
吉屋信子『空の彼方へ』における〈久遠の女性〉

著者 木下 響子
雑誌名 國文學
巻 102
ページ 287-301
発行年 2018-03-01
URL http://hdl.handle.net/10112/16706

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

Provided by Kansai University Repository

https://core.ac.uk/display/228693716?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


287

は
じ
め
に

『
空
の
彼
方
へ
』
は
、
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
『
地
の
果
ま
で（

1
（

』『
海
の
極

み
ま
で（

2
（

』
に
つ
づ
く
初
期
三
部
作
の
完
結
編
で
あ
り
、は
じ
め
て
雑
誌
『
主

婦
之
友（

3
（

』（
昭
和
二
年
四
月
～
昭
和
三
年
四
月
）に
連
載
し
た
小
説
で
あ
る
。

『
空
の
彼
方
へ
』
の
発
表
後
、
円
本
ブ
ー
ム
の
影
響
で
得
た
資
金（

4
（

に
よ
り
、

吉
屋
は
約
一
年
間
の
洋
行
を
し
、
帰
国
し
て
か
ら
は
『
主
婦
之
友
』
に
継

続
し
て
作
品
を
掲
載
す
る
ほ
か
、
新
聞
や
雑
誌
に
多
く
の
連
載
を
抱
え
る

人
気
作
家
と
な
っ
た
。

『
空
の
彼
方
へ
』
を
書
い
た
時
期
、吉
屋
は
『
花
物
語（

5
（

』
の
成
功
に
よ
っ

て
、す
で
に
少
女
小
説
の
分
野
で
は
一
定
の
評
価
を
得
て
い
た
。
し
か
し
、

吉
屋
は
、『
空
の
彼
方
へ
』
を
執
筆
し
な
が
ら
、
よ
り
多
く
の
大
衆
に
読

ま
れ
る
〈
通
俗
小
説
〉
を
書
い
て
ゆ
く
こ
と
を
決
心
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

『
空
の
彼
方
へ
』
に
は
吉
屋
が
〈
通
俗
小
説
〉
で
最
も
表
現
し
た
か
っ
た

も
の
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
吉
屋
は
初
期
三
部
作
を
通
じ
て
、
女

性
の
精
神
性
の
高
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
吉

屋
は
そ
の
完
結
編
と
な
る
『
空
の
彼
方
へ
』
に
お
い
て
、〈
久
遠
の
女
性
〉

と
い
う
言
葉
で
そ
れ
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、〈
久
遠
の
女
性
〉
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
、『
空
の
彼
方
へ
』

で
ど
の
よ
う
に
女
性
の
精
神
性
の
高
さ
が
表
現
さ
れ
、
三
部
作
の
完
結
編

と
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

尚
、
本
文
の
引
用
は
初
出
の
『
主
婦
之
友
』
掲
載
の
も
の
に
従
う
。

一　
『
空
の
彼
方
へ
』
の
位
置
づ
け

　
『
空
の
彼
方
へ
』
は
、
何
度
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
二
度
も
映
画
化
さ

吉
屋
信
子
『
空
の
彼
方
へ
』
に
お
け
る
〈
久
遠
の
女
性
〉
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れ
て
い
る（

6
（

こ
と
か
ら
、
吉
屋
の
長
篇
小
説
の
中
で
も
人
気
が
あ
っ
た
作
品

だ
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
吉
屋
は
、こ
の
『
空
の
彼
方
へ
』
を
『
地

の
果
ま
で
』
お
よ
び
『
海
の
極
み
ま
で
』
と
同
じ
よ
う
に
新
聞
に
掲
載
す

る
希
望
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
結
果
的
に
は
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、

『
空
の
彼
方
へ
』
が
新
聞
小
説
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
こ
と（

7
（

か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
ま
た
、『
地
の
果
ま
で
』
と
『
海
の
極
み
ま
で
』
に
続
く
三
部

作
の
完
結
編
で
あ
る
こ
と
は
、
本
文
の
終
末
部
か
ら
わ
か
る
。

―
―
見
よ
人
々
、
空
に
は
星
、
地
に
は
祈
る
子
、
奏
づ
る
曲
は
、
マ

リ
ア
の
讃
え
の
歌
ぞ
。
そ
の
音
い
み
じ
く
も
響
き
行
く
で
あ
ら
う

よ
！
地
の
果
ま
で
、
海
の
極
み
ま
で
、
空
の
彼
方
へ
！
―
―　

 

（
傍
線
は
論
者
に
よ
る
、
以
下
同
）

　
『
空
の
彼
方
へ
』
に
つ
い
て
は
、『
主
婦
之
友
』
編
集
長
で
あ
る
石
川
武

美
の
評
（『
主
婦
之
友
』
昭
和
二
年
二
月
号
「
編
集
日
誌
」
一
月
八
日
）

が
あ
る
。
石
川
は
、「
女
史
が
嘗
て
大
阪
朝
日
紙
上
で
発
表
し
た
『
地
の

果マ

マて
ま
で
』『
海
の
極
み
ま
で
』
と
共
に
三
部
作
を
な
す
も
の
で
、
し
か

も
前
二
作
よ
り
も
、
芸
術
的
で
、
興
味
的
の
長
篇
小
説
で
あ
る
。」
と
し

て
お
り
、『
空
の
彼
方
へ
』
が
三
部
作
の
完
結
編
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
こ

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
『
地
の
果
ま
で
』
は
大
正
九
年
一
月
か
ら
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
連
載

さ
れ
、『
海
の
極
み
ま
で
』
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』
お
よ
び
『
大
阪
朝
日

新
聞
』
に
大
正
十
年
七
月
か
ら
連
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
前
二

作
品
が
連
続
し
て
執
筆
お
よ
び
連
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
空
の
彼

方
へ
』
の
創
作
ノ
ー
ト（

8
（

は
前
作
か
ら
三
年
後
の
大
正
十
三
年
三
月
か
ら
七

月
に
か
け
て
作
ら
れ
、
発
表
は
さ
ら
に
三
年
後
の
昭
和
二
年
四
月
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、『
空
の
彼
方
へ
』
は
計
六
年
間
と
い
う
歳
月
を
か
け
て

作
ら
れ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
創
作
ノ
ー
ト
は
二
冊
の
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
に

縦
書
き
で
書
か
れ
、二
冊
目
の
表
紙
に
は
、物
語
の
終
末
と
同
じ
文
句
「
地

の
果
ま
で
海
の
極
み
ま
で
空
の
彼
方
へ
！
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
当
初
か
ら
三
部
作
の
完
結
編
と
し
て
創
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

異
同
と
し
て
は
、『
主
婦
之
友
』
の
連
載
の
草
稿
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
連

載
時
に
は
冒
頭
の
第
一
回
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　
『
空
の
彼
方
へ
』
を
創
作
し
は
じ
め
た
時
期
に
つ
い
て
、
吉
屋
は
後
に
、

「『
空
の
彼
方
へ
』
に
つ
い
て（

9
（

」
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

婦
人
雑
誌
に
は
、
ま
だ
こ
れ
と
い
う
長
篇
小
説
を
発
表
す
る
機
会
が

恵
ま
れ
ず
、
少
々
悶
々
の
形
で
し
た
。
何
処
か
ら
も
頼
ま
れ
た
わ
け

で
も
な
い
の
に
、
私
は
せ
っ
せ
と
『
空
の
彼
方
へ
』
と
い
う
長
篇
を

書
き
出
し
て
、六
百
枚
余
の
も
の
を
、書
き
上
げ
た
の
で
す
が
、さ
あ
、
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そ
れ
を
載
せ
る
舞
台
が
欲
し
い
、
そ
れ
で
私
は
、
思
い
切
っ
て
、
主

婦
之
友
社
長
、
石
川
武
美
氏
に
、
自
己
推
薦
の
手
紙
を
書
い
て
、
原

稿
を
小
包
で
送
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

昭
和
五
十
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
吉
屋
信
子
全
集
』
に
付
さ
れ
て
い
る

「
年
譜（

（1
（

」
に
お
い
て
も
、「
新
聞
連
載
小
説
を
二
回
書
き
、
文
壇
の
知
人
も

増
え
た
も
の
の
、
格
別
そ
れ
で
大
人
の
小
説
の
依
頼
が
く
る
わ
け
で
も

な
く
（
中
略
）
兄
の
家
の
二
階
に
い
さ
さ
か
く
す
ぶ
っ
て
い
た
」
と
書

か
れ
て
い
る
。
大
正
十
四
年
、
吉
屋
は
交
蘭
社
よ
り
個
人
雑
誌
で
あ
る

『
黒く

ろ
し
ょ
う
び

薔
薇
』
を
一
月
か
ら
八
月
ま
で
一
ヶ
月
に
一
巻
の
ペ
ー
ス
で
発
刊
し

た
。
発
刊
に
際
し
て
、
吉
屋
は
第
一
号
の
「
御
挨
拶（

（（
（

」
の
中
で
「
今
の
商

業
主
義
の
雑
誌
の
弊
害
か
ら
逃
れ
て
、
自
由
に
清
ら
か
に
力
強
く
自
己
の

芸
術
を
育
て
抜
い
て
ゆ
く
！
」
と
し
た
。
内
容
と
し
て
は
、
口
絵
、
長
編

小
説
「
或
る
愚
か
し
き
者
の
話
」、
短
編
、
読
者
か
ら
の
寄
稿
と
し
て
「
鸚

鵡
塔
」
が
毎
回
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
、
感
想
と
い
う
文
壇
批
評
や
、
随
筆

な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
八
号
の
「
巻
尾
に（

（1
（

」
で
「
作
者
は
一
寸
憩
ひ
が

欲
し
く
な
り
ま
し
た
」
と
し
て
休
刊
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
吉
屋
は
こ
の

時
期
、
作
家
と
し
て
の
方
向
性
を
模
索
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、

吉
屋
は
、『
空
の
彼
方
へ
』
を
書
く
こ
と
で
、
方
向
性
を
定
め
た
こ
と
が

次
の
手
紙
か
ら
分
か
る
。
吉
屋
が
門
馬
千
代
に
あ
て
た
手
紙
（
大
正
十
四

年
二
月
九
日
付（

（1
（

）
か
ら
伺
え
る
。

い
よ
い
よ
決
心
し
ま
し
た
。
自
分
の
か
い
て
ゆ
（
く
）
仕
事
の
本
路

を
一
つ
き
め
て
ま
つ
し
ぐ
ら
に
行
き
た
い
の
で
す
。
そ
れ
は
所
謂
通

俗
小
説
と
あ
る
人
々
の
呼
ぶ
も
の
、
言
い
代
へ
れ
ば
民
衆
に
贈
る
長

篇
創
作
で
す
。
私
は
そ
れ
に
よ
つ
て
出
来
る
だ
け
美
し
い
も
の
正
し

い
も
の
を
あ
ざ
や
か
に
描
い
て
ゆ
き
た
い
。（
中
略
）
私
は
か
く
心

を
さ
だ
め
ま
し
た
。
空
の
彼
方
ま
で
を
記
念
す
可
き
発
心
の
ス
タ
ー

ト
に
し
て
い
よ
〱
本
気
で
仕
事
を
し
て
ゆ
き
ま
す
。

　
『
空
の
彼
方
へ
』
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
論
文
と
し
て
は
、
藤
田
篤

子
氏
に
よ
る
も
の（

（2
（

が
あ
る
。
藤
田
氏
は
、
吉
屋
の
初
期
の
長
編
小
説
を
概

観
し
、「『
空
の
彼
方
へ
』
は
全
体
の
形
と
し
て
は
、
よ
く
ま
と
ま
っ
た
作

品
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
吉
屋
の
長
篇
小
説
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
完
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
し
て
、
初
期
の
集
大
成
が
『
空
の
彼
方
へ
』

で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
ま
た
、
日
本
近
代
文
学
会
二
〇
一
七
年
度
春
季

大
会
に
お
い
て
、
芳
賀
祥
子
氏
が
「
女
性
雑
誌
に
お
け
る
創
作
欄
が
つ
む

ぐ
女
同
士
の
絆
の
可
能
性
―
―
『
主
婦
之
友
』
の
連
載
小
説
と
読
者
欄
を

め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
論
題
で
、
雑
誌
『
主
婦
之
友
』
と
吉
屋
の
関
係
に
つ

い
て
『
空
の
彼
方
へ
』
を
中
心
に
発
表
を
行
っ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、『
空
の
彼
方
へ
』
は
作
者
で
あ
る
吉
屋
自
身
の
言
動

か
ら
も
、
そ
の
後
の
研
究
か
ら
も
、
初
期
の
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
い
え

る
。
そ
れ
で
は
、
連
載
当
時
、『
空
の
彼
方
へ
』
は
ど
の
よ
う
に
読
者
に

受
容
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

二　

女
性
読
者
の
『
空
の
彼
方
へ
』
の
受
容
―
女
性
の
尊
厳

　
『
空
の
彼
方
へ
』
が
連
載
さ
れ
た
時
期
、『
主
婦
之
友
』
誌
上
で
は
、
連

載
小
説
の
末
尾
に
「
読
者
の
声
」
欄
を
設
け
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、『
主

婦
之
友
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
読
者
の
声
」
か
ら
、『
空
の
彼
方
へ
』
が
ど

の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ま
ず
は
、
主
人
公
初
子
が
恋
人
の
茂
に
、
貞
操
を
捧
げ
る
よ
う
に
強
要

さ
れ
、
そ
れ
を
拒
絶
す
る
場
面
で
あ
る
。

　
「
君
は
馬
鹿
だ
ね
。
僕
を
い
つ
ま
で
童
貞
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
の
。

僕
は
も
う
そ
ん
な
子
供
ぢ
や
あ
な
い
よ
。（
中
略
）

　
「
い
け
ま
せ
ん
、
い
け
ま
せ
ん
。
私
に
触
っ
て
は
い
や
、
汚
ら
は

し
い
ッ
、
ど
い
て
く
だ
さ
い
。
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。」（
中
略
）

　
「
え
ゝ
、
そ
の
ま
ゝ
の
あ
な
た
だ
つ
た
ら
、
私
永
久
に
お
会
い
し

た
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
―
―
私
、
私
、
あ
の
―
―
あ
な
た
の
卑
し
い

快
楽
の
玩
具
に
な
る
の
は
私
の
魂
が
許
し
て
く
れ
ま
せ
ん
も
の
…
」

（
中
略
）
処
女
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
は
守
り
得
た
。
恋
し
い
人
を

目
の
前
に
し
て
、
よ
く
も
強
く
な
り
得
た
。
正
し
く
女
性
の
守
る
べ

き
道
義
を
曲
げ
は
し
な
か
つ
た
―
― 

（
恋
愛
篇　

霊
の
日
蝕
）

　

こ
の
描
写
に
対
し
て
の
読
者
の
反
響
（『
主
婦
之
友
』
昭
和
二
年
七
月

号
「
空
の
彼
方
へ
」「
読
者
の
声
」
欄
）
で
、
読
者
は
、「
初
子
こ
そ
、
私

達
女
性
の
、本
当
の
姿
で
す
。」と
、初
子
を
女
性
の
代
表
と
し
た
上
で
、「
現

代
の
男
性
は
、
私
達
女
性
を
、
も
う
少
し
、
高
く
評
価
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
甘
い
言
葉
で
、
女
性
の
誰
も
が
、
一
切
を
許
す
も
の
だ
と
い
ふ
男

性
の
横
暴
さ
、
卑
劣
さ
を
、
私
は
憎
ま
ず
に
は
を
ら
れ
ま
せ
ん
。」
と
男

性
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、「
女
性
は
、
真
の
愛
の
前
に
は
、
一
切
を
捧

げ
こ
そ
す
れ
、
気
ま
ぐ
れ
な
、
肉
欲
の
奴
隷
の
甘
言
に
は
、
決
し
て
欺
か

れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
尊
い
誌
上
を
か
り
て
申
し
た
い
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。」
と
続
け
て
主
張
す
る
。
ま
た
、
他
の
読
者
は
、「
初
子
さ
ん
、
あ

な
た
は
ど
ん
な
に
お
辛
か
つ
た
で
せ
う
ね
。」
と
初
子
に
直
接
語
り
か
け

る
。
彼
女
は
続
け
て
、「
よ
く
愛
す
る
人
の
誘
惑
を
斥
け
て
、
尊
い
処
女

性
を
、
守
つ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
で
も
私
は
、
あ
な
た
の
悲
し
い
〳
〵

気
持
ち
が
よ
く
解
り
ま
す
わ
。」
と
初
子
に
共
感
す
る
。

　

つ
ぎ
に
、
茂
が
初
子
の
妹
で
あ
る
仲
子
と
の
関
係
を
、
仲
子
が
処
女
で
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な
い
こ
と
を
理
由
に
破
棄
し
よ
う
と
し
、
初
子
が
そ
れ
を
糾
弾
す
る
場
面

で
あ
る
。

　
「
初
子
さ
ん
、
あ
な
た
は
ま
だ
何
も
知
ら
な
い
ん
だ
。
仲
ち
や
ん

は
ね
、
僕
に
下
関
で
会
ふ
以
前
に
、
も
う
立
派
に
処
女
の
純
潔
を
失

つ
て
ゐ
た
人
な
ん
で
す
よ
。（
中
略
）

　

自
慢
に
も
な
ら
ぬ
責
任
感
を
振
り
廻
し
て
茂
は
語
気
を
強
め
た
。

　

初
子
は
そ
の
と
き
、
涙
を
払
つ
て
立
ち
上
が
つ
た
。

「
茂
さ
ん
、
あ
な
た
は
処
女
で
な
い
女
性
に
は
、
男
は
何
を
し
て
も

い
ゝ
と
お
つ
し
や
る
の
で
す
の
？
」

　

そ
の
瞳
も
眉
も
冴
え
て
凛
々
し
か
つ
た
。

「･･････

」

　

茂
は
ぐ
わ
ん

0

0

0

と
頭
を
打
た
れ
る
思
ひ
だ
つ
た
。

 

（
恋
愛
篇　

破
れ
し
夢
）

　

読
者
の
反
応
（『
主
婦
之
友
』
昭
和
二
年
十
月
号
「
空
の
彼
方
へ
」「
読

者
の
声
」
欄
）
で
は
、
本
文
で
、
初
子
が
茂
に
対
し
て
述
べ
る
「
茂
さ
ん
、

あ
な
た
は
処
女
で
な
い
女
性
に
は
、
男
は
何
を
し
て
も
い
ゝ
と
お
つ
し
や

る
の
で
す
の
？
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
「
な
ん
と
い
ふ
立
派
な
お
言
葉

で
せ
う
。」
と
感
嘆
し
て
い
る
。
ま
た
、
あ
る
読
者
は
「
初
子
様
の
正
し

い
健マ

マ実
な
御
精
神
は
、
本
当
に
私
達
処
女
の
典
型
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
、

初
子
を
「
処
女
の
典
型
」
と
し
、「
妹
の
た
め
に
、
か
く
ま
で
も
犠
牲
と

な
つ
て
く
だ
さ
る
初
子
様
の
お
心
、
実
に
実
に
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。」
と

初
子
の
犠
牲
的
精
神
を
「
健
実
」
な
も
の
と
し
て
賞
賛
す
る
。

　

初
子
の
犠
牲
を
賞
賛
し
、
読
者
自
身
の
「
典
型
」
と
す
る
声
は
、
他
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、「
愛
す
る
者
を
肉
親
の
妹
に
ゆ
づ
る

切
な
い
初
子
さ
ん
の
心
…
仲
子
さ
ん
は
本
当
に
い
ヽ
お
姉
さ
ん
を
持
つ
て

幸
福
で
す
わ
。
気
高
い
初
子
さ
ん
に
幸
多
か
れ
と
祈
り
ま
す（

（1
（

。」
と
い
う

声
や
「
内
に
あ
つ
て
は
優
し
い
姉
、
け
れ
ど
も
一
歩
外
に
出
て
は
、
ど
こ

ま
で
も
し
つ
か
り
し
た
態
度
の
初
子
様
、
私
は
た
ゞ
〳
〵
感
服
の
外
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
こ
そ
私
共
女
性
の
典
型
だ
ら
う
と
存
じ
ま
す（

（1
（

。」
と

い
う
声
に
見
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
雑
誌
『
主
婦
之
友
』
の
読
者
層
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
「
読
者
の
声
」
の
な
か
に
「
私
達
処
女
」
と
述

べ
て
い
る
声
が
あ
っ
た
よ
う
に
、『
主
婦
之
友
』
は
「
主
婦
」
を
掲
げ
て

は
い
る
が
、
そ
の
読
者
層
は
「
主
婦
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。「
校
長
先
生
も
処
女
会
員
に
『
月
刊
雑
誌
を
買
ふ
な
ら
、『
主
婦
之
友
』

を
買
ひ
な
さ
い
』
と
お
つ
し
や
い
ま
す
」（『
主
婦
之
友
』
昭
和
二
年
三
月

号
「
誌
上
倶
楽
部
」）
と
あ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
、
女
学
校
か
ら
も

『
主
婦
之
友
』
の
購
読
は
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
木
村
涼
子
氏
は
『〈
主
婦
〉
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の
誕
生
―
婦
人
雑
誌
と
女
性
た
ち
の
近
代（

（1
（

』
の
中
で
『
主
婦
之
友
』
の
読

者
層
の
属
性
を
集
計
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、「
既
婚
者
も
多
い

が
、
未
婚
女
性
も
相
当
数
み
ら
れ
る
。
学
歴
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を

拾
い
上
げ
る
と
、
高
等
女
学
校
の
卒
業
生
が
め
だ
つ
」
と
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
読
者
達
の
中
に
は
、
吉
屋
の
以
前
か
ら
の
フ
ァ
ン
も
多
く
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
、「
私
は
十
七
歳
の
乙
女
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
中
略
）
私

は
先
生
の
『
三
つ
の
花
』
も
拝
見
し
て
、
先
生
を
心
か
ら
崇
拝
し
て
を
り

ま
す（

（1
（

」
と
過
去
の
著
作
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
や
、「
お
な
つ
か
し
い
吉
屋

先
生（

（1
（

」
と
い
っ
た
呼
び
か
け
か
ら
推
察
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
読
者
た
ち
は
、
茂
の
強
要
を
は
ね
の
け
る
初
子
の
姿
に
自

ら
を
重
ね
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
女
性
と
し
て
の
尊
厳
を
見
出
し
て

い
る
。
初
子
は
、
読
者
の
女
性
に
と
っ
て
は
、
女
性
の
尊
厳
を
表
に
あ
ら

わ
す
こ
と
が
で
き
る
、
強
い
意
志
を
持
っ
た
憧
れ
の
女
性
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
妹
の
仲
子
の
幸
福
の
た
め
に
、
自
身
の
恋
愛
を
犠
牲
に
す
る
初

子
を
賞
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　
〈
久
遠
の
女
性
〉
と
は
何
か

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
読
者
に
受
容
さ
れ
て
い
た
初
子
で
あ
る
が
、
彼

女
は
小
説
内
に
お
い
て〈
久
遠
の
女
性
〉と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、『
空

の
彼
方
へ
』
が
発
表
さ
れ
た
当
時
の
〈
久
遠
の
女
性
〉
と
は
ど
の
よ
う
な

女
性
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
ず
は
本
文
を

み
て
い
き
た
い
。

　

物
語
の
序
盤
、
茂
か
ら
初
子
へ
の
告
白
の
手
紙
の
中
で
、「
あ
な
た
は

運
命
が
僕
に
与
へ
た
、
た
つ
た
一
人
の
『
久
遠
の
女
性
』
で
す
。」
と
茂

は
綴
る
。
次
に
、
物
語
の
終
末
部
で
、
初
子
が
昇
天
し
て
い
く
様
子
が
描

か
れ
る
な
か
で
の
、
茂
の
内
面
描
写
で
あ
る
。

茂
は
こ
の
と
き
（
久
遠
の
女
性
は
人
類
を
引
き
上
げ
救
う
）
と
言

い
し
ゲ
ー
テ
の
言
葉
を
知
っ
た
。
聖
母
マ
リ
ア
の
意
義
は
、
こ
の

人
類
至
上
善
の
美
し
き
力
を
生
む
、
久
遠
の
女
性
の
象
徴
で
あ
つ

た
の
か
―
― 

（
復
活
篇　

空
の
彼
方
へ
）

　

こ
の
よ
う
に
、
本
文
で
は
二
回
「
久
遠
の
女
性
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ

る
が
、
そ
の
言
葉
は
常
に
初
子
を
指
し
て
い
る
。

　

引
用
部
の
「（
久
遠
の
女
性
は
人
類
を
引
き
上
げ
救
う
）
と
言
い
し
ゲ
ー

テ
の
言
葉
」
と
い
う
箇
所
か
ら
、〈
久
遠
の
女
性
〉
と
は
ゲ
ー
テ
の
言
葉

に
よ
る
も
の
と
本
文
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
の
末
章
で
あ
る
。
厨
川
白
村
の
『
近
代
の
恋
愛
観
』（
大
正

十
一
年
六
月　

改
造
社
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。



293

ゲ
エ
テ
は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
末
章
に
「
久ダ

ス
・
エ
イ
ヰ
匕
・
ワ
イ
ブ
リ
ッ
へ

遠
の
女
性
わ
れ
ら
を
導
く
」

と
歌
ひ
、
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
に
於
て
は
ベ
ア
ト
リ
チ
エ
こ
そ
救

ひ
の
女
神
で
あ
つ
た
。

　

厨
川
白
村
の
『
近
代
の
恋
愛
観
』
は
、当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
。

吉
屋
信
子
が
、
個
人
雑
誌
『
黒
薔
薇
』
の
一
号
で
掲
載
し
た
「
純
潔
の
意

義
に
就
き
て
厨
川
白
村
氏
の
恋
愛
観
を
駁
す（

11
（

」
で
、『
近
代
の
恋
愛
観
』

を
批
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
吉
屋
が
『
近
代
の
恋
愛
観
』
を
読
ん
で
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、『
近
代
の
恋
愛
観
』
に
お
い
て
厨
川
白
村
は
「
久
遠
の
女
性
わ

れ
ら
を
導
く
」
と
し
て
い
る
が
、
当
時
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
訳
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
森
鴎
外
に
よ
る
訳
で
は
、「
永
遠
に
女
性
な

る
も
の
／
我
等
を
曳
き
て
往
か
し
む
」（『
フ
ア
ウ
ス
ト
』
第
二
部　

大
正

二
年
三
月　

富
山
房
）
と
訳
さ
れ
て
お
り
、〈
久
遠
の
女
性
〉
と
い
う
言

葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
管
見
し
た
か
ぎ
り
、「
久
遠
の
女
性
」
に
近
い

言
葉
で
訳
さ
れ
て
い
る
当
時
の
翻
訳
は
「
久
遠
女
性
と
い
ふ
も
の
、
／
わ

れ
ら
を
引
き
て
行
く
」（
村
上
静
人
訳
編
『
ゲ
ェ
テ
傑
作
集
』
大
正
六
年　

佐
藤
出
版
部
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
分
の
訳
に
つ
い
て
、
昭
和
二
十
八
年

に
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
フ
ァ
ウ
ス
ト（

1（
（

』
の
注
で
、
訳
者
の
相
良

守
峯
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

聖
母
マ
リ
ア
や
、
塵
の
世
を
離
れ
て
清
め
ら
れ
た
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
な

ど
の
女
性
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
神
的
な
永
遠
の
愛
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
、
女
性
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
没
我
的
な
永
遠
な
る
愛

が
男
性
を
救
う
と
い
う
思
想
は
ゲ
ー
テ
が
生
涯
も
ち
づ
づ
け
た
の
で

あ
る
。
な
お
こ
の
語
の
原
語D

as Ew
ig-W

eibliche

の
エ
ー
ヴ
ィ

ヒ
は
副
詞
で
な
く
形
容
詞
と
し
て
解
す
べ
き
だ
と
思
う
の
で
、「
永

遠
に
女
性
な
る
も
の
」
と
せ
ず
に
「
永
遠
な
る
女
性
」
と
訳
し
て
お

い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、日
本
語
で
は
表
現
し
に
く
い
言
葉
で
あ
る
。

　
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
翻
訳
で
は
な
い
が
、
姉
崎
正
治
は
、「
久
遠
の
女
性

―
―
女
性
に
対
す
る
仏
教
と
基
督
教
―
―（

11
（

」
に
お
い
て
こ
の
部
分
の
訳
と

意
味
を
〈
久
遠
の
女
性
〉
と
し
て
い
る
。

此
の
如
き
、「
理
想
の
婦
人
」
即
ち
「
婦
人
の
理
想
」
を
称
し
て
茲

に
ド
イ
ツ
詩
人
の
言
葉
を
用
ひ
て
「
久
遠
の
女
性
」（D

as ew
ing-

W
eibliche

）と
い
ふ
の
で
あ
る
。
即
ち
一
人
一
人
の
生
滅
の
婦
人
に

普
く
通
じ
て
、
そ
の
生
命
活
動
の
根
柢
を
な
し
て
を
る
婦
人
の
特
性

或
い
は
理
想
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
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以
上
か
ら
、〈
久
遠
の
女
性
〉
と
い
う
言
葉
は
、
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ

ス
ト
』
の
最
後
の
合
唱
部
分
、D

as Ew
ig-W

eibliche

の
訳
か
ら
あ
ら

わ
れ
、
次
の
言
葉
に
「
導
く
」
や
「
引
き
て
行
く
」
な
ど
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
周
囲
を
救
済
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
お
け
る
〈
久
遠
の
女
性
〉
は
、
ヘ
レ
ー
ネ
と
す
る

説（
11
（

と
、
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
と
す
る
説（

12
（

と
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
フ
ア

ウ
ス
ト
の
恋
人
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
ま
た
、
厨
川
白
村
は
、『
近

代
の
恋
愛
観
』
の
な
か
で
、「
か
の
欧
州
中
世
の
浪
漫
的
な
詩
的
恋
愛
観

が
、
羅
馬
教
会
の
宗
教
信
仰
と
結
び
付
き
、
ゲ
エ
テ
が
所
謂
『
久
遠
の
女

性
』
と
な
り
、
ダ
ン
テ
が
地
上
の
恋
人
ベ
ア
ト
リ
チ
エ
を
、
救
い
の
女
神

と
見
た（

11
（

」
と
し
て
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
と
並
べ
て
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
に

お
け
る
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
も
ダ
ン

テ
に
と
っ
て
の
恋
愛
対
象
で
あ
る
。

　

日
本
の
近
代
文
学
に
お
け
る
〈
久
遠
の
女
性
〉
の
用
例
と
し
て
は
、
夏

目
漱
石
が
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
い
て
、
恋
人
（
結
婚
相
手
）
の
意

味
と
し
て
「
久
遠
の
女
性
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か
っ
て
い
る（

11
（

。
さ
ら
に
、

大
正
十
三
年
に
、
菊
池
寛
の
小
説
『
新
珠
』
に
お
け
る
女
性
像
を
語
る
座

談
会（

11
（

で
、
岡
本
か
の
子
と
菊
池
寛
が
次
の
よ
う
に
会
話
し
て
い
る
。

　

岡
本（
か
の
子
）　

私
、菊
池
さ
ん
の
理
想
に
す
る
人
は
外
に
あ
つ
て
、

あ
の
小
説
に
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
女
性
で
も
菊
池
さ
ん
の
久
遠
の

女
性
と
い
ふ
の
は
此
の
外
に
あ
る
、
そ
れ
は
い
つ
か
外
に
お
書
き
に

な
る
も
の
に
現
さ
れ
る
か
し
れ
ま
せ
ん
が
。

菊
池　

小
説
に
自
分
の
理
想
の
女
性
な
ん
か
か
き
ま
せ
ん
よ
。

　

こ
こ
で
は
、
は
っ
き
り
と
「
久
遠
の
女
性
＝
理
想
の
女
性
」
と
し
て
定

義
さ
れ
て
い
る
。

〈
久
遠
の
女
性
〉
と
信
仰
と
の
関
連
も
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
相
良

氏
も
前
掲
書
の
注
で
聖
母
マ
リ
ア
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

本
文
で
も
「
聖
母
マ
リ
ア
の
意
義
」
と
し
て
「
久
遠
の
女
性
」
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
姉
崎
正
治
は
「
久
遠
の
女
性
―
―
女
性
に
対
す
る
仏
教
と
基
督

教
―
―（

11
（

」
の
中
で
、観
音
と
聖
母
マ
リ
ア
が
同
じ
よ
う
に
「
久
遠
の
女
性
」

と
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

下
つ
て
明
治
画
会
の
大
天
才
狩
野
芳
崖
の
コ
ン
セ
プ
シ
ヨ
ン
に
は
、

観
音
は
母
と
し
て
の
大
慈
愛
の
表
象
と
な
つ
て
、
か
の
大
作
を
出
だ

し
、
仏
教
の
観
音
は
殆
ど
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
母
と
同
じ
点
ま
で
発
達

し
た
。
仏
教
及
び
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
「
久
遠
の
女
性
」
の
理
想
が

生
じ
来
つ
て
、
主
と
し
て
之
を
母
と
し
て
の
理
想
に
止
め
た
の
は
宗
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教
の
自
然
の
需
要
で
あ
る
。

　

姉
崎
が
狩
野
芳
崖
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
よ
う
に
、
芸
術
分
野
に

お
い
て
も
、〈
久
遠
の
女
性
〉
は
、観
音
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

村
上
華
岳
が
『
画
論
』（
弘
文
堂　

昭
和
十
六
年
二
月
）
に
お
い
て
、「
久

遠
の
女
性
」
と
い
う
項
を
設
け
て
「
人
間
に
は
押
へ
て
も
押
へ
切
れ
な
い

美
に
対
す
る
憧
憬
が
あ
る
。
こ
れ
を
象
徴
し
た
も
の
が
『
久
遠
の
女
性
』

で
あ
る
と
思
ふ
。」
と
述
べ
、「
あ
ら
ゆ
る
美
と
善
を
具
へ
て
完
全
な
る
体

相
を
示
し
て
ゐ
る
観
音
は
か
う
い
ふ
意
味
か
ら
見
て
、
人
間
の
理
想
と
憧

憬
を
形
に
表
は
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、中
性
で
は
あ
る
が
『
久
遠
の
女
性
』

の
一
つ
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
伺
え
る
。

　

作
者
で
あ
る
吉
屋
信
子
自
身
も
、
自
身
の
信
仰
と
の
関
係
で
、
聖
母
マ

リ
ア
と
観
音
を
「
理
想
」
と
「
久
遠
の
女
性
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
、

昭
和
六
年
の
『
主
婦
之
友
』
の
記
事
か
ら
伺
え
る
。

そ
の
後
、
私
は
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
と
し
て
の
い
ろ
ん
な
教
育
を
受
け
ま

し
た
の
で
、
マ
リ
ヤ
様
を
理
想
の
女
性
と
し
て
、
深
い
愛
慕
の
心
を

寄
せ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
あ
る
と
き
、
長
崎
に
ま
ゐ
り
ま
し
た
と
き
、
知
合
ひ
の

お
方
か
ら
、
薩
摩
焼
の
観
音
像
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
お
顔

と
い
ひ
、
そ
の
お
姿
と
い
ひ
、
如
何
に
も
愛
に
充
ち
た
、
和
や
か
な

感
じ
が
い
た
し
ま
し
て
、
こ
の
観
世
音
菩
薩
こ
そ
、
私
共
東
洋
婦
人

の
理
想
と
す
べ
き
、
久
遠
の
女
性
で
あ
る
と
思
ひ
ま
し
て
、
そ
れ
以

来
、
観
音
様
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。（『
主
婦
之
友
』
昭

和
六
年
一
月
号　
「
幸
運
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
私
の
信
ず
る
守
護
神
」）

こ
の
よ
う
に
、〈
久
遠
の
女
性
〉
と
は
、
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に

お
け
るD

as ew
ing-W

eibliche

の
訳
語
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
理
想
の
女
性
、
女
性
の
理
想
、
女
性
の
性
質
の
美
し
さ
、

の
意
味
で
使
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、〈
久
遠
の
女
性
〉
の
愛
に
よ
っ
て
男

性
（
お
よ
び
人
類
）
が
救
わ
れ
る
と
い
う
考
え
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
あ

る
い
は
、
単
に
恋
人
と
い
う
意
味
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
近
代
日
本
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
母
マ
リ
ア
で
あ

り
、
仏
教
に
お
け
る
観
音
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

四　
『
空
の
彼
方
へ
』
に
お
け
る
初
子
―
〈
久
遠
の
女
性
〉
と
し
て

　

そ
れ
で
は
、
本
文
に
お
い
て
初
子
は
ど
の
よ
う
な
〈
久
遠
の
女
性
〉
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
、
茂
か
ら
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の
告
白
の
手
紙
に
お
け
る
描
写
で
あ
る
。

あ
な
た
は
運
命
が
僕
に
与
へ
た
、
た
つ
た
一
人
の
「
久
遠
の
女
性
」

で
す
。（
中
略
）
こ
の
上
は
た
ゞ
、
あ
な
た
の
美
し
い
人
格
の
投
影

に
依
つ
て
、
僕
自
身
を
よ
り
高
く
引
き
上
げ
て
頂
き
、
よ
り
強
く
、

よ
り
豊
に
自
分
を
育
ん
で
、
将
来
必
ず
あ
な
た
の
伴
侶
の
男
性
と
し

て
許
さ
れ
得
る
者
に
な
り
た
い
。 

（
恋
愛
篇　

相
寄
る
魂
）

　

こ
の
よ
う
に
、
初
子
は
そ
の
高
い
精
神
性
に
よ
っ
て
、
茂
を
も
高
い
精

神
性
を
も
つ
人
物
へ
と
引
き
上
げ
る
存
在
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
。
実
際

に
、
仲
子
と
の
関
係
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
茂
は
、
初
子
の
一
言
に
よ
っ

て
恥
じ
入
り
「
こ
の
上
は
、
僕
は
か
く
も
気
高
い
あ
な
た
を
生
涯
の
義
姉

上
と
し
て
仰
ぐ
つ
ゝ
ま
し
い
幸
福
に
感
謝
」
し
、「
善
き
良
人
に
な
り
切

つ
て
ゆ
き
ま
す
と
、
永
久
に
錆
び
ず
朽
ち
ぬ
黄
金
の
誓
ひ
を
立
て
」
る
。

し
か
し
、
仲
子
と
の
結
婚
後
、
日
々
の
生
活
の
中
で
茂
は
、
仲
子
に
対
し

て
冷
た
い
仕
打
ち
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
関
東
大
震
災
の
報

を
聞
き
、
初
子
の
「
清
げ
に
賢
く
優
し
か
り
し
そ
の
俤
」
を
思
い
浮
か
べ

た
こ
と
に
よ
り
、
茂
の
心
に
は
「
此
頃
の
荒
み
ゆ
く
生
活
の
底
に
、
忘
ら

れ
沈
ん
で
ゐ
た
初
子
と
の
永
遠
の
誓
ひ
」
が
蘇
り
、善
良
さ
を
取
り
戻
す
。

こ
の
よ
う
に
、
過
ち
を
犯
し
た
茂
が
、
初
子
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
過

ち
を
自
覚
し
、高
潔
な
人
物
へ
の
正
し
い
道
へ
導
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ま
さ
に
初
子
が
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
お
け
る
〈
久
遠
の
女
性
〉

と
同
じ
存
在
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、
終
末
部
で
は
、
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
の
音
楽
と
共
に
、「
久
遠

の
女
性
」
＝
「
聖
母
マ
リ
ア
」
＝
初
子
と
し
て
描
か
れ
る
。

　

美
し
く
も
虔
ま
し
く
、
い
み
じ
き
調
べ
の
音
の
前
に
、
地
に
立
ち

て
そ
こ
に
聴
き
入
る
茂
は
こ
の
と
き
（
久
遠
の
女
性
は
人
類
を
引
き

上
げ
救
う
）
と
言
ひ
し
ゲ
ー
テ
の
言
葉
を
知
つ
た
。
聖
母
マ
リ
ア
の

意
義
は
、
こ
の
人
類
至
上
善
の
美
し
き
力
を
生
む
、
久
遠
の
女
性
の

象
徴
で
あ
つ
た
の
か
―
―
深
い
強
い
感
動
が
彼
の
全
身
を
打
つ
た
―

―
彼
は
凛
然
と
し
て
空
を
仰
い
だ
。

「
初
子
さ
ん
！
」 

（
復
活
篇　

空
の
彼
方
へ
）

　
『
空
の
彼
方
へ
』
は
、
茂
が
初
子
の
影
響
に
よ
っ
て
成
長
す
る
物
語
で

も
あ
る
と
い
え
る
。

　

物
語
に
お
い
て
、
茂
は
何
度
も
過
ち
を
犯
す
。
過
ち
と
い
っ
て
も
、
処

女
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
婚
約
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
、
ま
た
は
、
妻
と

な
っ
た
仲
子
を
顧
み
な
い
な
ど
と
い
う
行
動
は
、
当
時
の
男
性
か
ら
す
れ

ば
常
識
の
範
囲
内
で
あ
る
が
、
女
性
に
と
っ
て
は
当
然
、
忌
避
さ
れ
る
べ
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き
行
動
で
あ
る
。
茂
が
〈
通
俗
的
な
男
性
〉
と
し
て
の
振
る
舞
い
を
す
る

た
び
、
初
子
の
存
在
が
茂
を
「
引
き
上
げ
」
る
の
で
あ
る
。
茂
に
と
っ
て

初
子
は
、
愛
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
茂
を
善
良
で
高
潔
な
人
物
へ
導

く
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
茂
は
そ
の
よ
う
な
初
子
を
〈
久
遠
の
女
性
〉

と
み
な
し
て
い
る
。

　

茂
に
と
っ
て
、
初
子
は
精
神
的
に
高
い
存
在
で
あ
り
、
そ
の
存
在
に
よ

り
、
茂
を
精
神
的
に
成
長
さ
せ
る
〈
久
遠
の
女
性
〉
で
あ
っ
た
が
、
茂
は

最
終
部
に
お
い
て
、
聖
母
マ
リ
ア
の
意
義
が
久
遠
の
女
性
の
象
徴
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、当
時
の
言
説
に
お
い
て
も
、〈
久
遠
の
女
性
〉

が
聖
母
マ
リ
ア
と
し
て
も
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
関
連
す
る
だ
ろ
う
。

　

木
村
涼
子
氏
は
、
近
代
の
女
性
に
と
っ
て
婦
人
雑
誌
が
果
た
し
た
役
割

を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
や
メ
デ
ィ
ア
論
な
ど
を
基
に
明
ら
か
に
し
た
『〈
主
婦
〉

の
誕
生
―
婦
人
雑
誌
と
女
性
た
ち
の
近
代（

11
（

』
第
四
章
の
「
主
婦
の
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
〈
慰
安
の
章
〉」
で
、〈
通
俗
小
説
〉
の
物
語
構
造
を
明
ら
か
に
し
、

『
空
の
彼
方
へ
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

す
べ
て
の
世
俗
的
な
欲
望
が
達
成
不
可
能
な
場
合
、「
聖
な
る
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
」
が
ヒ
ロ
イ
ン
を
救
う
。「
聖
な
る
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
」

と
は
、
欲
望
の
鎮
魂
が
ヒ
ロ
イ
ン
の
「
死
」
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る

仕
掛
け
を
指
す
。（
中
略
）

　

運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
ま
ま
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
を
断
念
す

る
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
、
一
様
に
「
神
」
に
近
づ
く
。（
中
略
）『
空
の

彼
方
へ
』
の
初
子
は
、「
聖
母
マ
リ
ア
」
に
模
し
て
語
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
木
村
氏
は
婦
人
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
〈
通
俗
小
説
〉
の

物
語
構
造
に
お
け
る
、
結
末
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、「
聖
な
る
ハ
ッ
ピ
ー

エ
ン
ド
」
の
典
型
的
な
形
の
一
つ
が
、
吉
屋
の
『
空
の
彼
方
へ
』
の
主
人

公
初
子
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
初
子
が
聖
母
マ
リ
ア
と
し
て
具
体
的
に
、
作
品
内
で

ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
み
て
い
き
た
い
。　

　

物
語
の
冒
頭
で
末
子
が
初
子
に「
私
上
手
に
な
つ
た
ら
真
先
に
ア
ヴ
ヱ
・

マ
リ
ア
の
曲
を
奏
け
る
よ
う
に
す
る
つ
も
り
。
だ
つ
て
お
姉
様
の
一
番
お

好
き
な
曲
で
す
も
の
。
私
ほ
か
の
曲
よ
り
も
、
そ
れ
が
一
番
上
手
に
な
り

た
い
の
。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
の
音
楽
に
よ
っ
て
初

子
は
、
そ
の
登
場
時
か
ら
聖
母
マ
リ
ア
に
仮
託
さ
れ
る
。
初
子
の
死
が
確

定
す
る
場
面
に
お
い
て
は
、「
こ
れ
は
お
姉
様
が
亡
く
な
つ
た
母
さ
ん
の

ご
遺
品
だ
か
ら
と
肌
身
離
さ
ず
首
飾
り
に
し
て
身
に
付
け
て
い
ら
つ
し
た

の
で
す
も
の
、
こ
れ
が
こ
の
灰
の
中
か
ら
で
た
の
は
―
―
も
う
」
と
マ
リ

ア
像
の
メ
タ
ル
が
初
子
の
遺
品
と
な
る
。
そ
し
て
、
終
末
部
で
は
、「『
初

子
さ
ん
！
』
／
そ
の
名
を
杳
か
に
空
に
呼
べ
ば
、
仰
ぐ
彼
方
に
夕
星
一
つ
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…
燦
と
し
て
聖
母
の
瞳
の
如
く
―
―
し
か
も
そ
の
光
に
紛
ふ
て
、
地
に
も

一
つ
の
星
に
似
し
は
末
子
の
項
に
懸
け
ら
れ
し
、
姉
の
肌
を
離
さ
ざ
り
し

銀
の
メ
タ
ル
の
聖
母
の
像
の
頸
飾
―
―
」
と
、
茂
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
完

全
に
初
子
＝
聖
母
マ
リ
ア
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

初
子
は
、
処
女
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
は
「
母
」
で
も
あ
る
。

　
「
茂
に
取
つ
て
は
、
初
子
は
彼
の
た
め
心
の
母
で
あ
り
、
唯
一
の
自
分

の
思
想
上
の
理
解
者
で
あ
つ
た
。」と
本
文
に
あ
る
よ
う
に
、茂
に
と
っ
て
、

初
子
は
母
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
初
子
も
ま
た
、
過
ち
を
犯
し
た
茂
に

対
し
て
「
浄
め
の
母
」
や
「
ア
ウ
ガ
ス
チ
ン
の
母
」
な
ど
の
言
葉
を
自
ら

に
使
用
し
、
母
性
愛
で
も
っ
て
、
茂
を
正
し
い
道
へ
と
引
き
戻
そ
う
と
考

え
て
い
る
。

　

ま
た
、
初
子
は
妹
二
人
の
庇
護
者
と
し
て
、「
私
は
―
―
妹
た
ち
を
愛

し
て
守
つ
て
や
り
た
い
者
な
の
で
す
」
と
述
べ
、「
自
分
の
幸
福
も
仕
合

せ
も
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
」
で
あ
る
と
し
て
、
自
ら
の
幸

福
を
犠
牲
に
し
て
で
も
そ
の
責
務
を
全
う
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
実
際
、

初
子
は
仲
子
の
た
め
に
、
茂
と
の
関
係
を
破
棄
し
、
末
子
を
助
け
る
た
め

に
震
災
で
亡
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
母
性
的
な
存
在
で
あ
る
初

子
は
、
震
災
で
亡
く
な
っ
た
後
、
教
え
子
達
に
よ
る
追
悼
会
で
は
、
歌
で

も
っ
て
送
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
、「
わ
れ
ら
の
み
母
」
や
「
導
き

給
ふ
」
な
ど
、
初
子
が
母
的
な
存
在
で
、
導
き
手
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
初
子
が
、
処
女
で
あ
り
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
を

産
ん
だ
聖
母
マ
リ
ア
と
同
じ
設
定
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

初
子
の
母
は
、
身
体
が
弱
く
、
初
子
を
庇
護
す
る
立
場
と
し
て
は
描
か

れ
て
い
な
い
。
家
長
と
し
て
家
を
守
っ
て
い
る
の
は
初
子
で
あ
り
、
む
し

ろ
彼
女
は
初
子
の
庇
護
下
に
あ
る
。
母
親
が
没
し
、
遺
品
の
銀
の
メ
タ
ル

の
聖
母
の
像
の
首
飾
り
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
な
る
と
、
初
子
の
マ
リ
ア

と
し
て
の
仮
託
は
さ
ら
に
強
く
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
物
語
の
終
末
部

で
は
、
完
全
に
「
聖
母
マ
リ
ア
＝
初
子
」
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

初
子
は
、
自
身
の
幸
福
を
犠
牲
に
し
て
で
も
、
仲
子
、
末
子
を
母
の
ご

と
く
守
り
、
庇
護
す
る
存
在
で
あ
る
。
茂
に
と
っ
て
は
、
母
の
よ
う
な
慈

愛
を
注
い
で
く
れ
る
恋
愛
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、「
久
遠
の
女
性
」

と
し
て
、
精
神
的
に
高
く
引
き
上
げ
て
く
れ
る
女
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、

茂
は
初
子
を
、
終
末
部
に
お
い
て
「
聖
母
マ
リ
ア
＝
久
遠
の
女
性
」
と
し

て
認
識
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

吉
屋
信
子
の
『
空
の
彼
方
へ
』
は
、
吉
屋
の
初
期
の
作
品
に
お
け
る
一

つ
の
到
達
点
で
あ
り
、
通
俗
小
説
を
書
い
て
い
く
こ
と
を
決
め
た
転
機
と

な
る
作
品
で
も
あ
っ
た
。
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主
人
公
の
初
子
は
、
当
時
の
女
性
読
者
た
ち
に
と
っ
て
女
性
の
尊
厳
を

毅
然
と
表
す
こ
と
が
で
き
る
、「
女
性
の
典
型
」
と
し
て
支
持
さ
れ
た
。

　

物
語
に
お
い
て
、初
子
は
〈
久
遠
の
女
性
〉
と
し
て
み
な
さ
れ
る
。〈
久

遠
の
女
性
〉
は
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
のD

as ew
ing-W

eibliche

と
い
う
単
語
の
訳
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
愛
に
よ
っ
て
男
性
を
精
神
的
に
引

き
上
げ
る
理
想
の
女
性
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
宗
教
と
し
て
の
〈
久
遠
の
女

性
〉
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
聖
母
マ
リ
ア
、
仏
教
に
お
い
て
は
観

世
音
菩
薩
と
し
て
み
な
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　

主
人
公
初
子
は
、
妹
達
に
と
っ
て
は
自
身
の
犠
牲
を
い
と
わ
ず
庇
護
し

て
く
れ
る
母
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
茂
に
と
っ
て
は
恋
人
で
あ
り
、
破

局
し
て
か
ら
も
、
高
い
精
神
性
に
よ
り
茂
を
高
潔
な
人
物
へ
と
導
い
て
く

れ
る
存
在
で
も
あ
る
。

　

吉
屋
に
と
っ
て
の
〈
久
遠
の
女
性
〉
と
は
、
自
身
を
犠
牲
に
し
て
周
囲

の
幸
福
に
尽
く
す
女
性
で
あ
る
。
吉
屋
は
「
憧
れ
し
作
家
の
人

（々
11
（

」
の
中

で
木
下
尚
江
の
『
良
人
の
自
白
』
に
つ
い
て
言
及
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

こ
と
に
み
ご
も
り
て
自
刃
す
る
美
し
い
薄
幸
の
夫
人
は
私
の
胸
中
に

今
で
も
最
初
の（
久
遠
の
女
性
）の
幻
像
と
し
て
残
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
吉
屋
は
戦
後
、「
久
遠
の
女
性
」
と
い
う
題
の
新
聞
記
事（

1（
（

を
書
い

て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
、
自
ら
の
犠
牲
を
厭
わ
な
い
老
婆
の
姿
を
紹
介
し

「
日
本
の
（
久
遠
の
女
性
）
は
、
あ
い
に
く
若
く
も
美
し
く
も
な
い
、
お

い
た
る
シ
ワ
の
よ
っ
た
素
ボ
ク
な
教
養
も
高
か
ら
ぬ
こ
う
し
た
お
婆
さ
ん

に
見
い
だ
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
吉
屋
に
と
っ
て
、
小
説
に
お
け
る
最

初
の
〈
久
遠
の
女
性
〉
と
は
、『
空
の
彼
方
へ
』
の
初
子
で
あ
っ
た
。
初

子
は
、
女
性
に
と
っ
て
は
、
自
身
を
犠
牲
に
し
て
で
も
周
囲
の
幸
福
に
尽

く
す
、
女
性
の
高
い
精
神
性
の
表
象
と
し
て
賛
美
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、

一
方
、
男
性
に
と
っ
て
は
、
そ
の
高
い
精
神
性
に
よ
り
、
人
間
と
し
て
正

し
い
道
へ
と
導
く
存
在
で
あ
る
。

　

デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
『
地
の
果
ま
で
』
の
主
人
公
、
春
藤
緑
は
周
囲
を

幸
福
に
導
く
こ
と
は
で
き
ず
、
死
に
よ
っ
て
幸
福
へ
導
い
た
の
は
緑
の
姉

で
あ
っ
た
。
続
く
『
海
の
極
み
ま
で
』
で
は
、
主
人
公
の
環
は
修
道
院
へ

入
る
た
め
、
自
身
の
平
安
は
得
ら
れ
た
が
、
周
囲
は
救
わ
れ
な
か
っ
た
。

吉
屋
は
、
三
部
作
の
完
結
編
と
し
て
、『
空
の
彼
方
へ
』
に
お
い
て
、
初

子
の
死
に
よ
っ
て
周
囲
を
幸
福
へ
導
き
、
女
性
の
精
神
性
の
高
さ
を
〈
久

遠
の
女
性
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
示
し
た
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
1
）　
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
懸
賞
小
説
の
一
等
当
選
し
た
小
説
で
あ
り
、
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同
紙
に
大
正
九
年
一
月
一
日
か
ら
六
月
三
日
ま
で
連
載
。

（
2
）　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
お
よ
び
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
大
正
十
年
七

月
十
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
連
載
。

（
3
）　

吉
屋
は
『
空
の
彼
方
へ
』
で
は
じ
め
て
『
主
婦
之
友
』
に
連
載

し
、
そ
の
後
も
多
く
の
連
載
を
続
け
、
昭
和
十
二
年
か
ら
は
専
属
作
家

と
な
っ
た
。

（
4
）　

新
潮
社
の
『
現
代
長
篇
小
説
全
集
』
十
八
巻
の
な
か
に
『
吉
屋
信

子
集
』（
昭
和
四
年
三
月
）
が
入
っ
た
こ
と
に
よ
る
印
税
（
二
万
円
）。

こ
れ
を
使
い
、
大
陸
を
横
断
し
て
欧
州
を
訪
れ
、
パ
リ
に
半
年
滞
在
し

た
後
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
帰
国
し
た
。

（
5
）　
『
花
物
語
』は
大
正
五
年
か
ら
十
三
年
ま
で
断
続
的
に『
少
女
画
報
』

で
連
載
さ
れ
、大
正
十
四
年
七
月
か
ら
大
正
十
五
年
三
月
に
か
け
て『
少

女
倶
楽
部
』
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
6
）　

昭
和
三
年
松
竹
蒲
田
で
蔦
見
丈
夫
監
督
に
よ
っ
て
映
画
化
さ
れ
、

さ
ら
に
昭
和
十
四
年
に
日
活
多
摩
川
で
吉
村
廉
ほ
か
に
よ
っ
て
映
画
化

さ
れ
た
。

（
7
）　
『
主
婦
之
友
』
の
掲
載
時
に
は
、
平
均
四
話
ず
つ
ほ
ど
が
ま
と
め

て
連
載
さ
れ
、
恋
愛
篇
、
受
難
篇
、
復
活
篇
の
三
編
構
成
で
、
さ
ら
に

小
見
出
し
が
各
話
に
つ
い
て
い
る
。

（
8
）　
『
空
の
彼
方
へ
』
の
創
作
ノ
ー
ト
お
よ
び
草
稿
は
神
奈
川
近
代
文

学
館
所
蔵
。

（
9
）　

吉
屋
信
子
「
あ
と
が
き
」「『
空
の
彼
方
へ
』
に
つ
い
て
」『
吉
屋

信
子
全
集
』
三
巻　

昭
和
十
年
四
月　

新
潮
社
月
報
「
書
斎
よ
り
（
そ

の
四
）」

（
10
）　

吉
屋
信
子
『
吉
屋
信
子
全
集
』
十
二
巻　

昭
和
五
十
年
六
月　

朝

日
新
聞
社

（
11
）　

吉
屋
信
子
『
黒
薔
薇
』
一
号　

交
蘭
社　

大
正
十
四
年
一
月　
　

（
12
）　

吉
屋
信
子
『
黒
薔
薇
』
八
号　

交
蘭
社　

大
正
十
四
年
八
月

（
13
）　
『
生
誕
110
年　

吉
屋
信
子
展
―
女
た
ち
を
め
ぐ
る
物
語
』
図
録　

神
奈
川
近
代
文
学
館　

平
成
十
八
年
四
月

（
14
）　

藤
田
篤
子
「『
空
の
彼
方
へ
』
続
く
道
―
吉
屋
信
子
初
期
長
篇
小

説
概
論
」『
愛
知
論
叢
』
平
成
二
五
年
八
月

（
15
）　

吉
屋
信
子
「
空
の
彼
方
へ
」「
読
者
の
声
」
欄
『
主
婦
之
友
』
昭

和
二
年
十
一
月
号　

（
16
）　

吉
屋
信
子
「
空
の
彼
方
へ
」「
読
者
の
声
」
欄
『
主
婦
之
友
』
昭

和
二
年
十
二
月
号　

（
17
）　

木
村
涼
子
『〈
主
婦
〉
の
誕
生
―
婦
人
雑
誌
と
女
性
た
ち
の
近
代
』

平
成
二
十
二
年　

吉
川
弘
文
館

（
18
）　

吉
屋
信
子
「
空
の
彼
方
へ
」「
読
者
の
声
」
欄
『
主
婦
之
友
』
昭

和
二
年
五
月
号　
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（
19
）　

吉
屋
信
子
「
空
の
彼
方
へ
」「
読
者
の
声
」
欄
『
主
婦
之
友
』
昭

和
二
年
九
月
号　

（
20
）　

吉
屋
信
子
『
黒
薔
薇
』
一
号　

大
正
十
四
年
一
月　

交
蘭
社

（
21
）　

相
良
守
峯
訳
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』　

岩
波
書
店　

昭
和
二
十
八
年
三

月
（
22
）　

姉
崎
正
治
「
久
遠
の
女
性
―
―
女
性
に
対
す
る
仏
教
と
基
督
教

―
―
」
明
治
三
十
七
年
「
太
陽
」、
後
『
已
弁
集
』（
大
東
出
版
社　

昭

和
九
年
十
二
月
）
所
収

（
23
）　

林
久
男
は
『
ゲ
ー
テ
の
面
影
』（
岩
波
書
店　

昭
和
三
年
五
月
）

に
お
い
て
、「
グ
レ
ー
チ
ヘ
ン
と
の
恋
に
於
て
煉
獄
の
試
み
を
経
た
フ
ァ

ウ
ス
ト
は
、
理
想
の
女
性
ヘ
レ
ー
ネ
に
対
す
る
恋
に
於
て
天
堂
に
至
る

べ
き
道
を
教
へ
ら
れ
た
」
と
し
て
い
る

（
24
）　

高
橋
健
二
は
『
ゲ
ー
テ
と
女
性
』（
郁
文
堂
書
店　

昭
和
二
十
三

年
十
月
）
に
お
い
て
、「
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
魂
を
引
き

あ
げ
る
」
と
し
て
い
る 

（
25
）　

厨
川
白
村
『
近
代
の
恋
愛
観
』
改
造
社　

大
正
十
一
年
六
月

（
26
）　

夏
目
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
上
巻
（
大
倉
書
店　

明
治

三
十
八
年
十
月
）
第
三
章　

「
向
か
ふ
横
丁
の
鼻
が
さ
つ
き
押
し
か
け
て
来
た
ん
だ
よ
、
こ
ゝ
へ
、

実
に
僕
等
二
人
は
驚
い
た
よ
、
ね
え
苦
沙
弥
君
」「
う
む
」
と
主
人

は
寝
な
が
ら
茶
を
飲
む
。「
鼻
つ
て
誰
の
こ
と
で
す
」「
君
の
親
愛
な

る
久
遠
の
女
性
の
ご
母
堂
様
だ
」「
へ
え
ー
」「
金
田
の
妻
と
い
ふ
女

が
君
の
事
を
聞
き
に
来
た
よ
」と
主
人
が
真
面
目
に
説
明
し
て
や
る
。

（
27
）　

中
村
武
羅
夫　

芥
川
龍
之
介　

久
米
正
雄　

菊
池
寛　

岡
本
一
平　

宮
田
修　

三
輪
田
正
道　

九
条
武
子　

厨
川
蝶
子　

三
宅
や
す
こ　

米

田
和
歌
子　

岡
本
か
の
子　

都
河
龍　

太
田
菊
子
「『
新
珠
』
を
通
し

て
見
た
三
処
女
の
行
き
方
―
―
婦
女
界
批
判
会
―
―
」『
婦
女
界
』　

大

正
十
三
年
十
一
月

（
28
）　

注
二
十
一
に
同
じ

（
29
）　

注
十
六
に
同
じ

（
30
）　

吉
屋
信
子「
憧
れ
し
作
家
の
人
々
」『
作
家
の
自
伝
66　

吉
屋
信
子
』　

監
修
佐
伯
彰
一
・
松
本
健
一　

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー　

平
成
十
年
四
月

（
31
）　

吉
屋
信
子
「
久
遠
の
女
性
」　
『
朝
日
新
聞
』　

朝
刊　

昭
和

二
十
五
年
九
月
十
三
日

［
付
記
］
本
稿
は
関
西
大
学
国
文
学
会
（
平
成
二
十
九
年
度
七
月
十
五
日　

於
関
西
大
学
）に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
席
上
、ご
教
示
を
賜
っ

た
諸
氏
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
き
の
し
た　

き
ょ
う
こ
／
本
学
大
学
院
生
）


