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野
上
弥
生
子
の
問
題
意
識
試
論

1
『
真
知
子
』
と
『
若
い
息
子
』
を
中
心
に
i

陳

淑

梅

　
野
上
弥
生
子
は
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
三
つ
の
時
代
、
百
年
に
近
い
長
い

人
生
を
送
っ
た
作
家
で
あ
り
、
日
本
文
壇
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
文
壇
で
も
最

高
齢
現
役
作
家
だ
っ
た
。
一
九
〇
七
年
（
明
治
4
0
年
）
夏
目
漱
石
の
推
薦
に
よ

っ
て
、
初
め
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
処
女
作
「
縁
」
を
発
表
し
て
以
来
、
一
九

八
五
年
に
な
く
な
る
ま
で
、
写
生
文
か
ら
小
説
、
戯
曲
、
童
話
、
随
筆
評
論
な

ど
数
多
く
の
文
学
的
財
産
を
残
し
て
い
る
。

　
弥
生
子
は
冷
徹
な
知
的
観
察
力
の
持
主
で
あ
り
、
各
時
代
の
社
会
状
況
と
人

間
の
あ
り
よ
う
を
冷
静
に
観
察
し
分
析
し
、
そ
し
て
常
に
問
題
意
識
を
も
っ

て
、
豊
か
な
教
養
と
広
い
自
由
な
視
野
、
穏
健
な
倫
理
性
に
よ
っ
て
、
彼
女
特

有
な
文
学
世
界
を
作
っ
て
い
る
。
漱
石
に
学
ん
だ
写
生
文
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
脱

し
、
息
子
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
母
親
の
心
理
や
子
供
の
生
態
を
描
い
て
、
大
正

期
デ
モ
ク
ラ
シ
の
下
で
の
児
童
教
育
の
理
想
を
表
し
、
ま
た
人
肉
喰
と
い
う
深

刻
な
問
題
を
扱
っ
た
『
海
神
丸
』
、
そ
し
て
昭
和
初
期
の
社
会
主
義
思
想
と
革

命
運
動
に
強
い
関
心
を
示
し
、
若
い
情
熱
の
行
方
を
見
極
め
よ
う
と
『
真
知

子
』
や
『
若
い
息
子
』
を
書
く
。
更
に
「
黒
い
行
列
」
『
迷
路
』
な
ど
一
連
の

作
品
に
戦
争
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
代
に
生
き
る
良
心
的
知
識
人
た
ち
を
描
い

て
、
作
者
独
自
な
時
代
批
判
の
立
場
を
保
っ
て
い
る
。
戦
後
『
秀
吉
と
利
休
』

の
よ
う
な
重
厚
な
長
編
小
説
を
発
表
し
、
秀
吉
と
利
休
と
の
葛
藤
を
通
し
て
、

政
治
と
芸
術
の
問
題
を
独
創
的
に
展
開
し
た
。

　
『
真
知
子
』
と
『
若
い
息
子
』
が
誕
生
し
た
昭
和
初
期
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義

思
想
に
基
づ
く
労
働
者
階
級
の
い
ろ
い
ろ
な
運
動
と
共
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

も
隆
盛
期
を
迎
え
て
お
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
作
家
は
盛
ん
な
創
作
活
動
を

始
め
た
。
野
上
弥
生
子
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
で
は
な
い
。
し
か
し
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
運
動
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
好
意
的
、
良
心
的
な
態
度

を
取
り
、
彼
女
特
有
の
冷
静
な
目
で
観
察
し
な
が
ら
、
当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

作
家
が
飛
び
超
え
て
し
ま
い
、
ま
た
既
成
文
壇
の
誰
も
が
描
い
て
い
な
い
テ
ー

マ
i
革
命
運
動
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
中
産
階
級
の
知
識
青
年
と
そ

の
苦
悩
を
描
い
た
。

　
『
真
知
子
』
を
創
作
中
の
昭
和
四
年
十
二
月
十
九
日
の
日
記
に
、
弥
生
子
は

こ
う
書
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
マ

　
…
…
自
分
と
し
て
は
今
は
こ
れ
以
来
は
か
け
な
い
。
世
評
は
な
ん
と
云
は

う
が
最
上
の
力
を
尽
く
し
て
い
る
と
云
ふ
点
で
満
足
が
出
来
る
。
ま
た
現
代
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の
目
本
に
於
て
は
自
分
の
取
り
扱
つ
て
ゐ
る
主
題
は
当
然
書
か
な
け
れ
ば
な

ら
，
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
点
に
於
て
も
ま
た
。

　
当
時
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
や
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動

に
参
加
し
な
い
が
、
運
動
を
同
情
す
る
立
場
で
執
筆
し
て
い
る
作
家
を
同
伴
者

作
家
と
呼
ん
で
い
た
。
弥
生
子
は
そ
の
代
表
的
な
作
家
の
一
人
と
見
ら
れ
た
。

当
時
、
新
進
の
文
芸
評
論
家
で
あ
っ
た
宮
本
顕
治
は
「
同
伴
者
作
家
」
　
（
昭
和

六
年
四
月
「
思
想
」
）
に
お
い
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
側
か
ら
、
同
伴
者

作
家
の
進
歩
性
を
評
価
し
な
が
ら
も
革
命
運
動
に
参
加
し
な
い
そ
の
小
市
民
性

と
、
思
想
的
限
界
を
併
せ
て
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、

弥
生
子
は

　
…
…
自
分
に
は
彼
等
の
や
う
な
観
点
か
ら
の
み
は
、
も
の
は
か
け
な
い
。

も
つ
と
自
由
な
見
方
が
し
度
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
も
承
認
さ

れ
、
そ
の
下
に
行
動
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
意
図
も
分
か
る
。
し
か
し
そ
れ
の

み
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
お
も
わ
な
い
。
斯
く
行
動
す
る
も
の
も

あ
り
、
行
動
せ
ざ
る
も
の
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
浮
動
し
て
ゐ
る

生
活
を
常
に
批
判
し
つ
つ
描
き
た
い
。
虫
の
良
い
書
き
方
は
し
度
く
な
い
。

ま
た
都
合
の
よ
い
こ
と
の
み
は
見
度
く
な
い
。
す
べ
て
を
あ
る
が
ま
ま
の
形

象
に
於
て
描
き
度
い
。
長
い
歴
史
に
於
て
は
、
そ
れ
も
一
つ
の
貴
重
な
仕
事

で
あ
る
と
お
も
つ
て
ゐ
る
。
　
（
『
野
上
弥
生
子
全
集
』
第
2
期
第
2
巻
日
記

2
）

　
と
自
分
の
冷
静
を
保
ち
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
作
家
が
ほ
と
ん
ど
目
を
向
け

て
い
な
い
現
実
、
　
「
い
ろ
い
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
浮
動
し
て
い
る
生
活
」
の
中
の
真

実
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
真
知
子
』
は
昭
和
三
年
一
月
か
ら
執
筆
し
、
昭
和
五
年
の
十
一
月
ま
で
三

年
間
近
く
か
け
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
中
流
上
層
階
級
出
身
の
若
い
娘
曽

根
真
知
子
は
、
自
分
の
保
守
的
な
家
庭
環
境
に
反
発
し
て
、
回
り
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
階
級
の
h
退
屈
と
醜
随
と
滑
稽
」
な
生
活
に
対
す
る
反
感
を
覚
え
、
そ
こ
か

ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
学
友
の
大
庭
米
子
を
通
し
て
、
革
命
運
動
家

の
関
と
知
り
合
い
、
そ
の
美
貌
と
思
想
に
引
か
れ
、
恋
愛
関
係
に
陥
る
。
し
か

し
関
に
愛
情
を
告
白
し
て
、
結
婚
の
決
意
を
し
、
そ
の
結
婚
を
き
っ
か
け
に
革

命
運
動
に
飛
び
込
も
う
と
す
る
直
前
、
真
知
子
は
米
子
が
関
の
子
供
を
妊
娠
し

て
い
る
こ
と
を
知
り
、
関
に
強
い
怒
り
を
感
じ
、
関
と
も
革
命
運
動
と
も
決
別

し
て
し
ま
う
。
最
後
に
は
曽
て
断
っ
て
い
た
求
婚
者
、
労
働
者
の
争
議
に
理
解

と
誠
意
を
示
す
ブ
ル
ジ
ョ
ア
華
族
河
井
と
の
結
婚
を
決
め
る
と
い
う
の
が
物
語

の
大
筋
で
あ
る
。

　
『
真
知
子
』
の
掲
載
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
真
知
子
」
…
…
…
…
…
…
『
改
造
』
第
m
巻
第
8
月
号
昭
和
3
年
8
月
1
日

「
或
る
ソ
シ
ャ
リ
ス
ト
」
…
『
改
造
』
第
1
0
巻
第
9
号
昭
和
3
年
9
月
1
目

「
旦
那
様
、
子
供
、
犬
」
…
…
『
改
造
』
第
1
1
巻
第
1
号
等
昭
和
4
年
1
月
1
日

「
冷
た
い
舘
」
…
…
…
…
…
『
改
造
』
第
1
1
巻
第
3
号
昭
和
4
年
3
月
1
日

「
燃
ゆ
る
薔
薇
」
…
…
…
…
『
改
造
』
第
1
1
巻
第
1
0
号
昭
和
4
年
1
0
月
1
日

「
銀
の
独
楽
」
…
…
…
…
…
『
改
造
』
第
1
2
巻
第
1
号
昭
和
、
5
年
1
月
1
目

「
彼
女
と
春
」
：
・
…
…
…
…
『
改
造
』
第
1
2
巻
第
5
号
昭
和
5
年
5
月
1
日

「
血
」
…
－
…
…
…
…
…
・
『
中
央
公
論
』
第
4
5
年
第
1
2
号
昭
和
5
年
1
2
月
1
日

6
5
・



　
上
記
の
と
お
り
、
　
「
血
」
の
章
だ
け
は
『
改
造
』
に
載
っ
て
い
な
い
。
こ
の

断
絶
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
野
上
弥
生
子
の
日
記
（
『
野
上

弥
生
子
全
集
』
第
2
期
第
3
巻
）
に
よ
っ
て
明
確
に
な
っ
た
。

　
一
昨
日
電
話
で
約
束
し
て
あ
つ
た
改
造
の
箕
輪
氏
午
食
後
来
訪
。
執
筆
中

の
真
知
子
を
今
度
何
月
号
に
発
表
す
る
や
の
交
渉
に
対
し
社
の
合
議
に
よ
り

や
め
て
ほ
し
い
と
云
ふ
。
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
は
誰
も
疑
は
な
い
し
、
ケ

ツ
を
つ
け
る
も
の
も
な
い
。
た
だ
あ
ま
り
だ
ら
だ
ら
に
な
り
反
響
が
な
く
な

つ
た
か
ら
掲
載
し
度
く
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
腹
立
た
し
く
口
惜
し
胸
い
つ
ば
い
に
な
つ
た
（
中
略
）
突
然
さ
う
い
ふ
無

礼
な
こ
と
を
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
　
（
中
略
）
今
度
の
侮
辱
が
し
の
び
が

た
く
か
ん
じ
ら
れ
る
。

　
（
結
局
「
血
」
の
章
は
夫
の
野
上
豊
｝
郎
の
斡
旋
で
『
中
央
公
論
』
に
載
せ

て
も
ら
っ
た
。
）
弥
生
子
は
改
造
社
の
態
度
を
無
礼
だ
と
言
っ
て
立
腹
し
て
い

る
。
渡
辺
澄
子
は
弥
生
子
の
自
分
の
作
品
へ
の
過
信
を
指
摘
し
て
「
怒
り
に
ふ

る
え
な
が
ら
違
約
へ
の
抗
議
、
著
者
側
権
利
を
主
張
す
る
が
強
行
に
中
止
決
定

さ
れ
る
。
し
の
び
が
た
い
屈
辱
感
に
う
ち
の
め
さ
れ
る
」
　
（
「
作
品
の
虚
実
」

「
近
代
文
学
研
究
」
5
号
）
と
弥
生
子
の
「
プ
ラ
イ
ド
」
を
強
調
す
る
。
し
か

し
こ
こ
で
，
『
改
造
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
彼
女
と
春
」
ま
で
の
七
章
の
内
容
を
注

意
し
た
い
。

　
真
知
子
は
「
金
と
時
間
の
無
目
的
な
消
費
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
涌
い
た
蛆
の

生
活
」
に
決
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
華
族
の
温
厚
な
考
古
学
者

河
井
の
求
婚
も
は
っ
き
り
と
断
る
。
　
「
自
由
と
権
利
を
奪
は
れ
た
人
達
が
奪
は

れ
た
も
の
を
取
り
返
さ
う
と
し
て
戦
つ
て
ゐ
ま
す
わ
。
そ
れ
ぞ
れ
気
に
入
つ
た

暮
ら
し
方
を
し
て
、
そ
れ
で
だ
れ
も
虐
げ
な
い
社
会
を
作
り
出
さ
う
と
し
て
、

首
に
な
つ
た
り
、
豚
箱
に
投
げ
込
ま
れ
た
り
、
学
校
か
ら
追
ひ
出
さ
れ
た
り
し

て
ま
す
わ
。
…
…
…
私
の
今
の
気
持
で
は
、
お
母
様
の
お
鼓
の
お
相
手
が
勤
ま

ら
な
い
と
同
じ
に
、
あ
な
た
の
さ
う
云
ふ
生
活
の
お
相
伴
を
し
よ
う
と
は
思
ひ

ま
せ
ん
わ
」
と
い
う
よ
う
に
、
真
知
子
は
「
求
婚
の
拒
絶
と
云
ふ
よ
り
」
　
二

つ
の
宣
言
」
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
て
精
桿
な
革
命
家
関
の
懐
に
飛
び
込
も
う
と
す
る
。

　
「
河
井
さ
ん
を
断
つ
た
と
き
私
は
あ
な
た
を
考
へ
て
ゐ
た
の
で
す
。
い
い

え
、
い
つ
だ
つ
て
、
い
つ
だ
つ
て
考
へ
て
ゐ
た
の
で
す
。
今
の
生
活
か
ら
私
を

救
ひ
出
し
て
く
れ
る
の
は
あ
な
た
だ
つ
て
こ
と
を
。
1
あ
な
た
に
依
つ
て
だ

け
、
私
は
生
き
直
れ
る
の
だ
つ
て
こ
と
を
。
－
」
と
告
白
し
て
い
る
。

　
「
彼
女
は
今
は
じ
め
て
幸
福
で
あ
つ
た
。
恋
の
単
な
る
勝
利
で
は
な
く
、
牢

獄
を
脱
け
出
た
、
足
の
鎖
を
や
つ
と
は
つ
し
た
囚
人
の
満
足
に
そ
れ
は
似
て
ゐ

た
。
」
と
弥
生
子
は
情
熱
を
込
め
て
描
写
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
彼
女
と
春
」
の
章
は
真
知
子
と
革
命
家
関
と
の
恋
愛
の
成
立

で
終
わ
る
。
普
通
に
考
え
れ
ば
、
小
説
の
こ
の
後
の
展
開
は
、
真
知
子
は
関
と

強
く
結
び
付
き
、
革
命
運
動
に
参
加
し
、
】
人
の
女
性
活
動
家
と
し
て
成
長
す

る
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。
だ
が
、
続
編
を
発
表
し
た
場
合
の
政
治
的
な
反

響
と
危
険
性
を
考
慮
し
て
、
改
造
社
は
「
真
知
子
」
の
続
き
の
掲
載
を
断
っ
た

と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
弥
生
子
は
そ
う
い
う
政
治
的
な
配

慮
は
全
く
し
て
い
な
い
様
子
で
、
た
だ
「
ジ
ャ
ナ
リ
ズ
ム
の
ば
つ
こ
」
と
「
傲

慢
」
に
怒
り
を
抱
い
て
い
る
。

　
と
も
か
く
も
『
中
央
公
論
』
に
載
っ
た
最
後
の
「
血
」
の
章
は
、
意
外
な
展

開
を
見
せ
、
急
な
結
末
に
よ
っ
て
物
語
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
真
知
子
は
訪
れ
て
来
た
米
子
か
ら
、
彼
女
が
関
と
既
に
結
婚
し
て
お
り
、
関

66



の
子
供
を
妊
娠
し
て
い
る
と
聞
い
て
、
関
に
対
す
る
怒
り
、
も
っ
と
複
雑
な
、

分
析
し
得
な
い
痛
痕
と
厭
悪
に
全
感
覚
を
掻
き
乱
さ
れ
る
。
そ
し
て
関
と
別
れ

る
。
間
も
な
く
ブ
ル
ジ
ョ
ア
華
族
の
河
井
が
労
働
者
に
自
分
の
資
産
を
解
放
し

た
と
聞
き
、
そ
の
誠
実
な
生
き
方
に
感
動
し
て
、
改
め
て
そ
の
求
愛
を
受
け
る

決
心
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
急
な
結
末
は
、
前
の
七
章
と
の
問
の
大
き
な
落
差
の
な
か
に
あ
る
も
の

は
、
や
は
り
当
局
へ
の
政
治
的
な
配
慮
に
よ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
　
「
血
」

は
も
と
も
と
『
真
知
子
』
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
「
血
」
の
章
の
構
想
は
改
造
社
の
掲
載
拒
絶
（
昭
和
五
年
十
月
三
日
）

よ
り
5
カ
月
前
か
ら
既
に
練
ら
れ
て
い
る
。

　
昭
和
五
年
四
月
二
十
八
目
の
次
の
よ
う
な
日
記
が
あ
る
。

　
午
前
は
こ
の
間
か
ら
は
じ
め
か
け
た
真
知
子
の
つ
づ
き
の
書
き
も
の
。
今

度
は
「
血
」
と
云
ふ
題
で
書
か
う
と
お
も
ふ
。
筋
は
頭
の
中
に
組
み
立
て
ら

れ
て
ゐ
る
。
如
何
に
表
現
す
べ
き
か
が
問
題
で
あ
る
。

そ
の
生
産
の
利
潤
を
増
す
た
め
に
強
度
の
労
働
と
貧
困
を
課
せ
ら
れ
て
ゐ
る

も
の
と
の
対
立
に
眼
を
覚
ま
す
時
、
あ
な
た
の
や
う
に
苦
し
み
、
そ
の
中
か

ら
如
何
し
て
遁
る
べ
き
か
に
迷
う
の
は
寧
ろ
自
然
す
ぎ
る
こ
と
だ
と
思
ひ
ま

す
。
　
（
中
略
）
と
は
云
つ
て
も
、
あ
の
マ
マ
を
捨
て
、
あ
の
家
か
ら
あ
な
た

が
飛
び
出
す
こ
と
ー
さ
う
す
る
こ
と
に
依
つ
て
潔
癖
に
無
産
者
と
な
り
、

実
行
運
動
に
投
じ
よ
う
と
す
る
決
心
に
対
し
て
は
、
私
は
俄
か
に
賛
成
で
き

か
ね
ま
す
。
　
（
中
略
）
そ
の
重
大
な
転
機
に
於
い
て
あ
な
た
に
容
易
に
賛
成

し
え
な
い
の
は
、
さ
う
で
す
、
あ
な
た
を
見
く
び
つ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
も
よ

ろ
し
い
の
で
す
。
い
い
え
、
あ
な
た
で
は
な
い
、
あ
な
た
の
血
を
、
あ
な
た

の
二
十
五
六
兆
の
細
胞
を
、
そ
れ
が
常
に
鋭
敏
に
感
じ
て
ゐ
る
階
級
的
金
力

を
丁
度
地
球
が
太
陽
系
の
力
学
か
ら
脱
出
し
え
な
い
と
等
し
い
運
命
的
な
牽

引
力
を
見
く
び
つ
て
ゐ
る
。
　
（
中
略
）
私
の
愛
す
る
タ
ミ
を
そ
の
中
で
滅
し

た
く
な
い
か
ら
で
す
。
　
（
中
略
）
外
の
戦
場
に
飛
び
出
す
前
に
、
あ
な
た
自

身
の
内
部
で
戦
ふ
も
の
が
あ
る
筈
だ
と
云
ふ
の
で
す
。
そ
の
間
の
懐
疑
や
逡

巡
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
率
直
で
あ
れ
と
望
む
の
で
す
。

野上弥生子の問題意識試論

　
更
に
昭
和
六
年
十
月
一
日
に
『
婦
人
公
論
』
に
発
表
し
た
『
真
知
子
』
に
関

す
る
随
筆
「
鳴
る
浅
問
山
の
麓
か
ら
」
　
（
8
月
に
脱
稿
）
で
は
そ
の
モ
チ
ー
フ

が
は
っ
き
り
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
あ
な
た
方
の
や
う
な
地
位
と
生
活
を
し
よ
は
さ
れ
た
お
嬢
さ
ん
が
（
私
の

作
中
の
女
主
人
公
も
そ
の
一
人
な
の
で
す
）
今
の
世
の
最
大
な
問
題
、
i

搾
る
も
の
と
搾
ら
れ
る
も
の
、
つ
ね
に
遊
ん
で
ゐ
る
も
の
と
つ
ね
に
働
い
て

ゐ
る
も
の
、
直
接
生
産
に
関
与
す
る
こ
と
な
し
に
た
だ
利
潤
の
み
を
享
受
し

て
ゐ
る
も
の
と
、
直
接
生
産
に
従
事
し
な
が
ら
利
潤
に
は
与
ら
ず
、
而
か
も

　
こ
れ
は
正
に
『
真
知
子
』
と
い
う
小
説
の
モ
チ
ー
フ
の
告
白
だ
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
こ
こ
に
弥
生
子
の
当
時
の
急
進
的
な
革
命
思
想
へ
の
思
慮
深
い
批
判
精

神
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
革
命
運
動
は
「
え
ら
ば
れ
た
革
命
闘

士
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
　
「
あ
な
た
の
や
う
な
お
嬢
さ
ん
」
は
「
自

分
の
カ
に
相
応
し
た
持
ち
場
で
誰
に
も
気
づ
か
れ
な
い
や
う
な
小
さ
な
役
割
に

従
事
」
す
れ
ば
い
い
と
い
う
、
同
伴
者
文
学
作
家
特
有
の
立
場
が
「
血
」
の
章

で
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
「
地
球
が
太
陽
系
の
力
学
か
ら
脱
出
し
え
な
い
」
と

同
じ
よ
う
な
強
力
な
「
血
」
の
宿
命
、
　
「
生
ま
れ
な
が
ら
細
胞
に
浸
み
込
ん
で

き
た
血
の
引
力
」
を
自
覚
し
、
　
「
正
直
に
懐
疑
」
す
る
こ
と
の
意
義
を
弥
生
子
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は
信
じ
て
い
る
。

　
『
真
知
子
』
の
も
う
ひ
と
つ
の
モ
チ
ー
フ
は
当
時
流
行
し
て
い
た
コ
ロ
ン
タ

イ
ム
ズ
に
た
い
す
る
批
判
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
コ
ロ
ン
タ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
弥
生
子
は
初
め
か
ら
疑
問
を
も
ち
、
批
判
的

な
目
で
見
て
い
た
。
　
『
真
知
子
』
の
執
筆
を
は
じ
め
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
弥
生

子
は
「
コ
ロ
ン
タ
イ
の
“
ソ
ヴ
イ
エ
ー
ト
・
ロ
シ
ヤ
の
婦
人
の
恋
”
を
取
り
扱

つ
た
も
の
」
を
読
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
「
わ
り
と
真
情
の
こ
も
つ
た
も
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
美
に
対
し
て
入
間
が
こ
と
に
女
性
が
も
つ
て
ゐ
た
こ
れ
ま
で

の
嘆
美
意
識
を
斯
う
ま
で
急
に
換
え
う
る
の
が
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
は
同

時
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
美
意
識
　
　
芸
術
意
識
に
対
す
る
疑
問
だ
と
お
も
ふ
。
」

と
い
う
日
記
を
書
い
た
。

　
特
に
当
時
の
日
本
で
の
「
性
行
為
は
一
杯
の
水
を
飲
む
に
等
し
い
」
と
い
う

よ
う
な
お
か
し
い
形
の
コ
ロ
ン
タ
イ
ム
ズ
の
流
行
を
弥
生
子
は
許
せ
な
か
っ

た
。
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
の
中
に
現
れ
始
め
て
い
た
問
題
、
　
「
男
性
闘

士
の
道
具
に
さ
れ
た
ハ
ウ
ス
キ
ー
パ
ー
の
問
題
」
　
（
中
山
和
子
『
昭
和
文
学
の

陥
穽
』
　
「
男
性
的
偏
向
の
問
題
」
）
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
。

　
作
品
中
の
大
庭
米
子
は
む
し
ろ
一
人
の
忠
実
な
ハ
ウ
ス
キ
ー
パ
ー
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
亡
兄
の
革
命
同
志
関
の
為
に
、
米
子
は

自
分
の
す
べ
て
を
献
げ
、
関
の
子
供
ま
で
妊
娠
し
た
。
し
か
し
関
は
言
う
。

「
仕
事
は
す
べ
て
で
、
個
人
は
常
に
無
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
我
々
の
生

活
に
、
最
も
個
人
的
な
恋
愛
を
入
れ
る
の
は
ど
ん
な
形
に
於
い
て
も
無
理
だ
」

「
厳
密
に
解
剖
す
れ
ば
僕
の
大
庭
に
も
つ
て
ゐ
る
感
情
は
亡
く
な
つ
た
大
庭
に

対
す
る
と
大
差
は
な
い
の
で
、
は
じ
め
か
ら
そ
れ
を
一
歩
も
出
な
か
つ
た
」

乏
。
こ
の
関
の
非
人
間
的
な
発
想
と
卑
怯
な
男
性
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
対
し
て
、

弥
生
子
は
真
知
子
を
通
し
て
厳
し
く
批
判
す
る
。

　
女
が
一
人
で
母
親
に
な
れ
る
と
お
思
ひ
に
な
る
ん
で
す
か
。
　
（
中
略
）
あ

ん
た
方
の
運
動
が
人
間
か
ら
貧
乏
を
な
く
す
や
う
に
、
斯
う
い
ふ
苦
し
み
を

も
な
く
す
る
の
で
な
か
つ
た
ら
、
結
局
何
に
な
る
ん
で
せ
う
。
ど
ん
な
見
事

な
組
織
で
未
来
の
社
会
が
出
来
上
が
ら
う
と
も
、
斯
ん
な
思
ひ
で
苦
し
む
も

の
が
一
人
で
も
残
つ
て
ゐ
る
間
は
、
パ
ン
や
着
物
で
苦
し
む
今
の
世
界
が
不

完
全
だ
と
同
じ
に
、
決
し
．
て
完
全
な
世
界
で
は
な
い
筈
で
す
。

　
本
来
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
男
も
女
も
含
め
た
人
間
を
解
放
す
る
運
動
で

あ
る
筈
だ
が
、
人
間
を
解
放
す
る
た
め
に
、
同
じ
人
間
で
あ
る
女
を
平
気
で
犠

牲
に
す
る
。
つ
ま
り
彼
ら
の
考
え
る
人
間
に
は
女
が
入
つ
て
い
る
と
は
思
え
な

い
。
弥
生
子
は
運
動
批
判
の
目
で
女
の
立
場
か
ら
、
こ
の
革
命
運
動
中
に
存
在

す
る
「
男
性
優
位
」
の
矛
盾
を
指
摘
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
現
在
の
新
し
い
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
見
て
も
弥
生
子
の
い
ち
早
い
指

摘
は
極
め
て
重
要
な
価
値
を
も
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
『
真
知
子
』
が
発
表
さ
れ
た
当
時
、
大
き
な
反
響
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
ユ
ニ

ー
ク
な
主
題
、
作
品
に
展
開
さ
れ
て
い
る
問
題
意
識
が
、
多
く
の
青
年
読
者
を

引
き
付
け
た
。
特
に
知
識
青
年
の
間
で
、
真
知
子
と
同
じ
よ
う
な
悩
み
を
も
つ

人
々
の
共
鳴
を
引
き
起
こ
し
た
。
し
か
し
こ
の
作
品
は
切
実
な
思
想
問
題
を
取

り
扱
つ
て
い
る
た
め
、
発
表
当
時
か
ら
ず
っ
と
問
題
作
品
と
し
て
、
一
定
の
評

価
を
受
け
る
と
同
時
に
に
厳
し
い
批
判
を
浴
び
て
い
た
。

　
『
真
知
子
』
の
問
題
点
と
し
て
、
宮
本
百
合
子
や
、
平
野
謙
、
渡
辺
澄
子
な

ど
の
論
を
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
真
知
子
と
い
う
主
人
公
の
描
か
れ
方
に
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
平
野
謙
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野上弥生子の問題意識試論

が
指
摘
し
た
よ
う
に
真
知
子
は
革
命
と
恋
愛
を
等
価
に
、
或
は
無
差
別
に
と
ら

え
る
。
恋
愛
を
も
っ
て
、
革
命
運
動
へ
架
橋
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
思
想
と
恋

愛
の
短
絡
的
な
考
え
方
、
生
き
方
を
作
者
自
身
が
無
批
判
に
描
い
て
い
る
。
関

の
思
想
に
真
知
子
が
引
か
れ
た
の
だ
と
作
者
は
再
三
強
調
す
る
。
し
か
し
革
命

家
と
し
て
設
定
し
て
い
る
関
は
社
交
的
な
揚
面
に
姿
を
現
し
た
り
、
婦
人
と
の

い
き
さ
つ
の
場
で
登
場
し
た
り
す
る
ほ
か
、
革
命
家
に
ふ
さ
わ
し
い
活
動
が
何

ひ
と
つ
描
か
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
関
の
美
貌
と
精
桿
が
必
要
以
上
に
強
調

さ
れ
る
た
め
、
真
知
子
が
一
体
関
の
何
に
引
か
れ
た
か
を
疑
い
た
く
な
る
。
し

た
が
っ
て
関
と
米
子
と
の
関
係
を
知
り
、
関
と
別
れ
る
こ
と
を
心
に
決
め
て
、

「
は
じ
め
か
ら
愛
し
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
わ
、
　
　
多
分
。
愛

し
た
と
す
れ
ば
あ
の
人
じ
ゃ
な
く
、
あ
の
人
た
ち
の
考
え
方
だ
つ
た
の
よ
」
と

い
う
真
知
子
の
セ
リ
フ
も
嘘
っ
ぼ
く
聞
こ
え
る
し
、
真
知
子
の
知
的
虚
栄
心
と

も
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
関
と
別
れ
て
か
ら
、
あ
れ
ほ
ど
軽
蔑
し
批
判
し
て

い
た
河
井
に
愛
を
感
じ
、
結
婚
を
決
め
る
と
い
う
内
部
の
必
然
性
が
描
か
れ
て

い
な
い
。

　
関
の
よ
・
7
な
男
だ
け
を
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
代
表
、
典
型
と
す
る
描
き
方

は
、
宮
本
百
合
子
を
は
じ
め
左
翼
陣
営
の
批
判
の
と
お
り
で
あ
り
、
関
が
多
少

劇
画
化
さ
れ
た
の
も
欠
点
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
弥
生
子
の
批
判
は

激
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
河
井
の
描
写
が
非
常
に
表
層
的
で
、
内
面
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
ず
、
河
井

の
行
動
は
読
者
に
納
得
し
に
く
い
。
特
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
結
末
に
研
究
所

以
外
の
全
財
産
を
投
げ
出
し
、
会
社
を
職
工
た
ち
の
共
同
管
理
に
任
せ
る
と
い

う
設
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
有
島
武
郎
の
農
場
解
放
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
工
場
と
農
場
の
…
磯
構
と
経
営
上
の
違
い
を
見
落
と
し
て

い
る
た
め
、
あ
り
そ
う
も
な
い
工
場
解
放
の
作
り
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ

れ
も
野
上
弥
生
子
の
階
級
的
限
界
、
同
伴
者
的
限
界
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
甘
さ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
何
と
言
っ
て
も
、
こ
の
作
品
が
取
り
扱
っ
て
い
る
主
題
は
、
当
時
の

盛
ん
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
流
れ
の
中
で
飛
び
越
え
ら
れ
、
忘
れ
去
ら

れ
、
し
か
し
歴
史
の
一
側
面
と
し
て
反
映
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
主
題
で
あ
っ

た
。
こ
の
意
味
で
は
、
　
『
真
知
子
』
と
い
う
作
品
は
目
本
近
代
文
学
史
上
の
ひ

と
つ
の
空
白
を
埋
め
る
と
い
う
役
割
を
果
し
た
と
も
言
え
よ
う
。

　
作
者
は
真
知
子
を
始
め
何
人
か
の
女
性
の
恋
愛
と
結
婚
生
活
を
通
し
て
、
封

建
的
な
婚
姻
制
度
を
批
判
し
、
女
の
本
当
の
幸
せ
を
追
及
し
よ
う
と
し
た
。
同

時
に
ま
た
、
田
口
一
族
を
中
心
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
有
閑
階
級
の
醜
随
な
生
活
を
赤

裸
々
に
暴
露
し
、
弥
生
子
の
入
道
主
義
思
想
を
一
貫
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
数

多
く
の
登
揚
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
、
複
雑
な
人
間
関
係
、
各
人
物
の
地
位

や
性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
会
話
な
ど
が
円
熟
し
た
技
法
で
描
か
れ
て
い
る
。
　
『
真

知
子
』
は
弥
生
子
の
始
め
て
の
長
編
小
説
と
し
て
、
女
性
像
に
よ
る
近
代
日
本

文
学
の
一
つ
の
重
大
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
真
知
子
』
を
書
き
上
げ
て
、
ち
ょ
う
ど
二
年
後
に
『
若
い
息
子
』
　
（
昭
和

七
年
十
二
月
「
中
央
公
論
」
が
『
真
知
子
』
の
言
わ
ば
男
性
編
と
し
て
発
表
さ

れ
た
。

　
『
真
知
子
』
執
筆
の
と
き
の
盛
ん
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
は
、
こ
の
頃
猛
烈

な
弾
圧
を
受
け
、
学
生
運
動
も
鎮
圧
さ
れ
て
、
全
国
の
大
学
や
高
等
学
校
で
退

学
や
放
校
が
続
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
℃
常
に
社
会
的
関
心
と
冷
徹
な
目
を
も

っ
て
、
社
会
の
動
向
を
見
詰
め
て
い
る
弥
生
子
は
、
こ
の
切
実
な
問
題
を
書
か

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
特
に
弥
生
子
の
息
子
の
う
え
の
二
人
が
ち
ょ
う
ど

高
等
学
校
で
学
ん
で
い
る
時
期
で
、
学
生
運
動
に
直
面
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
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テ
ー
マ
は
彼
女
に
と
っ
て
他
人
事
で
は
な
か
っ
た
。
　
「
と
に
か
く
こ
れ
を
書
い

て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
、
他
の
ど
ん
な
仕
事
も
出
来
な
い
ほ
ど
こ
の
一
つ
の
テ
ー

マ
は
現
在
の
私
を
捕
へ
て
ゐ
る
。
」
と
弥
生
子
は
『
若
い
息
子
』
を
執
筆
し
始

め
た
次
の
日
（
昭
和
六
年
六
月
四
日
）
の
日
記
に
書
い
て
い
る
。
し
か
し
あ
ま

り
に
も
身
近
な
こ
と
を
書
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
母
親
と
し
て
の
弥
生
子
は
子

供
の
こ
と
を
考
え
、
気
を
揉
ん
で
い
る
。
「
書
き
か
け
の
も
の
が
ま
だ
本
調
子

に
行
か
ず
。
一
つ
は
こ
れ
の
発
表
に
不
安
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
モ
キ
た
ち
の

気
も
ち
を
損
じ
て
ま
で
発
表
は
出
来
な
い
。
」
と
日
記
に
書
い
た
。
結
局
「
か

い
た
り
、
け
し
た
り
。
一
歩
も
前
進
せ
ず
」
と
い
う
状
態
が
続
き
、
創
作
は
一

週
間
で
中
止
す
る
。
一
年
程
経
っ
て
昭
和
七
年
の
五
月
、
よ
う
や
く
再
び
執
筆

が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
若
い
息
子
』
は
、
中
流
階
級
出
身
の
旧
制
高
校
三
年
の
青
年
工
藤
圭
次
が

社
会
主
義
の
研
究
会
（
R
・
S
）
に
入
る
が
、
数
回
の
参
加
の
後
、
メ
ン
バ
ー

が
工
場
労
働
者
と
連
係
し
て
ビ
ラ
を
巻
い
た
た
め
、
R
・
S
の
組
織
が
分
か

り
、
彼
も
逮
捕
さ
れ
る
。
釈
放
さ
れ
て
か
ら
、
高
校
の
処
分
の
厳
し
さ
と
不
公

平
に
怒
り
を
感
じ
、
友
入
の
復
校
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て
戦
お
う
と
す
る
。
唯

一
の
息
子
と
二
入
き
り
暮
ら
し
を
し
て
い
る
母
は
、
息
子
を
失
い
た
く
な
い

が
、
息
子
の
真
っ
す
ぐ
な
気
持
ち
、
純
粋
な
情
熱
を
損
じ
た
く
な
か
っ
た
。
最

後
に
涙
で
運
動
に
赴
く
息
子
を
送
る
と
い
う
感
動
的
な
話
で
あ
る
。

　
主
人
公
の
圭
次
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
弥
生
子
の
長
男
素
一
を
想
定
し
易

い
が
、
瀬
沼
茂
樹
に
よ
る
と
、
弥
生
子
も
素
一
も
運
動
に
関
与
し
な
い
と
否
定

す
る
と
い
う
。
し
か
し
弥
生
子
の
日
記
を
読
む
と
、
　
『
真
知
子
』
の
執
筆
の
時

点
に
お
い
て
、
素
一
氏
は
運
動
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
『
若
い
息
子
』
執

筆
の
時
点
で
は
、
運
動
の
渦
中
に
い
た
の
は
次
男
の
茂
吉
だ
と
い
う
こ
と
が
分

か
る
。
つ
ま
り
圭
次
と
い
う
人
物
は
、
長
男
素
一
と
次
男
茂
吉
を
合
一
し
て
作

り
上
げ
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
し
て
圭
次
の
母
親
の
存
在
も
弥
生
子
自
身
と
の

関
わ
り
が
大
変
多
い
。
　
『
若
い
息
子
』
と
い
う
作
品
と
弥
生
子
の
日
記
と
を
読

み
合
わ
せ
る
と
、
作
中
の
主
人
公
工
藤
圭
次
の
背
後
に
、
素
一
と
茂
吉
の
二
人

の
影
が
重
な
っ
て
浮
か
ん
で
来
る
。
同
時
に
圭
次
に
母
親
の
背
後
に
、
弥
生
子

の
影
も
見
え
て
く
る
。
但
し
、
実
在
人
物
の
素
一
も
茂
吉
も
結
局
運
動
に
対
し

て
「
中
立
的
態
度
を
持
し
て
ゐ
る
」
か
、
「
そ
れ
以
上
深
入
り
は
し
度
く
な
い
」

の
で
あ
っ
た
が
、
作
中
の
圭
次
は
違
っ
て
い
て
、
最
後
に
正
義
感
に
燃
え
て
、

運
動
に
は
参
加
す
る
。
こ
の
よ
う
に
弥
生
子
が
現
実
生
活
で
実
現
出
来
な
か
っ

た
、
或
は
自
分
の
息
子
に
実
現
さ
せ
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
理
想
を
工
藤
圭

次
に
託
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
『
若
い
息
子
』
は
『
真
知
子
』
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
結
晶
度
の
高
い
魅

力
あ
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
」
（
沢
田
章
子
「
若
い
息
子
解
説
」
新
日
本
文
庫
）

文
の
構
造
、
人
物
設
定
と
描
写
だ
け
で
は
な
く
、
明
ら
か
な
思
想
的
前
進
が
見

ら
れ
る
。
　
『
真
知
子
』
で
は
一
度
革
命
運
動
に
近
付
い
た
真
知
子
は
、
最
終
的

に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
華
族
の
懐
に
帰
る
。
こ
れ
に
対
し
て
圭
次
は
、
将
来
を
失
う
か

も
し
れ
な
い
困
難
な
危
険
な
、
し
か
し
正
義
の
道
を
選
ん
だ
。
こ
の
思
想
的
飛

躍
に
つ
い
て
弥
生
子
は
「
私
は
ち
っ
と
も
飛
躍
な
ん
か
し
て
な
い
の
よ
。
た
だ

子
供
た
ち
と
一
緒
に
大
く
き
な
っ
て
、
こ
こ
ま
で
来
た
ん
で
す
よ
。
私
に
リ
ア

リ
ス
ト
と
し
て
自
分
の
ま
わ
り
を
眺
め
つ
つ
こ
こ
ま
で
来
た
の
だ
」
と
宮
本
百

合
子
と
の
対
談
で
そ
う
述
べ
た
。

　
確
か
に
弥
生
子
が
自
分
自
身
の
”
若
い
息
子
”
の
思
想
と
行
為
を
母
親
ら
し

い
愛
と
信
頼
か
ら
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
的
に
正
当
化
す
る
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
息

子
が
運
動
を
止
め
た
後
で
も
、
そ
の
行
動
を
理
論
と
し
て
成
長
さ
せ
た
。
つ
ま

り
息
子
た
ち
の
行
為
に
対
す
る
理
解
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
行
為
を
普
遍
化
し
、

70



昇
華
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
若
い
息
子
』
は
、
当
時
こ
れ
を
発
表
す
る
と
い
う
だ
け
で
危
険
を
冒
す
か

も
知
れ
ぬ
厳
し
い
時
代
の
中
で
、
多
く
の
伏
せ
字
の
ま
ま
発
表
さ
れ
て
お
り
、

社
会
に
対
し
て
大
き
な
抵
抗
を
示
し
て
い
た
。

　
弥
生
子
は
こ
の
作
品
の
後
で
「
反
戦
」
へ
と
テ
ー
マ
を
移
行
し
、
「
哀
し
き

少
年
」
や
『
迷
路
』
へ
と
作
品
を
展
開
し
て
行
く
。

　
こ
の
よ
う
に
弥
生
子
は
、
常
に
問
題
意
識
を
も
っ
て
、
自
己
の
問
題
、
そ
し

て
社
会
の
問
題
を
永
遠
に
誠
実
に
真
摯
に
追
及
し
、
良
心
的
に
作
品
を
創
作
し

て
来
た
。

渡
辺
澄
子
「
作
品
の
虚
実
ー
竪
上
弥
生
子
の
“
同
伴
者
”
再
検
討
t
」
（
「
近
代
文

　
　
　
学
研
究
」
五
号
　
昭
和
六
三
年
八
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
チ
ン
　
シ
ュ
ウ
メ
イ
・
明
治
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）
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