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一　

主
題
と
し
て
の
出
産
、
思
想
と
し
て
の
出
産

生
涯
に
五
万
首
の
短
歌
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
与
謝
野
晶
子
は
、
一
一
回
の
出

産
を
経
験
し
一
三
人
の
子
を
生
ん
だ
多
産
の
人
で
も
あ
っ
た
。
な
か
で
も
一
九

一
一
（
明
治
四
四
）
年
二
月
、
晶
子
三
四
歳⑴
の
折
の
二
度
目
の
双
子
出
産
は
、

一
児
を
死
産
、
逆
子
で
あ
っ
た
た
め
に
大
変
な
難
産
で
、
自
身
も
死
を
覚
悟
し

た
こ
と
が
第
一
〇
歌
集
『
青
海
波⑵
』
収
録
歌
群
に
み
え
る
。
関
連
詠
群
二
六
首

の
う
ち
冒
頭
五
首
を
引
く
。

十
界
に
百
界
に
ま
だ
知
ら
ぬ
こ
と
一
つ
あ
る
ご
と
し
身
ご
も
り
し
よ
り

不
可
思
議
は
天
に
二
日
の
あ
る
よ
り
も
わ
が
體
に
鳴
る
三
つ
の
心
臓

こ
の
度
は
命
あ
や
ふ
し
母
を
焼
く
迦
具
土
ふ
た
り
わ
が
胎
に
居
る

生
き
て
ま
た
帰
ら
じ
と
す
る
わ
が
車
刑
場
に
似
る
病
院
の
門

己
が
身
を
あ
と
な
く
子
等
に
食
は
れ
去
る
蟲
に
ひ
と
し
き
終
ち
か
づ
く

『
青
海
波
』
は
欧
州
外
遊
に
出
た
寛
を
激
し
く
慕
う
〈
男
行
く
わ
れ
捨
て
ゝ

行
く
巴
里
へ
行
く
悲
し
む
如
く
か
な
し
ま
ぬ
如
く
〉〈
飽
く
を
も
て
恋
の
終
と

思
ひ
し
に
此
さ
び
し
さ
も
恋
の
つ
づ
き
ぞ
〉
な
ど
を
お
さ
め
、『
み
だ
れ
髪
』

と
対
比
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
妊
娠
出
産
関
連
詠
は
、

同
一
主
題
詠
が
ま
と
め
て
置
か
れ
て
集
中
と
り
わ
け
目
を
惹
く
ば
か
り
で
な
く
、

発
表
順
と
は
異
な
る
配
列
が
施
さ
れ
て
構
成
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
で
も

あ
る
。「
晶
子
に
、
出
産
と
子
育
て
は
切
り
離
せ
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
と
思
う

が
、
歌
の
表
現
素
材
と
し
て
扱
い
は
少
な
い
」
と
い
う
指
摘⑶
を
踏
ま
え
る
な
ら
、

こ
れ
ら
二
六
首
の
存
在
は
晶
子
の
全
歌
業
中
で
も
特
筆
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

苛
烈
な
体
験
の
表
出
を
い
ま
少
し
引
用
す
る
。

悪
龍
と
な
り
て
苦
み
猪
と
し
て
啼
か
ず
ば
人
の
生
み
難
き
か
な

蛇
の
子
に
胎
を
裂
か
る
ゝ
蛇
の
母
そ
を
冷
た
く
も
時
の
見
つ
む
る

そ
の
母
の
骨
こ
と
ご
と
く
砕
か
る
る
苛
責
の
中
に
健
き
子
の
啼
く

あ
は
れ
な
る
半
死
の
母
と
息
せ
ざ
る
児
と
横
た
は
る
薄
暗
き
床

死
の
海
の
黒
め
る
水
へ
さ
か
し
ま
に
落
つ
る
わ
が
児
の
白
き
ま
ぼ
ろ
し

こ
の
と
き
の
経
験
は
随
筆
「
産
褥
の
記⑷
」
に
も
迫
力
の
筆
致
で
綴
ら
れ
た
。

「
産
む
前
後
の
母
体
の
様
相
、
病
院
生
活
の
実
相
を
赤
裸
々
に
描
写
し
た
も
の

で
、
ま
る
で
自
然
主
義
の
小
説
を
読
む
よ
う
な
感
じ
の
場
面
が
展
開
さ
れ
て
い

る
」
と
評
さ
れ
て
い
る⑸
。
異
常
分
娩
に
そ
な
え
て
病
院
で
の
出
産
が
選
択
さ
れ

家
庭
へ
の
包
摂
と
逸
脱

―
与
謝
野
晶
子
と
三
越

―

藤
　
　
木
　
　
直
　
　
実
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た
が
、
こ
れ
は
晶
子
に
と
っ
て
人
生
初
め
て
の
入
院
で
あ
っ
た
と
い
う
。
以
下

は
母
体
へ
の
負
担
を
め
ぐ
る
記
述
で
あ
る
。

　

産
前
か
ら
産
後
へ
か
け
て
七
八
日
間
は
全
く
一
睡
も
し
な
か
つ
た
。
産

前
の
二
夜
は
横
に
な
る
と
飛
行
機
の
様
な
形
を
し
た
物
が
お
腹
か
ら
胸
へ

と
上
る
気
が
し
て
、
窒
息
す
る
ほ
ど
呼
吸
が
切
な
い
の
で
、
真
直
に
坐
つ

た
儘
呻
き
呻
き
戸
の
隙
間
の
白
む
の
を
待
つ
て
居
た
。
此
前
の
双
児
の
時

と
は
妊
娠
し
て
三
月
目
か
ら
大
分
に
苦
し
さ
が
違
ふ
。
上
の
方
に
な
つ
て

居
る
児
は
位
置
が
悪
い
と
森
棟
医
学
士
が
言
は
れ
る
。
其
児
が
わ
た
し
に

は
飛
行
機
の
様
な
形
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
腎
臓
炎
を
起

し
て
水
腫
が
全
身
に
行
き
亘
つ
た
。
呼
吸
が
日
増
に
切
迫
し
て
立
つ
事
も

寝
る
事
も
出
来
な
い
身
に
な
つ
た
。
わ
た
し
は
此
飛
行
機
の
為
に
今
度
は

殺
さ
れ
る
の
だ
と
覚
悟
し
て
榊
博
士
の
病
院
へ
送
ら
れ
た
。

　
　

生
き
て
復
か
へ
ら
じ
と
乗
る
わ
が
車
、
刑
場
に
似
る
病
院
の
門
。

と
云
ふ
の
が
わ
た
し
の
実
感
で
あ
つ
た
。

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
一
段
落
を
省
略
せ
ず
に
示
し
た
。
こ
の
時
期
、
散

文
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
擬
古
文
か
ら
言
文
一
致
体
へ
の
移
行
期
に
あ
っ
た
晶
子⑹

の
、
文
体
完
成
が
み
と
め
ら
れ
る
。「
自
然
主
義
の
小
説
を
読
む
よ
う
な
感
じ
」

に
加
え
て
歌
物
語
に
も
似
た
体
裁
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
組
み
入
れ
ら
れ
た
歌⑺

に
句
読
点
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
歌
を
文
に
準
ず
る
も
の
と

し
て
扱
い
、
地
の
文
と
の
連
繋
を
試
み
た
の
で
も
あ
ろ
う
か⑻
。

産
後
の
子
宮
収
縮
の
痛
み
が
「
鬼
の
子
が
爪
で
幾
つ
も
お
腹
に
引
掛
つ
て
居

る
気
が
し
て
、
出
た
後
ま
で
わ
た
し
を
苦
め
る
こ
と
か
と
生
ま
れ
た
児
が
一
途

に
憎
く
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
死
児
へ
の
言
及
は
「
親
子
の
情
愛
と
云

ふ
も
の
も
斯
う
云
ふ
場
合
に
は
未
だ
芽
を
萌
か
な
い
」「
産
後
の
痛
み
の
劇
し

い
の
と
疲
労
と
で
、
死
ん
だ
子
供
の
上
を
考
へ
て
居
る
余
裕
は
無
か
つ
た
」「
実

際
其
場
合
の
わ
た
し
は
、
わ
が
児
の
死
ん
で
生
ま
れ
た
と
云
ふ
事
を
鉢
や
茶
碗

が
落
ち
て
欠
け
た
程
の
事
に
し
か
思
つ
て
居
な
か
つ
た
」
と
い
っ
た
調
子
で
、

い
わ
ゆ
る
母
性
神
話
と
隔
絶
し
た
非
情
な
ま
で
の
実
感
を
吐
露
し
て
い
る
。
反

動
的
と
も
み
な
さ
れ
る
過
激
さ
で
あ
る
。
初
出
誌
は
『
女
学
世
界
』、
若
い
読

者
た
ち
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
だ
ろ
う
か
。

随
筆
終
盤
で
は
「
婦
人
問
題
を
論
ず
る
男
の
方
の
中
に
、
女
の
体
質
を
初
か

ら
弱
い
も
の
だ
と
見
て
い
る
人
の
あ
る
の
は
可
笑
し
い
。
さ
う
云
ふ
人
に
問
ひ

た
い
の
は
、
男
の
体
質
は
お
産
ほ
ど
の
苦
痛
に
堪
へ
ら
れ
る
か
。
わ
た
し
は
今

度
で
六
度
産
を
し
て
八
人
の
児
を
挙
げ
、
七
人
の
新
し
い
人
間
を
世
界
に
殖
し

た
。
男
は
是
丈
の
苦
痛
が
屢
々
せ
ら
れ
る
か
。」
と
、
女
性
を
「
脆
く
弱
い
と

概
論
す
る
」
傾
向
お
よ
び
「
其
概
論
を
土
台
に
し
て
男
子
に
従
属
す
べ
き
者
だ

と
断
ず
る
」
論
調
に
反
旗
を
翻
し
、
挑
発
的
な
一
首
「
男
を
ば
罵
る
。
彼
等
子

を
生
ま
ず
命
を
賭
け
ず
暇
あ
る
か
な
。」
が
投
じ
ら
れ
て
い
る
。
自
ら
の
体
験

と
実
感
に
立
脚
し
た
晶
子
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
以
後
、
詩
歌
の
量
に
ほ
と
ん

ど
匹
敵
す
る
量
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
、
旺
盛
な
評
論
活
動
と
し
て
展
開
し
て

ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

二　

家
庭
へ
の
解
放
と
女
性
の
国
民
化

前
節
で
み
た
よ
う
に
晶
子
の
思
想
は
自
身
の
多
産
に
裏
付
け
ら
れ
て
揺
る
ぎ

な
い
。
随
筆
「
産
褥
の
記
」
は
以
下
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。

　

わ
た
し
は
野
蛮
の
遺
風
で
あ
る
武
士
道
は
嫌
で
す
け
れ
ど
、
命
が
け
で

新
し
い
人
間
の
増
殖
に
盡
す
婦
道
は
永
久
に
光
輝
が
あ
つ
て
、
か
の
七
八
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百
年
の
間
武
門
の
暴
力
の
根
底
と
な
つ
て
皇
室
と
国
民
と
を
苦
し
め
た
野

蛮
道
な
ど
と
は
反
対
に
、
真
に
人
類
の
幸
福
は
此
婦
道
か
ら
生
じ
る
と
思

ふ
の
で
す
。
是
は
石
女
の
空
言
で
は
無
い
、
わ
た
し
の
胎
を
裂
い
て
八
人

の
児
を
浄
め
た
血
で
書
い
て
置
く
。

　

日
本
の
女
に
欧
米
の
例
を
引
い
て
結
婚
を
避
け
る
風
を
戒
め
る
人
の
あ

る
の
は
大
早
計
で
あ
る
。
日
本
の
女
は
皆
幸
福
な
る
結
婚
を
望
ん
で
居
る
。

剛
健
な
る
子
女
を
生
ま
う
と
準
備
し
て
居
る
。

「
武
士
道
」
が
「
野
蛮
の
遺
風
」
す
な
わ
ち
「
暴
力
」
と
し
て
退
け
ら
れ
、

因
習
打
破
の
力
強
い
主
張
は
女
性
賛
美
と
し
て
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
の
根
拠
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
出
産
能
力
の
み
で
あ
る
。「
武
士
道
」
の
否
定
が

「
婦
道
」
す
な
わ
ち
別
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
提
示
に
結
び
つ
い
て
い
る
ば
か
り

で
な
く
、「
皇
室
と
国
民
」、
さ
ら
に
は
「
人
類
」
の
幸
福
に
接
合
さ
れ
て
い
く
。

「
日
本
」
の
「
女
」
を
「
幸
福
な
る
結
婚
」
と
「
剛
健
な
る
子
女
を
生
」
む
こ

と
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
高
ら
か
な
宣
言
は
、
自
身
が
「
石
女
」
で
は
な
い
事

実
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
晶
子
の
思
考
は
、
生
め
な
い
・
生
ま
な
い
女
を
不
可
視
化
し
抑
圧

し
か
ね
な
い
危
う
さ
を
と
も
な
う
。
結
婚
と
出
産
を
直
結
す
る
発
想
は
、
婚
姻

外
の
妊
娠
出
産
を
排
除
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
文
脈
に

も
と
づ
く
と
き
、
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
随
筆
の
前
半
部
に
み
え
る

次
の
一
節
で
あ
る
。

　

い
つ
も
産
を
し
て
五
日
目
位
か
ら
筆
を
執
る
の
が
わ
た
し
の
習
慣
に
な

つ
て
居
た
が
、
今
度
は
病
院
へ
這
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
程
の
容
体
で
あ
つ
た

か
ら
後
の
疲
労
も
甚
し
い
。
其
れ
に
心
臓
も
悪
い
、
熱
も
少
し
は
出
て
居

る
。
其
れ
で
筆
を
執
ろ
う
な
ど
と
は
考
え
な
い
け
れ
ど
、
じ
つ
と
斯
う
し

て
寝
て
居
る
と
種
種
の
感
想
が
浮
ぶ
。（
中
略
）
そ
の
中
で
小
説
が
二
種

ば
か
り
出
来
た
。
一
つ
は
二
十
回
ば
か
り
出
来
て
ま
だ
未
完
で
あ
る
。
其

等
は
暗
誦
し
て
忘
れ
な
い
様
に
し
て
居
る
が
、
歌
の
形
を
し
て
浮
ん
だ
物

丈
は
看
護
婦
さ
ん
の
居
な
い
間
を
見
計
つ
て
良
人
に
鉛
筆
で
書
き
取
つ
て

貰
ひ
、
約
束
の
あ
る
新
聞
雑
誌
へ
送
つ
て
居
る⑼
。
せ
め
て
側
に
あ
る
雑
誌

で
も
読
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
院
長
さ
ん
の
誡
め
を
厳
格
に
執
り
行
ふ
看

護
婦
さ
ん
に
遠
慮
し
て
、
婦
人
雑
誌
や
三
越
タ
イ
ム
ス
の
写
真
版
の
所
ば

か
り
を
観
る
の
を
楽
み
に
し
て
居
る
。（
傍
線
引
用
者
）

執
筆
も
読
書
も
禁
じ
ら
れ
た
産
褥
の
晶
子
の
限
ら
れ
た
楽
し
み
と
し
て
、
雑

誌
の
グ
ラ
ビ
ア
ペ
ー
ジ
を
見
る
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
る
。
晶
子
は
何
を
夢
想

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
引
用
中
に
み
え
る
「
小
説
」
に
相
当
す
る
と
お
ぼ
し

い
作
品
「
宮
子
」
を
参
照
し
よ
う
。
表
題
は
ヒ
ロ
イ
ン
の
名
、
そ
の
夫
「
大
木

さ
ん
」
を
は
じ
め
と
す
る
周
辺
人
物
が
登
場
す
る
三
人
称
小
説
で
、
常
よ
り
重

い
お
産
の
た
め
に
入
院
し
た
宮
子
が
一
児
は
死
産
の
双
生
児
を
出
産
す
る
と
い

う
梗
概
で
あ
る
。「
産
褥
の
記
」
と
同
一
の
体
験
に
取
材
す
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
が
、
し
か
し
そ
の
筆
致
に
は
か
な
り
の
懸
隔
が
あ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
宮
子
は
、

陣
痛
の
具
合
を
尋
ね
ら
れ
れ
ば
赤
面
し
、
夫
を
頼
っ
て
涙
を
流
し
夫
に
甘
え
て

泣
き
声
を
あ
げ
る
、
言
っ
て
み
れ
ば
か
わ
い
い
女
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
宮
子
は
二
八
歳
、
三
児
の
母
で
、
こ
の
た
び
は
第
四
子
と
五
子
の
出
産

に
臨
む
と
さ
れ
て
お
り
、
作
家
の
実
際
と
は
異
な
る
設
定
で
あ
る
。

江
種
満
子
は
こ
の
小
説
に
つ
い
て
、「
そ
の
語
り
方
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う

に
、
出
産
を
私
的
感
傷
に
流
し
た
結
晶
度
の
低
い
も
の
に
と
ど
ま
り
、
同
じ
出

産
小
説
で
も
後
続
の
水
野
仙
子
に
遠
く
及
ば
な
い
」
と
の
評
価
を
下
し
、「
妻
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を
視
点
人
物
に
仕
立
て
て
い
る
」
点
お
よ
び
そ
の
妻
の
造
型
に
要
因
を
見
出
し

た⑽
。
江
種
の
述
べ
る
よ
う
に
、
語
り
の
視
点
は
宮
子
に
寄
り
添
い
、
彼
女
の
認

知
の
範
疇
に
あ
る
事
柄
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
以
下
に
引
く
と
お
り

例
外
的
な
叙
述
も
存
在
す
る
。

牛
乳
が
嫌
ひ
で
あ
る
と
も
云
は
ず
、
横
に
な
つ
て
居
る
の
が
呼
吸
困
難
で

苦
し
い
と
も
云
は
ず
に
辛
抱
し
て
い
る
か
と
思
ふ
と
、
大
木
さ
ん
は
妻
が

可
愛
さ
う
で
な
ら
な
い
。
大
木
さ
ん
が
二
十
四
で
、
宮
子
が
十
八
の
歳
に

一
緒
に
な
つ
て
か
ら
足
掛
十
一
年
の
間
二
人
は
口
争
ひ
一
つ
し
た
こ
と
の

な
い
仲
の
好
い
夫
婦
で
あ
る
。
今
も
初
々
し
い
処
の
な
く
な
ら
な
い
妻
を
、

十
歳
の
子
の
母
親
と
思
ふ
こ
と
は
少
な
く
て
、
何
時
も
二
十
前
後
の
若
い

妻
と
思
つ
て
居
る
の
で
あ
つ
た
。

こ
こ
で
語
り
は
宮
子
の
視
点
か
ら
離
れ
、
超
越
的
に
夫
の
内
面
を
代
弁
し
て

い
る
。
宮
子
は
美
化
さ
れ
夫
は
理
想
化
さ
れ
て
、
夫
婦
の
仲
睦
ま
じ
さ
が
甘
や

か
に
強
調
さ
れ
る
。
加
え
て
、
こ
の
夫
婦
が
溺
愛
す
る
長
男
は
、
可
愛
い
声
と

美
し
い
顔
、
さ
ら
に
は
画
才
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
。
夫
婦
間
の
永
続
的
か

つ
相
互
排
他
的
な
恋
愛
感
情
と
、
そ
の
結
晶
と
し
て
の
優
れ
た
子
ど
も
。「
宮

子
」
に
お
け
る
家
族
の
表
象
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ラ
ブ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
反
映

を
指
摘
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
。

近
代
家
族
へ
の
志
向
の
強
さ
は
、
語
り
の
審
級
の
み
な
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
の

結
構
か
ら
も
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
高
名
な
画
家
に
絵
を

習
っ
て
い
る
と
い
う
長
男
の
た
め
に
、「
母
様
の
生
命
が
助
か
つ
た
祝
」
と
し

て
三
越⑾
で
六
〇
色
の
色
鉛
筆
を
買
い
与
え
よ
う
、
と
い
う
夫
の
台
詞
で
小
説
は

閉
じ
ら
れ
る
。
長
男
が
書
生
と
と
も
に
神
田
の
文
具
店
や
画
材
店
を
探
し
歩
い

て
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
六
〇
色
の
色
鉛
筆
は
、
三
越
に
行
け
ば
買
う
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
。
ハ
レ
の
日
の
消
費
の
場
と
し
て
の
「
三
越
」
の
名
が
、
理
想

的
な
中
流
家
庭
の
表
象
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
示
さ
れ
る
。
事
態
は
、
消
費
へ
の

欲
動
と
家
族
像
の
理
想
化
が
、
小
説
の
中
で
同
じ
位
相
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。近

代
社
会
の
到
来
は
、「
生
産
す
る
性
と
し
て
の
男
性
」
と
「
消
費
す
る
性

と
し
て
の
女
性
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
配
を
生
み
出
し
た
と
さ
れ
る
。
加
え

て
、「
児
童
」
概
念
の
成
立
に
よ
っ
て
、「「
子
ど
も
を
大
切
に
、
金
を
掛
け
て

育
て
る
美
徳
」
が
中
・
上
流
家
庭
の
間
に
広
ま
っ
て
い
っ
た⑿
」
こ
と
は
、
家
庭

に
お
け
る
教
育
者
＝
消
費
者
と
し
て
の
女
性
の
役
割
を
浮
上
さ
せ
た
。
こ
こ
に

資
本
に
よ
る
市
場
の
開
拓
が
接
合
さ
れ
た
と
き
、
玩
具
や
文
具
と
い
っ
た
子
ど

も
向
け
商
品
が
、
都
市
中
間
層
の
欲
望
の
対
象
と
し
て
、
売
る
側
と
買
う
側
の

双
方
か
ら
見
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、「
宮
子
」
発
表
当
時
は
、

日
露
戦
後
か
ら
第
一
次
大
戦
に
向
か
う
流
れ
の
中
で
の
国
家
的
要
請
と
し
て
、

「
倹
約
」
が
国
民
に
奨
励
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
経
済
の
冷
え
込
み
を
回

避
す
る
た
め
に
は
、
他
方
で
適
度
な
消
費
も
必
要
と
さ
れ
る
。
次
世
代
を
担
う

少
国
民
と
し
て
の
「
児
童
の
発
見
」
は
、
児
童
向
け
商
品
の
購
買
行
為
を
担
保

す
る
論
理
か
つ
倫
理
で
あ
っ
た⒀
。「
宮
子
」
に
お
け
る
「
色
鉛
筆
」
の
焦
点
化

に
は
、
以
上
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
家
族
」
を
単
位
と
し
た
消
費
の
主
体
と
な
る
こ
と⒁
。
女
性
た
ち
は
消
費
へ

の
欲
望
を
通
じ
て
「
国
民
」
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、「
三
越
」
は
そ
の

教
化
の
装
置
で
も
あ
っ
た
。
小
説
「
宮
子
」
に
お
け
る
「
三
越
」
の
イ
メ
ー
ジ

は
そ
の
機
構
を
今
日
に
伝
え
る
。
翻
っ
て
発
表
当
時
に
あ
っ
て
は
、
読
者
た
ち

と
欲
望
を
共
有
し
、
あ
る
い
は
感
染
さ
せ
て
い
く
、
媒
介
と
し
て
機
能
し
て
い

た
と
言
え
よ
う
。
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三　

与
謝
野
晶
子
と
『
台
湾
愛
国
婦
人
』

と
こ
ろ
で
、「
宮
子
」
は
講
談
社
版
定
本
全
集
未
収
録
作
品
で
、
岡
田
八
千

代
編
『
閨
秀
小
説
十
二
篇
』（
博
文
館
、
一
九
一
二
年
三
月
）
所
収
本
文
は
再
録
と

推
定
で
き
る⒂
が
、
初
出
は
長
ら
く
未
詳
で
あ
っ
た
。『
與
謝
野
晶
子
評
論
著
作

集　

第
十
六
巻
』（
龍
渓
書
舎
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
）
に
収
録
、
本
文
末
尾
の
付

記
に
よ
れ
ば
初
出
は
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
一
九
一
一
年
一
二
月
号
で
あ
る
と
い

う
。
評
論
著
作
集
解
題
に
も
「
※
初
出
誌
未
見
の
た
め
、
岡
田
八
千
代
編
『
閨

秀
小
説
十
二
篇
』
博
文
館
、
一
九
一
二
年
三
月
、
を
底
本
と
し
た
。」
と
い
う

但
し
書
き
が
付
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
出
誌
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
は
も

と
よ
り
、
台
湾
に
お
け
る
所
蔵
状
況
も
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
稀
覯
本
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、『
台
湾
愛
国
婦
人
』
に
つ
い
て
の
網
羅
的
な
研
究
を
進
行

中
の
上
田
正
行
お
よ
び
下
岡
友
加
に
よ
る
成
果⒃
に
依
拠
し
て
、
当
該
誌
の
性
質

お
よ
び
特
徴
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。

『
台
湾
愛
国
婦
人
』
は
愛
国
婦
人
会
台
湾
支
部
に
よ
る
機
関
誌
で
、
一
九
〇

八
（
明
治
四
一
）
年
一
〇
月
か
ら
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
三
月
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。

第
二
巻
以
降
は
廃
刊
ま
で
月
刊
雑
誌
で
あ
っ
た
。
最
多
配
布
部
数
は
年
間
八
六

一
七
五
部
（
一
九
一
四
年
）、
刊
行
四
年
目
に
は
三
〇
〇
頁
近
く
の
分
量
を
備
え

て
当
時
の
雑
誌
と
し
て
大
部
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
統
治
初
期
の
台
湾

に
お
い
て
相
当
な
資
金
の
投
入
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
日
本
国

内
の
『
愛
国
婦
人
』（
一
九
〇
二
年
三
月
〜
一
九
四
二
年
二
月
）
が
一
九
一
〇
年
ま

で
新
聞
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

戦
死
者
の
遺
族
や
傷
痍
軍
人
の
救
護
お
よ
び
慰
問
な
ど
を
目
的
と
し
て
一
九

〇
一
（
明
治
三
四
）
年
に
創
設
さ
れ
た
愛
国
婦
人
会
は
、
一
九
〇
五
年
、
台
湾

支
部
を
台
湾
総
督
府
構
内
に
設
置
す
る
。
表
向
き
は
婦
人
団
体
の
体
裁
を
取
る

が
男
性
官
吏
に
よ
っ
て
活
動
方
針
が
定
め
ら
れ
、
在
台
湾
会
員
に
特
に
求
め
ら

れ
た
の
は
警
察
官
吏
に
よ
る
山
地
討
伐
（
い
わ
ゆ
る
理
蕃
政
策
）
へ
の
支
援
、

す
な
わ
ち
「
蕃
人
に
対
し
討
伐
又
は
防
蕃
の
職
務
の
為
め
戦
死
し
た
る
者
の
遺

族
又
廃
兵
を
救
護
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。『
台
湾
愛
国
婦
人
』
は
、
山
地
討

伐
の
成
果
報
告
、
慰
問
金
や
慰
問
袋
の
募
集
、
慰
問
活
動
の
様
子
、
収
支
報
告

等
々
を
掲
載
し
て
、
台
湾
統
治
初
期
総
督
府
の
政
策
履
行
に
お
け
る
広
告
塔
の

役
割
を
果
た
し
た
。

加
え
て
、
当
代
一
流
と
さ
れ
た
知
識
人
や
著
名
作
家
の
原
稿
を
も
多
数
掲
載

し
て
充
実
し
た
誌
面
は
、
会
員
獲
得
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
愛
国
婦
人
会
お
よ

び
そ
の
後
ろ
盾
と
し
て
の
台
湾
総
督
府
の
権
威
づ
け
と
し
て
機
能
し
、
ま
た
、

帝
国
日
本
の
領
土
拡
大
に
と
も
な
っ
て
日
本
文
学
の
市
場
が
広
が
っ
て
ゆ
く
様

相
を
示
し
て
い
る
。
与
謝
野
寛
・
晶
子
夫
妻
は
、
文
芸
欄
に
数
多
く
の
作
品
を

定
期
的
に
寄
稿
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
自
筆
原
稿
や
家
庭
の
写
真
を
口
絵
に
提

供
し
て
、
最
も
重
要
な
作
家
に
数
え
ら
れ
る⒄
。
対
象
読
者
が
女
性
で
あ
る
本
誌

に
お
い
て
は
、
夫
妻
の
う
ち
で
も
特
に
「
晶
子
が
見
ら
れ
、
読
ま
れ
る
対
象
と

し
て
高
い
商
品
価
値
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
積
極
的
に
利
用
し
よ

う
と
す
る
雑
誌
編
集
・
運
営
側
の
意
図
は
明
白⒅
」
で
あ
っ
た
。

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
小
説
「
宮
子
」
は
、
掲
載
誌
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
を

媒
介
す
る
こ
と
で
、
帝
国
の
百
貨
店
と
し
て
の
三
越
の
表
象
を
植
民
地
の
人
々

に
ま
で
伝
播
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
ふ
た
た
び
「
産
褥
の
記
」

に
お
け
る
「
三
越
」
に
か
か
わ
る
記
述
を
確
認
し
よ
う
。
産
後
の
身
体
を
養
う

晶
子
は
「
婦
人
雑
誌
や
三
越
タ
イ
ム
ス
の
写
真
版
の
所
ば
か
り
を
観
る
の
を
楽

み
に
し
て
居
る
」
と
あ
る
。
婦
人
雑
誌
の
巻
頭
グ
ラ
ビ
ア
に
掲
載
さ
れ
た
皇
族

な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
日
本
に
お
け
る
想
像
上
の
集
団
と
し

て
の
「
中
流
階
級
」
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
は
、
和
田
敦
彦
に
よ
る
『
婦
人
画
報
』
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の
精
緻
な
分
析
に
よ
っ
て
つ
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る⒆
。
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く

し
て
誕
生
し
た
三
越
を
は
じ
め
と
す
る
百
貨
店
が
、
都
市
中
間
層
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
し
た
消
費
文
化
の
形
成
を
通
じ
て
「
家
庭
」
概
念
の
流
布
に
関
与
し
た
こ

と
に
つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
た
。
そ
こ
に
行
っ
て
お
金
さ
え
出
せ
ば
、
理
想
の

家
庭
に
必
要
な
ア
イ
テ
ム
を
「
買
う
」
こ
と
の
で
き
る
場
所
。
購
買
力
が
及
ば

な
け
れ
ば
、
陳
列
さ
れ
た
商
品
を
「
見
る
」
こ
と
を
通
じ
て
中
流
階
級
へ
の
参

入
を
夢
想
す
る
人
々
。「
三
越
」
と
は
こ
う
し
た
欲
望
の
作
動
す
る
場
所
の
謂

い
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、『
み
つ
こ
し
タ
イ
ム
ス
』
な
ど
の
機
関
雑
誌
に
よ
っ
て
、

実
際
に
店
頭
を
訪
れ
る
こ
と
の
困
難
な
読
者
に
も
消
費
を
め
ぐ
る
快
楽
は
提
供

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
産
褥
の
記
」
に
お
け
る
晶
子
は
、
婦
人
雑
誌
や
百
貨

店
刊
行
物
の
読
者
の
典
型
と
し
て
の
自
身
の
姿
を
提
示
し
て
い
た
。

三
越
に
よ
る
機
関
雑
誌
の
展
開
に
つ
い
て
こ
こ
で
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い⒇
。

一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
一
月
刊
行
の
『
花
ご
ろ
も
』
は
、
日
本
で
最
初
の
Ｐ

Ｒ
誌
、
す
な
わ
ち
企
業
広
報
誌
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
商
品
カ

タ
ロ
グ
と
み
な
す
ほ
う
が
実
情
に
か
な
う
。
読
み
物
と
し
て
の
性
格
を
あ
わ
せ

も
ち
、
カ
タ
ロ
グ
紹
介
商
品
を
小
説
の
主
人
公
が
身
に
つ
け
る
な
ど
し
て
い
る
。

写
真
印
刷
技
術
の
未
熟
を
補
う
広
告
手
法
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
じ
年
、
郵

便
制
度
の
普
及
発
達
に
と
も
な
い
、
郵
便
振
替
に
よ
る
通
信
販
売
を
開
始
。『
夏

衣
』『
春
模
様
』『
夏
模
様
』『
氷
面
鏡
』『
み
や
こ
ぶ
り
』
と
そ
の
都
度
誌
名
を

変
え
て
刊
行
さ
れ
た
機
関
雑
誌
は
通
販
カ
タ
ロ
グ
の
性
質
を
担
う
よ
う
に
な
り
、

い
わ
ば
移
動
す
る
百
貨
店
と
し
て
顧
客
を
拡
大
し
た
。
一
九
〇
三
年
八
月
の

『
時
好
』
よ
り
月
刊
化
、
一
九
〇
八
年
六
月
に
後
継
誌
『
み
つ
こ
し
タ
イ
ム
ス
』

刊
行
。
一
九
一
一
年
三
月
に
は
文
芸
欄
を
充
実
さ
せ
た
『
三
越
』
を
創
刊
す
る
。

こ
の
頃
に
は
台
湾
を
は
じ
め
と
す
る
植
民
地
に
お
い
て
も
頒
布
さ
れ
、
通
信
販

売
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
外
地
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
百
貨
店
を
め
ぐ
る
想
像
力
を
外
地
に
伝
播
す
る
媒
体
で
あ
る
と
い
う
点
で
、

こ
れ
ら
百
貨
店
刊
行
物
と
小
説
「
宮
子
」
は
通
底
し
て
い
る
。

「
産
褥
の
記
」
末
尾
に
お
い
て
「
武
士
道
」
を
「
野
蛮
の
遺
風
」
と
し
て
否

定
す
る
晶
子
は
、
そ
の
言
説
に
よ
っ
て
自
ら
を
近
代
的
主
体
と
し
て
立
ち
上
げ

て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
が
、
彼
女
の
近
代
が
結
婚
と
出
産
に
収
斂
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
前
節
で
確
認
し
た
。「
産
褥
の
記
」
で
は
家
族
の
形
成
を
す
な
わ
ち
「
皇

室
と
国
民
」
の
幸
福
で
あ
る
と
述
べ
、「
宮
子
」
で
は
理
想
的
な
家
族
の
表
象

と
消
費
へ
の
欲
動
と
と
も
に
示
し
た
彼
女
が
、
み
ず
か
ら
の
家
庭
の
写
真
を

『
台
湾
愛
国
婦
人
』
口
絵
頁
に
提
供
し
て
い
る�
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
晶
子

の
思
想
は
、
植
民
地
を
め
ぐ
る
政
策
や
運
動
と
あ
や
う
い
接
近
を
み
せ
て
い
る
。

四　

家
庭
か
ら
の
逸
脱 

　
　
　
　

―
む
す
び
に
か
え
て

―

こ
こ
ま
で
、
与
謝
野
晶
子
の
随
筆
と
小
説
の
分
析
、
特
に
三
越
イ
メ
ー
ジ
の

検
討
を
通
じ
て
、
出
産
に
立
脚
し
た
晶
子
の
思
想
と
そ
こ
に
接
合
さ
れ
る
文
脈

を
み
て
き
た
。「
産
褥
の
記
」
と
「
宮
子
」
に
お
け
る
「
三
越
」
は
、
家
族
を

単
位
と
し
た
消
費
の
欲
望
を
喚
起
す
る
百
貨
店
の
戦
略
に
完
全
合
致
す
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
晶
子
に
は
ほ
か
に
も
「
三
越
」
を
め
ぐ
る
詩
、
戯
曲
、
小
説
が

存
在
し
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
る
作
者
の
関
心
と
イ
メ
ー
ジ
の
振
幅
を
示
す
。

た
と
え
ば
、
詩
「
空
し
き
日�
」
に
は
夫
婦
の
懸
隔
お
よ
び
消
費
の
快
楽
の
頓
挫

が
描
か
れ
、
詩
「
女
は
略
奪
者�
」
は
そ
の
表
題
ど
お
り
夫
の
収
入
に
依
存
し
て

買
い
物
に
淫
す
る
女
性
を
「
略
奪
者
」
と
し
、
自
戒
を
も
こ
め
て
批
判
し
て
い

る
。晶

子
が
小
説
お
よ
び
戯
曲
の
創
作
に
手
を
染
め
る
の
は
一
九
〇
六
年
か
ら
だ

が
、
そ
の
後
七
年
ほ
ど
の
間
に
小
説
四
五
篇
、
戯
曲
六
本
を
発
表
す
る
多
作
ぶ
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り
で
あ
る
。
石
川
啄
木
の
日
記
に
み
え
る
「
明
星
の
百
号
千
部
の
う
ち
二
百
部

残
っ
た
た
め
、
女
史
が
今
か
い
て
ゐ
る
小
説
“
不
覚
”
五
十
回
分
だ
け
万
朝
報

に
持
つ
て
行
つ
て
金
を
貰
い
、
印
刷
の
方
な
ど
払
つ
た
と
い
ふ
。
予
は
悲
し
く

な
つ
た
。」（
一
九
〇
八
年
一
一
月
二
一
日
）
と
い
う
記
述
か
ら
、
生
活
費
の
ほ
か

に
新
詩
社
の
資
金
に
充
て
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
自
伝
的
要
素
の
強

い
も
の
を
の
ぞ
け
ば
、
大
学
教
授
、
文
学
者
、
画
家
、
医
者
な
ど
を
題
材
に
し

た
も
の
が
多
い
。
戯
曲
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
伊
原
青
々
園
の
勧
め
に
よ
っ
て

『
ス
バ
ル
』
に
寄
稿
し
、
ま
た
、
森
鷗
外
の
助
言
を
受
け
た
と
、
談
話
「
妾
と

芝
居
」
で
述
べ
て
い
る�
。「
妾
と
芝
居
」
に
は
鷗
外
「
仮
面
」
へ
の
言
及
も
み

ら
れ
、
晶
子
の
創
作
が
鷗
外
の
い
わ
ゆ
る
「
学
者
小
説
群
」
と
関
心
を
共
有
す

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

な
か
で
も
戯
曲
「
損
害�
」
の
梗
概
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
法
学
博
士

高
石
伸
の
妻
和
代
は
、
あ
る
日
夫
の
教
え
子
の
弁
護
士
に
電
報
を
打
ち
、
三
越

で
会
い
、
と
も
に
食
堂
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
こ
と
を
夫
に
告
白
す
る
。
一
七

歳
で
結
婚
し
、
二
五
歳
ま
で
九
年
の
あ
い
だ
夫
の
「
囚
わ
れ
人
」
に
な
っ
て
い

る
と
感
じ
て
い
た
こ
と
、
自
分
の
行
為
が
夫
に
「
損
害
」
を
与
え
た
と
思
っ
て

い
た
こ
と
を
、
和
代
は
夫
に
告
げ
る
。

「
損
害
」
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
九
年
二
月
の
『
ス
バ
ル
』、
そ
の
翌
月

に
は
同
誌
に
鷗
外
最
初
の
本
格
口
語
体
小
説
「
半
日
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
「
半
日
」
は
妻
に
手
を
灼
く
夫
を
夫
に
寄
り
添
っ
た
視
点
で
描

く
。「
半
日
」
に
先
立
つ
「
損
害
」
は
夫
に
不
満
を
抱
く
妻
の
行
動
に
焦
点
化

し
て
、
あ
た
か
も
対
照
を
な
す
か
の
よ
う
で
あ
る�
。
姦
通
す
れ
す
れ
の
ド
ラ
マ

の
舞
台
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
の
が
「
三
越
」
で
、
こ
の
設
定
か
ら
は
、
買

い
物
を
す
る
た
め
の
外
出
経
験
の
蓄
積
が
中
流
家
庭
の
主
婦
に
女
中
を
伴
わ
な

い
単
身
行
動
を
習
得
さ
せ
て
い
く
こ
と
、
都
市
の
盛
り
場
と
し
て
の
百
貨
店
が
、

訪
れ
る
人
々
に
一
定
程
度
の
匿
名
性
を
保
証
し
つ
つ
、
消
費
に
加
え
て
劇
場
型

の
快
楽
を
も
提
供
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
百

貨
店
の
販
売
戦
略
は
家
庭
を
単
位
と
し
た
消
費
の
欲
望
の
主
体
と
し
て
女
性
を

主
体
化
さ
せ
た
が
、
消
費
行
動
の
反
復
は
彼
女
と
そ
の
欲
望
を
家
庭
の
外
部
に

い
ざ
な
う
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
一
一
年
三
月
、『
三
越
』
創
刊
号
文
芸
欄
に
晶
子
が
寄
稿
し
た�

「
呂
行
の
手
紙
」
は
、
実
在
の
女
義
太
夫
を
モ
デ
ル
と
し
、
彼
女
が
関
係
者
に

宛
て
た
八
本
の
手
紙
を
並
べ
た
体
裁
の
書
簡
体
小
説
で
あ
る
。
作
家
の
言
文
一

致
体
移
行
期
の
作
品
と
し
て
ま
ず
は
そ
の
八
本
の
手
紙
で
使
い
分
け
ら
れ
て
い

る
文
体
が
注
目
さ
れ
る
が
、
複
数
の
パ
ト
ロ
ン
お
よ
び
情
人
の
そ
れ
ぞ
れ
と
の

関
係
性
、
彼
女
が
「
だ
ん
だ
ん
女
が
男
の
心
持
に
な
る
」
外
科
手
術
を
受
け
る

と
い
う
設
定
、
女
性
パ
ト
ロ
ン
へ
の
同
性
愛
的
葛
藤
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
な

ど
、
婚
姻
に
結
び
つ
か
な
い
女
性
の
欲
望
の
種
々
相
、
お
よ
び
、
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
興
味
深
い
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
別

稿
を
用
意
し
た
い
。

一
九
一
二
年
五
月
、
晶
子
は
夫
を
追
っ
て
単
身
パ
リ
に
渡
る
。
そ
の
際
に
は

鷗
外
に
よ
り
三
越
の
専
務
取
締
役
日
比
翁
助
を
紹
介
さ
れ
、
日
比
か
ら
洋
行
補

助
費
一
〇
〇
〇
円
の
贈
与
を
受
け
て
い
る�
。
寛
を
恋
う
晶
子
の
情
念
は
し
が
ら

み
の
一
切
を
振
り
捨
て
さ
せ
る�
ほ
ど
に
烈
し
く
、
渡
欧
は
彼
女
に
新
し
い
創
作

の
境
地
を
ひ
ら
い
て
ゆ
く
。

注
⑴　

作
家
本
人
を
モ
デ
ル
と
す
る
作
中
人
物
の
年
齢
と
の
対
照
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は

数
え
年
を
用
い
る
。
な
お
、
与
謝
野
晶
子
は
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
一
二
月
七

日
に
生
ま
れ
、
一
九
四
三
（
昭
和
一
七
）
年
五
月
二
九
日
に
没
し
て
い
る
。

⑵　

一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
一
月
、
有
朋
館
。
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⑶　

東
直
子
「
与
謝
野
晶
子
を
演
じ
る
者
と
し
て
の
与
謝
野
晶
子
」『
ユ
リ
イ
カ
』
三

二
―
一
一
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
晶
子
個
人
の
傾
向
と
い
う
よ
り

は
和
歌
（
短
歌
）
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
性
質
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
相
聞
（
あ
る
い

は
男
女
の
対
関
係
）
は
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
主
要
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
続
け

て
い
る
。
母
子
関
係
が
短
歌
の
主
題
と
し
て
定
着
す
る
の
に
は
、
五
島
美
代
子
の
登

場
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑷　

初
出
タ
イ
ト
ル
「
雑
記
帳

―
産
褥
で
の
雑
感

―
」（『
女
学
世
界
』
一
九
一
一

年
四
月
）、
の
ち
「
産
褥
の
記
」
と
し
て
『
一
隅
よ
り
』（
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
一
一

年
七
月
）
に
所
収
。

⑸　

木
俣
修
「
解
説
」（『
定
本　

與
謝
野
晶
子
全
集　

第
十
四
巻
』
講
談
社
、
一
九
八

〇
年
三
月
）

⑹　

関
礼
子
は
「
文
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
闘
争
」（『『
青
鞜
』
と
い
う
場

―
文
学
・

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・〈
新
し
い
女
〉

―
』
森
話
社
、
二
〇
〇
二
年
四
月
）
に
お
い
て
、

晶
子
の
言
文
一
致
体
へ
の
移
行
期
を
「
産
屋
日
記
」（『
明
星
』
一
九
〇
六
年
七
月
発

表
、
執
筆
は
一
九
〇
三
年
六
月
と
さ
れ
る
）
か
ら
「
産
屋
物
語
」（『
東
京
二
六
新
聞
』

一
九
〇
九
年
三
月
一
七
日
〜
二
〇
日
）
の
六
年
間
に
見
出
し
て
い
る
。

⑺　

引
用
文
中
の
短
歌
は
こ
の
随
筆
中
最
初
の
詠
で
あ
る
。
劇
的
効
果
を
高
め
る
配
置

と
み
な
さ
れ
よ
う
。

⑻　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
孕
む
身
体

―
女
性
作
家
の
描
い
た
〈
妊
娠
〉
の
近

代

―
」（『
イ
メ
ー
ジ
＆
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
四
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
）
に
お
い
て
指

摘
し
た
。

⑼　
『
毎
日
電
報
』『
新
日
本
』『
萬
朝
報
』『
東
京
日
日
新
聞
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
『
青

海
波
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
歌
を
指
す
。

⑽　

江
種
満
子
「
知
と
し
て
の
〈
女
〉
の
発
見
」（『『
青
鞜
』
を
読
む
』
學
藝
書
林
、

一
九
九
八
・
一
一
）

⑾　

当
該
企
業
の
正
式
名
称
が
「
三
越
」
と
な
る
の
は
一
九
二
八
年
で
、
そ
れ
以
前
に

は
「
三
井
呉
服
店
」「
三
越
呉
服
店
」
な
ど
名
称
変
更
や
改
組
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
小
説
中
の
名
称
に
な
ら
い
、
ま
た
一
般
に
な
じ
み
の
深
い
、「
三
越
」
で

統
一
す
る
。

⑿　

神
野
由
紀
『
子
ど
も
を
め
ぐ
る
デ
ザ
イ
ン
と
近
代

―
拡
大
す
る
商
品
世
界

―
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
一
年
三
月
）。

⒀　

瀬
崎
圭
二
「
日
露
戦
争
と
消
費
文
化

―
百
貨
店
の
誕
生
と
承
認

―
」（『
流
行

と
虚
栄
の
生
成

―
消
費
文
化
を
映
す
日
本
近
代
文
学

―
』
世
界
思
想
社
、
二
〇

〇
八
年
三
月
）
を
参
照
。

⒁　

百
貨
店
に
よ
る
消
費
文
化
の
形
成
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
初
田
亨
『
百
貨
店

の
誕
生
・
明
治
大
正
昭
和
の
都
市
文
化
を
演
出
し
た
百
貨
店
と
勧
工
場
の
近
代
史
。』

（
三
省
堂
、
一
九
九
三
年
一
二
月
）、
神
野
由
紀
『
趣
味
の
誕
生

―
百
貨
店
が
作
っ

た
テ
イ
ス
ト

―
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
年
四
月
）、
山
本
武
利
・
西
沢
保
編
『
百

貨
店
の
文
化
史

―
日
本
の
消
費
革
命

―
』（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
九
年
一
二

月
）。

⒂　
『
閨
秀
小
説
十
二
篇
』
は
、
配
列
順
に
、
与
謝
野
晶
子
「
宮
子
」、
水
野
仙
子
「
四

十
余
日
」、
長
谷
川
時
雨
「
其
一
幕
」、
尾
島
菊
子
「
妹
の
縁
」、
田
村
と
し
子
「
機
運
」、

岩
田
百
合
子
「
実
家
」、
森
し
げ
女
「
お
は
ま
」、
国
木
田
治
子
「
モ
デ
ル
」、
生
田

嘉
子
「
路
傍
の
人
」、
小
栗
籌
子
「
多
事
」、
木
内
錠
子
「
行
末
」、
岡
田
八
千
代
「
同

居
人
」
を
お
さ
め
る
。
未
詳
の
作
家
作
品
を
除
け
ば
す
べ
て
一
〜
二
年
前
に
発
表
さ

れ
た
も
の
の
再
録
で
あ
る
。

⒃　

以
下
、『
台
湾
愛
国
婦
人
』
に
か
か
わ
る
記
述
は
、
特
に
、
下
岡
友
加
「
雑
誌
『
台

湾
愛
国
婦
人
』
の
史
的
位
置

―
新
資
料
・
第
六
十
巻
を
中
心
に

―
」（『
日
本
研

究
』
二
二
、
二
〇
〇
九
年
五
月
）、
下
岡
友
加
「
雑
誌
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
の
性
格

―
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
そ
し
て
近
代
文
学
発
生
の
場
と
し
て

―
」（『
県
立
広
島
大

学
人
間
文
化
学
部
紀
要
』
五
、
二
〇
一
〇
年
二
月
）
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か

に
、
上
田
正
行
「
資
料
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
文
芸
関
係
主
要
記
事
」（『
中
心
か
ら
周

縁
へ

―
作
品
・
作
家
へ
の
視
覚

―
』
梧
桐
書
院
、
二
〇
〇
八
年
八
月
）、
上
田

正
行
「
講
演 
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
と
い
う
雑
誌
」（『
言
語
と
文
芸
』
一
二
五
、
二
〇
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〇
九
年
三
月
）、
上
田
正
行
（
研
究
代
表
）『『
台
湾
愛
国
婦
人
』
の
研
究
』（
国
学
院

大
学
、
二
〇
一
四
年
二
月
）
等
を
参
照
し
た
。

⒄　

主
な
寄
稿
者
は
、
三
宅
花
圃
、
尾
島
（
小
寺
）
菊
子
、
水
野
仙
子
、
国
木
田
治
子
、

原
田
琴
、
長
谷
川
時
雨
な
ど
の
女
性
作
家
、
土
屋
文
明
、
島
木
赤
彦
、
窪
田
空
穂
、

伊
藤
左
千
夫
、
斎
藤
茂
吉
な
ど
の
歌
人
、
跡
見
花
蹊
、
安
井
て
つ
、
羽
仁
も
と
子
、

鳩
山
春
子
、
広
岡
浅
子
、
棚
橋
絢
子
、
山
脇
房
子
、
矢
島
楫
子
、
宮
田
修
、
三
輪
田

元
道
な
ど
の
女
子
教
育
従
事
者
、
そ
の
ほ
か
に
、
阿
部
磯
雄
、
青
柳
有
美
、
沼
田
笠

峰
、
芳
賀
矢
一
、
高
島
米
峰
、
坪
内
雄
蔵
、
押
川
春
浪
、
石
橋
思
案
、
生
田
長
江
、

後
藤
宙
外
、
泉
鏡
花
、
徳
田
秋
声
、
真
山
青
果
、
内
藤
鳴
雪
な
ど
が
名
を
連
ね
て
い

る
。

⒅　

下
岡
友
加
前
掲
「
雑
誌
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
の
史
的
位
置
」。

⒆　

和
田
敦
彦
『
読
む
と
い
う
こ
と

―
テ
ク
ス
ト
と
読
書
の
理
論
か
ら

―
』（
ひ

つ
じ
書
房
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
）。

⒇　
『
株
式
会
社
三
越
１
０
０
年
の
記
録
』（
株
式
会
社
三
越
、
二
〇
〇
五
年
五
月
）、

土
屋
礼
子
「
百
貨
店
発
行
の
機
関
雑
誌
」（
前
掲
『
百
貨
店
の
文
化
史
』
所
収
）、『
流

行
を
つ
く
る

―
三
越
と
鷗
外

―
』（
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
、
二
〇
一
四
年

九
月
）
等
を
参
照
。

�　

晶
子
と
女
児
二
人
、
門
生
三
人
の
写
真
が
、『
台
湾
愛
国
婦
人
』
六
〇
巻
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
下
岡
友
加
前
掲
「
雑
誌
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
の
史
的
位
置
」

を
参
照
。

�　
『
早
稲
田
文
学
』
一
九
一
一
年
一
一
月
。

�　
『
横
浜
貿
易
新
報
』
一
九
一
七
年
一
二
月
一
六
日
。

�　
「
妾
と
芝
居
」（『
歌
舞
伎
』
一
〇
七
、
一
九
〇
九
年
六
月
）。

�　
『
ス
バ
ル
』
一
九
〇
九
年
二
月
。

�　

金
子
幸
代
は
、「
半
日
」
と
「
損
害
」
の
影
響
関
係
を
重
視
し
て
い
る
。
金
子
幸

代
『
鷗
外
と
〈
女
性
〉』（
大
東
出
版
社
、
一
九
九
二
年
一
一
月
）
を
参
照
。

�
『
三
越
』
に
は
晶
子
を
は
じ
め
多
数
の
女
性
作
家
が
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
の
事
情
に

つ
い
て
は
、
小
平
麻
衣
子
『
女
が
女
を
演
じ
る

―
文
学
・
欲
望
・
消
費

―
』（
新

曜
社
、
二
〇
〇
八
年
二
月
）、
瀬
崎
圭
二
前
掲
『
流
行
と
虚
栄
の
生
成
』
に
詳
し
い
。

�　

森
鷗
外
「
明
治
四
十
四
年
日
記
」（『
鷗
外
全
集
第
三
十
五
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九

七
五
年
一
月
）
を
参
照
。

�　

た
と
え
ば
、『
新
訳
源
氏
物
語
』
の
校
正
を
森
鷗
外
が
代
行
し
た
事
実
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。

付
記

＊
与
謝
野
晶
子
作
品
の
引
用
に
際
し
て
は
『
定
本　

與
謝
野
晶
子
全
集
』（
講
談
社
、

一
九
七
九
〜
一
九
八
一
）
お
よ
び
『
與
謝
野
晶
子
評
論
著
作
集
』（
龍
渓
書
舎
、
二

〇
〇
一
〜
二
〇
〇
二
）
を
使
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
初
出
を
参
照
し
た
。
漢
字
は
原

則
と
し
て
通
用
字
を
用
い
た
。

＊
本
稿
の
論
旨
は
、
拙
稿
「
三
越
と
女
性
、
そ
の
欲
望
の
か
た
ち
」（『
流
行
を
つ
く
る

―
三
越
と
鷗
外

―
』（
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
、
二
〇
一
四
年
度
特
別
展
図

録
、
二
〇
一
四
年
九
月
）
に
基
づ
い
て
い
る
。


