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樋
口

一
葉

『
フ」
の
子
』

―
―
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
を
話
題
と
す
る

「私
」
―
―

一
　

問
題
提
起

樋
口

一
葉

『
こ
の
子
』
は
、
明
治
二
十
九
年

一
月
刊

『
日
本
乃
家
庭
』
第

二
号
の
う
ち
に
収
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
あ

Ｚつ
。

日
に
出
し
て
私
が
我
が
子
が
可
愛
い
と
い
ふ
事
を
申
た
ら
、
哄
み
な
様

は
大
笑
ひ
を
遊
ば
し
ま
せ
う
、
夫
れ
は
誰
様
だ
か
ら
と
て
我
が
子
の
憎

く
い
は
有
り
ま
せ
ぬ
も
の
、
取
た
て
ゝ
何
も
斯
う
自
分
ば
か
り
美
事
な

宝
を
持
つ
て
居
る
や
う
に
誇
り
顔
に
申
こ
と
の
可
笑
し
い
を
お
笑
ひ
に

成
ま
せ
う
、

こ
の
よ
う
に

「私
」
は

「我
が
子
が
可
愛
い
」
と
語
り
出
す
。
自
明
の
こ
と

を
口
に
す
る
こ
と
が
滑
稽
で
あ
る
と

「私
」
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
は

「熙

み
な
様
は
大
笑
ひ
を
遊
ば
し
ま
せ
う
」
と
い
う
言
葉
か
ら
わ
か
る
だ
ろ
う
。

「私
」
は
、
滑
稽
で
あ
る
と
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
で
も
我
が
子
が

「宝
」

だ
と
い
う
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。

水

野

亜

糸己

子

「我
が
子
が
可
愛
い
」
と
い
っ
た
自
明
の
こ
と
、

つ
ま
り

一
般
的
に
も
当

然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
を
殊
更
話
題
に
す
る
の
は
、
掲
載
誌
の
性
格
に

酢
っ
て
、
そ
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
応
じ
て
作
品
が
書
か
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う

か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
内
容
が
通
俗
的
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
、
こ
の
作
品

は
必
ず
し
も
高
い
評
価
を
得
て
き
た
わ
け
で
は
な
に
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、

一
見
、
誰
も
が
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
常
識
的
な
人
情
を
主
題

に
据
え
て
い
る
か
に
見
え
る
こ
の
作
品
の
面
白
さ
が
、
掲
載
誌
の
コ
ン
セ
プ

ト
に
よ
る
制
約
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
滲
み
出
て
い
る
と
す
る
立
場
か
ら
の
議

論
も
あ
る
。
小
森
陽

一
氏
は
、
作
品
が
掲
載
誌
の
コ
ン
セ
プ
ト
か
ら
受
け
る

制
約
に
つ
い
て
述
べ
た
う
え
で

「
『
こ
の
子
』
の

″語
り
″
の
中
か
ら
は
、

同
時
代
の

「女
」
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
体
系
に
押
し

つ
ぶ
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
女
た
ち
の
、
悲
痛
な
、
声
に
な
ら
な
い
声
が
聞
こ
え
て
く
（“

」

と
し
て
い
る
。
高
田
知
波
氏
は

「
こ
の
小
説
は

『
日
本
の
家
庭
』
の
コ
ン
セ

プ
ト
に
応
じ
て

「
罪
な
き
も
の
」
と
し
て
安
易
に
書
か
れ
た
ど
こ
ろ
か
、
掲

載
誌
の
性
格
と
読
者
の
層
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
考
慮
し
た
上
で
の
起
爆
的
な
仕
掛



け
が
施
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
結
論
を
導
く
中
で
、

「私
」
の
語
り
の
中
に

「国
」
の
も
の
と
し
て
の

「家
の
子
」
を

「私
だ
け

（
４
）

の
も
の
」
と
し
て
奪
い
返
そ
う
と
す
る

「私
」
の
意
識
を
読
み
取
る
。

本
論
も
ま
た
、
『
こ
の
子
』
に
描
か
れ
る
も
の
が

『
日
本
乃
家
庭
』
の
要

請
す
る
も
の
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
見
る
。
月
並
み
と
も
捉
え
ら
れ
る
作
品

の
内
容
を
月
並
み
と
し
て
見
過
ご
す
こ
と
な
く
、
改
め
て
捉
え
直
す
と
い
う

立
場
か
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。

『
こ
の
子
』
は
、
「私
」
が
、
子
を
な
か
だ
ち
と
し
て
夫
婦
の
不
和
を
乗
り

越
え
た
現
在
の
時
点
か
ら
過
去
を
振
り
返
り
な
が
ら
語
る
形
式
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
語
り
の
ス
タ
イ
ル
に
注
目
し
て
、
関
礼
子
氏
は
、
過
去
の
も
の
と

（
５
）

し
て
語
ら
れ
る

「
私
」
の

「女
と
し
て
の
本
音
の
詞
」
に
目
を
向
け
る
。
嫁

い
だ
と
き
か
ら
始
ま
る
過
去
の
出
来
事
が

「
今
お
も
ふ
て
見
る
と
」
な
ど
改

心
し
た
立
場
か
ら
発
せ
ら
れ
る
言
葉
を
挟
み
な
が
ら
振
り
返
ら
れ
る

「
私
」

の
語
り
に
は
、
過
去
を
悔
い
改
め
た
今
と
い
う
枠
組
が
あ
る
た
め
、
関
氏
の

よ
う
に
過
去
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る

「
私
」
の
本
音
や
悪
妻
ぶ
り
に
注

目
し
、
そ
こ
に
読
者
が
共
感
を
寄
せ
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
論
者
は
そ
の
枠
組
に
よ

っ
て
提
示
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
、
今

の

「私
」
の
到
達
点
に
目
を
向
け
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
全
く
別

の
主
題
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

一
一

「
私
」
の
語
る
我
が
子
の
可
愛
さ

『
こ
の
子
』
の
語
り
が
冒
頭
か
ら

「我
が
子
が
可
愛
い
」
と
い
っ
た
常
識

的
な
内
容
の
言
葉
か
ら
始
め
ら
れ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
言
葉
は
常
識
的
で

あ
る
と
意
識
さ
れ
な
が
ら
敢
え
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
語
り
の
な
さ

れ
る
現
在
の

「私
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
糸
口
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

山
田
有
策
氏
は

「
一
葉
は
こ
の
小
説
で
母
性
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
救

わ
れ
る
女
を
描
い
た
の
で
あ
る
」
と
解
説
す
る
。
だ
が
、
山
田
氏
が
い
う
意

味
で
の

「母
性
」
に
気
付
く
こ
と
が

「私
」
を
救

っ
た
の
だ
と
す
る
読
み
に

は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
確
か
に
、
子
が
生
ま
れ
た
そ
の
時
点
に
お
い
て
、

「私
」
が
子
へ
の

「母
性
」
に
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

此
坊
や
の
生
れ
て
来
よ
う
と
言
ふ
時
分
、
ま
だ
私
は
雲
霧
に
つ
ゝ
ま
れ

ぬ
い
て
居
た
の
で
す
、
生
れ
て
か
ら
後
も
容
易
に
は
晴
れ
さ
う
に
も
し

な
か

つ
た
の
で
す
、
だ
け
れ
ど
も
可
愛
い
、
い
と
し
い
、
と
言
ふ
事
は
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日
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１

こ
れ
は
子
が
産
声
を
あ
げ
た
当
時
を
振
り
返
る
箇
所
で
あ
る
。
傍
線
部
の
記

述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
私
」
は
子
の
誕
生
と
と
も
に
自
ら
の

「
母
性
」

に
気
付
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
も
夫
と
の
不
和
は
解

消
さ
れ
て
い
な
い
。
「
雲
霧
に
つ
ゝ
ま
れ
ぬ
い
て
居
た
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
て
夫
の
子
を
産
む
こ
と

へ
の
迷
い
を
述
べ
る
が
、
そ
の
迷
い
が
夫
と
の
不

和
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
私
」
の
中
で

「
母
性
」
に
よ
る

子
の
可
愛
さ
と
夫
と
の
不
和
の
解
消
が
直
接
結
び
付
い
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
「
母
性
」

へ
気
付
く
こ
と
は
、
夫
と
の
不
和
を
乗
り
越
え
る
き

っ
か

け
と
は
な

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
子
が
産
声
を
あ
げ
た
当
時
を
振



り
返
る
別
の
箇
所
を
見
よ
う
。

あ
ゝ
何
故
丈
夫
で
産
れ
て
呉
れ
た
ら
う
、
お
前
さ
へ
死
な

つ
て
呉
れ
た

な
ら
私
は
肥
立
次
第
実
家

へ
帰

つ
て
仕
舞
ふ
の
に
、
此
様
な
旦
那
さ
ま

の
お
傍
何
か
に

一
時
も
居
や
あ
し
な
い
の
に
、
何
故
ま
あ
丈
夫
で
う
ま

れ
て
呉
れ
た
ら
う
、
厭
だ
、
厭
だ
、
何
う
し
て
も
此
縁
に
つ
な
が
れ
て
、

こ
れ
か
ら
の
永
世
を
光
り
も
無
い
中
に
暮
す
の
か
し
ら
、
厭
や
な
事
の
、

情
な
い
身
と
此
や
う
な
事
を
思
ふ
て
、
人
は
お
目
出
た
う
と
言
ふ
て
呉

れ
て
も
私
は
少
し
も
嬉
し
い
と
は
思
は
ず
、
唯
唯
自
分
の
身
の
次
第
に

詰
ら
な
く
な
る
を
ば
か
り
悲
し
い
事
に
思
ひ
ま
し
た
、

こ
こ
で
は
子
の
誕
生
を
嘆
く

「私
」
の
気
持
に
言
葉
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。

「
人
は
お
目
出
た
う
と
言
ふ
て
呉
れ
て
も
私
は
少
し
も
嬉
し
い
と
は
思
は
ず
」

な
ど
、
自
分
の
身
上
だ
け
を
案
じ
て
出
た
言
葉
も
見
ら
れ
る
。
「
私
」
は
子

を
持

つ
こ
と
に
な

っ
た
境
遇
を
、
夫
と
の

「
縁
」
を
切
り
に
く
く
な

っ
た
と

い
う
理
由
で
嘆
く
。
生
ま
れ
た
子
に
対
し
て
よ
り
も
、
う
ま
く
い
か
な
い
夫

と
自
分
と
の
関
係
に
ば
か
り
意
識
が
向
か
い
、
子
を

「
可
愛
い
」
と
す
る
類

の
言
葉
は
こ
の
箇
所
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
「私
」
は
子
の
死
を
願

っ
た
と

さ
え
述
べ
る
。

一
葉
の
作
品
に
は
、
母
親
の
都
合
に
よ

っ
て
子
が
捨
て
ら
れ
か
ね
な
い
、

も
し
く
は
捨
て
ら
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
設
定
の

類
似
か
ら

『
こ
の
子
』
と
関
連
付
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い

『
十
三

夜
』
は
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
『
わ
れ
か
ら
』
に
も
、
経
済
的
な
理
由
か
ら
着

飾
れ
な
い
こ
と
を
不
満
に
思
い
、
子
と
夫
を
捨
て
る
美
尾
が
登
場
す
る
。　
一

葉
は
、
子
の
存
在
と
母
親
の
結
婚
生
活
の
継
続
の
意
志
が
必
ず
し
も
結
び
付

く
と
は
限
ら
な
い
様
子
を
描
い
て
い
る
。
『
こ
の
子
』
で
は
、
「私
」
は
産
声

を
聞
い
た
と
き
か
ら

「
何
故
と
な
く
」
子
の
可
愛
さ
を
感
じ
て
い
る
が
、
そ

の
一
方
で
自
分
と
夫
と
の
関
係
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ

「厭
だ
、
厭
だ
、

何
う
し
て
も
此
縁
に
つ
な
が
れ
て
、
こ
れ
か
ら
の
永
世
を
光
り
も
無
い
中
に

暮
す
の
か
し
ら
」
と
嘆
く
。
そ
の
よ
う
に
子
の
存
在
の
疎
ま
し
さ
を
語
る

「私
」
の
意
識
は
、
子
を
置
い
て
き
た
自
分
を

「鬼
」
と
呼
ぶ

『十
三
夜
』

の
お
関
の
意
識
と
は
質
的
に
差
が
あ
る
も
の
の
、
「
」
の
子
』
に
お
い
て
も

ま
た
、
「母
性
」
か
ら
く
る
子
の
可
愛
さ
が
結
婚
生
活
の
継
続
へ
の
意
欲
と

は
結
び
付
か
な
い
状
況
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「私
」
が
殊
更
に
強
調
す
る
子
の
可
愛
さ
は
、
「母
性
」
か
ら
く
る
子
の
可

愛
さ
だ
け
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「私
」
が

「
母
性
」
の
レ
ベ
ル
で

我
が
子
を
可
愛
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
作
中
に
あ
ら
わ

れ
る

「我
が
子
が
可
愛
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
自
然
に
備
わ
る

「
母
性
」
の

レ
ベ
ル
で
の
可
愛
さ
を
指
す
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
「私
」
は
、
ど
の
よ
う
な
過
程
に
お
い
て
そ
の
可
愛
さ
を
見
付
け

出
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
『
こ
の
子
』
で
は
、
子
が
生
ま
れ
て
も
、
そ
の

ま
ま
そ
の
存
在
が
夫
婦
の
錠
と
は
な
ら
な
い
状
況
が
描
か
れ
る
。
そ
の
よ
う

な
中
で
、
あ
る

〈気
付
き
〉
に
よ
っ
て

「私
」
は
子
を
可
愛
い
と
思
う
よ
う

に
な
り
、
そ
の
結
果
、
子
は
夫
婦
の
仲
を
取
り
持

つ
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

あ
る

〈気
付
き
〉
を
通
し
て

「私
」
の
意
識
に
変
化
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ

と
に
こ
そ
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

〈気
付
き
〉
は
、
次
の
よ

う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「此
無
心
の
笑
顔
が
私
に
教
へ
て
呉
れ
ま
し
た
事

の
大
層
な
は
、
残
り
な
く
口
に
は
言
ひ
尽
く
さ
れ
ま
せ
ぬ
」
「旦
那
さ
ま
の



思
ひ
も
、
私
の
思
ひ
も
同
じ
で
あ
る
と
言
ふ
事
は
此
子
が
抑
も
教

へ
て
呉
れ

た
の
で
」
「
た
と

へ
に
は
三

ツ
子
に
浅
瀬
と
言
ひ
ま
す
け
れ
ど
、
私
の
身
の

一
生
を
教

へ
た
の
は
ま
だ
物
を
言
は
な
い
赤
ん
坊

で
し
た
」
と
、
子
が

「
私
」
に

「教

へ
」
る
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
子
が

「
教

へ
」

る
存
在

で
あ
る

こ
と
、
そ
の
こ
と

へ
の

〈気
付
き
〉
に
よ

っ
て
、
子

は

「
私
」
に
と

っ
て

「
母
性
」
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
可
愛
い
も
の

と
し
て
語
り
得
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
「私
」
は
そ
の

〈気
付
き
〉
を
通

し
て
、
自
身
を

「情
な
い
身
」
と
し
か
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
結
婚

生
活
に
終
止
符
を
打

つ
こ
と
な
く
、
そ
こ
に
居
場
所
を
見
付
け
出
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
子
が

「私
」
に

「
教

へ
」
る
と
こ
ろ
の
も
の
が

「
私
」
に
と

っ

て
い
か
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
か
と
い
う
こ
と
も
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
私
」
は

「学
校

で
読
み
ま
し
た
書
物
、
教
師
か
ら
言
ひ
聞
か
し
て
呉

れ
ま
し
た
種
々
の
事
」
は
身
の
た
め
に
は
な
る
け
れ
ど
も

「
此
子
の
笑
顔
の

や
う
に
直
接
に
、
眼
前
、
か
け
出
す
足
を
止
め
た
り
、
狂
ふ
心
を
静
め
た
は

有
り
ま
せ
ぬ
」
と
い
い
、
子
の
寝
顔
は

「大
学
者
さ
ま
が
頭
の
上
か
ら
大
声

で
異
見
を
し
て
下
さ
る
と
は
違
ふ
て
、
心
か
ら
底
か
ら
沸
き
出
す
ほ
ど
の
涙

が
こ
ぼ
れ
て
」
と
告
白
す
る
。

「
私
」
は

「
学
校
」
で
受
け
る
教
育
や

「
大
学
者
」
の
教
え
を
引
き
合
い

に
出
し
な
が
ら
、
子
の

「教

へ
」
る
こ
と
の
方
が
自
分
の
た
め
に
な

っ
た
と

い
う
。
そ
れ
は
世
間
で
い
う
教
育

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「
私
」
に
と

っ
て

は
大
切
な
教
え
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
か
け
出
す
足
を
止
め
る
こ
と
や
狂
う

心
を
静
め
る
こ
と
が

「私
」
に
と

っ
て
い
か
に
有
り
難
い
こ
と
で
あ

っ
た
か

は
、
コ
ョ
の
日
』
を
参
照
す
る
と
わ
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
コ
ヨ
の

日
』
は

「
私
」
と
同
じ
く
既
婚
の
女
性
で
あ
る
、
珠
の
回
想
と
な

っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は

「
禍
ひ
の
神
と
い
ふ
者
も
し
あ
ら
ば
、
正
し
く
我
身
さ
そ
は
れ
し

な
り
、
此
時
の
心
何
を
思
ひ
け
ん
、
善
と
も
知
ら
ず
悪
し
と
も
知
ら
ず
、
唯

懐
か
し
の
念
に
迫
ま
ら
れ
て
身
は
前
後
無
差
別
に
、
免
が
れ
出
し
な
り
薄
井

の
家
を
」
と
あ
る
。
留
守
番
を
し
て
い
た
珠
は
、
外
の
雪
を
見
て
い
る
う
ち

に
感
情
が
噴
き
出
し
、
そ
の
ま
ま
好
き
な
人
の
も
と

へ
と
駆
け
出
し
て
い
っ

た
の
だ
。
作
品
は
全
編
に
わ
た
り
珠
の
回
想
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
語

り
は
、
雪
の
中

へ
駆
け
出
し
て
い
っ
た
こ
と
に
対
す
る
後
悔
に
染
め
上
げ
ら

れ
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
後
悔
は
ま
さ
に
、
「私
」
の
い
う

「
か
け

出
す
足
を
止
め
た
り
、
狂
ふ
心
を
静
め
」
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ

た
こ
と
に
よ
る
暴
発
的
な
行
動
に
対
す
る
後
悔
な
の
で
あ
る
。

「私
」
は
夫
と
の
離
縁
や
婚
家
か
ら
の
出
奔
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
子
の

存
在
か
ら
家
庭
に
お
け
る
自
分
の
身
の
在
り
方
を
見
付
け
出
し
て
い
る
。

つ

ま

り
、
「
か
け
出

す
足
」
を
止

め

「
狂

ふ
心
」
を
静

め

る

「
此
子
」
は
、

「
私
」
の
結
婚
生
活
に
対
す
る
気
持
を
、
受
け
入
れ
難
く
思
う
こ
と
か
ら
受

け
入
れ
て
続
け
て
い
こ
う
と
思
う
こ
と

へ
と
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
私
」

は

「捨
て
撥
」
な
態
度
で
結
婚
生
活
を
送

っ
て
い
た
と
い
う
が
、
そ
の
当
時

と
は
異
な
り
、
今
で
は
離
縁
沙
汰
と
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
喜
ぶ
。
結
婚
生

活
を
放
棄
し
よ
う
と
す
る
衝
動
を
お
さ
え
る

「此
子
」
は
、
「
私
」
に
と

っ

て
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
作
品

に
は

「私
」
に

「
教

へ
」
る
存
在
と
な

っ
た

「
此
子
」
を
か
た
じ
け
な
く
思
う
気
持
が
表
現

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
意
味
で

「
我
が
子
が
可
愛
い
」
と
い
う



の
は

〈自
分
自
身
で
見
付
け
出
し
た
子
の
可
愛
さ
〉
に
つ
い
て
の
表
白
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。

〓
一　
生
き
る
力
を
獲
得
す
る

「
私
」

『
こ
の
子
』
は
、
作
品
中
に
設
定
さ
れ
た
聞
き
手
で
あ
る

「
み
な
様
」
に

向
け
る

一
人
称
の
告
自
体
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
過
去
の
夫
と
の
不
和

が
長
々
と
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
関
礼
子
氏
の
論
じ
る
よ
う
（に

過
去
を
語
る

部
分
に
目
を
向
け
、
そ
こ
に

「私
」
の
憂
き
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
そ
う
し
た
読
み
は
、
そ
れ
と
し
て
首
肯
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
を
認
め
た
う
え
で
、
「私
」
の
語
り
が
内
省
的
に
自
己
を
見
つ
め

る
点
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「私
」
の
語
り
に
は
、
か

つ
て
の
自
分
の
醜
さ
を
隠
す
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
積
極
的
に
伝
え
る
言
葉
が

多
く
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
「私
」
は
夫
を
疑
う
心
を
払
拭
で
き
な
い
自
分
に
つ
い
て

「
一

つ
を
疑
ひ
出
す
と
十
も
二
十
も
疑
は
し
く
成

つ
て
、
朝
夕
旦
暮
あ
れ
又
あ
ん

な
嘘
と
思
ふ
や
う
に
成
り
」
と
振
り
返
る
。
日
常
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
も

「
お
留
守
に
他
処
か
ら
お
使
ひ
が
来
れ
ば
、
何
ん
な
大
至
急
要
用
で
も
封
と

い
ふ
を
切

つ
た
事
は
無
く
、
妻
と
言
じ
よ
う
木
偶
の
坊
が
お
留
守
居
を
し
て

居
る
や
う
に
受
取

一
通
で
追
払

つ
て
」
な
ど
、
自
分
の
妻
と
し
て
至
ら
な
い

様
子
を
語
る
箇
所
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
ま
た
、
過
去
に
つ
い
て
語
る

と
こ
ろ
に
は
、
「私
」
が
自
分
自
身
を
こ
の
よ
う
な
人
間
だ
と
規
定
す
る
言

葉
を
多
く
見
付
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
剛
情
我
ま
ん
の
私
」
「私
の
や
う

な
表
む
き
の
負
け
る
ぎ
ら
ひ
」
「私
は
泣
虫
で
御
座
い
ま
す
か
ら
」
「私
が
生

意
気
で
す
も
の
だ
か
ら
」
「蓮
葉
な
私
」
「
私
の
や
う
に
身
の
廻
り
は
悉
く
心

得
ち
が
ひ
ば
か
り
で
出
来
上

つ
て
、　
一
つ
と
し
て
取
柄
の
無

い
困
り
者

で

も
」
な
ど
で
あ
る
。
「
私
」
は
か

つ
て
の
自
分
を
敢
え
て
断
罪
す
る
よ
う
に

否
定
的
な
言
葉
で
振
り
返
る
。

さ
ら
に
、
周
り
の
人
が
全
て
悪
い
と
す
る

「
私
」
の
自
己
中
心
的
な
面
が

熱
心
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
だ
か
ら
此

世
は
厭
や
な
物
と
斯
う
極
め
ま
し
た
」
と
い
う

「
私
」
は
自
分
が
嫁
い
だ
こ

と
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
衝
突
の
絶
え
な
い
夫
を
恨
み
、
そ
れ
だ
け
で
は

足
り
ず
養
い
親
で
あ
る
伯
父
を
恨
み
、
さ
ら
に
は

「神
様
」
ま
で
を
恨
ん
だ

と
い
う
。
我
が
身
を
棚
に
上
げ
、
全
て
は
周
り
が
悪
い
の
だ
と

「極
め
て
」

し
ま
い
、
自
分
を
変
え
る
こ
と
な
く
ひ
た
す
ら
恨
み
抜
い
た
こ
と
が
告
白
さ

れ
る
。
そ
の
考
え
方
は
、
日
常
生
活
の
中
で
も
変
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ

た
。
周
り
の
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

「
何
う
す
れ
ば
此
様
な
に
不
人
情
の

者
ば
か
り
集
合
ふ
の
か
、
世
間

一
体
が
此
様
に
不
人
情
な
物
か
、
夫
れ
と
も

私

一
人
を
歎
か
せ
よ
う
と
言
ふ
の
で
、
私
の
身
に
近
い
者
と
成
る
と
悉
く
不

人
情
に
成
る
の
で
あ
ら
う
か
」
と
考
え
、
「私
」
は
相
手
が
悪
い
の
だ
と
決

め
付
け
て
い
た
と
い
う
。

そ
れ
ら
の
表
白
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
過
去
を
振
り
返
る
中
で
、
自

身
の
醜
い
部
分
か
ら
目
を
そ
ら
さ
な
い

「私
」
の
在
り
方

で
あ
る
。
「
私
」

は
嫌
な
自
分
を
も
見

つ
め
て
語

っ
て
い
る
。
「私
」
は
家
庭
の
中

で
女
が
味

わ
う
辛
さ
や
怒
り
、
嫌
悪
を
表
白
す
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
自
身
の
嫌
な

と
こ
ろ
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
さ
ら
け
出
す
語
り
は
過
去
の
自
分
と
対
峙
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、



単
な
る
反
省
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在

と
未
来
を
生
き
る
た
め
の
力
を

「
私
」
に
与
え
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

「
私
」
の
得
た
と
こ
ろ
の
生
き
る
た
め
の
力
は
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な

箇
所
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
に
今
で
も
隠
し
て
い
ら

つ
し
や
る
事
は
彩
だ
し
く
有
り
ま
す
、
夫
れ

は
承
知
で
、
た
し
か
に
左
様
と
知

つ
て
居
り
ま
す
る
け
れ
ど
今
は
少
し

も
恨
む
事
を
い
た
し
ま
せ
ん
、

こ
こ
で

「私
」
は
不
実
を
な
じ

っ
た
過
去
の

「
私
」
と
は
違
い
、
夫
を
許
容

す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
夫
の
自
分
に
対
す
る
態
度
が

変
わ

っ
た
た
め
に

「私
」
の
態
度
も
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
は

な
い
。
夫
と
の
関
係
は
、
「
私
」
の
心
の
持
ち
よ
う
に
よ

っ
て
改
善
さ
れ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
「私
」
は
、
自
分
の
心
次
第
で
状
況
を
変
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
考
え
方
を
獲
得
し
た
こ
と
を
、
経
験
談
と
し
て
伝
え
よ
う
と

す
る
。

同
じ
こ
と
が
、
夫
と
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
次
の
引
用
の
よ
う
に
周
り

の
人
間
と
の
関
係
の
う
え
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。

今
こ
の
や
う
に
好
い
女
中
ば
か
り
集
ま

つ
て
、
此
方
の
奥
様
位
人
づ
か

ひ
の
宣
い
方
は
無
い
と
嘘
に
も
喜
ん
だ
口
を
聞
か
れ
る
は
、
彼
の
人
達

の
不
奉
公
を
私
の
心
の
反
射
だ
と
悟

つ
た
か
ら
の
事
、

家
内
を
構
成
す
る
小
間
使
い
や
御
飯
た
き
に
対
し
て
募
ら
せ
て
い
た
か

つ
て

の
不
信
感
や
不
満
は
、
今
で
は
解
消
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
ら
ば
か
り
に

不
信
感
や
不
満
の
原
因
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
に
対
す
る
自
分
の
心

持
こ
そ
が
原
因
と
な

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
直
し
た
こ
と
に
よ

る
。
「私
」
は
自
分
の
心
の
持
ち
方
次
第
で
夫
や
周
り
の
人
間
と
の
関
係
が

改
善
し
得
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
結
婚
生
活
を
良
い
も
の
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
が

「私
の
此
子
は
言
は
ゞ
私
の
為
の
守
り
神
で
、
此
様
な

可
愛
い
笑
顔
を
し
て
」
と
我
が
子
を
皆
に
見
せ
る
か
の
よ
う
な
臨
場
感
を
伴

い
、
し
か
も

「
み
な
様
」
に
向
け
た

「
私
」
の
告
白
と
い
う
形
式
を
取
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
過
去
と
現
在
に
つ
い
て
語
る
言
葉
に
は

「私
」
の
脚
色
が

あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え

「
今
は
少
し
も
恨
む
事

を
い
た
し
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
断
言
も
ま
た
、
割
り
引
い
て
捉
え
る
必
要
の

あ
る
言
葉
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
周
り
の
見
方
や
考
え
方
を
良
い
方
向

へ
と
転
じ
さ
せ
た
こ
と
が
現
在
の
よ
う
な
良
い
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
語
る

「私
」
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
に
偽
り
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
み
な
様
」
の
前

で
語
る

「私
」
は
、
生
き
る
力
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
え
る
。
「
私
」
は
逃
げ
出
し
た

い
も
の
か
ら
生
き
る
に
値
す
る
も
の
へ
と
状
況
を
意
識
的
に
転
換
さ
せ
、
現

状
を
生
き
甲
斐
の
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
く
意
志
の
力
を
獲
得
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「私
」
が
そ
れ
を
な
し
得
た
の
は
、
我
が
身
に
必
要

な
こ
と
を

「教

へ
」
る
子
の
存
在
に
よ
る
。
「
私
」
は
子
の
存
在
を
通
し
て
、

自
分
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
の
中
で
自
分
の
本
分
を
見
付
け
出
し
て
い
る
。

我
が
子
が
自
分
自
身
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
を
与
え
て
く
れ
た
と

感
じ
て
い
る

「私
」
は
、
こ
の
子
に
可
愛
さ
を
見
出
す
。

「私
」
は

「
母
性
」
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
で
子
の
可
愛
さ
を
見
出
し
、
生

き
る
力
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。
〈自
分
自
身
で
見
付
け
出
し

た
子

の
可
愛
さ
〉
が

「
私
」
に
内
省
す
る
力
を
与
え
、
自
分
の
醜
さ

へ
の



〈気
付
き
〉
を
可
能
に
し
た
。
「私
」
は
過
去
の
出
来
事
を
怨
み
つ
ら
み
と
し

て
語
る
に
留
ま
ら
ず
、
能
動
的
な
心
の
働
き
に
よ
る

〈気
付
き
〉
に
よ

っ
て

そ
れ
を
転
換
さ
せ
、
生
き
る
力
を
獲
得
し
た
と
こ
ろ
の
現
在
を
語
る
。
そ
の

よ
う
な
と
こ
ろ
に
着
目
す
る
と
、
『
こ
の
子
』
が
、
「
私
」
の
告
白
と
い
う
形

を
と

っ
て
女
の
強
い
面
を
描
き
出
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
女
が
家
庭
の
中
に
お
さ
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
主
体
的
に
独
立
の
道

を
模
索
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
強
さ
と
は
、
自
分
の
生

き
方
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
、
問
い
か
け
を
し
て
い
く
こ
と
の
持

つ
強
さ
を

い
う
の
で
あ
る
。
「
」
の
子
』
に
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
家
庭
の
中
に
お
さ
ま

り
な
が
ら
も
、
自
分
の
生
き
方
を
獲
得
す
る
女
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

四
　
田
辺
花
圃
の
作
品
と
の
比
較
か
ら

『
こ
の
子
』
に
お
い
て
、
子
の
可
愛
さ
と
は
、
「私
」
が

〈自
分
自
身
で
見

付
け
出
し
た
子
の
可
愛
さ
〉
で
あ
っ
た
。
『
こ
の
子
』
に
描
か
れ
る
子
の
可

愛
さ
は
、
「我
が
子
が
可
愛
い
」
と
い
っ
た
月
並
み
な
言
葉
で
語
ら
れ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
母
親
で
あ
る

「私
」
に
よ
っ
て
意
識
的
に
見
付
け
出
さ
れ

る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
強
調
す
る
意
味
で
、
『
こ
の
子
』

が
子
の
捉
え
方
と
い
う
点
に
お
い
て
他
の
作
家
の
作
品
と
は
異
な
る
様
相
を

呈
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
田
辺
花
圃
の
作
品
を
扱

う
こ
と
に
す
る
。
花
圃
は
歌
塾
萩
の
舎
で
の
一
葉
の
姉
弟
子
で
あ
り
、　
一
葉

が
花
圃
か
ら
刺
激
を
受
け
て
小
説
を
書
き
始
め
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
花

圃
の
著
し
た
小
説
で
子
の
可
愛
さ
に
ふ
れ
る
次
の
三
作
品
を
参
照
し
た
い
。

『
五
月
職
』
「
う
ら
わ
か
草
』
明
治
二
十
九
年
五
月
）
、
『
玉
椿
』
「
女
学
世

界
』
明
治
三
十
四
年

一
月
）
、
『
玉
す
だ
れ
』
翁
婦
人
界
定
期
増
刊
　
閏
秀
文

学
』
明
治
三
十
六
年

一
月
）
で
あ
る
。

作
品
の
発
表
さ
れ
た
順
番
と
は
異
な
る
が
、
ま
ず
は

『
玉
椿
』
を
見
た
い
。

『
玉
椿
』
に
は
、
家
を
空
け
が
ち
な
夫
の
帰
り
を
た
だ
待

つ
ば
か
り
の
女
主

人
公
に
対
し
、
髪
結
い
が

「
そ
れ
も
亦
御
子
で
も
あ
れ
ば
、
よ
い
も
、
わ
る

い
も
、
た
ゞ
子
可
愛
し
で
、
ま
ぎ
れ
て
し
ま
ひ
ま
す
け
れ
ど
」
と
い
う
場
面

が
あ
る
。
女
主
人
公
が
そ
の
言
葉
を
思
い
出
し

「
子
と
い
ふ
な
ぐ
さ
め
蝉
の

な
き
身
は
」
と
我
が
身
を
思
う
場
面
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。
夫
と
自
分
の
関

係
が
う
ま
く
い
か
な
い
中
で
子
を

「
な
ぐ
さ
め
州
」
と
す
る
発
言
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
子
は
無
条
件
に
可
愛
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
や
、
子
が
存
在

す
る
こ
と
だ
け
で
母
で
あ
る
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う
考
え
を
そ
こ
に
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に

『
玉
す
だ
れ
』
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
夫
と
の
仲
が
う
ま
く
い
か
な

い
友
が

「
子
と
い
ふ
く
さ
び
の
き
り
が
た
く
て
」
と
手
紙
で
告
げ
た
こ
と
を

女
主
人
公
が
思
い
出
す
場
面
が
あ
る
。
別
の
と
こ
ろ
に
は

「
子
は
家
の
か
た

め
」
と
い
う
言
葉
も
見
ら
れ
、
そ
こ
に
は
子
が
鑓
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
子

が

「家
」
の
子
と
し
て
育
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。

最
後
に

『
五
月
職
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
挙
げ
た
花
圃
の
作
品
の
中

で
最
も
早
く
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
こ
の
子
』
の
発
表
さ
れ
た
時
期

と
ご
く
近
い
こ
と
も
あ
り
、
詳
細
に
内
容
を
検
討
し
た
い
。

『
五
月
職
』
で
は

「絹
地
の
鯉
」
を
眺
め
る
団
槃
の
場
で
、
そ
の
家
に
久



し
く
仕
え
る

「老
僕
」
に
よ
っ
て
家
の
思
い
出
話
が
披
露
さ
れ
る
が
、
「老

僕
」
の
語
り
の
中
に
は
子
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
過
去
の
出
来

事
を
語
る
合
間
に

「老
僕
」
の
意
見
と
し
て
次
の
言
葉
が
あ
る
。

人

の
楽
の
種
々
あ
る
中
に
、
お
よ
そ
子
許
り
、
た
の
し
き
は
あ
ら
じ

（中
略
）
女
の
楽
し
み
の
、
も
と
も
お
も
な
る
は
、
此
子
挙
て
生
し
た

つ
る
に
て
、
赤
児
の
ほ
ど
、
乳
ふ
く
ま
す
る
ぞ
、
愛
の

一
さ
き
に
あ
ら

は
る
は
じ
め
な
り
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
と

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
間
に
主
張
さ
れ
る
の
は
、
子
を
育
て
る
こ
と

は
人
に
と

っ
て
の
、
特
に
女
に
と

っ
て
の

「
楽
し
み
」
で
あ
る
と
い
う
考
え

で
あ
る
。
こ
の

「
老
僕
」
の
主
張
は
作
中
で

一
貫
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

こ
の
作
品
で
は

「
老
僕
」
自
身
が

一
日
も
赤
児
の
顔
を
見
な
い
で
は
過
ご
せ

な
い
ほ
ど
の

「
子
煩
悩
」
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。

「
老
僕
」
の
思
い
出
話
で
は
、
美
し
い
隣
家
の
嫁
が

「産
後
の
肥
立
の
よ

か
ら
ず
し
て
、
実
家

へ
養
生
に
帰
り
た
ま
ひ
し
留
守
の
ま
に
」
、
そ
の
家
に

仕
え
る
下
女
が
夫
を
取

っ
た
話
が
語
ら
れ
る
。
「
老
僕
」
は
そ
れ
を
次
の
よ

う
に
語
る
。

其
子
に
つ
け
て
、
こ
と
に
夫
婦
の
間
も
む

つ
ま
じ
く
な
り
ま
さ
り
ぬ
べ

き
も
の
を
、
彼
の
嫁
様
は
い
か
に
ぞ
や
、
く
さ
び
と
な
る
べ
き
子
を
あ

げ
て
後
に
、
か
く
思
は
ず
な
る
成
果
を
見
ん
と
は
、
実
家

へ
帰
ら
ん
折

は
我
さ

へ
も
思
ひ
か
け
ざ
り
し
事
な
り
け
ん
。

子
の
存
在
に
よ

っ
て
夫
婦
の
仲
が
む

つ
ま
じ
く
な
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
隣

家
の
嫁
は
子
を
産
ん
だ
た
め
に
下
女
に
夫
を
取
ら
れ
た
と
、
子
が

「
く
さ

び
」
に
な
ら
な
い
様
子
が
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
子
は
錠
と
な
る
べ
き
も
の

だ
と
い
う
通
念
が
示
さ
れ
、
そ
れ
を
反
転
さ
せ
た
出
来
事
が
伝
え
ら
れ
て
い

Ｚ
つ
。嫁

は
夫
か
ら

「家
に
か

へ
ら
ず
と
も
、
行
末
な
が
く
実
家
に
養
生
せ
よ
」

と
突
き
放
さ
れ
た
後
も

「
夜
も
、
昼
も
、
た
ゞ
／
ヽ
子

の
事
を
思
ひ

つ
ゞ

け
」
て
い
る
と
さ
れ
、
「老
僕
」
の
語
り
で
は
嫁
の
我
が
子
に
対
す
る
思
い

の
強
さ
が
印
象
付
け
ら
れ
る
。
『
五
月
職
』
に
お
け
る

「
老
僕
」
の
思
い
出

話
は
、
隣
家
の
嫁
が
愛
す
べ
き
我
が
子
と
の
間
を
裂
か
れ
自
害
す
る
に
至

っ

た
悲
劇
を
語
る
。
そ
の
中
で
は
嫁
の
我
が
子

へ
の

一
途
な
愛
が
強
調
さ
れ
て

お
り
、
全
編
を
通
し
て
子

へ
の
愛
と
い
う
も
の
が
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

そ
れ
は

「老
僕
」
の
語
り
を
聞
き
終
え
た
人
々
が

「
其
嫁
の
心
の
い
と
ほ
し

さ
よ
、
悲
し
さ
よ
、
な
ど
鼻
を
も
か
み
わ
た
さ
る
」
と
、
皆
が
皆
、
終
始
我

が
子
を
思
い
続
け
た
嫁
に
対
し
て
同
情
的

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

『
五
月
峨
』
に
お
い
て
は
、
母
親
の
子

へ
の
愛
が
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

『
五
月
職
』
で
は
通
念
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
子
の
可
愛
さ
が
捉
え
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
う
え
で
子
が
夫
婦
の
鍵
と
な
り
得
な
か

っ
た
出
来
事
が
語
ら
れ

る
。　
一
方

『
こ
の
子
』
で
は
、
冒
頭
の

「我
が
子
が
可
愛
い
」
と
い
う
発
言

が
通
念
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
語
ら

れ
る
の
は

「私
」
が

〈自
分
自
身
で
見
付
け
出
し
た
子
の
可
愛
さ
〉
で
あ
る
。

「私
」
が
子
の
存
在
に
よ

っ
て
自
分
の
生
き
方
を
見
付
け
出
し
て
い
く
過
程

を
経
て
、
初
め
て

「我
が
子
が
可
愛
い
」
と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た

『
こ
の
子
』
と

『
五
月
職
』
の
間
に
お
け
る
子
の
捉
え
方
に
つ



い
て
の
相
違
の
背
後
に
は
、
両
者
の
影
響
関
係
の
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
花
圃
の

『
五
月
峨
』
は
、
「
」
の
子
』
に
お
け
る
、
結
果
と

し
て
夫
婦
を

つ
な
ぐ
錠
の
役
割
を
果
た
す
子
の
在
り
方
を
、
そ
の
誕
生
が
夫

婦
仲
を
壊
す
と
い
う
逆
転
さ
せ
た
形
で
登
場
さ
せ
た
よ
う
に
見
え
る
。
子
が

生
ま
れ
た
せ
い
で
夫
婦
が
離
れ
て
し
ま
う

『
五
月
職
』
の
構
図
は
、
子
の
存

在
が
夫
婦
の
仲
を
取
り
持

つ

『
こ
の
子
』
の
構
図
を
反
転
さ
せ
た
も
の
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味

で
、
『
五
月
職
』
は

一
葉
の

『
こ
の
子
』

を
意
識
し
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
時
期
に
お
け

る

一
葉
と
花
圃
の
関
係
を
思
う
と
き
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
想
定
し
て
み

た
い
の
で
あ
る
。

『
こ
の
子
』
は

一
見
す
る
と
、
子
を
産
ん
だ
女
を
語
り
手
と
し
た
、
ご
く

あ
り
ふ
れ
た
内
容
を
扱
う
作
品
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
、
女
が

子
の
存
在
か
ら
我
が
身
の
在
り
方
を
改
め
て
考
え
る
契
機
を
得
た
喜
び
を
語

る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
子

へ
の
思
い
が
書
き
込
ま
れ
る

『
五
月

職
』
の
よ
う
な
他
作
品
を
参
照
し
て
も
、
で
」
の
子
』
特
有
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

注（１
）

和
田
繁
二
郎
氏

（『
明
治
前
期
女
流
作
品
論
』
桜
楓
社
、　
一
九
八
九
、
四

六
四
頁
）
や
、
橋
口
晋
作
氏

（「
こ
の
子
」
の
作
品
世
界
に
つ
い
て
」
『解

釈
』

一
九
九

一
・
五
）
は
、
掲
載
誌
と
の
関
連
か
ら
作
品
の
通
俗
性
に
言
及

す
る
。　
一
葉
の
受
け
取

っ
た
有
明
文
吉

（『
日
本
乃
家
庭
』
の
発
行
人
兼
編

集
人
）
か
ら
の
執
筆
依
頼
状
に

「文
章
は
可
成
平
易
に
」
と
あ
る
こ
と
、
寄

贈
さ
れ
た
第

一
号
の

「発
刊
の
こ
と
ば
」
に
は
、
こ
の
雑
誌
に
掲
載
す
る
小

説
が

「野
卑
な
ら
ず
し
て
、
面
白
く
人
情
世
態
の
隠
微
を
穿
ち
て
、
而
か
も

飽
ま
で
罪
な
き
も
の
を
撰
み
、
無
事
な
る
時
人
の
心
を
慰
め
、
或
は
家
族
団

榮
し
て
茶
呑
話
な
ど
す
る
折
の
和
楽
を
増
す
の
話
助
た
ら
し
め
」
る
も
の
で

あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
『
こ
の
子
』
が
掲
載
誌

の
要
請
に
合
わ
せ
て
創
作
さ
れ
た
と
す
る
見
解
も
納
得
で
き
る
。

（２
）

「何
処
と
な
く
間
伸
び
が
し
て
居
る
様
で
、
極
短
い
も
の
で
あ
る
に
か
ゝ

は
ら
ず
、
退
屈
な
感
じ
の
す
る
作
で
あ
る
」
（湯
地
孝

『樋
口

一
葉
論
』
至

文
堂
、　
一
九
二
六
、
三
〇
七
頁
）
な
ど
。

（３
）

小
森
陽

一
「囚
わ
れ
た
言
葉
／
さ
ま
よ
い
出
す
言
葉
―

一
葉
に
お
け
る

「女
」
の
制
度
と
言
説
―
」
「
文
学
』

一
九
八
六

・
八
）

（４
）

高
田
知
波

「『
こ
わ
れ
指
環
』
と

『
こ
の
子
ヒ

（『
日
本
近
代
文
学
』

一
九

九
二

・
十
）

（５
）

関
礼
子

「樋
口
一
葉

『
雪
の
日
』
で
」
の
子
』
の
語
り
を
め
ぐ
る

一
考
察
」

令
嘉
悦
女
子
短
期
大
学
研
究
論
集
』

一
九
八
四
。
十
二
）

（６
）

山
田
有
策

「『
こ
の
子
』
脚
注
」
「
全
集
樋
口

一
葉
２
　
小
説
編
二
　
復

刻
版
』
小
学
館
、　
一
九
九
六
、　
一
八
四
頁
）

（７
）

関
礼
子
、
前
掲
論
文

（８
）

『
こ
の
子
』
論
に
お
い
て
他
作
品
を
視
野
に
入
れ
た
論
考
に
は
、
清
水
紫

琴

『
こ
わ
れ
指
環
』
と
の
対
照
性
を
論
じ
る
高
田
知
波
氏
の
も
の
が
あ
る
。

（高
田
知
波
、
前
掲
論
文
）

一
葉
作
品
の
引
用
は
筑
摩
書
房
版

『樋
口
一
葉
全
集
』
貧

九
九
四
）
に

拠
る
。
た
だ
し
漢
字
は
適
宜
通
行
の
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
い
た
。
傍
線

は
全
て
論
者
の
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―


