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ー
「
自
由
艶
舌
女
文
章
」

「
自
由
艶
舌
女
文
章
」
の
作
者
で
あ
る
案
外
堂
主
人
小
室
信
介
に
つ
い
て
は

す
で
に
柳
田
泉
氏
が
「
政
治
小
説
研
究
上
（
昭
和
十
年
・
春
秋
社
）
」
に
詳
し

い
考
証
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
生
涯
と
政
治
小
説
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
の

考
証
は
不
可
能
と
い
わ
れ
る
ぐ
ら
い
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
林
基
氏
は

「
東
洋
民
権
百
家
伝
（
岩
波
文
庫
）
」
の
解
題
に
お
い
て
、
伝
記
的
な
新
事
実

や
、
農
民
問
題
（
一
揆
）
上
の
信
介
の
生
涯
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
「
自
由
艶
舌
女
文
章
」
の
み
に
つ
い
て
の
論
は
ま
だ
管
見
に
入
っ
て
い
な

い
。
た
だ
「
明
治
文
学
全
集
（
筑
摩
書
房
）
」
に
お
け
る
柳
田
氏
の
解
題
と
「

明
治
文
化
全
集
（
日
本
評
論
社
）
」
の
石
川
巌
氏
の
解
題
に
よ
っ
て
ほ
ぽ
そ
の

輪
郭
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
越
智
治
雄
氏
は
「
政
治
小
説
と
草
双
紙

ー
ー
小
室
案
外
堂
の
場
合
—
ーL
」
(
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
三
十
年
十
月
）

に
お
い
て
政
治
小
説
と
草
双
紙
を
結
ぷ
も
の
と
し
て
信
介
を
あ
げ
、
文
体
論
的

考
察
に
よ
っ
て
彼
の
政
治
小
説
を
解
明
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
信
介
に
関
す
る
論
評
の
す
べ
て
で
あ
る
と
思
う
が
、

「
自
由
艶
舌
女

文
章
」
に
限
っ
て
言
え
ば
す
べ
て
断
片
的
に
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
、
全
体

的
な
追
求
は
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

本
論
で
は
上
記
各
氏
の
論
に
沿
い
な
が
ら
、
い
く
ら
か
の
見
解
を
の
べ
て
み

た
い
。舞

鶴
市
立
西
図
書
館
に
「
糸
井
文
庫
」
①
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
に
小
室

信
介
に
関
す
る
資
料
が
若
干
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
自
由
艶
舌

女
文
章
」
の
刊
行
本
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。
こ
れ
が
最
初
に
書
か
れ
た
の

は
「
自
由
燈
」
③
紙
上
で
あ
る
。
「
自
由
燈
」
の
創
刊
号
（
明
治
十
七
年
五
月

十
一
日
）
か
ら
五
十
八
号
（
同
年
七
月
二
十
三
日
）
ま
で
四
十
七
回
に
わ
た
り

連
載
さ
れ
た
。

つ
い
で
初
版
本
を
み
る
と
、
前
後
綱
二
冊
に
分
冊
さ
れ
発
刊
さ
れ
て
い
る
。

発
行
年
月
日
奥
書
等
は
み
ら
れ
な
い
。
表
紙
に
案
外
堂
主
人
稿
、
胡
蝶
園
若
菜

序
、
自
由
艶
舌
女
文
章
と
記
さ
れ
て
い
る
。
見
返
し
に
斎
藤
家
壽
家
編
、
案
外

堂
主
人
稿
、
大
蘇
芳
年
画
、
発
行
所
自
由
燈
出
版
局
と
あ
る
。
後
編
に
は
題
名

二

、

刊

行

本

に

つ

い

て

長
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あ
る
じ
し
る
す

見
返
し
等
な
し
。
本
文
に
先
だ
っ
て
「
蝶
胡
園
主
識
」
と
い
う
文
と
、
信
介

の
「
序
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
序
」
は
自
由
燈
紙
上
で
は
「
は
し
が
き

ざ
れ狂

文
句
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

再
版
本
は
全
一
冊
で
あ
る
。
奥
書
に
明
治
十
七
年
七
月
二
十
四
日
出
版
御
届

九
月
発
売
、
十
九
年
九
月
二
十
四
日
再
版
御
届
、
十
九
年
十
月
出
版
、
編
集
兼

出
版
人
鯰
江
家
壽
家
と
あ
る
の
み
で
、
信
介
の
名
は
み
ら
れ
な
い
。
再
版
本
の

奥
書
か
ら
、
初
版
本
の
発
行
年
月
月
は
十
七
年
九
月
と
わ
か
る
が
、
編
者
の
斎

藤
家
壽
家
（
初
版
）
、
鯰
江
家
壽
家
（
再
版
本
）
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

出
版
上
の
体
裁
を
整
え
る
上
で
、
信
介
自
身
の
変
名
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な

ノヽ

0
し

再
版
本
に
は
初
版
本
に
あ
っ
た
案
外
堂
の
名
と
、
自
由
灯
出
版
局
の
名
が
消

え
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
二
つ
の
立
場
が
考
え

ら
れ
る
。
―
つ
に
は
当
時
の
出
版
事
情
で
あ
る
。
明
治
十
六
年
四
月
十
六
日
に

新
聞
・
出
版
条
例
が
改
正
さ
れ
こ
の
種
の
出
版
は
す
べ
て
届
出
制
と
な
っ
て
い

る
。
信
介
は
十
四
年
一
月
「
平
仮
名
国
会
論
」
を
朝
日
に
書
き
、
そ
の
た
め
朝

日
は
一
箇
月
に
わ
た
り
発
停
を
受
け
、
そ
の
後
の
民
権
運
動
の
中
で
、
信
介
の

名
は
警
戒
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
③
。
同
じ
こ
と
は
彼
の
著

「
東
洋
民
権
百
家
伝
」
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
同
著
初
秩
三
冊
は
十
六
年
八

月
二
十
八
日
に
出
て
い
る
が
、
十
七
年
一
月
に
出
さ
れ
た
第
二
峡
三
冊
は
「
東

洋
義
人
百
家
伝
」
と
改
題
さ
れ
て
い
る
。
「
民
権
」
か
ら
「
義
人
」
へ
の
改
題

の
意
味
す
る
も
の
は
重
大
で
あ
る
。
彼
の
義
人
観
の
く
わ
し
く
は
前
記
林
氏
の

解
題
に
ゆ
ず
り
再
述
は
し
な
い
が
、
宗
五
郎
的
義
人
を
民
権
家
と
み
る
立
場
④

は
彼
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
。
江
戸
一
揆
を
背
景
と
す
る
義
人
の
行
動
と
自
由

民
権
家
の
言
動
と
同
一
線
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
信
介
の
意
図
は
「
義
人
」

と
改
題
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
、
そ
の
意
義
を
失
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
れ

は
出
版
事
情
か
ら
版
権
を
得
る
た
め
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
っ
た
よ
う
だ

が
、
こ
れ
ら
を
み
て
も
当
時
の
自
由
民
権
派
に
対
す
る
出
版
事
情
の
厳
し
さ
が

う
か
が
い
知
れ
る
。

他
の
―
つ
の
面
と
し
て
、
当
時
の
戯
作
出
版
界
の
慣
習
に
も
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
初
版
の
序
文
を
書
い
た
胡
蝶
園
は
若
菜
貞
爾
で
、
仮
名
垣
魯
文
門
下
の

戯
作
者
で
あ
る
。
信
介
は
そ
の
他
戯
作
者
花
笠
文
京
、
篠
田
仙
果
ら
と
も
交
友

が
あ
り
⑥
若
く
か
ら
戯
作
文
学
に
親
し
ん
だ
点
か
ら
み
て
、
作
者
を
そ
れ
ほ
ど

重
要
視
し
な
い
戯
作
出
版
一
般
の
方
法
を
と
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る。
つ
い
で
に
彼
の
滑
稽
諧
認
的
な
戯
作
傾
向
を
示
す
も
の
と
し
て
「
冥
府
抑
談
」

が
あ
る
の
で
記
し
て
お
く
。
こ
れ
に
も
本
名
は
な
く
奥
書
に
、
明
治
十
四
年
八

月
三
日
御
届
、
編
述
人
宮
崎
孝
一
、
出
版
人
松
本
平
吉
、
発
兌
人
同
盟
書
と
あ

る
の
み
で
あ
る
。

明
治
以
後
の
出
版
で
は
前
掲
「
明
治
文
化
全
集
二
十
一
巻
」
が
あ
る
。
こ
の

底
本
と
し
て
カ
ッ
ト
写
真
に
再
版
本
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
上
初
版
本
を

採
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
初
版
本
の
よ
う
に
前
後
編
の
区
別
を
し
て
い

る
。
本
文
を
前
後
編
に
分
け
る
こ
と
は
、
初
出
の
自
由
灯
紙
上
や
、
再
版
本
で

は
区
別
が
な
く
、
初
版
本
の
単
な
る
印
刷
上
の
都
合
か
ら
の
区
別
で
あ
る
点
か

ら
み
て
、
前
後
編
の
区
別
は
必
要
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
内
容
の
構
成

上
か
ら
み
て
も
二
十
三
回
で
前
後
編
を
区
切
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。

最
近
で
は
「
明
治
文
学
全
集
五
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
既
出
「

明
治
文
化
全
集
」
か
ら
転
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
解
題
に
そ
の
旨
注
記
あ

り。）以
上
が
「
自
由
艶
舌
女
文
章
」
の
刊
行
本
の
す
べ
て
で
あ
る
。
本
文
に
つ
い

て
は
い
ず
れ
も
変
り
な
い
。
た
だ
前
後
編
の
区
別
が
不
要
な
こ
と
と
、
初
版
本
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ざ
れ

の
「
序
」
が
初
出
で
は
「
は
し
が
き
狂
文
句
」
と
な
っ
て
い
る
点
は
、
信
介
の

文
章
が
戯
作
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
を
示
す
も
の
と
し

て
今
後
の
出
版
に
明
記
す
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。

明
治
十
年
代
の
後
半
か
ら
二
十
年
代
前
半
に
か
け
て
数
多
く
輩
出
し
た
政
治

小
説
家
た
ち
の
中
で
は
、
小
室
信
介
は
む
し
ろ
群
小
作
家
の
中
に
入
る
で
あ
ろ

う
。
天
野
龍
渓
、
東
海
散
士
、
末
広
鉄
腸
ら
の
陰
に
隠
れ
そ
の
作
品
は
む
し
ろ

類
型
的
で
完
結
性
に
乏
し
い
。
早
逝
の
故
も
あ
り
、
（
明
治
十
八
年
八
月
三
十

四
オ
で
死
去
）
ま
た
そ
の
生
涯
は
新
聞
言
論
界
に
中
心
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
そ
の
政
治
小
説
の
数
も
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
自
由
艶
舌
女
文
章
」
は

一
応
唯
一
の
完
結
し
た
作
品
で
あ
る
⑥
。
し
か
も
時
代
設
定
が
現
代
で
あ
り
、

中
心
人
物
が
す
べ
て
女
性
で
あ
る
と
い
う
点
も
こ
の
作
品
だ
け
で
、
他
の
同
時

期
の
政
治
小
説
の
中
で
も
特
異
な
存
在
で
あ
る
。
前
記
自
由
灯
に
連
載
し
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
毎
回
一
応
の
読
み
切
り
的
形
式
を
と
っ
た
回
が
多
く
、
だ
い

た
い
毎
回
約
千
二
、
三
百
字
前
後
、
四
十
七
回
で
完
結
し
て
い
る
小
絹
で
あ

る
。
ま
ず
構
成
の
概
略
を
の
べ
て
お
く
。

こ
た
み

第
一
回
か
ら
十
一
回
ま
で
は
抱
え
の
芸
妓
小
民
（
国
民
の
寓
意
）
を
め
ぐ
る

話
で
あ
る
。
こ
れ
を
と
り
ま
き
養
母
お
勘
（
官
権
）
、
金
持
髯
大
尽
（
政
府
高

官
）
、
新
貝
熊
次
（
改
進
党
の
大
隈
重
信
）
、
箱
屋
の
戌
吉
（
警
察
）
が
小
民

を
束
縛
す
る
。
十
二
回
か
ら
三
十
五
回
ま
で
は
複
雑
な
お
信
（
志
士
的
民
権
家
）

の
身
の
上
話
、
お
力
、
お
金
、
智
次
（
力
、
金
、
知
は
自
由
党
星
亨
の
信
条
と

い
う
）
ら
の
同
志
を
得
る
。
最
後
の
四
十
七
回
ま
で
は
お
信
ら
の
助
力
に
よ
っ

て
小
民
が
自
由
の
身
に
な
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
た
女
性
群
に
つ
い
て
柳
田
氏
は
前
記
著
に
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

一
、
全
体
と
し
て
人
物
の
不
自
然
さ
が
め
だ
つ
。
お
信
ら
は
必
ず
し
も
女
性

で
な
く
て
も
よ
い
わ
け
だ
が
、
女
性
を
主
位
と
し
た
の
は
彼
の
工
夫
で
、
女
権

伸
張
、
尊
重
の
意
図
よ
り
も
自
由
党
の
宣
伝
普
及
と
い
う
意
味
で
女
性
利
用
で

あ
る
。二

、
こ
の
小
説
の
人
物
事
件
を
寓
意
的
に
し
た
の
は
、
こ
の
頃
の
政
治
小
説

の
常
と
し
て
官
権
の
眼
を
逃
れ
る
た
め
と
下
層
階
級
の
読
者
に
訴
え
る
た
め
。

私
は
こ
こ
で
特
に
氏
の
い
う
「
女
性
利
用
」
の
問
題
を
も
う
す
こ
し
追
求
し

て
み
た
い
。
「
自
由
灯
」
が
自
由
党
の
宣
伝
機
関
紙
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
下
層
階
級
へ
の
訴
え
に
女
性
を
用
い
た
こ
と
は
当
然
う

な
ず
け
る
こ
と
だ
が
、
信
介
が
こ
の
表
現
手
段
を
あ
え
て
用
い
た
理
由
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
信
介
の
作
品
群
の
中
で
主
題
を
女
性
に
仮
託
す
る
の
は
こ
の
作
品

だ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
彼
に
と
っ
て
は
特
殊
な
設
定
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

、A
0

し

一
応
結
論
か
ら
の
べ
る
と
、
こ
の
作
品
が
現
代
に
お
か
れ
、
主
題
を
女

性
に
仮
託
し
た
の
は
、
彼
の
単
な
る
思
い
つ
き
や
偶
然
で
な
か
っ
た
の
で
あ

る。
第
一
の
理
由
と
し
て
、
信
介
を
含
め
て
自
由
党
の
立
場
が
そ
れ
を
必
要
と
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
十
七
年
と
い
え
ば
そ
の
前
半
と
後
半
で
自
由
党
の

方
針
が
大
き
く
変
貌
す
る
曲
り
角
に
あ
っ
た
。
十
年
代
の
半
ば
を
頂
点
と
す
る

自
由
民
権
運
動
は
、
改
進
党
の
出
現
や
、
福
島
・
加
波
山
等
一
連
の
事
件
に
み
ら

れ
る
弾
圧
を
契
機
と
し
て
分
裂
化
し
て
い
く
時
期
で
、
こ
の
年
の
十
月
に
自
由

党
は
解
党
し
て
い
る
。
十
七
年
の
前
半
ま
で
は
自
由
党
と
し
て
一
応
は
「
国
権
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は
民
権
に
従
属
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
婦
女
農
民
労
役
大
衆
」
を

含
む
広
い
民
権
運
動
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
以
後
は
農
民
層
の
と
連

携
を
断
ち
む
し
ろ
国
権
伸
張
海
外
進
出
に
向
っ
て
ゆ
く
。
「
自
由
艶
舌
女
文
章
」

は
ち
ょ
う
ど
こ
の
前
期
自
由
党
方
針
の
最
後
を
飾
る
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
「
婦
女
農
民
労
役
大
衆
」
を
含
む
民
権
運
動
は
自
由
党
の
み
で
な
く

信
介
の
大
き
な
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
。
特
に
農
民
問
題
は
「
東
洋
民
権
百
家
伝
」

で
義
人
1
1
民
権
家
と
い
う
独
得
の
意
識
を
あ
つ
か
っ
て
お
り
、
婦
女
大
衆
の
問

題
も
必
然
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
「
自
由
灯
」
創
刊
号
の
社
説
「
自
由
灯
の
光
を
恋
ひ
て
心
を
述
ぷ
」

（
し
ゅ
ん
女
）
な
る
も
の
を
注
目
し
た
い
。

「
女
た
る
も
の
世
の
幸
な
き
こ
と
如
何
に
あ
り
け
ん
、
口
惜
し
き
こ
と
の
か

ぎ
り
な
り
、
今
や
世
の
中
の
朧
げ
な
が
ら
開
け
ゆ
き
て
古
の
く
ら
き
世
ほ
ど
に

は
あ
ら
ね
ど
も
、
習
慣
の
ひ
さ
し
き
女
は
尚
男
に
く
ら
ぶ
れ
ば
其
の
権
利
の
遥

か
に
其
下
に
あ
り
て
、
所
謂
奴
隷
の
あ
り
さ
ま
を
免
れ
得
ぬ
あ
り
さ
ま
あ
り
ぬ

の
こ
り
お
し

る
は
遺
憾
か
る
事
ど
も
に
あ
ら
ず
や
、
…
…
今
度
こ
の
自
由
の
灯
て
ふ
新
聞

い

こ

へ

ん

ぱ

こ
そ
…
…
婦
人
の
権
利
を
も
保
護
し
依
古
偏
頗
な
る
理
を
正
し
て
人
を
導
き
玉

ぬ
ば
た
ま

ひ
野
干
玉
の
闇
路
を
迷
ひ
狐
狸
妖
怪
引
剥
夜
盗
の
類
に
も
ひ
と
し
き
悪
者
の
為

め
に
虐
げ
苦
し
ま
さ
る
る
女
原
の
進
路
を
も
照
し
て
自
由
の
域
に
進
め
玉
は
ん

こ
と
何
の
疑
ひ
あ
る
べ
き
…
…
」
(
+
七
年
五
月
十
一
日
）

さ
ら
に
五
月
十
八
日
号
か
ら
十
回
に
わ
た
り
「
同
胞
姉
妹
に
告
ぐ
」
（
し
ゅ

ん
女
）
と
い
う
の
が
あ
る
。

い
た

「
文
明
自
由
の
国
人
に
対
し
て
甚
＜
愧
ぢ
人
る
事
の
は
べ
る
な
り
…
…
女
は

は
し
た
め

下
女
婢
妾
御
召
使
と
賤
し
め
ら
れ
絶
え
て
同
等
の
待
遇
を
受
け
ざ
る
は
甚
だ
遺

憾
の
極
な
ら
ず
や
…
・
:
」
（
五
月
十
八
日
号
）

し
ゅ
ん
女
な
る
人
物
は
お
そ
ら
く
信
介
自
身
か
宮
崎
夢
柳
で
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
創
刊
号
の
社
説
か
ら
「
婦
人
の
権
利
」
を
主
張
す
る

こ
と
は
単
な
る
女
性
利
用
の
域
を
越
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
論
と
と
も

に
「
自
由
艶
舌
女
文
章
」
が
連
載
さ
れ
た
と
い
う
の
も
同
一
目
的
の
意
識
下
に

あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

女
権
伸
張
の
問
題
は
、
宮
崎
夢
柳
の
影
椰
も
大
き
か
っ
た
。
「
自
由
灯
」
に

あ
っ
て
「
双
玉
聯
璧
」
と
い
わ
れ
た
夢
柳
は
、
土
佐
立
志
社
に
あ
っ
た
時
、
女

性
民
権
運
動
の
草
分
け
と
も
い
え
る
岸
田
俊
子
（
後
の
湘
姻
女
史
）
と
詩
文
を

交
す
仲
で
あ
っ
た
⑧
。
夢
柳
の
政
治
小
説
の
目
的
は
「
政
治
上
の
稗
史
小
説
」

で
あ
る
と
し
、
「
此
の
政
治
の
善
美
な
ら
ん
こ
と
を
企
図
し
世
運
の
隆
盛
な
ら

ん
こ
と
を
計
画
す
る
志
士
仁
人
等
が
須
く
先
づ
其
の
所
謂
下
等
社
会
の
提
醒
誘

導
す
べ
き
も
の
⑨
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
湘
姻
女
史
と
の
交
流
や
「
下
等
社

会
の
提
醒
誘
導
」
が
彼
の
主
論
で
あ
り
、
ま
た
初
期
自
由
党
の
政
治
意
図
で
も

あ
っ
た
。
信
介
の
婦
人
意
識
も
夢
柳
の
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
、
そ
の
形
象
化
が

「
自
由
艶
舌
女
文
章
」
と
な
っ
た
わ
け
だ
っ
た
。

も
う
一
っ
注
目
す
べ
き
は
信
介
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
一
面
で
あ

る
。
「
自
由
艶
舌
女
文
章
」
と
い
う
題
名
は
当
時
の
「
美
人
の
舌
禍
」
事
件
か

ら
と
っ
て
い
る
⑩
。
新
潟
県
柏
崎
の
西
巻
咲
耶
と
い
う
小
学
校
の
先
生
が
、
明

治
十
六
年
政
治
演
説
を
し
て
集
会
条
例
の
最
初
の
女
犠
牲
者
に
な
っ
た
と
い

う
。
世
相
を
鋭
敏
に
と
ら
え
適
切
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
と
も
に
彼
の
信
条

を
表
現
す
る
の
は
彼
の
最
も
得
意
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
⑪
゜

信
介
が
女
権
伸
張
の
実
際
運
動
に
参
加
し
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。
ま
た
明

確
な
そ
れ
ら
に
関
す
る
論
文
も
見
当
ら
な
い
。
従
っ
て
ど
の
程
度
ま
で
（
例
え

ば
婦
人
参
政
権
の
問
題
）
の
伸
張
を
考
え
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し

少
く
と
も
封
建
的
橙
桔
か
ら
の
女
性
解
放
は
真
剣
に
考
え
て
い
た
と
み
る
べ
き

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
岸
田
俊
子
ら
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の
影
響
を
受
け
女
子
参
政
を
主
張
し
た
福
田
英
子
は
、
十
七
年
十
月
上
京
し
、

自
由
灯
の
記
者
だ
っ
た
紫
欄
坂
崎
斌
を
た
よ
っ
て
「
自
由
灯
」
社
に
出
入
り

し
て
い
る
⑫
。
信
介
と
英
子
は
直
接
の
つ
な
が
り
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
信

介
ら
の
影
嘔
は
、
女
権
伸
張
連
動
に
与
え
た
も
の
が
大
き
い
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。し

か
し
こ
れ
ら
の
影
響
は
―
つ
の
結
果
で
あ
っ
て
作
品
自
体
に
何
ら
女
権
伸

張
の
具
体
的
問
題
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
こ
れ
は
作
中
の

人
物
像
が
す
べ
て
「
不
自
然
」
で
あ
り
硯
実
性
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
と
関
連

す
る
。
こ
の
問
題
は
当
時
の
政
治
小
説
全
般
に
共
通
す
る
も
の
だ
が
、
信
介
に

お
い
て
明
碓
な
女
権
伸
張
に
関
す
る
基
礎
理
念
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
原

因
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
自
由
演
舌
女
文
章
」
の
中
で
最
も
力
を
入
れ
て
描
写
さ
れ
て
い
る

浅
間
の
お
信
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。
梗
概
の
所
で
み
た
通
り
こ
の
作
品
の

約
半
分
は
お
信
の
描
写
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
お
信
は
勤
王
志
士
的
自

由
民
権
家
の
寓
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
信
介
の
考
え
る
民
権
家
の
―
つ
の
。
ハ
タ

ー
ン
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

お
信
は
大
塩
平
八
郎
の
同
志
人
見
権
平
の
娘
と
な
っ
て
い
る
。
大
塩
平
八
郎

を
民
権
家
の
系
列
と
考
え
る
の
は
「
東
洋
民
権
百
家
伝
」
の
編
さ
ん
意
図
と
合

致
す
る
。
し
か
し
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
設
定
を
し
た
の
は
理
由
が
あ
る
。
明

治
十
二
年
当
時
彼
は
「
古
今
民
権
開
宗
」
（
同
年
三
月
四
日
大
坂
日
報
）
に
お

8
ャい

て
同
じ
大
塩
平
八
郎
を
評
し
、
「
人
の
米
銭
を
応
対
な
し
に
強
奪
し
て
窮
民

に
賦
は
す
は
以
て
民
権
と
称
す
べ
き
か
。
…
…
我
輩
純
乎
た
る
民
権
家
の
眼
を

以
て
見
れ
ば
其
不
当
濫
用
を
驚
き
且
笑
は
ざ
る
を
得
ず
」
と
の
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。
彼
の
民
権
論
が
極
め
て
国
権
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
柳
田
氏
や
林
氏

も
指
摘
さ
れ
る
通
り
だ
が
、
右
の
論
以
後
、
信
介
が
「
文
珠
九
助
伝
⑬
」
「
東

洋
民
権
百
家
伝
」
編
さ
ん
の
過
程
で
相
当
変
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
示
し

た
も
の
と
い
え
る
。
さ
て
お
信
は
父
の
死
後
勤
王
の
志
士
に
奉
公
す
る
う
ち
幕

府
の
追
手
に
姉
が
殺
さ
れ
る
。
お
信
は
逃
げ
桜
山
二
郎
と
知
り
合
う
。
こ
れ
も

奇
兵
隊
に
入
り
戦
死
す
る
。
お
信
は
尼
と
な
り
浅
間
に
籠
る
。
そ
こ
で
女
盗
賊

お
力
と
知
り
あ
う
。
お
力
は
「
代
官
或
は
諸
藩
の
役
人
に
し
て
民
を
苦
し
め
己

に
私
し
た
る
不
義
の
金
銀
、
或
は
富
に
誇
り
高
利
を
以
て
貧
民
を
苦
し
め
た
る

者
の
貨
財
の
如
き
も
の
は
天
に
代
り
て
刑
罰
を
行
ふ
の
心
に
て
…
…
幼
児
に
し

て
奸
物
の
為
め
に
横
領
せ
ら
れ
ぬ
る
者
な
ど
は
之
を
助
け
、
弱
き
を
助
け
て
強

き
を
挫
き
、
貧
を
憐
み
富
み
た
る
を
抑
へ
て
、
専
ら
義
侠
の
心
を
旨
と
せ
り
。
」

（
三
十
一
回
）
と
い
う
人
物
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
「
お
力
は
お
信
の

教
訓
を
受
け
し
の
ち
」
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
宗
五
郎
的
義
民
の
姿
そ
の
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
お
信
の
態
度
は
、
「
こ
の
深
山
に
籠
り
て
は
天
下
の
時
勢

え

ど

に
通
ぜ
ず
。
事
を
謀
る
に
便
宜
悪
し
、
因
っ
て
妾
は
引
分
れ
て
こ
れ
よ
り
荏
土

お

ま

へ

し

ら

せ

（
江
戸
の
寓
）
に
出
で
、
世
の
動
静
を
さ
ぐ
り
て
汝
に
報
知
、
且
つ
荏
土
の

地
は
諸
人
輻
湊
の
地
な
れ
ば
、
多
く
の
人
に
交
る
内
に
は
天
睛
女
大
夫
に
会
し

同
盟
の
人
を
得
る
こ
と
あ
る
べ
し
」
（
三
十
一
回
）
と
い
っ
て
山
を
下
る
。
下

る
途
中
お
金
、
智
次
（
女
）
ら
の
同
志
を
得
て
、
最
後
に
小
民
を
自
由
の
身
に

す
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。

柳
田
氏
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
お
信
の
言
動
は
女
性
独
自
の
立
場
で

な
く
、
い
わ
ゆ
る
彼
一
流
の
民
権
家
一
般
の
姿
で
あ
る
。
女
性
そ
の
も
の
の
権

利
伸
張
の
問
題
は
何
一
っ
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
暗
示
さ
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
は
、
「
同
盟
の
人
を
得
る
こ
と
あ
る
べ
し
」
と
い
う
偶
然
的
な
期
待

感
で
あ
り
、
自
ら
獲
得
す
る
こ
と
な
く
、
受
動
的
に
自
由
を
待
ち
受
け
て
い
る
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小
民
（
国
民
）
の
姿
で
し
か
な
い
。

要
す
る
に
こ
の
作
品
は
信
介
の
作
品
群
の
中
で
は
「
東
洋
民
権
百
家
伝
」
の

主
テ
ー
マ
で
あ
る
義
民
1
1
民
権
と
い
う
図
式
の
延
長
上
に
あ
っ
た
も
の
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

こ
こ
で
簡
単
に
彼
の
政
治
意
識
お
よ
び
作
品
群
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た

、to
し

彼
の
生
涯
は
大
き
く
分
け
て
、
明
治
十
六
年
以
前
の
新
聞
人
と
し
て
の
立
場

以
後
死
亡
す
る
ま
で
、
三
年
間
の
政
治
小
説
家
と
し
て
の
立
場
が
あ
る
。
新
聞

人
と
し
て
の
政
治
理
念
は
「
平
仮
名
国
会
論
⑭
」
に
代
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
要
す
る
に
一
般
大
衆
を
含
む
早
期
国
会
開
設
要
求
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
中
で

「
国
会
は
共
和
政
治
に
非
る
解
」
「
国
会
論
者
は
勤
王
無
二
の
精
忠
者
た
る
解
」

な
る
論
を
展
開
し
て
お
り
、
む
し
ろ
国
権
意
識
の
強
い
考
え
方
で
あ
る
。

も
う
―
つ
の
面
は
国
権
的
な
東
洋
経
略
問
題
で
あ
る
⑮
。
詳
し
く
は
柳
田
・

越
智
氏
の
考
証
に
詳
し
い
の
で
論
述
し
な
い
が
、
こ
れ
を
彼
の
政
治
小
説
の
面

で
み
て
お
き
た
い
。

「
勤
王
為
経
民
権
為
緯
新
編
大
和
綿
」
（
十
六
年
八
月
十
一
日

|
l十
一
月

十
一
日
、
立
憲
政
党
新
間
）
お
よ
び
「
興
亜
綺
談
夢
恋
々
」
（
十
七
年
四
月
六

日
ー
ー
ー
六
月
十
八
日
、
自
由
新
聞
）
は
彼
の
東
洋
経
略
問
題
を
念
頭
に
お
い
て

作
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
大
和
綿
」
は
武
藤
•
平
野
な
る
勤
王
志
士
を
中

心
に
民
権
国
会
に
至
る
ま
で
の
活
躍
を
記
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
平

野
が
朝
鮮
経
略
を
志
す
と
こ
ろ
で
中
断
し
て
い
る
。
「
夢
恋
々
」
で
は
中
国
が

舞
台
で
あ
る
。
日
本
人
で
あ
る
雷
春
が
活
躍
し
、
亜
細
亜
の
伸
張
を
は
か
る
と

い
う
筋
で
あ
る
。
そ
の
序
に
「
国
権
伸
張
即
ち
亜
細
亜
振
作
の
事
歴
に
及
び
覚

に
自
由
民
権
平
等
主
義
を
以
て
局
を
結
べ
る
も
の
な
り
。
」
と
あ
り
、
製
作
意
図

は
こ
れ
に
つ
き
て
い
る
。

右
の
両
作
品
を
み
る
と
そ
の
内
容
が
あ
ま
り
に
も
「
経
国
美
談
」
（
天
野
龍

渓
）
に
似
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
「
経
国
美
談
」
の
前
編
は
明
治
十
六
年
三
月

に
出
て
い
る
。
後
編
は
十
七
年
二
月
で
あ
る
。
そ
の
前
編
で
は
、
テ
ー
ベ
で
中

道
派
が
専
制
、
急
進
の
両
派
を
押
え
て
民
権
の
伸
長
を
図
る
も
の
で
、
後
編
で

は
他
の
民
主
的
国
家
と
結
び
国
権
を
伸
張
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
大

和
綿
」
で
は
案
外
和
尚
な
る
人
物
が
登
場
し
、
中
道
的
な
発
言
を
す
る
。
「
人

は
連
命
な
り
、
運
命
は
希
望
に
反
く
、
世
事
は
必
ず
意
想
外
な
り
、
意
想
外
を

案
外
と
い
ふ
」
と
い
う
言
葉
は
暗
に
急
進
自
由
党
員
に
対
す
る
忠
言
と
な
っ
て

い
る
⑮
。
こ
れ
ら
か
ら
み
れ
ば
、
信
介
の
二
作
品
は
ま
る
で
「
経
国
美
談
」
の

東
洋
版
と
同
じ
と
み
て
よ
い
。

信
介
に
内
在
す
る
国
権
的
な
民
権
主
義
ー
ー
そ
れ
は
一
面
に
お
い
て
改
進
党

的
国
権
伸
張
主
義
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。
信
介
の
内
部
に
は
こ
の
よ
う
に
対
外
硬
的
な
国
権
意
識
と
、
「
婦
人
農
民

労
役
大
衆
」
を
目
途
と
す
る
対
国
内
民
権
意
識
が
並
行
し
た
形
で
存
在
し
て
い

る。

「
夢
恋
々
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
東
洋

ひ
は
た
か
し
＂
｝
か
の
の
あ
か
．
き

民
権
百
家
伝
」
の
形
象
化
と
で
も
い
え
る
」
法
灯
将
滅
高
野
暁
⑰
」
で
あ
り
、

な
み
だ
の
す
み
さ
か

「
自
由
艶
舌
女
文
章
」
や
「
義
人
伝
淋
洞
塁
坂
⑮
」
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。こ

れ
ら
の
二
つ
の
系
例
を
生
み
だ
し
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
対
外
硬
的

国
権
伸
張
は
改
進
党
の
政
策
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
「
婦
人
農
民
下
層
階

級
」
と
の
連
帯
を
は
か
る
自
由
党
の
立
場
と
は
っ
き
り
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
換
言
す
れ
ば
、
信
介
自
身
の
内
包
し
た
二
つ
の
矛
盾
し
た
形
は
、
と
り
も

作
品
で
い
え
ば
前
者
は
「
大
和
錦
」
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な
お
さ
ず
自
由
党
そ
の
も
の
の
内
包
し
て
い
る
矛
盾
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で

な
か
ろ
う
か
。

ま
た
こ
の
こ
と
は
明
治
十
六
年
以
降
突
如
と
し
て
上
京
し
、
そ
れ
ま
で
の
実

際
的
政
治
活
動
を
中
止
し
、
政
治
小
説
の
世
界
の
み
に
入
っ
て
い
っ
た
理
由
に

も
な
る
。
林
氏
の
解
題
に
も
詳
し
い
よ
う
に
、
明
治
十
五
年
ま
で
、
信
介
は
言

論
界
に
政
党
界
に
極
め
て
活
発
な
自
由
民
権
運
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
丹
後
自

由
党
の
拠
点
に
な
っ
た
天
橋
義
塾
の
創
設
（
明
治
八
年
）
に
始
ま
り
、
反
政
府

運
動
に
（
明
治
十
年
）
、
大
阪
の
民
権
運
動
の
中
心
言
論
機
関
で
あ
っ
た
「
大

坂
日
報
」
「
朝
日
新
聞
」
に
、
さ
ら
に
立
憲
政
党
や
、
自
由
党
員
と
し
て
の
活

発
な
遊
説
活
動
を
し
た
自
由
民
権
家
小
室
信
介
の
姿
は
十
六
年
以
降
は
全
く
見

ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
前
述
し
た
よ
う
に
度
重
な
る
発
停
処
分
や

そ
の
属
し
た
立
憲
政
党
の
弱
体
化
、
お
よ
び
福
島
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
一
連

の
弾
圧
に
よ
る
自
由
党
の
分
裂
化
は
彼
の
民
権
運
動
の
方
向
そ
の
も
の
に
大
き

な
変
化
を
与
え
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
今
―
つ
大
き
な
要
素

と
し
て
彼
の
養
父
小
室
信
夫
と
の
関
係
も
無
視
で
き
な
い
の
で
簡
単
に
ふ
れ
て

お
く
⑲
。
小
室
信
夫
は
そ
の
当
時
井
上
馨
系
の
商
人
と
し
て
海
上
王
国
三
菱
に

対
立
す
る
共
同
運
輸
の
経
営
に
つ
く
し
て
い
た
人
物
で
、
勤
王
・
民
権
の
シ
ン

。
ハ
と
し
て
出
発
し
、
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
代
表
的
人
物
だ
っ
た
。
そ
の
女

婿
と
し
て
の
信
介
に
初
期
の
自
由
民
権
意
識
と
異
な
っ
た
影
薯
を
与
え
た
の
は

当
然
で
あ
る
。
彼
を
囲
む
状
勢
は
彼
を
行
き
詰
ま
ら
せ
て
い
っ
た
の
も
ま
た
当

然
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
具
体
的
な
民
権
運
動
の
実
践

化
の
行
き
詰
ま
り
を
彼
な
り
の
方
法
で
打
開
し
よ
う
と
し
た
試
み
が
政
治
小
説

進
出
の
大
き
な
動
機
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
理
念
と
し
て
の
民
権
運
動
の
実
践

が
困
難
に
な
っ
た
と
き
、
国
民
大
衆
全
体
か
ら
遊
離
し
よ
う
と
す
る
民
権
運
動

私
は
こ
の
論
で

「
自
由
艶
舌
女
文
章
」
を
一
応
中
心
と
し
て
、
そ
の
与
え

を
再
び
取
り
も
ど
す
た
め
、
彼
は
小
説
の
世
界
に
具
体
的
に
描
く
こ
と
に
よ
っ

て
新
し
い
方
向
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
な
い
か
。
―
つ
の
錯
誤
的
方
法
と
し

て
の
時
代
が
こ
の
期
に
当
た
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
試
み
は
対
外
的
国
権

伸
張
と
い
う
命
題
と
、
国
内
の
自
由
民
権
意
識
の
命
題
と
ー
ー
幽
笞
口
す
れ
ば
政

治
意
図
と
現
実
描
写
の
問
題
—
ー
そ
の
両
者
が
矛
盾
し
た
ま
ま
、
二
つ
は
統
一

さ
れ
る
こ
と
な
く
彼
の
作
品
群
に
示
さ
れ
た
ま
ま
終
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ

る。
「
自
由
艶
舌
女
文
章
」
は
以
上
の
よ
う
な
矛
盾
の
一
っ
を
示
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
時
代
を
現
代
に
と
り
、
モ
デ
ル
的
な
も
の
を
（
美
人
の
舌
禍
）
現
実
の

素
材
と
し
て
と
り
な
が
ら
、
そ
の
解
決
は
空
し
く
非
現
実
的
で
あ
る
。
領
念
的

に
民
権
意
識
の
回
復
を
は
か
ろ
う
と
し
た
試
み
は
、
単
な
る
そ
の
意
図
の
み
に

と
ど
ま
り
、
続
け
よ
う
と
す
れ
ば
「
長
き
に
わ
た
る
は
御
退
届
」
と
い
う
告
白

通
り
、
完
結
で
き
な
い
現
実
遊
離
の
結
末
に
い
た
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
空
虚
さ
は
お
そ
ら
く
信
介
自
身
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

十
七
年
十
二
月
、
政
治
小
説
の
筆
を
断
っ
た
信
介
は
、
井
上
馨
大
使
に
随
行

し
て
、
外
務
准
奏
任
御
用
掛
と
し
て
渡
鮮
し
て
し
ま
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

林
氏
は
「
し
て
み
れ
ば
す
で
に
解
党
し
た
自
由
党
と
、
発
行
禁
止
に
な
っ
た
自

由
灯
を
見
出
し
た
信
介
が
、
こ
の
路
を
え
ら
ん
だ
こ
と
は
、
少
く
と
も
自
由
党

に
対
す
る
変
節
と
は
い
い
え
な
い
。
」
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
政
治
小
説
に
解

決
し
な
か
っ
た
二
つ
の
矛
盾
ー
ー
国
権
伸
張
対
外
硬
政
策
と
民
権
に
従
属
す
る

国
権
問
題
の
矛
盾
—
ー
こ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
方
向
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
故
に

彼
は
文
学
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
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た
影
響
お
よ
び
目
的
意
識
に
つ
い
て
考
え
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に

そ
れ
は
「
政
治
小
説
」
が
今
日
の
文
学
史
で
定
説
と
な
っ
て
い
る
「
粗
雑
な
傾

向
文
学
⑳
」
と
す
る
考
え
方
の
板
拠
も
ま
た
示
し
得
た
と
思
う
。
し
か
し
信
介

が
解
決
で
き
な
か
っ
た
二
つ
の
矛
盾
し
た
方
向
は
彼
以
後
の
政
治
小
説
で
も
解

決
し
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
く
思
う
。
一
方
で
は
龍
撲
の

「
浮
城
物
語
」
の
よ
う
に
全
く
海
外
進
出
国
権
伸
張
的
な
政
治
小
説
に
向
っ
て

し
ま
う
し
、
わ
ず
か
に
鉄
腸
の
「
雪
中
梅
」
な
ど
に
政
治
意
図
と
現
実
描
写
の

接
近
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
や
が
て
政
治
意
図
を
見
失
う
方
向
に
向
う
こ
と

を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

も
う
一
度
結
論
を
要
約
し
て
お
こ
う
。

信
介
に
み
ら
れ
る
対
外
的
国
権
意
識
と
、
対
内
的
民
権
意
識
は
、
文
学
の
立

場
で
み
る
と
政
治
意
識
と
現
実
描
写
の
問
題
に
置
き
か
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
そ
の
両
者
が
交
差
す
る
こ
と
な
く
別
個
に
あ
っ
た
こ
と
は
政
治
小

説
全
般
に
つ
い
て
の
大
き
な
特
色
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

言
及
で
き
な
か
っ
た
が
信
介
の
作
品
で
無
視
で
き
な
い
も
の
に
戯
作
調
と
の

関
係
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
越
智
氏
の
論
考
⑳
に
く
わ
し
い
が
、
前
述
し

た
「
婦
人
農
民
労
役
大
衆
」
と
目
途
と
す
る
か
ら
に
は
当
然
大
衆
性
の
あ
る
人

情
本
・
草
双
紙
的
戯
作
調
と
結
び
つ
く
過
程
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。
ま
た
戯
作
に
お
け
る
勧
善
懲
悪
が
政
治
小
説
で
政
治
的
意
図
に
置
き
換
え

ら
れ
て
ゆ
く
過
程
も
、
政
治
小
説
を
解
明
す
る
大
き
な
要
素
に
な
る
問
題
で
あ

ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
て
考
え
た
く
思
う
。

注
1

糸
井
仙
之
助
寄
贈
に
な
る
も
の
で
主
と
し
て
近
世
以
後
丹
後
一
円
に
関
す
る

古
記
録
、
文
書
約
千
五
百
点
あ
り
。
信
介
関
係
で
は
「
自
由
燈
」
「
東
洋
民
権

百
家
伝
」
「
自
由
艶
舌
女
文
章
」
「
冥
府
抑
談
」
等
約
十
点
あ
り
。

自
由
党
系
啓
蒙
新
聞
、
星
亨
出
資
、
信
介
、
宮
崎
夢
柳
ら
を
中
心
と
し
て
明

じ
ゅ
う
の
と
も
し
び

治
十
七
年
五
月
十
一
日
創
刊
。
「
自
由
燈
」
と
も
言
う
。

3

た
と
え
ば
信
介
の
僚
友
宮
崎
夢
柳
は
「
鬼
嗽
々
」
の
出
版
届
を
出
さ
な
か
っ

た
こ
と
で
入
獄
し
て
い
る
。
（
前
記
柳
田
氏
著
一
六
六
。
ヘ
ー
ジ
）

「
自
由
燈
」
も
十
七
年
末
発
停
処
分
を
う
け
て
い
る
。

4

東
洋
民
権
百
家
伝
の
緒
言
に
「
や
つ
が
れ
幼
き
時
佐
倉
宗
五
郎
の
演
劇
を
見

た
り
け
る
に
、
そ
の
事
跡
の
あ
わ
れ
に
も
い
た
ま
し
く
て
、
ほ
と
ほ
と
身
の
毛

の
弥
だ
ち
：
·
：
•
い
と
堪
が
た
苔
思
ひ
あ
り
け
り
。
…
…
さ
れ
ば
官
に
抗
し
理
を

守
り
て
民
の
為
に
身
を
撚
ち
た
る
も
の
唯
か
の
佐
倉
宗
五
郎
一
人
の
み
か
は
．．． 

…
」
と
あ
る
。

5

文
京
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
前
記
越
智
氏
の
論
考
に
く
わ
し
い
。
仙
果
と
は

大
阪
朝
日
時
代
の
交
友
で
あ
る
。

6

一
応
と
い
う
の
は
、
完
末
に
「
案
外
堂
日
く
、
此
編
は
未
だ
全
く
尽
き
ず
、

腹
稿
あ
ま
り
あ
れ
ど
も
余
り
長
き
は
御
退
屈
云
々
」
と
あ
る
に
よ
る
。

7

(

）
内
は
前
記
柳
田
氏
著
に
よ
る
。
こ
の
部
分
の
構
成
を
み
て
も
、
二
十

三
回
で
前
編
後
編
を
分
け
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
。

8

柳
田
氏
の
前
掲
書
に
く
わ
し
い
。
自
由
燈
に
そ
の
代
表
作
「
鮮
血
の
花
」

「
鬼
嗽
々
」
を
書
い
て
い
る
。

9

夢
柳
著
「
高
嶺
の
荒
鷲
」
序
文

10

木
村
毅
氏
「
明
治
文
学
全
集
月
報
二
十
一
」
に
よ
る
。

11

「
自
由
燈
」
が
当
時
の
読
売
新
聞
に
次
い
で
発
行
部
数
が
あ
っ
た
こ
と
（
東

京
府
統
計
）
を
み
る
と
信
介
の
作
品
が
好
評
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
信
介

の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
作
り
の
た
く
み
さ
は
、
十
五
年
四
月
六
日
岐
阜
に
お
い

て
板
垣
退
助
遭
難
事
件
に
同
行
し
、
「
板
垣
死
す
と
も
自
由
は
亡
び
ず
」
(
+

五
年
四
月
十
一
日
付
朝
日
新
聞
）
な
る
語
を
作
っ
た
の
を
み
て
も
わ
か
る
し
、

さ
ら
に
海
上
王
国
三
菱
汽
船
に
対
し
「
海
坊
主
退
治
の
相
談
」
（
十
六
年
五
月

絵
入
自
由
新
聞
）
と
い
う
流
行
語
を
作
っ
た
の
を
み
て
も
わ
か
る
。

2
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12

「
明
治
文
学
全
集
84
」
福
田
英
子
年
表
に
よ
る
。

13

十
三
年
五
月
三
十
日
朝
野
新
聞

14

十
三
年
十
二
月
一
日
よ
り
十
四
年
一
月
二
十
五
日
ま
で
朝
日
新
聞
に
連
載
、

発
停
処
分
さ
れ
る
。

15

前
掲
越
智
氏
の
論
文
二
五
。
ヘ
ー
ジ
、
お
よ
び
柳
田
氏
の
著
に
も
く
わ
し
い
。

十
五
年
七
月
京
城
の
変
に
渡
鮮
し
、
立
憲
政
党
新
聞
に
報
告
し
た
「
朝
鮮
詳
報
」

（
十
五
年
九
月
）
、
「
朝
鮮
紀
行
」
（
同
八
月
）
お
よ
び
十
七
年
仏
清
事
変
に

中
国
に
渡
り
「
第
一
清
遊
記
」
（
十
八
年
一
月
）
を
書
い
た
が
、
そ
こ
に
朝
鮮

中
国
へ
の
対
外
硬
経
略
を
主
張
し
て
い
る
。

16

前
記
柳
田
氏
著
四
四
一
ペ
ー
ジ
。

17

十
六
年
四
月
二
十
日
ー
ー
五
月
二
十
四
日
、
立
憲
政
党
新
聞
。
戯
曲
体
で
、

「
東
洋
民
権
百
家
伝
」
巻
頭
の
民
権
家
戸
谷
新
右
衛
門
を
描
い
た
も
の
。

18

十
七
年
七
月
三
十
日
ー
ー
九
月
九
日
、
「
自
由
燈
」
掲
載
。
院
本
風
戯
曲
、

義
人
民
助
（
「
百
家
伝
」
四
快
に
掲
載
予
定
だ
っ
た
が
出
て
い
な
い
）
ら
を
描

い
た
も
の
。

19

小
室
信
夫
に
つ
い
て
は
服
部
之
総
著
「
明
治
の
思
想
」
（
理
論
社
）
に
詳
し

‘.o 
？
 

20

林
基
氏
の
解
題
三
九

0
ペ
ー
ジ
。

21

小
田
切
秀
雄
「
日
本
近
代
文
学
」
＋
八
ペ
ー
ジ
。
政
治
小
説
を
「
祖
雑
な
傾

向
文
学
」
と
み
る
立
場
に
対
し
、
飛
鳥
井
雅
道
氏
は
「
政
治
小
説
と
近
代
文
学
」

」
（
思
想
の
科
学
昭
和
三
十
四
年
六
月
号
）
に
お
い
て
、
政
治
小
説
を
集
団
の

文
学
と
し
、
近
代
文
学
の
出
発
点
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

22

前
掲
越
智
治
雄
氏
著
三

0
ペ
ー
ジ
に
「
政
治
小
説
と
草
双
紙
ー
ー
小
室
案
外

堂
の
場
合
、
そ
れ
は
前
者
が
後
者
に
屈
伏
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
こ
の
問

題
は
二
つ
に
発
展
す
る
。
―
つ
は
龍
渓
の
如
く
、
政
治
小
説
と
大
衆
小
説
を
一

つ
に
考
え
る
試
み
。
今
―
つ
は
木
下
尚
江
の
如
く
、
草
双
紙
的
な
政
治
小
説
か

ら
出
発
し
て
、
こ
れ
を
真
正
の
近
代
小
説
の
域
に
迄
高
め
る
努
力
。
…
…
」
と

あ
る
。

(46
ペ
ー
ジ
か
ら
つ
づ
く
）

3

の
ち
に
も
ふ
れ
る
『
芸
術
大
衆
化
論
争
』
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
最
終
的
に
な

し
と
げ
ら
れ
た
。

4

反
映
論
と
リ
ア
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
基
一
『
リ
ア
リ
ズ
ム
の
探

求
』
参
照
。

5

『
異
端
と
正
系
』
所
収
。
な
お
、
氏
の
論
点
に
は
い
く
つ
か
疑
問
が
あ
る
が

こ
こ
で
は
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

6

他
に
野
間
宏
『
文
学
論
』
な
ど
参
照
。

7

フ
ィ
ッ
ジ
ャ
ー
『
時
代
精
神
と
文
学
』
。

8

中
野
『
い
わ
ゆ
る
芸
術
大
衆
化
論
の
あ
や
ま
り
に
つ
い
て
』
な
ど
参
照
。

9

こ
こ
で
は
『
一
九
二
八
年
三
月
十
五
日
』
参
照
。

※ 

※ 

※
 

(29
ペ
ー
ジ
か
ら
つ
づ
く
）

4
、
赤
松
氏
の
親
鸞
に
関
す
る
論
文
は
服
部
氏
の
『
親
鸞
ノ
ー
ト
』
以
前
に
も
あ

る
。
こ
こ
で
示
し
た
順
番
は
、
あ
く
ま
で
も
、
親
鸞
の
問
題
の
文
に
関
す
る
第
一

論
文
発
表
の
順
で
あ
る
。
以
下
も
同
じ
。

5
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
注

2
に
示
し
た
拙
論
の
中
で
、
私
見
を
述
べ
た
。

6
、
こ
の
事
と
、
諸
氏
の
論
が
親
鸞
の
解
釈
と
し
て
誤
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
事

と
は
、
厳
密
に
は
、
別
の
事
柄
で
あ
る
。
ま
た
、
諸
氏
の
論
が
戦
後
の
親
鸞
研
究

を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
果
た
し
た
稽
極
的
な
役
割
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
触
れ
る

事
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
は
、
親
鸞
の
問
題
の
文
に
直
接
と
り
組
む
別

の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
。
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