一
つ
の
関

ら
れ
は
じ
め
た
」

に
な
っ
て
か
ら
の

映
画
に
登
場
す
る

。

吉
行
が
ジ

は
言
え
な
い

の
言
葉
を
吉

璃
子
や
あ
け

る
「
原
色
の

ん
だ
言
葉
を
「
修

と
あ
け
み
の
物
語

ろ
う
か
。
な
ぜ
吉

「
原
色
の
街
」
に
、

か
。

か
っ
た
よ
う
だ
。

お
き
、
問
題

持
ち
得
た
の

果
た
し
て

す
で
に
ナ
チ

て
語
ら
れ
て

「
ヒ
ト
ラ
ー
に

る
。

つ
づ
け
て
い
る
か
。

特
殊
で
露
骨
な
言

彼
女
の
一
語
々
々

を
脱
が
し
、
そ
し

る
歓
語
を
、
彼
の

る
。
元
木
の
洗
脳

に
は
、

顔
と
全

な
っ
て

ル
ガ
ス

か
が
や

演
説
中
の
ヒ

ス
ム
ス
」
に

悲
愴
な
最
期
を
遂

し
だ
い

二

ャ
ン
・
ゲ
ノ
ー
の
言
葉
か
ら
「
原
色
の

か
も
し
れ
な
い
が
、「
世
代
」
に
引
用

行
は
間
違
い
な
く
読
ん
で
い
た
は
ず
で

み
の
性
的
な
快
感
を
操
作
す
る
こ
と
で

街
」
の
物
語
は
、
ジ
ャ
ン
・
ゲ
ノ
ー
の

は
「
原
色
の
街
」
を
構
想
し
た
時
の
吉

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

吉
行
が
「
原
色
の
街
」
を
執
筆
す
る
以

ス
に
お
け
る
ヒ
ト
ラ
ー
と
民
衆
の
結
び

い
た
。
い
い
だ
も
も
が
フ
ラ
ン
ス
の
小

は
性
的
魅
力
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉

そ
の
声
と
身
振
り
に
自
分
自
身
が
巻
き

身
に
ゆ
き
わ
た
り
、
オ
ル
ガ
ス
ム
ス
に

し
ま
う
。
聴
衆
も
そ
れ
に
同
調
し
、
と

ム
ス
に
つ
つ
み
こ
ま
れ
て
、
喜
悦
の
涙

い
て
い
る
。

ト
ラ
ー
が
聴
衆
と
「
性
的
」
に
「
同
調

つ
つ
み
こ
ま
れ
て
い
く
、
と
す
る
吉
行

に
身
振
り
を
混
え
、
声
の
ヴ
ォ
リ
ュ
ー

六
三

街
」
を
発
想
し
た
と
ま
で

さ
れ
た
ジ
ャ
ン
・
ゲ
ノ
ー

あ
る
。
そ
し
て
元
木
が
瑠

精
神
を
操
作
し
よ
う
と
す

言
葉
と
重
な
り
合
う
。

行
が
そ
の
よ
う
な
発
想
を

前
の
「
世
代
」
の
中
で
、

つ
き
が
性
的
な
も
の
と
し

説
家
ジ
ャ
ン
・
ゲ
ノ
ー
の

を
引
用
し
て
い
た
の
で
あ

こ
ま
れ
、
恍
惚
と
陶
酔
が

襲
わ
れ
る
直
前
の
よ
う
に

く
に
女
性
は
は
っ
き
り
オ

が
流
れ
る
顔
面
は
異
様
に

」
し
、
会
場
が
「
オ
ル
ガ

の
分
析
の
妥
当
性
は
さ
て

ム
を
上
げ
て
ゆ
く
。
つ
い



こ
の
数
日
、
彼

て
い
た
。
そ
れ

の
男
の
好
む
色

元
木
の
行
為
が
洗
脳

と
も
同
じ
く
洗
脳
で

和
」
で
「
悲
愴
な
最

ら
れ
て
い
る
こ
と
の

う
と
し
た
。
そ
れ
は

の
表
明
に
も
な
っ
て

（
３
）

元
木
は
瑠
璃
子
を

た
ど
り
着
く
。

最
近
で
は
、
瑠

吉
行
淳
之

吉
行
が
「
世
代
」

ま
え
て
「
原
色
の
街

い
な
い
。
し
か
し
男

つ
ま
り
軍
国
主
義
に

描
か
れ
た
だ
け
で
は

よ
う
と
す
る
試
み
す

女
が
初
恋
の
男
の
こ
と
を
話
さ
な
い
の

は
、
ふ
た
た
び
白
い
色
に
戻
つ
た
彼
女

に
染
め
ら
れ
る
の
を
待
つ
て
い
る
姿
と

で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
初
恋
の
男
」
が

あ
る
。
こ
こ
で
瑠
璃
子
の
「
初
恋
の

期
を
遂
げ
た
」
予
備
海
軍
士
官
だ
っ
た

意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日

同
時
に
「
世
代
」
同
人
と
吉
行
の
政
治

い
た
。

軍
国
主
義
、
革
命
の
不
可
能
性

自
分
の
色
に
染
め
る
こ
と
、
洗
脳
の
完

璃
子
は
全
身
で
彼
が
気
に
入
っ
て
い
る

介
「
原
色
の
街
」
と
軍
国
主
義

に
み
ら
れ
る
軍
国
主
義
批
判
、
ナ
チ
ス

」
を
論
理
的
に
構
成
し
て
い
っ
た
こ
と

に
身
体
を
管
理
さ
れ
、
次
第
に
洗
脳
さ

洗
脳
さ
れ
て
い
く
人
々
の
精
神
の
様
子

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
他
人

べ
て
が
不
可
避
に
破
綻
す
る
と
い
う
こ

に
、
彼
は
気
付
い

の
全
体
が
、
相
手

見
え
た
。

瑠
璃
子
に
し
た
こ

男
」
が
「
戦
艦
大

と
、
わ
ざ
わ
ざ
語

本
軍
国
主
義
の
象

る
。瑠

璃
子
を

洗
脳
の
物
語

あ
け
み
の
行

「
原
色
の
街

比
的
に
描
く

語
全
体
を
整

的
な
立
場
の
差
異

成
一
歩
手
前
ま
で

様
子
で
あ
つ
た
。

革
命
」
も
含

前
の
人
々
で

人
た
ち
も
含

こ
の
よ
う

る
こ
と
に
よ

脳
だ
け
で
は

め
て
、
戦
後

批
判
の
論
理
を
ふ

は
お
そ
ら
く
間
違

れ
て
い
く
女
の
姿
、

だ
け
が
比
喩
的
に

の
内
面
を
操
作
し

と
を
吉
行
は
描
こ

徴
と
も
い
え

の
言
葉
に
「

「
修
正
」
し
て

産
主
義
な
ど

寓
意
し
て
い

そ
こ
に
は

自
分
の
色
に
染
め
る
一
歩
手
前
ま
で
た

は
そ
こ
で
頓
挫
す
る
。
そ
れ
は
元
木
が

動
に
よ
る
事
件
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て

」
は
元
木
に
操
作
さ
れ
る
二
人
の
女

こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
二

理
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
瑠
璃
子
は
軍
国

あ
り
、
元
木
は
そ
れ
を
啓
蒙
す
る
知
識

ま
れ
る
｜
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

に
瑠
璃
子
の
初
恋
の
男
が
「
戦
艦
大
和

っ
て
、
元
木
の
洗
脳
は
単
に
戦
時
下
の

な
く
、
実
は
そ
れ
が
新
た
な
洗
脳
に
過

の
啓
蒙
や
「
革
命
」
ま
で
を
も
含
意
し 二

る
よ
う
な
こ
の
男
が
瑠
璃
子
の
肉
体
に

修
正
」
し
て
い
く
元
木
の
行
為
は
、

い
く
こ
と
、
戦
時
中
の
軍
国
主
義
を

｜
に
塗
り
替
え
よ
う
と
す
る
、
敗
戦
後

る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

「
世
代
」
同
人
た
ち
が
熱
心
に
語
り
あ

ど
り
着
い
た
元
木
だ
が
、

予
想
し
て
も
い
な
か
っ
た

い
る
。

、
瑠
璃
子
と
あ
け
み
を
対

人
の
対
比
を
確
認
し
、
物

主
義
に
染
ま
り
き
っ
た
戦

人
｜
そ
こ
に
「
世
代
」
同

か
。

」
の
乗
組
員
と
設
定
さ
れ

日
本
軍
国
主
義
に
よ
る
洗

ぎ
な
い
と
い
う
批
判
も
含

て
い
る
と
読
め
る
の
で
あ

六
四

教
え
こ
ん
だ
言
葉
を
自
分

日
本
軍
国
主
義
の
言
葉
を

違
う
色
｜
民
主
主
義
や
共

数
多
く
み
ら
れ
た
行
為
を

る
。

っ
て
い
た
「
来
た
る
べ
き



吉
行
淳
之

か
め
て
ゆ
く
」
こ
と

あ
け
み
は
元
木
へ

プ
シ
ョ
ン
で
瑠
璃
子

元
木
が
瑠
璃
子
を
み

り
違
え
」
た
あ
け
み

帰
る
と
い
う
元
木
の

し
て
、
仕
事
か
ら
快

動
く
「
心
」
を
持
つ

し
て
し
ま
っ
た
自
分

「
恋
慕
の
情
」
に
由
来

か
き
消
そ
う
と
す
る

が
「
環
境
が
肉
体
に

縁
」
で
あ
る
。「
人
形

の
男
の
好
む
色
に
染

対
し
て
視
点
人
物

め
、
あ
け
み
は
瑠
璃

「
快
感
」
を
感
じ
な
い

て
い
た
あ
け
み
は
、

心
と
躯
が
ア
ン
バ
ラ

瑠
璃
子
や
多
く
の

介
「
原
色
の
街
」
と
軍
国
主
義

で
あ
る
。

の
「
恋
慕
の
情
」
を
募
ら
せ
て
い
く
。

と
あ
け
み
が
す
れ
違
う
こ
と
に
よ
っ
て

る
「
物
質
を
眺
め
る
眼
」
を
自
分
に
向

は
「
心
」
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
い
、
発
作

「
心
理
の
う
え
の
ア
ク
ロ
バ
テ
イ
ー
ク

感
を
感
じ
る
「
成
熟
し
た
女
」
の
躯
に

あ
け
み
は
、
娼
婦
の
街
と
い
う
環
境
に

に
動
揺
す
る
。
あ
け
み
は
自
分
の
快
感

す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ

。
先
に
述
べ
た
と
お
り
こ
の
あ
け
み
の

ど
う
作
用
し
、
そ
の
作
用
が
い
か
に
精

」
の
よ
う
な
瑠
璃
子
は
元
木
の
操
作

め
ら
れ
る
の
を
待
つ
て
い
る
姿
」
と
な

で
あ
る
あ
け
み
は
動
く
「
心
」
を
持
っ

子
と
は
対
照
的
な
反
応
を
み
せ
る
。

こ
と
を
自
分
が
娼
婦
に
な
り
き
っ
て

一
方
で
娼
婦
の
生
活
に
よ
っ
て
躯
を
成

ン
ス
な
状
態
に
あ
っ
た
あ
け
み
は
、
躯

娼
婦
た
ち
は
「
感
情
の
動
き
自
体
か

そ
し
て
船
上
レ
セ

事
件
が
起
こ
る
。

け
ら
れ
た
と
「
取

的
に
元
木
に
体
当

な
か
っ
た
「

じ
よ
う
な
考

の
不
可
能
性

を
不
可
能
に

ち
の
よ
う
な

」
を
き
っ
か
け
と

な
っ
て
し
ま
う
。

影
響
さ
れ
て
変
化

が
元
木
に
対
す
る

と
で
そ
の
不
安
を

動
揺
を
描
く
こ
と

神
に
及
ぶ
か
を
確

比
喩
に
よ
っ

人
の
、
外
見

る
の
で
あ
る

元
木
、
あ

「
原
色
の
街
」

｜
革
命
は
、

き
に
よ
っ
て

を
う
け
て
「
相
手

る
。

て
い
る
。
そ
の
た

日
々
の
仕
事
か
ら

い
な
い
証
と
考
え

熟
さ
せ
て
い
く
。

だ
け
を
刺
激
し
て

夫
は
「
ま
る

の
「
兄
弟
」

「
ず
っ
と
広
い

解
説
し
て
い

こ
こ
で
元

て
い
る
こ
と

行
を
含
め
た

ら
、
ま
つ
た
く
無

た
り
し
二
人

二

戦
中
少
数
派
」
と
後
に
自
称
す
る
吉
行

え
を
持
っ
て
い
た
「
世
代
」
同
人
た
ち

を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な

し
て
い
る
の
は
一
元
的
な
も
の
に
従
う

「
心
」
を
持
つ
人
間
な
の
だ
、
と
。「

て
、
動
く
「
心
」
を
持
っ
て
い
る
元
木

よ
り
「
ず
っ
と
広
い
範
囲
内
」
で
の
相

。け
み
、「
世
代
」
同
人
、
そ
し
て
吉
行

は
吉
行
の
次
の
よ
う
な
思
想
表
明
と

洗
脳
さ
れ
る
側
に
い
る
「
心
」
を
持
っ

破
綻
す
る
。
そ
れ
は
戦
時
下
で
も
軍
国

で
、
兄
弟
み
て
え
じ
や
ね
え
か
」
と
声

と
い
う
言
葉
が
「
都
会
の
二
人
の
大
学

範
囲
内
で
の
二
人
の
相
似
を
示
し
て

る
。

木
と
あ
け
み
の
相
似
が
「
都
会
の
大
学

は
き
わ
め
て
意
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら

「
世
代
」
同
人
た
ち
に
他
な
ら
な
い
か

は
海
に
落
ち
て
い
く
。
海
か
ら
引
き
上

六
五

や
、
お
そ
ら
く
吉
行
と
同

が
「
革
命
」
を
語
る
こ
と

い
だ
ろ
う
か
。「
革
命
」

こ
と
の
で
き
な
い
自
分
た

原
色
の
街
」
は
当
初
「
世

と
あ
け
み
と
「
世
代
」
同

似
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な

が
同
類
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

も
読
め
る
。
元
木
の
洗
脳

た
人
物
の
「
不
意
」
の
動

主
義
の
色
に
染
ま
る
こ
と

を
上
げ
る
。
語
り
手
は
こ

生
」
が
外
見
だ
け
で
な
く

い
る
」
よ
う
な
も
の
だ
と

生
」
の
相
似
に
比
喩
さ
れ

「
都
会
の
大
学
生
」
と
は
吉

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の

げ
ら
れ
た
二
人
を
見
て
水



得
た
吉
行
は
、
そ
れ

影
響
を
受
け
な
が
ら

う
そ
の
後
の
作
家
生

「
性
」
と
「
戦
時
下
の

だ
ろ
う
か
。

日
高
普
は
「
原
色

好
評
で
な
か
つ
た
」

と
す
れ
ば
、
具
体
的

ま
れ
て
し
ま
う
精
神

説
と
し
て
構
築
さ
れ

「
環
境
」
に
置
き
換
え

こ
こ
で
「
性
」
と

う
点
を
強
調
し
て
お

れ
て
い
た
反
軍
国
主

吉
行
淳
之

代
」
に
掲
載
さ
れ
る

代
」
同
人
の
み
を
指

の
啓
蒙
を
語
る
言
説

本
稿
の
考
察
を
簡

吉
行
が
語
る
よ
う

し
、
そ
の
作
用
が
い

を
小
説
に
す
る
過
程
で
竹
山
道
雄
や

、
作
品
の
舞
台
と
し
て
娼
婦
の
街
、
そ

活
で
中
心
的
存
在
と
な
る
題
材
に
出

体
験
」
が
結
び
つ
く
に
至
る
経
緯
だ

の
街
」
が
「
合
評
会
で
は
社
会
性
が
な

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
の
考

に
は
反
発
し
な
が
ら
も
軍
国
主
義
と
い

を
描
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の

る
過
程
で
、
軍
国
主
義
や
軍
隊
機
構
は

ら
れ
た
の
だ
。

い
う
題
材
が
先
に
あ
っ
た
の
で
は
お
そ

き
た
い
。
戦
争
体
験
に
よ
っ
て
「
世
代

義
の
姿
勢
の
中
で
、
抑
圧
さ
れ
る
精
神

介
「
原
色
の
街
」
と
軍
国
主
義

予
定
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、

示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
革

一
般
に
対
す
る
吉
行
の
批
判
だ
っ
た
の

単
に
ま
と
め
て
結
論
に
か
え
る
こ
と
に

に
「
原
色
の
街
」
の
主
題
が
「
環
境
が

か
に
精
神
に
及
ぶ
か
を
確
か
め
て
ゆ
く「

世
代
」
の
言
説
の

し
て
「
性
」
と
い

会
っ
た
。
こ
れ
が

っ
た
の
で
は
な
い

い
と
の
理
由
か
ら

察
か
ら
は
吉
行
が

い
る
の
で
し

出
発
期
に
書

模
索
し
て
い

と
軍
国
主
義

「
原
色
の
街
」

く
。

う
環
境
に
取
り
込

よ
う
な
主
題
が
小

娼
婦
の
街
と
い
う

ら
く
な
い
、
と
い

」
同
人
に
共
有
さ

、
と
い
う
主
題
を

に
由
来
し
て

上
で
本
稿
が

た
だ
し
こ

と
に
「
原
色

な
い
。
吉
行

確
固
と
し
た

色
の
街
」
を

「
大
学
生
」
は
「
世

命
」
や
民
主
主
義

だ
ろ
う
。

す
る
。

肉
体
に
ど
う
作
用

」
こ
と
に
あ
っ
た

「
原
色
の
街
」

題
を
描
こ
う

読
者
は
「
原

ま
た
そ
の
後

と
は
ほ
ど
遠

も
「
原
色
の

ば
し
ば
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
が

か
れ
た
作
品
群
な
の
で
あ
る
。
題
材
、

た
こ
の
時
期
の
吉
行
に
と
っ
て
、「
原

や
洗
脳
と
の
結
び
つ
き
は
そ
の
模
索

を
通
過
点
と
し
て
吉
行
は
さ
ら
に
別

い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
吉
行
の
身

試
み
た
「
原
色
の
街
」
の
「
理
解
」
は

れ
は
「
原
色
の
街
」
以
後
の
作
品
で
吉

の
街
」
と
同
様
の
「
社
会
性
」
を
付
与

が
作
家
と
し
て
出
発
し
た
時
点
か
ら
既

意
味
を
見
出
し
て
い
た
と
思
い
こ
む
必

は
じ
め
と
す
る
娼
婦
を
描
い
た
小
説
は 二

で
、
軍
国
主
義
に
よ
る
洗
脳
と
い
う

と
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

色
の
街
」
か
ら
「
社
会
性
」
を
積
極
的

の
作
家
活
動
全
般
に
わ
た
っ
て
吉
行
は

い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
何
よ

街
」
か
ら
は
読
み
と
れ
る
「
社
会
性
」

、
こ
れ
ら
は
吉
行
の
作
家

方
法
の
様
々
な
可
能
性
を

色
の
街
」
に
お
け
る
「
性
」

の
一
つ
の
結
果
だ
っ
た
。

の
か
た
ち
を
模
索
し
て
い

振
り
の
意
味
を
解
釈
す
る

参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

行
が
、「
性
」
を
描
く
こ

し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し

に
「
性
」
に
独
自
の
主
題
、

要
な
ど
な
い
の
だ
。「
原

吉
行
の
代
表
作
と
な
っ
て

六
六

「
社
会
性
」
を
も
っ
た
主

「
世
代
」
同
人
を
含
め
て

に
読
み
と
ろ
う
と
は
せ
ず
、

い
わ
ゆ
る
政
治
的
な
作
家

り
吉
行
自
身
が
少
な
く
と

を
主
張
し
な
か
っ
た
こ
と



吉
行
淳
之

や
く
修
正
さ
れ
る

館
か
ら
復
刻
、
出

竹
山
は
本
文
で

「
新
潮
」
な
ど
に
発

く
関
わ
っ
て
お
り

「
世
代
」
同
人
に
大

い
い
だ
も
も
「

九
八
〇
年
十
一
月

吉
行
淳
之
介
「

年
四
月
十
日
、
十

十
五
日
、
芳
賀
書

吉
行
淳
之
介
「

こ
の
誤
記
は
初

『
菓
子
祭
』（
一
九

集

第
十
二
巻
』

吉
行
淳
之
介
『

山
田
有
策
「
吉

釈
と
鑑
賞
」

｜

吉
行
淳
之
介
『

前
掲
書
『
私
の

浜
田
新
一
「『
世

集
』
月
報
、
一
九

の
筆
名
。

い
い
だ
も
も
「

年
一
月
）

注

介
「
原
色
の
街
」
と
軍
国
主
義

。
ち
な
み
に
一
九
八
〇
年
十
一
月
、「
世
代

版
さ
れ
て
い
る
。

参
照
し
た
「
知
識
人
の
裏
切
り
？
」
と
同

表
し
て
い
た
。
竹
山
は
後
見
人
的
立
場
と

、
あ
る
い
は
同
人
の
多
く
に
と
っ
て
は
一
高

き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

「
世
代
」
初
期
の
思
い
出
」（「
世
代
」
復
刻

二
十
五
日
、
日
本
近
代
文
学
館
）

戦
中
少
数
派
の
発
言
」（
初
出
「
東
京
新
聞

一
日
）、
引
用
は
初
刊
『
軽
薄
派
の
発
想
』

店
）
よ
り
。

煙
突
男
」（「
オ
ー
ル
読
物
」

｜
２
、
一
九

刊
『
菓
子
祭
』（
一
九
七
九
年
十
月
五
日
、

八
一
年
四
月
二
十
五
日
、
角
川
文
庫
）
の

（
一
九
八
四
年
四
月
十
日
、
講
談
社
）
に
収

私
の
文
学
放
浪
』（
一
九
六
五
年
五
月
三
十

行
淳
之
介
の
道
具
立
て
｜
肉
体
・
生
理
の
自

、
一
九
七
五
年
十
月
）

生
と
性
』（
一
九
七
四
年
十
二
月
三
十
日
、

文
学
放
浪
』。

代
』
の
こ
ろ
の
吉
行
の
こ
と
」（
新
鋭
文
学

六
〇
年
九
月
十
五
日
、
筑
摩
書
房
）。
な
お

消
え
た
鼠
は
生
き
て
い
る
」（「
思
想
の
科
学

」
が
日
本
近
代
文
学

様
の
ナ
チ
ス
批
判
を

し
て
「
世
代
」
に
深

で
の
教
師
で
あ
り
、

。
ま
た
竹
山
は
戦
中

吉
行
淳

想
』（
注

前
掲
書

前
掲
書

野
間
宏

「
合
評

版
、
別
冊
解
説
（
一

」
夕
刊
、
一
九
五
六

（
一
九
六
六
年
二
月
二

七
九
年
二
月
）

潮
出
版
社
）、
再
刊

後
、『
吉
行
淳
之
介
全

録
さ
れ
る
際
、
よ
う

い
は
吉
行

が
、
た
だ

と
に
つ
い

そ
れ
を
推

（
粕
谷
一

宮
本
治

だ
も
も
の

木
下
三

い
い
だ
も

一
日
、
講
談
社
）

覚
的
方
法
化
」（「
解

大
和
書
房
）

叢
書
『
吉
行
淳
之
介

浜
田
新
一
は
日
高
普

」

号
、
一
九
六
〇

ナ
チ
ス
な

ェ
の
比
喩

す
る
狂
信

作
集
』
第

吉
行
が

読
ん
だ
と

る
。
し
か

行
が
岡
、

し
か
し
い

い
な
い
し

か
ら
一
高

二

之
介
「
私
の
な
か
の
娼
婦
」
初
出
不
明
。

参
照
）
よ
り
。）

『
生
と
性
』。

『
私
の
文
学
放
浪
』
な
ど
。

『
真
空
地
帯
』（
一
九
五
二
年
二
月
二
十
九

野
間
宏

真
空
地
帯
」（「
世
代
」

号
、

が
他
の
媒
体
か
ら
ナ
チ
ス
の
情
報
を
得
て
い

粕
谷
一
希
は
竹
山
が
ナ
チ
ス
の
電
気
シ
ョ
ッ

て
「
こ
れ
は
後
年
広
く
論
じ
ら
れ
出
し
た
こ

理
し
た
著
者
の
洞
察
力
は
鋭
い
」
と
竹
山

希
「
解
説
」『
竹
山
道
雄
著
作
集
』
第
三
巻

「
第
二
の
東
條
」（「
世
代
」
７
号
、
一
九

筆
名
。

郎
「
人
間
的
條
件
」（「
世
代
」
９
号
、
一

も
の
筆
名
。

ど
、
先
生
に
よ
れ
ば
、
金
髪
碧
眼
な
ど
と
い

を
浅
薄
に
文
字
通
り
実
現
し
よ
う
と
、
超
人

者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。」（
松
下
康
夫
「
四

三
巻

月
報
、
一
九
八
三
年
六
月
十
五
日
、

「
煙
突
男
」
の
中
で
「
昭
和
二
十
二
年
」
に

い
う
記
述
は
、
竹
山
の
「
知
識
人
の
裏
切
り

し
、
改
稿
は
論
文
名
で
は
な
く
竹
山
の
名
に

竹
山
の
ど
ち
ら
の
文
章
を
意
図
し
て
い
た
か

ず
れ
に
せ
よ
、
吉
行
は
竹
山
の
文
章
も
同
様

、
竹
山
の
名
に
よ
っ
て
ナ
チ
ス
の
知
識
を
表

の
授
業
に
お
い
て
ナ
チ
ス
批
判
を
行
っ
て

六
七

引
用
は
初
出
『
軽
薄
派
の
発

日
、
河
出
書
房
）

一
九
五
二
年
七
月
）

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い

ク
に
よ
る
洗
脳
を
書
い
た
こ

と
で
、
昭
和
二
十
二
年
当
時
、

の
先
見
性
を
述
べ
て
い
る
。

（
注

参
照
）

四
七
年
九
月
）、
宮
本
は
い
い

九
四
七
年
十
二
月
）、
木
下
は

う
事
を
自
慢
に
し
、
ニ
ー
チ

気
取
り
で
市
民
社
会
を
破
壊

十
年
来
の
師
」『
竹
山
道
雄
著

福
武
書
店
）

ナ
チ
ス
に
つ
い
て
の
文
章
を

？
」
の
掲
載
時
期
と
一
致
す

施
さ
れ
た
。
改
稿
か
ら
は
吉

判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

に
読
ん
で
い
た
こ
と
は
間
違

象
し
た
事
実
は
残
る
。
あ
る

い
た
と
い
う
。「
当
時
流
行
の



の
移
行
、
娼
婦
小

は
別
稿
で
論
じ
る

浜
田
新
一
「
あ

月
）

﹇
附
記
﹈

「
原
色
の
街
」
の

い
て
は
注
に
記
し

れ
る
雑
誌
と
し
て

行
を
含
め
て
幾
人

稿
が
指
摘
し
て
い

前
掲
書
『
私
の

こ
の
よ
う
に
考

例
え
ば
「
祭
礼
の

色
の
街
」
の
主
題

の
街
」
に
至
る
ま

と
い
う
側
面
か
ら

吉
行
淳
之

他
人
の
心
理
を

人
」
の
登
場
人
物

は
「
薔
薇
販
売
人

る
。前

掲
「
煙
突
男

前
掲
宮
本
「
第

前
掲
浜
田
「『
世

「
世
代
」
は
そ
も説

の
作
品
間
の
差
異
を
含
め
た
同
時
期
の
作

。る
同
人
雑
誌
の
こ
と
」（「
新
潮
」

｜

引
用
は
初
出
「
世
代
」

号
よ
り
行
い
、

た
。
引
用
に
際
し
て
一
部
旧
漢
字
を
新
漢
字

出
発
し
た
（「
世
代
」
１
号
、
一
九
四
六
年

か
の
同
人
は
す
で
に
学
生
で
は
な
く
な
っ
て

る
の
は
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
事
実
で
は
な

文
学
放
浪
』。

え
た
ほ
う
が
「
性
」
を
描
い
た
と
は
言
い
難

日
」（「
文
学
界
」（
７
｜
４
、
一
九
五
三
年

の
連
関
を
見
出
す
の
に
都
合
が
よ
い
。
ま
た

で
の
習
作
期
の
方
法
的
模
索
に
つ
い
て
、
詩

説
明
し
て
い
る
（
前
掲
書
『
私
の
文
学
放
浪

介
「
原
色
の
街
」
と
軍
国
主
義

操
作
し
よ
う
と
す
る
元
木
の
人
物
設
定
は

伊
留
間
恭
吾
を
継
承
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ナ

」
に
も
見
い
だ
せ
る
。
二
作
品
の
関
係
に
つ

」。二
の
東
條
」。

代
』
の
こ
ろ
の
吉
行
の
こ
と
」。

そ
も
「
学
生
あ
る
ひ
は
学
生
に
準
ず
る
者

品
の
関
係
に
つ
い
て

、
一
九
五
二
年
十
一

そ
の
他
の
引
用
に
つ

に
改
め
た
。

七
月
）。
こ
の
時
期
吉

い
た
が
、
無
論
、
本

い
。

い
同
時
期
の
作
品
、

二
月
）
な
ど
と
「
原

吉
行
自
身
は
「
原
色

か
ら
散
文
へ
の
移
行

』）。
詩
か
ら
散
文
へ

、
前
作
「
薔
薇
販
売

チ
ス
の
洗
脳
の
主
題

い
て
は
別
稿
で
論
じ

」
に
よ
っ
て
編
集
さ

二
六
八


